
゛

.苑
蓬
儀
礼
現
状
を

「
場
所
」
三
章
戸
」
か
ら
ぢ
君

の
現
状
を
考
え
る
@

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
で
は
、
め

ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
葬
儀
の
現
状
に
つ
い

て
、
 
T
V
 
・
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
を
始
め
、
論
文
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
講
演
な

こ
こ
ろ

ど
情
報
収
集
を
行
い
、
分
析
を
試
み
て
い
ま
す
。

ま
た
、
葬
祭
業
者
を
対
象
と
し
た
聞
き
取
り
調

査
も
実
施
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
も

と
に
、
前
号
に
引
き
続
き
、
今
号
、
次
号
に

わ
け
て
、
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

調
査
や
資
料
の
分
析
作
業
の
な
か
で
、
葬
送

儀
礼
は
、
執
行
す
る
場
所
、
僧
侶
や
遺
族
・
参

列
者
に
ょ
っ
て
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
様
相
を
み
せ
る

浄
士
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所

11

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
特
に
葬
祭
業

者
や
現
場
の
僧
侶
の
方
々
か
ら
は
、
葬
送
儀
礼ご

ん

と
ら

を
行
う
「
場
所
」
の
捉
え
方
と
僧
侶
が
行
う
勤

ぎ
ょ
う

お
ん
じ
ょ
・
ワ

行
や
法
話
な
ど
の
「
音
声
」
に
つ
い
て
、
エ

夫
や
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
る
声
が
多
く
確
翠

き
ま
し
た
0

今
号
で
は
、
こ
の
「
場
所
」
と
「
音
声
」
を

ヘ

中
心
に
取
り
上
げ
、
葬
送
儀
礼
の
現
状
か
ら
何

が
い
ぇ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

葬
送
儀
礼
の
現
状
を

ー
、

「
場
所
」
か
ら
考
え
る

■
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
「
場
所
」
の
変
化

近
年
の
葬
送
儀
礼
に
は
大
き
な
変
化
が
2
つ

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ー
つ
は
遺
族
や
近
隣
住
民
に

こ
"
'

よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
葬
儀
の
役
割
が
、
葬
祭

業
者
に
ょ
っ
て
代
替
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
、
も
う
ー
つ
は
、
葬
儀
の
場
所
が
自
宅
か
ら

葬
儀
会
館
へ
移
行
す
る
と
い
う
場
所
の
変
化
で

す
。
特
に
後
者
は
都
市
に
限
ら
ず
、
農
村
・
山

村
・
漁
村
な
ど
、
い
た
る
所
に
葬
儀
会
館
が
開

設
さ
れ
、
そ
こ
で
葬
送
儀
礼
が
執
行
さ
れ
る
風

景
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
0
 
1
9
8
0
年
代
、
 
1
0
0
0
軒
未
満
だ
っ

た
葬
儀
会
館
が
、
 
2
0
1
4
年
現
在
で
は
8
0

0
0
軒
近
く
に
な
っ
て
い
る
と
い
、
?
デ
ー
タ
も

あ
り
ま
す
0
 
こ
の
よ
う
に
自
宅
か
ら
葬
儀
会
館

へ
と
「
場
所
」
が
移
行
し
て
い
る
訳
で
す
が
、

と
も
な

そ
れ
に
伴
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
各
地
域
に
伝
承
さ
れ
根
付

い
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
習
俗
」
で
す
。
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皿
各
地
に
根
付
く
習
俗
の
「
消
滅
」

日
本
全
国
の
各
地
域
に
は
、
実
に
さ
ま
、
ざ
ま

な
習
俗
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
遺
体
を
火
葬

場
へ
見
送
る
際
に
行
う
「
茶
碗
割
り
」
、
遺
体

力
ん
お
け

の
入
っ
た
棺
桶
を
ま
わ
す
「
棺
桶
ま
わ
し
」
な

ど
は
そ
の
代
表
的
な
事
例
で
す
。
ま
た
、
鉐
日

ち
.
う
い
ん
わ
ら
じ
,
ベ

の
中
陰
に
あ
わ
せ
て
、
草
靴
に
滑
り
止
め
と

し
て
あ
ん
こ
を
塗
る
も
の
や
、
葬
儀
を
自
宅
で

の
き
し
た

執
り
行
っ
た
後
棺
桶
を
軒
下
に
落
と
す
「
棺

桶
落
と
し
」
な
ど
、
特
色
あ
る
風
習
を
聞
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
他
に
も
習
俗
は
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く
が
、
民
俗
学
な
ど

で
「
ケ
ガ
レ
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
「
死
」

ふ

を
避
け
る
べ
き
畏
怖
の
対
象
と
捉
え
る
死
生
観

が
背
景
と
し
て
あ
り
、
各
地
域
に
根
付
い
た
も

の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

2
0
1
5
年
Ⅱ
月
下
旬
、
習
俗
や
民
俗
を
調

査
研
究
し
て
い
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
関

沢
ま
ゆ
み
教
授
を
訪
問
し
、
葬
儀
の
現
状
に
つ

ロ
,
カ

い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
0
 
関
沢
先
生
に
ょ
る

と
、
 
1
9
9
0
年
代
以
前
の
葬
儀
は
、
血
縁

地
縁
の
関
係
者
が
中
、
心
と
な
っ
て
執
行
し
て
い

た
が
、
 
1
9
9
0
年
代
に
入
る
と
葬
祭
業
者
が

■
葬
送
儀
礼
の
「
場
所
」
か
ら
、
今
後
の
展
望
を
考
え
る

真
宗
の
「
習
俗
」
も
各
地
に
存
在
し
ま
す
。

真
{
示
の
習
俗
は
、
も
ち
ろ
ん
上
述
の
よ
う
な
ケ

ガ
レ
観
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例

え
ば
、
親
聖
人
の
ご
命
日
に
ち
な
ん
で
毎
月

し
ょ
う
じ
ん

M
日
に
精
進
料
理
を
食
べ
る
習
慣
や
、
葬
儀

お
、
0
じ
ょ
う

の
際
に
亡
き
故
人
の
往
生
を
祝
う
赤
飯
と
死

別
の
悲
し
み
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
か
ら
し

汁
が
振
る
舞
わ
れ
る
な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な

も
の
と
い
ぇ
る
で
し
ょ
う
0
 
一
方
で
、
「
門
徒

も
の
知
ら
ず
」
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
真
{
示
門

徒
は
迷
信
め
い
た
事
柄
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ

と
も
、
真
{
示
の
習
俗
の
特
徴
と
し
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
、
つ
0

「
習
俗
」
と
は
、
人
間
の
本
能
的
反
応
に
由

来
す
る
慣
習
が
制
度
化
さ
れ
、
集
団
を
規
制
し

統
合
を
強
化
す
る
機
能
を
も
つ
も
の
と
一
般
に

Ⅷ

説
明
さ
れ
ま
す
が
、
一
一
言
で
い
ぇ
ば
、
「
社
会

の
な
ら
わ
し
」
と
表
現
さ
れ
ま
す
。
仏
教
的
な

習
俗
も
各
地
域
に
根
付
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事

に
伴
っ
て
、
親
か
ら
子
へ
、
先
輩
か
ら
後
輩
へ

と
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
確
か
に

「
習
俗
」
は
、
真
{
示
の
み
教
え
と
齢
語
を
き
た

取
り
仕
切
る
よ
、
つ
に
な
り
、
 
2
0
0
0
年
代
に

入
る
と
全
国
各
地
で
習
俗
が
無
く
な
り
つ
つ
ぁ

る
と
い
う
事
実
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
、
士
葬
か
ら
火
葬
に
移
行
す
る
な

ど
、
葬
儀
に
関
す
る
変
化
は
多
々
あ
り
ま
し
た

が
、
な
ぜ
今
に
な
っ
て
習
俗
が
消
え
て
い
る
の

゛
、
、

か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
関
沢
先
生
は
、
「
葬

送
儀
礼
を
行
う
場
所
の
変
化
」
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
葬
送
儀
礼
は
、
自
宅
で
行
わ
れ
る

こ
と
が
大
半
で
し
た
。
「
日
常
」
の
空
間
で
あ

る
自
宅
で
「
非
日
常
」
の
葬
送
儀
礼
を
行
っ
て

い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
「
非
日
常
」
か
ら
ま

た
「
日
常
」
の
空
間
に
戻
す
作
業
と
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
地
域
で
習
俗
が
行
わ
れ
て
い
た
と
先

生
は
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
会
館
で
葬
儀

を
行
う
よ
う
に
な
る
と
、
「
日
常
」
に
戻
す
習

俗
は
不
必
要
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
、
瑚
白

俗
の
消
滅
す
る
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

先
生
は
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
習
俗

の
消
滅
は
、
日
本
人
が
従
来
も
っ
て
い
た
「
死

生
観
」
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

葬送儀礼の現状を考える
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す
も
の
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
す
。
し
か
し
、

「
死
生
観
」
を
形
成
す
る
制
度
と
し
て
機
能
し

て
お
り
、
何
よ
り
も
日
常
の
生
活
と
密
接
で
あ

る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
み
教
え
を
伝
え
る

上
で
も
重
要
な
要
素
と
い
ぇ
る
で
し
ょ
、
?
。

葬
送
儀
礼
を
執
行
す
る
「
場
所
」
が
会
館
へ

と
移
行
し
、
従
来
の
「
死
生
観
」
が
変
化
し
て

き
て
い
る
今
、
あ
ら
た
な
「
習
俗
」
が
求
め
ら

れ
、
そ
れ
を
構
築
し
て
い
く
契
機
で
あ
る
と
み

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
、
つ
か
。
現
在
、
葬

送
儀
礼
の
場
に
お
い
て
、
仏
教
讃
歌
「
み
仏
に

い
だ
か
れ
て
」
が
唱
和
さ
れ
て
い
る
光
景
が
広

つ
や

が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
通
夜
や
葬
儀
に
て

し
ょ
、
守
L
ん
げ

正
信
喝
」
を
参
列
者
と
一
緒
に
お
勤
め
す
る

工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
よ
く
聞
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
現
代
の
葬
儀
事
情

の
な
か
で
失
わ
れ
て
い
く
宗
教
的
感
性
の
醸
成

0
左
力

を
促
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
。
こ
う
し
た
行
為
が
「
習
俗
」
化
(
な
ら
わ

し
と
な
る
こ
と
)
す
る
こ
と
で
、
百
系
の
「
死

生
観
」
を
伝
え
る
「
場
」
と
し
て
の
葬
送
儀
礼

が
あ
ら
た
に
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ま
す
0

2
0
1
5
年
3
月
に
刊
行
さ
れ
た
浄
土
真
{
示

本
願
寺
派
編
一
い
の
ち
と
死
を
み
つ
め
て
Ⅷ
4

き
ず
む

ご
え
ん
工
結
ぶ
総
か
ら
広
が
る
ビ
縁
へ
、
』
で

葬
儀
の
場
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
し
て

、

はい
ま
す
。

葬
儀
の
場
と
は
、
先
立
た
れ
た
方
と
の
ご
縁
、

故
人
と
出
あ
っ
た
人
々
と
の
ご
縁
、
そ
し
て

仏
さ
ま
と
の
ご
縁
と
い
う
3
つ
の
ご
縁
が
結

び
つ
い
て
い
く
と
こ
ろ
で
す
0
 
そ
し
て
、
 
3

つ
の
ご
縁
が
出
あ
う
と
こ
ろ
に
、
葬
儀
の
{
示

教
的
な
意
味
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
(
1
頁
)

現
代
の
状
況
に
応
じ
て
、
先
立
た
れ
た
方
と

の
ご
縁
、
故
人
と
出
あ
っ
た
人
々
と
の
ご
縁
、

そ
し
て
仏
さ
ま
と
の
ご
縁
が
結
ぱ
れ
る
葬
送
儀

礼
の
「
場
」
と
な
る
よ
う
、
日
常
か
ら
は
た
ら

き
か
け
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
や
考
え
方
が
各

地
の
「
習
俗
」
と
し
て
根
付
く
よ
う
な
活
動
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
代
の
葬
送
儀
礼
の
場
に
、
宗
教
的
な
意
味
合

い
を
^
め
て
問
う
て
い
く
た
め
に
は
、
日
^
吊
の

行
為
や
は
た
ら
き
か
け
か
ら
見
直
す
こ
と
が
大

切
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
0

■
交
錯
す
る
「
童
戸
」

葬
送
儀
礼
の
「
場
所
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

「
音
」
が
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
は
そ
こ
に
集
ま

お
ん
じ
ょ
う

る
「
人
」
の
発
す
る
「
音
声
」
と
も
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
悲
嘆
の
声
・
一
涙
す
る

し
の

ど
き
ょ
、
ワ

声
・
偲
ぶ
声
・
読
経
の
声
、
法
を
伝
え
る
声
、

こ
、
ワ
キ
(

ま
さ
に
葬
送
儀
礼
は
さ
ま
、
ざ
ま
な
音
声
が
交
錯

す
る
場
所
と
い
ぇ
る
で
し
ょ
、
つ
0

葬
送
儀
礼
に
お
け
る
音
声
に
注
目
し
て
僧
侶

の
役
割
を
考
え
た
時
、
遺
族
の
方
は
僧
侶
に
何

を
求
め
、
何
に
期
待
し
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
当
研
究
所
で
は
2
0
1
3
年
に
、
葬
送

儀
礼
に
関
す
る
各
葬
祭
業
者
へ
の
聞
き
取
り
調

.
Ⅳ

査
を
実
施
し
ま
し
た
0
 
そ
こ
で
僧
侶
に
求
め
ら

れ
て
い
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、

「
勤
行
」
と
「
法
話
」
と
い
う
2
つ
の
ポ
イ
ン

ト
で
し
た
0 葬

送
儀
礼
の
現
状
を

2
、

「
音
声
」
か
ら
考
え
る
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皿
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
「
勤
行
」

近
年
、
家
族
葬
や
直
葬
の
増
加
な
ど
を
通
し

い
ち
じ
る

て
、
著
し
く
葬
儀
の
形
態
が
変
化
し
て
い
ま

ち
と
く
,
て
、
0

す
。
な
か
で
も
宗
教
者
を
招
か
な
い
直
葬
の

増
加
は
、
現
代
の
葬
儀
問
題
を
語
る
上
で
は
避

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
葬
祭
業
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
で

は
、
直
葬
を
な
さ
れ
た
遺
族
の
方
が
、
「
故
人

を
し
つ
か
り
と
見
送
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
」
「
お
勤
め
の
一
つ
も
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」
と
い
う
後
悔
の
念
に
か
ら
れ
て
、
後

に
僧
侶
を
招
い
て
勤
行
を
希
望
さ
れ
る
方
が
少

な
か
ら
ず
い
ら
っ
し
や
る
、
と
い
う
実
態
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
加
え
て
「
宗
派
の
作
法

の
0
と

て
い
ね
い

に
則
っ
た
、
丁
寧
な
勤
行
」
を
、
遺
族
の
方
が

望
ま
れ
て
い
る
と
の
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
と
も
関
連
し
ま
す
が
、
昨
今
、
イ

ン
タ
ー
、
不
ツ
ト
を
窓
口
に
し
て
、
葬
儀
や
法
事

に
依
頼
さ
れ
た
僧
侶
を
派
遣
す
る
と
い
う
シ
ス

テ
ム
が
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に

は
、
そ
も
そ
も
僧
侶
や
寺
院
と
の
ご
縁
を
も
た

な
い
方
々
の
増
加
や
、
経
済
ベ
ー
ス
で
宗
教
行

為
を
捉
え
る
価
値
観
の
広
が
り
な
ど
、
さ
ま
ざ

■
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
「
法
話
」

葬
祭
業
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
の
な
か
、

「
葬
送
儀
礼
の
な
か
で
僧
侶
に
求
め
ら
れ
て
い

る
も
の
は
何
か
?
・
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
大

半
の
方
が
「
僧
侶
の
方
に
は
ぜ
ひ
法
話
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
」
と
回
答
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
遺
族
の
方
々
も
含
め
て
、
僧
侶
に
は
法
栗

期
待
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

ま
た
、
大
阪
教
区
で
は
「
葬
送
儀
礼
」
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
0

門
信
徒
の
方
々
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
、
「
通
夜
の
際
に
法
話
は
あ
っ
た
方
が
良
い

と
思
い
ま
す
か
?
・
」
の
問
い
に
対
し
、
 
8
割
以

上
の
方
が
「
良
い
と
思
う
」
に
回
答
さ
れ
て
い

ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
0
 
も
つ
と
も
、

僧

ふ
せ
か
●

侶
派
遣
に
関
し
て
は
お
布
施
の
問
題
も
織
ん
で

ぜ
ひ

お
り
、
そ
の
是
非
に
は
議
築
あ
る
で
し
ょ
う

゛
、
、

か
、
葬
儀
や
法
事
な
ど
の
仏
事
の
際
に
は
、

僧

と
き
ょ
・
?

侶
に
ょ
る
読
経
を
多
く
の
方
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

浄
士
真
宗
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
の
「
勤
行
」

の
意
義
は
、
本
願
を
信
じ
念
仏
す
る
も
の
と
し

の
こ

て
、
故
人
も
後
に
遺
さ
れ
た
も
の
も
、
等
し
く

お
さ

阿
弥
陀
如
来
に
摂
め
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対

す
る
「
報
恩
感
謝
」
の
思
い
か
ら
な
さ
れ
る
も

V

ぷ
0
と
ん

の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
仏
恩
報
謝
の
思
い
よ

り
な
さ
れ
る
読
経
の
三
号
」
そ
の
も
の
が
、

悲
し
み
の
な
か
に
お
ら
れ
る
遺
族
の
方
々
の
想

い
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い

ち
力
ら

事
実
で
す
。
ま
さ
に
儀
礼
の
も
つ
「
音
力
」
が

、

悲
嘆
の
う
ち
に
い
ら
っ
し
や
る
方
々
の
想
い
を

支
え
て
い
く
と
共
に
、
「
先
立
た
れ
た
方
と
の

ご
縁
」
「
故
人
と
出
あ
っ
た
人
々
と
の
ご
縁
」

「
そ
し
て
仏
さ
ま
と
の
ご
縁
」
と
い
う
3
つ
の

ご
縁
を
結
ぶ
、
接
点
と
も
な
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
で
し
ょ
、
つ
か
。
僧
侶
の
側
か
ら
す
る
と
、

、
と
"
'

ご
報
謝
の
営
み
と
し
て
儀
礼
を
執
行
す
る
こ
と

は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
遺
族
や

近
親
者
の
方
々
か
ら
も
誠
実
な
勤
行
や
作
法
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

法
話
は
勿
論
「
仏
徳
讃
嘆
」
で
す
が
、
法
話

と
一
口
に
い
っ
て
も
専
門
用
語
を
並
べ
た
型
ど

お
り
の
話
に
徹
し
て
し
ま
っ
て
は
、
悲
嘆
の
う

ち
に
い
ら
っ
し
や
る
遺
族
の
方
々
の
心
に
響
か

も
ち
ろ
ん

ぶ
0
と
く
さ
ん
だ
ん

葬送儀礼の現状を考える

ま
す・
0

宗報 2016年2月号 14



な
い
ば
か
り
か
、
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

遺
族
の
方
々
が
求
め
ら
れ
て
い
る
法
話
の
内

容
に
は
、
葬
祭
業
者
の
方
々
も
含
め
て
「
故
人

の
思
い
出
に
触
れ
て
法
話
を
し
て
ほ
し
い
」

ほ
う
み
ょ
、
0

「
故
人
の
法
名
に
つ
い
て
も
話
し
て
ほ
し
い
」

と
い
っ
た
声
が
多
く
あ
が
り
ま
し
た
0
 
そ
し
て

、
、
む

こ
の
よ
う
な
遺
族
の
想
い
に
応
え
て
い
か
れ
る

僧
侶
の
存
在
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
初

め
て
の
ご
縁
の
方
の
葬
儀
で
あ
っ
て
も
、
事
前

に
遺
族
の
方
と
連
絡
を
取
り
、
許
可
を
い
た
だ

け
れ
ば
故
人
の
生
涯
や
人
柄
に
つ
い
て
教
わ

り
、
法
話
に
盛
り
込
ま
れ
る
と
い
っ
た
取
り
組

み
は
、
現
場
で
遺
族
の
方
の
想
い
と
向
き
合
い

な
が
ら
行
わ
れ
て
い
る
代
表
的
な
事
例
と
い
ぇ

る
で
し
ょ
、
つ
0

葬
送
儀
礼
の
法
話
に
は
、
「
遺
族
の
想
い
に

し
ひ

寄
り
添
う
面
」
と
「
阿
弥
陀
如
来
の
お
慈
悲
を

お
伝
え
す
る
面
」
と
い
う
大
切
な
側
面
が
存
在

し
ま
す
。
遺
族
の
方
々
の
想
い
に
最
大
限
心
を

傾
け
な
が
ら
、
と
も
に
阿
弥
陀
如
来
に
救
わ
れ

て
い
く
身
で
あ
る
と
い
う
、
如
来
の
お
慈
悲
の

ぬ
く温

も
り
を
お
伝
え
で
き
る
法
話
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

■
お
わ
り
に

勤
行
に
せ
よ
法
話
に
せ
よ
、
僧
侶
が
発
す
る

「
音
庄
は
、
葬
送
儀
礼
の
「
場
所
」
に
お
い

て
多
様
な
影
響
力
を
も
ち
ま
す
。
い
ま
行
わ
れ

て
い
る
葬
送
儀
礼
を
、
い
か
に
充
実
さ
せ
て
い

あ

く
の
か
が
、
今
後
の
葬
儀
の
在
り
方
に
も
大
き

く
関
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
遺
族
の
方
々
の

し
ん
し

「
声
」
を
真
塾
に
受
け
と
め
な
が
ら
、
僧
侶
が

葬
送
儀
礼
の
現
場
に
い
か
に
関
わ
っ
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
こ
と
が
い
ま
改
め
て

問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
回
の
報
告
で
は
、
葬
送
儀
礼
の
現
状
に
関

し
て
「
場
所
」
と
「
音
声
」
か
ら
考
察
し
て
き

ま
し
た
。
勤
行
・
作
法
や
法
話
、
そ
し
て
遺
族

の
方
々
と
の
接
し
方
な
ど
、
普
段
行
わ
れ
て
い

る
行
為
が
よ
り
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
、
葬
送
儀

"
も

礼
の
も
つ
宗
教
的
な
意
味
合
い
は
さ
ら
に
酬
し

出
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

こ
う
し
た
現
場
で
の
地
道
な
活
動
に
ょ
っ
て
、

真
宗
の
教
え
や
考
え
方
が
各
地
域
の
「
習
俗
」

詳
細
は
、
叉
示
報
』
 
2
0
1
5
年
1
月
号

「
直
葬
の
現
状
報
止
巳
参
照
。

勺
岳
功
寺
m
z
-
0
巳
ヨ
ゆ
「
葬
祭
会
館
が
増
加

傾
向
、
駅
近
や
口
ー
ド
サ
イ
ド
に
次
々
進
出
中
」

(
冨
B
ミ
又
易
式
今
こ
又
旦
片
一
露
ミ
=
昂
巳

秋
庭
隆
編
集
一
日
本
大
百
科
全
書
』
 
U
巻

(
小
学
館
・
 
1
9
8
6
年
)
剛
頁
参
照
。

Ⅳ
注
i
参
照
。

V
 
『
浄
士
真
宗
本
願
寺
派
葬
儀
規
範
浄
土

真
宗
の
葬
送
儀
礼
1
」
(
本
願
寺
出
版
社
)
 
9

頁
参
照
。

Ⅵ
『
大
阪
教
区
重
点
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
「
葬
送
儀

礼
」
【
資
料
】
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
一
覧
』
能
頁

参
熊
。

(
な
ら
わ
し
)
と
し
て
根
付
い
て
い
く
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
浄
土
棗
本
願
寺
派
焚
勗
究
所
那
須
公
昭
赤
井
智
題
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