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二
〇
一
五
年
　
夏

　
　
　
第
十
八
号

離
れ
京
都
に
向
か
お
う
と
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
ご
教
導
を
蒙
っ
た

人
々
は
聖
人
と
の
お
別
れ
を
惜
し
ん
で
お

留
め
申
し
た
と
こ
ろ
、
し
ば
ら
く
こ
の
地

に
と
ど
ま
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
後
上

洛
の
意
思
を
固
め
こ
の
地
を
去
り
ま
す
。　

時
に
天
台
宗
で
あ
っ
た
寺
の
住
職
、
性
順

が
聖
人
の
御
教
え
を
う
け
て
、
他
力
真
宗

の
御
教
え
に
帰
し
て
聖
人
の
お
弟
子
に
な

り
真
楽
寺
の
寺
号
を
与
え
ら
れ
た
そ
う
で

す
。
そ
の
こ
ろ
、
同
じ
く
こ
の
地
に
足
を

運
ん
だ
当
時
の
西
来
寺
の
住
職
も
や
は
り

聖
人
の
教
化
を
う
け
て
、
真
宗
の
教
え
に

帰
し
て
西
来
寺
の
寺
号
を
賜
っ
た
そ
う
で

す
。

　

真
楽
寺
に
は
歸
命
堂
と
い
う
宝
物
庫
が

あ
り
い
ろ
い
ろ
な
寺
宝
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
境
内
に
大
き
な
菩
提
樹
が
あ
り
、
そ
の

昔
、
こ
の
菩
提
樹
の
実
を
い
た
だ
き
ま
し

て
、
西
来
寺
に
も
同
じ
菩
提
樹
が
植
わ
っ

て
い
ま
す
。尚
、真
楽
寺
か
ら
５
０
０
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
国
府
津
駅
に
向
か
っ
た
と
こ
ろ

に
聖
人
が
庵
を
結
ん
だ
と
さ
れ
る
、
勧
堂

（
す
す
め
ど
う
）
が
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、 

お
な
じ
み
の
箱
根
神
社
で
す

が
、
古
来
よ
り
箱
根
権
現
の
名
で
親
し
ま

れ
て
き
ま
し
た
。
権
現
と
は
仏
が
衆
生
を

救
済
す
る
た
め
に
仮
に
神
と
な
っ
て
現
れ

た
姿
と
考
え
ら
れ
来
ま
し
た
が
、
明
治
期

に
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
箱
根
神
社
に
な
り

ま
し
た
。
覚
如
上
人
の
書
か
れ
た
「
本
願

寺
聖
人
伝
絵
下
段
四
段
」
に
親
鸞
聖
人
が

こ
こ
を
訪
れ
も
て
な
さ
れ
た
と
云
う
下
り

が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
境
内
に
は
昭
和

３
９
年
に
建
て
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
像
が
あ

り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
箱
根
神
社
に
行
か
れ

た
ら
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

場
所
と
さ
れ
て
い
ま
す
。御
帰
洛
の
途
中
、

こ
こ
で
石
に
腰
掛
け
て
４
人
の
弟
子
の
１

人
、
性
信
房
に
向
か
い
「
師
弟
打
ち
連
れ

て
み
な
上
洛
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
後
に
残

さ
れ
た
東
国
の
門
徒
は
誰
が
導
く
の
か
。

御
房
は
こ
れ
よ
り
立
ち
返
っ
て
東
国
の
門

徒
衆
を
教
化
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
申
さ

れ
た
と
こ
ろ
、
性
信
坊
は
泣
く
泣
く
聖
人

と
別
れ
、
関
東
に
戻
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
時
、
聖
人
は
自
分
の
身
代
わ
り
に
と

笈
を
手
渡
さ
れ
と
言
い
ま
す
。（
笈
と
い

う
の
は
中
に
経
典
な
ど
を
入
れ
背
負
っ
た

も
の
）
遺
跡
碑
に
は
こ
の
時
聖
人
の
詠
ん

だ
と
さ
れ
る
歌
「
や
む
子
を
ば
預
け
て
帰

る
旅
の
空
、心
は
こ
こ
に
残
り
こ
そ
す
れ
」

と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
神
奈

川
県
内
に
も
親
鸞
聖
人
や
西
来
寺
ゆ
か
り

の
場
所
が
あ
り
ま
す
ね
。

西
来
寺
と
親
鸞
聖
人

　

盛
夏
の
候
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
西
来
寺
報
を
お
読
み
に
な
る
こ

ろ
は
、
も
う
七
月
盆
の
こ
ろ
に
な
る
で

し
ょ
う
。
先
日
、
西
来
寺
小
旅
行
が
行
わ

れ
、
そ
の
な
か
の
西
来
寺
と
親
鸞
聖
人
の

史
跡
を
２
・
３
お
話
し
す
る
こ
と
に
致
し

ま
す
。

　

先
ず
小
田
原
、
国
府
津
の
真
楽
寺
様
を

ご
紹
介
致
し
ま
す
。
真
楽
寺
は
西
来
寺
と

同
じ
く
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
で
す
。
鎌
倉

時
代
、
親
鸞
聖
人
が
国
府
津
の
近
く
に
寄

り
し
ば
し
ば
教
え
を
広
め
ら
れ
ま
し
た

が
、
六
十
歳
を
境
に
聖
人
は
関
東
の
地
を

　　

最
後
に
「
笈
（
お
い
）
の
平
」
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
す
。
箱
根
旧
街
道
の
甘
酒

茶
屋
か
ら
１
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
っ
た

所
に
遺
跡
碑
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
親
鸞

聖
人
と
お
供
の
性
信
房
お
別
れ
に
な
っ
た

５月５日撮影　西来寺のユスラウメの実
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西
来
寺
で
は
以
前
、
門
信
徒
の
皆
さ
ん

に
、
略
肩
衣
（
門
徒
式
章
）
を
お
配
り
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
略
肩
衣
と
は
、
り
ゃ

く
か
た
ぎ
ぬ
と
読
み
、
浄
土
真
宗
大
谷
派

の
門
信
徒
が
、
仏
前
に
お
け
る
礼
装
と
し

て
首
か
ら
下
げ
て
着
用
す
る
法
具
で
す
。

　
仏
事
や
法
事
、
お
寺
で
の
行
事
な
ど
の

時
に
身
に
つ
け
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
の

で
、
お
盆
の
お
参
り
の
際
な
ど
に
ご
着
用

く
だ
さ
い
。

西
来
寺
小
旅
行
の
写
真
が
見
ら
れ
ま
す
！
　
西
来
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　http://sairaiji.com

西
来
寺
を
守
る
宮
大
工

　

3
月
6
日
、
3
月
7
日
に
修
繕
と
補
修
の

工
事
が
手
嶋
工
務
店
に
よ
り
、
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
。

　

本
堂
の
中
の
斗
組
（
ま
す
ぐ
み
）
の
修
繕
。

西
来
寺
の
本
堂
の
中
の
斗
組
は
57
カ
所
あ
り

ま
す
。
そ
の
う
ち
38
カ
所
に
「
ね
じ
れ
」
が

生
じ
、
巻
斗
（
ま
き
と
）
と
枠
肘
木
（
わ
く

ひ
じ
き
）の
間
に
隙
間
が
開
い
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
枠
肘
木
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
床
か
ら

ジ
ャ
ッ
キ
で
押
し
上
げ
、
開
い
て
し
ま
っ
た

隙
間
を
な
く
し
、
き
れ
い
に
修
復
し
ま
し

た
。
斗
組
は
屋
根
や
天
井
を
支
え
る
だ
け
で

な
く
、
飾
り
の
役
割
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
構

造
は
日
本
建
築
の
美
し
さ
が
内
在
し
て
い
ま

す
。
本
堂
に
入
ら
れ
た
と
き
に
は
、
是
非
と

も
上
を
見
上
げ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

本
堂
前
の
掲
示
板
の
建
て
替
え
。
西
来
寺

に
来
る
方
に
見
て
い
た
だ
く
お
寺
の
由
来
の

掲
示
板
を
建
て
替
え
ま
し
た
。
木
材
は
水
に

強
く
腐
り
に
く
い
カ
ナ
ダ
檜
（
ひ
の
き
）。

釘
を
使
わ
な
い
木
組
み
は
白
木
で
軽
快
な
見

た
目
で
す
が
、
実
に
２
０
０
㎏
と
重
厚
。
屋

根
は
チ
タ
ン
材
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
チ
タ

ン
は
雨
に
も
風
に
も
強
く
２
０
０
年
保
つ
と

云
わ
れ
て
い
ま
す
。
西
来
寺
は
丘
の
上
の
立

地
で
す
。
吹
き
上
げ
の
風
の
影
響
を
考
え
、

土
台
は
し
っ
か
り
と
設
置
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

他
に
も
痛
ん
で
い
た
山
門
の
柱
の
一
部
を

新
し
く
し
た
り
、
本
堂
の
西
側
の
障
子
の
枠

の
隙
間
を
無
く
す
修
繕
な
ど
も
行
い
ま
し

た
。

　

自
然
に
逆
ら
わ
ず
、
陽
射
し
、
風
向
き
、

湿
気
、
様
々
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
修
繕
を

行
う
手
嶋
工
務
店
の
宮
大
工
さ
ん
に
は
感
心

す
る
ば
か
り
で
す
。

　

平
成
24
年
10
月
の
本
堂
、
廊
下
の
改
修
工

事
か
ら
3
年
、
今
回
手
嶋
さ
ん
は
専
門
の
職

人
を
含
め
7
名
の
お
弟
子
さ
ん
と
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
新
し
い
も
の
も
良
い
ん
で
す
け
ど
、
日
本

の
建
築
は
、
手
を
か
け
れ
ば
50
年
、
１
０
０

年
、
２
０
０
年
と
保
っ
て
く
れ
ま
す
。
た
ず

さ
わ
る
た
び
に
、
古
い
本
堂
の
有
り
難
み
を

感
じ
ま
す
」
と
手
嶋
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　

手
嶋
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
の
中
に
は
ひ
と

き
わ
目
立
つ
女
性
の
お
弟
子
さ
ん
が
一
人
。

「
女
性
が
こ
の
仕
事
を
続
け
る
の
は
と
て
も

大
変
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
ね
。
腕
力
が
必

要
な
仕
事
だ
し
、
手
も
荒
れ
る
。
宮
大
工
は

ま
だ
ま
だ
男
の
世
界
だ
か
ら
男
性
の
何
倍
も

努
力
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
。
で
も

ね
、
長
く
続
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
」

優
し
く
語
る
手
嶋
さ
ん
は
今
の
建
築
だ
け
で

は
な
く
、
未
来
の
日
本
の
建
築
現
場
を
継
承

し
、
守
っ
て
い
く
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い

ま
し
た
。

新
盆　

７
月
８
日

お
盆　

７
月
13
日
～
7
月
16
日

旧
盆　

8
月
13
日
～
8
月
16
日

新
盆
経
。
当
西
来
寺
で
過
去
１
年
間
に
亡

く
な
ら
れ
た
方
の
家
族
を
集
め
て
法
要
を

し
ま
す
。(

該
当
の
方
に
は
ご
案
内
差
し

上
げ
て
い
ま
す)

東
京
地
方
、
横
須
賀
市
中
心
部
。

月
遅
れ
の
お
盆
。
葉
山
、
鎌
倉
方
面　

全

国
的
に
は
こ
ち
ら
の
方
が
多
い
。


