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ご
購
読
は

こ
ち
ら
か
ら

我
が
国
初
と
な
る
日
本
全
土
の
実
測
地
図
『
第
日
本
沿
岸
輿
地
全

図
』
を
伊
能
忠
敬
（
1
7
4
5
〜
1
8
1
8
）
が
完
成
さ
せ
た
の
が

2
0
0
年
前
の
1
8
2
1
年
。
7
月
に
完
成
し
た
そ
の
地
図
は
作
成

に
あ
た
る
記
録
書
14
巻
と
と
も
に
幕
府
へ
上
呈
さ
れ
た
。
そ
の
後
日

本
の
地
図
制
作
は
、
そ
の
精
度
を
益
々
向
上
さ
せ
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
測
量
に

必
要
と
な
る
重
要
な
基
本
情
報
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
現
在
も
、

デ
ー
タ
が
不
十
分
な
点
は
情
報
収
集
が
な
さ
れ
、
実
測
し
た
地
図
を

デ
ー
タ
化
し
て
補
填
。
我
々
の
生
活
環
境
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
て

く
れ
て
い
る
。

そ
の
基
本
は
忠
敬
の
偉
業
が
根
本
に
あ
る
こ
と
に
間
違
い
が
な

か
げ
た
か

い
。
忠
敬
は
家
業
で
あ
る
酒
造
・
金
融
業
を
49
才
で
息
子
景
敬
に
譲

り
、
隠
居
の
身
と
な
っ
て
か
ら
は
、
す
ぐ
に
天
文
学
を
学
ぶ
た
め
江

戸
へ
移
住
。
息
子
ほ
ど
年
の
離
れ
た
師
に
弟
子
入
り
し
、
天
体
観
測

と
歩
測
法
に
よ
る
距
離
測
定
の
計
算
方
法
を
会
得
し
た
。
寛
政
12
年

（
1
8
0
0
）
に
私
財
を
投
じ
て
、
蝦
夷
地
お
よ
び
東
北
・
北
関
東

い

ま

の
測
量
を
開
始
。
御
年
55
歳
。
現
在
な
ら
現
役
世
代
だ
が
、
現
代
よ

り
寿
命
が
短
か
っ
た
当
時
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
驚
愕
す
る
年
齢
で
あ

る
。
そ
の
翌
年
か
ら
は
幕
府
の
幕
府
直
轄
事
業
と
な
り
、
実
直
な
性

格
と
強
い
使
命
感
よ
り
17
年
10
回
の
実
測
事
業
に
到
っ
た
。
忠
敬
作

成
の
家
訓
（
1
7
9
1
年
）
に
は

第
一

仮
に
も
偽
り
を
せ
ず
、「
孝
悌
忠
信
」
に
し
て
正
直
た
る

べ
し

（
親
や
目
上
の
人
に
誠
意
を
も
っ
て
伝
え
る
こ
と
、
嘘
を

な
く
、
正
直
で
い
る
こ
と
）

第
二

身
の
上
の
人
は
勿
論
、
身
下
の
人
に
て
も
教
訓
異
見
あ
ら

ば
急
度
相
用
堅
く
守
る
べ
し

（
役
立
つ
事
や
正
し
い
意
見
は
採
用
し
遵
守
す
る
こ
と
）

第
三

徳
敬
謙
譲
と
て
言
語
進
退
を
寛
裕
に
諸
事
謙
り
敬
み
少
も
人

と
争
論
な
ど
成
す
べ
か
ら
ず
。

（
誰
に
対
し
て
も
遜
り
、争
論
な
く
物
事
に
対
す
る
こ
と
）

ま
さ
し
く
〝
忘
己
利
他
〞
で
あ
る
。
苦
労
人
と
も
云
え
る
人
生
の

中
、
自
ら
の
力
量
に
よ
っ
て
家
を
守
っ
た
彼
の
家
訓
は
い
ま
の
時
代

に
も
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
中
で
も
、第
二
家
訓
は
、

地
図
精
度
の
向
上
に
励
む
次
世
代
を
担
う
内
弟
子
た
ち
へ
の
教
育
に

繋
が
る
注
視
す
べ
き
点
で
あ
る
。

明
治
ま
で
人
目
に
触
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
地
図
は
、
今

日
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
と
な
っ
て
、
さ
ら
な
る
進
化
の
一
因
と

し
て
役
立
っ
て
い
る
。
見
る
こ
と
知
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
物
・

箇
所
を
把
握
し
知
識
を
深
め
、さ
ら
に
進
化
し
て
未
開
地
を
照
ら
す
。

2
0
0
年
前
の
偉
業
を
学
び
、
一
人
一
人
が
実
直
な
努
力
と
新
し

い
社
会
観
を
身
に
着
け
て
前
へ
進
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

１７００年頃に描かれた比叡山の全図（叡山文庫所蔵）
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令
和
3
年
比
叡
山
か
ら

発
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す
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言
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自
他
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叡
山
０
９
０
８
０
１

１
面

尚
❶
尚
❷
井
❸
井

＜ １ ＞ 第７９９号 （昭和３２年６月１９日第三種郵便物認可） 令和３年９月８日 水曜日（月刊毎月８日発行）



比
叡
山
０
９
０
８
０
４
・
０
５

４．５
面

尚
❶
井
❷
尚
❸
尚
❹
井
❺
井
❻
井
❼
尚
❽
尚
❾
井

＜ ５ ＞ 第７９９号 （第三種郵便物認可） 令和３年９月８日 水曜日 ＜ ４ ＞

伝教大師1200年大遠忌記念
－後編－

侍
真
僧
、渡
部
光
臣
師
に
聴
く

十
二
年
籠
山
行
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と

当
り
前
の
事
を
も
う
一
度
考
え
て
ほ
し
い

「
比
叡
山
で
最
も
清
浄
な
る
地
」
と
称
さ
れ
る
宗
祖
伝
教
大
師
御
廟
所
「
浄
土
院
」。
こ
の
地
に
は
１

２
０
０
年
を
経
て
、
大
師
が
今
も
な
お
生
き
続
け
て
お
ら
れ
る
が
ご
と
く
、
日
々
、「
侍
真
」
と
呼
ば
れ

る
僧
に
よ
り
お
給
仕
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
本
特
集
で
は
、
先
月
よ
り
引
き
続
き
、
現
役
の
侍
真
と
し
て

真
に
道
心
あ
る
菩
薩
僧
を
目
指
す
渡
部
光
臣
師
よ
り
、
行
に
入
る
き
っ
か
け
や
、
日
々
の
行
か
ら
会
得
し

た
体
験
、
ま
た
今
後
の
自
ら
が
進
む
べ
き
道
を
お
聴
き
す
る

十
二
年
籠
山
へ
の
第
一
歩

お
大
師
さ
ま
に「
好
相
行
」へ
と
導
か
れ
る

僧
侶
と
な
っ
た
き
っ
か
け
と
い
い
ま
す
か
、
大
学
生

の
こ
ろ
か
ら
仏
教
に
興
味
が
あ
り
出
家
を
考
え
て
お
り

ま
し
た
。
比
叡
山
で
一
般
の
在
家
か
ら
延
暦
寺
の
僧
侶

を
養
成
す
る
「
叡
山
学
寮
」
の
制
度
を
知
り
、
山
形
県

か
ら
半
年
か
け
て
の
旅
路
の
な
か
、
四
国
の
お
遍
路
を

経
て
学
寮
へ
と
入
寮
い
た
し
ま
し
た
。

学
寮
で
の
修
行
の
日
々
、
卒
業
後
に
は
再
び
旅
に
出

よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
先
輩
よ
り
「
十
二
年

籠
山
行
」
を
遂
業
さ
れ
た
１
１
２
人
目
と
な
る
侍
真
僧

で
、
当
時
叡
山
学
院
の
院
長
を
お
勤
め
で
あ
ら
れ
た
、

堀
澤
祖
門
已
講
大
僧
正
の
御
執
筆
に
よ
る
御
本
を
手
渡

さ
れ
ま
し
た
。拝
読
し
て
い
く
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
と「
好

相
行
」
に
興
味
を
も
ち
、「
好
相
行
と
は
行
か
な
い
ま

で
も
山
で
籠
り
た
い
」
と
思
い
始
め
、
そ
れ
を
機
に
一

山
住
職
に
な
ろ
う
と
決
心
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
当
時
学
寮
の
行
監
で
あ
ら
れ
た
福
惠
善
高

師
（
一
山
双
嚴
院
住
職
）
か
ら
「
十
二
年
籠
山
行
」
を

や
っ
て
み
る
か
？
と
聞
か
れ
思
わ
ず
「
や
り
た
い
で

す
」
と
答
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
か
ら
考
え
る
と
、

自
分
の
意
思
よ
り
も
お
大
師
さ
ま
の
ご
意
思
に
導
か
れ

た
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

好
相
行
へ
入
行
し
た
際
は
、
無
心
で
五
体
投
地
を
繰

り
返
し
ま
し
た
。
仏
さ
ま
を
感
得
す
る
ま
で
終
わ
り
の

な
い
「
不
退
の
行
」
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
仏
さ
ま
が

現
れ
て
頂
け
な
い
こ
と
に
「
い
つ
に
な
っ
た
ら
」
と
絶

望
感
に
襲
わ
れ
た
り
、
焦
燥
の
日
々
が
続
き
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
「
一
度
気
持
ち
を
切
ら
せ
て

し
ま
う
と
取
り
戻
す
の
は
難
し
い
」
と
自
分
に
言
い
聞

か
せ
、
気
が
散
ら
な
い
よ
う
に
と
ひ
た
す
ら
集
中
し
て

い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

１２
年
間
の
籠
山
行
に
辛
い
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
。

世
間
一
般
の
方
に
比
べ
る
と
、
礼
拝
を
日
々
日
常
で
勤

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
大
変
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
会
社
に
勤
め
て
営
業
等
の
ノ
ル
マ
に
追
わ

れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
辛
く
は
な
い
で
す
。
逆
に
社
会

で
働
か
れ
て
い
る
方
々
の
ほ
う
が
、
ス
ト
レ
ス
に
よ
る

う
つ
病
の
発
症
で
あ
っ
た
り
、
遂
に
は
過
労
死
で
あ
っ

た
り
と
、
ど
れ
だ
け
大
変
な
の
か
と
案
じ
て
い
ま
す
。閉門後の静寂のなか、拝殿にて夕課の勤行を修する

人
と
比
べ
て
は
い
け
な
い

心
の
持
ち
方
ひ
と
つ
で
物
事
は
変
わ
る

こ
の
国
に
生
ま
れ
て
育
っ
た
環
境
を
あ
り
が
た
く
思

い
、
無
い
も
の
を
数
え
る
の
で
は
な
く
、
有
る
も
の
を

数
え
る
。
そ
し
て
そ
の
部
分
を
基
に
、
今
自
分
が
困
難

の
時
代
に
な
せ
る
事
を
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分

自
身
が
成
長
し
、
幸
せ
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
現
在
は
、「
当
た
り
前
の
事
」
に
な
か
な

か
感
謝
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
難
し
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
一
つ
の
見
方
を
変
え
る

と
不
幸
な
状
況
が
幸
せ
を
生
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

皆
さ
ま
に
は
、
何
か
を
し
て
も
ら
う
の
を
待
つ
の
で

は
な
く
「
自
分
が
何
を
な
せ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
考

え
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
明
る
い
礎
と
な
っ
て
い
っ
て

頂
き
た
い
。
も
っ
と
日
本
人
が
出
来
る
こ
と
、
世
の
中

の
た
め
に
な
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
。
そ
し
て
、
今
、
こ

う
や
っ
て
命
を
保
っ
て
い
る
あ
り
が
た
さ
を
も
う
一
度

み
つ
め
直
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。

物
事
を
解
決
す
る
方
法
と
い
う
の
は
二
つ
の
方
法
し

か
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。「
外
的
要
因
」
で
変

え
る
か
、
あ
る
い
は
「
内
面
の
心
持
ち
」
で
変
え
る
し

か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
貧
乏
」
を
例
に
と
れ
ば
、
貧
乏
で
無
く
な
る
に
は

「
お
金
を
稼
い
で
富
を
得
れ
ば
よ
い
」。
こ
れ
が
外
的

要
因
で
す
。し
か
し
お
金
が
無
く
て
も
自
分
が「
貧
乏
」

と
思
わ
な
け
れ
ば
そ
れ
は
貧
乏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ

と
ん
ど
の
方
々
は
外
的
な
要
因
で
貧
し
さ
を
埋
め
よ
う

思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
人
と
比
べ
る
か
ら
貧

乏
と
思
う
の
で
あ
っ
て
、
貧
乏
と
思
わ
な
け
れ
ば
そ
れ

は
貧
乏
で
は
な
い
。
人
と
比
べ
て
「
無
い
な
い
」
と
嘆

く
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
「
物
事
は
自
分
自
身
の
心
持
ち
を
変
え

る
」
と
い
う
内
的
要
因
を
持
て
ば
、
１
８
０
度
ガ
ラ
ッ

と
考
え
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
自
分
自
身

の
考
え
方
を
い
か
に
変
え
て
い
く
か
だ
と
思
い
ま
す
。

一
歩
引
い
て
み
て
、
広
い
視
野
で
物
事
を
色
々
な
方
向

か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
大
師
さ
ま
が
育
て
た
か

っ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
人
間
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
後
の「
利
他
行
」に
つ
い
て

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
解
決
で
世
界
平
和
へ

私
は
大
学
の
理
学
部
で
地
球
科
学
を
学
ん
で
お
り
ま

し
た
の
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま

す
。
国
と
国
が
争
う
最
も
大
き
な
原
因
の
一
つ
は
「
エ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������������������������������������������� �

延
暦
寺
一
山
本
行
院
住
職

浄
土
院
侍
真

渡
部
光
臣
師

（
わ
た
な
べ
こ
う
し
ん
）

昭
和
４７
年
６
月
兵
庫
県
生
ま

れ
。
山
形
大
学
理
学
部
地
球
科
学

科
卒
。
会
社
勤
め
を
経
て
平
成
１４

年
４
月
、
叡
山
学
寮
第
５
期
生
と

し
て
入
山
し
、
同
年
１０
月
に
得
度

受
戒
。
そ
の
後
比
叡
山
行
院
、
叡

山
学
寮
、
本
山
交
衆
の
諸
課
程
を

遂
業
し
同
２１
年
４
月
、
本
行
院
住

職
に
就
任
。

同
年
、
６
月
１６
日
、「
好
相
行
」

へ
と
入
行
、
７５
日
目
の
８
月
２９
日

午
後
１
時
頃
、「
好
相
」
を
感
得
。

こ
れ
が
先
達
の
宮
本
祖
豊
師
に
よ

り
証
明
さ
れ
、
９
月
１１
日
、
戒
壇

院
に
て
大
乗
菩
薩
戒
（
十
重
四
十

八
軽
戒
）
を
自
誓
受
戒
。
そ
の
後

浄
土
院
で
侍
真
僧
と
し
て
十
二
年

籠
山
行
へ
と
入
行
し
、
令
和
３
年

４
月
１
日
同
行
を
遂
業
。

ネ
ル
ギ
ー
」
の
奪
い
合
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
逆
に
考
え

る
と
自
前
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
で
き
れ
ば
、
争
う
原

因
の
大
き
な
一
つ
が
解
決
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。太
陽
光
や
水
力
等
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
作
り
出
す
。

水
力
発
電
で
あ
れ
ば
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
さ
え
し
っ
か
り

と
す
れ
ば
２４
時
間
発
電
で
き
、
景
観
を
損
な
う
こ
と
も

無
い
。
ほ
ん
の
小
さ
な
手
段
で
す
が
、
こ
れ
も
世
界
平

和
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
お
寺
が

自
前
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
作
れ
る
よ
う
に
な
り
そ
れ
を
広

め
て
い
け
る
こ
と
が
理
想
で
す
。
そ
も
そ
も
中
国
に
渡

っ
た
当
時
の
留
学
僧
は
、
経
典
と
共
に
最
先
端
の
科
学

技
術
を
持
ち
帰
り
そ
れ
を
人
々
に
広
め
る
の
が
役
目
の

一
つ
で
し
た
。
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
が
最
先
端
の
土
木

技
術
や
専
門
的
な
鉱
物
の
知
識
を
我
が
国
に
持
ち
帰
り

人
々
を
救
わ
れ
た
の
は
有
名
な
お
話
で
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
私
の
生
涯
を
か
け
た
今
後
の

「
利
他
行
」
と
し
て
非
常
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
事
案

で
す
。
仏
事
の
み
な
ら
ず
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
や
食
料
問

題
、
ま
た
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
、
寺
院
と
僧
侶
が

い
か
に
世
の
中
や
社
会
に
対
し
、
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
し

て
い
け
る
か
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
本
来
の
仏
教
の
姿
だ
と
思
い
ま

す
し
、
そ
の
す
べ
て
の
実
践
が
菩
薩
行
へ
と
繋
が
る
と

思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

伝
教
大
師
の
ご
命
日
に
あ
た
る
６
月
４
日
、
こ
の
日
だ
け

御
廟
の
門
扉
が
開
か
れ
、
侍
真
僧
が
一
番
茶
を
献
じ
る
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お
勤
め
を
し
て
い
る
時
に
直
感
で
お
大
師
さ
ま
か
ら

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
直
感
な
の
で
言
葉
に
す
る
の
は
と
て
も
難

し
い
の
で
す
が
、「
ご
遺
誡
」
に
あ
る
「
口
に
麁
言
無

く
、
手
に
笞
罰
せ
ず
、
今
我
が
同
法
、
童
子
を
打
た
ず

ん
ば
、我
が
爲
に
大
恩
な
り
、努
力
め
よ
、努
力
め
よ
」

の
部
分
の
よ
う
な
、
意
訳
す
る
と
「
僧
侶
た
る
者
は
怒

鳴
っ
た
り
、
汚
い
言
葉
で
罵
っ
た
り
せ
ず
、
い
つ
も
穏

か
で
あ
り
な
さ
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
た

気
が
し
ま
し
た
。
そ
の
瞬
間
、「
あ
り
が
た
い
」
と
い

う
気
持
ち
が
降
り
注
ぎ
、
幸
福
感
に
包
ま
れ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
。

行
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
と
に
か
く
「
あ
り
が
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
に
満
ち
溢
れ
泣
き
そ
う
に
な
る
こ
と
が

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
五
体
満
足
で
お
大
師
の
前
で
お

勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
先
人
た
ち
が
生

き
や
す
い
環
境
を
作
っ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
す
。
我
々

は
現
在
、
不
自
由
な
く
生
活
で
き
て
い
ま
す
。
文
明
の

利
器
は
然
り
、
お
金
を
払
う
と
簡
単
に
食
べ
物
を
買
う

こ
と
が
で
き
、
危
険
性
も
考
え
ず
に
口
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
行
の
経
験
か
ら
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
あ
り
が

た
い
こ
と
な
の
か
を
理
解
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
皆
さ

ま
は
そ
の
事
を
も
う
一
度
よ
く
考
え
て
頂
き
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
弱
肉
強
食
」
で
あ
っ
た
恐
竜
や
動
植
物
だ
け
の
時

代
が
数
億
年
も
続
い
た
の
は
「
欲
」
を
持
た
な
か
っ
た

か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。
動
物
は
お
腹
が
い
っ
ぱ
い
に

な
れ
ば
そ
れ
以
上
求
め
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
す
。
し

か
し
文
明
を
持
っ
た
人
間
の
時
代
は
数
万
年
で
疲
弊
し

て
き
て
い
る
。
い
や
、
縄
文
時
代
に
は
ま
だ
共
同
生
活

で
貧
富
の
差
が
無
か
っ
た
と
言
い
ま
す
か
ら
、
ほ
ん
の

三
千
年
ほ
ど
の
間
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
全
て
の
元
凶

は
「
欲
」
を
持
つ
こ
と
。
欲
を
持
つ
か
ら
奪
い
合
う
の

で
す
。
人
間
は
い
く
ら
頑
張
っ
て
も
眠
れ
る
時
間
と
一

度
に
食
べ
ら
れ
る
ご
飯
の
量
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
三

人
前
は
食
べ
る
こ
と
が
で
き
て
も
十
人
前
は
食
べ
ら
れ

な
い
の
で
す
。「
欲
」
を
持
っ
て
も
人
間
の
で
き
る
こ

と
な
ん
て
た
か
が
知
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
認
識
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
を
感
じ
た
瞬
間

「
あ
り
が
た
い
」と
い
う
気
持
ち
が
降
り
注
い
だ

「
恒
に
仏
事
を
作
さ
ん
」

祈
り
で
こ
の
国
は
護
ら
れ
て
い
る

お
大
師
さ
ま
の
お
言
葉
の
な
か
で
印
象
に
深
い
と
い

い
ま
す
か
、
ま
さ
に
お
大
師
さ
ま
を
表
し
て
い
る
お
言

葉
と
言
い
ま
す
と
、『
願
文
』
の
結
語
に
あ
る
「
恒
作

仏
事
」（
恒
に
仏
事
を
作
さ
ん
）
と
い
う
お
言
葉
で
し

ょ
う
か
。

こ
れ
は
、
お
大
師
さ
ま
が
新
し
い
仏
教
の
あ
り
方
を

希
求
し
比
叡
山
へ
と
入
ら
れ
た
際
に
修
行
の
目
標
を
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
で
、「
自
我
偈
」（『
法
華
経
』
如
来

寿
量
品
）
の
最
後
に
「
以
何
令
衆
生

得
入
無
上
道

速
成
就
仏
身
」（「
ど
う
す
れ
ば
人
々
を
最
高
の
教
え
に

導
き
、
一
刻
も
早
く
仏
に
成
る
だ
ろ
う
か
」
と
常
に
念

じ
て
い
る
）
と
あ
り
、
こ
の
お
言
葉
は
お
釈
迦
様
の
思

い
と
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

常
に
衆
生
救
済
を
目
指
し
て
お
ら
れ
た
お
大
師
さ
ま

ら
し
い
お
言
葉
と
し
て
感
銘
を
覚
え
ま
し
た
。

ま
た
、
お
勤
め
を
し
て
い
る
際
に
は
、
心
の
中
で
は

「
天
下
泰
平

万
民
快
楽
」
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。
私

に
そ
れ
を
実
現
す
る
力
が
あ
る
と
は
毛
頭
に
も
思
っ
て

お
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
我
が
国
に
は
た
く
さ
ん
の

寺
社
仏
閣
が
あ
り
ま
す
。
私
は
朝
課
の
お
勤
め
を
し
な

が
ら
「
今
頃
高
野
山
で
お
勤
め
が
始
ま
っ
た
か
な
。
永

平
寺
で
も
始
ま
っ
た
か
な
。
神
社
で
は
祝
詞
が
始
ま
っ

た
だ
ろ
う
か
」
等
と
思
っ
て
い
ま
す
。
比
叡
山
だ
け
で

な
く
常
に
全
国
津
々
浦
々
で
、
人
々
の
幸
せ
が
祈
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
各
家
で
も
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ

ん
が
お
仏
壇
に
祈
っ
て
い
る
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

我
が
国
を
覆
っ
て
い
る
。
大
袈
裟
な
話
し
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
が
、
そ
の
祈
り
の
総
体
で
日
本
は
護
ら
れ
て

い
る
。
そ
ん
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

叡
山
学
寮
在
寮
中
の
ひ
と
コ
マ
（
二
宮
写
真
館
提
供
）




