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二
〇
一
四
（
平
成
二
十
六
）
年
六
月
、
大お

お
谷た

に
光こ

う
淳じ

ゅ
んさ
ま
が
、
浄

じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う
本ほ

ん
願が

ん
寺じ

派は

第
二
十
五
代
門も

ん
主し

ゅ
・
本ほ

ん
願が

ん
寺じ

住じ
ゅ
う
職し

ょ
くに
ご
就
任

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
十
八
）
年
十

月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
、
京
都
の
本
願
寺
で
は
、

み
教
え
が
伝
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
み
ん
な
で
お
慶よ

ろ
こび
す
る
「
伝で

ん
灯と

う

奉ほ
う

告こ
く

法ほ
う

要よ
う

」
が
つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
要
の
初
日
、
ご
親し
ん

教き
ょ
う（

ご
法ほ

う
話わ

）
に
立
た
れ
た
大
谷
光

淳
（
専せ

ん
如に

ょ
）
ご
門
主
さ
ま
は
、
ご
自
身
の
思
い
を
「
念ね

ん
仏ぶ

つ
者し

ゃ
の
生い

き
方か

た
」
と
題
し
て
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
十
）
年
十
一
月
二
十
三
日
、
ご

門
主
さ
ま
は
、「
全ぜ

ん
国こ

く
門も

ん
徒と

総そ
う

追つ
い

悼と
う

法ほ
う

要よ
う

・
秋
の
法
要
」
に
お
い
て
、

よ
り
広
く
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
の
こ
こ
ろ
を
お
伝
え
す
る
た
め
、

そ
の
肝か

ん
要よ

う
を
短
く
簡か

ん
潔け

つ
な
四
カ
条
の
言
葉
に
ま
と
め
て
お
示
し
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
私わ

た
した
ち
の
ち
か
い
」
で
す
。

本
書
は
、
こ
の
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
を
、
一
人
ひ
と
り
が
そ

は
じ
め
に
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れ
ぞ
れ
に
、
自
ら
の
こ
と
と
し
て
、
つ
ね
に
身
近
に
感
じ
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
発
行
し
ま
し
た
。
解
説
は
、
本ほ

ん
願が

ん
寺じ

関か
ん
係け

い
学が

っ
校こ

う
で
あ
る
相そ

う
愛あ

い
大だ

い
学が

く

教き
ょ
う
授じ

ゅ
の
釈

し
ゃ
く
徹て

っ

宗し
ゅ
う
先
生
に
お
願
い
し

て
い
ま
す
。
釈
先
生
は
、
教
育
現
場
に
と
ど
ま
ら
ず
、
テ
レ
ビ
や

雑
誌
な
ど
で
も
活
躍
さ
れ
て
い
て
、
若
い
世
代
の
人
び
と
に
響
く

言
葉
で
仏
教
の
こ
こ
ろ
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
現
代
社
会
を
生
き

る
た
め
に
大
切
な
仏
教
の
考
え
方
や
見
方
に
つ
い
て
、
広
く
深
く

発
信
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
、「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
と
と
も
に
、

日
常
の
中
で
仏ぶ

つ
道ど

う
を
歩
ん
で
い
く
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
は
、
誰
も
が
言
い
や
す
く
覚
え
や
す
い

ち
か
い
で
す
。
繰
り
返
し
声
に
出
し
、
受
け
と
め
て
い
く
中
で
、

一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
念ね

ん
仏ぶ

つ
者し

ゃ
と
し
て
ど
の
よ
う
に
生
き

て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
自
ら
に
問
い
か
け
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、「
念
仏
者
の
生
き
方
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
冊
子
『「
念ね

ん

仏ぶ
つ
者し

ゃ
の
生い

き
方か

た
」
に
学ま

な
ぶ
』（
本ほ

ん
願が

ん
寺じ

出し
ゅ
っ
版ぱ

ん
社し

ゃ
）
を
発
行
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
あ
わ
せ
て
お
読
み
く
だ
さ
い
。

本
願
寺
出
版
社
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私
は
伝
灯
奉
告
法
要
の
初
日
に
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
と
題

し
て
、
大
智
大
悲
か
ら
な
る
阿
弥
陀
如
来
の
お
心
を
い
た
だ
い

た
私
た
ち
が
、
こ
の
現
実
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
た
び
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
を
皆
様
に
よ
り
親
し

み
、
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
そ
の
肝
要

を
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」と
し
て
次
の
四
ヵ
条
に
ま
と
め
ま
し
た
。

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
に
つ
い
て
の
親
教
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私わ
た
した
ち
の
ち
か
い

一ひ
と
つ、
自じ

分ぶ
ん
の
殻か
ら
に
閉と

じ
こ
も
る
こ
と
な
く

　
　
穏お
だ
や
か
な
顔か
お
と
優や
さ
し
い
言こ
と
葉ば

を
大た
い
切せ
つ
に
し
ま
す

　
　
微ほ
ほ
笑え

み
語か
た
り
か
け
る
仏ほ
と
けさ
ま
の
よ
う
に

一ひ
と
つ、
む
さ
ぼ
り
、
い
か
り
、
お
ろ
か
さ
に
流な
が
さ
れ
ず

　
　
し
な
や
か
な
心こ
こ
ろと
振ふ

る
舞ま

い
を
心こ
こ
ろが
け
ま
す

　
　
心
こ
こ
ろ
安や
す
ら
か
な
仏ほ
と
けさ
ま
の
よ
う
に

一ひ
と
つ、
自じ

分ぶ
ん
だ
け
を
大だ
い
事じ

に
す
る
こ
と
な
く

　
　
人ひ
と
と
喜よ
ろ
こび
や
悲か
な
し
み
を
分わ

か
ち
合あ

い
ま
す

　
　
慈じ

悲ひ

に
満み

ち
み
ち
た
仏ほ
と
けさ
ま
の
よ
う
に

一ひ
と
つ、
生い

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気き

づ
き

　
　
日ひ

び々

に
精せ
い
一い
っ
杯ぱ
い
つ
と
め
ま
す

　
　
人ひ
と
び
と
の
救す
く
い
に
尽つ

く
す
仏ほ
と
けさ
ま
の
よ
う
に
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た
ち
の
使
命
で
あ
る
こ
と
を
心
に
刻
み
、
お
念
仏
申
す
道
を
歩

ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　
二
〇
一
八
（
平
成
三
十
）
年
十
一
月
二
十
三
日

こ
の
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
は
、
特
に
若
い
人
の
宗
教
離
れ

が
盛
ん
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
今
日
、
中
学
生
や
高
校
生
、
大

学
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
み
教

え
に
あ
ま
り
親
し
み
の
な
か
っ
た
方
々
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
機

会
で
唱
和
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、

先
人
の
方
々
が
大
切
に
受
け
継
い
で
こ
ら
れ
た
浄
土
真
宗
の
み

教
え
を
、
こ
れ
か
ら
も
広
く
伝
え
て
い
く
こ
と
が
後
に
続
く
私

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主　

大
　
谷
　
光
　
淳
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こ
の
た
び
大
谷
光
淳
ご
門
主
よ
り
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」

と
い
う
生
活
規
範
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。〝
中
学
生
に
も

わ
か
る
指
針
を
〞
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
と
の
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
が
何
を
語
ろ
う
と
し
て

い
る
の
か
、
耳
を
澄
ま
せ
て
み
ま
し
た
。

「
私わ
た
した
ち
の
ち
か
い
」
の
味あ
じ
わ
い

　
釈し
ゃ
く　

　
徹て
っ

　宗し
ゅ
う　



1617

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
の
１
つ
目
に
「
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
」
と
あ

り
ま
す
。＂
自
分
の
殻
＂
と
は
、
自
分
の
都
合
で
あ
り
、
か
た
く
な
さ
で
あ
り
、
自
分

を
守
る
バ
リ
ア
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
い
つ
も
自
分
を
守
る
た
め
に
バ
リ
ア
を
張は

っ
て

い
ま
す
。
バ
リ
ア
を
張
ら
な
い
と
、
傷
つ
い
て
ば
か
り
で
す
。
殻
に
閉
じ
こ
も
ら
ざ
る

を
得え

な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
で
も
、
ず
っ
と
バ
リ
ア
を
張
っ
て
い
る
と
守
っ
て

き
た
＂
自
分
＂
ば
か
り
が
大
き
く
な
り
、
時
に
は
＂
自
分
＂
が
暴あ
ば

れ
て
手
が
つ
け
ら
れ

な
く
な
る
こ
と
も
起
こ
り
ま
す
。
殻
が
な
い
と
苦
し
い
、
殻
が
あ
っ
て
も
苦
し
い
、
本

当
に
人
間
っ
て
や
っ
か
い
で
す
。

そ
ん
な
私
を
殻
ご
と
照て

ら
す
仏ほ

と
けさ

ま
の
光
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
光
に
触
れ
る
と
、
身

も
心
も
柔
に
ゅ
う

軟な
ん

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
教
え
に
導
か
れ
る
う
ち
に
、「
あ
あ
、
な
ん
と

自
分
は
か
た
く
な
で
あ
っ
た
の
か
」
と
気
づ
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

仏
教
の
教
え
と
出で

遇あ

う
こ
と
で
、
自
分
の
殻
の
意
味
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
い
っ
ぱ
い
ト
ゲ
が
突つ

き
出で

て
い
て
近
づ
く
こ
と
も
で
き
な
い
殻
も
あ
れ

ば
、
仏
さ
ま
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
柔や
わ

ら
か
そ
う
な
殻
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が

■
「
自
分
の
殻
」
と
は

一ひ
と
つ、
自じ

分ぶ
ん
の
殻か

ら
に
閉と

じ
こ
も
る
こ
と
な
く

　
　
穏お

だ
や
か
な
顔か

お
と
優や

さ
し
い
言こ

と
葉ば

を
大た

い
切せ

つ
に
し
ま
す

　
　
微ほ

ほ
笑え

み
語か

た
り
か
け
る
仏ほ

と
けさ

ま
の
よ
う
に
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大
切
に
す
る
﹃
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う﹄

と
い
う
お
経
に
は
「
和わ

顔げ
ん

愛あ
い

語ご

」
と
出
て
き
ま
す
。
穏お

だ

や
か
な
顔
と
優
し
い
言
葉
を
大
切
に
し
、そ
し
て
ま
ず
他
者
の
思
い
を
受
け
と
め
ま
し
ょ

う
、
と
い
っ
た
意
味
で
す
。

こ
の
教
え
を
大
切
に
し
て
い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
バ
リ
ア
が
下
が
っ
て
、＂
目
の

前
に
い
る
人
の
心
＂
と
＂
自
分
の
心
＂
と
の
共
き
ょ
う

振し
ん

現げ
ん

象し
ょ
うが

起
こ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。




