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春
彼
岸
の
到
来 

コ
ロ
ナ
禍
収
束
に
向
か
っ
て 

当 
山 
住 

持 
 

 
 

                  

        

暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
の
「
春
彼
岸
」
の
到

来
で
す
。 

今
年
の
春
彼
岸
は
、
世
界
中
を
、
日
本
中
を

恐
怖
と
不
安
に
苦
し
め
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
も
よ
う
や
く
収
束
の
兆
し
を
見

せ
、
世
界
の
人
び
と
の
人
生
が
平
和
な
日
常

生
活
に
向
け
て
動
き
は
じ
め
た
よ
う
で
す
。 

さ
ら
に
、
日
本
の
春
を
代
表
す
る
桜
も
開

花
し
、
爛
漫
な
春
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
お
彼
岸

は
、
一
年
を
通
じ
て
春
秋
の
好
時
節
に
毎
年

必
ず
や
っ
て
き
ま
す
。
日
本
人
に
と
っ
て
、
年

中
の
国
民
行
事
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

人
生
は
、
毎
日
毎
日
、
毎
月
毎
月
、
毎
年
毎

年
、
四
六
時
中
、
喜
怒
哀
楽
、
山
谷
の
日
常
生

活
が
く
り
返
さ
れ
、
過
ぎ
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
の

苦
楽
の
人
生
に
あ
っ
て
、
私
共
は
如
何
に
し

て
、
世
の
た
め
、
人
の
た
め
、
家
族
・
自
分
自

身
の
た
め
に
、
平
和
な
理
想
の
世
界
で
あ
る

彼
岸
の
境
地
に
忍
耐
強
く
努
力
精
進
し
て
生

か
さ
れ
て
い
く
か
が
、
人
生
の
大
切
な
意
義
・

目
的
で
す
。 

お
彼
岸
の
た
び
に
ご
案
内
し
、
布
教
教
化
し

て
お
り
ま
す
通
り
、
仏
教
的
に
は
、
お
釈
迦
様

は
彼
岸
の
世
界
に
到
る
修
行
、
勉
強
法
と
し
て

「
六
波
羅
蜜

ろ

く

は

ら

み

つ

」
の
教
え
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

人
び
と
は
皆
、
仏
教
に
、
信
仰
の
世
界
に
、

平
和
と
安
寧
を
願
い
、
求
め
て
生
か
さ
れ
て
い

ま
す
。
ど
う
ぞ
、
自
分
自
身
、
ご
家
族
、
ご
縁

の
皆
様
方
の
人
生
が
少
し
で
も
心
豊
か
に
、
平

和
で
あ
り
ま
す
よ
う
、
こ
の
「
六
波
羅
蜜
」
の

教
え
を
、
お
互
い
に
半
歩
で
も
一
歩
で
も
実
践

し
、
切
磋
琢
磨
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

願
わ
く
は 

こ
の
功
徳
を
も
っ
て
普
く
一
切
に
及
ぼ
し 

 

わ
れ
ら
と
衆
生
と
皆
共
に 

仏
道
を
成
ぜ
ん
こ
と
を 

合
掌 
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    あきばさん  

 
    ●

大
遠
忌
と
は 

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
を
開
か
れ
た
お
祖
師

様
や
大
本
山
の
発
展
に
深
く
か
か
わ
っ
た

お
祖
師
様
の
報
恩
法
要
を
「
大
遠
忌

」
と
呼
び
ま
す
。
五
十
回
忌
以
降
は
、

五
十
年
ご
と
に
特
別
な
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。

明
年
、
二
〇
二
四
年
は
、
太
祖
瑩
山

た
い
そ
け
い
ざ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

様

の
七
〇
〇
回
大
遠
忌
を
迎
え
ま
す
。 

瑩
山
禅
師
様
は
、
大
本
山
總
持
寺

そ

う

じ

じ

を
開
か

れ
、
道
元
禅
師
様
・
歴
代
の
お
祖
師
様
方
に

よ
っ
て
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
お
釈

迦
様
の
教
え
を
全
国
に
広
め
て
、
こ
ん
に
ち

の
曹
洞
宗
の
礎
を
築
か
れ
ま
し
た
。 

        

    鎌
倉
時
代
後
期
、
疫
病
や
戦
乱
な
ど
、
混
迷

す
る
困
難
な
時
代
に
、「
和
合

」
の
心

で
、
身
分
や
性
別
な
ど
の
区
別
な
く
、
あ
ま
ね

く
人
び
と
を
救
わ
れ
、
わ
た
し
た
ち
の
心
の
支

え
と
な
る
多
く
の
教
え
を
遺
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
一
三
二
五
年
に
六
十
二
歳
で
（
五
十
八

歳
説
も
あ
り
）

遷
化
（
せ
ん
げ
・
亡
く
な
る
こ
と
）

さ

れ
て
い
ま
す
。 

大
遠
忌
に
ち
な
み
、
本
年
か
ら
明
年
に
か

け
て
、
大
本
山
總
持
寺
を
は
じ
め
、
国
内
外
の

曹
洞
宗
寺
院
で
は
、
瑩
山
禅
師
様
へ
の
報
恩

法
要
・
行
持
が
つ
と
め
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、

本
誌
に
お
い
て
も
、
そ
の
ご
生
涯
や
教
え
を
、

と
く
に
梅
花
流
詠
讃
歌
の
歌
詞
を
通
じ
て
改

め
て
学
び
、
禅
師
様
の
御
遺
徳
を
お
偲
び
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
、
ご
生
誕
か
ら
ご

出
家
ま
で
を
学
び
ま
す
。 

◆
太
祖
瑩
山
禅
師
誕
生
御
和
讃 

（
一
）
此こ

の
世よ

の
人ひ

と

を
救す

く

う
べ
き 

良よ

き
子こ

を
わ
れ
に
授さ

ず

け
よ
と 

真
心

ま
ご
こ
ろ

こ
め
て
母は

は

ぎ
み
は 

観
音

か
ん
の
ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

に
い
の
ら
る
る 

（
二
）
時と

き

し
あ
た
か
も
母は

は

ぎ
み
は 

越
路

こ

し

じ

の
旅た

び

に
お
わ
し
け
り 

因
縁

ゆ

か

り

も
深ふ

か

く
御
名

お

ん

な

を
ば 

行
生
麿

ぎ
ょ
う
し
ょ
う
ま
ろ

と
呼よ

び
た
も
う 

（
三
）
誓
願

ね

が

い

か
な
い
て
生う

ま
れ
し
は 

世よ

に
も
め
で
た
き
御
子

み

こ

に
し
て 

救
世

ぐ

ぜ

の
御
姿

み
す
が
た

お
の
ず
か
ら 

そ
な
わ
り
た
も
う
ぞ
有
難

あ
り
が
た

き 

ご
生
誕
の
様
子
が
お
唱
え
さ
れ
て
い
ま
す
。 

瑩
山
禅
師
様
は
、
鎌
倉
時
代
、
文
永
元
（
一

二
六
四
）

年
十
月
八
日(

陽
暦
十
一
月
二
十
一
日
）
、

越
前
国
（
福
井
県
）

に
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し

た
（
一
二
六
八
年
誕
生
説
も
あ
り
）
。
瑩
山
禅
師

様
の
母
ぎ
み
の
名
前
を
「
懐
観
大
姉
（
え
か
ん

だ
い
し
）
」
と
い
い
ま
す
。
懐
観
大
姉
が
三
十
七

歳
の
と
き
の
こ
と
で
し
た
。 

懐
観
大
姉
は
観
音
様
の
信
仰
が
深
く
、
懐
妊

す
る
と
、
毎
日
毎
日
、
観
音
様
を
念
じ
て
礼
拝

し
、『
観
音
経
』
を
読
ん
で
観
音
堂
を
お
参
り

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に

な
る
人
に
な
る
よ
う
に
と
、
お
腹
の
子
ど
も

の
成
長
を
祈
ら
れ
た
の
で
し
た
（
一
番
）
。 

梅
花
流
詠
讃
歌
に
学
ぶ
瑩
山
禅
師
様 

七
〇
〇
回
大
遠
忌

に
ち
な
ん
で 
 

太祖常 済大師  瑩山禅師様  

「三尊仏」むかって左のお祖師様 
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懐
観
大
姉
が
出
産
の
た
め
に
産
屋
（
観
音

堂
）
に
向
か
う
途
中
に
瑩
山
禅
師
様
が
お
生

ま
れ
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、「
行
生
（
ぎ
ょ
う

し
ょ
う
）
」
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
（
二
番
）
。 

瑩
山
禅
師
様
は
、
母 

懐
観
大
姉
の
観
音
様

へ
の
願
行
に
よ
っ
て
誕
生
さ
れ
た
の
で
す
。

「
観
音
様
の
授
け
子
」
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。 

日
本
に
仏
教
が
伝
わ
っ
て
以
来
、
観
音
様

は
多
く
の
人
び
と
に
親
し
ま
れ
、
心
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
観
音
様
の
お
慈
悲
の
も
と
に
誕
生
さ
れ

た
瑩
山
禅
師
様
は
、
母
の
お
も
い
も
通
じ
、

そ
の
慈
悲
の
念
を
生
き
と
し
生
け
る
す
べ

て
の
人
び
と
の
し
あ
わ
せ
の
た
め
に
役
立

て
よ
う
（
衆
生
済
度
：
し
ゅ
じ
ょ
う
さ
い
ど

）
と

誓
願
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
（
三
番
）
。 

          

 

◆
太
祖
瑩
山
禅
師

修

行

御
和
讃
（
菩
提
） 

（
一
）
み
ほ
と
け
を 

お
ろ
が
み
ま
つ
り
う
る
わ
し
き 

春は
る

も
や
よ
い
の
越こ

し
の
山や

ま 

道み
ち

を
求も

と

め
て
八や

つ
の
齢と

し 

名な

を
紹

瑾

じ
ょ
う
き
ん

と
あ
ら
た
め
ぬ 

こ
の
曲
に
は
、
幼
少
時
代
、
修
行
時
代
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
お
唱
え
さ
れ
て
い
ま
す
。 

信
仰
心
の
篤
い
母
ぎ
み
の
慈
愛
の
も
と
に

育
て
ら
れ
た
瑩
山
禅
師
様
は
、
母
の
姿
を
見
て
、

幼
い
頃
か
ら
仏
道
へ
の
志
を
募
ら
せ
て
い
た
と

い
い
ま
す
。
石
を
積
ん
で
宝
塔
を
建
て
た
り
、

土
を
こ
ね
て
仏
像
を
つ
く
っ
た
り
し
て
遊
ぶ

少
年
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
様
子
が
、「

〈
拝
み
た
て
ま
つ
る
〉
」
と
詠
わ
れ

て
い
ま
す
。 

六
歳
の
頃
に
は
出
家
の
意
思
を
か
た
め
ら

れ
、
両
親
に
願
い
で
る
も
許
さ
れ
ず
、
断
食
を

し
て
そ
の
決
意
の
ほ
ど
を
示
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
文
永
八
（
一
二
七
一
）
年
、

八
歳
の
春
、
永
平
寺
に
上
ら
れ
る
の
で
し
た
。 

永
平
寺
で
最
初
に
お
会
い
し
た
の
が
、
生
涯

の
師
と
な
る
徹
通

て
っ
つ
う

義
介

ぎ

か

い

禅
師
様
（
一
二
一
九
～

一
三
〇
九
）

で
し
た
。 

瑩
山
禅
師
様
の
母
方
の
祖
母
明
智

み
ょ
う
ち

優
婆
夷

う

ば

い

は
、
道
元
禅
師
様
に
参
禅
さ
れ
た
信
心
の
深

い
在
家
信
者
で
し
た
。
義
介
禅
師
様
も
道
元

禅
師
様
に
師
事
し
修
行
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

お
二
人
は
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
ま
す
。 

当
時
、
義
介
禅
師
様
は
五
十
代
半
ば
。
瑩
山

禅
師
様
を
僧
侶
と
し
て
育
て
る
知
識
も
ご
経

験
も
豊
富
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
義
介
禅
師
様
は
老
齢
の
お
母
様
へ
の
孝

行
の
思
い
が
深
く
、
お
母
様
の
養
護
の
た
め

に
、
瑩
山
禅
師
様
の
養
育
は
永
平
寺
第
二
代 

孤
雲
懐
弉

こ

う

ん

え

じ

ょ

う

禅
師
様
（
一
一
九
八
～
一
二
八
〇
）
に
託

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
義
介
禅

師
様
の
す
す
め
で
懐
弉
禅
師
様
に
つ
い
て
正

式
な
僧
侶
と
な
り
（
得
度

と

く

ど

）
、「
行

生

ぎ
ょ
う
し
ょ
う

」
か
ら

「
紹
瑾

じ
ょ
う
き
ん

」
と
名
を
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
瑩
山

禅
師
様
は
、
懐
弉
禅
師
様
の
最
後
の
お
弟
子

様
と
な
り
ま
し
た
。
建
治
二
（
一
二
七
六
）
年
二

月
、
十
三
歳
の
と
き
の
こ
と
で
し
た
。 

以
後
、
瑩
山
禅
師
様
は
、
求
道
の
志
を
さ
ら

に
深
く
さ
れ
、
仏
道
修
行
に
い
よ
い
よ
邁
進
さ

れ
て
い
く
の
で
し
た
。
そ
の
ご
修
行
の
様
子
に

つ
い
て
は
、
次
号
に
て
。 

つ
づ
く 

（
副
住
職
し
る
す
） 

真心こめて母ぎみは 

観音菩薩にいのらるる 
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み
な
さ
ま
へ 

◎ 
月
例
行
持
を
再
開
し
ま
す 

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
月
例
行
持
（
坐
禅
会
・

写
経
会
・
梅
花
講
）
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
し
た
が
、
社
会
的
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
規
制
が
緩
和
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を

受
け
、
ま
も
な
く
再
開
の
予
定
で
す
。
再
開

に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
引
続
き
、
マ
ス
ク
着

用
・
消
毒
な
ど
の
感
染
対
策
を
行
な
っ
て
ま

い
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ

ど
、
よ
ろ
し
く
御
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

再
開
の
時
期
な
ど
、
く
わ
し
く
は
、
お
気

軽
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 

◎ 

振
替
口
座
を
ご
活
用
く
だ
さ
い 

新
井
寺
で
は
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
振
替

口
座
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
ご

活
用
く
だ
さ
い
。 

記
号
番
号 

振
替0

0
1

5
0

-2
-2

8
2

9
6

8
 

こ
れ
か
ら
の

し
ん
せ
い
じ
の
行
持 

ど
な
た
で
も
参
加
い
た
だ
け
ま
す 

三
月
二
十
一
日 

春
ひ
が
ん
法
要 

四
月
八
日 

 
 

釈
尊
降
誕
会 

六
月
九
日 

 
 

先
代
住
職
報
恩
忌 

七
月
十
六
日 

 
 

お
せ
が
き
法
要 

九
月
二
十
三
日 

 

秋
ひ
が
ん
法
要 

十
一
月
十
八
日 

 

秋
葉
火
坊
大
祭 

十
二
月
八
日 

 
 

釈
尊
成
道
会 

十
二
月
三
十
一
日 

年
越
し
坐
禅
会 

※ 

変
更
や
中
止
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す 

⚫
 

月
例
坐
禅
会 

 

⚫
 

月
例
写
経
会 

 

⚫
 

梅
花
講
（
御
詠
歌
）
月
二
回 

午
前
九
時
半 

※ 

月
例
行
持
の
日
時
は 

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い 

                  

編 

集 

後 

記 

坐
禅
の
つ
と
め
ば
か
り
深
切
ま
こ
と

あ
り
て
、
ひ
ま
の
時
は
い
た
ず
ら
な
り

と
、
お
ぼ
し
め
し
候
は
、
き
わ
め
た
る

用
心
の
た
が
う
こ
と
に
て
候
。 

大
智

た

い

ち

禅
師

ぜ

ん

じ

『
十
二
時

じ
ゅ
う
に
と
き

法
語
』 

『
十
二
時
法
語
』
に
は
、
一
日
二
十
四
時
間
の

生
き
方
、
そ
の
心
が
ま
え
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

禅
宗
に
お
い
て
、
坐
禅
は
大
切
な
修
行
の
ひ
と
つ

で
す
。
し
か
し
、
坐
禅
ば
か
り
を
一
生
懸
命
に
行

な
い
、
そ
れ
以
外
は
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
道
に
か
な
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ど

ん
な
こ
と
に
も
、
真
摯
に
、
心
を
尽
く
し
て
、
て

い
ね
い
に
向
き
あ
う
こ
と
の
大
切
さ
が
説
か
れ

て
い
る
の
で
す
。 

Ｗ
Ｂ
Ｃ
（
ワ
ー
ル
ド
・
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
ク
ラ
シ
ッ

ク
）
が
開
幕
し
、
侍
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
の
快
進
撃
が
報

道
さ
れ
る
一
方
で
、
野
球
だ
け
を
大
切
に
す
る
の

で
は
な
く
、
人
に
も
、
も
の
に
も
、
行
な
い
に
も
、

日
常
生
活
の
何
気
な
い
一
つ
ひ
と
つ
も
お
ろ
そ

か
に
し
な
い
選
手
た
ち
の
姿
が
し
ば
し
ば
伝
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
選
手
た
ち
の
そ
う
い
う
姿
が
、

侍
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
の
強
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
、
大
智
禅
師
の
教
え
の
深
さ
を
改
め
て

学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
お
も
い
で
す
。 

春
の
好
時
節 

ご
自
愛
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

編
集
小
子 

合
掌 

令
和
五
年 

年
回
供
養
表 

一
周
忌 

 

令
和
四
（
二
〇
二
二
）

年 

三
回
忌 

 

令
和
三
（
二
〇
二
一
）

年 

七
回
忌 

 

平
成
二
九
（
二
〇
一
七
）

年 
十
三
回
忌 

平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）

年 

十
七
回
忌 

平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）

年 

二
三
回
忌 
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）

年 

二
七
回
忌 

平
成
九
年
（
一
九
九
七
）

年 

三
三
回
忌 

平
成
三
年
（
一
九
九
一
）

年 

三
七
回
忌 

昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）

年 

四
三
回
忌 

昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）

年 

四
七
回
忌 

昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）

年 

五
十
回
忌 

昭
和
四
九
（
一
九
七
四
）

年 

百
回
忌 

 

大
正
十
三
（
一
九
二
四
）

年 


