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時
は
盛
唐
、
楊
貴
妃

よ

う

き

ひ

の
色
香
に
酔
い
、
半

世
紀
近
く
も
君
臨
し
て
い
た
王
位
を
退
か
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
玄
宗

げ
ん
そ
う

皇
帝
の
御
代
。
洪

州
の
開
元
寺
に
馬
祖

ば

そ

道
一

ど
う
い
つ

禅
師
と
い
う
方
が

住
せ
ら
れ
、
お
お
い
に
禅
風
こ
よ
う
挙
揚
し

て
お
ら
れ
た
。
そ
の
傘
下
に
学
ぶ
者
八
百
と

い
わ
れ
、
特
に
傑
出
し
た
も
の
八
十
余
人
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
虎
視

こ

し

牛
行

ぎ
ゅ
う
こ
う

、
つ
ま
り
眼

光
は
虎
の
よ
う
で
、
歩
き
方
は
悠
々
と
し
て

牛
の
歩
む
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

あ
る
日
、
一
人
の
修
行
僧
が
馬
祖
さ
ま
に

質た
ず

ね
た
。

「
達
磨
大
師
が
は
る
ば
る
と
イ
ン
ド
か
ら
中
国

へ
お
伝
え
下
さ
っ
た
仏
法
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と

こ
ろ
を
、
言
葉
や
理
屈
を
離
れ
、
端
的
に
お

示
し
下
さ
い
」

言
葉
や
理
論
を
使
わ
ず
に
示
せ
、
と
い
の

は
む
つ
か
し
い
。
馬
祖
さ
ま
は
答
え
ら
れ
た
。

「
わ
た
し
は
今
日
、
疲
れ
て
い
て
な
、
お
前
さ

ん
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
じ
ゃ
。

智
蔵

ち

ぞ

う

和
尚
に
き
い
て
く
れ
」

そ
こ
で
智
蔵
和
尚
の
と
こ
ろ
へ
聞
き
に
ゆ

く
と
、
智
蔵
和
尚
が
「
何
故

な

ぜ

馬
祖
さ
ま
に
質た

ず

ね
ん
か
」
と
い
う
の
で
、「
馬
祖
さ
ま
が
貴
師

あ

な

た

に
聞
け
と
い
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
や
っ
て
き

ま
し
た
」
と
い
う
。
さ
て
智
蔵
和
尚
、
何
と

答
え
て
く
れ
る
か
と
待
っ
て
い
る
と
、

「
私
は
今
日
頭
が
痛
く
て
な
、
あ
な
た
に
説
く

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
わ
い
。
懐
海

え

か

い

和
尚
の
処

へ
い
っ
て
聞
い
て
く
れ
ん
か
」
と
い
う
。
い

わ
れ
る
ま
ま
に
今
度
は
百
丈
懐
海

ひ
ゃ
く
じ
ょ
う
え
か
い

和
尚
の
と

こ
ろ
へ
い
っ
て
質た

ず

ね
る
と
、
和
尚

お
し
ょ
う

曰い
わ

く
、

「
ど
う
も
そ
こ
の
処
は
、
わ
し
も
よ
く
わ
か
ら
ん
の

じ
ゃ
」

傀
儡
師

か
い
ら
い
し

に
あ
や
つ
ら
れ
る
人
形
の
よ
う
に
く
る

く
る
ま
わ
さ
れ
た
僧
は
、
再
び
馬
祖
さ
ま
の
と
こ

ろ
へ
も
ど
っ
て
来
て
、「
智
蔵
和
尚
は
頭
が
痛
い
か

ら
話
が
で
き
ん
と
い
い
、
百
丈
和
尚
は
わ
し
も
よ

う
わ
か
ら
ん
と
い
い
ま
し
た
」
と
報
告
し
た
。
す

る
と
馬
祖
さ
ま
は
い
わ
れ
た
。

「
蔵
頭

ぞ
う
と
う

白は
く

、
海
頭

か
い
と
う

黒こ
く

」

智
蔵
和
尚
は
白
髪
に
な
っ
て
お
り
、
百
丈
懐
海

和
尚
は
ま
だ
髪
が
黒
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
智
蔵

和
尚
の
頭
は
白
い
し
、
懐
海
和
尚
の
頭
は
黒
い
な

あ
」
と
い
わ
れ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
が
祖
師
西
来
の

意
、
仏
法
の
ぎ
り
ぎ
り
を
端
的
に
示
し
た
言
葉
な

ん
だ
け
れ
ど
、
さ
て
、
あ
ち
こ
ち
と
質た

ず

ね
ま
わ
っ

た
雲
水
は
、
そ
の
真
意
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

た
か
ど
う
か
。

と
に
か
く
仏
法
は
特
別
の
も
の
と
思
い
、
そ
の

特
別
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
、
あ
る
い
は
身
に
つ

け
る
こ
と
が
、
仏
法
の
学
び
や
修
行
だ
と
勘
違
い

し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
の
み
生
き
甲
斐
を
感

ず
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
う
で
は
な
い
。
人
生
は
特
別
な
こ
と
や
特
別
な

時
は
そ
う
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
当
た
り
前
の
こ

と
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
き
、
当
た
り
前
の
こ
と

を
大
切
に
勤
め
あ
げ
る
、
当
た
り
前
の
平
凡
な
ひ

と
時
ひ
と
時
を
大
切
に
生
き
る
、
そ
れ
よ
り
ほ
か

に
、
人
生
を
輝
き
の
あ
る
も
の
に
し
て
生
き
る
生

き
方
は
な
い
の
だ
が
。

「
谷
深
う
し
て
杓
柄
長
し
」
と
い
う
禅
の
言
葉
が
あ

る
。
深
い
谷
川
の
水
を
汲
む
に
は
柄
杓
の
柄
が
な

が
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
り
、

ま
こ
と
に
当
た
り
前
の
道
理
で
あ
る
。
道
元
禅
師

が
中
国
よ
り
帰
ら
れ
、
初
開
道
場
と
し
て
宇
治
の

衆し
ゅ

に
示し

め

し
て
云い

わ

く
、、
口く

ち

を
開ひ

ら

き
得え

ざ
る
時と

き

、
無
舌

む
ぜ
つ

の
人ひ

と

語か
た

る
こ
と
を
解げ

す
、

脚あ
し

を
擡も

た

げ
起お

こ

さ
ざ
る
処

と
こ
ろ

、
無
足

む

そ

く

の
人ひ

と

行ゆ

く
こ
と
を
解げ

す
。

若も

し
也ま

た
他た

の
殼
中

こ
う
ち
ゅ
う

に
落お

ち
、
句
下

く

か

に
死し

在ざ
い

せ
ば
、

に
自
由

じ

ゆ

う

の
分ぶ

ん

あ
ら
ん
、
四
山

し

ざ

ん

相あ
い

逼せ
ま

る
時と

き

、
如
何

い

か

ん

が
透
脱

と
う
だ
つ

せ
ん
。

挙こ

す
。
僧そ

う

、
馬
大
師

ば

だ

い

し

に
問と

う
、
四
句

し

く

を
離は

な

れ
、
百
非

ひ
ゃ
く
び

を
絶ぜ

つ

し
て
請こ

う
、

師し

某
甲

そ
れ
が
し

に
西
来

せ
い
ら
い

の
意い

を
直
指

じ

き

し

せ
よ
、
大
師

だ

い

し

云い
わ

く
、
我わ

れ
今
日

こ
ん
に
ち

労
倦

ろ
う
け
ん

す
。

汝な
ん
じ
が
為た

め

に
説と

く
こ
と
能あ

た

わ
ず
、
智
蔵

ち

ぞ

う

に
問
取

も
ん
し
ゅ

し
去さ

れ
。

僧そ
う

、
蔵ぞ

う

に
問と

う
、

蔵
云

ぞ
う
い
わ

く
、
何な

ん

ぞ
和
尚

お
し
ょ
う

に
と
問と

わ
ざ
る
。

僧
云

そ
う
い
わ

く
和
尚

お
し
ょ
う

来き

た
っ
て
問と

わ
教し

む
。
蔵
云

ぞ
う
い
わ

く
、
我わ

れ
今
日

こ
ん
に
ち

頭
痛

ず

つ

う

す
、

汝な
ん
じ
が
為た

め
に
説と

く
こ
と
能あ

た

わ
ず
、
海
兄

か
い
ひ
ん

に
問
取

も
ん
し
ゅ

し
去さ

れ
。

僧そ
う

、
海か

い

に
問と

う
。
海
云

か
い
い
わ

く
、
我わ

れ
這
裏

し

ゃ

り

に
到い

た

っ
て
不
会

ふ

え

。

僧そ
う

、
大
師
云

だ
い
し
い
わ

く
、
蔵
頭

ぞ
う
と
う

白は
く

、
海
頭

か
い
と
う

黒こ
く

。

頒じ
ゅ

に
云い

わ

く
、
薬

く
す
り

の
病

や
ま
い

と
作な

る
、
前
聖

ぜ
ん
し
ょ
う

に
鑑

か
ん
が

む
。
病

や
ま
い

の
医い

と
作な

る
、

必か
な
ら
ず
や
其そ

れ
誰た

そ
。
白
頭

は
く
と
う

黒
頭

こ
く
と
う

、
克
家

こ

っ

か

の
子こ

、
有
句

う

く

無
句

む

く

、
截
流

せ

つ

る

の
機き

、

堂
堂

ど
う
ど
う

と
し
て
坐
断

ざ

だ

ん

す
舌
頭

ぜ
つ
と
う

の
路み

ち

、
応ま

さ

に
笑わ

ろ

う
べ
し
枇
耶

び

や

の
老
古
錐

ろ
う
こ
す
い

あ

愛
知
専
門
尼
僧
堂

堂
長
　
青
山
俊
董
師

従
容
録

し
ょ
う
よ
う
ろ
く

第
六
則

だ
い
ろ
く
そ
く

馬
祖

ば

そ

白
黒

は
く
こ
く

「
花
は
咲
い
た
ら
散
る
」こ
と
に
気
づ
く
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興
聖
寺
を
開
か
れ
た
と
き
の
お
言
葉
の
中
に
、
次

の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
山
僧
叢
林
を
歴ふ

る
こ
と
多
か
ら
ず
。
た
だ
こ

れ
な
お
ざ
り
に
天
童
先
師
に
ま
み
え
た
、
当

下
に
眼
横

が
ん
の
う

鼻び

直
ち
ょ
く

な
る
こ
と
を
認
得

に
ん
と
く

し
て
人
に

瞞ま
ん

ぜ
ら
れ
ず
。
す
な
わ
ち
空
手

く
う
し
ゅ

に
し
て
郷

き
ょ
う

に
還か

え

る
。ゆ
え
に
一
毫

い
ち
ご
う

も
仏
法
な
し
。（
中
略
）
朝
々

日
は
東
よ
り
出
て
、
夜
々
月
は
西
に
沈
む

云
々
」

私
は
そ
れ
ほ
ど
あ
ち
こ
ち
の
修
行
道
場
を
、
そ

れ
も
長
く
修
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
天
童

山
の
如
浄

に
ょ
じ
ょ
う

禅
師

ぜ

ん

じ

と
い
う
す
ば
ら
し
い
お
方
に
出
会

う
こ
と
が
こ
と
が
で
き
、
眼
は
横
に
つ
き
鼻
は
タ

テ
に
ま
っ
す
ぐ
つ
い
て
い
る
と
い
う
事
実
が
心
の

底
か
ら
わ
か
っ
た
、
胸
お
ち
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

そ
の
ほ
か
に
特
別
に
仏
法
な
ど
と
い
う
も
の
は
何

も
な
く
、
カ
ラ
手
で
日
本
へ
帰
っ
て
来
ま
し
た
。

朝
ご
と
に
太
陽
が
東
か
ら
の
ぼ
り
、
夜
ご
と
に
月

は
西
に
沈
む
、
そ
う
い
う
当
た
り
前
の
道
理
に
目

が
さ
め
る
、
気
づ
く
、
そ
の
ほ
か
に
仏
法
な
ど
と

い
う
も
の
は
な
い
ん
だ
よ
、
と
の
お
示
し
で
あ
る
。

花
は
咲
い
た
ら
散
り
、
人
は
生
ま
れ
た
ら
死
ぬ
、

散
っ
た
花
は
枝
に
も
ど
ら
ず
、
死
ん
だ
人
は
生
き

か
え
ら
ず
、
人
生
は
や
り
な
お
し
は
で
き
な
い
の

だ
、
こ
の
当
た
り
前
の
道
理
が
な
か
な
か
わ
か
ら

な
い
の
で
あ
る
。

薬
は
諸
刃
の
剣
で
毒
と
も
な
る

か
つ
て
圧
迫
骨
折
で
入
院
し
た
折
、
病
院
で
出

し
て
く
れ
た
二
種
類
の
薬
を
し
ば
ら
く
服
用
し
て

い
た
。
一
つ
は
痛
み
止
め
で
一
つ
は
そ
の
痛
み
止

め
の
薬
の
た
め
に
胃
を
悪
く
す
る
か
ら
胃
の
薬
だ

と
い
う
。
つ
ま
り
薬
は
諸
刃
の
剣
で
、
よ
ほ
ど
注

意
し
て
使
わ
な
い
と
、
健
全
な
機
能
ま
で
も
だ
め

に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
拠
と

い
え
よ
う
。

お
釈
迦
さ
ま
は
御
自
分
を
医
者
に
た
と
え
、
そ

の
教
え
を
薬
に
た
と
え
ら
れ
た
。
心
を
病
む
多
く

の
人
々
の
良
医
と
し
て
、
そ
の
悲
し
み
、
苦
し
み
、

迷
い
を
聞
き
、
原
因
を
つ
き
と
め
、
ど
う
生
き
た

ら
そ
の
苦
し
み
を
転
じ
て
喜
び
や
安
ら
ぎ
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
か
を
説
か
れ
た
も
の
が
教
え
と
な

り
、
ま
た
具
体
的
実
践
法
が
戒
律
と
な
っ
て
後
世

へ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

病
に
応
じ
て
薬
が
処
方
さ
れ
る
よ
う
に
、
心
の

病
も
限
り
が
な
い
か
ら
、
そ
の
為
に
説
か
れ
た
教

え
も
限
り
な
い
も
の
と
な
り
、
ま
た
罪
を
犯
す
人

間
が
増
え
る
度
に
戒
律
の
数
も
増
し
、
時
代
が
下

が
る
ほ
ど
に
そ
の
教
え
や
戒
律
に
し
ば
ら
れ
て
、

人
々
は
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
つ
の
病
を
治
療
す
る
た
め
に
飲
ん
だ
薬
の
害
で
、

健
康
な
細
胞
ま
で
働
き
を
失
う
の
類

た
ぐ
い

と
同
じ
と
い

え
よ
う
。

た
と
え
ば
茶
の
湯
の
こ
と
な
ど
全
く
知
ら
な
い

う
ち
は
、
お
茶
を
飲
む
の
も
部
屋
へ
の
出
入
り
も

畳
を
歩
く
の
も
、
何
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
、
赤
ん

坊
が
飲
ん
だ
り
歩
い
た
り
す
る
の
と
変
わ
り
な
い

自
然
態
で
や
っ
て
い
た
も
の
を
、
な
ま
じ
っ
か
作

法
を
学
び
、
知
識
を
得
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
邪
魔

を
し
、
一
服
の
お
茶
も
幾
口
で
飲
む
か
、
茶
碗
を

ど
う
ま
わ
す
か
と
迷
っ
て
飲
む
こ
と
が
で
き
ず
、

部
屋
へ
入
る
足
さ
え
も
右
か
左
か
と
迷
っ
て
動
き

が
と
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
学
び
つ
く
し
、

学
ん
だ
こ
と
も
忘
れ
つ
く
し
て
自
在
に
動
け
る
よ

う
に
な
ら
な
い
と
本
物
と
い
え
な
い
。
そ
の
途
中
、

教
え
に
し
ば
ら
れ
動
き
が
と
れ
な
い
、
こ
れ
が
ま

さ
に
薬
害
と
言
え
よ
う
。

一
日
に
八
万
四
千
の
煩
悩
あ
り

八
万
四
千
の
み
ほ
と
け
い
ま
す

こ
れ
は
青
木
敬
麿
と
い
う
方
の
歌
だ
と
い
う
。

煩
悩
の
数
だ
け
教
え
が
説
か
れ
、
迷
え
る
衆
生
の

数
だ
け
、
み
佛
が
同
じ
姿
と
な
っ
て
現
れ
、
お
救

い
下
さ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

煩
悩
の
し
が
ら
み
を
解
き
は
な
つ
た
め
に
、
説

か
れ
た
教
え
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
動
き
が

と
れ
な
い
学
者
や
、
佛
の
慈
悲
の
働
き
の
象
徴
と

し
て
の
仏
さ
ま
方
が
、
ひ
と
た
び
仏
像
の
姿
を
と

る
と
、
利
益
を
与
え
た
り
罰
を
与
え
る
存
在
と
し

て
人
々
の
上
に
君
臨
し
、
見
は
り
、
立
ち
は
だ
か

る
よ
う
に
な
る
の
も
同
じ
と
い
え
よ
う
。

思
想
と
か
主
義
と
い
う
も
の
も
こ
の
類
と
い
え

よ
う
。
若
い
頃
、
本
気
で
仏
道
を
求
め
る
あ
ま
り
、

と
こ
に
激
し
い
言
動
に
で
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

う
い
う
私
を
一
部
の
人
々
は
「
ア
カ
だ
」
と
避
難

し
た
。

共
産
主
義
の
何
た
る
か
も
全
く
知
ら
な
い
私
を
、

た
だ
仏
法
や
僧
侶
の
ほ
ん
と
う
の
在
り
方
を
問
う

て
い
る
だ
け
の
私
を
「
ア
カ
」
と
非
難
す
る
人
々

に
対
し
、
私
は
一
層
の
腹
立
ち
と
失
望
を
お
ぼ
え

た
こ
と
を
今
も
記
憶
し
て
い
る
。

時
は
流
れ
て
、
人
権
問
題
が
世
論
を
さ
ら
っ
て

い
る
頃
、
差
別
の
眼
で
道
元
禅
師
の
「
正
法
眼
蔵
」

の
す
べ
て
を
読
も
う
と
し
た
学
者
が
あ
り
、
背
筋

の
寒
く
な
る
の
を
お
ぼ
え
た
こ
と
が
あ
る
。

時
と
処
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
是
非
が
逆
転

す
る
よ
う
な
モ
ノ
サ
シ
は
す
べ
て
中
途
半
端
。
思

想
と
か
主
義
も
こ
の
範
疇

は
ん
ち
ゅ
う

を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

モ
ノ
サ
シ
に
し
ば
ら
れ
て
自
由
を
失
っ
て
い
る
こ

と
を
、
色
眼
鏡
を
か
け
て
い
て
、
透
明
に
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
自
分
で
あ
る
こ
と
を
せ
め
て
知
る

こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。

薬
は
諸
刃
の
剣
で
毒
と
も
な
る



こ
の
節
は
含
蓄
の
あ
る
言
葉
を
繰
り
返
さ
れ
て

お
り
ま
す
か
ら
、
解
説
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

大
本
山
永
平
寺
第
七
十
四
世
佐
藤
泰
舜
禅
師
の

ご
著
書
「
修
証
義
と
生
活
指
導
」
に
は
次
の
よ

う
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
諸
仏
の
常
に
此
中
に
住
持
た
る
、
各
々
の
方

面
に
知
覚
を
遺
さ
ず
」
と
い
う
の
を
今
は
「
思

う
て
心
に
跡
が
な
い
」
と
い
い
か
え
て
味
わ
っ

て
み
よ
う
。

そ
れ
で
此
の
句
の
終
わ
り
の
各
々
の
方
面
に
知

覚
を
遺
さ
ず
と
い
う
の
を
中
心
に
理
解
す
る
の
で

あ
る
。
各
々
の
方
面
と
は
、
い
ち
い
ち
の
場
合
と

か
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
と
か
い
う
こ
と
で
あ
り
、
知

覚
と
は
知
る
こ
と
、
判
断
す
る
、
見
分
け
る
こ
と
、

そ
し
て
決
断
す
る
こ
と
な
ど
、
す
べ
て
の
物
事
に

対
し
て
心
の
働
く
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
心
の
働

き
が
複
雑
で
勝
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
万
物
の
霊

長
と
し
て
ほ
こ
る
価
値
が
あ
る
。
同
じ
人
間
で
も

心
の
働
き
方
に
よ
っ
て
、
上
下
の
差
別
が
つ
く
ほ

ど
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
心
の
働
き
は
重
要
な
も

の
で
あ
っ
て
、
同
じ
一
人
の
人
で
も
、
気
を
使
っ

て
心
を
働
か
し
て
、
い
ろ
い
ろ
に
思
い
を
こ
ら
す

場
合
と
、
ぼ
ん
や
り
し
て
気
ば
た
ら
き
の
な
い
時

と
で
は
、
そ
の
結
果
が
大
変
に
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
人
は
つ
と
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に

気
を
く
ば
り
、
心
を
働
か
し
て
、
仕
事
の
能
率
を

あ
げ
、
す
る
事
な
す
事
に
よ
り
良
い
効
果
を
あ
げ

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
の
文
中
に
は
、
知
覚
を
遺
さ
ず

と
あ
る
。こ
れ
は
じ
つ
に
大
切
な
こ
と
で
あ
っ
て
、

こ
の
文
章
の
肝
心
な
急
所
で
あ
る
。
心
の
働
き
は

大
切
で
あ
り
、
気
を
配
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、

考
え
る
こ
と
、
思
う
こ
と
、
感
ず
る
こ
と
、
す
べ

て
肝
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、如
何
な
る
場
合
に
も
、

心
の
働
き
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
心
が
何

時
ま
で
も
働
い
て
お
る
こ
と
は
良
く
な
い
。
事
が

終
わ
っ
て
も
心
だ
け
が
残
っ
て
、
過
ぎ
去
っ
た
事

を
追
っ
か
け
て
い
て
は
、
次
の
仕
事
の
妨
げ
に
な

り
、
心
は
む
だ
な
働
き
に
勢
力
を
消
耗
し
て
疲
れ

果
て
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
の
よ
う
に
心
の
用
い
方
を
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
が
私
は
、
前
号
に
も
引
用
し
て
お
き
ま
し
た

が
「
正
法
眼
蔵
生
死
の
巻
」
の
一
節
に
、「
こ
の

生
死
は
、
す
な
わ
ち
佛
の
御
い
の
ち
な
り
、
こ
れ

を
い
と
い
す
て
ん
と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
佛
の
御

い
の
ち
を
う
し
な
わ
ん
と
す
る
な
り
。

　
こ
れ
に
と
ど
ま
り
て
、
生
死
に
著
す
れ
ば
、

こ
れ
も
佛
の
御
い
の
ち
を
う
し
な
う
な
り
、
佛
の

あ
り
さ
ま
を
と
ど
む
る
な
り
。
い
と
う
こ
と
な
く
、

し
た
う
こ
と
な
き
、
こ
の
と
き
、
は
じ
め
て
佛
の

こ
こ
ろ
に
い
る
。
た
だ
し
心
を
も
て
は
か
る
こ

と
な
か
れ
、
こ
と
ば
を
も
て
い
う
こ
と
な
か
れ
、

た
だ
わ
が
身
を
も
心
を
も
、
は
な
ち
わ
す
れ
て
、

佛
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、
佛
の
か
た
よ
り
お
こ

な
わ
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
い
も
て
行
く
と
き
、

ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、
こ
こ
ろ
を
も
、
つ
い
や

さ
ず
し
て
、
生
死
を
は
な
れ
佛
と
な
る
」
と
あ

り
ま
す
よ
う
に
、
日
常
の
事
事
物
物
に
出
会
っ
て

無
心
に
対
処
し
て
ゆ
く
こ
と
は
な
か
な
か
出
来

な
い
こ
と
で
す
が
、
私
は
最
近
齢
を
重
ね
た
せ

い
で
し
ょ
う
、
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に

感
じ
て
お
り
ま
す
。

私
は
、

ラ
イ
ン
を
引
い
た
箇
所
を
何
度
も
繰
り
返
し
味
わ

っ
て
み
ま
す
と
次
の
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

社
会
に
奉
仕
し
、
人
様
の
お
世
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
く
事
は
、
誰
の
為
で
も
な
く
「
只
つ
と

め
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
佛
の
御
い
の
ち
を
自
分

の
我
欲
の
為
に
の
み
営
む
と
言
う
こ
と
は
、
佛

の
御
い
の
ち
を
失
う
と
い
う
姿
で
あ
り
。
誰
の

た
め
で
も
な
く
、
只
与
え
ら
れ
た
命
の
営
み
を
、

ひ
た
す
ら
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
生

き
方
は
無
辺
に
活
か
さ
れ
る
、
命
の
喜
び
を
味

わ
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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諸
仏

し
ょ
ぶ
つ

の
常つ

ね

に
こ
の
中
に
住
持

じ
ゅ
う
じ

た
る
、
各
々

か
く
か
く

の
方
面

に
知
覚

ち
か
く

を
遺の

こ

さ
ず
、
群
生

ぐ
ん
じ
ょ
う

の
長

と
こ
し
な
へ
に
此
中

こ
の
な
か

に
使
用

す
る
、
各
々

か
く
か
く

の
知
覚

ち

か

く

に
方
面
露あ

ら
わ

れ
ず
、
こ
の
時

十
方

じ
っ
ぽ
う

法
界

ほ
う
か
い

の
土
地

と

ち

草
木

そ
う
も
く

牆
壁

し
ょ
う
へ
き

瓦
礫

が
り
ゃ
く

皆み
な

佛
事

ぶ
つ
じ

を
作な

す

を
以も

っ

て
、
其
起

そ
の
お
こ

す
所と

こ
ろ

の
風
水

ふ
う
す
い

の
利
益

り
や
く

に
預あ

ず

か
る
輩

と
も
が
ら、

皆み
な

甚
妙

じ
ん
み
ょ
う

不
可
思
議

ふ

か

し

ぎ

の
佛
化

ぶ
っ
か

に
冥み

ょ
う

資し

せ
ら
れ
て
親し

た
し

き

悟さ
と
り

を
顕あ

ら

は
す
、
是こ

れ

を
無
為

む

い

の
功
徳

く

ど

く

と
す
、
是
を

無
作

む

さ

の
功
徳

く
ど
く

と
す
、
是
れ
発ほ

つ

菩
提

ぼ
だ
い

心し
ん

な
り
。

修
証
義
第
三
章
　
　
授
戒
入
位

第
十
七
節

禅
昌
寺

東
堂
　
横
山

正
賢
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昨
年
十
一
月
禅
昌
寺
二
十
三
世
を
退
任
し
て

以
来
、
身
辺
の
整
理
に
明
け
暮
れ
る
日
々
が
続

き
ま
し
た
。
中
で
も
住
職
在
任
四
十
七
年
の
間

に
戴
い
た
、
昭
和
時
代
に
活
躍
さ
れ
た
、
宗
門

の
高
僧
を
始
め
、
宗
教
界
の
リ
ー
ダ
ー
・
教

育
・
報
道
・
学
者
・
歌
人
の
方
々
か
ら
戴
い
て

保
存
し
て
あ
っ
た
書
簡
は
百
通
程
に
も
な
っ
て

お
り
ま
し
た
。
中
で
も
昭
和
五
十
二
年
、
私
の

四
十
才
の
時
に
戴
い
た
、
著
名
な
教
育
者
で
あ

ら
れ
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
ご
住
職
で
あ
ら
れ
、

当
時
姫
路
学
院
女
子
短
期
大
学
講
師
で
あ
ら
れ

た
、
東
井
義
雄
先
生
か
ら
戴
い
た
書
簡
と
小
冊

子
は
、
そ
の
後
の
私
の
生
き
方
に
確
信
を
持
た

せ
て
下
さ
っ
た
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。

こ
の
小
冊
子
を
戴
い
た
の
は
、
ご
講
演
戴
き

お
寺
に
お
泊
ま
り
い
た
だ
い
た
折
に
、
ま
だ
住

職
と
し
て
宗
教
家
と
し
も
未
熟
で
暗
中
模
索
の

日
々
で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
、
そ
の
後
数
日
た
っ
て
お
励
ま
し
言
葉

を
添
え
た
、
小
冊
子
を
お
送
り
い
た
だ
い
て
お

り
ま
し
た
。

東
井
義
雄
先
生
「
人
生
の
詩
」

野
口
次
男
編

小
冊
子
の
表
紙
を
め
く
っ
た
次
の
ペ
ー
ジ
の

白
紙
に
、
先
生
の
直
筆
で
、

自
分
は

自
分
の
主
人
公

世
界
で
た
だ
一
人
の

自
分
を
創
っ
て
い
く

責
任
者
。

東

井

義

雄

横

山

正

賢

先
生
　

と
ご
染
筆
下
さ
り
。
次
ペ
ー
ジ
に

根
を
養
え
ば

樹
は

お
の
ず
か
ら
育
つ

と
東
井
先
生
の
教
育
モ
ッ
ト
ー
が
掲
げ
ら

れ
、
次
の
ペ
ー
ジ
に
校
長
を
務
め
て
お
ら
れ
た

小
学
六
年
を
卒
業
す
る
卒
業
生
一
人
一
人
に
贈

ら
れ
た
言
葉
が
つ
づ
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。

一
部
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

九（
苦
）を
の
り
こ
え
な
け
れ
ば

十
の
よ
ろ
こ
び
は
つ
か
め
な
い
。

九
九
を
通
ら
な
け
れ
ば

百
の
し
あ
わ
せ
は
得
ら
れ
な
い
。

ほ
ん
も
の
と
　
に
せ
も
の
と
は

見
え
な
い
と
こ
ろ
の
あ
り
方
で
決
ま
る
。

そ
れ
だ
の
に
　
に
せ
も
の
に
限
っ
て

見
え
る
と
こ
ろ
ば
か
り
気
に
し
　

飾
り
　
ま
す
ま
す

ほ
ん
と
の
に
せ
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

ほ
め
て
も
ら
う
こ
と
も
　
礼
を
い
っ
て

も
ら
う
こ
と
も
あ
て
に
せ
ず

た
だ
よ
ろ
こ
ん
で
も
ら
う
こ
と
を

よ
ろ
こ
び
と
し
て
　
生
き
る
生
き
方
。

ひ
と
り
の
よ
ろ
こ
び
は

み
ん
な
で
大
き
く
し
て
よ
ろ
こ
び

ひ
と
り
の
か
な
し
み
は

み
ん
な
で
わ
け
あ
っ
て

小
さ
く
し
て
背
負
い
あ
う
生
き
方
。

こ
の
度
三
十
三
年
ぶ
り
に
こ
の
小
冊
子
に
再

会
し
、
出
会
い
に
活
か
さ
れ
た
人
生
を
感
謝
す

る
今
日
こ
の
こ
ろ
で
す
。

禅
峰
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◆
道
心
・
趣
味
の
会
◆

◆
行
事
報
告
◆（
五
月
〜
七
月
）

「東堂専用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
。

●

こ
の
間
取
り
上
げ
る
ほ
ど
の
行
事
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

然
し
お
寺
で
は
十
月
の
法
要
に
向
け
て

準
備
に
追
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

お
授
戒
会
へ
の
ご
参
加
を
お
勧
め
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
多
数
の
ご
参
加
の
お
申
し

込
み
を
戴
き
山
内
一
同
安
堵
し
感
謝
い
た

し
て
お
り
ま
す
。

●

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日
（
金
）
午
前
十
時
半
よ
り

盂
蘭
盆
会
施
食
供
養
法
要
・
法
話

●

九
月
三
十
日
木
曜
日
に
開
催
を
予
定
し
て

お
り
ま
し
た
青
山
俊
董
老
師
講
演
会
は

都
合
で
休
止
い
た
し
ま
す
。

変
わ
り
に
十
月
十
六
日
午
後
三
時
よ

り
、
青
山
俊
董
老
師
に
よ
る
、「
佛
の
十

六
条
戒
」
に
つ
い
て
の
法
座
が
御
座
い
ま

す
。聴

講
を
希
望
さ
れ
る
お
方
は
詳
細
に

つ
い
て
禅
昌
寺
へ
お
尋
ね
下
さ
い
。

●

お
受
戒
会
十
月
十
三
日
〜
十
七
日

・
二
十
三
世
退
董
式
十
月
十
六
日

・
二
十
四
世
晋
山
式
十
月
十
七
日

ご
家
族
お
揃
い
で
ご
参
加
下
さ
る
よ

う
改
め
て
ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
。

●

第
十
回
「TS

U
K
IM
I
IN

寺
」

・
十
月
二
十
三
日
　
土
曜
日

恒
例
の
エ
リ
ザ
ベ
ト
音
楽
大
学
教
授

大
代
啓
二
先
生
の
フ
ル
ー
ト
と
昨
年
お

越
し
戴
い
た
箏
曲
家
沢
口
一
恵
先
生
の

ご
希
望
で
今
年
は
琴
と
フ
ル
ー
ト
の
共

演
と
な
り
ま
し
た
。

●

第
四
回
　
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
り

・
十
一
月
十
一
日
木
曜
日
〜
十
二
日
金
曜
日

第
二
十
番
善
峰
寺
〜
二
十
七
番
円
教

寺
・
番
外
花
山
院
ま
で
、
参
加
費
参
加

者
二
十
名
と
し
て
三
万
七
千
円
（
総
経

費
を
参
加
者
に
よ
り
割
り
勘
と
な
り
ま

す
。）

●

お
正
月
前
諸
堂
大
掃
除

・
十
二
月
五
日
　
日
曜
日
　
午
後
一
時
よ
り

お
子
さ
ん
お
孫
さ
ん
と
ご
一
緒
に
ご

参
加
下
さ
い
。

●

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日（
朝
）〜
八
日（
朝
）ま
で

午
前
五
時
三
十
分
よ
り
六
時
十
分
ま
で

午
後
七
時
よ
り
八
時
三
十
分
ま
で

年
内
の
坐
禅
会
は
、
八
日
の
早
朝
坐
禅

を
も
っ
て
お
休
み
し
ま
す
。

●

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

（
八
月
中
の
坐
禅
会
は
す
べ
て
お
休
み

と
致
し
ま
す
。）

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
五
時
半
〜
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
）

●

わ
が
黒
髪
　
ゆ
た
け
き
こ
ろ
の
青
き
恋
　
　

昭
和
も
き
み
も
は
る
か
な
る
記
憶

●

む
く
む
く
と
円
頂
形
な
る
積
雲
は

宇
宙
の
空
間

ス
ペ
ー
ス

に
し
ば
ら
く
止と

ど

ま
る

東
区
　
矢
野
　
淑
子

●

蝉
時
雨
や
み
て
人
恋
ふ
眸
は
い
た
し

●

淋
し
さ
の
空
蝉
な
れ
ば
捨
て
が
た
し

●

涼
し
さ
や
城
門
高
き
紋
瓦

当
山
二
十
一
世
　
故
　
甲
田
苔
水

●

氷
屋
の
旗
う
な
だ
れ
て
い
た
り
け
り

●

草
い
き
れ
い
の
ち
ま
ぶ
し
く
あ
り
し
か
な

●

こ
こ
に
居
る
こ
と
の
不
思
議
を
か
た
つ
む
り

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

短
歌

俳
句

◆
行
事
案
内
◆（
八
月
〜
十
二
月
）

月
　
日（
木
） 

11

11

月
　
日（
金
） 

12

11

広
島
駅 

　
‖ 

不
動
院
前 

　
‖ 

中
筋
駅 

　
‖ 

広
島
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

〈
山
陽
自
動
車
道
〉 

　
‖ 

〈
昼
食   

弁
当
〉 

宝
塚
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

　
中
山
寺 

　
‖ 

　
勝
尾
寺 

　
‖ 

　
総
持
寺 

　
‖ 

　
善
峰
寺 

　
‖ 

湯
ノ
花
温
泉
〈
泊
〉 

湯
ノ
花
温
泉 

　
‖ 

　
穴
太
寺 

　
‖ 

　
花
山
院 

　
‖ 

    

播
州
清
水
寺 

　
‖ 

　
一
乗
寺 

　
‖ 

　
円
教
寺 

       

〈
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
〉 

　
‖ 

神
戸
北
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

〈
山
陽
自
動
車
道
〉 

　
‖ 

広
島
Ｉ
Ｃ 

　
‖ 

中
筋
駅 

　
‖ 

不
動
院
前 

　
‖ 

広
島
駅 

7：00

8：0018：4018：5019：00

7：107：207：2518：00

（24） （23） （20） （22） 

（21） （25） （番外） （26） （27） 

●  

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
） 

22

11

11

12

JR

50

〈湯ノ花温泉〉 

渓山閣〈和室〉 
 （0771）22-0250    
旅費：約37,000円 

 

‖ 貸切バス 
※スケジュールは多少変更に 
　なる場合もあります。 

※旅行代金は参加者数が
20名で算出した概算
費用です。参加者数の
増減により変動します
のでご了承ください。 

●添乗員：同行します 
●食事 朝1回、昼2回、 
              夜1回付き 




