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創
刊
の
ご
挨
拶 

 

平
成
３
０
年
春
、
多
く
の
方
々
の
ご

尽
力
に
よ
り
、
光
雲
寺
に
お
い
て
越

智
氏
奉
賛
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
一
年
に
お
よ

ぶ
奉
賛
会
の
活
動
が
結
実
し
、
待
望

の
会
報
誌
『
お
ち
さ
ん
の
風
』
発
刊

の
は
こ
び
と
な
り
ま
し
た
。 

当
山
住
職
と
し
て
、
紙
面
を
お
借

り
し
、
お
力
添
え
い
た
だ
い
た
皆
様

に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

現
在
、
奉
賛
会
で
は
、
中
世
大
和

国
の
歴
史
を
学
ぶ
輪
を
広
げ
つ
つ
、

激
動
の
時
代
を
生
き
抜
い
た
越
智

氏
に
光
を
当
て
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
会
報
誌
を
皆
様
の
手
で
育

て
て
い
た
だ
き
、
大
和
の
地
に
爽
や

か
な
「
越
智
さ
ん
の
風
」
が
吹
き
渡

る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
喜
び
は

あ
り
ま
せ
ん
。
（
関 

光
徳
） 

 平
成
３
０
年
度
活
動
報
告 

 

３
／
３
０
（
金
） 

光
雲
寺
に
て
越
智
氏
奉
賛
会
設
立

集
会
を
開
催
、
三
役
選
出
。 

会
長
・
米
田
德
七
郎 

副
会
長
（
２

名
）
・
𠮷
村
茂
彦
、
吉
田
浩
司 

４
／
１
２
（
木
） 

①
役
員
人
事
決
定 

理
事
（
３
名
）
・
浅
見 

潤
、
𠮷

村
基
男
、
関 

光
徳
住
職 

監
事

（
２
名
）
・
湯
川
康
治
、
半
田 

弘 

事
務
局
（
２
名
）・
関 

光
徳
住
職
、

関 

ゆ
り
か
（
以
上
敬
称
略
） 

②
５
／
６
開
催
の
「
越
智
氏
追
善

法
要
」
「
越
智
氏
ご
廟
所
擁
壁
工
事

竣
工
記
念
法
要
に
関
す
る
打
合
せ 

５
／
６
（
日
）
午
前
１
０
時 

本
堂
に
て
越
智
氏
追
善
法
要
厳
修
、

次
い
で
、
越
智
氏
ご
廟
所
擁
壁
工
事

竣
工
に
伴
う
墓
前
回
向
を
、
寺
役
員

と
奉
賛
会
役
員
参
集
の
も
と
無
魔

円
成
す
る
。
奈
良
新
聞
取
材
。 

５
／
８
（
火
） 

趣
意
書
を
兼
ね
た
奉
賛
会
入
会
書

を
作
成
。
全
役
員
に
渡
し
、
会
員
勧

誘
活
動
を
開
始
。 

５
／
２
５
（
金
） 

第
一
回
奉
賛
会
役
員
会
開
催 

議
題
１ 

高
取
町
長
と
御
所
市
長

の
表
敬
訪
問
に
つ
い
て
日
程
調
整
。 

議
題
２ 

奉
賛
会
の
年
間
活
動
に

つ
い
て 

議
題
３ 

今
年
よ
り
、
高
取
町
の

夏
ま
つ
り
実
行
委
員
会
が
開
催
す

る
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
こ
と
に

決
定
。
「
お
ち
さ
ん
の
夜
灯
り
」
と

題
し
て
境
内
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
、

御
本
尊
開
帳
・
夜
間
拝
観
・
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
台
の
設
置
・
方
丈
に
お
け

る
お
抹
茶
接
待
等
を
行
う
。
開
催
日

は
毎
年
８
／
２
８
と
す
る
。 

６
／
１
０
（
日
）
午
前 

近
鉄
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス(

株)

近
畿
文
化
会
一
行
様

４
０
名
来
寺
。
〝
高

取
・
大
淀
の
仏
像
講
座

〟
を
テ
ー
マ
に
当
寺

の
文
殊
菩
薩
を
拝
観
。

住
職
不
在
に
つ
き
、
米

田
会
長
と
𠮷
村
副
会

長
に
挨
拶
と
拝
観
案

内
を
お
願
い
す
る
。 

６
／
１
１
（
月
） 

※
奉
賛
会
会
長
以
下

５
名
の
役
員
が
高
取

町
役
場
・
植
村
町
長
を

表
敬
訪
問
。 

本
会
設
立
の
報
告
・

趣
意
説
明
を
行
い
、
当

会
の
名
誉
顧
問
に
就

任
し
て
い
た
だ
く
。 

※
寺
に
て
夏
ま
つ
り<

お
ち
さ
ん

の
夜
灯
り>

に
つ
い
て
打
合
せ
。 

７
／
４
（
水
） 

※
奉
賛
会
会
長
以
下
５
名
の
役
員

が
御
所
市
役
所
・
東
川
市
長
を
表
敬

訪
問
。
会
発
足
に
至
る
経
緯
の
報
告

を
行
い
、
当
会
の
名
誉
顧
問
に
就
任

し
て
い
た
だ
く
。 

※
寺
に
て
打
ち
合
わ
せ
。 

現
在
、
大
阪
を
中
心
に
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
大
河
ド
ラ
マ
に
楠
木
正
成
公
を
」

と
い
う
誘
致
運
動
が
展
開
さ
れ
て

い
る
が
、
越
智
氏
は
楠
木
氏
と
も
深

い
つ
な
が
り
が
あ
り
、
奉
賛
会
の
活

動
方
針
と
も
合
致
し
て
い
る
の
で

運
動
に
協
力
す
る
方
向
で
進
め
る
。 

８
／
２
８
（
火
） 

<

お
ち
さ
ん
の
夜
灯
り> 

高
取
町
夏
ま
つ
り
に
参
加
。
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
セ
ッ
ト
・
灯
火
用
カ
ッ

プ
１
０
０
個
セ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
用
の
投
光
器
セ
ッ
ト
・
方
丈
に
て

お
茶
席
を
用
意
。
吉
田
副
会
長
に
あ

っ
て
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ

ピ
ン
グ
・
音
響
設
備
を
セ
ッ
ト
ア
ッ
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プ
頂
く
。 

来
場
者
数
は
２
０
０
人
強
。 

１
０
／
７
（
日
）
越
智
氏
ご
廟
所

に
米
田
会
長
よ
り
寄
進
の
玉
垣
と

災
害
復
旧
記
念
碑
を
石
材
店
設
置
。 

１
０
／
１
４
（
月
）
光
雲
寺
山
門

落
慶
・
境
内
地
修
復
記
念
法
要
執
行
。

式
典
の
記
念
講
演
を
、
奉
賛
会
の
理

事
で
三
光
丸
ク
ス
リ
資
料
館
館
長

の
浅
見
潤
様
に
お
願
い
す
る
。 

１
１
／
１
３
（
火
）
黄
檗
宗
管
長

近
藤
博
道
猊
下
が
光
雲
寺
に
巡
錫

さ
れ
、
会
長
以
下
役
員
メ
ン
バ
ー
来

寺
頂
き
ご
親
教
を
拝
聴
。 

１
２
／
１
４
（
金
） 

米
田
德
七
郎
会
長
と
新
年
度
の
運

営
指
針
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
。 

 

平
成
３
１
年 

１
／
１
９
（
土
） 

第
二
回
役
員
会
開
催 

議
題 

新
年
度
の
活
動
指
針
５
項

目
を
検
討 

３
／
２
４
（
日
）
開
催
の
歴
史
講

演
会
『
大
和
の
中
世
は
面
白
い
』
へ

の
後
援
を
決
定
。 

 

平
成
３
１
年
度
の
活
動
予
定 

 

春 

５
月
６
日
（
月
） 

〝
お
ち
さ
ん
の
集
い
〟
（
総
会
・

歴
史
講
演
会
＝
シ
リ
ー
ズ
「
大
和
の

中
世
は
面
白
い
」
） 

夏 

８
月
２
８
日
（
水
） 

〝
お
ち
さ
ん
の
夜
あ
か
り
〟
夜
間

拝
観
・
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
・
お
茶
席 

秋 

１
０
月
～
１
１
月
頃 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク 

中
世
の
遺

構
巡
り 

（
以
上
事
務
局
よ
り
） 

 

梅
原 

猛
先
生
を
偲
ん
で 

 

梅
原
先
生
と
拙
僧
の
出
会
い
は
、

今
か
ら
十
三
年
前
の
平
成
十
八
年

九
月
九
日
で
、
今
で
も
鮮
明
に
覚
え

て
い
ま
す
。
昼
前
で
あ
り
ま
し
た
か
、

秘
書
（
三
十
年
間
お
仕
え
し
、
先
生

を
し
て
『
巫
女
』
と
言
わ
し
め
た
）

の
西
川
照
子
様
よ
り
電
話
を
頂
き
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
先
の
談
山
神

社
か
ら
光
雲
寺
に
伺
い
た
い
旨
の

連
絡
が
あ
り
、
十
五
時
頃
先
生
・
西

川
様
・
角
川
学
芸
出
版
社
の
高
橋
様

の
三
人
で
来
寺
さ
れ
ま
し
た
。 

当
時
浅
学
非
才
の
拙
僧
は
、
先
生

が
ど
の
よ
う
な
方
か
ま
っ
た
く
存

じ
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。
来
寺
ま
で

に
急
き
ょ
、
先
生
の
略
歴
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
恐
れ
多

い
方
だ
と
わ
か
り
、
ど
う
接
待
す
れ

ば
良
い
の
か
、
家
内
と
と
も
に
慌
て

ふ
た
め
い
た
も
の
で
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
お
会
い
し
た
先
生
は

想
像
と
は
違
い
、
温
和
で
人
を
包
み

込
み
、
引
き
寄
せ
る
よ
う
な
魅
力
を

感
じ
る
方
で
し
た
。
と
て
も
不
思
議

な
雰
囲
気
で
し
た
。 

梅
原
先
生
と
越
智
観
世 

梅
原
先
生
が
当
寺
を
訪
問
さ
れ

た
の
は
、
国
立
能
楽
堂
開
場
三
十
周

年
及
び
世
阿
弥
生
誕
六
百
五
十
年

を
記
念
し
、
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た

ス
ー
パ
ー
能
『
世
阿
弥
』
制
作
の
た

め
で
し
た
。 

能
楽
大
成
者
・
世
阿
弥
の
長
子
で

あ
り
、
三
代
目
観
世
太
夫
を
継
い
だ

天
才
的
能
作
家
・
元
雅
と
、
そ
の
弟

元
能
（
も
と
よ
し
）
、
金
春
禅
竹
（
こ

ん
ぱ
る
ぜ
ん
ち
く
）
に
嫁
し
た
娘
の

兄
弟
達
が
、
最
大
の
庇
護
者
で
あ
っ

た
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満

没
後
、
父
と
共
に
圧
迫
を
う
け
て
逃

れ
住
ん
だ
の
が
、
豪
族
越
智
氏
が
治

め
る
大
和
国
越
智
の
里
で
あ
り
ま

し
た
。
や
が
て
越
智
氏
庇
護
の
も
と
、

そ
の
芸
は
遺
子
に
引
き
継
が
れ
、
越

智
観
世
と
し
て
独
自
の
活
動
を
展

開
し
、
興
福
寺
に
て
薪
能
（
た
き
ぎ

の
う
）
を
演
じ
る
な
ど
歴
史
に
名
を

残
し
て
い
き
ま
し
た
。 

方
丈
で
お
茶
を
召
し
上
が
っ
て

お
ら
れ
た
と
き
、
西
川
様
が
「
先
生

に
は
今
、
世
阿
弥
が
憑
依
し
て
い
る

ん
で
す
よ
」
と
微
笑
み
な
が
ら
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
米
寿
を
迎
え
ら
れ

た
先
生
に
世
阿
弥
が
乗
り
移
り
、
あ

た
か
も
夢
幻
能
の
よ
う
に
シ
テ
と

な
り
ワ
キ
と
な
り
ア
イ
と
な
っ
て

世
阿
弥
親
子
の
情
愛
を
描
か
せ
よ

う
と
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

先
生
は
元
雅
に
関
す
る
私
の
拙

い
意
見
に
も
優
し
く
頷
き
、
共
感
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
元

雅
の
お
墓
は
こ
の
地
に
あ
る
の
で

は
と
思
う
！
ど
う
か
探
し
出
し
て

ほ
し
い
！
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

ま
る
で
世
阿
弥
が
我
が
子
の
不
遇

を
憂
い
弔
う
た
め
、
そ
う
述
べ
て
お

ら
れ
る
よ
う
で
、
不
思
議
な
時
空
に

身
を
置
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

て
、
と
て
も
心
が
安
ら
い
だ
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
。 

来
寺
記
念
と
し
て
、
先
生
に
一
句

を
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
歌
が
『
元
雅

の 
魂
の
さ
ま
よ
う 

越
智
の
里
』

で
す
。
こ
の
日
の
出
会
い
は
、
拙
僧

に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の

と
な
り
、
今
ま
で
以
上
に
越
智
氏
が

係
わ
る
中
世
史
や
能
楽
・
観
世
元
雅

の
こ
と
等
を
一
生
懸
命
勉
強
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ

の
頃
か
ら
光
雲
寺
住
職
と
し
て
己

が
志
す
と
こ
ろ
の
信
念
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

爾
来
、
毎
年
二
月
十
一
日
に
行
わ

れ
る
当
山
恒
例
の
星
祭
り
・
厄
除
の

ご
祈
祷
法
要
厳
修
後
に
、
祈
祷
札
を

お
送
り
し
、
お
守
り
と
し
て
お
傍
に

お
い
て
頂
い
て
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
拙
僧
の
師
匠
の
助
言
に
よ

り
、
お
会
い
し
た
年
の
十
月
に
、
先

生
の
句
碑
を
境
内
に
建
立
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
後
日
ご
報
告
す

る
と
大
層
お
慶
び
に
な
ら
れ
、
あ
り

が
た
い
こ
と
に
、
平
成
二
十
年
五
月

四
日
、
再
び
西
川
様
ら
と
ご
来
寺
さ

れ
ま
し
た
。
句
碑
の
横
で
記
念
撮
影

を
し
、
先
生
か
ら
心
温
ま
る
お
言
葉

を
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
平
成
二
十
五
年
に
ス
ー

パ
ー
能
『
世
阿
弥
』
が
全
国
公
演
さ

れ
る
ま
で
、
先
生
は
精
力
的
に
活
動

を
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
、
先

生
や
西
川
様
か
ら
い
た
だ
い
た
ご

縁
の
お
か
げ
で
、
観
世
流
二
十
六
世

家
元
・
観
世
清
和
様
、
能
楽
大
倉
流

小
鼓
方
大
倉
源
次
郎
様
を
は
じ
め
、

多
く
の
方
々
と
一
期
一
会
を
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
越
智
氏
の
菩

提
寺
・
光
雲
寺
が
大
和
の
中
世
史
に

お
い
て
、
た
い
へ
ん
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。 
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人
生
の
師
は
二
人 

人
生
と
は
〝
良
き
師
を
求
め
、
教

え
を
仰
ぐ
こ
と
〟
だ
と
い
い
ま
す
。

私
に
は
人
生
に
お
け
る
師
が
二
人

お
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
一
人
目
は
仏
道

を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
く
た
め
の
大

事
な
教
え
を
頂
い
た
父
で
あ
り
、
師

匠
の
俊
道
廣
傳
禅
師
で
す
。
護
持
す

る
こ
と
・
法
灯
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
、

ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
守
り
抜

く
こ
と
を
叩
き
込
ま
れ
ま
し
た
。 

二
人
目
の
師
は
梅
原
先
生
で
す
。

先
生
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
嫌
い
、
学

問
を
愛
す
る
人
生
を
極
め
て
「
梅
原

日
本
学
」
を
大
成
さ
れ
ま
し
た
。
先

生
曰
く
「
文
化
創
造
は
ほ
ん
の
少
し

の
勇
気
と
理
性
を
持
っ
て
考
え
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
頭
が
良
い
と

か
悪
い
と
か
は
関
係
な
い
」
と
。
若

者
は
大
い
に
日
本
の
歴
史
・
文
化
を

学
ぶ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
か

れ
ま
す
。
私
は
先
生
か
ら
歴
史
を
学

び
顕
彰
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
勇

気
を
も
っ
て
努
力
す
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。 

平
成
最
後
の
年
、
一
月
十
二
日
、

先
生
は
九
十
三
才
の
ご
長
寿
を
全

う
さ
れ
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
先
生

と
の
お
別
れ
は
痛
恨
断
腸
の
極
み

で
し
た
。 

し
か
し
、
今
に
な
っ
て
は
っ
き
り

と
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
拙

僧
の
前
に
現
れ
た
先
生
は
確
か
に

平
成
の
世
阿
弥
で
あ
っ
た
の
だ
と
。

そ
し
て
、
先
生
に
乗
り
移
っ
た
世
阿

弥
が
、
悲
劇
の
死
を
遂
げ
た
元
雅
や
、

子
達
の
菩
提
を
弔
わ
ん
が
た
め
に
、

中
世
大
和
を
生
き
抜
い
た
元
雅
と

越
智
氏
を
顕
彰
し
て
ほ
し
い
と
願

わ
れ
た
の
だ
と
。 

先
生
と
の
邂
逅
に
先
立
ち
、
師
父

は
苦
節
三
十
年
大
悟
徹
底
し
、
平
成

五
年
の
開
創
六
五
〇
年
大
遠
諱
に

あ
た
り
、
寺
の
本
堂
を
は
じ
め
伽
藍

の
整
備
に
尽
力
し
護
持
さ
れ
、
平
成

十
四
年
、
拙
僧
に
生
死
一
大
事
の
法

を
伝
授
さ
れ
て
住
職
を
譲
ら
れ
ま

し
た
。 

そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、

梅
原
先
生
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
歩

む
道
が
明
確
に
な
り
志
を
立
て
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
（
四
十
に
し
て

惑
わ
ず
！
）
。
そ
し
て
志
の
機
が
熟

し
、
昨
年
の
平
成
二
十
九
年
、
師
父

か
ら
私
と
二
代
に
わ
た
る
念
願
に

ご
賛
同
と
ご
理
解
を
頂
き
、
米
田
德

七
郎
様
を
会
長
に
仰
ぎ
同
志
の
役

員
理
事
の
皆
様
の
ご
協
力
を
得
て

越
智
氏
奉
賛
会
の
立
ち
上
げ
、
共
に

活
動
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。 

つ
ま
り
、
師
父
・
拙
僧
に
は
歴
代

住
持
の
祖
師
が
憑
依
し
、
寺
の
歴
史

や
縁
起
の
伝
承
の
た
め
に
、
世
阿
弥

親
子
が
梅
原
先
生
に
憑
依
し
、
南
朝

忠
臣
と
し
て
大
和
の
中
世
に
活
躍

し
た
越
智
一
族
は
越
智
氏
奉
賛
会

関
係
各
位
に
憑
依
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が

三
位
が
一
体
と
な
っ
て
、
大
願
を
成

就
な
さ
し
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
い
う
結
論
を
導
い
た
の
で
す

（
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
！
）
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
梅
原
先

生
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
こ
の
世
で
は
先
生
の
お
姿
を

拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
が
、
拙
僧
の
心
の
中
で
は
今
、

こ
の
瞬
間
も
生
き
続
け
、
勇
気
を
与

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
お
蔭
様

で
拙
僧
は
、
人
生
を
か
け
て
心
を
寄

せ
る
大
事
な
も
の
を
見
つ
け
ま
し

た
。
乱
文
何
卒
お
許
し
下
さ
い
。 

梅
原
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。 

拙
僧
、
先
生
の
『
霊
が 

ふ
る 

ふ
る 

受
け
と
め
よ
』
確
か
に
拝
受

致
し
ま
し
た
。 

南
無
阿
弥
陀
佛 

阿
弥
陀
佛 

合
掌 

（
光
雲
寺
住
職 

関
光
徳
）    

大
和
の
中
世
は
面
白
い 

 
 

ド
ラ
マ
の
主
役
は
誰
か
？ 

 

今
、
巷
で
は
応
仁
の
乱
が
大
ブ
ー 

ム
と
な
り
、
書
店
に
行
く
と
、
応
仁

の
乱
を
テ
ー
マ
に
し
た
文
庫
本
や

単
行
本
、
大
型
ビ
ジ
ュ
ア
ル
本
な
ど

が
目
立
つ
場
所
に
並
ん
で
い
ま
す
。 

ブ
ー
ム
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の

は
呉
座
勇
一
氏
の
『
応
仁
の
乱
』（
中

公
新
書
）
で
、
戦
乱
に
至
る
複
雑
な

経
緯
や
戦
い
の
経
過
を
わ
か
り
や

す
く
解
説
し
て
い
る
と
評
判
で
す
。

と
り
わ
け
、
南
都
興
福
寺
の
僧
、
経

覚
（
き
ょ
う
か
く
）
と
尋
尊
（
じ
ん

そ
ん
）
の
視
点
か
ら
見
た
大
乱
と
い

う
、
斬
新
な
切
り
口
も
好
評
で
す
。 

興
福
寺
と
い
え
ば
、
越
智
氏
や
筒

井
氏
、
古
市
氏
な
ど
の
大
和
武
士
た

ち
は
み
な
、
興
福
寺
や
春
日
社
の
軍

事
・
警
察
部
門
と
し
て
機
能
し
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
応
仁
の
乱
が
長
期

化
す
る
に
つ
れ
て
彼
ら
も
東
軍
か

西
軍
の
ど
ち
ら
か
に
味
方
せ
ざ
る

を
得
ず
、
大
和
国
も
戦
乱
の
渦
に
巻

き
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
さ
に
今
、

「
大
和
の
中
世
は
面
白
い
」
と
い
う

わ
け
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
大
和
国
を
舞
台
に
、

南
北
朝
時
代
か
ら
応
仁
の
乱
、
そ
し

て
戦
国
時
代
へ
と
続
く
壮
大
な
ド

ラ
マ
を
考
え
る
と
き
、
欠
か
せ
な
い

の
が
越
智
氏
と
そ
の
宿
敵
・
筒
井
氏

の
動
向
で
し
ょ
う
。
本
稿
で
は
、
両

者
の
関
係
を
見
な
が
ら
、
彼
ら
が
大

和
国
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ

た
の
か
を
概
観
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。 

越
智
氏
は
春
日
社
の
白
衣
神
人

（
び
ゃ
く
え
じ
に
ん
＝
下
級
神
官
）

で
、
国
民
と
呼
ば
れ
た
俗
体
（
ぞ
く

た
い
）
の
武
士
で
し
た
。
一
方
、
筒

井
氏
は
古
市
氏
ら
と
と
も
に
衆
徒

（
し
ゅ
と
）
と
呼
ば
れ
た
興
福
寺
の

下
級
僧
侶
で
あ
り
、
髪
を
剃
っ
た
法

体
（
ほ
っ
た
い
）
の
武
士
で
し
た
。 

そ
も
そ
も
、
藤
原
氏
の
氏
神
を
祀

る
春
日
社
と
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ

る
興
福
寺
は
一
体
の
存
在
で
あ
り
、

越
智
氏
、
十
市
氏
を
代
表
と
す
る
国

民
も
興
福
寺
に
従
属
し
て
い
ま
し

た
。
た
だ
し
、
国
民
は
衆
徒
に
比
べ

て
興
福
寺
か
ら
の
自
立
性
が
強
か

っ
た
よ
う
で
す
。 

越
智
氏
と
筒
井
氏
の
抗
争 

で
は
、
な
ぜ
越
智
氏
と
筒
井
氏
は

長
年
に
わ
た
り
宿
敵
関
係
に
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
単
に

国
民
と
衆
徒
と
い
う
立
場
の
違
い

だ
け
で
は
説
明
が
つ
き
ま
せ
ん
。 

南
北
朝
時
代
、
興
福
寺
は
全
体
と

し
て
室
町
幕
府
寄
り
で
あ
り
、
北
朝

方
に
味
方
す
る
立
場
で
し
た
。 

し
か
し
、
高
市
郡
、
宇
智
郡
、
吉

野
郡
、
宇
陀
郡
一
帯
の
武
士
た
ち
は
、
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興
福
寺
の
影
響
力
が
比
較
的
弱
か

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
方
は
後
醍
醐

天
皇
の
南
朝
方
に
つ
き
ま
し
た
。 

高
市
郡
で
勢
力
を
拡
げ
、
散
在
党

と
呼
ば
れ
た
武
士
団
の
頂
点
に
立

つ
越
智
氏
は
、
必
然
的
に
南
朝
方
の

旗
頭
を
務
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
初
期
に

お
け
る
筒
井
氏
の
動
向
は
不
明
で

す
が
、
南
北
朝
後
期
に
入
り
、
乾
脇

（
い
ぬ
い
わ
き
）
党
と
呼
ば
れ
た
武

士
団
の
中
で
筒
井
順
覚
が
台
頭
し
、

や
が
て
室
町
幕
府
第
三
代
将
軍
、
足

利
義
満
の
援
護
も
あ
っ
て
興
福
寺

の
衆
徒
に
取
り
立
て
ら
れ
、
北
朝
方

の
ト
ッ
プ
に
躍
り
出
ま
し
た
。 

こ
う
し
て
越
智
氏
と
筒
井
氏
は

宿
敵
関
係
と
な
り
、
互
い
に
し
の
ぎ

を
削
り
合
う
よ
う
に
な
り
ま
す
、 

や
が
て
南
北
朝
時
代
が
終
わ
り
、

時
を
経
て
京
都
で
応
仁
の
乱
が
勃

発
す
る
と
、
越
智
氏
は
河
内
国
守

護
・
畠
山
持
国
と
の
旧
縁
か
ら
、
持

国
の
子
・
畠
山
義
就
（
よ
し
ひ
ろ
）

が
味
方
し
た
西
軍
側
に
つ
き
ま
し

た
。
一
方
、
筒
井
氏
は
、
義
就
と
畠

山
家
の
家
督
争
い
を
し
て
い
た
畠

山
政
長
（
持
国
の
甥
）
に
味
方
し
、

政
長
と
と
も
に
東
軍
の
一
員
と
し

て
戦
い
ま
し
た
。 

ま
た
し
て
も
、
越
智
氏
と
筒
井
氏

は
敵
味
方
に
分
か
れ
て
争
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。 

京
都
で
始
ま
っ
た
応
仁
の
乱
は
、

畠
山
氏
、
斯
波
氏
の
家
督
争
い
に
加

え
、
細
川
氏
と
山
名
氏
の
勢
力
争
い
、

室
町
幕
府
の
後
継
者
問
題
な
ど
が

複
雑
に
絡
み
合
い
、
各
地
の
守
護
大

名
や
国
人
た
ち
を
も
巻
き
込
む
全

国
的
な
争
い
に
発
展
し
て
い
き
ま

し
た
。
国
民
・
越
智
氏
と
衆
徒
・
筒

井
氏
は
大
和
武
士
の
中
で
も
抜
き

ん
で
た
力
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
冒

頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
和
武
士
た

ち
も
二
分
さ
れ
て
戦
乱
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

そ
の
後
、
応
仁
の
乱
は
長
期
化
し
、

両
陣
営
に
厭
戦
気
分
が
蔓
延
。
決
着

が
つ
か
ぬ
ま
ま
京
都
を
灰
燼
に
帰

し
た
だ
け
で
終
結
し
ま
す
が
、
越
智

氏
と
筒
井
氏
は
な
お
も
対
立
し
続

け
ま
し
た
。 

勝
者
は
誰
か 

ま
さ
に
応
仁
の
乱
の
さ
な
か
、
越

智
家
栄
（
い
え
ひ
で
）
が
当
主
で
あ

っ
た
頃
に
最
盛
期
を
迎
え
、
一
時
は

筒
井
氏
を
圧
倒
し
て
優
位
に
立
っ

た
越
智
氏
で
し
た
が
、
家
栄
の
没
後

は
細
川
氏
、
楢
原
氏
、
玉
手
氏
、
布

施
氏
の
人
物
が
惣
領
と
な
る
な
ど

次
第
に
弱
体
化
し
て
い
き
ま
し
た
。 

最
終
的
に
越
智
氏
は
筒
井
氏
に

よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
筒
井
氏
は
そ
の

後
も
し
た
た
か
に
立
ち
回
っ
て
生

き
延
び
た
も
の
の
、
結
局
は
時
代
の

波
に
翻
弄
さ
れ
、
飲
み
込
ま
れ
て
ゆ

く
運
命
を
た
ど
り
ま
す
。 

自
己
の
信
じ
る
道
を
突
き
進
み
、

あ
る
時
は
弱
者
に
味
方
し
、
強
大
な

権
力
に
真
っ
向
か
ら
歯
向
か
っ
た

が
故
に
滅
ん
だ
越
智
氏
。 

そ
れ
と
は
逆
に
、
常
に
時
勢
を
伺

い
、
興
福
寺
や
室
町
幕
府
、
畠
山
、

三
好
、
織
田
信
長
そ
し
て
豊
臣
秀
吉

と
強
き
者
に
付
き
従
い
、
そ
の
力
を

利
用
し
て
乱
世
を
生
き
抜
こ
う
と

し
た
筒
井
氏
。 

ど
ち
ら
の
生
き
方
が
正
し
か
っ

た
の
か
？
ど
ち
ら
が
真
の
勝
者
な

の
か
？
筆
者
に
は
ま
だ
そ
の
答
え

が
見
出
せ
て
い
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
善
悪
は
ど
う
あ
れ
、
当

時
の
武
士
た
ち
に
と
っ
て
家
名
の

存
続
こ
そ
が
何
よ
り
も
重
要
な
命

題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
死
で
戦

い
、
策
略
を
用
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

次
回
か
ら
は
時
を
鎌
倉
時
代
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
、
越
智
氏
の
出
自
に

つ
い
て
再
検
討
を
加
え
つ
つ
、
越
智

党
と
呼
ば
れ
た
武
士
団
の
発
生
と

消
長
、
そ
し
て
彼
ら
が
中
世
大
和
国

と
い
う
、
歴
史
の
舞
台
に
お
い
て
演

じ
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 （

浅
見 

潤
） 

お
ち
さ
ん
草
木
記 

「
厄
除
け
の
杉
」 

 

曽
我
川
沿
い
の
道

を
東
に
入
る
と
、
す
ぐ

に
美
し
く
掃
き
清
め

ら
れ
た
参
道
の
入
り

口
で
参
詣
者
を
迎
え

て
く
れ
る
の
が
「
厄
除

け
の
杉
」
と
し
て
、
近

郷
の
人
々
か
ら
信
仰

を
集
め
て
い
る
ご
神
木
で
あ
る
。 

幹
周
り
５
・
２
メ
ー
ト
ル
、
高
さ

１
５
メ
ー
ト
ル
、
推
定
樹
齢
七
百
年

で
、
こ
の
地
の
領
袖
越
智
氏
一
族
の

盛
衰
と
こ
の
地
の
歴
史
を
見
守
っ

て
き
た
。 

昭
和
５
０
年
代
頃
か
ら
環
境
変

化
の
為
か
樹
勢
が
衰
え
、
枯
死
寸
前

に
な
っ
た
が
、
二
世
の
木
が
寺
で
順

調
に
育
っ
て
来
た
頃
か
ら
親
木
が

元
気
を
取
り
戻
し
、
葉
を
茂
ら
せ
る

様
に
な
っ
た
と
い
う
。 

現
在
主
幹
は
頂
上
で
僅
か
に
葉

を
残
す
だ
け
に
な
り
、
枯
れ
た
枝
の

殆
ど
が
刈
り
取
ら
れ
た
が
、
横
に
伸

び
た
一
本
の
枝
だ
け
が
健
在
で
、
す

く
す
く
育
ち
主
幹
に
負
け
な
い
程

の
高
さ
に
な
り
、
生
命
力
の
強
さ
に

感
心
さ
せ
ら
れ
る
。 

刈
り
取
ら
れ
た
大
き
な
枝
は
長

年
の
風
雪
に
耐
え
、
年
輪
は
緻
密
で

銘
木
の
為
、
再
利
用
を
検
討
さ
れ

「
厄
除
け
念
珠
」
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
っ
て
い
る
。 

 

（
吉
村
基
男
） 

編
集
後
記 

奉
賛
会
員
諸
氏
の
ご
協
力

と
事
務
局
の
奮
闘
に
よ
り
、
こ

の
た
び
発
刊
の
運
び
と
な
り

ま
し
た
。
皆
様
に
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
会
報
の
名
称

「
お
ち
さ
ん
の
風
」
は
ご
住
職

の
命
名
で
す
。 

金
剛
葛
城
山
系
と
白
い
雲
、

青
い
空
を
背
景
に
、
涼
や
か
に

吹
き
渡
る
一
陣
の
風
。 

幾
多
の
武
士
た
ち
が
戦
い
、

栄
枯
盛
衰
を
繰
り
返
し
た
中

世
大
和
国
に
あ
っ
て
、
あ
だ
花

の
ご
と
く
美
し
く
咲
き
誇
り
、

儚
く
散
っ
た
越
智
氏
。
し
か

し
、
そ
の
足
跡
は
真
っ
直
ぐ
で

あ
り
、
い
さ
ぎ
よ
さ
さ
え
感
じ

さ
せ
て
く
れ
ま
す
。 

き
っ
と
越
智
さ
ん

．
．
．
．
も
、
こ
の

名
前
に
満
足
し
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
（
編
集
子
） 


