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聖
徳
太
子
十
七
条
憲
法
第
二
条
に
「
篤あ

つ

く

三
宝

さ
ん
ぼ
う

を
敬

う
や
ま

へ
」

三
宝
と
は
佛
・
法
・
僧
な
り
。
則
ち
四
生

よ
ん
し
ょ
う

の

終
帰

よ
り
ど
こ
ろ、
萬
国

ば
ん
こ
く

の
極
宗

き
わ
む
ね

な
り
。
何

い
ず
れ

の
世よ

、
何

い
ず
れ

の
人ひ

と

か
、

是こ

の
法ほ

う

を
貴

た
っ
と

ば
ざ
る
。
人
尤

ひ
と
は
な
は

だ
悪あ

し
き
も
の
鮮な

し
、
能よ

く
教お

し

ふ
れ
ば
従

し
た
が

ふ
。
其そ

れ
三
宝

さ
ん
ぼ
う

に
帰よ

ら

ん
ず
ん
ば
、
何な

に

を
以も

つ

て
か
枉ま

が

れ
る
を
直た

だ

さ
む
。

と
あ
る
こ
と
は
、
皆
様
ご
承
知
の
事
と
存
じ
ま
す
。

仏
ほ
と
け

は
大
師

だ

い

し

な
る
が
故ゆ

え

に
帰
依

き

え

す
。
法ほ

う

は
良
薬

り
ょ
う
や
く

な

る
が
故ゆ

え

に
帰
依

き

え

す
。
僧そ

う

は
勝
友

し
ょ
う
よ
う

な
る
が
故ゆ

え

に
帰
依

き

え

す
。
と
第
十
三
節
に
述
べ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
が
。

仏
と
は
絶
対
無
比
の
真
理
を
言
う
の
で
あ
り

ま
す
。
之
を
覚
り
、
仏
と
し
て
の
生
涯
を
貫
か

れ
た
の
が
本
師
お
釈
迦
様
で
あ
り
世
に
真
理
の

道
理
を
説
き
示
さ
れ
ま
し
た
。

法
は
そ
の
真
理
の
道
理
を
説
か
れ
た
教
え
を

申
す
の
で
あ
り
。
煩
悩

ぼ
ん
の
う

の
汚
泥

お

で

い

に
ま
み
れ
苦
し

む
衆
生
の
覚
醒

か
く
せ
い

を
教
示

き
ょ
う
じ

す
る
、
良
薬
な
る
が
故

に
帰
依
す
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

僧
は
勝
友
な
る
が
故
に
帰
依
す
、
と
あ
り
ま
す

よ
う
に
、
僧
と
は
僧
伽

さ

ん

が

と
言
っ
て
、
仏
を
崇あ

が

め
法

お
し
え

を
拠よ

り
所

ど
こ
ろ

と
す
る
衆
生
の
集
団
を
言
う
の
で
す
。

因
み
に
、
僧
侶
の
使
命
は
こ
の
僧
伽
の
形
成

を
図
り
導
師
を
担
う
事
で
あ
り
ま
す
。

お
寺
は
僧
伽
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
実
践
の
場

で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
節
に
言
わ
れ
る
「
生
を
易
へ
身
を
易
へ

て
も
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
生
ま
れ
か
わ
り

死
に
か
わ
り
し
て
も
、
何
れ
の
時
代
に
な
ろ
う

と
も
、
富
め
る
と
き
も
貧
し
い
と
き
も
、
い
か

な
る
境
遇
に
あ
ろ
う
と
も
、
何
れ
の
民
族
・
社

会
に
あ
ろ
う
と
も
、
三
宝
を
供
養
し
敬
い
奉
る

こ
と
を
、
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強

調
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
西
天
東
土
仏
祖
正
伝
す
る
所
は
恭
敬
仏
法

僧
な
り
」
イ
ン
ド
中
国
日
本
へ
と
お
釈
迦
様
か

ら
歴
代
の
祖
師
へ
と
正
し
く
伝
承
さ
れ
た
仏
法

と
は
、
恭
敬
仏
法
僧
に
他
な
ら
な
い
。

前
節
ま
で
の
懺
悔
に
よ
っ
て
正
真
の
自
己
に

目
覚
め
た
と
こ
ろ
で
「
次
に
は
深
く
仏
法
僧
の

三
宝
を
敬
い
奉
る
べ
し
」
と
具
体
的
に
信
仰
の

有
り
様
を
お
示
し
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

仏
と
は
固
有

こ

ゆ

う

の
姿
形

す
が
た
か
た
ち

を
し
て
い
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
仏
像
と
い
う
も
の
は
人
間
が
説

お
し
え

か
ら
想
像
し
て
偶
像
化

ぐ
う
ぞ
う
か

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

仏
の
実
像
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
と
は
森
羅

し
ん
ら

万
象

ば
ん
し
ょ
う

こ
と
ご
と
く
在あ

る
が
ま
ま
、

あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
と
も
い
え
ま
す
し
、
私

は
、
己
を
生
か
し
め
て
い
る
自
然
の
営
み
を
仏

の
御
命

お
ん
い
の
ち

と
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

宇
宙
の
真
理
の
営
み
の
一
姿
が
私
と
い
う
個

体
を
な
し
て
い
る
の
で
す
。
人
間
と
し
て
の
生

涯
が
終
わ
れ
ば
四
大
は
分
離
し
て
大
自
然
に
霧

散
し
ま
す
か
ら
仏
に
還か

え

る
と
い
う
わ
け
で
す
。

人
間
は
こ
の
よ
う
に
仏
の
慈
悲

じ

ひ

に
活
か
さ
れ

て
い
る
と
言
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
と
、
空
な

る
も
の
に
手
を
合
わ
し
礼
拝
す
る
こ
と
が
難
し

く
、
仏
の
偶
像

ぐ
う
ぞ
う

を
作
り
出
し
た
の
で
す
。
で
す

か
ら
仏
像
を
偶
像
だ
か
ら
と
い
っ
て
粗
末
に
す

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

法
は
良
薬
な
る
が
故
に
帰
依
し
奉
る
。

真
理
の
道
理
を
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
。
人

間
の
迷
い
や
苦
悩
を
癒
し
自
己
の
本
性
に
覚
醒
を

促
す
も
の
を
佛
典
と
か
聖
典
と
申
し
ま
す
。
仏
教

徒
で
あ
れ
ば
、
こ
の
教
え
を
拠
り
所
と
し
て
生
き

な
け
れ
ば
、
真
実
を
見
失
い
真
の
自
己
に
出
会
え

な
い
ま
ま
一
生
を
終
わ
る
事
に
な
り
ま
す
。

僧
は
勝
友

し
ょ
う
ゆ
う

な
る
が
故
に
帰
依
し
奉
る
。

僧
伽
に
集
う
諸
人
は
勝
友
で
あ
り
ま
す
。
共

に
助
け
合
い
和
合
し
て
活
か
さ
れ
合
う
姿
こ
そ
、

仏
教
徒
の
あ
る
べ
き
姿
で
す
。

三
宝
に
帰
依
す
る
と
言
う
こ
と
は
人
間
の
生

き
方
の
基
本
を
正
す
と
言
う
こ
と
に
も
な
り
ま

し
ょ
う
。

次つ
ぎ

に
は
深ふ

か

く
仏
法
僧

ぶ
っ
ぷ
う
そ
う

の
三
宝

さ
ん
ぼ
う

を
敬

う
や
ま

い
奉た

て

る
べ
し
、

生し
ょ
う

を
易か

え

へ
身み

を
易か

え

へ
て
も
、
三
宝

さ
ん
ぼ
う

を
供
養

く

よ

う

し
敬

う
や
ま

い
奉

た
て
ま
つ

ら
ん
こ
と
を
願ね

が

ふ
べ
し
、
西
天

さ
い
て
ん

東
土
仏

と

う

ど

ぶ

つ

祖そ

正
伝

し
ょ
う
で
ん

す
る
所

と
こ
ろ

は
恭く

敬
ぎ
ょ
う

仏
法
僧

ぶ
っ
ぽ
う
そ
う

な
り

修
証
義
第
三
章
　
受
戒
入
位

第
十
一
節

禅
昌
寺
住
職
　
横
山

正
賢
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先
日
は
、
禅
昌
寺
で
開
催
さ
れ
た
定
例
（
年
二
回
、

春
・
秋
）
の
青
山
老
師
に
よ
る
禅
語
録
の
講
座
に
参
じ
、

教
え
を
乞
う
機
会
を
得
ま
し
た
。

禅
の
語
録
、
す
な
わ
ち
、
中
国
の
祖
師
方
が
喩
え
を

用
い
て
説
い
て
お
ら
れ
る
釈
尊
の
教
え
は
、
漢
文
で
あ

る
と
と
も
に
比
喩
が
時
代
が
か
っ
て
お
り
、
現
在
の

我
々
が
か
じ
っ
て
み
て
も
な
か
な
か
飲
み
込
め
な
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
老
師
が
身
近
な
体
験
と
平
明

な
言
葉
で
噛
み
砕
い
て
落
と
し
込
ん
で
く
だ
さ
り
、
仏

教
に
暗
い
私
も
、
還
暦
間
際
の
我
が
思
い
と
重
ね
つ
つ
、

反
省
を
混
じ
え
て
頷
き
な
が
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
自
分
の
身
の
丈
ほ
ど
の
独
善
的
理
解
で
、
い
さ

さ
か
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
は
あ
り
ま
す
が
。

私
事
か
ら
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
私
が
禅

昌
寺
に
吹
禅
（
す
い
ぜ
ん
・
普
化
尺
八
の
献
奏
）
に
伺
い

始
め
て
か
ら
、
か
れ
こ
れ
三
十
年
に
届
こ
う
と
し
て
お

り
ま
す
。
最
近
で
は
週
日
の
早
朝
、
一

の
坐
禅
の
後
、

一

の
吹
禅
を
行
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
、「
よ
く
続
き
ま
す
ね
」
と
感
心
さ
れ
ま

す
が
、
私
と
し
て
は
、
続
け
る
こ
と
自
体
に
は
さ
ほ
ど

困
難
は
感
じ
て
お
り
ま
せ
ん
。
今
日
は
や
り
た
い
か
ら

や
る
、
今
日
は
や
り
た
く
な
い
か
ら
や
ら
な
い
と
い
っ

た
計
ら
い
を
捨
て
、
ひ
た
す
ら
坦
坦
と
し
て
吹
禅
に
身

を
ゆ
だ
ね
て
お
り
ま
す
。
一
管
の
竹
に
牽
か
れ
て
の
人

生
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

静
坐
と
深
い
呼
吸
に
よ
っ
て
心
身
が
賦
活
さ
れ
、
と

て
も
落
着
い
た
気
持
ち
に
な
り
、
リ
セ
ッ
ト
効
果
は
抜

群
で
あ
り
ま
す
。
早
朝
の
山
寺
の
空
気
も
、
そ
う
さ
せ

る
の
で
し
ょ
う
が
。

ま
た
、
打
ち
込
め
ば
打
ち
込
む
ほ
ど
、
自
分
の
獲
得

し
た
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
新
し
い
世
界
が
展
開
し
、
よ
り

高
い
次
元
を
目
指
し
て
励
む
の
が
と
て
も
愉
し
く
な
り

ま
す
。

た
だ
し
、「
継
続
は
力
な
り
」
と
は
申
し
ま
す
が
、
継

続
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
マ
ン
ネ
リ
化
を
伴
い
、

マ
ン
ネ
リ
化
し
た
修
行
は
独
善
と
慢
心
に
陥
り
、
か
え

っ
て
向
上
の
妨
げ
と
な
り
ま
す
。
い
か
に
求
道
心
･
向

上
心
を
維
持
し
た
ま
ま
継
続
す
る
か
が
課
題
で
あ
り
ま

す
。
良
師
、
勝
友
（
良
き
ラ
イ
バ
ル
）
と
交
わ
る
の
が
最

良
の
薬
か
と
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
思
う
の
で
あ
り
ま
す

が
。老

師
は
常
々
、
人
は
自
分
の
度
量
に
応
じ
て
し
か
世

界
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
理
解
で
き
た
と
思

っ
て
も
「
知
は
盲
覚
」、
自
分
の
度
量
の
程
度
に
理
解
で

き
た
の
み
で
あ
り
、
慢
心
に
陥
っ
て
か
え
っ
て
人
生
に

躓
く
と
お
っ
し
ゃ
る
。

さ
り
と
て
、
向
上
を
得
る
た
め
に
は
理
解
す
る
努
力

は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
い

の
ち
あ
る
も
の
は
す
べ
て
仏
性
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は

い
え
、
問
い
か
け
求
め
る
こ
と
な
し
に
こ
の
単
純
事
実
、

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
受
け
止
め
味
わ
う
こ
と
は
出
来

な
い
。
風
は
空
気
の
動
き
で
あ
り
、
空
気
は
ど
こ
に
で

も
存
在
す
る
、
し
か
し
、
団
扇
を
使
う
こ
と
な
し
に
風

を
味
わ
う
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
。

そ
こ
で
、
独
善
と
慢
心
に
陥
る
こ
と
な
く
理
解
を
深

め
る
た
め
に
は
、
問
い
か
け
問
い
か
け
、
悟
り
を
得
た

ら
悟
り
を
捨
て
、
常
に
否
定
を
繰
り
返
し
な
が
ら
自
ら

の
度
量
を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
、
謙
虚
な
努
力
を
重

ね
る
必
要
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
る
。

彼
岸
と
い
う
状
態
（
ス
ト
ッ
ク
）
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
彼
岸
へ
向
か
う
流
れ
（
フ
ロ
ー
）
を
大
切
に
し
な

さ
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
老
師
は
、
悲
し
み
や
苦
し
み
が
ア
ン
テ
ナ
と
な

り
、
良
き
師
に
め
ぐ
り
合
う
こ
と
に
よ
り
闇
を
光
に
転

ず
る
、
あ
る
い
は
泥
土
に
蓮
華
を
咲
か
せ
る
こ
と
が
出

来
る
と
説
か
れ
る
。
良
き
師
と
は
、
彼
岸
の
方
向
さ
え

分
か
ら
な
い
私
た
ち
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
巧
み
な

方
便
を
用
い
て
導
い
て
く
れ
る
案
内
者
で
あ
り
、
よ
ほ

ど
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
さ
な
け
れ
ば
（
一
途
に
求
め

な
け
れ
ば
）
め
ぐ
り
合
え
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

人
生
は
行
為
（
業
）
に
よ
り
運
命
（
旧
業
）
を
転
じ

て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
良
き
教
え
と

善
き
行
い
に
よ
り
闇
を
光
に
転
じ
て
い
く
の
が
仏
道
で

あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
は
光
の
中
を
歩
み
、
幸
せ
過
ぎ
て

ア
ン
テ
ナ
が
張
れ
ず
、
仏
縁
と
は
程
遠
い
人
生
を
送
っ

禅
昌
寺
道
心
会
　
道
菅
　
通
博

・
・
・
・
・
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・
・
・
・
・
・
・
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・
・
・
・
・
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て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
も
う
じ
き
還
暦
、
老
師
の
言
わ

れ
る
通
り
こ
れ
か
ら
の
人
生
、
二
度
目
の
旅
は
否
応
な
し

に
老
･
病
・
死
を
見
据
え
て
の
展
開
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
こ
そ
釈
尊
の
教
え
の
眼
目
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
釈
尊

に
よ
り
悟
り
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
心
を
強
く
し
、
益
々

聞
法
に
励
む
と
と
も
に
大
い
に
学
ん
で
、
光
を
闇
に
転
ず

る
こ
と
な
く
、
闇
が
来
れ
ば
そ
れ
を
光
に
転
じ
て
、
味
わ

い
深
い
人
生
を
歩
み
た
い
も
の
で
す
。

と
は
い
え
、
や
は
り
二
度
目
の
旅
も
平
凡
な
日
常
の
繰

り
返
し
、
坦
坦
と
し
た
当
た
り
前
の
日
々
が
続
く
の
み
。

老
師
に
よ
れ
ば
、
仏
教
と
は
日
常
茶
飯
事
の
こ
と
に
ど
う

身
を
処
す
か
の
教
え
と
の
こ
と
。
一
期
一
会
の
客
人
と
お

茶
を
い
た
だ
く
と
い
う
日
常
行
為
に
深
い
精
神
性
を
与
え

て
茶
道
に
ま
で
高
め
た
、
あ
る
い
は
一
管
の
竹
に
息
を
吹

き
込
む
こ
と
を
吹
禅
に
ま
で
高
め
た
先
人
達
の
伝
統
に
倣

い
、
着
衣
喫
飯
日
常
茶
飯
事
の
中
に
深
い
精
神
性
を
盛
り

込
ん
だ
人
生
が
送
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

こ
の
度
は
、
青
山
老
師
の
講
座
に
参
じ
、
教
え
を
乞

う
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、

次
回
の
講
座
は
、
よ
り
大
き
な
度
量
で
受
け
止
め
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
努
力
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

私
が
住
職
を
し
て
数
年
の
こ
と
で
す
。
お
檀
家
さ
ん

で
こ
ん
な
や
り
と
り
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
話
の
背
景
は
、

私
が
ま
だ
二
十
九
才
の
頃
、
六
十
七
才
で
さ
ん
ざ
ん
妻
や

子
供
達
に
苦
労
を
掛
け
て
逝
っ
た
男
の
四
十
九
日
迄
の
七

日
七
日
ご
と
の
お
参
り
の
間
の
未
亡
人
と
の
話
で
す
。

「
お
っ
さ
ん
（
和
尚
の
こ
と
）
お
父
さ
ん
が
毎
晩
夢
枕
に

で
る
ん
じ
ゃ
！
お
っ
さ
ん
あ
ん
た
の
葬
式
じ
ゃ
成
仏
し
と

ら
ん
の
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。」
一
瞬
ど
き
っ
と
し
た
こ

と
で
す
。
住
職
に
就
任
し
て
四
年
ほ
ど
の
こ
と
で
し
た
。

ま
だ
葬
儀
の
導
師
を
数
件
し
か
こ
な
し
て
な
い
、
私
の
葬

儀
の
所
作
が
お
ぼ
つ
か
な
く
見
え
た
の
で
し
ょ
う
。

し
ば
ら
く
の
沈
黙
の
後
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
あ
ん
た

お
父
さ
ん
と
何
年
連
れ
添
う
と
っ
た
ん
ね
〜
」「
そ
ぅ
〜

よ
の
〜
四
十
三
年
連
れ
添
う
と
っ
た
！
」「
そ
れ
じ
ゃ
〜

聞
く
け
ど
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
あ
ん
た
が
先
に
逝
っ
て

四
十
年
も
連
れ
添
う
て
残
し
て
き
た
、
ご
主
人
が
夢
に

も
見
て
く
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
あ
ん
た
ど
ぅ
〜
ね
」

少
し
時
間
を
お
い
て
「
そ
り
ゃ
〜
や
っ
ぱ
り
、
さ
み
し

い
の
〜
」

そ
れ
以
来
私
は
自
身
に
も
弟
子
達
に
も
業
者
の
方
々

に
も
、
葬
儀
を
司
る
も
の
は
、
と
か
く
慣
れ
が
ち
で
あ

る
が
、
死
者
に
と
っ
て
は
終
焉
の
一
度
き
り
の
儀
式
だ

か
ら
、
け
っ
し
て
疎
か
に
な
ら
な
い
よ
う
特
に
注
意
を

払
う
よ
う
促
し
て
お
り
ま
す
。

就
任
以
来
四
十
五
年
の
間
五
百
数
十
人
の
葬
儀
を
司

っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
菩
提
寺
の
住
職
と
し
て
、

死
ん
で
ゆ
く
人
と
胸
襟
を
開
い
た
交
わ
り
が
あ
っ
た
人

は
如
何
ほ
ど
か
と
数
え
て
み
る
と
、
百
人
に
も
満
た
な

い
よ
う
に
思
い
寂
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

私
は
菩
提
寺
の
住
職
と
し
て
大
事
に
さ
れ
る
よ
り
も
、

人
間
ら
し
く
喜
怒
哀
楽
を
共
に
し
、
互
い
が
活
か
さ
れ
、

癒
さ
れ
る
場
と
し
て
の
寺
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
お
り

ま
す
。

先
日
　
夫
が
急
逝
し
ま
し
た
、
遺
書
の
中
に
葬
儀
は

「
禅
昌
寺
さ
ん
で
」
と
あ
る
の
で
宜
し
く
、
と
い
う
電
話

が
あ
り
、
依
頼
さ
れ
る
ま
ま
に
枕
経
を
勤
め
に
参
り
、

伺
っ
て
み
る
と
昨
年
春
頃
来
山
さ
れ
、
自
分
の
家
は
曹

洞
宗
だ
か
ら
将
来
こ
の
寺
の
檀
家
に
し
て
ほ
し
い
と
い

う
よ
う
な
、
お
話
を
し
て
お
別
れ
し
た
こ
と
を
思
い
出

し
た
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
方
は
事
業
が
行
き
づ

ま
り
、
自
害
さ
れ
た
の
で
し
た
。
葬
儀
は
禅
昌
寺
に
と

書
き
残
し
な
が
ら
、
生
き
て
お
ら
れ
る
間
の
悩
み
や
苦

し
み
を
打
ち
明
け
る
こ
と
も
な
く
逝
か
れ
た
こ
と
を
残

念
に
思
い
ま
す
。

八
月
の
こ
と
、
お
檀
家
の
お
爺
ち
ゃ
ん
が
八
三
才
で

亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
お
爺
ち
ゃ
ん
の
葬
儀
が
な
け

れ
ば
合
う
こ
と
も
な
か
っ
た
、
そ
の
家
の
還
暦
前
後
の

娘
さ
ん
が
、
腰
の
ヘ
ル
ニ
ヤ
が
ひ
ど
く
て
歩
行
が
困
難
で

入
院
さ
れ
て
い
る
と
、
お
盆
が
過
ぎ
れ
ば
手
術
を
さ
れ
る

と
聞
き
、
私
の
も
っ
て
い
る
情
報
で
、
手
術
を
す
る
前
に

一
度
試
し
て
み
て
は
と
「
某
鍼
灸
院
の
鍼
と
ニ
ン
ニ
ク

灸
」
を
お
勧
め
し
ま
し
た
。
そ
の
方
は
病
院
か
ら
鍼
灸

院
へ
通
わ
れ
て
、
二
回
の
施
術
で
歩
か
れ
る
よ
う
に
な

り
、
手
術
を
す
る
必
要
も
な
く
な
り
整
形
外
科
医
を
退

院
さ
れ
ま
し
た
。
鍼
灸
の
施
術
を
施
し
て
い
た
事
を
知

ら
な
い
医
師
は
、
患
者
の
快
復
ぶ
り
を
不
思
議
な
思
い

で
見
送
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
は
自
身
の
身
体
が
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
医
者
に
掛

か
っ
た
り
、
治
療
院
の
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
。
医
者
に
も
治
療
院
に
も
名
医
と
言
わ
れ
る

情
報
を
元
に
、
常
に
身
体
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
為
に
お

世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
此
処
に
ご
紹
介
を
し

た
重
傷
の
方
に
、
そ
の
名
医
の
方
を
ご
紹
介
し
、「
お
陰

様
で
救
わ
れ
ま
し
た
」
の
一
言
を
戴
き
、
何
よ
り
も

「
勝
友
」
の
存
在
感
を
味
わ
う
嬉
し
い
出
来
事
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
感
動
は
何
度
も
味
わ
っ
て
お
り
ま
す
が
、

苦
悩
の
多
い
人
生
共
に
支
え
活
か
し
あ
っ
て
ゆ
く
源
が

「
勝
友
の
庭
」
貴
方
も
そ
の
一
員
で
す
。

禅
昌
寺
は
何
時
も
門
を
開
い
て
皆
様
の
お
越
し
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

禅
昌
寺
方
丈

・
・
・
・
・
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原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。

●

新
春
坐
禅
会

・
平
成
二
十
年
元
旦
　
午
前
八
時
よ
り

●

新
年
の
ご
祈
祷
法
要

・
平
成
二
十
年
元
旦
　
午
前
十
時
よ
り

檀
信
徒
皆
様
の
一
年
の
ご
無
事
を
祈
願

す
る
法
要
で
す
。
お
参
り
さ
れ
た
方
に

お
札
を
差
し
上
げ
ま
す
。

（
古
い
お
札
を
ご
持
参
下
さ
い
。）

※
お
寺
の
寺
務
は
正
月
五
日
よ
り
通
常
に

戻
り
ま
す
。

■
毎
月
定
例
行
事

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
　
第
二
又
は
第
四
金
曜
日
の

予
定
　
午
後
一
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ
も

り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招

い
て
練
習
　
昼
ま
で

※
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講
師

の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、
お
寺
に

電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

●

西
国
三
十
三
箇
所
巡
礼

西
国
三
十
三
箇
所
の
バ
ス
ツ
ア
ー
を
企

画
し
て
お
り
ま
す
。
参
加
ご
希
望
の
方

は
、
お
寺
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

◆
行
事
案
内
◆（
十
一
月
〜
十
二
月
）

盆
を
迎
え
る
準
備
が
整
い
ま
し
た
。

大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●

彼
盂
蘭
盆
会
法
要

八
月
六
日
（
水
）

百
五
十
名
余
の
ご
参
加
で
法
要
を
営
な

ま
れ
ま
し
た
。

方
丈
の
法
話
は
曾
な
い
、
名
調
子
の
楽

し
い
法
話
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

九
月
三
十
日
（
火
）

午
前
の
部
・
午
後
の
部
共
に
五
十
名
余

の
皆
さ
ん
が
難
し
い
お
題
を
噛
で
含
め

る
よ
う
に
お
話
し
い
た
だ
き
爽
や
か
で

実
の
あ
る
一
時
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

以
上
行
事
報
告
編
集
子

●

「T
su
kim
i
in

寺
」
演
奏
会

十
月
四
日
（
土
）

第
八
回
ジ
ョ
イ
ン
ト
コ
ン
サ
ー
ト
、
ク

ラ
リ
ネ
ッ
ト
武
田
忠
善
先
生
・
フ
ル
ー

ト
大
代
啓
二
先
生
・
ピ
ア
ノ
天
野
圭
子

先
生
で
し
た
。
三
百
数
十
名
の
聴
衆
が

奏
で
ら
れ
た
名
曲
に
魅
了
し
ま
し
た
。

●

檀
信
徒
交
流
「
出
雲
路
と
カ
ニ
料
理
の
旅
」

・
十
一
月
十
六
日
（
日
）

行
き
先
　
出
雲
大
社
・
一
畑
薬
師
・

松
江
観
光
・
昼
食
は
玉
造
温
泉
に
て

カ
ニ
料
理

●

参
加
費
　
一
万
円

（
参
加
希
望
者
は
電
話
に
て
お
寺
ま
で

お
申
し
込
み
下
さ
い
）

定
員
四
十
五
名
に
な
り
次
第
締
め
切
り

ま
す
。
後
五
〜
七
名
余
裕
が
あ
り
ま
す

お
友
達
を
誘
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
。

●

お
正
月
前
諸
堂
大
掃
除

・
十
二
月
七
日（
日
）
午
後
一
時
〜
三
時
ま
で

（
終
了
後
希
望
者
に
よ
り
忘
年
会
、
会
費

千
円
・
例
年
カ
ラ
オ
ケ
有
り
、
無
礼
講

の
楽
し
い
集
い
と
な
っ
て
い
ま
す
）

●

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日
〜
八
日
（
朝
ま
で
）
午
前

六
時
よ
り
一

・
午
後
七
時
よ
り
二

（
年
内
の
坐
禅
会
は
八
日
の
摂
心
終
了
を

も
っ
て
お
休
み
し
ま
す
。）

●

お
盆
前
諸
堂
掃
除

七
月
二
十
七
日
（
日
）

多
く
の
皆
さ
ん
に
ご
参
加
い
た
だ
き
お

●

く
れ
な
ゐ
の
帯
を
引
く
よ
う
に
夕
映
え
は

太
田
川
の
む
こ
う
細
く
移
ろ
う

●

一
片

ひ
と
ひ
ら

の
白
雲

は
く
う
ん

も
な
き
午
後
の
空

東
に
は
は
や
薄
月

う
す
つ
き

浮
か
ぶ

東
区
　
矢
野

淑
子

●

秋
風
や
身
の
浮
く
や
う
に

透
く
や
う
に

●

虫
時
雨

星
は
瞬
き

か
え
す
な
り

●

う
ろ
こ
雲
空
い
っ
ぱ
い
の

大
漁
か
な

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

●

老
菊
師

姫
の
頭
を

無
造
作
に

●

大
花
野

行
け
ば
わ
れ
待
つ

人
あ
ら
ん

●

身
に

む
や

座
禅
終
止
の

鐘
の
音

東
区
　
青
笹
　
俊
枝

●

父
母
逝
き
て

は
ら
か
ら
淡
し

盆
の
月

●

ひ
た
す
ら
に

生
き
て
嫌
ら
は
る

灸
花

●

秋
風
や

ふ
と
口
づ
さ
む

伊
呂
波
歌

東
区
　
河
野
　
貞
女

短
歌

俳
句

三百数十名の聴衆で賑わったコンサート


