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お
彼
岸
も
近
づ
き
待
ち
に
待
っ

た
春
の
足
音
が
聞
こ
え
て
ま
い
り

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
雪
が
解
け

て
く
る
と
昨
年
十
二
月
の
大
雪
で

折
れ
て
し
ま
っ
た
境
内
の
木
々
が

姿
を
現
し
、
片
づ
け
を
考
え
る
と

深
く
嘆
息
い
た
し
ま
す
。
様
々
な

木
々
の
枝
が
折
れ
ま
し
た
が
特
に

落
胆
し
た
の
は
ち
ょ
う
ど
一
年
前
、

季
刊
誌
九
十
七
号
で
も
ご
紹
介
し

た
、
十
六
年
前
に
植
え
た
「
し
だ

れ
桜
」
の
枝
が
折
れ
た
こ
と
で
す
。

折
れ
た
の
は
十
五
㌢
ほ
ど
の
太
い

枝
で
し
た
。
毎
年
木
の
成
長
と
開

花
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
で
大

き
な
枝
が
折
れ
た
こ
と
は
ほ
ん
と

に
残
念
で
し
た
。

　

禅
語
に
『
一
華
開
五
葉
（
い
っ

け
ご
よ
う
を
ひ
ら
く
）』
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
禅

宗
の
初
祖
で
あ
る
達
磨
大
師
の
言

葉
と
さ
れ
、
禅
学
大
辞
典
に
よ
る

と
「
古
来
、
達
磨
の
予
言
と
し
て

知
ら
れ
、
達
磨
か
ら
五
代
の
祖
師

を
経
て
禅
宗
の
教
え
が
花
開
く
と

も
、
あ
る
い
は
禅
宗
が
五
家
と
し

て
分
か
れ
て
、
そ
の
花
を
開
か
せ

る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
た
と
も
解

さ
れ
て
い
る
。」
と
あ
り
ま
す
。
実

際
に
禅
宗
は
達
磨
大
師
か
ら
五
代

後
の
六
祖
慧え

能の
う

の
時
代
に
慧
能
の

説
く
南
宗
禅
は
大
き
く
発
展
し
ま

し
た
。
そ
し
て
慧
能
に
は
優
秀
な

弟
子
が
数
多
く
、
そ
の
弟
子
の
系

統
か
ら
い
わ
ゆ
る
五
家
と
呼
ば
れ

る
「
曹そ

う

洞と
う

宗し
ゅ
う」「
雲う

ん

門も
ん

宗し
ゅ
う」「
法ほ

う

眼げ
ん

宗し
ゅ
う」「
潙い

仰ぎ
ょ
う

宗し
ゅ
う」「
臨り

ん

済ざ
い

宗し
ゅ
う」
が
生

ま
れ
ま
し
た
。「
五
葉
」
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
以
外
に
も
「
五ご

智ち

」
と

す
る
解
釈
も
あ
り
ま
す
。

　

五
智
と
は
、
心
を
開
い
た
純
粋

な
五
つ
の
心
智
の
こ
と
で
す
。

　

具
体
的
に
は

一�

、
法ほ

っ

界か
い

体た
い

性し
ょ
う

智ち

（
身
の
回
り
の

す
べ
て
は
仏
の
現
れ
と
知
る
心
）

二�

、
大だ

い

円え
ん

鏡き
ょ
う

智ち

（
生
ま
れ
た
ま
ま

の
無
垢
な
心
）

三�

、平
び
ょ
う

等ど
う

性し
ょ
う

智ち

（
す
べ
て
の
も
の
が

平
等
で
あ
る
こ
と
を
知
る
心
）

四�

、妙
み
ょ
う

観か
ん

察さ
っ

智ち

（
平
等
の
中
に
個
性

が
あ
る
と
知
る
心
）

五�

、成
じ
ょ
う

所し
ょ

作さ
っ

智ち

（
思
い
や
り
を
大
切

に
す
る
心
）

の
こ
と
で
す
。

　

先
日
長
男
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
の
試
合
を
観
戦
し
に
行
っ
た
と

き
に
『
一
華
五
葉
』
と
書
か
れ
た

横
断
幕
を
掲
げ
た
チ
ー
ム
が
あ
り

ま
し
た
。
一
輪
の
花
が
美
し
い
五

弁
の
花
び
ら
を
開
き
、
や
が
て
立

派
な
果
実
を
み
の
ら
せ
る
。
五
智

を
心
に
置
い
た
一
人
一
人
の
頑
張

り
は
き
っ
と
実
に
な
り
、
そ
れ
が

さ
ら
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
願

い
が
こ
も
っ
て
い
る
良
い
言
葉
だ

な
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
春
に
な
り
様
々
な

花
が
咲
く
季
節
で
す
。
冒
頭
の
桜

の
木
で
す
が
、
雪
で
折
れ
て
ぶ
ら

下
が
っ
て
い
た
枝
を
伐
採
し
、
さ

ら
に
細
か
く
切
っ
て
玄
関
先
に
お

い
て
お
く
と
、何
人
か
の
方
が
持
っ

て
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
お

寺
で
も
床
の
間
や
居
間
に
活
け
て

花
が
咲
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い

ま
す
。
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
っ
た

皆
さ
ん
の
桜
が
咲
く
こ
と
を
願
い
、

す
べ
て
の
皆
さ
ん
が
心
智
を
胸
に
、

心
の
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
を
願
い

ま
す
。
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安
善
寺
の
檀
信
徒
総
代
の
太
刀

川
善
之
助
様
が
昨
年
10
月
に
ご
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。
長
年
に
渡
り
、
安

善
寺
に
多
大
な
貢
献
を
頂
き
、
檀
信

徒
一
同
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し

ま
す
。
そ
の
後
に
お
声
が
掛
か
り
、

こ
の
度
、
就
任
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た

屋
代
で
す
。

　

就
任
に
あ
た
り
、
ご
挨
拶
、
自
己

紹
介
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
安
善
寺

と
の
お
付
合
い
は
、
祖
母
が
亡
く

な
っ
た
時
か
ら
始
ま
っ
た
と
聞
い
て

お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
間
も
な
く
祖

父
が
亡
く
な
り
、
一
昨
年
父
が
亡
く

な
り
、
昨
年
、
祖
母
・
祖
父
の
五
十

回
忌
、
父
の
一
周
忌
の
法
要
を
執
り

行
い
ま
し
た
。生
前
、父
が
元
気
だ
っ

た
時
に
、
安
善
寺
の
墓
地
に
、
焼
却

炉
を
寄
贈
さ
せ
て
頂
い
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。
お
彼
岸
、
お
盆
の
お
墓
参

り
の
時
に
、
様
々
な
屑
が
出
ま
す
の

で
、
そ
れ
を
処
理
す
る
の
に
重
宝
し

て
い
た
と
、
前
住
職
の
東
堂
様
が
言

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
思
春
期
ま
で
安

善
寺
の
隣
に
住
ん
で
い
て
、
幼
少
期

は
遊
び
場
で
も
あ
っ
た
の
で
、
と
て

も
身
近
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

私
が
経
営
し
て
い
ま
す
会
社
を

紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
祖
父
が
、

戦
後
間
も
な
く
、
商
売
を
始
め
た
と

聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
父
が

継
ぎ
、
当
時
、
国
の
政
策
は
、
人
口

も
年
々
増
え
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

コ
メ
の
増
産
に
力
を
入
れ
て
お
り

ま
し
た
。
そ
の
頃
、
農
業
の
資
材
を

扱
い
、
主
に
農
協
、
農
機
具
店
さ
ん

に
、卸
売
り
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

昭
和
40
年
～
50
年
に
掛
け
て
、
機
械

化
が
進
み
、
農
機
具
か
ら
農
業
機
械

へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
機
械

化
に
よ
っ
て
、
農
機
具
格
納
庫
、
農

業
作
業
所
等
、
建
物
の
需
要
が
出
て

き
て
、
昭
和
53
年
に
建
設
業
を
設
立

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
住
宅
、
工
場
、

店
舗
等
を
手
掛
け
、
設
計
業
、
不
動

産
業
の
免
許
を
取
得
し
て
、
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
株
式
会
社

ヤ
シ
ロ
の
代
表
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

令
和
２
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
で
、

特
に
建
設
部
門
は
、
住
宅
新
築
の
延

期
、
事
業
所
の
設
備
投
資
の
中
止
、

中
断
が
あ
り
、
売
上
に
影
響
が
出
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
我
が
社
で
は
10

年
前
か
ら
「
売
電
型
」
太
陽
光
発
電

事
業
に
取
り
組
み
、
自
社
所
有
の
遊

休
土
地
に
２
ヶ
所
、
新
規
の
お
客
様

の
敷
地
に
１
か
所
、
全
量
売
電
型
の

地
上
設
置
の
太
陽
光
発
電
所
を
施

工
し
、
７
年
前
に
新
築
及
び
リ

フ
ォ
ー
ム
を
し
て
頂
い
た
お
客
様

の
住
宅
の
屋
根
に
余
剰
電
力
売
電

型
の
太
陽
光
発
電
を
６
件
施
工
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
売
電
単
価
の
低

下
に
よ
り
、「
売
る
単
価
」
よ
り
「
買

う
単
価
」
の
方
が
高
く
な
り
、
電
気

を
売
る
事
を
目
的
と
し
た
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
の
販
売
は
伸
び
悩

ん
で
い
る
の
が
現
状
で
し
た
。

　

一
方
で
、
世
界
に
お
い
て
カ
ー
ボ

ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向
け
て
動
き

が
加
速
し
て
お
り
、
国
に
お
い
て
も

脱
炭
素
社
会
の
方
針
が
打
ち
出
さ

れ
、
Ｃ
Ｏ
２
の
削
減
に
向
け
て
、
取

り
組
む
機
運
が
企
業
に
お
い
て
も

高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
動
き
を
機
会
と
捉

え
、
今
後
は
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

の
恩
恵
を
最
大
限
に
享
受
し
て
頂

く
為
に
、
新
た
に
創
っ
て
使
う
「
自

家
消
費
型
」
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

を
事
業
所
に
提
案
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

自
家
消
費
電
力
は
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
促
進
賦
課
金
の
上

昇
、
燃
料
原
価
高
騰
等
の
電
気
料
金

上
昇
に
影
響
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

ピ
ー
ク
時
の
電
気
使
用
量
を
減
ら

す
こ
と
に
よ
り
電
気
代
の
基
本
料

金
の
削
減
が
可
能
で
す
。
平
常
時
は

太
陽
光
発
電
で
発
電
し
た
電
力
を

使
用
す
る
事
で
節
電
が
可
能
に
な

り
、
災
害
な
ど
が
発
生
し
た
時
に
は

蓄
電
シ
ス
テ
ム
と
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
対
策
（
事
業
継
続

対
策
）
を
実
現
し
ま
す
。
太
陽
光
発

電
を
活
用
す
る
事
で
事
業
停
止
に

よ
る
損
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る

事
が
で
き
ま
す
。

　

地
域
内
の
法
人
様
に
向
け
て
、
長

岡
の
よ
う
な
自
然
環
境
下
で
導
入

し
た
場
合
の
設
置
イ
メ
ー
ジ
や
発

電
量
デ
ー
タ
を
実
際
の
発
電
シ
ス

テ
ム
で
見
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

雪
国
で
培
っ
て
き
た
自
社
の
施
工

技
術・実
績
を
も
と
に
、モ
デ
ル
ケ
ー

ス
を
提
案
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

電
気
料
金
の
高
騰
で
お
困
り
の

社
長
様
、
環
境
貢
献
に
つ
い
て
関
心

の
あ
る
社
長
様
、
我
が
社
に
声
を
掛

け
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

若
輩
も
の
で
、大
変
恐
縮
で
す
が
、

檀
信
徒
総
代
を
、
皆
様
の
ご
指
導
を

頂
き
な
が
ら
精
一
杯
務
め
さ
せ
て

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
卒
よ
ろ

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

【
特
集
①
】

檀
信
徒
総
代
就
任
の
ご
挨
拶

当社事務所の自家消費型太陽光発電

地上設置の全量売電型の太陽光発電所

屋
代
　
健
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先
般
二
月
四
日
、
安
善
寺
本
堂

に
お
い
て
東
堂
老
師
師
僧
の
も

と
、
長
男
真
人
と
次
男
悠
真
の
得と

く

度ど

式し
き

を
挙
行
い
た
し
ま
し
た
。
得

度
式
と
は
師
僧
よ
り
袈け

裟さ

、
座ざ

具ぐ

、
直じ

き

裰と
つ

、
応お

う

量り
ょ
う

器き

を
い
た
だ
き
、

さ
ら
に
大だ

い

乗じ
ょ
うの
戒か

い

法ほ
う

を
受
け
て
誓

願
し
、
僧
名
と
血け

ち

脈み
ゃ
くを
い
た
だ
く

こ
と
で
、
僧
侶
の
仲
間
入
り
を
す

る
こ
と
で
す
。
戒
法
に
は
、
三さ

ん

帰き

戒か
い

、
三さ

ん

聚じ
ゅ

浄じ
ょ
う

戒か
い

、
十

じ
ゅ
う

重じ
ゅ
う

禁き
ん

戒か
い

の

十
六
条
戒
が
あ
り
、
こ
の
戒
法
を

受
け
る
こ
と
を
受じ

ゅ

戒か
い

と
い
い
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
正
式
に
曹
洞
宗

の
僧
侶
と
し
て
僧
籍
簿
に
登
録
さ

れ
、「
上

じ
ょ
う

座ざ

」
の
法
階
が
得
ら
れ

ま
す
。
曹
洞
宗
で
は
満
一
〇
歳
に

な
る
と
得
度
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
春
か
ら
中
学
生
に
な
る

真
人
と
、
五
年
生
に
な
る
悠
真
二

人
そ
ろ
っ
て
古
式
に
の
っ
と
り
得

度
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

当
日
は
妙
喜
寺
様
に
ご
随
喜
い
た

だ
き
、
住
職
の
兄
弟
も
す
べ
て
集

ま
り
皆
に
見
守
ら
れ
る
中
、
緊
張

し
な
が
ら
も
大
き
な
声
で
「
能よ

く

た
も
つ
」
と
誓
願
を
立
て
立
派
に

勤
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、
得
度
式
で
は
師
僧
の
東
堂
老

師
か
ら
真
人
に
「
泰た

い

嶽が
く

」、
悠
真

に
「
泰た

い

賢け
ん

」
と
い
う
立
派
な
「
号
」

を
授
か
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
で
将
来
必
ず
僧
侶
と
し
て

の
道
を
歩
む
と
決
ま
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
度
、

授
か
っ
た
戒
法
を
し
っ
か
り
を
護

持
し
て
、
今
後
も
仏
弟
子
と
し
て

立
派
に
成
長
し
て
く
れ
る
こ
と
を

願
い
ま
す
。

【
特
集
②
】

『
得
度
式
を
行
い
ま
し
た
』

「師僧より剃髪していただき仏門に入ります」

「左側  悠真　右側  真人」 「師僧  東堂老師の前で誓願を立てる」
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季
節
は
春
を
迎
え
、
ま
た
旅
行

業
に
も
春
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

拝
観
、
イ
ベ
ン
ト
や
出
入
国
の
規

制
等
が
徐
々
に
緩
和
さ
れ
、
海
外

か
ら
の
観
光
客
も
増
え
、
旅
行
も

活
気
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
お
出
か
け
し
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
今
回
は
昨
年
催
行
さ
れ
た

安
善
寺
様
の
旅
行
日
誌
を
お
話
し

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
度
も
延

期
を
迎
え
、
よ
う
や
く
行
わ
れ
た

旅
行
で
し
た
の
で
、
感
慨
深
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
残
念
な

こ
と
に
、
旅
行
を
一
番
楽
し
み
に

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
方
丈
様
が
直

前
で
参
加
で
き
な
く
な
り
、
団
長

不
在
で
の
出
発
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
安
善
寺
様
と
龍
穏
院
様
と

龍
昌
庵
様
で
の
合
同
の
旅
行
と
な

り
、
団
長
は
龍
穏
院
様
に
お
願
い

し
ま
し
た
が
、
奈
良
の
お
宿
で
の

合
流
と
な
っ
た
の
で
、
初
日
は
津

南
か
ら
参
加
の
大
龍
院
様
よ
り
一

日
団
長
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

さ
て
旅
行
の
出
発
日
十
月

二
十
四
日
、
二
十
四
名
様
の
ご
参

加
を
い
た
だ
き
、
無
事
に
長
岡
を

出
発
。
北
陸
道
を
奈
良
方
面
に
進

み
、
福
井
県
に
て
昼
食
後
、
瑩
山

禅
師
の
御
誕
生
寺
様
に
て
参
拝
、

ご
祈
祷
と
三
年
前
に
お
亡
く
な
り

に
な
ら
れ
ま
し
た
板
橋
禅
師
の
法

要
を
行
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
先

日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
72

時
間
と
い
う
番
組
撮
影
に
来
ら
れ

た
そ
う
で
、
猫
寺
の
タ
イ
ト
ル
で

放
送
さ
れ
ま
し
た
。
機
会
あ
れ
ば

ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
御
誕

生
寺
を
後
に
奈
良
へ
向
か
い
ま

す
。
奈
良
平
野
を
一
望
で
き
る
若

草
山
の
お
宿
三
笠
に
て
お
泊
り
。

久
々
の
宴
席
も
終
始
和
や
か
に
行

わ
れ
、
こ
こ
で
龍
穏
院
様
と
合
流

い
た
し
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
奈
良
の
市
内
観
光
で

す
。
午
前
中
は
東
大
寺
、
興
福
寺

を
参
拝
。
至
る
所
に
シ
カ
が
皆
様

を
待
ち
受
け
て
い
ま
し
た
。
午
後

は
薬
師
寺
と
法
隆
寺
を
参
拝
。
ど

の
お
寺
も
境
内
が
広
い
の
で
、
と

に
か
く
歩
い
た
と
い
う
印
象
で
し

た
が
、
世
界
遺
産
レ
ベ
ル
の
お
寺

は
素
晴
ら
し
い
も
の
ば
か
り
で

す
。
そ
の
後
、
京
都
に
移
動
し
、

お
泊
り
は
宇
治
川
沿
い
に
あ
る
花

や
し
き
浮
舟
園
に
て
。
リ
バ
ー

ビ
ュ
ー
の
お
部
屋
と
お
風
呂
を
満

喫
し
、
夕
食
は
繊
細
な
京
料
理
を

堪
能
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

三
日
目
は
お
宿
か
ら
徒
歩
で
平

等
院
を
訪
れ
、
ほ
ぼ
一
番
乗
り
で

お
参
り
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
黄

檗
宗
の
大
本
山
萬
福
寺
へ
。
昨
年

は
隠
元
禅
師
の
三
百
五
十
年
大
遠

忌
の
年
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
ラ

ン
タ
ン
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
て
、

境
内
に
約
三
十
の
中
国
か
ら
運
ば

れ
て
き
た
鮮
や
か
な
ラ
ン
タ
ン
が

設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
お
昼
は

滋
賀
県
へ
移
動
し
、
多
賀
大
社
に

て
参
拝
と
昼
食
を
お
召
し
上
が
り

い
た
だ
き
ま
し
た
。
入
り
口
に
は

強
烈
な
角
度
の
太
鼓
橋
が
あ
り
、

渡
る
と
願
い
が
叶
う
と
の
こ
と
。

皆
様
挑
戦
し
て
無
事
に
渡
り
切
り

ま
し
た
。
食
後
は
一
路
長
岡
へ
と

戻
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

三
日
間
を
通
し
て
青
空
が
広
が

る
、
と
て
も
天
候
に
恵
ま
れ
た
旅

行
で
し
た
。
参
加
さ
れ
た
方
の
ご

協
力
も
あ
っ
て
、
何
事
も
な
く
無

事
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
ご
参
加
さ
れ
た
方
に
は
改

め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
し
て
今
年
も
団
体
参
拝
旅
行

を
計
画
致
し
ま
し
た
。
期
日
は
六

月
十
九
日
㈪
か
ら
二
泊
三
日
。
今

回
の
メ
イ
ン
は
静
岡
県
に
あ
る
曹

洞
宗
三
大
祈
祷
寺
の
ひ
と
つ
の
可

睡
斎
で
す
。
宿
坊
に
て
一
晩
お
過

ご
し
頂
き
、
早
朝
朝
課
と
ご
祈
祷

を
受
け
ま
す
。
次
の
日
は
伊
勢
湾

を
フ
ェ
リ
ー
で
渡
り
、
伊
勢
神
宮

を
参
拝
し
、
お
泊
り
は
鳥
羽
温
泉

へ
。
最
終
日
は
三
重
県
津
市
の
四

天
王
寺
様
を
参
拝
す
る
コ
ー
ス
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
度
も
充
実

し
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
お
り
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

第 6回

　
　
　
　
昨
年
催
行
の
安
善
寺
「
団
体
参
拝
旅
行
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
行
日
誌

新
潟
ビ
ー
エ
ス
観
光
　
飯
泉
　
隆
史団体参拝旅行　思い出の写真の数々
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今
年
は
、
私
も
喜
寿
を
迎
え
数

え
七
十
七
歳
で
す
。

　

現
在
は
、
満
年
齢
を
使
う
事
が

多
い
よ
う
で
す
が
、
日
本
の
伝
統

文
化
で
歳
祝
い
は
数
え
歳
で
祝
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
数
え
六
十
一
歳
を

還か
ん

暦れ
き

・
七
十
歳
を
古こ

希き

・
七
十
七

歳
を
喜き

寿じ
ゅ

・
八
十
歳
を
傘さ

ん

寿じ
ゅ

・

八
十
八
歳
を
米べ

い

寿じ
ゅ

・
九
十
歳
を
卒そ

つ

寿じ
ゅ

・
九
十
九
歳
の
白
寿
等
、
総
称

と
し
て
賀
寿
、
ま
た
は
年
祝
い
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
日
本
は
世
界

有
数
の
長
寿
国
で
あ
り
、
昨
今
は

百
歳
を
超
え
て
も
元
気
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
々
も
大
勢
お
ら
れ
ま

す
。
百
歳
は
「
百
寿・紀
寿
」
ま
た
、

九
十
五
歳
を
珍
寿
・
百
十
歳
・

百
十
二
歳
以
上
を
大
変
珍
し
い
と

の
意
味
か
ら
や
は
り
「
珍
寿
」
と

し
て
年
祝
い
す
る
場
合
も
あ
る
そ

う
で
す
。
祝
い
の
名
前
も
い
わ
れ

が
あ
り
、
調
べ
て
み
る
と
面
白
い

も
の
で
す
。

　

昨
年
十
二
月
の
最
強
寒
波
に
よ

る
大
雪
で
、
新
潟
県
各
地
で
長
時

間
に
及
ぶ
車
の
立
ち
往
生
や
停
電

等
に
よ
る
、
被
害
が
生
じ
、
新
聞

や
テ
レ
ビ
等
で
大
き
く
報
道
さ
れ

ま
し
た
。
安
善
寺
で
も
、
雪
が
重

か
っ
た
た
め
、
境
内
の
し
だ
れ
桜
・

椿
・
銀
杏
・
樫
の
木
等
々
の
木
々

の
太
い
枝
が
折
れ
ま
し
た
。

　

私
の
記
憶
の
中
で
も
こ
れ
ほ
ど

多
く
の
木
々
の
被
害
は
初
め
て
で

す
。
こ
の
先
ど
れ
ほ
ど
の
豪
雪
に

な
る
も
の
か
と
心
配
し
ま
し
た

が
、
二
月
上
旬
の
大
雪
後
は
、
雨

の
日
や
春
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
晴

天
の
日
々
も
多
く
、
み
る
み
る
雪

も
溶
け
出
し
庭
の
木
々
の
下
に
は

土
も
見
え
は
じ
め
、
雪
国
長
岡
に

も
春
が
近
づ
い
た
と
、
肌
で
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

子
供
の
頃
、
土
が
見
え
始
め
る

と
『
春
よ
こ
い
、
は
ー
や
く
こ
い
、

歩
き
始
め
た
ミ
イ
ち
ゃ
ん
が
…
』

と
、
口
ず
さ
み
不
思
議
と
心
が
う

き
う
き
し
た
も
の
で
す
。
今
は
、

さ
す
が
に
歌
は
う
た
い
ま
せ
ん

が
、
何
と
な
く
明
る
い
気
持
ち
に

な
り
前
向
き
に
、
何
か
は
分
か
ら

な
い
が
、「
ヤ
ル
ゾ
！
」
っ
と
い

う
気
分
に
。
小
鳥
も
訪
れ
る
春
に

向
け
て
、
気
持
ち
も
高
ぶ
る
の

か
？
囀さ

え
ずり
も
元
気
が
あ
る
よ
う
に

聞
こ
え
ま
す
。

　

春
に
向
か
っ
て
益
々
精
進
し
、

来
年
の
金
婚
式
を
目
指
し
、
夫
婦

共
々
、
日
々
元
気
で
明
る
く
過
ご

し
た
い
と
願
う
も
の
で
す
。

『
寺
行
事
予
定
』

三
月　

十
五
日　

涅
槃
会

　
　
　

十
八
日　

彼
岸
入
り

　
　

二
十
一
日　

彼
岸
中
日

　
　

二
十
四
日　

彼
岸
明
け

五
月　
　

五
日　

花
ま
つ
り

六
月　

十
二
日　

大
般
若
法
要

　

＊�

寺
行
事
の
法
要
は
そ
の
都
度

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

　

＊�

仏
教
会
主
催
花
ま
つ
り
は
大

手
通
り
で
開
催
予
定
で
す
。

『
坐
禅
会
・
写
経
会
』

　

四
月
か
ら
坐
禅
会
と
写
経
会
を

再
開
い
た
し
ま
す
。

　

詳
し
い
日
程
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
に
な
る
か
、
直
接
お
寺
に

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

初
参
加
の
方
は
事
前
に
お
寺
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

東
堂
和
尚
の
つ
ぶ
や
き

喜
寿
を
迎
え
る
年
に
感
じ
る
、
春
の
訪
れ

よ
ろ
ず
掲
示
板

安
善
寺

『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】

雪も溶けた境内の木々 春を告げる、境内の小鳥の囀り（さえずり）

【
前
回
号
訂
正
】

一
〇
〇
号  

四
頁
「
安
善
一
滴
水
」

（
七
言
絶
句
）

〔
誤
〕
下
平
一
先
韻

〔
正
〕 
上
平
十
五
刪
韻
、
下
平
一
先

韻
、
通
韻
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「にゃんにゃん
日記」

は
じ
め
ま
し
て
、ア
ン
と
ビ
ビ
で
す
。

は
じ
め
ま
し
て
、ア
ン
と
ビ
ビ
で
す
。

ド
キ
ド
キ
わ
く
わ
く
の
毎
日
で
す
。

ド
キ
ド
キ
わ
く
わ
く
の
毎
日
で
す
。

第
一
〇
二
号
は
令
和
五
年
七
月
十
日（
月
）発
刊
予
定
で
す

　

皆
さ
ん
初
め
ま
し
て
、
ア
ン
と

ビ
ビ
で
す
。
猫
好
き
な
住
職
が
犬

好
き
の
久
美
さ
ん
と
の
バ
ト
ル
を

制
し
、
私
た
ち
を
安
善
寺
に
迎
え

て
く
れ
ま
し
た
。
部
屋
に
入
っ
て
、

ま
ず
は
先
輩
猫
で
あ
る
ボ
ブ
さ
ん

の
写
真
に
一
礼
。
こ
ち
ら
を
ま
っ

す
ぐ
見
つ
め
る
様
は
ま
る
で
「
い

い
子
に
す
る
ん
だ
ぞ
！
」
と
い
わ

ん
ば
か
り
。
で
も
私
た
ち
は
ま
だ

ま
だ
子
猫
。
い
い
子
に
な
ん
て
し

て
い
ら
れ
な
い
！
ぐ
る
ぐ
る
追
い

か
け
っ
こ
、
机
の
う
え
を
ス
ラ
イ

デ
ィ
ン
グ
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
引
っ

張
り
出
し
て
ビ
リ
ビ
リ
に
。
あ
ー

楽
し
い
！
特
に
妹
ビ
ビ
の
お
気
に

入
り
は
真
人
君
と
悠
真
君
の
文
房

具
。
消
し
ゴ
ム
や
ら
鉛
筆
や
ら
を

く
わ
え
て
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
う

か
ら
、
久
美
さ
ん
が
あ
ち
こ
ち
探

し
て
拾
い
集
め
て
い
る
。
こ
ん
な

私
た
ち
を
怒
ら
ず
む
ぎ
ゅ
う
っ
と

抱
き
し
め
て
く
れ
る
姿
を
見
る
と
、

本
当
に
犬
派
な
の
か
し
ら
と
疑
い

た
く
な
っ
て
し
ま
う
。
犬
と
い
え
ば

先
輩
で
あ
る
モ
モ
さ
ん
。
以
前
は

階
段
を
上
が
っ
て
き
て
顔
を
出
し

て
い
た
そ
う
だ
け
ど
、
私
た
ち
の

存
在
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
か
そ

の
姿
を
一
度
も
見
せ
て
く
れ
な
い
。

声
だ
け
を
聞
い
て
い
る
と
会
う
の

は
ち
ょ
っ
と
怖
い
気
も
す
る
け
れ

ど
、
仲
良
く
な
れ
た
ら
い
い
な
ぁ
、

と
期
待
し
て
時
々
階
段
の
上
か
ら

ち
ら
ち
ら
の
ぞ
い
て
い
ま
す
。

　

ド
キ
ド
キ
わ
く
わ
く
し
な
が
ら

初
め
て
の
冬
を
過
ご
し
て
数
ヶ
月
。

庭
を
見
る
と
い
つ
の
間
に
か
雪
は

溶
け
、
木
の
枝
に
春
の
訪
れ
を
感

じ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
先
も
安
善
寺

で
四
季
を
感
じ
な
が
ら
過
ご
せ
る

こ
と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
さ

あ
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
が

お
こ
り
そ
う
な
予
感
が
し
ま
す
！

先
代
の
「
ボ
ブ
の
ひ
と
り
ご
と
」

に
代
わ
り
、
私
た
ち
が
バ
タ
バ
タ

に
ゃ
ん
に
ゃ
ん
日
記
を
お
伝
え
し

て
い
き
ま
す
。
楽
し
み
に
し
て
い

て
く
だ
さ
い
ニ
ャ
ー
ん
！

「アンとビビ」

　

立
春
も
過
ぎ
雪
か
ら
雨

も
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

安
善
寺
の
お
庭
の
雪
も
だ

ん
だ
ん
と
小
さ
く
な
り
長
岡
に
も
春
が

近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
日
々
感
じ
て
い

ま
す
。
昨
年
末
の
大
雪
で
今
年
の
雪
は

ど
う
な
る
の
か
と
心
配
を
し
て
い
ま
し

た
が
年
が
明
け
て
か
ら
は
雪
下
ろ
し
も

せ
ず
に
す
ん
で
ほ
っ
と
し
て
お
り
ま

す
。
そ
ん
な
中
、
国
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
扱
い
を
５
月
か
ら
感
染
症

法
上
の
５
類
扱
い
に
変
更
す
る
と
発
表

が
あ
り
ま
し
た
。
今
後
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
に
つ
い
て
個
人
的
な
感
想
を
述
べ

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
の
第
93
号
季
刊
誌
に
も
当

時
の
病
院
で
の
コ
ロ
ナ
対
応
に
つ
い
て

寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
令
和

３
年
は
新
潟
県
内
の
コ
ロ
ナ
患
者
さ
ん

は
ま
だ
少
な
か
っ
た
で
す
が
、
令
和
４

年
に
入
り
患
者
数
が
増
加
し
て
私
の
ク

リ
ニ
ッ
ク
で
も
多
く
の
コ
ロ
ナ
患
者
さ

ん
の
対
応
に
追
わ
れ
ま
し
た
。
成
人
の

抗
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
薬
は
あ
り
ま
し
た

が
ま
だ
子
ど
も
に
出
せ
る
薬
は
無
く

（
12
歳
以
上
に
は
薬
が
現
在
は
あ
り
ま

す
）、
話
し
て
い
て
看
病
に
当
た
る
ご

家
族
の
心
配
も
大
き
か
っ
た
で
す
。

　

現
在
の
流
行
株
で
も
ワ
ク
チ
ン
未
接

種
の
人
が
感
染
す
れ
ば
重
症
化
し
て
死

亡
す
る
こ
と
も
あ
る
怖
い
感
染
症
で

す
。
５
類
扱
い
に
変
更
す
る
に
あ
た
り

コ
ロ
ナ
禍
で
の
３
年
間
で
多
く
の
人
に

ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
時
間
が
と
れ
た
こ
と

は
一
つ
の
安
心
材
料
だ
と
思
い
ま
す
。

特
に
新
潟
県
は
全
国
で
も
接
種
率
の
高

い
地
域
で
す
（
65
歳
以
上
の
オ
ミ
ク
ロ

ン
株
接
種
率
：
全
国
７
３
・
８
％
新
潟

県
８
０
・
４
％　

２
０
２
３
年
２
月
15

日
更
新
新
潟
県
Ｈ
Ｐ
よ
り
）。
経
済
活

動
な
ど
を
戻
す
と
感
染
の
リ
ス
ク
は
上

が
る
た
め
医
療
者
と
し
て
は
引
き
続
き

ワ
ク
チ
ン
接
種
を
お
勧
め
し
ま
す
。
５

月
に
な
っ
て
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
気

を
利
か
せ
て
弱
毒
化
す
る
な
ど
人
間
の

都
合
で
変
わ
っ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
今

後
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
続
け
て
抗
体
を

多
く
の
人
が
持
っ
て
、
重
症
化
リ
ス
ク

を
下
げ
た
う
え
で
人
と
の
交
流
を
戻
し

て
い
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。
お
酒

を
飲
み
な
が
ら
の
お
花
見
も
今
年
は
で

き
る
と
い
い
で
す
ね
。（

太
田　

匡
哉
）

編
集

雑
感

お便り原稿用紙
皆様からの原稿をお待ちしております。

原稿の例
● 思い出話／ご家族、ご先祖、お寺の思い出話など。
● 私に言わせて／家事や子育てのお話、身近な出来事など。
● 教えてください／仏事のしきたりや疑問（編集部や住職が

お答えします）など。

〈原稿送付先〉
 FAX 0258-32-2870
メール info@anzenji-nagaoka.com
HP にも申込フォームがあります


