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彼
岸
を
前
に 

 
 
 

当
山
住
持 

先
月
二
十
四
日
、
ロ
シ
ア
の
ソ
チ
で
開
催

さ
れ
た
雪
と
氷
の
平
和
の
ス
ポ
ー
ツ
の 

祭
典
「
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
が
閉
幕
し
た
。

今
月
八
日
に
は
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
幕

し
、
九
日
間
の
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。 

            

    

  

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
精
神
は
「
参
加
す
る
こ
と
に

意
義
が
あ
る
」
で
あ
り
、
そ
の
原
点
は
、
世
界

平
和
の
た
め
に
、
少
し
で
も
多
く
の
国
や
地
域 

の
人
々
が
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
は
、
世
界
の

多
く
の
人
々
が
、
素
晴
ら
し
い
競
技
と
合
わ
せ

て
、
自
国
の
選
手
た
ち
が
優
秀
な
成
績
を
残
し

て
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
、
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
す
る 

こ
と
を
無
意
識
の
う
ち
に

願
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
多
く
の
選
手
た
ち
は
、

何
年
も
の
間
、
日
夜
あ
ら

ゆ
る
練
習
や
訓
練
を
積
み

重
ね
、
試
練
を
乗
り
越
え

た
暁
に
得
た
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
出
場
で
あ
る
。
ま
た
、

多
く
の
ご
縁
の
皆
様
の
協

力
と
応
援
の
も
と
に
為
し

得
た
結
果
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
に
参
加
し
た
す
べ
て
の
選
手
に
対
し

て
、
心
か
ら
称
賛
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

非
難
す
る
こ
と
や
過
剰
な
期
待
を
寄
せ
る

と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
だ
と
思
わ

れ
る
。
一
生
懸
命
、
必
死
で
競
技
し
、
思
う

よ
う
な
結
果
を
残
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
選
手
の
心
中
は
、
こ
の
上
も
な
く
図
り
知

れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
思
う
と
、
応
援
す
る
者
の
姿
勢
を
厳

に
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。
一
方
で
、
メ
ダ
ル

を
獲
得
し
た
日
本
の
選
手
た
ち
は
、
そ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
多
く
の
ご
縁
の
皆
様
方
の

ご
支
援
の
お
か
げ
で
す
」
と
、
感
謝
の
言
葉

を
繰
り
返
し
て
い
た
。
日
本
人
の
心
の
豊
か

さ
が
、
世
界
中
に
発
信
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。 

今
月
は
、
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
の 

 

彼
岸
月
で
す
。
お
彼
岸
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
意
義
と
同
じ
く
、
世
界
中
の
人
々
が
皆
、

平
和
で
あ
り
ま
す
よ
う
、
彼
岸
の
世
界
に
到

る
心
の
修
養
期
間
で
す
。
ど
う
ぞ
、
心
新
た

に
お
彼
岸
の
世
界
を
再
認
識
さ
れ
、
ご
先
祖

様
の
報
恩
供
養
に
、
ご
自
身
の
心
の
勉
強
に

親
し
ま
れ
て
く
だ
さ
い
。 
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愛
知
専
門
尼
僧
堂
と 

伊
勢
神
宮
参
拝
の
旅
の
ご
案
内 

 
昨
年
は
、
大
本
山
永
平
寺
を
は
じ
め
、
北
陸
の
曹
洞
宗
に
ゆ
か
り
の
深
い
寺
院
を
お
参

り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
年
は
、
当
山
の
副
住
職
が
修
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
「
愛
知
専
門
尼
僧
堂
」
を
お
た
ず
ね
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
昨
年

「
式
年
遷
宮
（
し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う
）
」
が
行
わ
れ
た
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し
て
ま
い
り
ま
す
。 
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愛知専門尼僧堂 紅梅とご本堂 

 

 
 

       

○ 

愛
知
専
門
尼
僧
堂 

 
 

               

    愛
知
専
門
尼
僧
堂
は
、
女
性
だ
け
が
修
行

す
る
尼
僧
（
に
そ
う
・
女
性
僧
侶
）
の
修
行
道
場

で
す
。 

そ
の
は
じ
ま
り
は
、
今
か
ら
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
百
十
一
年
前
、「
急
速
に
進
展
す
る
時
代

に
即
応
し
た
尼
僧
の
人
材
の
打
出
に
全
力
を

傾
倒
し
た
い
」
と
い
う
ひ
と
り
の
尼
僧
様
の

尼
僧
教
育
に
か
け
る
深
い
誓
願
で
あ
っ
た
と

伝
え
ら
れ
ま
す
。
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）

年
、
現
在
の
春
日
井
市
に
「
私
立
尼
学
林
（
に

が
く
り
ん
）
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
「
六
畳
二

間
」
の
ご
本
堂
が
道
場
の
す
べ
て
と
い
う
清

貧
枯
淡
な
中
で
、
厳
し
い
修
行
が
行
な
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
元
（
一
九
一
二
）

年
に
修
行
の
充
実
を
図
る
た
め
に
、
名
古
屋

城
下
の
北
区
柳
原
町
に
移
転
。
名
古
屋
大
空

襲
で
伽
藍
を
焼
失
し
、
疎
開
生
活
を
経
て
、

昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
、
現
在
の
千
種

区
城
山
町
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。 

戦
中
の
最
盛
期
に
は
、
百
名
以
上
が
安
居

（
あ
ん
ご
・
籍
を
お
い
て
修
行
す
る
こ
と
）

し
、 

 

創
立
か
ら
の
百
十
年
間
に
尼
僧
堂
で
修
行
し

た
修
行
僧
は
、
千
名
を
超
え
る
と
い
い
ま
す
。

戦
後
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
近
年
の 

安
居
者
は
、
二
十
名
前
後
。
海
外
か
ら
の 

 

修
行
僧
も
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
。 

尼
僧
堂
で
は
、「
開
か
れ
た
道
場
」
と
し
て
、

日
曜
参
禅
会
（
月
例
）
、
女
性
緑
陰
禅
の
集
い

（
七
月
・
二
泊
三
日
）
、
摂
心
（
せ
つ
し
ん
・
集
中

的
に
坐
禅
修
行
を
す
る
こ
と
）
な
ど
が
行
な
わ
れ
、

常
に
熱
心
な
参
禅
者
も
集
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
人
生
を
深
く
学
び
た
い
と
い
う
一
般

の
女
性
参
禅
者
や
出
家
（
尼
僧
）
志
願
者
・
寺

族
の
た
め
に
「
女
性
教
室
」
を
開
設
。
在
俗

の
姿
の
ま
ま
で
、
一
定
の
期
間
、
修
行
僧
と

共
に
、
一
日
の
僧
堂
の
行
持
に
し
た
が
っ
て
、

仏
法
を
学
び
、
僧
堂
の
生
活
を
実
体
験
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

今
回
の
団
参
で
は
、
青
山
俊
董
老
師
の
ご

導
師
の
も
と
、
修
行
僧
の
皆
さ
ん
に
ご
先
祖

さ
ま
の
追
善
供
養
を
お
勤
め
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、
青
山
老
師
の
ご
講
話
を
拝
聴
す
る 

予
定
で
す
。 
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伊勢神宮 内宮 

「宇治橋」と入口の鳥居 

○ 

伊

勢

神

宮 
伊
勢
神
宮
は
、
正
式
に
は
「
神
宮
（
じ
ん
ぐ

う
）
」
と
い
い
ま
す
。
「
神
宮
」
と
つ
く
お
社

は
多
く
あ
り
ま
す
が
、「
神
宮
」
と
の
み
呼
ば

れ
る
の
は
、
伊
勢
神
宮
が
唯
一
で
す
。「
内
宮

（
な
い
く
う
）
」
と
「
外
宮
（
げ
ぐ
う
）
」
を
中

心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
宮
な
ど
の
宮
社
が
あ
り
、

合
わ
せ
て
百
二
十
五
社
を
総
称
し
て
「
伊
勢

神
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
神
宮
参
拝
は
、

外
宮
か
ら
お
参
り
す
る 

の
が
古
来
か
ら
の

な
ら
わ
し
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

内
宮
の
ご
祭
神
は
、
天
照
大
御
神
（
あ
ま

て
ら
す
お
お
み
か
み
）
。
五
十
鈴
（
い
す
ず
）

川
上
に
鎮
座
さ
れ
て
い
ま
す
。
皇
室
の
御
祖

先
神
で
、
日
本
人
の
「
総
氏
神
」
と
い
わ
れ

る
存
在
で
す
。
外
宮
の
ご
祭
神
は
、
豊
受
大

御
神
（
と
よ
う
け
の
お
お
み
か
み
）
。
丹
波
の

国
か
ら
天
照
大
御
神
の
食
事
を
つ
か
さ
ど
る 

  

       

「
御
饌
都
神(

み
け
つ
か
み)

」
と
し
て
迎
え
ら
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
お
名
前
の
「
う
け
」
と
は 

 
 

食
物
の
こ
と
で
、
五
穀
豊
じ
ょ
う
、
衣
食
住
や

産
業
の
め
ぐ
み
の
守
護
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

伊
勢
神
宮
は
、
昨
年 

第
六
十
二
回
目
の

「
式
年
遷
宮
（
し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う
）
」
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。
神
宮
に
は
、
内
宮
・
外
宮
と
も 

 

そ
れ
ぞ
れ
東
と
西
に
同
じ
広
さ
の
敷
地
が
あ

り
、
二
十
年
ご
と
に
同
じ
形
の
社
殿
を
交
互
に

新
し
く
造
り
替
え
、
ご
神
体
が
遷
さ
れ
ま
す
。

神
様
の
御
着
物
や
宝
物
な
ど
も
す
べ
て
新
調

さ
れ
ま
す
。
式
年
遷
宮
は
、
い
つ
で
も
新
し
く
、

い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ぬ
姿
を
求
め
「
永
遠
」
を

め
ざ
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
御

神
が
新
し
い
新
宮
に
遷
座
さ
れ
る
こ
と
で 

よ
り
新
し
い
御
光
が
宿
り
、
そ
の
御
光
を
い
た

だ
く
こ
と
で
、
日
本
国
の
「
イ
ノ
チ
」
が
新
鮮

に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、 

日
本
全
体
の
若
返
り
と
「
永
遠
の
発
展
」
へ
の

祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

        

お
し
ゃ
か
さ
ま
の
誕
生
祭 

「
ブ
ッ
ダ
・
ジ
ャ
ン
テ
ィ
」 

今
年
も
「
ブ
ッ
ダ
・
ジ
ャ
ン
テ
ィ
」
が 

 

新
井
寺
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
ブ
ッ
ダ
・
ジ
ャ
ン
テ
ィ
」
は
、
イ
ン
ド
や

ネ
パ
ー
ル
で
行
な
わ
れ
て
い
る
お
釈
迦
様
の

ご
生
誕
を
祝
う
行
事
で
す
。
駐
日
ネ
パ
ー
ル

大
使
館
と
ネ
ワ
ー
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
ジ
ャ
パ

ン
（
Ｎ
Ｉ
Ｆ
Ｊ
）
共
催
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る

「
ブ
ッ
ダ
・
ジ
ャ
ン
テ
ィ
」
は
、
日
本
で 

 

暮
ら
す
ネ
パ
ー
ル
の
み
な
さ
ん
に
よ
る 

 

お
釈
迦
様
の
誕
生
祭
で
す
。
今
年
も
、
ス
マ

ナ
サ
ー
ラ
長
老
が
お
い
で
に
な
り
、
ご
講
話

を
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
に
新
井
寺
で
拝
聴
し
た
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ

長
老
の
お
話
は
、
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す

く
、
そ
れ
故
に
心
に
響
い
て
く
る
も
の
を
感

じ
ま
し
た
。
ま
た
、
昼
食
に
は
ネ
パ
ー
ル
ス

タ
イ
ル
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
が
用
意
さ
れ
ま
す
。 

興
味
の
あ
る
方
、
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
お
気
軽
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
ど
な

た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。
み
な
さ
ま

の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

     

「
ブ
ッ
ダ
・
ジ
ャ
ン
テ
ィ
」 

五
月
二
十
五
日
（
日
）
新
井
寺
に
お
い
て 

午
前
十
時
こ
ろ
か
ら
三
時
こ
ろ
ま
で 

会
費 

千
円
（
昼
食
代
を
ふ
く
む
） 

愛
知
専
門
尼
僧
堂
と 

伊
勢
神
宮
参
拝
の
旅 

 
 

十
月
三
日
（
金
）
～
四
日
（
土
） 

一
泊
二
日
の
全
行
程
バ
ス
の
旅
で
す 

旅
費 

三
万
五
千
円 

◎ 

詳
細
は 

別
紙
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

◎ 

ご
不
明
な
点
は
、
お
気
軽
に
お
た
ず
ね 

く
だ
さ
い
。 
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お
は
な
の 

お
は
な
し 

「
大
菊
」
に
つ
い
て 

 

       

菊
は
日
本
を
代
表
す
る
花
の
ひ
と
つ
で
、

菊
と
い
え
ば
、
多
く
の
日
本
人
は
「
仏
さ
ま
」

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

近
年
、
品
種
改
良
が
す
す
み
、
ス
プ
レ
ー
菊
、

ピ
ン
ポ
ン
菊
、
ア
ナ
ス
タ
シ
ア
な
ど
の
西
洋

菊
と
い
わ
れ
る
菊
が
お
祝
い
の
花
と
し
て

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
の 

『
あ
き
ば
さ
ん
』
で
は
、
菊
に
つ
い
て
私
の

知
っ
て
い
る
こ
と
を
お
伝
え
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
第
一
回
目
は
、「
大
菊
」

に
つ
い
て
で
す
。 

大
菊
の
色
は
赤
・
白
・
黄
色
の
三
色
で
、

日
本
、
中
国
、
台
湾
な
ど
で
栽
培
さ
れ
た
も

の
が
日
本
で
は
出
回
っ
て
い
ま
す
。
一
見
、

ど
の
菊
も
同
じ
に
見
え
ま
す
が
、
品
種
も

様
々
で
、
日
持
ち
も
品
種
や
産
地
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。 

花
屋
秋
葉
山
で
は
、
日
持
ち
が
よ
く
、
見

た
目
も
美
し
い
、
愛
知
県
渥
美
半
島
の
菊
を 

通
常
は
一
本 

百
五
十
円
、
お
盆
・
お
彼
岸
・

年
末
は
一
本 

二
百
円
で
販
売
し
て
い
ま
す
。 

愛
知
県
渥
美
半
島
は
、
日
本
一
の
菊
の
産

地
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
あ
わ
せ
て
、

良
質
の
品
種
が
栽
培
、
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
照
時
間
を
短
く
す
る
と
花
芽
を
つ
け
る 

と
い
う
菊
の
性
質
を
利
用
し
、
菊
は
「
電
照

栽
培
」
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
夜
間
を
通
し
て

菊
を
電
気
で
照
ら
す
こ
と
で
、
花
芽
を
つ
け

る
の
を
遅
く
し
、
出
荷
時
期
を
調
節
し
て
い

る
た
め
、
現
在
で
は
、
一
年
を
通
し
て
菊
を

購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

菊
の
水
揚
げ
方
法
は
、
手
で
折
り
、
た
っ

ぷ
り
水
の
入
っ
た
花
瓶
に
い
れ
る
こ
と
で
す
。

ま
た
、
直
射
日
光
を
避
け
、
風
に
当
た
ら
な

い
場
所
に
お
く
こ
と
で
、
長
く
持
た
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

 

花
屋 

秋
葉
山 

店
主
し
る
す 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 

集 

後 

記 

今
春
、
尼
僧
堂
を
お
い
と
ま
し
て
十
年
が 

過
ぎ
ま
し
た
。
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
あ
っ
と
い
う

間
と
い
う
気
が
し
ま
す
が
、
十
年
と
い
う
月
日

を
思
う
と
、
そ
れ
な
り
の
重
み
を
感
じ
ま
す
。

た
っ
た
十
年
で
何
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
と

考
え
る
一
方
で
、
な
か
な
か
成
長
し
な
い
自
分

の
未
熟
さ
を
思
う
と
、
慚
愧
に
堪
え
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
こ
の
道
の
は
る
か
な
る
こ
と
を
改
め

て
感
じ
て
い
ま
す
。 

三
十
歳
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、
あ
る
老
師
に
、「
和

尚
さ
ん
の
三
十
代
・
四
十
代
は
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
学
び
吸
収
し
、
和
尚
と
し
て
も 

人
間

と
し
て
も
基
礎
力
を
養
う
時
期
で
す
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
経
験
や
知
識
の

蔵
が
豊
か
に
な
る
が
故
に
、
大
切
な
こ
と
を 

ど
こ
か
に
忘
れ
て
き
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
培
っ
た
経
験
や

知
識
が
修
行
や
生
き
る
道
の
妨
げ
に
な
ら 

な
い
よ
う
に
、
謙
虚
さ
と
初
心
を
忘
れ
る
こ
と

な
く
、
ゆ
る
が
せ
な
い
半
歩
一
歩
を
つ
み
重
ね

て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、 

 

そ
の
学
び
や
経
験
が
深
く
熟
さ
れ
て
い
く
よ
う

な
半
歩
一
歩
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

今
後
と
も
、
子
ど
も
和
尚
の
成
長
を
あ
た
た

か
く
見
守
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
く
思
い

ま
す
。
時
節
柄
、
ど
う
ぞ
、
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

編
集
小
子 

合
掌 

花
屋 

秋
葉
山 

〇 

営
業
時
間 

九
時
～
十
四
時 

そ
の
他
ご
希
望
に
応
じ
て 

 

お
盆
・
お
彼
岸
は
十
七
時
ま
で 

〇 

定
休
日 

水
・
木 

お
墓
参
り
の
お
花
一
対
（
十
本
） 

千
五
百
円
～
（
通
常
） 


