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最
近
こ
ん
な
話
を
思
い
出
し
ま

し
た
。「
黄
河
（
黄
河
に
限
ら
ず
大

河
）
は
と
て
も
大
き
な
川
で
す
が
、

上
流
へ
上
流
へ
と
元
を
辿
っ
て
い

く
と
、
そ
の
始
ま
り
は
山
か
ら
の

源
流
で
あ
り
、
湧
き
出
る
一
滴
一

滴
の
水
で
あ
る
」
と
い
う
お
話
で

す
。
ど
ん
な
意
味
合
い
で
こ
の
話

を
聞
い
た
の
か
が
思
い
出
せ
ず

色
々
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

あ
る
方
に
そ
の
話
を
す
る
と
禅

語
の
「
曹
源
一
滴
水
（
そ
う
げ
ん

の
い
っ
て
き
す
い
）」
の
こ
と
じ
ゃ

な
い
か
と
仰
い
ま
し
た
。

　
「
曹
源
一
滴
水
」
と
は
『
禅
学
大

辞
典
』
に
よ
る
と
「
曹そ

う

渓け
い

六
祖
の

法
源
よ
り
流
出
し
た
正
法
の
意
。」

と
あ
り
ま
す
。
曹
渓
六
祖
と
は
、

達
磨
大
師
か
ら
数
え
て
六
代
目
の

慧え

能の
う

禅
師
の
こ
と
で
あ
り
、
当
時

曹
渓
（
現
在
の
広
東
省
）
に
住
ん

で
い
た
こ
と
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
慧
能
禅
師
か
ら

中
国
禅
は
大
い
に
発
展
し
、
そ
の

教
え
が
多
く
広
が
り
今
日
の
曹
洞

宗
も
そ
の
流
れ
を
汲
む
教
え
を
道

元
禅
師
が
お
伝
え
に
な
り
、
瑩
山

禅
師
と
そ
の
お
弟
子
様
に
よ
り
日

本
国
内
で
更
な
る
発
展
を
遂
げ
ま

し
た
。「
曹
源
」
と
は
曹
渓
の
源
泉

で
慧
能
禅
師
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
溢
れ
る
正
伝
の
禅
法
が「
一

滴
水
」
に
例
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

冒
頭
の
話
、
源
流
の
一
滴
の
水

は
慧
能
禅
師
の
教
え
で
あ
り
、
黄

河
と
は
正
伝
の
禅
法
が
中
国
や
日

本
に
広
く
教
え
が
展
開
す
る
様
子

を
例
え
た
も
の
で
す
。

　
「
曹
源
一
滴
水
」
に
は
も
う
一
つ

話
が
あ
り
ま
す
。
明
治
の
初
め
、

岡
山
の
曹
源
寺
と
い
う
寺
に
、
儀ぎ

山さ
ん

禅
師
と
い
う
方
が
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
若
い
修
行
僧
が
風
呂
を

沸
か
し
て
い
る
と
、
風
呂
に
入
ろ

う
と
し
た
禅
師
が
「
熱
い
の
で
水

を
う
め
る
よ
う
に
」
と
言
い
ま
し

た
。
修
行
僧
が
水
を
風
呂
に
入
れ
、

桶
に
余
っ
た
水
を
地
面
に
捨
て
た

と
こ
ろ
、禅
師
は「
そ
の
水
を
拾
え
」

と
厳
し
く
叱
っ
た
と
い
う
話
で
す
。

　

同
じ
よ
う
な
お
話
は
曹
洞
宗
の

大
本
山
永
平
寺
に
も
あ
り
ま
す
。

　

永
平
寺
の
正
面
門
柱
に
刻
ま
れ

た
「
勺
底
一
残
水　

汲
流
千
億
人
」

（
勺

し
ゃ
く

底て
い

の
一い

ち

残ざ
ん

水す
い　

流な
が

れ
を
汲く

む

千せ
ん

億お
く

人に
ん

）
と
い
う
言
葉
で
す
。
道

元
禅
師
は
門
前
の
川
か
ら
柄
杓
で

水
を
す
く
い
必
要
な
分
だ
け
使
っ

た
あ
と
残
り
は
川
に
戻
し
た
そ
う

で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な

く
て
も
川
の
水
が
無
く
な
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
一
滴
の
水
も
粗
末
に
し

な
い
心
、
自
分
以
外
の
命
を
考
え

る
心
は
と
て
も
素
晴
ら
し
く
尊
い

行
い
で
す
。

　

昨
今
は
一
昔
前
に
比
べ
、
環
境

問
題
や
資
源
問
題
な
ど
改
善
に
向

け
た
取
り
組
み
が
積
極
的
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
儀
山
禅
師
や
道
元

禅
師
の
様
に
す
べ
て
の
人
が
一
杯

の
水
、
一
滴
の
水
を
大
切
に
す
る

心
を
持
て
ば
、
た
っ
た
一
人
の
慧

能
禅
師
の
教
え
が
大
き
く
発
展
し

た
よ
う
に
、
未
来
を
生
き
る
人
々

に
大
き
な
恵
み
と
な
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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大
正
８
（
１
９
１
９
）
年
５
月

24
日
竣
工
・
開
園
さ
れ
た
悠
久
山

公
園
は
、
先
達
の
山
田
又
七
と
田

村
文
四
郎
の
発
起
に
賛
同
し
た『
令

終
会
』
の
人
々
に
よ
っ
て
、
浄
財

が
集
め
ら
れ
市
街
地
の
学
校
町
３

丁
目
（
旧
諏
訪
町
）
か
ら
「
悠
久

山
公
園
道
路
」
と
蒼
柴
神
社
を
含

む
「
悠
久
山
公
園
」
が
造
営
さ
れ
、

全
国
稀
に
見
る
長
岡
市
民
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
、
市
民
の
た
め
の
悠

久
山
公
園
で
す
。

　

そ
の
令
終
会
の
思
想
・
哲
学
を

後
世
に
伝
え
学
ぶ
た
め
に
、
令
和

元
年
５
月
24
日
に
実
行
委
員
会
を

組
織
し
、
生
誕
１
０
０
歳
の
悠
久

山
公
園
に
感
謝
す
る
と
共
に
令
和

元
年
10
月
22
日
に
悠
久
山
の
頂
に

「
令
終
会
記
憶
之
園
」
が
市
民
の
浄

財
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

顕
彰
碑
に
は
「
歴
史
の
水
脈
に

風
土
は
潤
い　

瑞
々
し
き
大
地
に

文
化
は
根
を
張
る
」
…

　
「
自
然
の
気
概
と　

そ
れ
を
担
う

人
づ
く
り
は　

長
岡
精
神
の
根
幹

だ
」
と
撰
文
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
長
岡
郷
土
史
料
館
南
側
の「
令
終
会

記
憶
之
園
」
を
訪
ね
て
く
だ
さ
い
】

　

そ
れ
を
契
機
に
、
今
ま
で
お
山

（
悠
久
山
）
を
故
郷
長
岡
の
拠
り
所

と
し
て
い
た
各
種
の
支
援
団
体
が

ヨ
コ
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
集
し
、

令
和
２
（
２
０
２
０
）
年
10
月
16

日
に
『
未
来
の
悠
久
山
を
つ
く
る

会
』
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

悠
久
山
公
園
（
お
山
）
は
、
全

国
都
市
公
園
百
選
に
も
選
ば
れ
て

お
り
ま
す
。

　

地
球
環
境
の
危
機
が
叫
ば
れ
て

い
る
今
、
私
た
ち
は
自
然
と
人
間

の
共
生
（
と
も
い
き
）
の
あ
り
方

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代

を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

市
民
が
健
康
で
心
豊
か
に
生
き

る
た
め
の
貴
重
な
資
産
・
遺
産
で

あ
る
と
同
時
に
、
未
来
を
生
き
る

子
供
た
ち
が
自
然
と
の
共
生
を
学

ぶ
大
切
な
「
場
」
で
あ
り
ま
す
。

　

以
前
、
公
園
内
に
は
「
長
岡
市

立
科
学
博
物
館
」
が
あ
り
、
春
夏

秋
冬
を
通
し
て
子
供
た
ち
と
親
子

で
自
然
観
察
を
体
験
し
、「
生
命
」

の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

悠
久
山
の
自
然
の
中
で
学
び
育

て
ら
れ
た
と
「
思
い
出
を
語
る
市

民
」
も
お
ら
れ
ま
す
。

　

地
球
危
機
が
叫
ば
れ
る
状
況
か

ら
人
類
の
起
源
「
生
命
誌
」
を
子

供
た
ち
へ
の
環
境
整
備
事
業
（
風

致
地
区
）
と
し
て
、
未
来
の
悠
久

山
を
つ
く
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

　

毎
年
、
早
春
の
「
悠
久
山
早
朝

大
清
掃
」
に
は
多
く
の
市
民
が
集

い
汗
を
流
す
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

が
展
開
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
今
年

は
６
月
17
日
に
司
馬
遼
太
郎
著
作

「
峠
」
の
映
画
『
最
後
の
サ
ム
ラ
イ
』

が
全
国
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
記
念

し
て「
長
岡
の
三
傑　
河
井
継
之
助
、

小
林
虎
三
郎
、
三
島
億
二
郎
」
の

顕
彰
碑
を
歴
史
探
索
さ
れ
る
方
々

か
ら
素
晴
ら
し
い
悠
久
山
公
園
を

体
感
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
念
頭

に
、
清
掃
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
企
画
・

実
施
い
た
し
ま
し
た
。
参
加
さ
れ

た
皆
さ
ん
か
ら
は
、
清
掃
す
る
気

分
の
良
さ
と
歴
史
を
学
ぶ
「
一
石

二
鳥
」
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
い

た
と
好
評
の
事
業
と
な
り
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
思
う
よ
う
な
活
動

展
開
が
で
き
な
い
中
で
す
が
、
本

年
度
は
、
未
来
の
悠
久
山
を
つ
く

る
会
の
組
織
強
化
の
た
め
の
「
会

員
勧
誘
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
展
開

中
で
す
。

　

多
く
の
皆
様
か
ら
入
会
い
た
だ

き
未
来
の
悠
久
山
づ
く
り
に
参
画

し
盛
り
上
げ
て
下
さ
る
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

入
会
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
に
つ

き
ま
し
て
は
左
記
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
事
務
局
】

未
来
の
悠
久
山
を
つ
く
る
会

ゼ
ネ
ラ
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー 

今
井
勇

携
帯
０
９
０
－
２
６
４
８
－
１
２
２
８

【
特
集
①
】

私
た
ち
人
間
に
必
要
な
悠
久
山
公
園

〜
私
た
ち
の
い
る
自
然
の
空
間
と
時
間
を
き
ち
ん
と
把
握
す
る「
お
山
」へ
〜

「小林虎三郎顕彰碑の清掃」

「清掃キャンペーン開会式」

「令終会記憶之園」
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安
善
寺
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
。
初

め
ま
し
て
。
私
は
、
北
海
道
の
西

側
に
あ
り
ま
す
人
口
四
千
人
の
港

町
「
増ま

し

毛け

町ち
ょ
う」
の
天
總
寺
住
職
の

谷
と
申
し
ま
す
。

　

増
毛
町
は
、
一
九
八
一
年
制
作
、

高
倉
健
さ
ん
と
倍
賞
千
恵
子
さ
ん

が
共
演
し
た
映
画
「
駅
～ 

STATION

～
」
の
舞
台
の
街
で

も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
最

北
端
の
酒
蔵
「
国く

に

稀ま
れ

酒
造
」
が
あ

る
街
で
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
度
、
近
藤
方
丈
様

か
ら
ご
連
絡
が
り
、
安
善
寺
様
の

寺
報
の
原
稿
を
書
か
せ
て
頂
く
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
方
丈
様
と
は
、

大
本
山
總
持
寺
で
修
行
を
共
に
し

た
仲
間
で
も
あ
り
、
特
に
、
修
行

を
す
る
為
に
總
持
寺
の
総
門
を
同

じ
日
に
く
ぐ
っ
た
「
同ど

う

日じ
つ

安あ
ん

居ご

」

と
い
う
ご
縁
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
で
も
思
い
出
し
ま
す
。
私
も
、

方
丈
様
も
修
行
を
許
可
を
頂
く
為

に
、
平
成
十
三
年
三
月
九
日
の
早

朝
。
墨
染
め
の
衣
に
、
手て

っ

甲こ
う

脚き
ゃ

絆は
ん

を
つ
け
大
本
山
總
持
寺
の
玄
関
に

立
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く

し
て
、
先
輩
の
修
行
僧
の
方
が
警

き
ょ
う

策さ
く

と
い
っ
て
坐
禅
中
に
肩
を
た
た

く
棒
を
も
っ
て
、
私
た
ち
の
前
に

立
ち
「
尊そ

ん

公こ
う

、
お
山
に
何
し
に
来

た
（
貴
方
は
大
本
山
へ
何
し
に
来

た
の
か
）」
と
言
い
ま
す
。
私
た

ち
は
大
き
な
声
で
「
修
行
し
に
参

り
ま
し
た
！
」
と
答
え
、
一
人
一

人
の
修
行
の
決
意
を
確
認
さ
れ
、

よ
う
や
く
中
へ
入
れ
て
頂
い
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
日
か
ら
、
厳
し
く
も
充
実

し
た
修
行
の
日
々
が
始
ま
り
ま
し

た
。
一
つ
一
つ
の
思
い
出
を
話
し

ま
す
と
紙
面
が
足
り
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
本
日
は
、
そ
の
中
で
も

修
行
中
に
出
会
っ
た
言
葉
を
紹
介

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

皆
様
「
脚き

ゃ
っ

下か

照し
ょ
う

顧こ

」
と
い
う
禅

の
言
葉
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
言
葉
は
、
当
時
貫
首
で
あ
り

ま
し
た
大
道
晃
仙
禅
師
様
か
ら
頂

戴
し
た
言
葉
で
す
。

　

字
の
ご
と
く
、
常
に
足
元
の
初

心
を
忘
れ
ず
精
進
す
る
事
と
共

に
、
自
ら
の
足
元
を
よ
く
見
る
と
、

多
く
の
方
々
に
「
支
え
ら
れ
て
い

る
事
」
に
気
付
き
ま
す
。
そ
う
す

れ
ば
自
然
と
、
心
の
中
か
ら
相
手

へ
の
「
感
謝
」
の
気
持
ち
が
生
ま

れ
ま
す
よ
。
と
い
う
教
え
で
も
あ

り
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
感
謝
の
気
持
ち
を

仏
様
や
ご
先
祖
様
に
表
す
も
の

に
、「
供
養
」
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。

　

本
日
は
、
年
に
一
度
の
お
盆
が

近
い
こ
と
も
あ
り
、
最
後
に
「
供

養
」
の
意
味
を
お
伝
え
し
ま
す
。

特
に
代
表
的
な
「
三
種
の
供
養
」

の
意
味
を
お
伝
え
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。

　

ま
ず
、
一
つ
目
の
供
養
の
意
味

は
「
供
え
る
」
で
す
。

　

こ
れ
は
、
心
を
「
カ
タ
チ
」
に

し
て
お
供
え
を
す
る
事
で
す
。
例

え
ば
、
母
の
日
に
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ

ン
を
贈
る
よ
う
に
、
亡
く
な
っ
た

お
母
さ
ん
に
好
き
な
花
を
仏
前
に

供
え
る
こ
と
も
良
い
で
し
ょ
う
。

「
心
を
カ
タ
チ
に
し
て
供
え
る
」

と
い
う
意
味
で
す
。

　

二
つ
目
の
供
養
の
意
味
は
「
敬

う
こ
と
」
で
す
。

　

こ
れ
は
、
ご
先
祖
様
を
敬
い
大

切
に
す
る
と
い
う
事
で
す
が
、

も
っ
と
、
身
近
に
言
え
ば
「
忘
れ

な
い
」
と
い
う
事
で
す
。
大
好
き

だ
っ
た
亡
き
方
の
手
の
ぬ
く
も
り

を
忘
れ
な
い
、
あ
の
笑
顔
を
忘
れ

な
い
、
あ
の
声
を
忘
れ
な
い
。
大

切
な
人
の
「
生
き
方
」
を
忘
れ
な

い
と
い
う
事
で
す
。

　

そ
し
て
、
最
後
は
「
行
い
の
供

養
」
で
す
。

　

こ
れ
は
、
あ
な
た
自
身
が
、
亡

き
人
が
喜
ぶ
生
き
方
を
す
る
と
い

う
事
で
す
。
毎
日
の
営
み
や
行
い

を
供
え
る
と
い
う
事
で
す
。
亡
き

人
が
、
一
番
望
ん
で
い
る
事
は
何

で
し
ょ
う
か
。
き
っ
と
、
そ
の
答

え
の
一
つ
に
は
「
あ
な
た
が
、
幸

せ
に
生
き
る
」
と
い
う
事
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　

供
養
す
る
こ
と
は
仏
様
だ
け
で

は
な
く
、
供
養
を
し
て
い
る
「
あ

な
た
」
が
幸
せ
に
生
き
、
心
の
安

ら
ぎ
に
気
付
く
と
い
う
事
な
の
で

す
。

　

で
す
か
ら
、「
供
養
」
と
は
「
人
」

偏
に
「
共
」
と
書
く
様
に
「
人
」

が
「
共
」
に
、
身
と
心
が
「
養
」

わ
れ
る
と
書
く
の
で
し
ょ
う
。

　

仏
さ
ま
だ
け
で
は
な
く
、
あ
な

た
だ
け
で
も
な
い
、「
仏
さ
ま
も

『
あ
な
た
』
も
共
に
幸
せ
に
な
る
」

そ
れ
が
供
養
で
も
あ
り
ま
す
。

　

年
に
一
度
の
お
盆
で
す
。
あ
な

た
を
支
え
て
頂
き
て
い
る
多
く
の

命
と
ご
先
祖
様
に
手
御
合
わ
せ

て
、
皆
が
幸
せ
に
な
る
お
盆
を
お

過
ご
し
下
さ
い
。
北
海
道
よ
り
、

皆
様
の
お
幸
せ
を
お
祈
り
し
て
お

り
ま
す
。

感
謝
合
掌

【
特
集
②
】

「
供
養
の
こ
こ
ろ
」
〜
足
も
と
の
教
え
〜

住職  大本山總持寺役寮送行時（右筆者）

北
海
道
　
天
總
寺
　
住
職
　 

谷た
に 

　
龍り

ゅ
う  

嗣じ
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こ
の
記
事
を
書
く
時
に
は
い
つ

も
コ
ロ
ナ
の
状
況
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
飲
食
業
界
を
は
じ
め
、
観
光

産
業
は
特
に
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て

い
る
の
で
避
け
ら
れ
は
し
な
い
の

で
す
が
、
感
染
は
ピ
ー
ク
を
過
ぎ

て
長
岡
市
０
人
な
ん
て
発
表
も
あ

り
、
そ
し
て
県
民
割
引
な
ど
の
効

果
も
あ
り
、
観
光
は
賑
や
か
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
な
る
こ

と
を
切
に
願
っ
て
い
ま
し
た
。

　

団
体
で
の
旅
行
も
増
え
て
き
ま

し
た
。
人
数
は
い
つ
も
よ
り
少
な

い
感
は
あ
る
も
の
の
皆
さ
ん
待
ち

に
待
っ
た
旅
行
は
本
当
に
楽
し
ん

で
お
ら
れ
る
様
子
で
と
て
も
嬉
し

く
な
り
ま
す
。

　

先
月
私
は
広
島
の
戦
争
精
霊
供

養
の
旅
と
題
し
、
広
島
へ
行
き
ま

し
た
。
今
回
は
そ
の
旅
行
記
を
書

い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
二

泊
三
日
の
旅
行
は
ま
ず
新
潟
空
港

か
ら
伊
丹
空
港
へ
飛
行
機
で
飛

び
、
広
島
へ
向
か
い
ま
す
。
道
中
、

岡
山
県
倉
敷
市
に
あ
る
玉
島
の
圓

通
寺
様
へ
参
拝
を
致
し
ま
し
た
。

圓
通
寺
は
良
寛
さ
ま
が
修
行
を
さ

れ
た
曹
洞
宗
の
お
寺
で
す
。
高
台

に
あ
り
倉
敷
の
港
が
一
望
で
き
ま

す
。

　

夕
食
は
割
烹
で
広
島
の
特
産
の

料
理
を
い
た
だ
き
、
宿
泊
は
グ
ラ

ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
広
島
へ
。

来
年
サ
ミ
ッ
ト
が
予
定
さ
れ
て
い

る
ホ
テ
ル
で
す
。
広
島
湾
に
面
し

て
お
り
、
一
望
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ホ
テ
ル
を
出
発
し
、
広
島
平
和

記
念
公
園
へ
向
か
い
ま
す
。
慰
霊

碑
に
て
法
要
と
献
花
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
時
ち
ょ
う

ど
原
爆
慰
霊
碑
の
石
室
に
納
め
ら

れ
た
原
爆
死
没
者
名
簿
を
外
気
に

さ
ら
し
、
湿
気
を
払
う
「
風
通
し
」

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
巡

り
あ
わ
せ
は
運
命
的
な
も
の
を
感

じ
ま
し
た
。
平
和
資
料
館
で
は
核

兵
器
の
恐
怖
や
非
人
道
性
を
感

じ
、
二
度
と
こ
の
よ
う
な
事
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
心
よ
り
深

く
感
じ
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の

で
し
た
。

　

広
島
を
後
に
し
、
錦
帯
橋
へ
移

動
し
、
見
学
と
昼
食
。
そ
の
後
宮

島
口
へ
渡
り
、
日
本
三
景
安
芸
の

宮
島
へ
移
動
し
ま
す
。

　

海
に
浮
か
ぶ
大
鳥
居
は
今
現
在

修
復
中
で
足
場
に
覆
わ
れ
て
残
念

な
が
ら
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
厳
島
神
社
を
参
拝
の
の
ち
自

由
行
動
。
門
前
で
は
沢
山
の
お
店

が
並
び
、
活
気
が
あ
り
ま
し
た
。

い
や
～
学
生
さ
ん
の
多
い
こ
と
。

こ
こ
最
近
の
旅
の
主
役
は
学
生
さ

ん
で
す
ね
。
今
晩
の
お
宿
は
宮
島

に
あ
る
、
み
や
離
宮
に
て
。
夜
の

懇
親
会
は
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

最
終
日
３
日
目
は
宮
島
を
後
に

し
、
倉
敷
美
観
地
区
に
て
散
策
と

昼
食
。
白
壁
の
蔵
屋
敷
、
な
ま
こ

壁
、
柳
並
木
な
ど
、
趣
あ
る
景
観

が
楽
し
め
ま
す
。
ま
た
倉
敷
デ
ニ

ム
の
店
な
ど
お
し
ゃ
れ
な
店
や
大

原
美
術
館
な
ど
の
文
化
施
設
も
あ

り
、
い
く
ら
時
間
が
あ
っ
て
も
足

り
な
い
で
す
ね
。
昼
食
は
ホ
テ
ル

に
て
洋
食
の
コ
ー
ス
料
理
で
す
。

　

そ
し
て
今
回
の
旅
行
の
最
後
の

観
光
は
世
界
遺
産
姫
路
城
で
す
。

改
修
後
真
っ
白
な
白
鷺
の
ご
と
く

大
変
き
れ
い
な
お
城
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
姫
路
城
は
バ
ス
の
駐

車
場
か
ら
大
変
歩
き
ま
す
。
さ
ら

に
城
内
敷
地
に
入
っ
て
も
天
守
閣

ま
で
さ
ら
に
歩
く
と
い
う
大
変
な

思
い
出
し
か
な
い
で
す
が
、
そ
の

価
値
、
見
応
え
は
十
分
に
あ
り
ま

す
。

　

そ
し
て
再
び
伊
丹
空
港
よ
り
新

潟
空
港
へ
帰
路
に
つ
き
ま
す
。
移

動
距
離
は
あ
る
も
の
の
価
値
の
あ

る
旅
行
で
し
た
。

　

最
後
に
安
善
寺
様
の
旅
行
は
参

加
者
が
集
ま
ら
ず
四
月
は
催
行
が

で
き
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
十
月

二
十
四
日
に
延
長
と
な
り
、
一
部

内
容
は
変
更
と
な
り
ま
す
が
、
奈

良
を
十
分
楽
し
め
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
京
都
宇
治
で
の
見
学
も
楽

し
め
る
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
ま

す
。
是
非
ご
参
加
の
ほ
ど
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

■
旅
の
ご
相
談
・
お
申
し
込
み
は

　

新
潟
ビ
ー
エ
ス
観
光
ま
で

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ  

０
２
５
８
－
３
４
－
４
８
４
８

広島平和記念公園

第４回

　
　
　
　「
広
島
の
戦
争
精
霊
供
養
の
旅
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

そ
の
思
い
出

新
潟
ビ
ー
エ
ス
観
光
　
飯
泉
　
隆
史

日本三景  安芸の宮島 倉敷美観地区
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朝
、
目
が
覚
め
る
。
ま
ず
ト
イ

レ
に
行
く
と
最
初
に
、
そ
こ
に
か

か
っ
て
い
る
日
め
く
り
の
「
相
田

み
つ
を
作
品
集
」
を
め
く
る
。
い

つ
も
の
パ
タ
ー
ン
だ
。

　

一
年
に
十
二
回
、
も
う
何
十
回

も
読
ん
で
い
る
文
章
だ
が
、
毎
回

気
持
ち
も
新
た
に
な
る
。
例
え
ば

二
日
の
言
葉
は
「
こ
こ
は
孤
独
な

と
こ
ろ
、
自
分
が
自
分
に
な
る
と

こ
ろ
」
…
な
る
ほ
ど
、
周
り
に
流

さ
れ
な
い
自
分
に
な
れ
と
、
納
得
。

三
日
は
「
い
ま
こ
こ
に
、
だ
れ
と

も
く
ら
べ
な
い　

は
だ
か
の
に
ん

げ
ん　

わ
た
し
が
い
ま
す
」
…
自

分
は
自
分
、
う
ぬ
ぼ
れ
心
が
砕
か

れ
、
謙
虚
な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
、

清
清
し
い
一
日
の
ス
タ
ー
ト
だ

と
。
ト
イ
レ
が
終
わ
る
と
洗
面
、

窓
を
開
け
る
と
小
鳥
の
さ
え
ず
り

が
聞
こ
え
、
木
々
の
緑
や
花
々
が

目
に
入
る
。
日
め
く
り
の
中
に
も

花
に
関
す
る
「
花
に
は
人
間
の
よ

う
な　

か
け
ひ
き
が
な
い
か
ら
い

い　

た
だ
咲
い
て　

た
だ
散
っ
て

ゆ
く
か
ら
い
い　

た
だ
に
な
れ
な

い　

人
間
の
私
」
…
仏
教
詩
人
の

坂
村
真
民
さ
ん
に
も
、
花
の
詩
が

あ
る
「
わ
た
く
し
は
今
に
生
き
る

姿
を
花
に
見
る　

花
の
命
は
短
く

て
な
ど
歎
か
ず　

今
に
い
き
る
花

の
姿
を
賛
美
す
る　

あ
あ　

咲
く

も
よ
し　

散
る
も
よ
し　

花
は
歎

か
ず　

今
に
生
き
る
」。
私
共
は

疲
れ
た
時
、
悲
し
い
時
、
寂
し
い

時
な
ど
花
を
見
る
と
、
心
が
癒
や

さ
れ
た
り
、
心
が
落
ち
着
き
ま
す
。

ま
た
、
花
を
飾
っ
た
り
、
植
木
を

育
て
る
人
も
大
勢
お
ら
れ
ま
す
。

木
々
に
咲
く
花
、
蔓
を
伸
ば
し
た

り
、
大
地
に
這
っ
て
咲
く
花
等
々
、

花
は
咲
く
べ
き
時
期
に
な
れ
ば
精

一
杯
の
力
で
咲
き
、
時
が
過
ぐ
れ

ば
散
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
無
心
な

花
々
に
人
は
癒
や
さ
れ
た
り
、
心

が
落
ち
着
い
た
り
、
元
気
や
希
望
、

優
し
い
心
を
引
き
出
さ
れ
た
り
す

る
の
で
は
な
い
か
と
。

　

詩
の
花
の
よ
う
に
、
駆
け
引
き

も
な
く
色
々
な
事
に
歎
く
事
も
な

く
、
今
を
精
一
杯
生
き
た
い
も
の

で
す
。

　

平
成
十
五
年
に
墓
地
や
境
内
の
大

欅
を
伐
採
し
、
そ
の
切
り
株
に
お
施

主
様
を
募
り
十
八
体
の
小
さ
な
お
地

蔵
さ
ま
を
安
置
い
た
し
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
十
九
年
、
切
り
株
も
大
分
朽

ち
て
き
て
お
地
蔵
さ
ま
も
切
り
株
に

も
ぐ
っ
た
り
、
傾
い
て
倒
れ
た
り
と
、

そ
の
お
役
目
も
終
え
た
様
子
に
な
り

ま
し
た
。

　

そ
こ
で
こ
の
度
十
八
体
の
お
地
蔵

さ
ま
に
は
新
た
な
場
所
に
移
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
新

た
な
安
置
場
所
は
本
堂
前
の
大
き
な

お
地
蔵
さ
ん
の
脇
で
す
。
お
盆
の
こ

ろ
に
は
可
愛
い
お
地
蔵
様
が
並
ん
で

い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
に
な
っ
て

く
だ
さ
い
。

東
堂
和
尚
の
つ
ぶ
や
き

今
に
生
き
る
姿
を
花
に
見
る

『
寺
行
事
予
定
』

よ
ろ
ず
掲
示
板

安
善
寺

ただ咲いて、散る。無心な花々

相田みつをの名言

『翠
す い

緑
りょく

の小
こ

径
み ち

』安善寺 庭園型樹木葬

　　　　　株式会社  放光
フリー
ダイヤル 0120-811-112

安善寺  樹木葬墓地ご案内ページ
https://anzenji-jyumokusou.com/

【お問合せ】

『
切
り
株
の
お
地
蔵
様
』

八
月　

一
日　

盆
参
（
新
盆
）

　
　

十
三
日　

盂
蘭
盆
会
法
要

　
　
　
　
　
　
（
墓
施
食
）

　
　

十
四
日　

新
盆
棚
経

　
　

十
五
日　

お
盆
供
養
法
要

　
　
　
　
　
　
（
午
前
・
午
後
）

　
　

十
七
日　

墓
地
大
清
掃

＊ 

新
盆
の
方
に
は
改
め
て
法
要
と
棚
経

の
ご
連
絡
を
い
た
し
ま
す
。
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ボ
ブ
の
ひ
と
り
言

 またまた
ボブのひとり言

私
に
妹
が
出
来
ま
し
た
。

「
ウ
サ
ギ
の
ル
ー
シ
ー
と
福
ち
ゃ
ん
」

第
九
十
九
号
は
令
和
四
年
九
月
十
日（
土
）発
刊
予
定
で
す

　

日
に
日
に
元
気
に
な
っ
て
い
く

お
日
様
を
見
て
い
る
と
毛
皮
で
過

ご
す
こ
の
先
が
思
い
や
ら
れ
る
。

　

最
も
つ
ら
い
の
は
私
の
お
気
に

入
り
の
ベ
ラ
ン
ダ
が
灼
熱
地
獄
で

歩
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と

だ
。

　

そ
ん
な
ベ
ラ
ン
ダ
に
悠
真
君
が

プ
ラ
ン
タ
ー
農
園
を
作
り
、
ト
マ

ト
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ピ
ー
マ
ン
を
植

え
た
。
毎
朝
観
察
を
し
て
野
菜
が

育
つ
早
さ
に
驚
い
て
い
る
。
早
く

収
穫
し
て
食
べ
た
が
っ
て
い
る
悠

真
君
と
は
真
逆
に
こ
の
野
菜
た
ち

が
食
卓
に
上
ら
な
い
こ
と
を
願
っ

て
い
る
真
人
君
で
す
。

　

食
事
時
に
な
る
と
私
は
毎
度
お

膳
回
り
を
し
て
い
る
が
、
悠
真
君

の
お
皿
は
い
つ
も
き
れ
い
に
食
べ

終
わ
っ
て
い
て
何
も
も
ら
え
な
い

し
、
真
人
君
の
お
皿
に
は
い
つ
も

野
菜
し
か
残
っ
て
い
な
い
か
ら
興

味
が
な
い
。

　

食
べ
物
の
好
み
が
全
く
違
う
兄

弟
な
の
で
久
美
さ
ん
は
い
つ
も

困
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
換
え

私
は
い
い
子
で
あ
る
。
猫
缶
と
カ

リ
カ
リ
キ
ャ
ッ
ト
フ
ー
ド
さ
え
あ

れ
ば
文
句
は
言
わ
な
い
。

　

そ
う
い
え
ば
私
に
は
カ
リ
カ
リ

フ
ー
ド
を
食
べ
る
妹
が
で
き
た
。

ウ
サ
ギ
の
ル
ー
シ
ー
と
福
ち
ゃ
ん

だ
。
子
供
た
ち
と
住
職
が
欲
し
い

と
言
い
出
し
て
飼
う
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
が
毎
度
結
果
は
同
じ
、
久

美
さ
ん
が
お
世
話
を
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
毛

皮
を
ま
と
っ
た
生
き
物
同
士
だ
か

ら
な
の
か
、
妹
た
ち
は
私
を
怖
が

ら
な
い
。

　

私
が
昼
寝
を
し
て
い
る
と
そ
っ

と
近
づ
い
て
き
た
り
、
ジ
ャ
ン
プ

し
て
乗
り
越
え
て
行
っ
た
り
す

る
。
昔
の
私
な
ら
長
い
爪
で

シ
ャ
ー
っ
と
手
を
出
し
て
い
る
だ

ろ
う
が
、
老
猫
の
私
が
す
ば
し
っ

こ
さ
で
勝
て
る
わ
け
も
な
く
、
さ

れ
る
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

　

優
し
く
す
る
理
由
は
他
に
も
あ

る
。
妹
た
ち
の
ご
は
ん
は
キ
ャ
ッ

ト
フ
ー
ド
と
同
じ
音
が
す
る
の
で

私
は
毎
度
勘
違
い
し
て
駆
け
寄
っ

て
し
ま
い
、
そ
し
て
間
違
っ
た
つ

い
で
に
妹
た
ち
に
便
乗
し
て
ご
は

ん
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
暑
い
日
々
が
続
く
だ

ろ
う
が
た
く
さ
ん
ご
は
ん
を
も
ら

え
る
し
、
か
わ
い
い
妹
た
ち
が
い

る
か
ら
元
気
に
乗
り
越
え
ら
れ
そ

う
だ
ニ
ャ
ー
ん
！

ウサギのルーシーとボブ

　
「
大
般
若
法
会
」

　

６
月
12
日
㈰
曇
り
、
今

日
は
妻
に
急
か
さ
れ
大
般

若
法
要
に
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
10
分
前
、
本
堂
に
は
お
坊
様

が
６
～
７
人
、
せ
か
せ
か
と
何
か
準

備
を
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
受
付

に
ご
挨
拶
を
し
、
首
に
輪
袈
裟
を
し
、

数
珠
を
手
に
い
く
つ
か
あ
る
席
の
最

前
列
に
座
ら
せ
て
い
た
だ
き
時
を

待
っ
て
い
ま
し
た
。

　

奥
よ
り
殿
鐘
が
鳴
り
始
め
、
お
坊

様
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
入
場
し
そ
れ
ぞ
れ

の
位
置
に
つ
き
、
そ
の
数
は
住
職
東

堂
老
師
も
含
め
15
名
ほ
ど
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。
こ
れ
で
も
コ
ロ
ナ
の
影
響

で
人
数
制
限
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
来

年
は
も
う
少
し
大
勢
に
し
た
い
と
の

事
で
し
た
。
私
が
お
顔
を
存
じ
上
げ

て
い
る
方
も
５
、６
人
お
ら
れ
て
安
心

し
て
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
般
若
心
経
が
太
鼓
に
合
わ
せ
て
読

ま
れ
ま
し
た
。
大
勢
の
お
坊
様
の
お

経
は
、
ま
る
で
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽

団
の
よ
う
で
感
動
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

般
若
心
経
の
転
飜
（
転
読
）
は
圧

巻
で
し
た
。
８
名
く
ら
い
の
お
坊
様

が
コ
の
字
に
な
り
、
中
央
に
住
職
が

座
ら
れ
て
経
本
を
一
人
30
冊
を
掛
け

声
と
と
も
に
全
員
一
致
し
た
動
き
で

パ
ラ
パ
ラ
パ
ラ
パ
ラ
と
扇
子
の
よ
う

に
広
げ
て
転
飜
を
す
る
動
作
は
経
本

が
み
ん
な
で
風
を
受
け
て
気
持
ち
良

く
ダ
ン
ス
を
し
て
い
る
様
で
、
大
変

見
ご
た
え
の
あ
る
も
の
で
し
た
。

　

ご
回
向
の
中
で
は
家
族
の
安
全
・
健

康
は
も
と
よ
り
、
除
災
招
福
を
お
祈

り
し
て
い
た
だ
き
大
変
あ
り
が
た
く

拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

の
中
で
世
界
平
和
と
国
土
の
安
穏
も

読
ま
れ
て
お
り
、
あ
り
が
た
く
感
じ

ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
は
２
年
を
経

て
未
だ
に
完
全
な
収
束
へ
の
気
配
を

見
せ
て
い
ま
せ
ん
。
ロ
シ
ア
の
侵
攻

も
止
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て

も
の
す
ご
い
円
安
と
、
個
人
の
力
で

は
ど
う
に
も
で
き
な
い
大
変
な
時
代

に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
安
善
寺
で

の
法
要
は
厳
粛
な
中
に
荘
厳
で
あ
り

大
変
感
動
い
た
し
ま
し
た
。
次
回
も

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
（
高
橋　

利
春
）

編
集

雑
感
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