
  
 

一
念
一
念
の
つ
み
か
さ
ね  

 

去
る
、
十
二
月
十
六
日
（
日
）
に
開
催
し
た

『
第
十
一
回
冬
至
水
行
祭
ほ
し
ま
つ
り
』
は
、

県
内
外
か
ら
１
９
７
名
と
い
う
多
く
の
水
行

参
加
者
を
お
迎
え
し
、
無
事
に
執
り
行
う
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
ま
た
翌
日
のYahoo!

ニ
ュ
ー

ス
の
ト
ッ
プ
記
事
と
し
て
、
水
行
祭
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
な
ど
、
嬉
し
い
サ
プ
ラ
イ
ズ
が
あ
っ

た
り
と
、
今
年
度
も
新
た
な
物
語
を
紡
ぐ
こ
と

が
で
き
、
清
々
し
い
気
持
ち
で
新
年
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
来
年
度
は
十
二
月
十
五

日
（
第
３
日
曜
日
）
に
開
催
が
決
定
し
ま
し
た
。

皆
さ
ま
是
非
お
越
し
い
た
だ
き
、
全
国
か
ら
注

目
さ
れ
て
い
る
水
行
祭
を
、
ご
堪
能
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。 

 
 

さ
ぁ
、
あ
ら
た
め
ま
し
て
、
明
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成
最
後
の
お
正
月

を
迎
え
ま
し
た
。
振
り
返
れ
ば
瞬
く
間
に
１
年

が
過
ぎ
去
り
、
ま
た
新
た
な
齢
を
重
ね
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
年
が
明
け
、
皆
さ
ま
の
ご
関
心
は
、

や
は
り
新
元
号
が
何
に
決
ま
る
の
か
？
と
い

う
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
新
元
号
に
関
し

て
は
、
色
々
と
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
ご
発
表
を

楽
し
み
に
待
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
度
の

よ
う
に
、
天
皇
陛
下
の
ご
退
位
に
よ
っ
て
皇
太

子
様
が
ご
即
位
さ
れ
る
の
は
、
江
戸
後
期
の
１

８
１
７
年
に
１
１
９
代
光
格
天
皇(1771~1840)

以
来
、
お
よ
そ
２
０
０
年
ぶ
り
と
な
る
そ
う
で

す
。
い
よ
い
よ
近
代
日
本
で
、
初
め
て
天
皇
と

上
皇
が
同
時
に
存
在
す
る
時
代
が
訪
れ
ま
す
。

政
府
は
、
天
皇
陛
下
の
ご
退
位
日
を
２
０
１
９ 

 

 

年
４
月
３
０
日
と
決
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
皇

太
子
様
は
５
月
１
日
に
新
天
皇
と
し
て
ご
即
位
さ

れ
、
「
平
成
」
の
時
代
に
幕
が
下
り
、
新
し
い
元

号
の
時
代
が
始
ま
り
ま
す
。 

振
り
返
れ
ば
、
昨
年
８
月
８
日
、
１
０
分
あ
ま

り
に
及
ぶ
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
、
「
天
皇
も
ま

た
高
齢
と
な
っ
た
場
合
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
が
好

ま
し
い
か
」
を
長
年
考
え
て
き
た
、
と
語
ら
れ
、

天
皇
が
高
齢
と
な
っ
た
場
合
に
国
民
の
象
徴
と
し

て
の
公
務
を
滞
り
な
く
遂
行
す
る
に
は
ど
う
す
る

の
が
良
い
か
？
国
民
の
理
解
を
得
た
い
こ
と
を
求

め
る
異
例
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
公
表
さ
れ
た

事
に
端
を
発
し
ま
す
。 

つ
ま
り
、
天
皇
陛
下
の
お
気
持
ち
の
表
明
は
、

高
齢
に
よ
る
体
力
の
低
下
で
、
象
徴
と
し
て
の
努

め
を
十
分
に
果
た
せ
な
く
な
る
懸
念
を
率
直
に
語

ら
れ
た
も
の
で
、
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
象
徴
天

皇
の
あ
り
方
を
広
く
国
民
に
問
い
か
け
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。 

は
じ
め
に
天
皇
陛
下
は
、
天
皇
と
い
う
立
場

上
、
今
の
皇
室
制
度
に
具
体
的
に
触
れ
る
こ
と
は

控
え
る
と
し
た
上
で
、
「
社
会
の
高
齢
化
が
進
む

中
、
天
皇
も
ま
た
高
齢
と
な
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う

な
在
り
方
が
望
ま
し
い
か
、
個
人
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
に
考
え
て
き
た
こ
と
を
話
し
た
い
」
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
高
齢
に
よ
る
体
力
の
低
下
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
話
し
、
「
次
第
に
進
む
身
体
の

衰
え
を
考
慮
す
る
時
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
全

身
全
霊
を
も
っ
て
象
徴
の
務
め
を
果
た
し
て
い
く

こ
と
が
、
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
て

い
ま
す
」
と
胸
の
内
を
語
ら
れ
ま
し
た
。 

続
い
て
、天
皇
と
し
て
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を「
天

皇
と
し
て
大
切
な
、
国
民
を
思
い
、
国
民
の
た
め
に 

 

 

祈
る
と
い
う
務
め
を
、
人
々
へ
の
深
い
信
頼
と
敬

愛
を
持
っ
て
成
し
得
た
こ
と
は
、
幸
せ
な
こ
と
で

し
た
」
と
振
り
返
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
あ
と
、
天

皇
陛
下
は
、
天
皇
の
高
齢
化
に
伴
う
対
応
に
つ
い

て
言
及
し
、
公
務
を
限
り
な
く
減
ら
し
て
い
く
こ

と
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
天
皇
の
皇
位
を
代
行
す
る
摂
政
を
置

い
た
場
合
、
天
皇
が
、
求
め
ら
れ
る
務
め
を
十
分

果
た
せ
ぬ
ま
ま
、
生
涯
、
天
皇
で
あ
り
続
け
る
事

に
な
る
と
し
て
、
否
定
的
な
考
え
を
表
さ
れ
ま
し

た
。 天

皇
陛
下
が
表
明
さ
れ
た
お
気
持
ち
は
、
退
位

の
意
向
が
強
く
滲
む
も
の
で
、
最
後
に
「
象
徴
天

皇
の
務
め
が
常
に
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
安
定
的

に
続
い
て
い
く
こ
と
を
ひ
と
え
に
念
じ
る
」
と
し

て
国
民
に
理
解
を
求
め
て
、
お
言
葉
を
締
め
く
く

ら
れ
ま
し
た
。
天
皇
陛
下
は
「
日
本
」
と
い
う
名

の
下
に
、
国
民
の
平
安
を
祈
り
続
け
ら
れ
る
御
生

涯
を
お
過
ご
し
に
な
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
私
達

国
民
も
「
日
本
」
の
基
本
的
な
事
を
押
さ
え
て
お

か
な
け
れ
ば
、
天
皇
陛
下
と
い
う
御
存
在
の
尊
さ

を
知
る
事
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。 

●【
世
界
で
一
番
古
い
歴
史
を
持
つ
日
本
】

 

ま
ず
、
世
界
で
一
番
古
い
歴
史
を
持
つ
国
（
世

界
最
古
の
国
）
と
し
て
、
ギ
ネ
ス
記
録
に
認
定
さ

れ
て
い
る
の
は
『
日
本
』
で
す
。
そ
の
論
拠
は
、

日
本
の
民
族
が
興
亡
す
る
こ
と
な
く
一
貫
し
て
国

を
維
持
し
た
こ
と
、
天
皇
陛
下
を
元
首
と
す
る
政

体
が
一
度
も
変
わ
る
事
な
く
維
持
さ
れ
て
き
た
こ

と
で
す
。
神
武
天
皇
を
初
代
し
て
、
平
成
の
今
上

天
皇
は
１
２
５
代
目
に
数
え
ら
れ
ま
す
。 

戦
後
七
〇
年
以
上
が
経
ち
、
天
皇
陛
下
か
ら
発 

 

 

せ
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
真
摯
に
受
け
止
め
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
今
だ
か
ら
こ
そ
、
シ
ッ
カ
リ 

向
き
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。日
本
国
民
と
し
て
、

ま
ず
「
日
本
を
知
る
こ
と
」
は
、
日
本
人
で
あ
る 

こ
と
に
誇
り
を
持
つ
こ
と
に
繋
が
る
大
切
な
ポ 

イ
ン
ト
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
を
知
る
第 

一
歩
と
し
て
、
ま
ず
男
系
天
皇
の
意
味
、
日
本 

が
現
存
す
る
国
の
中
で
は
世
界
で
一
番
古
い
国 

で
あ
る
こ
と
を
次
世
代
の
子
供
た
ち
に
教
え
る 

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

私
も
学
生
時
代
は
「
日
本
の
成
り
立
ち
に
つ 

い
て
」
考
え
た
事
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ 

ん
な
私
が
外
国
に
留
学
し
た
際
、
自
国
の
成
り 

立
ち
も
知
ら
な
い
と
言
う
と
、
自
分
の
ア
イ
デ 

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
（
身
分
証
明
）
、
人
間
存
在
と 

し
て
の
信
用
を
失
う
ぐ
ら
い
恥
ず
か
し
い
こ
と 

だ
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
、
驚
き
と
共
に
悲
し 

い
思
い
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
は 

世
界
に
誇
れ
る
国
で
す
。
世
界
の
人
達
は
、
国 

歌
で
あ
る
『
君
が
代
』
も
、
世
界
最
古
の
国
歌 

と
し
て
ギ
ネ
ス
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
「
日 

の
丸
の
国
旗
は
世
界
一
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
素 

晴
ら
し
い
国
旗
だ
」と
称
賛
を
得
て
い
る
の
で
す
。 

こ
う
い
う
事
実
を
、
私
達
日
本
人
で
知
る
人 

が
少
な
い
現
状
が
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ 

知
ら
な
い
か
と
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
学
校
教
育 

で
日
本
の
国
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
教
え
て
い 

な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
を
証
拠
に
「
日
本
は
い 

つ
ど
の
よ
う
に
で
き
た
か
」
の
問
い
に
答
え
ら 

れ
る
人
は
大
変
少
な
い
の
で
す
。
こ
れ
に
は
戦 

後
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
洗
脳
教
育
を
は
じ
め
と
す
る
い 

く
つ
か
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が･･･

。 

  
 



●【『
君
が
代
』の
原
歌
】

 
わ
が
き
み
は
千
世
に
や
ち
よ
に 

さ
ざ
れ
い

し
の
い
わ
お
と
な
り
て 

こ
け
の
む
す
ま
で

（
題
し
ら
ず
・
読
人
し
ら
ず
）
が
『
君
が
代
』

の
原
歌
と
な
り
ま
す
。
西
暦
９
０
４
年
「
古
今

和
歌
集
３
４
３
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
古

今
和
歌
集
で
は
「
君
が
代
」
が
「
わ
が
き
み
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
わ
が
き
み
」
と
は
、
当

時
の
女
性
が
尊
敬
し
た
り
、
愛
し
た
男
性
に
対

し
て
用
い
た
言
葉
だ
そ
う
で
す
。
と
い
う
こ
と

は
、
平
安
時
代
の
あ
る
女
性
が
敬
愛
す
る
男
性

に
送
っ
た
「
恋
の
歌
」
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ

て
い
ま
す
。
解
釈
を
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
内
容

に
な
り
ま
す
。 

わ
た
し
の
愛
す
る
人
の
命
が
、
ど
う
か
長
く
続

き
ま
す
よ
う
に
、
例
え
ば
、
小
さ
な
小
石
が
寄
り

集
ま
っ
て
大
き
な
岩
と
な
り
、
そ
れ
に
苔
が
生

え
る
ま
で
、
ど
う
か
健
や
か
に
生
き
て
く
だ
さ

い
ま
せ
、
と
。 

日
本
の
国
歌
と
な
っ
た
『
君
が
代
』
の
原
歌

は
、
平
安
時
代
の
女
性
の
愛
す
る
男
性
へ
の
恋

の
歌
だ
っ
た
の
で
す
。
日
本
国
民
の
感
性
は
本

当
に
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
、
「
君
が
代
」
の
「
君
」
を
天
皇
陛
下

を
指
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
よ
う
で

す
が
、
天
皇
陛
下
で
あ
れ
ば
「
大
君
」
や
「
御

代
」
と
い
う
尊
称
で
申
し
上
げ
る
の
が
普
通
で

す
。
し
か
し
、
現
在
は
「
君
」
で
も
「
大
君
」

と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
解
釈
も
す
る
よ

う
で
す
。
と
言
う
わ
け
で
、
国
歌
と
な
っ
た
「
君

が
代
」
は
、
天
皇
陛
下
の
御
寿
命
と
国
民
１
人

１
人
の
命
が
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
長
く

続
く
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
歌
な
の
で
す
。※

境

野
勝
悟
先
生
の
解
釈
。 

 
 

 

一
世
に
一
度
の
伝
統
儀
式
「
大
嘗
祭
（
だ
い
じ
ょ
う
さ

い
）
」
に
つ
い
て
は
、
先
月
号
（※

【
仕
合
わ
せ
の

和
】
十
二
月
号
）
で
詳
細
を
記
し
ま
し
た
の
で
、

ご
参
照
ご
再
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
「
大

嘗
祭
」
は
、
今
年
の
十
一
月
十
四
日
、
十
五
日
に

か
け
て
行
わ
れ
る
と
い
う
日
程
が
候
補
に
あ
が
っ

て
い
る
そ
う
で
す
。
「
大
嘗
祭
」
の
起
源
は
、
奈

良
時
代
以
前
に
ま
で
遡
り
ま
す
。
新
元
号
に
始
ま

り
、古
代
か
ら
続
く
天
皇
陛
下
ご
即
位
の
儀
式「
大

嘗
祭
」
ま
で
、
日
本
国
民
の
私
達
は
真
正
な
気
持

ち
で
、
天
皇
陛
下
の
ご
退
位
と
、
皇
太
子
様
の
ご

即
位
を
お
見
守
り
さ
せ
て
頂
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。 

●【
上
求
菩
提
下
化
衆
生
】

 

 

お
釈
迦
様
は
お
亡
く
な
り
に
な
る
時
に
、
「
す

べ
て
の
も
の
は
う
つ
り
ゆ
く
、
お
こ
た
ら
ず
つ
と

め
よ
」
と
仰
っ
た
。
１
つ
の
事
に
対
し
て
十
年
、

二
十
年
、
三
十
年
と
同
じ
姿
勢
で
、
同
じ
情
熱
を

傾
け
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
意
味
「
才
能
」
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。
良
い
癖
付
け
が
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思

い
ま
す
。
日
々
の
良
き
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
を
作
る
こ

と
が
要
だ
と
思
い
ま
す
。
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
に
な
る

ま
で
、
や
り
続
け
る
根
性
と
覚
悟
を
肝
に
銘
じ
、

そ
し
て
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
道
は
飽
き
る
こ
と
は
な
い
。
飽
き
る
道
は
本

物
で
は
な
い
。こ
の
仕
事
は
飽
き
る
こ
と
は
な
い
。

飽
き
る
仕
事
は
本
物
で
は
な
い
。
一
歩
一
歩
上
が

れ
ば
何
で
も
な
い
。
ま
ず
は
一
歩
を
丁
寧
に
踏
み

出
す
。
二
歩
目
も
三
歩
目
も
、
最
初
の
一
歩
と
同

じ
気
持
ち
で
踏
み
出
す
。
「
十
里
の
旅
の
第
一
歩
。

百
里
の
旅
の
第
一
歩
。
同
じ
一
歩
で
も
覚
悟
が
ち

が
う
。
三
笠
山
に
の
ぼ
る
第
一
歩
。
富
士
山
に
の
ぼ

る
第
一
歩
。
同
じ
一
歩
で
も
覚
悟
が
ち
が
う
。
ど
こ 

 

 

ま
で
行
く
つ
も
り
か
。
ど
こ
ま
で
登
る
つ
も
り
か
。

目
標
が
、
そ
の
日
そ
の
日
を
支
配
す
る
」
と
。
ど
こ

ま
で
行
き
、
ど
こ
ま
で
登
る
の
か
。
目
標
の
高
低

が
立
志
の
度
を
決
め
ま
す
。
生
き
方
の
姿
勢
が
固

ま
り
ま
す
。 

 

桃
栗
三
年
柿
八
年
、柚
子
は
九
年
で
花
咲
け
り
。

梅
は
酸
（
す
）
い
と
て
十
三
年
。
蜜
柑
（
み
か
ん
）
大

バ
カ
二
十
年
。 

そ
れ
で
は
、
人
間
の
花
は
い
つ
咲
く
の
で
し
ょ
う

か
？ 

人
生
は
投
じ
た
も
の
し
か
返
っ
て
こ
な
い
。
人
生

に
何
を
投
じ
た
か
。
投
じ
た
も
の
が
自
分
に
返
っ

て
く
る
。
人
生
は
何
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
か
。
キ
ャ

ッ
チ
す
る
も
の
の
中
身
が
人
生
を
決
め
る
。
同
じ

話
を
聞
い
て
も
同
じ
体
験
を
し
て
も
、
キ
ャ
ッ
チ

す
る
も
の
の
中
身
は
千
差
万
別
で
す
。
つ
ま
り
人

生
は
、
受
け
手
の
姿
勢
が
常
に
問
わ
れ
る
。
キ
ャ

ッ
チ
す
る
も
の
の
質
と
量
は
、
そ
の
人
の
真
剣
度

に
比
例
し
ま
す
。
人
生
と
い
う
大
道
に
「
こ
れ
で

い
い
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

一
歩
一
歩
の
つ
み
か
さ
ね
で
す
。 

一
球
一
球
の
積
み
重
ね
・
一
打
一
打
の
積
み
重
ね
・

一
歩
一
歩
の
積
み
重
ね
・
一
坐
一
坐
の
積
み
重
ね
・

一
作
一
作
の
積
み
重
ね
。
そ
し
て
一
念
一
念
の
つ

み
か
さ
ね
。
そ
ん
な
積
み
重
ね
の
上
に
咲
く
花
。

積
み
重
ね
の
果
て
に
熟
す
る
実
。
そ
れ
は
美
し
く

尊
く
、
真
の
光
を
放
つ
（
仏
教
詩
人
・
坂
村
真
民
） 

『
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
（
じ
ょ
う
ぐ
ぼ
だ
い
・
げ
け

し
ゅ
じ
ょ
う
）
』･･･

ど
こ
ま
で
も
自
分
と
い
う
人
間

を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
「
上
求
菩
提
」
。「
下

化
衆
生
」
と
は
、
そ
の
自
分
を
も
っ
て
、
人
の
為

に
尽
く
し
て
い
く
こ
と
。
人
は
何
の
た
め
に
生
き

る
の
か
。
何
の
た
め
に
働
く
の
か
。
何
の
た
め
に

学
ぶ
の
か
。
そ
の
全
て
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を 

 

 

こ
の
言
葉
は
包
含
し
て
い
ま
す
。 

人
生
の
法
則
は
常
に
シ
ン
プ
ル
で
す
。
た
だ
、 

そ
れ
を
身
に
付
け
る
に
は
一
生
を
要
す
る
と
い 

う
覚
悟
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

最
後
に
、
真
成
寺
と
ご
縁
の
あ
る
素
晴
ら
し 

い
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
新
た
な
一
年
も
、
ご
指 

導
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
願
い
申 

し
上
げ
る
と
共
に
、
皆
さ
ま
の
ご
多
幸
を
心
か 

ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

     

 

   
 


