
　
　
二
ヶ
月
に
一
度
は
お
邪

魔
し
て
い
た
阿
弥
陀
寺
さ

ん
に
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
長

い
こ
と
う
か
が
え
て
い
ま

せ
ん
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
せ

い
で
す
。「
お
前
だ
れ
？
」

と
、
そ
ろ
そ
ろ
忘
れ
ら
れ

そ
う
な
の
で
、
念
の
た
め

に
申
し
上
げ
て

お
き
ま
す
と
、

私
は
能
楽
師
で

す
。
　
能
楽
師
な
ん

て
職
業
が
あ
る

な
ん
て
ご
存
知

な
い
方
も
た
く

さ
ん
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

高
校
な
ど
で
進

路
の
指
導
が
あ

り
ま
す
が
、
そ

の
と
き
に
も

「
能
楽
師
に
で
も
な
っ
て
み

る
か
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ

れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ

ん
。

　
い
ま
テ
レ
ビ
で
は
「
俺
の

家
の
話
」
と
い
う
能
の
家
を

扱
っ
た
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
れ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
作
り

物
な
の
で
、
そ
の
ま
ま
は
信

じ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
が
、
そ
れ
で
も
案
外
面

白
い
。
あ
の
ド
ラ
マ
の
お
か

げ
で
、
能
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
興

味
を
持
っ
た
と
い
う
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
は
、

能
は
あ
ら
ゆ
る
芸
能
・
芸
術

の
中
で
も
っ
と
も
マ
イ
ナ
ー

な
芸
能
で
し
た
。
い
や
今
で

も
か
な
。

　「
能
と
狂
言
は
ど
う
違
う

の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る
く

ら
い
は
、
ま
だ
ま
し
で
す
。

能
と
狂
言
と
は
兄
弟
芸
能
で
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、「
能
と
歌
舞

伎
っ
て
ど
う
違
う
の
」
と
い

う
質
問
も
よ
く
さ
れ
ま
す
。

能
と
歌
舞
伎
は
全
然
、
違
い

ま
す
。

　
歌
舞
伎
が
現
在
の
よ
う
な

形
に
な
っ
た
の
は
今
か
ら
三

百
年
ほ
ど
前
で
す
。
明
治
に

な
っ
て
作
ら
れ
た
演
目
も
多

く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

て
、
能
や
狂
言
は
今
か
ら
六

百
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
す
で

に
完
成
し
て
い
ま
し
た
。
歌

舞
伎
よ
り
も
三
百
年
以
上
古

い
。
こ
れ
っ
て
自
慢
の
よ
う

で
す
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら

確
か
に
わ
か
り
に
く
い
し
、

と
っ
つ
き
に
く
い
。

　
当
た
り
前
で
す
ね
。

　
で
も
、
能
と
歌
舞
伎
を

い
っ
し
ょ
く
た
に
す
る
の
は

ま
だ
ま
だ
ま
し
。

　「
能
を
し
て
い
ま
す
」と
い

う
と
、
だ
い
た
い
「
い
や
ぁ
、

い
い
趣
味
を
お
持
ち
で
す

ね
」と
言
わ
れ
ま
す
。「
い
や
、

仕
事
で
す
」
と
い
う
と
、「
え
、

能
な
ん
か
が
仕
事
に
な
る
の

で
す
か
」と
い
わ
れ
る
。「
能

な
ん
か
」
と
は
失
礼
で
す
。

あ
ん
な
も
の
に
お
金
を
払
っ

て
観
る
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な

い
と
い
う
本
心
が
言
外
に
現

れ
て
い
ま
す
。

　
年
季
の
入
っ
た
古
い
も
の

　
も
う
あ
き
ら
め
て
、「
い

や
い
や
、
わ
か
る
人
が
わ
か

れ
ば
い
い
ん
だ
」
な
ん
て
強

が
り
を
い
い
た
い
気
持
ち
に

も
な
り
ま
す
。
古
い
も
の
は

確
か
に
古
い
し
、
能
が
つ
ま

ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
こ

と
も
確
か
で
す
。

　
し
か
も
、
自
分
の
気
持
ち

を
よ
く
よ
く
眺
め
て
み
れ
ば
、

「
能
な
ん
て
古
臭
い
も
の
だ

か
ら
」な
ん
て
い
わ
れ
て「
な

に
を
！
」
と
思
っ
て
し
ま
う

の
は
、
ま
る
で
自
分
自
身
が

け
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
る
か
ら
の
よ
う
で
す
。
け

な
さ
れ
て
い
る
の
は
能
な
の

に
、
な
ぜ
か
自
分
も
否
定
さ

れ
た
よ
う
な
気
に
な
る
。
自

分
が
年
を
取
っ
た
の
で
、
古

臭
い
と
い
わ
れ
る
と
、
ま
る

で
自
分
が
古
臭
い
人
間
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
し

ま
う
の
で
す
。

　
阿
弥
陀
寺
さ
ん
で
寺
子
屋

な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

参
加
さ
れ
る
方
は
私
よ
り
も

年
上
の
方
が
た
く
さ
ん
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
し
、

と
は
い
っ
て
も
私
も
六
十
五

歳
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

の
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
優
先
的

に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
年

齢
で
す
。
高
齢
者
と
認
定
さ

れ
る
の
は
嬉
し
い
よ
う
な
悲

し
い
よ
う
な
複
雑
な
気
持
ち

で
す
。

　
私
が
最
初
に
就
職
し
た
の

は
公
立
高
校
の
教
諭
と
し
て

で
す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
働
い

て
い
れ
ば
五
年
前
に
は
定
年

で
し
た
。
会
社
で
働
い
て
い

て
も
そ
ろ
そ
ろ
定
年
の
年
齢
。

確
か
に
古
い
人
間
に
分
類
さ

れ
て
も
文
句
は
い
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
先
日
は
三
十
歳
の

人
が
「
も
う
年
だ
か
ら
」
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら

か
ら
す
れ
ば
「
ま
だ
若
い
の

に
」
と
思
う
の
で
す
が
、
本

人
か
ら
す
れ
ば
「
も
う
年
」

な
の
で
す
。

　
能
の
世
界
で
は
六
十
五
歳

な
ん
て
、「
ま
だ
ま
だ
若
い
」

部
類
に
入
り
ま
す
。
能
は
三

歳
く
ら
い
か
ら
舞
台
に
出
始

め
ま
す
が
、
八
十
歳
、
九
十

歳
で
現
役
の
方
も
多
く
い
ま

す
。
六
十
五
歳
な
ん
て
ま
だ

ま
だ
若
い
。
し
か
し
、
六
百

五
十
歳
の
能
そ
の
も
の
か
ら

見
れ
ば
、
九
十
歳
の
能
楽
師

で
す
ら
「
ま
だ
ま
だ
若
い
」

で
す
。

　
ち
な
み
に
能
が
「
古
い
も

の
」、「
つ
ま
ら
な
い
も
の
」

と
言
わ
れ
た
歴
史
は
案
外
古

く
、
江
戸
時
代
に
は
す
で
に

「
古
い
も
の
」、「
つ
ま
ら
な

い
も
の
」
と
思
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

　
子
ど
も
が
悪
い
こ
と
を
す

る
と「
お
能
を
見
せ
ま
す
よ
」

と
叱
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
能
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を
観
る
こ
と
は
苦
痛
だ
っ
た

の
で
す
。
つ
ま
ら
な
い
と
言

わ
れ
て
か
ら
の
年
季
も
か
な

り
の
も
の
で
す
。

　
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず

　
し
か
し
、
能
の
す
ご
い
と

こ
ろ
は
、
実
は
こ
こ
な
の
で

す
。
す
な
わ
ち
、
つ
ま
ら
な

い
と
言
わ
れ
続
け
て
い
る
能

が
こ
ん
な
に
も
長
く
続
い
て

い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
ら
な
い
と
思
わ
れ
て

い
た
能
が
な
ぜ
こ
ん
な
に
も

続
い
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は

能
を
完
成
さ
せ
た
世
阿
弥
の

言
葉
に
ヒ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

「
 世
  阿
  弥
 の
作
っ
た
能
の
演

ぜ
 
あ
 
み

目
な
ん
て
ひ
と
つ
も
知
ら
な

い
よ
」
と
い
う
方
で
も
、
世

阿
弥
の
言
っ
た
こ
の
言
葉
は

ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。

　
 初
  心
  忘
 る
べ
か
ら
ず

し
ょ
 し
ん
 わ
す

　
ね
。
知
っ
て
る
で
し
ょ
。

む
ろ
ん
、
そ
れ
が
世
阿
弥
の

言
葉
だ
と
知
っ
て
い
る
人
は

少
な
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、

ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
し
、
ご
自
分
で
も
こ
の
言

葉
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
人

は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
し
か
し
、
世
阿
弥
の

言
う「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」

は
、
ふ
だ
ん
私
た
ち
が
使
っ

て
い
る
意
味
と
は
ち
ょ
っ
と

違
い
ま
す
。

　
初
心
の
「
初
」
と
い
う
字

は
、「
衣
偏
」
と
「
刀
」
か
ら

成
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
着

物
を
作
る
と
き
に
、
布
地
に

鋏
を
最
初
に
入
れ
る
こ
と
、

そ
れ
が
「
初
」
で
し
た
。

着
物
を
作
る
た
め
に
は
反
物

に
鋏
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に

美
し
く
染
め
ら
れ
、
ま
た
ど

ん
な
に
精
妙
に
刺
繍
さ
れ
た

も
の
で
も
、
そ
こ
に
鋏
を
入

れ
な
け
れ
ば
着
物
を
作
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
同
じ
よ

う
に
、
人
が
進
歩
を
し
よ
う

と
思
っ
た
ら
、
自
分
自
身
に

鋏
を
入
れ
る
、
す
な
わ
ち
過

去
を
バ
ッ
サ
リ
と
切
り
絶
つ

必
要
が
あ
る
。

　
そ
れ
が
「
初
心
忘
る
べ
か

ら
ず
」
で
す
。

　
六
百
五
十
年
間
、
変
わ
ら

な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
能
も
、

過
去
に
何
度
も
大
き
な
変
化

を
起
こ
し
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
に
は
「
初
」
と
い
う
漢
字

が
意
味
す
る
よ
う
な
、
血
の

出
る
よ
う
な
大
き
な
変
化
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も

「
初
心
」の
こ
こ
ろ
で
過
去
の

自
分
た
ち
の
芸
を
バ
ッ
サ
リ
、

バ
ッ
サ
リ
切
り
裂
き
な
が
ら
、

ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
現
代
ま

で
継
承
し
て
い
る
の
で
す
。

世
阿
弥
が
今
の
能
を
観
た
ら
、

お
そ
ら
く
「
あ
ん
な
の
は
能

で
は
な
い
」
と
い
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
三
歳

の
安
田
登
と
六
十
五
歳
の
安

田
登
が
外
見
も
内
面
も
全
く

違
う
の
に
安
田
登
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。
変
わ

ら
な
い
も
の
は
ど
ん
な
に
変

わ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。

　
大
事
な
も
の
は
変
わ
ら
な

い
。
だ
か
ら
安
心
し
て
切
り

捨
て
よ
と
世
阿
弥
は
言
い
ま

す
。
　
年
を
取
っ
た
か
ら「
古
い
」

と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
人
が
新
し
い
自
分
を
見

つ
け
よ
う
と
い
う
努
力
を
や

め
た
、
そ
の
時
点
で
、
そ
の

人
は
「
古
い
人
」
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
能
に
は
確
か
に
長

い
歴
史
が
あ
る
。
し
か
し
、

日
々
に
初
心
に
よ
っ
て
変
化

し
て
い
る
「
新
し
い
」
芸
能

な
の
で
す
。

　
い
く
つ
に
な
っ
て
も
初
心

　
さ
て
、 親
  鸞
  聖
  人
 も「
初

し
ん
 ら
ん
 し
ょ
う
 に
ん

心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
同
じ

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
。
ご
 和
  讃
 に
次
の
よ
う
に

わ
 さ
ん

詠
わ
れ
ま
し
た
。

　
 本
  師
  曇
  鸞
  和
  尚
 は

ほ
ん
 じ
 ど
ん
 ら
ん
 か
 し
ょ
う

　
 菩
  提
  流
  支
 の
お
し
へ
に
て

ぼ
 だ
い
 る
 
し

　
 仙
経
 な
が
く
や
き
す
て
て

せ
ん
ぎ
ょ
う

　
 浄
   土
 に
ふ
か
く

じ
ょ
う
 ど

　
　
　
　
　
　
 帰
 せ
し
め
き

き

　
親
鸞
聖
人
が
「
 本
  師
 」
と

ほ
ん
 じ

呼
ぶ
 曇
  鸞
  和
  尚
 は
、
も
と
も

ど
ん
 ら
ん
 か
 し
ょ
う

と
は
お
経
の
注
釈
を
さ
れ
る

よ
う
な
、
と
て
も
頭
の
い
い

方
で
し
た
。
し
か
し
、
何
事

に
も
一
生
懸
命
な
方
だ
っ
た

の
で
、
無
理
が
た
た
っ
て
五

十
歳
を
超
え
た
こ
ろ
に
体
を

壊
し
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。

自
分
の
す
べ
き
仕
事
は
ま
だ

ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
。
ま

ず
は
長
生
き
を
し
な
け
れ
ば

と
 道
  家
 の
師
に
つ
い
て
長
命

ど
う
 け

の
 仙
  人
 の
術
を
学
び
始
め
ま

せ
ん
 に
ん

し
た
。
も
と
よ
り
才
能
豊
か

な
曇
鸞
和
尚
で
す
。
仙
人
の

術
を
こ
と
ご
と
く
学
び
終
え

て
 不
  老
  長
  寿
 の
術
を
身
に

ふ
 ろ
う
 ち
ょ
う
 じ
ゅ

付
け
、「
仙
経
」
を
授
け
ら
れ
、

都
・
 洛
  陽
 に
戻
っ
て
き
ま
し

ら
く
 よ
う

た
。
　
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
都

に
は
イ
ン
ド
か
ら
菩
提
流
支

と
い
う
僧
が
い
て
、
お
経
の

注
釈
を
し
な
が
ら
、
僧
た
ち

を
指
導
し
て
い
ま
し
た
。
曇

鸞
和
尚
は
、
か
つ
て
の
自
分

と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
菩

提
流
支
に
、
自
分
が
学
ん
だ

不
老
長
寿
の
教
え
を
自
慢
し

ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
菩
提

流
支
は
、 阿
  弥
  陀
 様
の
教
え

あ
 
み
 
だ

に
こ
そ
不
死
の
教
え
が
あ
る

と
告
げ
、
曇
鸞
和
尚
に
『
 観
 
か
ん

 無
  量
  寿
  経
 』
を
授
け
ら
れ

む
 り
ょ
う
 じ
ゅ
 き
ょ
う

た
の
で
す
。

　
確
か
に
長
寿
と
い
っ
て
も

永
遠
の
命
が
あ
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
は
寿
命

百
年
時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
死

に
臨
め
ば
や
は
り
怖
い
し
、

長
生
き
し
た
か
ら
と
い
っ
て

若
死
に
し
た
昔
の
人
の
足
元

に
も
及
び
ま
せ
ん
。

　
不
死
や
不
老
と
い
う
の
は

長
さ
で
は
な
い
の
で
す
。
そ

れ
に
気
づ
い
た
曇
鸞
和
尚
は

せ
っ
か
く
授
け
ら
れ
た
「
仙

経
」
を
す
べ
て
焼
き
捨
て
て
、

浄
土
の
教
え
の
 研
  鑚
 に
勤
め

け
ん
 さ
ん

た
の
で
す
。

　
世
阿
弥
は
初
心
の
ひ
と
つ

と
し
て
「
老
後
の
初
心
」
と

い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。

人
は
生
き
て
い
る
限
り
、
生

き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
常
に

変
化
す
る
存
在
で
す
。
だ
か

ら
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も

「
初
心
」が
必
要
で
す
。
い
く

つ
に
な
っ
て
も
過
去
の
自
分

を
切
っ
て
捨
て
る
、
そ
の
覚

悟
が
老
後
の
初
心
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
わ
い
。

地
位
も
名
誉
も
あ
る
。
切
り

捨
て
た
ら
、
こ
れ
か
ら
何
か

を
得
ら
れ
る
保
証
も
な
い
。

こ
の
ま
ま
で
い
き
た
い
と
思

う
。
し
か
し
、
世
阿
弥
は

「
老
後
の
初
心
」
と
い
い
、
い

く
つ
に
な
っ
て
も
切
り
捨
て

よ
と
い
う
の
で
す
。

　
五
十
歳
を
過
ぎ
て
、
新
た

に
仙
人
の
教
え
を
学
び
、
そ

れ
を
修
得
し
た
曇
鸞
和
尚
。

そ
れ
な
の
に
、
せ
っ
か
く
手

に
し
た
不
老
長
寿
を
さ
ら
に

捨
て
た
。
こ
れ
ほ
ど
激
し
い

「
初
心
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
私
た
ち
の
よ
う
な
凡
夫
は
、

足
元
に
も
及
び
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
で
も
日
々
、
自
分
を
切

り
捨
て
て
い
く
「
初
心
」
を

肝
に
銘
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

阿弥陀寺だより 別紙


