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前
回
「
仏
の
慈
悲
に
誘

い
ざ
な
わ
れ
て
生
き
る
」
と
言

う
こ
と
を
も
う
し
ま
し
た
。

御
仏
の
御
命
を
授
か
っ
て
活
か
さ
れ
て
い
る
私

た
ち
の
命
の
中
身
を
分
析
し
て
み
ま
す
と
、
自
ら

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
に
く
い
本
能
と
無
限
に
広
が
る

欲
望
の
固
ま
り
で
あ
り
ま
す
。

地
球
上
の
生
き
物
は
皆
其
の
性
質
は
異
な
っ
て

も
本
能
を
も
っ
て
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
間
も
同
じ
生
物
で
あ
っ
て
も
人
間
以
外
の
動

物
や
植
物
は
、
本
能
の
赴
く
ま
ま
に
性
欲
も
食
欲

も
自
然
の
ま
ま
に
生
き
ま
す
。

例
え
ば
ラ
イ
オ
ン
は
お
腹
が
す
け
ば
本
能
的
に

他
の
動
物
を
捕
ら
え
て
食
し
ま
す
。
し
か
し
お
腹

が
一
杯
に
な
り
ま
す
と
、
自
分
の
捕
ら
え
た
獲
物

で
も
仲
間
が
食
べ
よ
う
が
、
禿
鷹
が
食
べ
よ
う
が
、

ハ
イ
エ
ナ
が
食
べ
よ
う
が
「
其
れ
は
俺
が
獲
っ
た

獲
物
の
だ
か
ら
」
等
と
言
わ
な
い
し
、
沢
山
獲
っ

て
売
り
つ
け
よ
う
と
か
金
儲
け
を
し
よ
う
な
ど
と

は
考
え
な
い
で
し
ょ
う
。
欲
望
も
自
然
の
な
す
ま

ま
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
人
間
の
欲
望
は
際
限
な
く
拡
大
し
て

い
く
の
で
す
。
此
の
欲
望
が
人
間
の
生
き
る
活
力

と
な
り
進
歩
も
発
展
も
す
る
元
と
な
る
一
方
、
旺

盛
な
欲
望
は
煩
悩
と
化
し
人
間
を
苦
し
め
る
の
で

す
。で

す
か
ら
修
証
義
第
二
章
懺
悔
滅
罪
に
お
い
て

「
我わ

れ

昔
む
か
し

よ
り
造
れ
る
所
の
諸

も
ろ
も
ろの

悪
業
は
、
皆
無
始

む

し

の
貪と

ん

瞋
癡

じ
ん
ち

に
由よ

り
て
、
身み

と
口く

ち

と
意

こ
こ
ろ
よ
り
の
生
み

も
の
な
り
、
一
切
我
今
皆
懺
悔

い
っ
さ
い
わ
れ
い
ま
み
な
ざ
ん
げ

し
た
て
ま
つ
る
」

と
懺
悔
を
促
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
い

の
で
す
。

前
節
で
は
森
羅
万
象
と
一
切
衆
生
と
我
と
が
感

応
道
交
し
て
生
き
る
生
き
方
を
教
示
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
是
を
踏
ま
え
て
「
三
聚
浄
戒
と
十
重
禁
戒

を
受
け
奉
る
べ
し
」
と
教
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
是

を
禁
欲
的
な
戒
め
と
し
て
受
け
と
め
ま
す
と
窮
屈

な
も
の
を
感
じ
ま
す
が
、
如
来
の
御
命
を
授
か
っ

て
活
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
受
け
と
め
て
、
そ
の

授
け
ら
れ
た
私
の
命
と
し
て
頂
く
時
、
私
と
如
来

の
約
束
事
と
し
て
受
け
と
め
て
参
り
ま
す
と
、
素

直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

第
一
摂
律
儀
戒

し
ょ
う
り
つ
ぎ
か
い

―
清
浄
の
心
を
も
っ
て
一
切
の

不
善
を
な
さ
な
い
。
第
二
摂
善
法
戒

し
ょ
う
ぜ
ん
ぼ
う
か
い

―
清
浄
の
心

を
も
っ
て
一
切
の
善
行
に
は
げ
ま
ん
。
第
三

摂
衆
生
戒

し
ょ
う
し
ゅ
じ
ょ
う
か
い―
清
浄
の
心
を
も
っ
て
世
の
た
め
に
つ

く
さ
ん
。
と
言
う
誓
願
に
生
き
る
こ
と
を
示
唆
さ

れ
て
い
ま
す
。

第
一
不
殺
生
戒

ふ
せ
っ
し
ょ
う
か
い

―
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
生

命
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二

不
偸
盗
戒

ふ
ち
ゅ
う
と
う
か
い

―
盗
み
や
不
正
を
犯
し
て
は
な
ら
な

い
。
第
三
不
邪

ふ
じ
ゃ

淫
戒

い
ん
か
い

―
夫
婦
の
道
を
乱
し
て
は
な

ら
な
い
。
第
四
不ふ

妄
語
戒

も
う
ご
か
い

―
う
そ
偽
り
を
言
っ
て

は
な
ら
な
い
。
第
五
不ふ

こ

酒
戒

し
ゅ
か
い

―
迷
い
の
酒
や
思

想
に
溺
れ
て
は
な
ら
な
い
。
第
六
不
説
過
戒

ふ
せ
つ
か
か
い

―
他

人
の
過
ち
を
い
い
ふ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
七

不
自
讃
毀
佗
戒

ふ

じ

さ

ん

き

た

か

い

―
お
の
れ
の
自
慢
、
ひ
と
の
悪
口

を
い
っ
て
は
な
ら
な
い
。
第
八
不
慳
法
財
戒

ふ
け
ん
ほ
う
ざ
い
か
い

―
物

で
も
心
で
も
、
与
え
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
は
な
ら

な
い
。
第
九
不
瞋
恚
戒

ふ
し
ん
い
か
い

―
激
し
い
怒
り
で
自
分
を

見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
第
十
不
謗

ふ
ほ
う

三
宝
戒

さ
ん
ぼ
う
か
い

―
釈

尊
の
教
え
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
。

い
ま
自
分
が
活
か
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
を

深
く
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
ど

う
し
て
も
自
分
を
中
心
に
物
事
を
考
え
が
ち
で

す
。此

処
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
折
角
授
か
っ

た
人
生
を
無
為
に
過
ご
す
こ
と
な
く
人
間
と
し
て

少
な
く
と
も
、
三
つ
の
誓
願
を
も
っ
て
生
き
る
こ

と
を
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
十
重
禁
戒
は
一
切
衆

生
と
私
が
一
体
と
な
っ
た
生
き
方
、
社
会
と
自
分

が
関
わ
り
な
く
し
て
あ
り
得
な
い
、
基
本
的
な
自

分
の
生
き
方
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
は
応
に
三
聚
浄
戒

さ
ん
じ
ゅ
じ
ょ
う
か
い

を
受
け
奉
る
べ
し
、
第
一

摂
律
儀
戒

し
ょ
う
り
つ
ぎ
か
い

、
第
二
摂
善
法
戒

し
ょ
う
ぜ
ん
ぼ
う
か
い

、
第
三
摂
衆
生
戒

し
ょ
う
し
ゅ
じ
ょ
う
か
い

な

り
、
次
に
は
応
に
十
重
禁
戒
を
受
け
奉
る
べ
し
、

第
一
不
殺
生
戒

ふ
せ
っ
し
ょ
う
か
い

、
第
二
不
偸
盗
戒

ふ
ち
ゅ
う
と
う
か
い

、
第
三

不
邪
淫
戒

ふ
じ
ゃ
い
ん
か
い

、
第
四
不
妄
語
戒

ふ

も

う

ご

か

い

、
第
五
不ふ

こ

酒
戒

し
ゅ
か
い

、

第
六
不
説
過
戒

ふ

せ

っ

か

か

い

、
第
七
不
自
讃
毀
佗
戒

ふ

じ

さ

ん

き

た

か

い

、
第
八

不
慳
法
財
戒

ふ

け

ん

ほ

う

ざ

い

か

い

、
第
九
不
瞋
恚
戒

ふ

し

ん

い

か

い

、
第
十

不
謗
三
宝
戒

ふ
ほ
う
さ
ん
ぼ
う
か
い

な
り
、
上
来
三
帰
、
三
聚
浄
戒
、
十

重
禁
戒
、
是
れ
諸
仏
の
受
持
し
た
ま
ふ
所
な
り
。

修
証
義
第
三
章
　
受
戒
入
位

第
十
五
節

禅
昌
寺

東
堂
　
横
山

正
賢
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あ
る
時
、
東
イ
ン
ド
の
国
王
が
般
若
多
羅
尊
者

は
ん
に
ゃ
た
ら
そ
ん
じ
ゃ

を
お

招
き
し
て
御
供
養
を
申
し
上
げ
た
。
般
若
多
羅
尊
者
は

お
釈
迦

し

ゃ

か

さ
ま
か
ら
二
十
七
代
目
の
法
を
相
続
さ
れ
た
方

で
、
達
磨
大
師

だ

る

ま

だ

い

し

の
お
師
匠
さ
ま
で
も
あ
る
。

尊
者
は
王
の
心
か
ら
の
供
養
の
珍
味
の
数
々
を
召
し

あ
が
っ
た
け
れ
ど
、
お
経
を
誦じ

ゅ

す
る
こ
と
も
御
説
法
を

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
帰
ろ
う
と
さ
れ
た
。
そ
こ

で
王
さ
ま
は
「
何
ぞ
看
経

か
ん
き
ん

せ
ざ
る
」
つ
ま
り
「
ど
う
し

て
お
経
を
読
ん
で
下
さ
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
お
質た

ず

ね

に
な
っ
た
。

「
看
経
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
イ
ン
ド
に

あ
っ
て
は
、
今
の
日
本
の
よ
う
に
仏
壇
に
向
か
っ
て
お

経
を
読
む
、
御
先
祖
の
供
養
を
す
る
た
め
に
お
坊
さ
ん

を
招
い
て
供
養
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
か
ろ
う
か
ら
、

「
ど
う
し
て
御
説
法
を
し
て
下
さ
ら
な
い
の
で
す
か
」
と

お
質
ね
し
た
と
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

尊
者
の
答
え
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
貧
道

ひ
ん
ど
う

、
入
息
陰
界

に
ゅ
つ
そ
く
お
ん
か
い

に
居こ

せ
ず
、
出
息
衆
縁

し
ゅ
つ
そ
く
し
ゅ
え
ん

に
渉わ

た

ら
ず
、

常
に
如
是
経

に
ょ
ぜ
き
ょ
う

を
転て

ん

ず
る
こ
と
百
千
万
億
巻
」「
貧
道
」
と

い
う
の
は
「
修
行
が
で
き
て
い
な
い
自
分
」
と
い
う
意

味
で
、
よ
く
世
間
に
「
浅
学
非
才
」
な
ど
と
い
う
言
葉

に
当
た
り
、
自
分
の
こ
と
を
卑
下

ひ

げ

し
て
呼
ぶ
と
き
に
使

う
。「
出
息
入
息
」
は
出
る
息
と
入
る
息
。「
陰
界
」
は

こ
の
私
の
身
心
の
こ
と
。

「
入
る
息
が
入
り
っ
ぱ
な
し
で
体
の
中
に
止
ま
っ
て
い

る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
出
た
息
が
草
木
や
動
物
や
一

切
の
上
に
止
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
天
地
い
っ

ぱ
い
に
動
き
ど
う
し
に
動
き
な
が
ら
、
す
べ
て
を
生
か

し
、
そ
の
働
き
を
等
し
く
受
け
て
王
も
私
も
、
今
の
ひ

と
と
き
を
呼
吸
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
御
馳
走

ち

そ

う

を
食

べ
る
こ
と
も
で
き
、
こ
う
し
て
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
天
地
間
の
一
切
の
も
の
が
そ
の
中
に
あ

っ
て
生
か
さ
れ
生
き
て
い
る
そ
の
姿
が
、
そ
の
ま
ま
に

真
実
の
教
え
を
説
き
つ
づ
け
て
い
る
、
そ
の
声
が
聞
こ

え
ま
せ
ん
か
。
そ
の
文
字
が
読
め
ま
せ
ん
か
。

私
が
説
法
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

”私
の
口
を

借
り
、
人
間
の
言
葉
を
通
し
て
“
と
い
う
せ
ま
い
、
色

づ
け
さ
れ
た
眼
鏡
を
通
し
て
の
話
に
す
ぎ
な
い
。
そ
ん

な
も
の
を
介
在
さ
せ
ず
、
直
接
に
天
地
の
語
る
言
葉
を
、

王
の
耳
で
聞
き
、
眼
で
読
ま
れ
た
ら
よ
ろ
し
い
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
「
空
気
」
と
題
す
る
詩
が
あ
る
。

ぼ
く
の
胸
の
中
に
　
い
ま
入
っ
て
き
た
の
は

い
ま
ま
で
マ
マ
の
胸
の
中
に
い
た
空
気
、

そ
し
て
ぼ
く
が
　
い
ま
　
は
い
た
空
気
は

も
う
パ
パ
の
胸
の
中
に
　
入
っ
て
い
く
。

同
じ
家
に
住
ん
で
お
れ
ば

い
や
同
じ
国
に
住
ん
で
お
れ
ば

い
や
い
や
同
じ
地
球
に
住
ん
で
お
れ
ば
、

い
つ
か
は
同
じ
空
気
が
　
入
れ
か
わ
る
の
だ

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
　
生
き
物
の
胸
の
中
を

（
中
略
）

５
月
　
ぼ
く
の
心
が

い
ま
　
す
き
と
お
り
そ
う
に
清
々
し
い
の
は

見
わ
た
す
青
葉
た
ち
の
　
吐
く
空
気
が
、

ぼ
く
ら
に
入
り
　
ぼ
く
ら
を
内
側
か
ら

緑
に
そ
め
あ
げ
て
　
く
れ
て
い
る
の
だ

一
つ
の
体
を
め
ぐ
る
　
血
の
せ
せ
ら
ぎ
の
よ
う
に

胸
か
ら
胸
ヘ

一
つ
の
地
球
を
め
ぐ
る
　
空
気
の
せ
せ
ら
ぎ
！

そ
れ
は
　
う
た
っ
て
い
る
の
か

忘
れ
な
い
で
　
忘
れ
な
い
で
…
…
と
、

す
べ
て
の
生
き
物
が
　
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
！

ま
ど
・
み
ち
お

ま
さ
に
「
入
息
陰
界
に
居
せ
ず
、
出
息
衆
縁
に
渉
ら

ず
」
の
消
息
を
み
ご
と
に
歌
い
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
働
き
の
只
中
に
一
切
の
も
の
が
生
か
さ
れ
て
い
る

兄
弟
な
ん
だ
と
、
空
気
の
転
ず
る
如
是
経
を
、
天
地
の

ま
こ
と
の
道
理
を
説
き
つ
づ
け
る
御
説
法
の
声
と
聞
き

得
た
、
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
詩
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。

出
る
息

入
る
息
が
語
る

言
葉
を
聞
け

愛
知
専
門
尼
僧
堂

堂
長
　

青
山
俊
董
師
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東
堂

と
う
ど
う

と
言
い
ま
す
。
禅
寺
の
隠
居
を
東
堂
と
言
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
私
を
呼
ぶ
と
き
は
「
東
堂
さ
ん
」
と
親
し
み

を
持
っ
て
呼
ん
で
頂
け
る
よ
う
な
余
生
を
過
ご
さ
せ
て
頂

き
た
い
と
心
が
け
て
お
り
ま
す
。

隠
居
し
た
と
申
し
ま
し
て
も
、
今
年
三
月
末
ま
で
は
実

務
は
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
し
、
四
月
か
ら
十
月
の

退
董
式

た
い
と
う
し
き
（
引
退
式
）
迄
は
引
継
期
間
と
し
て
新
命
住
職
を
補

佐
し
て
参
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

私
は
大
学
を
出
る
と
某
旅
行
社
の
札
幌
支
店
へ
勤
務
し

て
い
ま
し
た
、
昭
和
三
十
六
年
秋
、
翌
年
四
月
に
中
国
支
店

が
広
島
に
開
設
さ
れ
る
準
備
に
広
島
へ
帰
郷
し
備
え
て
い

ま
し
た
。
将
来
は
ど
こ
か
の
お
寺
に
住
職
し
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
昭
和
三
十
七
年
二
月
お
寺
に
下
宿

さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
、
市
内
の
某
寺
に
お
邪
魔
し
た
折
り

に
居
合
わ
せ
た
、
当
時
禅
昌
寺
の
兼
務
住
職
を
し
、
妻
の

両
親
は
原
爆
で
早
く
亡
く
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
親
代

わ
り
を
し
て
く
れ
て
い
た
、
傳
福
寺
の
先
代
方
丈
と
話
し

て
い
る
う
ち
に
、
私
の
父
と
は
昵
懇
の
間
柄
だ
と
、
訪
ね

て
い
た
お
寺
の
住
職
と
の
話
で
「
こ
ん
な
ー
住
職
の
資
格

が
あ
る
ん
な
ら
禅
昌
寺
へ
住
職
さ
せ
た
ら
ど
う
か
」
と
言

う
こ
と
に
な
り
、
当
時
妻
は
短
大
を
卒
業
し
て
寺
に
帰
っ

て
一
年
た
っ
た
と
き
で
、「
年
格
好
も
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

と
言
う
こ
と
で
、
俄
に
話
は
ま
と
ま
り
、
そ
の
年
の
五
月

十
一
日
入
山
と
な
り
以
来
四
十
八
年
と
な
り
ま
し
た
。

戦
災
後
の
仮
小
屋
の
仮
本
堂
、
お
檀
家
は
市
内
外
合
わ

せ
て
七
十
戸
程
、
収
入
は
旅
行
社
で
頂
い
て
い
た
給
与
の

半
分
も
無
い
と
い
う
状
況
の
中
で
、
無
我
夢
中
で
今
日
を

迎
え
ま
し
た
。
で
も
私
に
は
復
興
と
い
う
目
標
が
あ
り
ま
し

た
し
、
社
会
全
体
の
戦
後
復
興
が
軌
道
に
乗
り
経
済
が
発

展
し
、
都
市
の
人
口
増
加
に
伴
っ
て
檀
信
徒
も
増
加
し
、

お
寺
の
経
済
も
安
定
し
ま
し
た
。
こ
の
間
不
思
議
な
人
間

関
係
に
恵
ま
れ
、
何
か
目
に
見
え
な
い
糸
に
手
繰
ら
れ
る

よ
う
に
、
多
く
の
方
々
に
引
き
立
て
ら
れ
て
来
た
こ
と
を

深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

私
は
お
寺
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
長
男
と
し
て
生
ま

れ
た
立
場
と
は
異
な
り
青
春
時
代
は
自
由
奔
放
に
過
ご
す

中
で
仏
教
と
出
会
い
、
親
の
跡
を
継
承
す
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
あ
る
程
度
私
の
構
想
に
沿
っ
た
住
職
の
活
動

が
出
来
た
こ
と
を
幸
せ
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
私
に
比
べ
、
新
命
住
職
は
住
職
の
長
男
に
生

ま
れ
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
住
職
の
後
継
と
言
う
こ
と
を
、

生
ま
れ
育
つ
環
境
の
中
で
自
然
に
自
覚
を
し
て
い
た
の
か
、

九
歳
の
時
に
は
自
ら
得
度
は
何
時
す
る
か
な
ど
と
言
い
だ

し
、
宗
門
の
規
定
で
「
十
歳
か
ら
だ
」
と
申
し
ま
す
と

「
そ
れ
ジ
ャ
ー
来
年
し
よ
う
」
と
四
年
生
に
な
っ
て
し
た
次

第
で
す
。
そ
の
姿
を
見
た
次
男
も
「
僕
も
し
て
く
れ
」
と

十
歳
に
な
る
の
を
待
っ
て
し
ま
し
た
。

し
か
し
長
ず
る
に
従
い
い
ろ
い
ろ
と
葛
藤
す
る
中
で
、

や
は
り
お
寺
に
生
ま
れ
た
因
縁
を
疎
か
に
出
来
な
い
と
言

う
決
断
を
し
た
よ
う
で
す
。

新
命
住
職
の
発
願
で
、
退
董
式
並
び
に
晋
山
式

し
ん
さ
ん
し
き

に
当
た

り
、
大
本
山
永
平
寺
貫
首

か
ん
し
ゅ

福
山
諦
法
禅
師
猊
下

ふ
く
や
ま
た
い
ほ
う
ぜ
ん
じ
げ
い
か

を
拝
請
し

て
お
授
戒
会
を
厳
修
し
た
い
と
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

お
授
戒
会
と
申
し
ま
す
の
は
、
宗
祖
道
元
禅
師
の
ご
著

書
「
正
法
眼
蔵

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

」
受
戒
の
巻
に
「
西
天
東
地
、
仏
祖
相
伝

し
き
た
れ
る
と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
入
法
の
最
初
に
受
戒
あ

り
、
戒
を
う
け
ざ
れ
ば
、
い
ま
だ
諸
仏
の
弟
子
に
あ
ら
ず
、

祖
師
の
児
孫
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
解
釈
は
「
イ
ン
ド
か
ら

中
国
を
経
て
東
の
地
、
日
本
へ
お
釈
迦
様
か
ら
祖
師
方
へ

と
相
伝
え
ら
れ
た
仏
道
は
、
か
な
ら
ず
入
法
の
最
初
に
受

戒
あ
り
、
戒
を
受
け
な
け
れ
ば
、
仏
弟
子
と
は
い
え
な
い

し
、
仏
教
徒
と
は
い
え
な
い
」
と
の
教
え
に
習
っ
て
、
お

受
戒
会
が
大
本
山
永
平
寺
・
総
持
寺
で
は
毎
年
春
秋
二
回

厳
修
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
地
方
寺
院
に
お
か
れ

て
も
晋
山
式
な
ど
の
機
会
に
開
催
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

広
島
市
で
は
戦
後
一
度
も
開
催
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
、
そ

れ
は
ほ
と
ん
ど
の
寺
院
が
戦
災
に
よ
り
伽
藍
を
消
失
し
た

か
ら
で
あ
り
ま
す
。

詳
細
に
就
き
ま
し
て
は
改
め
て
ご
案
内
を
さ
し
上
げ
ま

す
。檀

信
徒
上
げ
て
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

法
燈
の
継
承東堂　

横
山

正
賢
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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
。

●

お
正
月
前
諸
堂
大
掃
除

多
数
の
ご
参
加
を
頂
き
予
定
時
間
よ
り

早
め
に
終
わ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

●

臘
八
摂
心
坐
禅
会

十
二
月
一
日（
朝
か
ら
）〜
八
日（
朝
ま
で
）

地
球
の
温
暖
化
の
せ
い
か
暖
か
い
毎
日
が
続
き
、

寒
さ
厳
し
い
頃
を
参
加
者
一
同
懐
か
し
ん
だ
。

●

改
年
の
念
誦
を
堂
に
あ
ふ
れ
し
む

●

雲
板
の
二
つ
三
つ
鳴
る
淑
気
か
な

当
山
廿
一
世
　
故
甲
田
　
苔
水

●

子
の
札
の
嵩
確
か
め
つ
加
留
多
取
り

●

初
雪
や
娘こ

に
未
来
あ
り
未
来
あ
れ

●

日
向
ぼ
こ
で
き
る
の
な
ら
ば
宇
宙

そ

ら

に
住
む

●

渓
流
に
若
水
汲
め
り
養
魚
守

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

俳
句

◆
平
成
二
十
二
年
度
行
事
案
内
◆

●

年
頭
坐
禅
会
･
大
般
若
祈
祷
会（
修
正
会
）

・
坐
禅
会
一
月
一
日

午
前
八
時
よ
り

・
大
般
若
祈
祷
会

元
日

午
前
十
時
よ
り

●

釈
尊
涅
槃
会

二
月
十
五
日（
月
）

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会
二
月
二
十
八
日（
日
）

午
前
の
部

午
前
十
時
半
〜
十
二
時

午
後
の
部

午
後
一
時
半
〜
三
時

（
坐
禅
を
さ
れ
る
お
方
は
九
時
よ
り
）

参
加
費

午
前
・
午
後

各
千
円

昼
食
代

一
人
　
百
円

◎
昼
食
を
希
望
さ
れ
る
お
方
は
電
話
に
て
お
申
し
込

み
下
さ
い
。

●

春
季
彼
岸
法
要
・
護
持
会
総
会

三
月
十
三
日（
土
）

午
前
十
時
半
よ
り
法
要
・
法
話

十
二
時
よ
り
護
持
会
総
会
・
懇
親
会

●

春
季
彼
岸
会

三
月
十
八
日
〜
二
十
四
日

●

釈
尊
降
誕
会

四
月
八
日（
木
）

●

第
三
回
西
國
三
十
三
ヶ
所
霊
場
巡
り

四
月
八
日（
木
）〜
九
日（
金
）

ご
希
望
の
お
方
に
は
案
内
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

お
友
達
を
お
誘
い
の
上
ご
参
加
下
さ
い
。

※
参
加
費
は
必
要
経
費
を
参
加
者
人
数
で
割

り
勘
し
ま
す
。

参
加
者
二
十
名
の
時
三
万
二
千
円

●

お
花
見
コ
ン
サ
ー
ト

「T
S
U
K
E
M
E
N
L
ive

」
ピ
ア
ノ
伊
藤

優
・
バ
イ
オ
リ
ン
佐
田
大
陸
・
黒
木
健
太

●

盂
蘭
盆
会
法
要
　
八
月
六
日（
金
）

午
前
十
時
半
よ
り

●

秋
季
彼
岸
会

九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

九
月
三
十
日（
木
）
午
前
・
午
後

●

当
山
廿
三
世
退
董
式
・
廿
四
世
晋
山
式

お
授
戒
会
法
要

十
月
十
三
日（
水
）〜
十
七
日（
水
）

大
本
山
永
平
寺
貫
首
福
山
諦
法
猊
下
を
お

迎
え
し
て
の
大
盛
儀
で
す
詳
し
く
は
改
め

て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

●
「Tsu

kim
iin

寺
」
コ
ン
サ
ー
ト

十
月
二
十
三
日（
土
）午
後
六
時
半

演
奏
者

フ
ル
ー
ト

大
代
啓
二
先
生
、

琴

沢
井
一
恵
先
生

●

第
四
回
西
國
三
十
三
ヶ
所
霊
場
巡
り

日
程

十
一
月
十
一
日（
木
）〜
十
二
日（
金
）

■
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
二
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
十
分
〜
五
時
五
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
）

第
二
十
番
よ
り
二
十
七
番
ま
で

費
用

三
万
七
千
円
の
予
定

●

年
末
大
掃
除

十
二
月
五
日（
日
）

●

釈
尊
成
道
会
　
十
二
月
八
日（
水
）

パ
ン
屋
さ
ん
で
は
、
食
パ
ン
の
耳
の
大
部
分

は
廃
棄
さ
れ
て
い
た
が
、
何
時
の
頃
か
ら
か
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
パ
ン
を
買
っ
た
お
客
に
無
料
で

渡
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
捨
て
る
よ
り

は
利
用
し
て
も
ら
っ
た
方
が
有
益
で
あ
ろ
う
し

お
客
の
側
で
は
犬
猫
、
観
賞
魚
の
エ
サ
と
し
て

重
宝
し
た
の
だ
っ
た
。
現
今
流
行
の
言
葉
で
言

う
な
ら
ば
「
エ
コ
」
で
あ
っ
た
訳
だ
。

三
十
年
も
前
の
話
に
な
る
。
一
文
無
し
の
ま
ま
、

養
殖
場
（
渓
流
魚
）
を
目
指
し
て
い
た
頃
の
こ
と
。

得
ら
れ
る
収
入
の
大
半
を
そ
の
建
設
資
金
に

充
て
て
い
た
か
ら
食
費
は
と
こ
と
ん
切
り
詰
め

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

あ
る
年
の
正
月
の
こ
と
。
元
日
の
朝
食
に
と

年
末
に
貰
っ
て
お
い
た
パ
ン
の
耳
を
囓
じ
っ
て

い
た
。
焼
き
立
て
の
そ
れ
も
底
の
部
分
の
香
ば

し
く
て
弾
力
に
富
ん
で
歯
ご
た
え
も
あ
っ
て
意

外
と
美
味
し
い
の
だ
。

丁
度
そ
の
時
、
村
の
人
が
新
年
の
挨
拶
に
来
ら

れ
た
。
そ
の
様
を
見
た
夫
婦
は
「
可
哀
想
に
ー
」

と
思
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
帰
っ
た
と
お
も

う
間
も
な
く
お
節
料
理
の
色
々
を
小
さ
な
パ
ッ
ク

に
詰
め
て
持
っ
て
来
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。

勿
論
、
礼
を
言
い
あ
り
が
た
く
頂
い
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
尚
、
パ
ン
の
耳
は
美
味
し

か
っ
た
の
だ
。

そ
の
う
ち
に
養
殖
場
も
完
成
し
所
帯
を
持
ち
、

子
供
も
大
き
く
な
っ
た
現
在
、
パ
ン
の
耳
を
口

に
す
る
こ
と
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
暮

ら
し
の
中
で
、
時
に
は
一
枚
の
ト
ー
ス
ト
を
子

供
と
半
分
に
分
け
て
食
べ
る
こ
と
が
あ
る
。
上

半
分
と
下
半
分
に
切
り
分
け
ら
れ
た
ト
ー
ス
ト

の
下
半
分
の
方
を
頂
戴
と
い
う
娘
達
に
思
わ
ず

ニ
ヤ
リ
と
す
る
の
だ
。

パ
ン
の
耳
囓
っ
て
ひ
と
り
の
お
正
月
　

あ
る
年
の
正
月
の
こ
と

伊
藤

順
二
郎


