
本
当
は
今
回
の
寺
報
に
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
症
に
関
し
て
の
こ

と
は
あ
ま
り
書
き
た
く
な
い
な
ぁ

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
年

末
に
な
り
、
こ
の
十
か
月
余
を

通
し
て
思
っ
た
こ
と
は
、
万
徳

寺
の
ご
門
徒
さ
ん
へ
の
感
謝
の

念
で
す
。

い
ろ
い
ろ
大
変
な
中
、
皆
さ

ん
ち
ゃ
ん
と
ご
法
事
等
を
し
て

下
さ
っ
て
い
ま
す
。
苦
渋
の
選

択
で
愛
媛
か
ら
離
れ
た
所
に
住

む
ご
親
戚
に
、
ご
遠
慮
頂
い
た

り
、
大
丈
夫
な
時
を
待
っ
て
苦

労
し
て
来
て
下
さ
っ
た
り
、
悩

み
な
が
ら
一
人
だ
け
で
も
と
、

お
参
り
頂
い
た
り
、
本
当
に
い

ろ
い
ろ
考
え
な
が
ら
法
事
等
お

勤
め
頂
い
て
い
ま
す
。

お
盆
参
り
の
お
勤
め
も
無
事

に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
お
寺

の
ご
法
座
も
ほ
と
ん
ど
休
座
さ

せ
て
頂
い
て
、
や
っ
と
十
月
、

十
一
月
の
常
例
法
座
は
人
数
を

少
な
く
、
ご
法
話
頂
く
時
間
も

短
く
し
て
、
無
事
に
終
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

十
二
月
の
報
恩
講
も
い
ろ
い

ろ
悩
み
な
が
ら
お
勤
め
さ
せ
て

頂
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
十

一
月
に
入
っ
て
状
況
が
悪
く
な
っ

た
の
で
、
や
む
な
く
今
年
は
中

止
と
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

さ
み
し
い
こ
と
で
す
が
、
き
っ

と
、
ま
た
、
皆
さ
ん
に
来
て
頂

い
て
、
お
も
ち
つ
き
や
、
お
み

が
き
、
お
掃
除
等
お
手
伝
い
頂

き
、
報
恩
講
を
無
事
に
お
勤
め

出
来
る
よ
う
に
な
る
と
願
っ
て

お
り
ま
す
。

お
寺
も
当
分
の
間
は
、
い
ろ

い
ろ
工
夫
し
な
が
ら
の
法
事
等

の
お
勤
め
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
お
身
体
を
大

切
に
、
ま
た
お
寺
へ
も
足
を
運

ん
で
下
さ
い
。

（
坊
守
）

長
く
歌
わ
れ
続
け
て
い
る
仏

教
讃
歌
に
「
コ
ス
モ
ス
の
花
」

と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。
私
も

大
好
き
な
歌
の
ひ
と
つ
で
、
コ
ー

ラ
ス
の
練
習
で
秋
に
な
る
と
一

度
は
歌
い
た
く
な
る
曲
で
す
。

今
年
、
三
月
か
ら
ず
っ
と
コ
ー

ラ
ス
の
練
習
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

掃
除
を
し
な
が
ら
、
洗
濯
物
を

た
た
み
な
が
ら
、
つ
い
つ
い
口

ず
さ
ん
で
い
ま
す
。
あ
り
が
た

い
こ
と
で
す
ね
。

ち
ょ
う
ど
コ
ス
モ
ス
が
満
開

の
頃
、
東
温
市
の
坊
ち
ゃ
ん
劇

場
の
近
く
の
コ
ス
モ
ス
を
い
っ

ぱ
い
咲
か
せ
て
下
さ
っ
て
い
る

畑
の
所
に
い
き
ま
し
た
。

住
職
が
月
二
回
教
誨
師
で
お

話
を
す
る
時
に
、
お
寺
か
ら
結

構
遠
い
の
で
、
ち
ょ
っ
と
だ
け

心
配
で
車
に
同
乗
し
、
終
わ
る

ま
で
の
一
時
間
ほ
ど
の
待
っ
て

い
る
間
に
行
き
ま
し
た
。

み
ご
と
で
し
た
。
澄
ん
だ
空

気
の
中
で
、
ほ
っ
と
さ
せ
て
も

ら
っ
た
ひ
と
と
き
で
す
。
き
っ

と
、
来
年
も
ま
た
、
愛
ら
し
い

花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

お
問
合
せ
が
多
い
の
で
、
納
骨

塔
へ
の
ご
納
骨
に
つ
い
て
ご
説

明
し
ま
す
。

納
骨
塔

（
万
徳
寺
境
内
）

使
用
懇
志
（
ご
遺
骨
一
体
）

①
永
代
経
懇
志

三
十
万
円

②
納
骨
懇
志

三
万
円

③
刻
字
代
（
業
者
へ
実
費
）

三
万
七
千
円
八
百
円

木
屋
町
納
骨
塔

宗
派
を
問
わ
ず
納
骨
で
き
ま

す
。

ご
懇
志
は

①
永
代
経
懇
志

三
十
万
円
以
上
、

②
納
骨
懇
志

三
万
円

③
刻
字
代

（
業
者
へ
実
費
）

三
万
七
千
八
百
円

墓
地

（
万
徳
寺
境
内
）

使
用
冥
加
金
は
、
境
内
地
は

寺
院
へ
の
寄
付
を
含
め
て
、
一

区
画

九
〇
㎝
×
九
〇
㎝
で
百

万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

木
屋
町
墓
地

木
屋
町
墓
地
使
用
希
望
の
方

が
あ
れ
ば
イ
フ
イ
石
材(

電
話

0120-80-6768

担
当

野
本
さ

ん
）
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

使
用
懇
志
は
、
ご
門
徒
さ
ん

は
一
区
画
四
十
五
万
円
、
門
徒

さ
ん
以
外
は
五
十
万
円
で
す
。
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二
〇
二
〇
年
の
年
末
を
迎
え
て

有

り

難

い

こ

と

コスモスの花
詞 賀来琢磨

麗
し
く

乱
れ
咲
く
花
よ
コ
ス
モ
ス

朝
、
希
望
の
露
う
け
て

夕
、
安
け
き
法
を
聴
く

み
寺
の
庭
の

花
よ

コ
ス
モ
ス

や
さ
し
き
花
よ

明
る
き
花
よ

花
よ
コ
ス
モ
ス

納
骨
塔
へ
の
ご
納
骨

境
内
地
納
骨
塔
の
写
真

元
気
な
リ
ン
、
ラ
ン
と
副
住
職



コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
の
た
め
、
お
寺
に
お
い
て
も

様
々
な
法
要
、
行
事
が
中
止
や

む
な
き
に
至
り
ま
し
た
。

よ
う
や
く
十
月
、
十
一
月
に

ご
法
座
が
参
加
人
数
を
制
限
し

た
上
で
開
催
さ
れ
、
十
二
月
の

報
恩
講
も
開
催
す
る
予
定
で
、

お
み
が
き
、
お
餅
付
の
依
頼
も

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
再
度
の

感
染
拡
大
に
よ
り
残
念
な
が
ら

取
り
止
め
と
な
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
状
況
で
な
に
か
新

聞
で
取
り
上
げ
る
も
の
は
、
と

考
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
こ
こ
ろ
の
時
代
で『
コ
ロ
ナ
の

時
代
を
詠
む
』
と
い
う
題
で

永
田
和
宏
氏
と
釈
徹
宗
氏
の
対

談
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
少
し

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
対
談
本
は
本
屋
さ
ん
に

あ
り
ま
す
の
で
、
是
非
一
度
お

読
み
下
さ
る
こ
と
を
お
勧
め
し

ま
す
。
難
し
い
こ
と
は
飛
ば
し

て
も
、
ま
た
、
納
得
で
き
な
い

こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
に
読
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
談
者

永
田
和
宏
、
細
胞
生
物
学
者
、

歌
人
、
京
都
大
学
理
学
部
物

理
学
科
卒
、
京
都
大
学
再
生

科
学
研
究
所
教
授
を
経
て
、

Ｊ
Ｔ
生
命
誌
研
究
館
館
長

釈

徹
宗
、
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
如
来
寺
住
職
、
相
愛
大

学
副
学
長
、
比
較
宗
教
学
、

宗
教
思
想
が
専
門
。

万
徳
寺
で
も
ご
講
演
頂
き

ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
渋
護
寺
（
し

ぶ
ご
じ
）
に
出
演
中
。

世
界
中
の
誰
も
が
「
当
事
者
」

（
対
談
の
最
初
の
部
分
よ
り
）

釈

永
田
さ
ん
は
、
細
胞
生

物
学
を
専
門
と
す
る
科
学
者
と

し
て
の
顔
を
持
つ
と
と
も
に
、

歌
人
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
お
ら

れ
る
で
し
ょ
う
か
？

永
田

一
〇
〇
年
に
一
度
の

出
来
事
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

お
よ
そ
一
〇
〇
年
前
の
ス
ペ
イ

ン
風
邪
以
来
の
感
染
爆
発
（
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
）
で
す
。
世
界
中

の
誰
が
罹
っ
て
も
お
か
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。

釈

こ
の
問
題
に
関
し
て
、

部
外
者
は
い
な
い
？

永
田

そ
う
で
す
ね

釈

全
員
が
「
当
事
者
」
な

ん
で
す
ね
。
そ
の
点
は
地
震
や

津
波
な
ど
の
局
所
的
な
災
害
と

違
う
と
こ
ろ
で
す
。

永
田

だ
か
ら
こ
そ
不
安
も

大
き
い
ん
で
す
ね
。
今
回
の
出

来
事
で
は
、
こ
の
ウ
イ
ル
ス
感

染
に
お
け
る
科
学
の
知
識
を
伝

え
て
い
き
、
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
が
大
事
だ
と
い
う
気
が
し
ま

す
。

釈

情
報
に
振
り
回
さ
れ
た

り
、
煽
ら
れ
た
り
、
不
必
要
な

攻
撃
性
が
高
ま
っ
た
り
と
い
う

状
況
が
起
き
て
い
ま
す
。

永
田

例
え
ば
、
み
な
さ
ん

は
ウ
イ
ル
ス
が
向
こ
う
か
ら
攻

撃
し
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
せ

ん
か
？
で
も
、
ウ
イ
ル
ス
は
厳

密
に
言
え
ば
生
命
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
人
間
の
細
胞
の
中
に
入
っ

て
は
じ
め
て
、
我
々
の
中
で
増

殖
を
し
て
、
感
染
力
を
持
っ
て

外
に
出
て
行
く
と
い
う
の
が
ウ

イ
ル
ス
な
ん
で
す
。
歌
に
詠
ん

だ
人
が
い
ま
す
。

「
ウ
イ
ル
ス
が
広
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い

人
が
ウ
イ
ル
ス
を
拡
げ
て
い

る
。
」

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
コ
ロ
ナ

（
王
冠
）
と
呼
ば
れ
る
棘
（
と

げ
、
ス
パ
イ
ク
）
を
持
っ
て
い

る
こ
と
は
ご
存
知
で
す
ね
。
こ

の
ス
パ
イ
ク
が
人
の
細
胞
の
表

面
に
あ
る
タ
ン
パ
ク
質
に
偶
然

結
合
す
る
こ
と
で
、
感
染
が
成

立
す
る
の
で
す
。
ウ
イ
ル
ス
が

悪
意
を
持
っ
て
攻
撃
し
て
い
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

釈

新
型
ウ
イ
ル
ス
に
関
す

る
歌
の
投
稿
は
多
い
の
で
し
ょ

う
か
？

永
田

多
い
で
す
ね
、
感
染

が
拡
大
し
て
以
降
、
全
投
稿
歌

の
六
割
か
ら
七
割
く
ら
い
が
コ

ロ
ナ
に
関
す
る
歌
で
す
。
自
分

の
生
活
を
見
つ
め
な
が
ら
歌
を

詠
お
う
と
す
れ
ば
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
を
受
け
て
い
な
い
人
間
は

ま
ず
い
な
い
の
で
、
状
況
を
し
っ

か
り
見
据
え
て
ど
う
対
応
し
て

い
る
か
を
歌
に
残
す
こ
と
が
す

ご
く
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
の
後
、
短
歌
を
紹
介
し
な

が
ら
、
ま
た
、
項
目
を
し
ぼ
り

な
が
ら
、
科
学
、
詩
歌
、
仏
教

の
視
点
で
生
き
方
を
見
つ
め
直

し
て
対
談
が
続
き
ま
す
。

例
え
ば
、

「
疑
え
ば

す
べ
て
罹
患
者

バ
ス
の
中

マ
ス
ク
が
マ
ス
ク
を

監
視
し
て
い
る
」

監
視
す
る
側
と
さ
れ
る
側

ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
時
に
は

「
マ
ス
ク
を
着
け
れ
ば
感
染
を

防
げ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
認
識

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
回
の
新

型
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
で
は
、
感

染
を
防
ぐ
の
で
は
な
く
て
、
人

に
移
す
の
を
防
ぐ
ん
だ
と
、
日

本
国
民
み
ん
な
が
納
得
し
た
。
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で
も
、
世
界
か
ら
出
て
い
る
論

文
を
見
て
み
る
と
、
入
っ
て
く

る
ウ
イ
ル
ス
も
防
い
で
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
と
あ
り
ま
し
た
。

マ
ス
ク
ひ
と
つ
で
も
深
く
難

し
い
。

ウ
イ
ル
ス
は
ど
こ
に
で
も
い
る

ウ
イ
ル
ス
は
人
間
だ
け
で
な

く
動
物
や
植
物
、
バ
ク
テ
リ
ア

や
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
寄
生
し

て
自
分
を
増
や
し
て
い
く
。
そ

の
寄
生
主
を
殺
し
て
し
ま
う
と

自
分
が
生
き
て
い
け
な
く
な
る

の
で
、
う
ま
く
共
存
で
き
る
ウ

イ
ル
ス
だ
け
が
残
っ
て
い
く
。

ウ
イ
ル
ス
は
自
然
界
の
中
で

共
存
を
保
っ
て
き
た
の
に
、
人

間
が
不
用
意
に
手
を
つ
け
て
し

ま
っ
た
（
森
林
を
開
発
し
た
り

等
）
と
言
え
る
の
だ
そ
う
で
す
。

私
た
ち
は
ウ
イ
ル
ス
で
で
き

て
い
る

ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝
子
が
人
間

の
中
に
は
い
っ
て
き
て
、
子
々

孫
々
と
受
け
継
ぎ
全
遺
伝
子
の

一
割
近
く
が
ウ
イ
ル
ス
由
来
な

の
だ
そ
う
で
す
。
女
性
の
胎
盤

を
形
成
し
て
い
る
赤
ち
ゃ
ん
を

育
て
る
の
に
必
要
な
タ
ン
パ
ク

質
は
ウ
イ
ル
ス
由
来
だ
そ
う
で

す
。ま

た
、
石
鹸
を
付
け
る
と
感

染
を
ふ
せ
げ
る
の
は
、
ウ
イ
ル

ス
が
脂
質
二
重
層
と
い
う
油
で

覆
わ
れ
た
膜
で
で
き
て
い
る
か

ら
で
、
油
だ
か
ら
石
鹸
や
エ
タ

ノ
ー
ル
に
弱
い
の
で
す
。
手
を

洗
う
こ
と
の
有
効
性
が
わ
か
っ

て
き
ま
す
。
科
学
に
近
づ
く
こ

と
、
基
礎
を
知
る
こ
と
で
対
処

す
る
大
き
な
力
に
な
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

日
常
の
大
切
さ
に
気
づ
く

あ
た
り
前
だ
と
思
っ
た
も
の

が
大
切
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く

機
会
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

特
に
最
近
で
は
ハ
レ
と
ケ
と

分
け
て
、
気
分
の
い
い
こ
と
、

都
合
の
良
い
こ
と
だ
け
を
考
え

る
よ
う
に
し
て
、
気
分
を
害
す

る
こ
と
、
都
合
の
悪
い
こ
と
を

無
視
し
た
り
と
い
う
傾
向
が
テ

レ
ビ
で
も
目
立
っ
て
い
ま
し
た

が
、
人
生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
が
起
こ
っ
て
い
く
こ
と
、
こ

れ
が
正
解
だ
と
い
う
こ
と
は
な

か
な
か
無
い
こ
と
を
自
覚
し
て
、

考
え
な
が
ら
生
き
る
こ
と
の
大

切
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
機
会
で

も
あ
っ
た
の
で
す
。

大
切
な
人
の
死
に
立
ち
会
え

な
いお

葬
式
な
ど
の
死
者
儀
礼
と

い
う
の
は
よ
く
で
き
て
い
る
の

で
す
。
人
間
は
あ
ま
り
に
大
き

な
悲
し
み
を
一
度
に
引
き
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
、
お
通
夜
や
お
骨
上
げ
（
還

骨
）
な
ど
の
「
喪
の
作
業
」
と

い
う
プ
ロ
セ
ス
を
踏
み
な
が
ら

少
し
ず
つ
人
の
死
を
引
き
受
け

て
い
く
。
ご
遺
体
の
手
を
握
っ

た
り
、
お
骨
を
拾
い
な
が
ら
故

人
の
こ
と
を
語
り
合
う
。
ど
こ

の
民
族
・
文
化
で
も
同
じ
よ
う

な
仕
組
み
で
悲
し
み
を
少
し
ず

つ
決
着
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。

今
回
の
コ
ロ
ナ
で
は
、
死
に

立
ち
会
え
な
い
、
遺
族
に
な
り

き
れ
な
い
、
と
い
う
悲
し
い
問

題
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
き
ち

ん
と
医
学
的
に
裏
付
け
ら
れ
て
、

手
を
握
っ
て
も
い
い
と
い
う
だ

け
で
も
、
遺
族
の
心
が
違
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。
科
学
で
明

ら
か
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

と
、
い
っ
た
ふ
う
に
綴
ら
れ

て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
の
時
代
に

ど
う
付
き
合
っ
て
い
く
の
か
、

少
し
お
役
に
立
つ
ご
本
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
数
年
、
友
人
や
お
世
話

に
な
っ
た
方
に
、
「
紅
ま
ど
ん

な
」
を
送
っ
て
い
ま
す
。

「
こ
ん
な
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
柑
橘

類
は
初
め
て
」
、
「
こ
ど
も
や

孫
た
ち
が
喜
ん
で
」
な
ど
、
楽

し
み
に
し
て
下
さ
る
人
が
だ
ん

だ
ん
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

坊
守
と
ご
本
山
で
ご
縁
が
あ
っ

た
夕
張
の
お
寺
の
坊
守
さ
ん
は

「
ほ
ん
と
う
に
お
い
し
く
て
、

思
わ
ず
住
職
が
ふ
る
さ
と
納
税

を
し
ま
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
姪
の
こ
ど
も
は
「
誕

生
日
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
こ
れ
に
し

て
」
と
言
っ
た
そ
う
で
、
ま
た

送
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
で
暗
い
話
題
が
多
い
中
、
心

の
な
ご
む
話
題
が
あ
る
こ
と
は

う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
「
紅
ま
ど
ん
な
」
を

送
っ
た
友
人
の
一
人
（
和
歌
山

大
学
理
学
部
の
教
授
）
か
ら
電

話
が
あ
り
ま
し
た
。
少
し
前
に

お
父
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
ハ

ガ
キ
が
届
い
て
い
ま
し
た
。
お

礼
を
言
わ
れ
た
後
、
お
悔
や
み

を
申
し
ま
す
と
、
実
は
と
言
っ

て
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
実
家
は
も
と
も
と
臨
済
宗
だ
っ

た
け
れ
ど
、
あ
ま
り
お
寺
さ
ん

と
触
れ
合
う
機
会
も
な
く
、
浄

土
真
宗
の
お
寺
を
紹
介
し
て
も

ら
っ
て
お
葬
式
を
し
た
。
父
も

生
前
か
ら
納
得
し
て
い
て
、
ご

住
職
の
対
応
も
分
か
り
や
す
く
、

や
さ
し
く
て
、
落
ち
着
い
て
い

て
よ
か
っ
た
よ
。
」
と
言
わ
れ

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

で
も
、
よ
く
聞
く
と
、
奥
さ

ん
の
実
家
は
浄
土
真
宗
の
門
徒

さ
ん
、
妹
の
嫁
ぎ
先
（
友
人
の

同
級
生
）
も
福
井
の
浄
土
真
宗

の
門
徒
さ
ん
で
、
違
和
感
が
無

か
っ
た
そ
う
で
す
。

私
の
大
学
の
同
級
生
は
、
仏

教
に
対
し
て
寛
容
と
い
う
か
、

む
し
ろ
好
感
を
も
っ
た
人
が
多

く
、
寺
の
息
子
の
私
に
も
偏
見

な
く
接
し
て
く
れ
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
し
た
。

理
由
は
ど
う
あ
れ
、
浄
土
真

宗
の
み
教
え
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
救
い
を
、
素
直
に
受
け
入
れ

て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
喜
ば
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
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大
谷
大
学
教
授
の
門
脇
健
さ

ん
が
こ
ん
な
話
を
し
て
お
ら
れ

ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
、
森
繁
久
弥
が

亡
く
な
ら
れ
た
時
、
息
子
さ
ん

が
「
父
は
浄
土
へ
ま
い
り
ま
し

た
」
と
い
う
発
言
に
び
っ
く
り

し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

い
つ
の
頃
か
ら
か
、
テ
レ
ビ

で
そ
の
死
が
報
じ
ら
れ
る
よ
う

な
有
名
人
は
み
ん
な
「
天
国
」

へ
行
く
よ
う
に
言
っ
て
い
た
か

ら
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
理
由
の
ひ
と

つ
を
映
画
『
警
察
日
記
』
（
一

九
五
四
年
）
を
見
て
感
じ
た
そ

う
で
す
。
映
画
で
森
繁
久
弥
演

ず
る
田
舎
の
警
察
官
の
お
お
ら

か
さ
（
い
い
か
げ
ん
さ
も
あ
る

そ
う
で
す
が
）
が
心
地
よ
か
っ

た
そ
う
で
す
。
お
墓
も
そ
の
頃

求
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

で
も
、
門
脇
さ
ん
は
知
ら
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
森
繁
久

弥
さ
ん
が
お
浄
土
、
お
念
仏
に

親
し
ま
れ
た
の
は
、
映
画
監
督

の
松
林
宗
恵
（
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
の
僧
侶
で
も
あ
ら
れ
る
）

さ
ん
と
親
し
く
し
て
お
ら
れ
こ

と
に
よ
り
ま
す
。

今
手
元
に
原
稿
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
奥
さ
ん
を
亡
く
し
た
時

に
寂
し
さ
を
告
白
さ
れ
た
森
繁

さ
ん
に
、
お
念
仏
を
勧
め
ら
れ

た
の
が
松
林
監
督
で
し
た
。

こ
と
あ
る
ご
と
に
森
繁
さ
ん

は
松
林
監
督
に
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
を
聞
い
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
、

監
督
に
感
謝
さ
れ
て
い
た
様
子

が
い
ろ
い
ろ
な
お
話
か
ら
伺
い

知
れ
ま
し
た
。

息
子
さ
ん
も
ご
門
徒
さ
ん
で

は
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
姿
を
ず
っ

と
見
て
来
ら
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
き
っ
と
、
す
ば
ら
し
い

出
遇
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

私
が
ご
本
山
で
組
織
教
化
部

の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
こ
ろ
、

国
府
の
恵
信
尼
廟
所
が
整
備
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
紆

余
曲
折
も
あ
り
ま
し
た
が
、
完

成
し
、
ご
法
要
の
日
も
決
ま
り

ま
し
た
。

そ
の
時
、
是
非
泊
っ
て
ほ
し

い
と
声
が
か
か
っ
た
の
が
、
赤

倉
観
光
ホ
テ
ル
で
し
た
。
女
性

の
社
長
さ
ん
が
実
家
は
昔
か
ら

本
願
寺
の
門
徒
で
、
ホ
テ
ル
の

仏
間
で
真
宗
の
行
事
も
よ
く
行

わ
れ
て
い
た
の
で
、
喜
ば
し
い

日
に
利
用
し
て
ほ
し
い
と
の
こ

と
で
し
た
。

私
も
仏
教
婦
人
会
の
担
当
の

一
人
と
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
直
前
に
他

の
仕
事
の
関
係
で
残
念
な
が
ら

行
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

当
時
は
、
小
倉
の
百
貨
店
の

中
に
仏
間
が
あ
っ
て
お
念
仏
が

受
け
継
が
れ
て
き
た
り
、
有
名

な
フ
グ
料
理
の
老
舗
旅
館
に
仏

間
が
あ
っ
た
り
、
高
岡
の
料
亭

に
も
立
派
な
仏
壇
が
あ
っ
て
会

合
に
も
使
わ
れ
た
り
、
と
お
念

仏
を
喜
び
護
っ
て
こ
ら
れ
た
所

が
全
国
に
あ
り
ま
し
た
。

青
木
新
門
さ
ん
の
記
事
で
す
。
。

（
青
木
新
門
：
富
山
県
生
ま
れ
、

早
稲
田
大
学
中
退
後
、
葬
儀
会

社
で
働
い
た
経
験
を
描
い
た

『
納
棺
夫
日
記
』
が
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
に
。
映
画
『
お
く
り
び
と
』

の
原
点
に
も
な
っ
た
。
）

法
然
、
親
鸞
の
流
罪
放
免
の

命
令
が
出
た
の
は
一
二
一
一
年

十
一
月
で
あ
る
。
親
鸞
放
免
を

伝
え
る
勅
使
が
越
後
の
国
府
に

向
か
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
親
鸞
も
国
府
へ
向

か
っ
て
い
た
が
、
柿
崎
の
里
を

訪
れ
た
頃
に
は
前
に
進
め
な
い

ほ
ど
の
積
雪
に
な
っ
て
い
た
。

一
軒
の
家
を
訪
ね
一
夜
の
宿

を
請
わ
れ
た
が
、
そ
の
家
の
夫

婦
に
す
げ
な
く
断
ら
れ
て
し
ま

う
。
や
む
な
く
家
の
軒
下
で
休

ん
で
い
た
親
鸞
が
雪
を
か
ぶ
っ

て
お
念
仏
を
称
え
て
い
る
と
、

や
が
て
ふ
と
眼
を
覚
ま
し
た
夫

婦
の
耳
に
入
る
。

そ
の
お
念
仏
の
声
を
聞
い
た

夫
婦
は
「
あ
の
よ
う
な
尊
い
方

を
外
で
寝
か
せ
る
と
は
な
ん
と

あ
さ
ま
し
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ

た
。
」
と
涙
を
流
し
な
が
ら
絵

親
鸞
聖
人
を
家
の
中
へ
招
き
入

れ
、
丁
寧
に
も
て
な
し
た
。

そ
の
時
の
親
鸞
が
夫
婦
に
送
っ

た
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。

『
柿
崎(

か
き
ざ
き)

に

渋
々

宿
を
か
り
け
る
に

主
の
心

熟
柿(

じ
ゅ
く
し)

な
り
け
り
』

こ
の
家
の
屋
号
は
扇
屋
と
い
っ

た
。
一
夜
の
宿
の
縁
で
、
扇
屋

夫
婦
は
現
在
の
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
浄
善
寺
の
開
基
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
親
鸞
と
の
縁
起
を

伝
え
る
寺
は
全
国
各
地
に
多
く

み
ら
れ
る
が
、
私
は
こ
の
古
事

が
、
柿
崎
と
い
う
地
名
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
真
実
味
を
帯
び

て
伝
わ
っ
て
く
る
。

親
鸞
に
と
っ
て
も
、
流
人
と

し
て
生
涯
過
ご
す
こ
と
に
な
る

か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
た
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
放

免
の
知
ら
せ
を
受
け
た
日
の
出

来
事
で
あ
る
。
諦
め
な
い
で
精

進
し
て
い
れ
ば
、
い
つ
か
は
機

が
熟
す
時
が
来
る
。
こ
の
地
方

で
は
柿
が
熟
す
こ
と
を
、
「
う

れ
る
」
と
も
い
う
。

一
夜
の
宿
を
貸
し
て
く
れ
た

こ
と
よ
り
、
宿
の
夫
婦
が
お
念

仏
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
う

れ
し
さ
が
放
免
の
う
れ
し
さ

と
重
な
っ
て
、
「
熟
柿
な
り
け

り
」
と
い
う
言
葉
に
滲
み
出
て

い
る
よ
う
に
思
う
の
だ
っ
た
。
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現在の浄善寺、パゴダ式の本堂


