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其
の
帰
依
三
宝
と
は
正
に
浄
信
を
専
ら
に
し
て
、

と
あ
り
ま
す
が
、
帰
依
に
つ
い
て
道
元
禅
師
は

正
法
眼
蔵

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

帰
依

き

え

三
宝

さ
ん
ぼ
う

の
巻
き
に
「
い
は
ゆ
る
帰
依

と
は
、
帰
は
帰
投

き

と
う

な
り
、
依
は
依
仗

え
じ
ょ
う

な
り
、
こ
の

ゆ
え
に
帰
依
と
い
ふ
、
帰
投
の
相
は
、
た
と
へ
ば

子
の
父
に
帰
す
る
が
ご
と
し
、
依
仗
は
、
た
と
へ

ば
民
の
王
に
依
す
る
が
ご
と
し
、
い
は
ゆ
る
救
済

の
言
な
り
」
と
お
示
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
或
い
は
如
来
現
在
世
に
も
あ
れ
、
或
い
は
如
来

滅
後
に
も
あ
れ
」
と
言
わ
れ
る
の
は
お
釈
迦
様
の
ご

在
世
の
時
で
あ
れ
滅
後
の
現
代
で
あ
れ
、
何
時
の
時

代
も
人
間
の
営
み
の
基
本
は
三
宝
に
帰
依
す
る
生
き

方
の
他
に
道
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
朝
な
夕
な
に

合
掌
し
て
南
無
帰
依
佛
、
南
無
帰
依
法
、
南
無
帰
依

僧
と
唱
え
な
さ
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
が
仏
教
徒
の
信
仰
の
始
め
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

仏
と
は
森
羅
万
象
在
る
が
ま
ま
の
絶
対
な
る

姿
＝
真
理
を
い
い
ま
す
。
法
と
は
真
理
の
道
理
を

い
い
ま
す
。
僧
と
は
真
理
の
中
に
活
か
さ
れ
る
衆

生
を
い
い
ま
す
。
た
と
え
民
族
が
異
な
り
、
国
が

異
な
り
、
宗
教
が
異
な
っ
て
も
変
わ
ら
ぬ
原
則
と

し
て
あ
る
真
理
を
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
達
人
間
は
清
浄
無
垢
な
る
も
の
と
い
う
こ
と

は
、
理
想
と
し
て
は
あ
っ
て
も
、
な
か
な
か
現
実

に
は
「
清
浄
無
垢
」
な
る
姿
、
生
き
方
と
い
う
も

の
は
有
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
三
宝
帰
依
の
原
点
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
強
調
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

三
宝
帰
依
に
対
し
て
私
達
の
煩
悩
の
抑
止
力
と

な
る
「
戒
め
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
か
ら
、「
其
の

後
、
諸
戒
を
受
く
る
な
り
」
と
申
さ
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

あ
る
時
、
新
入
社
員
研
修
の
講
義
の
中
で
「
人
間

は
生
き
る
権
利
な
ど
と
言
う
け
れ
ど
、
本
来
生
き
る

権
利
な
ど
は
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
無
条
件
に
活

か
さ
れ
て
い
る
現
実
に
目
覚
め
て
、
人
間
の
基
本
的

あ
り
方
・
生
き
方
に
気
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
講
義
を
続
け
て
お
り
ま
し
た
。
す
る
と
一
人
の
国

立
大
学
を
出
て
市
内
の
企
業
に
就
職
し
て
研
修
に
来

た
若
者
が
、
私
の
講
義
に
疑
問
を
抱
き
聞
く
に
堪
え

な
い
と
い
っ
た
感
情
を
露
わ
に
し
て
「
質
問
！
先
生

の
お
話
は
お
か
し
い
、
憲
法
に
基
本
的
人
権
と
幸
福

を
追
求
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
云
々
」と
激
し

い
抗
議
を
受
け
ま
し
た
。

憲
法
と
い
う
の
は
国
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
中
で

人
間
が
生
き
て
ゆ
く
上
で
の
拠
り
所
と
し
て
の
約

束
事
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
少
年
の
頃
、
友
達
に
誘
わ
れ
て
キ
リ
ス
ト

教
の
教
会
へ
一
年
く
ら
い
通
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
時
に
牧
師
さ
ん
の
説
教
の
中
で
「
我
々

は
神
の
愛
を
授
か
っ
て
人
間
と
し
て
地
上
に
お
送

り
賜
っ
た
。
更
に
神
は
、
馬
や
牛
や
こ
の
美
し
い

自
然
の
恵
み
を
人
間
の
た
め
に
地
上
に
お
送
り
賜

っ
た
。
‥
‥
‥
」
と
話
さ
れ
た
こ
と
が
印
象
に
残

っ
て
い
ま
し
た
。

私
は
後
に
出
家
し
て
仏
教
徒
の
基
本
は
、
此
の

帰
依
三
宝
に
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
悉
有

し
つ

う

は

仏
性

ぶ
っ
し
ょ
う
な
り
、
有
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
そ
の
も
の

が
仏
の
す
が
た
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
尊
厳
が
あ

る
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

自
然
は
人
間
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
馬

も
牛
も
美
し
い
自
然
、
森
羅
万
象
が
そ
れ
ぞ
れ
の

尊
厳
を
以
て
存
在
し
共
に
相
手
を
活
か
し
敬
う
姿

が
美
し
い
の
で
あ
る
と
。

こ
れ
に
対
し
て
人
間
は
自
分
勝
手
な
価
値
観
を

も
ち
自
由
奔
放
に
生
き
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
人
間
は
宗
教
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、

欲
望
に
対
す
る
抑
止
力
と
な
る
自
己
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
戒
め
を
持
た
な
く
て
は
お
れ
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。

欲
望
の
抑
止
力
と
し
て
持
つ
戒
め
も
、
帰
依
三

宝
と
い
う
森
羅
万
象
の
基
本
と
し
て
敬
わ
れ
た
後

に
、
自
己
規
制
の
働
き
と
な
る
諸
戒
を
授
か
る
と

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
意
味
の
な
い
こ
と
を
示

唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

其そ
の

帰
依

き

え

三
宝

さ
ん
ぼ
う

と
は
正
に
浄

じ
ょ
う

信し
ん

を
専

も
っ
ぱ

ら
に
し
て
、
或あ

る

い

如
来

に
ょ
ら
い

現
在

げ
ん
ざ
い

世よ

に
も
あ
れ
、
或
い
は
如
来

に
ょ
ら
い

滅
後

め

つ

ご

に
も
あ

れ
、
合
掌

が
っ
し
ょ
う

し
低
頭

て

い

ず

し
て
口
に
唱と

な

え
て
い
わ
く
、
南
無

な

む

帰
依

き

え

仏ふ
つ

、
南
無

な

む

帰
依

き

え

法ほ
う

、
南
無

な

む

帰
依

き

え

僧そ
う

、
仏
は
是こ

れ

大
師

だ

い

し

な
る
が
故
に
帰
依
す
。
法
は
良
薬

り
ょ
う
や
く

な
る
が
故
に

帰
依
す
。
僧
は
勝

し
ょ
う

友ゆ
う

な
る
が
故
に
帰
依
す
。
仏
弟
子

と
な
る
こ
と
必
ず
三
帰
に
依
る
、

何
れ
の
戒
を
受
く
る
も
必
ず
三
帰
を
受
け
て
其
後

そ
の

ご

諸
戒

し
ょ
か
い

を
受
く
る
な
り
、
然
あ
れ
ば
即
ち
三
帰
に
よ
り

て
得
戒

と
く
か
い

あ
る
な
り
。

修
証
義
第
三
章
　
授
戒
入
位

第
十
三
節

禅
昌
寺
住
職
　
横
山

正
賢
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西
暦
六
百
年
頃
の
こ
と
、
中
国
、
梁

り
ょ
う

の
国
に
武ぶ

帝て
い

と
い
う
王
さ
ま
が
出
ら
れ
た
。深
く
仏
法
に
帰
依

き

え

し
、

自
ら
仏
法
天
子
と
呼
び
、仏
法
護
持
に
勤
め
ら
れ
た
。

あ
る
時
、
イ
ン
ド
、
香こ

う

至し

国こ
く

の
王
子
で
、
出
家
を

さ
れ
て
達
磨

だ

る

ま

大
師

だ

い

し

と
呼
ば
れ
る
生
き
仏
さ
ま
が
、
海

路
は
る
ば
る
中
国
へ
禅
を
伝
え
る
べ
く
お
い
で
に
な

る
と
い
う
の
で
、
武
帝
は
最
大
の
礼
を
尽
く
し
て
迎

接
し
た
。
長
い
長
い
航
海
の
、
し
か
も
命
を
賭と

し
て

も
仏
法
を
伝
え
ん
の
誓
願
の
姿
に
、
心
か
ら
の
感
謝

と
讃
歎

さ
ん
た
ん

の
言
葉
を
捧さ

さ

げ
た
後
、
武
帝
は
自
己
紹
介
を

兼
ね
て
、
達
磨
大
師
に
お
尋
ね
し
た
。

「
私
は
今
ま
で
沢
山

た
く
さ
ん

の
寺
を
建
て
た
り
、
お
経
の

翻
訳
事
業
を
進
め
た
り
、
多
く
の
お
坊
さ
ん
方
の
供

養
を
し
て
参
り
ま
し
た
。
ど
ん
な
功
徳
が
あ
り
ま
し

ょ
う
か
」
と
。

相
手
は
一
天
万
乗
の
天
子
、
普
通
な
ら
「
そ
れ
は

大
変
な
功
徳
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
賞
讃
の
言
葉
を
惜

し
ま
な
い
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
を
、
達
磨
大
師
は
ニ
コ

リ
と
も
せ
ず
、
ま
こ
と
に
ソ
ッ
ケ
な
く
「
無
功
徳

む

く

ど
く

」

と
、
つ
ま
り
「
何
の
功
徳
も
あ
り
ゃ
あ
し
な
い
よ
」

と
突
き
放
し
た
の
で
あ
る
。

功
徳
の
な
い
は
ず
が
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
、
”

無
所
得

む
し
ょ
と
く

、
無
条
件

む
じ
ょ
う
け
ん

で
や
れ
、
駄
賃
ほ
し
さ
の
仕
事
、

交
換
条
件
づ
き
の
仕
事
は
す
る
な
、
そ
の
こ
と
を
何

か
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
手
段
に
落
と
さ
ず
、
そ
の

こ
と
自
体
を
目
的
と
し
て
や
れ
！
“
と
の
厳
し
い

お
さ
と
し
で
あ
ろ
う
。

頭
を
ガ
ン
と
な
ぐ
ら
れ
た
思
い
の
武
帝
、
姿
勢
を
正

し
、
あ
ら
た
め
て
お
質た

ず

ね
し
た
。

「
仏
法
の
一
番
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
、
聖
諦

し
ょ
う
た
い

第
一

義
と
い
う
と
こ
ろ
を
お
示
し
下
さ
い
」
と
。
達
磨
大

師
の
お
答
え
は
こ
れ
ま
た
簡
潔
で
あ
る
。

「
廓
然

か
く
ね
ん

無
聖

む
し
ょ
う

！
」
の
一
句
”カ
ラ
ッ
と
し
て
何
の
障

り
も
な
い
大
空
の
よ
う
に
、
聖
も
凡
も
あ
り
ゃ
あ
し

な
い
“
い
う
の
で
あ
る
。
聖
人
と
か
凡
人
と
か
、
善

と
か
悪
と
か
、
損
を
し
た
と
か
得
を
し
た
と
か
い
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
生
涯
追
っ
た
り
逃
げ
た
り
し
て

い
る
が
、
そ
う
い
う

”人
間
の
是
非
善
悪
の
モ
ノ

サ
シ
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
み
よ
、
一
度
死
に
切
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
よ
、
人
類
の
外

へ
出
て
人
類
を
、
地
球
の
外
を
出
て
地
球
を
ふ
り
返

っ
て
み
よ
、
ほ
ん
と
う
の
価
値
と
は
何
か
が
、
ほ
ん

と
う
の
生
き
方
と
は
ど
う
い
う
生
き
方
で
あ
っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
“
と
い
う
の

で
あ
る
。

自
分
の
こ
と
と
な
る
と
大
騒
動
で
何
も
わ
か
ら

な
く
な
る
が
、
他
人
の
こ
と
は
冷
静
に
判
断
で
き

る
よ
う
に
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
大
問
題
で

あ
る
こ
と
が
、
グ
ル
ー
プ
の
枠
を
は
ず
し
て
み
る

と
、
枠
の
外
か
ら
眺
め
返
し
て
み
る
と
、
大
し
た

こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
、
山
を
出
な
け
れ
ば
山
の

全
体
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
人

間
の
是
非
善
悪
の
モ
ノ
サ
シ
を
一
度
解
体
し
て
し

ま
え
、
光
を
あ
て
な
お
し
て
み
よ
、
と
い
う
厳
し

い
掲
示
が
こ
の
達
磨
大
師
の
「
廓
然
無
聖
」
の
一

句
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
幼
稚
園
程
度
の
仏
法
に
対
す
る
理
解
力

し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
武
帝
に
と
っ
て
、
こ
の
大

学
院
級
の
達
磨
大
師
の
教
え
は
、
皆
目
見
当
も
つ
か

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
聖
人
も
凡
人
も

な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、
私
の
前
に
お
ら
れ
る
貴
僧

は
聖
人
で
は
な
い
で
す
か
」
と
、
全
く
低
次
元
の
質

問
を
出
し
た
。
達
磨
大
師
は
「
不
識

ふ

し

き

」、
つ
ま
り

「
し
ら
ん
わ
い
、
話
に
も
な
ら
ん
わ
い
」
と
い
い
捨

愛知専門尼僧堂 堂長　青 山 俊 董 師
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て
、
武
帝
の
と
ど
め
る
の
も
き
か
ず
宮
中
を
暇
乞
い

し
、
都
を
後
に
揚
子
江
を
渡
り
山
深
い
崇
山
の
少
林

寺
へ
入
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。

法
を
伝
え
る
べ
き
真
箇
の
人
材
の
来
る
の
を
待

っ
て
坐
禅
ざ
ん
ま
い
三
昧
の
生
活
に
入
ら
れ
た
の

で
あ
り
、
世
に
い
う
面
壁
九
年
と
い
う
の
が
そ
れ

で
あ
る
。

正
月
や
選
挙
や
縁
日
な
ど
の
縁
起
物
に
登
場
す
る

縁
起
達
磨
は
、
雪
深
い
少
林
寺
の
洞
窟

ど
う
く
つ

の
中
に
あ
っ

て
、
わ
ず
か
に
被
と
い
っ
て
薄
い
布
の
中
に
和
紙
を

入
れ
た
だ
け
の
も
の
で
、
体
を
包
み
、
寒
さ
を
防
ぎ

な
が
ら
黙
々
と
し
て
坐
禅
を
つ
づ
け
ら
れ
る
達
磨
大

師
の
姿
を
型
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。

の
ぼ
せ
を
さ
げ
て
み
よ
う

紀
元
前
二
三
〇
年
頃
の
こ
と
。
そ
の
頃
中
国
は
春

秋
戦
国
時
代
。
長
江
中
流
域
を
領
有
し
て
い
た
楚そ

の

国
に
卞
和

べ

ん

か

と
い
う
人
が
い
て
、
荊
山
で
宝
石
の
み
ご

と
な
原
石
を
見
つ
け
出
し
た
。
大
喜
び
で
時
の
皇
帝

で
あ
る
霊
王
に
献
じ
た
が
、
見
る
眼
を
持
た
な
い
王

は
、
偽
物
を
献
じ
た
と
い
っ
て
ア
キ
レ
ス
腱け

ん

を
切
る

と
い
う
刑
に
処
し
た
。
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
卞
和
は

武
王
に
再
び
献
じ
、
偽
物
を
献
上
し
た
罪
と
し
て
も

う
一
方
の
ア
キ
レ
ス
腱
を
切
ら
れ
た
。
卞
和
は
な
お

あ
き
ら
め
め
ず
三
度
び
文
王
に
献
上
し
、
よ
う
や
く

に
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
磨
い
て
み
た
と
こ
ろ
稀
に

み
る
玉
で
あ
っ
た
の
で
「
和
氏

か

し

の
璧た

ま

」
と
名
づ
け
ら

れ
た
。後
に
趙
王

ち
ょ
う
お
う

の
秘
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、

秦
王

し
ん
の
う

が
十
五
城
と
交
換
し
よ
う
と
申
し
出
た
の
で

「
連
城
の
璧
」
と
も
呼
ば
れ
る
な
ど
、
波
瀾

は

ら

ん

万
丈
の

旅
を
送
る
璧
と
な
っ
た
。

『
従
容
録

し
ょ
う
よ
う
ろ
く

』
の
「
示じ

衆
し
ゅ
う

」
を
書
い
た
万
松
行
秀

ば
ん
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ゅ
う

禅

師
は
、
そ
の
冒
頭
に
こ
の
故
事
を
「
卞
和
三
献

べ
ん

か

さ
ん
け
ん

、
未い

ま

だ
刑け

い

に
遭あ

う
こ
と
を
免ま

ぬ

か
れ
ず
」の
一
句
で
紹
介
し
、

人
に
お
い
て
も
、
物
に
お
い
て
も
、
人
生
の
生
き
方

に
お
い
て
も
、
本
物
を
見
き
わ
め
る
眼
力
を
持
つ
こ

と
が
い
か
に
大
切
か
を
呼
び
か
け
る
。

「
み
ん
な
で
一
番
い
い
も
の
を
探
そ
う
。
値
う
ち

の
な
い
も
の
に
、あ
く
せ
く
し
な
い
工
夫
を
し
よ
う
」

と
八
木
重
吉
が
詠
じ
て
い
る
よ
う
に
、
人
生
は
真
の

価
値
（
宝
）
を
探
す
旅
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
何
を

最
高
の
宝
と
す
る
か
、
何
を
最
も
価
値
の
あ
る
も
の

と
す
る
か
、
そ
の
人
の
眼
の
高
さ
が
そ
の
人
の
人
生

を
決
め
る
と
い
え
よ
う
。

お
釈
迦

し

ゃ

か

さ
ま
御
在
世
当
時
の
こ
と
。
ビ
ン
ズ
ル
尊

者
と
ウ
ダ
エ
ン
王
は
幼
な
じ
み
で
あ
っ
た
。
一
方
は

幾
つ
か
の
国
を
支
配
下
に
お
さ
め
て
、
並
び
な
き
大

王
と
な
っ
た
。
一
方
は
す
べ
て
を
捨
て
て
出
家
し
お

釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
な
っ
て
修
行
し
、
ビ
ン
ズ
ル
尊

者
と
慕
わ
れ
る
よ
う
な
お
坊
さ
ま
に
な
ら
れ
た
。
あ

る
時
、
ウ
ダ
エ
ン
国
の
林
の
中
で
ビ
ン
ズ
ル
尊
者
が

坐
禅
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
ウ
ダ

エ
ン
王
は
、
王
と
し
て
の
装
い
を
美
々

び

び

し
く
し
、

沢
山

た
く
さ
ん

の
家
来
を
引
き
連
れ
て
尊
者
を
訪
ね
た
。
ボ
ロ

の
お
袈
裟

け

さ

を
ま
と
い
、
樹
下
石
上
で
坐
禅
を
続
け
て

お
ら
れ
る
ビ
ン
ズ
ル
尊
者
に
向
か
い
、
王
は
、「
私

は
今
、
幾
つ
か
の
国
を
支
配
下
に
お
さ
め
、
沢
山
の

財
産
も
家
来
も
、
す
べ
て
わ
が
意
の
ま
ま
だ
。
ど
う

だ
、
羨
ま
し
く
な
い
か
」
と
威
張
っ
て
み
せ
た
。
尊

者
は
た
っ
た
一
言
「
吾
に
羨
心

ぜ
ん
し
ん

な
し
」
と
答
え
た
。

つ
ま
り
”ち
っ
と
も
羨
ま
し
く
な
い
よ
“
と
い
う
の

で
あ
る
。

ビ
ン
ズ
ル
尊
者
が
最
高
に
価
値
あ
る
も
の
と
思
っ

て
い
る
こ
と
と
、
ウ
ダ
エ
ン
王
の
そ
れ
と
の
間
に
、

大
き
な
へ
だ
た
り
の
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
。

万
松
行
秀
禅
師
は
、「
卞
和
三
献
」
の
故
事
を
出

し
た
あ
と
、

「
世
に
い
う
す
ば
ら
し
い
宝
な
ど
は
『
用
不
著

よ
う
ふ
じ
ゃ
く

』

―
―
全
く
必
要
な
い
、
欲
し
く
な
い
―
―
、
そ
ん

な
も
の
よ
り
『
死
猫
児
頭

し

み
ょ
う

に

と
う

、
拈
出

ね
ん
す
い

す
看み

よ
』
―
―

死
ん
だ
猫
の
頭
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
ま
し
だ
―
―
」

と
い
う
言
葉
で
「
示
衆
」
を
結
ん
で
い
る
。

曹
洞
宗
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
洞
山

と
う
ざ
ん

大
師
の
弟

子
の
曹
山

そ
う
ざ
ん

に
一
人
の
僧
が
質
問
し
て
き
た
。「
世

の
中
で
最
も
貴
い
も
の
は
何
で
す
か
？
」
と
。
曹

山
答
え
て
い
わ
く
「
死
ん
だ
猫
の
頭
が
一
番
貴
い
」

と
。「
何
故
、
死
ん
だ
猫
の
頭
な
ん
ぞ
が
最
高
に
貴

い
ん
で
す
か
？
」
と
重
ね
て
問
う
僧
に
対
し
て
曹

山
は
「
人
間
の
欲
の
対
象
に
な
ら
な
い
か
ら
、
人

間
の
ソ
ロ
バ
ン
の
枠
外
に
あ
る
か
ら
貴
い
ん
だ
よ
」

と
答
え
た
と
い
う
。

こ
れ
を
手
に
入
れ
た
ら
幸
せ
、
あ
あ
な
っ
た
ら

幸
せ
と
、
血
眼
に
な
っ
て
追
い
か
け
、
お
も
う
よ

う
に
な
る
と
の
ぼ
せ
あ
が
り
、
思
う
よ
う
に
な
ら

な
い
と
落
ち
こ
み
、
あ
る
い
は
一
つ
の
物
の
見
方
、

考
え
方
に
ド
ッ
プ
リ
つ
か
り
こ
み
、
そ
の
モ
ノ
サ

シ
を
通
し
て
す
べ
て
の
こ
と
の
是
非
を
判
断
し
て

疑
わ
ず
、
そ
の
た
め
に
限
り
な
く
人
と
人
と
の
間
、

あ
る
い
は
国
と
国
と
の
間
の
争
い
が
絶
え
な
か
っ

た
り
‥
‥
‥
。

そ
う
い
う
人
間
の
是
非
の
モ
ノ
サ
シ
に
、
価
値

判
断
に
、
一
度
疑
問
を
投
げ
か
け
て
み
よ
う
じ
ゃ

な
い
か
、
別
の
光
を
当
て
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
、

逆
上

の

ぼ

せ

を
さ
げ
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
古
人
は

語
り
か
け
る
。



平
成
二
十
年
九
月
一
日
何
時
も
の
よ
う
に
、
午

前
四
時
五
十
分
、
目
さ
ま
し
時
計
に
起
こ
さ
れ
て
、

毎
朝
五
時
過
ぎ
に
は
や
っ
て
く
る
参
禅
者
の
た
め

に
本
堂
を
開
け
、
坐
禅
堂
の
鍵
を
開
け
よ
う
と
本

堂
の
回
廊
を
廻
っ
て
い
る
と
、
ま
だ
薄
暗
い
闇
の

中
に
人
影
が
「
方
丈
さ
ん
」
と
声
を
掛
け
る
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
、
私
は
び
っ
く
り
仰
天
し
て
「
エ

ッ
！
だ
れ
」「
青
山
（
仮
称
）
で
す
」
闇
の
中
に

動
く
人
影
を
よ
く
見
る
と
三
年
前
ま
で
は
毎
朝
坐

禅
に
来
て
い
た
青
山
婦
人
で
は
な
い
か
、
今
で
も

毎
週
金
曜
日
の
婦
人
坐
禅
会
に
欠
か
さ
ず
参
加
し

て
い
る
八
十
三
才
の
御
仁
で
あ
る
。
少
し
興
奮
し

た
口
調
で
何
か
言
わ
れ
る
が
聞
き
取
れ
ず
、「
ま

あ
お
座
り
な
さ
い
」
と
落
ち
着
か
せ
て
、
聞
か
さ

れ
た
話
が
次
の
通
り
で
し
た
。

「
貴
女
の
銀
行
口
座
が
振
込
詐
欺
事
件
に
悪
用

さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
詐
欺
に
掛
か
っ
た
実
話
で

す
。平

成
二
十
年
八
月
二
十
九
日
金
曜
日
県
警
の
井

上
と
言
う
者
か
ら
電
話
が
あ
り
「
詐
欺
事
件
で
上

野
明
・
田
村
弘
を
逮
捕
し
た
ら
、
北
海
道
の
『
み

ず
ほ
銀
行
の
青
山
花
子
（
仮
称
）
名
義
の
口
座
』

に
千
六
百
万
円
入
金
し
て
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た

が
、
あ
ん
た
も
そ
の
一
味
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

た
。北

海
道
な
ど
行
っ
た
こ
と
も
な
い
と
言
う
と
、

泥
棒
に
入
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
か
、
貴
重
品
を
落

と
し
た
こ
と
は
な
い
か
と
聞
か
れ
た
、
知
ら
な
い

と
言
う
と
、
そ
れ
で
は
こ
の
貯
金
を
出
し
て
も
よ

い
か
と
言
う
か
ら
、
私
の
知
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、

ど
う
ぞ
勝
手
に
し
て
下
さ
い
と
い
う
と
、
そ
の
中

に
は
二
十
六
人
の
人
が
入
金
し
て
い
る
の
で
、
そ

の
人
達
に
返
し
て
あ
げ
る
と
言
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
銀
行
協
会
の
相
談
係
に
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
電
話
を
し
て
み
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
教
え

ら
れ
た
電
話
番
号
へ
電
話
を
し
た
ら
、
鈴
木
と
名

乗
る
人
物
が
出
て
、「
そ
れ
は
お
困
り
で
す
ね
、

そ
れ
で
は
確
か
め
る
為
に
貴
女
の
指
紋
が
ほ
し
い

の
で
、
貴
女
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
取
り
に
係

の
者
が
伺
い
ま
す
の
で
渡
し
て
く
だ
さ
い
、
明
日

昼
頃
に
は
私
が
お
返
し
に
行
き
ま
す
の
で
ご
心
配

な
く
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
全
部
作
り
替
え
た

方
が
宜
し
い
か
ら
明
日
伺
っ
た
時
手
続
き
し
て
あ

げ
ま
す
。
手
数
料
が
五
千
円
必
要
で
す
が
、
今
月

は
詐
欺
の
特
別
取
り
締
ま
り
月
間
な
の
で
無
料
に

し
て
あ
げ
ま
す
。

あ
ん
た
は
犯
人
の
一
味
だ
と
県
警
に
目
を
付
け

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
出
歩
か
な
い
方
が
良
い
で
す

よ
と
か
言
わ
れ
て
、
今
思
え
ば
変
な
事
だ
ら
け
な

の
に
県
警
の
人
だ
と
信
じ
切
っ
て
い
た
の
で
、
全

部
持
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
。

と
一
気
に
話
さ
れ
ま
し
た
。
話
し
終
わ
っ
た
頃

に
は
す
っ
か
り
夜
が
明
け
て
お
り
ま
し
た
。

毎
日
の
生
活
も
充
実
し
た
日
々
を
送
ら
れ
、
坐

禅
会
に
も
二
十
年
近
く
通
わ
れ
て
い
る
、
日
頃
は

穏
和
な
お
顔
の
中
に
も
気
丈
な
青
山
婦
人
の
姿
と

は
ま
る
で
別
人
の
よ
う
な
、
虚
脱
状
態
の
様
相
に
、

私
は
声
の
掛
け
よ
う
も
な
く
、
取
り
敢
え
ず
朝
の

坐
禅
の
始
ま
る
時
間
が
迫
っ
て
い
る
の
で
、「
坐

禅
で
も
し
て
落
ち
着
こ
う
」
と
言
う
意
味
も
込
め

て
坐
禅
を
勧
め
た
の
で
し
た
。

詐
欺
グ
ル
ー
プ
の
一
人
か
ら
の
手
紙

平
成
二
十
一
年
五
月
十
八
日
発
信
の
犯
人
グ
ル

ー
プ
の
一
人
寺
本
（
仮
称
）
こ
と
金
貴
士
の
弁
護

士
か
ら
青
山
婦
人
宛
に
手
紙
が
届
き
、
弁
護
士
か

ら
は
こ
の
度
の
犯
罪
は
友
達
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て

深
く
考
え
な
い
で
犯
し
て
し
ま
い
、
本
人
も
深
く

反
省
し
て
お
り
、
被
害
金
の
一
部
を
弁
済
す
る
の

で
、
ま
だ
若
い
犯
人
の
将
来
を
考
え
て
寛
容
に
願

い
た
い
と
い
う
文
面
と
、
犯
人
か
ら
の
反
省
と
お

詫
び
の
手
紙
が
届
い
た
そ
う
で
す
。
犯
罪
者
の
一

人
の
寺
本
（
仮
称
）
は
詐
欺
犯
罪
の
実
行
犯
を
首
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謀
者
に
紹
介
し
詐
欺
行
為
を
成
立
さ
せ
た
罪
で
起

訴
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
実
際
の
犯
行
の
経
緯
は

詳
し
く
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

犯
人
か
ら
の
手
紙
の
終
わ
り
の
部
分
を
少
し
ご

紹
介
し
ま
す
と
。

「
私
の
軽
は
ず
み
な
行
動
が
青
山
様
（
仮
称
）
を

深
く
傷
つ
け
た
こ
と
を
、
心
か
ら
お
詫
び
し
ま
す
。

本
当
に
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
自
身
昨
年
十
月
子
供
を
授
か
り
日
々
考
え
さ

せ
ら
れ
る
と
共
に
私
も
子
を
持
つ
父
と
し
て
こ
れ

か
ら
は
、
子
供
に
対
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
生
き

方
を
し
て
い
き
た
い
と
共
に
、
こ
の
事
を
最
後
に

も
う
二
度
と
犯
罪
行
為
を
し
な
い
、
加
担
し
な
い

事
を
こ
こ
に
誓
い
ま
す
。」

此
処
で
ご
紹
介
し
た
い
こ
と
は
、
此
の
犯
罪
者

か
ら
の
詫
び
状
に
対
し
て
、
返
信
を
さ
れ
た
青
山

婦
人
の
手
紙
の
内
容
に
仏
教
徒
と
し
て
気
概
を
称

え
た
い
の
で
す
。

被
害
者
よ
り
加
害
者
へ
の
手
紙
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

◆
行
事
報
告
◆（
四
月
〜
六
月
）

「方丈専用E-mail：yokoyama@hicat.ne.jp 」

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
。

●

西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
り

・
十
月
二
十
九
日（
木
）〜
三
十
日（
金
）

こ
の
度
は
第
二
回
と
な
り
下
記
ご
案

内
の
通
り
第
四
番
札
所
か
ら
第
十
番

札
所
ま
で
巡
り
ま
す
。
お
友
達
お
誘

い
の
上
ご
参
加
下
さ
い
。

■
毎
月
定
例
行
事

●

日
曜
坐
禅
会

毎
月
第
一
日
曜
日

午
前
九
時
よ
り

●

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
。

■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
五
時
三
十
分
〜
六
時
十
分
ま
で

●

水
曜
坐
禅
会

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会

終
了
八

時
半

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
終
了
三
時

（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の
後
、
写
経
･
茶
話
会
）

◆
行
事
案
内
◆（
七
月
〜
九
月
）

●

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

・
七
月
二
十
六
日（
日
）午
前
十
時
よ
り

お
子
さ
ん
お
孫
さ
ん
と
ご
一
緒
に
ご

奉
仕
下
さ
い
。

●

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日（
木
）午
前
十
時
半
よ
り

盂
蘭
盆
会
施
食
供
養
法
要
・
法
話

十
二
時
半
終
了

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
九
月
三
十
日
　
水
曜
日

午
前
の
部
　
十
時
半
〜
十
二
時

午
後
の
部
　
十
三
時
半
〜
十
五
時

（
坐
禅
を
さ
れ
る
方
は
午
前
九
時
よ
り
）

参
加
費
　
午
前
・
午
後
各
一
千
円

昼
食
を
希
望
さ
れ
る
方
は
一
人
百
円

※
昼
食
が
必
要
な
方
は
電
話
で
お
申
し
込

み
下
さ
い
。
お
弁
当
ご
持
参
の
方
に
は

お
茶
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

●

西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
り

四
月
十
八
日（
土
）〜
十
九
日（
日
）

こ
の
度
は
第
一
回
と
な
り
一
番
札
所
〜

三
番
札
所
ま
で
。
予
測
さ
れ
た
週
末
の

交
通
渋
滞
は
一
部
の
区
間
に
限
ら
れ
帰

着
時
間
が
三
時
間
ほ
ど
遅
れ
た
程
度
で

済
み
ま
し
た
。

●

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｋ
Ｅ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
コ
ン
サ
ー
ト

五
月
九
日（
土
）

佐
田
大
陸
バ
イ
オ
リ
ン
･
伊
藤

優
ピ
ア

ノ
･
黒
木
健
太
バ
イ
オ
リ
ン

ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
迄
幅
広
い

●

ふ
る
さ
と
の
天
の
低
さ
よ
梅
雨
曇
り

●

衣
更
へ
て
札
所
の
朱
印
濃
か
り
け
り

●

梅
干
し
て
人
語
稀
な
る
日
な
り
け
り

当
山
二
十
一
世
　
故
甲
田
良
由
（
苔
水
）

●

天
に
星
地
に
蛍
草
人
無
明

●

あ
め
ん
ぼ
う
の
あ
め
に
あ
ひ
た
る
あ
わ
て
よ
う

●

病
葉
に
無
念
の
い
ろ
の
あ
り
に
け
り

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

●

幹
撫
で
て
涼
し
き
風
を
も
ら
ひ
け
り

●

踏
切
を
待
つ
間
草
笛
ふ
い
て
み
る

●

白
牡
丹
散
り
敷
く
庭
の
浄
土
か
な

東
区
戸
坂
　
青
笹
　
俊
枝

俳
句

月
　
日（
木
） 

29

10

月
　
日（
金
） 

30

10

広
島
駅 

　
‖ 

不
動
院
前 

　
‖ 

中
筋
駅 

　
‖ 

広
島
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

〈
山
陽
・
近
畿
・ 

　
阪
和
自
動
車
道
〉 

　
‖ 

〈
昼
食   

弁
当
〉 

岸
和
田
和
泉
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

　
槙
尾
寺 

　
‖ 

　
葛
井
寺 

　
‖ 

　
壺
坂
寺 

　
‖ 

橿
原
〈
泊
〉 

橿
原 

　
‖ 

　
岡
寺 

　
‖ 

　
長
谷
寺 

  

　 　
法
起
院 

　
‖ 

  

天
理 

　
‖ 

　
南
円
堂 

　
‖ 

春
日
大
社 

　
‖ 

  

宇
治 

　
‖ 

　
三
室
戸
寺 

　
‖ 

宇
治
西
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

〈
名
神
・ 

　
山
陽
自
動
車
道
〉 

　
‖ 

広
島
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

中
筋
駅 

　
‖ 

不
動
院
前 

　
‖ 

広
島
駅 

7：00

7：458：00

8：40

9：10

10：1514：45

11：1512：1014：0014：5519：0519：1019：2019：30

7：107：207：2511：3011：4514：4516：1517：45

13：30

（4） （5） （6） 

（7） （8） （10） （9） （番外） 

●  

平
成
　
年
　
月
　
日（
木
）〜
　
日（
金
） 

●  

集
合
場
所
＝
　
広
島
駅
新
幹
線
口 

　
　
　
　
　   

（
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ビ
ア
広
島
玄
関
前
） 

●  

集
合
時
間
＝
午
前
６
時
　
分（
時
間
厳
守
） 

21

10

29

30

JR

50

〈橿原〉 
橿原ロイヤルホテル 
 （0744）28-6636    

〜 〜 

12：00
〜 

13：00
〜 

〜 

15：30
〜 

17：15
〜 

〜 

旅費：約33,000円 
個室希望：4,000円程度増 

 

……… 〈
昼
食
〉 

〈
徒
歩
〉

〈
徒
歩
〉 

〈
徒
歩
〉 

‖ … 貸切バス　　  徒歩 
※スケジュールは多少変更に 
　なる場合もあります。 

ジ
ャ
ン
ル
の
コ
ン
サ
ー
ト
百
人
ほ
ど
が

魅
了
さ
れ
た
コ
ン
サ
ー
ト
と
な
っ
た
。第１回西国三十三観音霊場巡り

（平成21年4月19日清岸渡寺にて）


