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●
は
じ
め
に
●

　

こ
の
た
び
浄
土
宗
文
化
局
の
要
請
に
よ
り
、『
宗
報
』
の
平
成
二
十
二
年
一
月
号
か
ら
同
二
十
六
年
三
月
号
ま

で
五
十
一
回
に
わ
た
っ
て
「
近
世
浄
土
宗
教
団
の
足
跡
」
と
題
し
て
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
が
文
化
局

の
ご
厚
意
に
よ
り
一
冊
に
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
毎
号
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
考
え
な
が
ら

執
筆
し
た
た
め
、
一
冊
に
ま
と
め
る
と
体
系
的
で
な
い
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
時
代
に
く
ら
べ
る
と
比
較

的
先
行
研
究
の
少
な
い
近
世
浄
土
宗
教
団
の
解
明
に
お
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
近
世
浄
土
宗
教
団
に
関
す
る
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
大お
お

島し
ま

泰た
い

信し
ん

編
の
『
浄
土
宗
全
書
』

二
十
巻
所
収
の
「
浄
土
宗
史
」、
恵え

谷た
に

隆り
ゅ
う

戒か
い

著
『
概
説
浄
土
宗
史
』（
隆
文
館
刊
）、
玉
山
成
元
著
『
普
光
観
智
国

師
』（
白
帝
社
刊
）
な
ど
が
あ
る
。
私
も
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
回
、
私
の
執
筆

の
意
図
は
、
先
行
研
究
と
の
重
複
を
さ
け
な
が
ら
、
単
な
る
近
世
の
浄
土
宗
史
と
い
う
よ
り
は
も
っ
と
広
い
視
野

に
た
っ
て
、
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
を
勘
案
し
な
が
ら
、
近
世
浄
土
宗
教
団
の
実
情
を
史
料
に
則
し
て
紹
介
す
る

こ
と
に
努
め
た
。
ま
た
今
回
取
り
扱
っ
た
近
世
の
時
代
領
域
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
江
戸
時
代
に
中
心
を
置
い
た
。

そ
の
た
め
安
土
桃
山
時
代
に
ま
で
は
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
。

　

ま
ず
本
論
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
は
、
か
つ
て
織
田
信
長
が
比
叡
山
を
焼
き
打
ち
に
し
た
り
、
徳
川
家
康
が
一
向
一
揆
に
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苦
し
め
ら
れ
た
経
験
な
ど
を
鑑
み
て
、
宗
教
団
体
の
勢
力
が
必
要
以
上
に
大
き
く
な
る
こ
と
を
警
戒
し
た
。
そ
こ

で
こ
れ
ま
で
政
権
の
機
構
の
枠
外
に
あ
っ
た
宗
教
団
体
を
、
機
構
の
枠
内
に
取
り
込
む
よ
う
に
し
た
。
具
体
的
に

は
寺
院
と
僧
侶
を
幕
府
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
幕
府
は
寺
院
や
僧
侶
の
数
を
抑
制
し
た
。

江
戸
時
代
以
前
に
は
、
各
宗
派
で
独
自
に
自
派
の
僧
侶
の
養
成
を
し
て
い
た
。
江
戸
幕
府
は
幕
府
公
認
の
檀
林
制

度
を
設
置
し
て
、
こ
れ
以
外
で
の
各
派
の
僧
侶
養
成
を
禁
止
し
た
。
そ
し
て
僧
侶
養
成
に
厳
し
い
統
制
を
加
え
た
。

僧
侶
は
清
僧
で
あ
り
、
学
僧
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
。
必
然
的
に
僧
侶
の
数
は
減
少
し
た
。
ま
た
寺
院
に

つ
い
て
も
、
幕
府
は
新
寺
建
立
禁
止
令
を
出
し
て
、
寛
永
年
間
以
前
に
建
立
さ
れ
た
寺
を
古
寺
格
、
元
禄
年
間
ま

で
に
建
立
さ
れ
た
寺
を
新
寺
格
と
し
て
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
原
則
と
し
て
新
寺
建
立
を
禁
止
し
て
い

る
。

　

浄
土
宗
で
は
こ
れ
ら
の
江
戸
幕
府
の
施
策
に
対
応
す
る
た
め
に
関
東
十
八
檀
林
の
制
度
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た

新
寺
建
立
禁
止
に
対
応
す
る
た
め
に
、
元
禄
の
寺
院
由
緒
書
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
江
戸
幕
府
は
、
有
力
寺
院
や
流
派
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
で
ま
と
ま
り
の
な
か
っ
た
各
宗
教
団
体
に
本
末
制
度

を
制
定
し
た
。
そ
し
て
本
山
・
本
寺
に
末
寺
へ
の
支
配
権
を
与
え
て
、
本
山
・
本
寺
を
頂
点
と
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
の
一
元
的
な
組
織
体
制
を
作
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
幕
府
は
本
山
・
本
寺
を
管
轄
下
に
置
け
ば
、
自
動
的
に
そ
の

宗
教
団
体
全
体
が
統
括
で
き
る
よ
う
な
支
配
体
制
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
幕
府
は
当
初
こ
の
本
末
制
度
を
重
用
し
た
。
し
か
し
こ
の
本
末
制
度
の
淵
源
は
遠
く
古
代
・
中
世
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
、
特
に
中
世
の
本
末
関
係
は
法
流
の
師
資
相
承
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
本
末
寺
院
が
多
か
っ
た
。
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そ
の
た
め
そ
れ
は
地
域
に
限
定
さ
れ
ず
、
時
に
は
数
カ
国
に
ま
た
が
る
支
配
形
態
を
構
成
し
て
い
た
。
そ
の
た
め

一
国
一
地
域
を
区
画
す
る
大
名
領
国
、
あ
る
い
は
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
組
織
形
態
で
は
相
容
れ

な
い
点
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
一
国
、
あ
る
い
は
一
地
方
と
限
る
同
宗
派
寺
院
の
統
制
支
配
組
織
で
あ
る
触ふ
れ

頭が
し
ら

制

度
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
江
戸
幕
府
の
幕
藩
体
制
が
強
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
各
宗
派
内
の
伝
統
的
な

支
配
組
織
で
あ
る
本
末
制
度
よ
り
も
、
こ
の
触
頭
制
度
が
次
第
に
重
視
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
触
頭
は
寺
社

奉
行
や
僧
録
か
ら
下
達
さ
れ
る
命
令
を
受
領
し
て
配
下
の
寺
院
に
触
れ
る
機
関
で
あ
る
。

　

浄
土
宗
で
は
鎌
倉
時
代
の
宗
祖
法
然
以
来
の
一
貫
し
た
浄
土
宗
史
の
流
れ
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
浄
土

宗
教
団
の
原
型
が
出
来
上
が
っ
た
の
は
近
世
の
江
戸
時
代
で
あ
る
。
現
在
の
浄
土
宗
寺
院
は
約
七
千
カ
寺
と
い
わ

れ
る
が
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
は
七
千
カ
寺
以
上
の
寺
院
が
存
在
し
て
い
た
。
特
に
江
戸
時
代
の
初
期
に
浄
土
宗

寺
院
は
め
ざ
ま
し
く
発
展
し
て
い
る
。
な
ぜ
浄
土
宗
教
団
は
他
宗
に
比
較
し
て
江
戸
時
代
初
期
に
発
展
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
江
戸
幕
府
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
徳
川
家
康
が
浄
土
宗
の
信
者
と
し
て
知
恩

院
や
増
上
寺
を
保
護
し
て
く
れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め
諸
大
名
も
将
軍
家
に
な
ら
っ
て
領
国
内
の
浄

土
宗
寺
院
に
帰
依
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
徳
川
氏
の
前
身
で
あ
る
三
河
の
松
平
氏
は
早
く
か
ら
地
元
の
信
光
明

寺
や
大
樹
寺
を
菩
提
寺
と
し
て
密
接
な
交
流
を
も
っ
て
い
た
。
松
平
氏
出
身
の
超
誉
存
牛
も
知
恩
院
の
二
十
五
世

に
な
っ
て
い
る
。
徳
川
家
康
も
若
い
頃
か
ら
岡
崎
の
大
樹
寺
を
菩
提
寺
と
し
て
大
切
に
し
て
い
た
。
そ
れ
が
天
正

十
八
年
（
１
５
９
０
）
に
豊
臣
秀
吉
の
命
令
で
、
江
戸
に
所
領
替
え
と
な
り
、
あ
ら
た
に
江
戸
で
増
上
寺
を
大
樹

寺
に
替
わ
る
菩
提
寺
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
慶
長
八
年
（
１
６
０
３
）
江
戸
幕
府
を
創
設
す
る
と
、
徳
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川
家
康
は
増
上
寺
を
将
軍
家
の
菩
提
寺
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
る
よ
う
に
と
積
極
的
に
盛
り
た
て
て
く
れ
た
。
そ

し
て
そ
れ
ま
で
の
関
東
の
中
心
寺
院
で
あ
っ
た
良
忠
以
来
の
伝
統
を
有
す
る
鎌
倉
の
光
明
寺
に
代
わ
っ
て
、
増
上

寺
を
関
東
の
中
心
寺
院
と
し
て
、
関
東
浄
土
宗
寺
院
の
総
本
山
と
し
た
。
ま
た
僧
侶
養
成
の
最
高
責
任
機
関
と
し

て
関
東
十
八
檀
林
の
首
座
と
し
た
。
さ
ら
に
宗
内
の
行
政
の
総
元
締
め
で
あ
る
触
頭
の
僧
録
と
し
て
、
絶
対
的
な

地
位
を
付
与
し
た
。
こ
の
増
上
寺
を
中
心
に
、
近
世
の
浄
土
宗
教
団
は
こ
れ
ら
の
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
を
巧
み

に
活
用
し
な
が
ら
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
予
備
知
識
の
も
と
に
本
論
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
、

こ
れ
ら
の
浄
土
宗
内
の
体
制
派
の
動
き
に
対
し
て
、
も
っ
と
法
然
の
精
神
に
戻
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
捨し
ゃ

世せ
い

派

や
興こ
う

律り
つ

派
の
台
頭
も
見
ら
れ
る
が
、
今
回
は
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
機
会
を
み
て
解

説
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

最
後
に
本
書
の
執
筆
内
容
の
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
１
章
は
本
書
の
導
入
部
分
で
あ
り
、

既
刊
の
『
浄
土
宗
史
』
の
テ
キ
ス
ト
や
辞
典
類
を
参
照
し
て
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
２
章
か
ら
第
12
章
ま
で

は
、
こ
れ
ま
で
に
私
が
折
々
に
発
表
し
た
近
世
の
浄
土
宗
史
に
関
連
し
た
論
文
を
主
と
し
て
、
年
代
順
に
整
理
し

て
『
宗
報
』
連
載
時
に
各
月
号
ご
と
に
ま
と
め
て
平
易
に
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
論
旨
の
説
明
や
史

料
の
引
用
が
不
充
分
で
あ
っ
た
り
し
て
い
る
。
多
く
の
方
々
に
読
み
や
す
く
と
心
が
け
た
た
め
に
、
専
門
的
な
方

に
は
満
足
し
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
通
読
し
て
み
る
と
、
説
明
が
重
複
し
て
い
る
箇
所
が

か
な
り
見
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
恥
入
る
次
第
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
も
っ
と
専
門
的
な
知
識
を
望
ま
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れ
る
方
に
は
勝
手
な
が
ら
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
近
世
の
浄
土
宗
史
関
連
の
論
文
を
整
理
し
て
平
成
二
十
七
年
四
月

一
日
付
で
『
近
世
浄
土
宗
史
の
研
究
』（
青
史
出
版
社
刊
）
と
題
し
て
刊
行
し
て
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
あ
わ
せ

て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
書
で
は
、
失
礼
を
承
知
の
上
で
敬
称
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
悪
し
か
ら
ず
ご
了
解
願
い
た
い
。

　
　

平
成
二
十
七
年
五
月

　

 

宇
高　

良
哲
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ま
ず
近
世
に
至
る
ま
で
の
浄
土
宗
の
系
譜
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

１　

法
然
門
下

　

法
然
門
下
の
分
派
に
つ
い
て
記
し
た
資
料
は
数
多
い
。
正
嘉
元
年
（
１
２
５
７
）
に
常
陸
の
国
の
愚ぐ

勧か
ん

住じ
ゅ
う

信し
ん

が

著
し
た
『
私し

聚じ
ゅ
う

百ひ
ゃ
く

因い
ん

縁ね
ん

集し
ゅ
う』

に
は
、
幸こ

う

西さ
い

・
聖

し
ょ
う

光こ
う

・
隆

り
ゅ
う

寛か
ん

・
証

し
ょ
う

空く
う

・
長

ち
ょ
う

西さ
い

の
五
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

応
長
元
年
（
１
３
１
１
）
に
成
立
し
た
東
大
寺
の
学
僧
で
あ
る
凝

ぎ
ょ
う

然ね
ん

の
『
浄

じ
ょ
う

土ど

法ほ
う

門も
ん

源げ
ん

流る

章し
ょ
う』
に
は
、
法
然
門
下

の
異
流
と
し
て
幸
西
（
一い

ち

念ね
ん

義
）・
隆
寛
（
多た

念ね
ん

義
）・
証
空
（
西せ

い

山ざ
ん

義
）・
聖
光
（
鎮ち

ん

西ぜ
い

義
）・
長
西
（
諸し

ょ

行ぎ
ょ
う

本ほ
ん

願が
ん

義
）
の
五
流
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
他
に
信
空
・
行
空
の
名
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
南
北
朝
時
代
の
永
和

四
年
（
１
３
７
８
）
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
『
法ほ

っ

水す
い

分ぶ
ん

流る

記き

』
で
は
、
長

ち
ょ
う

楽ら
く

寺じ

隆
寛
の
多
念
義
・
聖
光
房
弁べ

ん

長ち
ょ
う

の
鎮
西
義
・
成

じ
ょ
う

覚か
く

房ぼ
う

幸
西
の
一
念
義
・
善ぜ

ん

慧ね

房ぼ
う

証
空
の
西
山
義
・
覚か

く

明み
ょ
う

房ぼ
う

長
西
の
諸
行
本
願
義
の
五
義
、
お
よ

び
法ほ

う

蓮れ
ん

房ぼ
う

信し
ん

空く
う

の
白し

ら

川か
わ

門も
ん

徒と

・
正

し
ょ
う

信し
ん

房ぼ
う

湛た
ん

空く
う

の
嵯さ

峨が

門も
ん

徒と

・
勢せ

い

観か
ん

房ぼ
う

源げ
ん

智ち

の
紫

む
ら
さ
き

野の

門も
ん

徒と

・
善ぜ

ん

信し
ん

房ぼ
う

親し
ん

鸞ら
ん

の
大お

お

谷た
に

門も
ん

徒と

の
四
門
徒
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
、
幸
西
・
隆
寛
・
証
空
・
聖
光
・
長
西
の
五
名
が
、
法
然
門
下
の
諸
流
を

代
表
す
る
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
以
下
、
こ
れ
ら
五
流
に
加
え
、
後
に
大
き
な
教
団
を
形
成
し
た
親
鸞
の
法

系
（
大
谷
門
徒
、
現
在
の
浄
土
真
宗
）
と
信
空
・
源
智
・
湛
空
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
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◉
幸
西

　

成
覚
房
幸
西
（
１
１
６
３
〜
１
２
４
７
）
は
鐘

し
ょ
う

下げ

（
本
）
房ぼ

う

少し
ょ
う

輔ゆ
う

と
も
称
し
、
一
念
義
を
主
唱
し
た
と
い
わ
れ
る
。

は
じ
め
は
天
台
僧
と
し
て
比
叡
山
西
塔
南
谷
に
住
し
た
が
、
弟
子
と
死
別
し
て
世
の
無
常
を
感
じ
、
建
久
九
年

（
１
１
９
８
）
に
法
然
の
門
弟
と
な
っ
た
。
幸
西
は
法ほ

う

本ほ
ん

房ぼ
う

行ぎ
ょ
う

空く
う

ら
と
共
に
一
念
往
生
の
義
を
説
い
た
と
い
わ
れ
、

そ
の
主
張
や
行
動
が
問
題
視
さ
れ
て
、
建
永
の
法
難
の
際
に
阿
波
（
徳
島
県
）
へ
流
さ
れ
た
と
い
う
。
法
然
滅
後

は
京
都
近
隣
で
活
動
し
て
い
た
よ
う
で
、
嘉
禄
の
法
難
に
お
い
て
再
び
壱
岐
（
長
崎
県
壱
岐
島
）
に
流
罪
が
決
ま

っ
た
。
し
か
し
こ
の
刑
が
実
行
さ
れ
た
か
は
定
か
で
な
く
、
そ
の
後
、
下し

も

総う
さ

国
栗
原
（
千
葉
県
船
橋
市
）
で
念
仏

を
勧
め
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
著
書
と
し
て
『
玄
義
分
抄
』
一
巻
、『
京
師
善
導
和
尚
類
聚
伝
』
一
巻
が
現
存

す
る
。

◉
幸
西
の
法
系

　

幸
西
の
門
下
に
は
、
正
定
・
正
縁
・
明
信
・
入
真
・
善
性
・
勤
信
な
ど
が
お
り
、
京
都
は
も
と
よ
り
阿
波
地
方

に
も
教
線
を
張
っ
て
一
時
非
常
に
栄
え
た
が
、
そ
の
法
系
は
比
較
的
早
く
に
絶
え
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
明

信
は
、
善
導
の
遺
著
を
求
め
て
遠
く
宋
の
地
ま
で
足
を
運
び
『
八
門
玄
』
な
る
断
簡
を
発
見
、
請
来
し
た
と
い
う

が
現
存
し
て
い
な
い
。
明
信
は
帰
国
後
、
三
部
経
と
善
導
の
五
部
九
巻
お
よ
び
著
者
不
詳
の
『
往
生
西
方
浄
土
瑞ず

い
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応お
う

刪さ
ん

伝で
ん

』
の
開
版
を
志
し
、
そ
れ
は
同
門
の
入
真
に
引
き
継
が
れ
て
完
成
を
見
た
。
こ
れ
ら
の
版
本
の
う
ち
数
点

が
現
存
し
て
お
り
、
幸
西
門
下
の
活
況
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
。

◉
隆
寛

　

多
念
義
の
祖
と
さ
れ
る
隆
寛
（
１
１
４
８
〜
１
２
２
７
）
は
、
少
納
言
藤
原
資す

け

隆た
か

の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
少
の

頃
、
比
叡
山
に
登
っ
て
伯
父
に
あ
た
る
功く

徳ど
く

院い
ん

皇こ
う

円え
ん

に
つ
い
て
天
台
を
学
び
、
ま
た
皇
円
の
法
兄
範は

ん

源げ
ん

よ
り
天
台

の
浄
土
教
の
相
伝
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
天
台
座
主
と
な
っ
た
青

し
ょ
う

蓮れ
ん

院い
ん

の
慈
円
に
仕
え
て
東
山
長
楽
寺
に
住
す
る

よ
う
に
な
り
、
元
久
二
年
（
１
２
０
５
）
に
は
権
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
天
台
僧
と
し
て
名
を
な
す
一
方
、

建
久
年
間
頃
よ
り
大
谷
の
庵
を
訪
れ
法
然
に
入
門
し
て
い
た
よ
う
で
、
元
久
元
年
（
１
２
０
４
）
に
は
『
選
択
本

願
念
仏
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
る
な
ど
、
法
然
の
身
近
に
あ
っ
て
信
頼
を
得
て
い
た
。
し
か
し
『
七し

ち

箇か

条じ
ょ
う

制せ
い

誡か
い

』
に
は
隆
寛
の
署
名
は
見
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
客
分
的
な
門
弟
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
法
然
入
滅
後

は
五
七
日
忌
の
導
師
を
つ
と
め
、
法
然
の
遺
徳
を
讃
え
た
『
知ち

恩お
ん

講こ
う

私し

記き

』
を
著
し
、
ま
た
多
数
の
著
作
を
な
す

な
ど
、
京
都
に
お
け
る
専
修
念
仏
集
団
の
有
力
な
指
導
者
と
な
っ
た
。
嘉
禄
の
法
難
の
際
に
は
専
修
念
仏
の
中
心

人
物
と
し
て
奥
州
へ
の
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
途
中
で
森
入
道
西
阿
（
毛
利
季す

え

光み
つ

）
の
計
ら
い
に
よ
っ
て

相さ

模が
み

国
飯
山
（
神
奈
川
県
厚
木
市
飯
山
）
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
地
で
没
し
た
。
著
書
と
し
て
、『
弥
陀
本
願
義
』

四
巻
、『
具
三
心
義
』
二
巻
、『
散
善
義
問
答
』
若
干
巻
、『
極
楽
浄
土
宗
義
』
二
巻
、『
滅
罪
劫
数
義
』
一
巻
、
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『
一
念
多
念
分
別
事
』
一
巻
、『
自
力
他
力
分
別
事
』
一
巻
な
ど
が
現
存
し
て
い
る
。

◉
隆
寛
の
法
系

│
長
楽
寺
流

　

隆
寛
の
法
系
は
長
楽
寺
流
と
も
呼
ば
れ
、
多
く
の
俊
才
を
輩
出
し
た
が
、
な
か
で
も
敬
日
・
智
慶
・
願
行
の
三

名
が
特
に
秀
で
て
い
た
と
い
う
。
敬
日
は
京
都
で
、
智
慶
・
願
行
は
鎌
倉
で
、
そ
れ
ぞ
れ
教
線
を
張
っ
た
。
智
慶

は
南
無
房
と
号
し
、
鎌
倉
に
長
楽
寺
を
開
い
て
教
化
活
動
に
励
み
、
多
く
の
門
弟
を
育
て
た
。
願
行
は
は
じ
め
京

都
東
山
の
泉せ

ん

涌に
ゅ
う

寺じ

に
居
住
し
て
い
た
が
、
後
に
鎌
倉
に
赴
い
て
安
養
院
を
開
創
し
た
。
こ
の
よ
う
に
隆
寛
の
長

楽
寺
流
は
一
時
大
き
な
繁
栄
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
後
次
第
に
衰
え
て
、
つ
い
に
は
法
灯
を
断
つ
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

◉
証
空

　

善
慧
房
証
空
（
１
１
７
７
〜
１
２
４
７
）
は
加
賀
権
守
源
親ち

か

季す
え

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
九
歳
の
時
に
源
（
久こ

我が

）
通み

ち

親ち
か

の
養
子
と
な
っ
た
。
十
四
歳
の
時
、
自
ら
の
発
意
に
よ
っ
て
出
家
し
、
法
然
に
入
門
し
た
と
い
わ
れ
、

以
後
、
法
然
に
常
随
し
て
親
し
く
教
え
を
受
け
た
。
建
久
九
年
（
１
１
９
８
）
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
撰
述
時

に
は
選
ば
れ
て
勘か

ん

文も
ん

役や
く

を
つ
と
め
、
翌
年
に
は
法
然
に
代
わ
っ
て
九
条
兼
実
邸
で
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
講
じ
、

ま
た
熊
谷
次
郎
直な

お

実ざ
ね

な
ど
か
ら
の
書
状
に
対
し
法
然
に
代
わ
っ
て
返
書
を
し
た
た
め
る
な
ど
、
若
く
し
て
門
下
の
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