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新

世

紀

の

は

じ

め

に

一月の行事一月の行事

１日～３日　　１日～３日　　
　　新春御開帳　　新春御開帳
１８日　１８日　１０１０：：００～　００～　

　大般若転読法会　大般若転読法会
　（１７～１９日　初会式）　（１７～１９日　初会式）

新世紀を観音様と迎えよう新世紀を観音様と迎えよう

　　密教では、密教では、大きな災い大きな災い（厄）（厄）は、は、太陽や月、太陽や月、北斗七星等の星々に影響されていると考えられてい北斗七星等の星々に影響されていると考えられてい

ます。ます。お大師様が請来した曼荼羅にも九星お大師様が請来した曼荼羅にも九星（七曜（七曜・・九曜）、九曜）、眷属神、眷属神、二十八宿星神、二十八宿星神、十二宮星神等が十二宮星神等が
描かれています。描かれています。
　　真言宗では、真言宗では、これらの星宿のお奉りする秘法で、これらの星宿のお奉りする秘法で、国や家を護り、国や家を護り、人々の平安無事を祈ってきました。人々の平安無事を祈ってきました。
　特に、　特に、北極星を祀り北斗星に延命長寿を祈る北極星を祀り北斗星に延命長寿を祈る「北斗法」「北斗法」や北斗七星を祀り天変を鎮めるや北斗七星を祀り天変を鎮める「七星如「七星如
意輪法」意輪法」等では、等では、北斗七星は如意輪観音様の眷属北斗七星は如意輪観音様の眷属（家来）（家来）とされ、とされ、古来から災い除け古来から災い除け（厄除）（厄除）に効に効
く観音様とされてきました。く観音様とされてきました。
　厄除けの元祖は、　厄除けの元祖は、河内の観心寺の如意輪観音様と境内のそれぞれの星塚を供養してまわったこと河内の観心寺の如意輪観音様と境内のそれぞれの星塚を供養してまわったこと
であると言われています。であると言われています。当山にも九曜と二十八宿と地神をあわせた三十八社がまつられています。当山にも九曜と二十八宿と地神をあわせた三十八社がまつられています。

如意輪観音様と厄除け如意輪観音様と厄除け

　
新
世
紀
の
は
じ
め
に
二
十
一

世
紀
全
般
を
話
す
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
前
の
世
紀
が
そ
う

だ
っ
た
よ
う
に
だ
い
た
い
十
年

を
目
安
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

一
、
国
際
化
。

　
第
二
次
大
戦
後
、
戦
争
に
こ

り
た
日
本
人
は
世
界
に
友
達
を

持
ち
、
み
ん
な
仲
良
く
し
て
い

く
の
が
国
際
化
だ
と
思
っ
て
き

た
。
こ
れ
か
ら
十
年
石
原
東
京

都
知
事
が
い
う
よ
う
に
隣
近
所

に
言
葉
の
違
う
外
国
人
が
住
む

と
い
う
も
の
。
国
境
と
い
う
概

念
な
し
に
商
売
に
観
光
等
々
に

世
界
に
出
か
け
る
も
の
。
Ｉ
Ｔ

革
命
と
い
わ
れ
る
昨
今
、
ネ
ッ

ト
で
メ
ー
ル
、
取
引
等
々
で
の

国
際
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
石
原
知
事
は
日
本
の
冨
を
求

め
近
隣
諸
国
か
ら
合
法
非
合
法

で
入
国
し
て
く
る
。
そ
こ
で
日

本
人
い
か
に
す
べ
き
か
と
い
っ

て
い
る
。
ア
ジ
ア
に
世
界
史
上

か
っ
て
類
を
見
な
か
っ
た
十
億

人
を
越
す
人
口
の
国
が
中
国
、

イ
ン
ド
と
二
国
あ
る
。
二
国
に

は
日
本
人
と
同
程
度
の
技
術
教

育
を
受
け
た
も
の
が
全
日
本
人

の
二
倍
近
く
い
る
と
い
う
。
今

ま
で
の
よ
う
に
世
界
に
先
駆
け

て
技
術
立
国
を
維
持
す
る
の
は

今
世
紀
至
難
の
業
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
う
い
う
論
拠
で
評
論
す

る
と
日
本
の
将
来
は
暗
い
。
世

界
史
上
十
億
人
と
い
う
国
に

な
っ
た
の
は
二
十
世
紀
後
の
四

半
世
紀
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
な

に
た
く
さ
ん
の
人
口
を
抱
え
た

国
が
国
と
し
て
成
り
立
つ
の
だ

ろ
う
か
。
発
展
途
上
の
時
代
は

良
い
と
し
て
も
内
部
の
階
層

に
、
地
域
に
、
格
差
が
出
て
き

た
今
日
、
内
部
崩
壊
は
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
日
本
に
と
っ
て

十
億
人
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る

国
の
隣
国
で
あ
る
の
は
ど
う
見

て
も
不
気
味
で
あ
る
。
以
前
、

渡
蔵
時
中
国
人
の
ガ
イ
ド
に

「
十
億
人
が
一
つ
で
は
我
々
は

気
持
ち
が
悪
い
。
四
川
省
は
国

と
し
て
独
立
す
る
だ
け
の
人

口
、
経
済
力
が
あ
る
。
い
っ
そ

独
立
し
て
君
が
大
統
領
に
な

れ
」
と
冗
談
を
言
う
と
相
手
も

「
す
み
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
い

た
。
中
国
の
広
さ
、
人
口
の
多

さ
、
歴
史
的
伝
統
的
な
し
た
た

か
さ
を
思
う
と
中
国
が
十
カ
国

ぐ
ら
い
に
分
か
れ
て
欲
し
い
と

思
う
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。

或
い
は
こ
れ
が
今
世
紀
の
日
本

国
の
戦
略
と
し
て
考
え
る
の

は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う

か
。
イ
ン
ド
も
元
々
マ
ハ
ラ

ジ
ャ
の
国
、
何
カ
国
家
に
な

る
要
素
は
あ
る
。
で
な
い
と

す
で
に
大
イ
ン
ド
主
義
で
付

近
の
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ネ
パ
ー

ル
等
の
弱
小
国
を
い
じ
め
て

い
る
。

　
昨
年
末
、
国
連
分
担
金
ア

メ
リ
カ
と
ほ
ぼ
同
額
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
日
本
は
ア
メ

リ
カ
と
同
じ
立
場
に
あ
る

か
。
否
。
で
は
な
に
が
た
り

な
い
か
。
明
治
の
は
じ
め
岩

倉
使
節
団
は
不
平
等
条
約
改

正
を
各
国
で
交
渉
し
よ
う
と

し
た
。
が
、
全
然
相
手
に
さ

れ
な
い
。
そ
の
轍
を
踏
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
り

な
い
も
の
は
、
国
連
で
発
言

し
た
こ
と
を
実
行
さ
せ
ら
れ

る
だ
け
の
力
不
足
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

  

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え

る
の
が
本
当
の
国
際
化
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が

今
の
経
済
力
を
持
っ
て
、
い

か
に
世
界
に
日
本
人
ら
し
さ

を
訴
え
、
安
穏
な
世
界
を
築

く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
み
ん
な
仲
良
く
は

あ
り
得
な
い
。
ア
メ
と
鞭
、

友
好
と
権
謀
術
策
、
あ
い
反

す
る
問
題
を
呑
み
こ
ん
で
い

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
、
環
境
の
問
題
。

自
然
と
人
間
と
い
う
対
立
の

構
造
は
前
世
紀
に
お
わ
っ

た
。
共
に
生
き
る
。
所
謂
共

生
の
世
紀
で
な
け
れ
ば
地
球

は
亡
ぶ
。
以
前
本
誌
に
徳
島

大
学
名
誉
教
授
渡
部
孝
先
生

の
話
を
紹
介
し
た
。
大
ま
か

な
内
容
は
「
涅
槃
図
（
お
釈

迦
様
の
涅
槃
の
と
き
の
絵

図
）
は
人
間
の
み
な
ら
ず
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
涙
を

流
し
て
い
る
。
西
洋
に
こ
ん

な
図
は
あ
る
か
。
佛
陀
の
死

　
二
千
年
（
平
成
十
二
年
）

は
庚
辰
で
し
た
。
庚
は
杵
を

両
手
で
も
っ
て
い
る
形
で
、

継
続
、
更
新
の
意
味
を
現
し
、

辰
は
固
く
殻
を
閉
じ
て
い
た

貝
が
陽
気
に
つ
れ
殻
を
開
け

て
動
く
型
で
理
想
に
向
か
っ

て
辛
抱
強
く
慎
重
に
い
ろ
い

ろ
の
抵
抗
妨
害
を
排
除
し
て

歩
を
進
め
る
と
の
意
味
で
す
。

  

二
千
一
年
（
平
成
十
三
年
）

は
辛
巳
（
か
の
と
み
）
で
す
。

辛
の
説
分
は
亠
と
干
と
一
と

を
組
み
合
わ
せ
た
文
字
で
す
。

亠
は
上
を
表
し
、
干
は
も
と

め
る
冒
す
で
あ
り
、
一
は
一

陽
で
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
し

ま
す
。
人
間
で
い
え
ば
男
性

に
あ
た
り
ま
す
。
心
は
上
に

向
か
っ
て
冒
す
意
味
で
す
。

ま
た
、
殺
傷
を
伴
う
と
い
っ

た
解
釈
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
前
年
（
二
千
年
）

の
庚
を
受
け
て
更
新
す
る
こ
と

は
断
固
と
し
て
実
行
し
て
い
か

な
け
れ
ば
必
ず
殺
傷
を
含
む
、

か
ら
い
目
、
つ
ら
い
目
に
遇
う

ぞ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ

で
、
ど
う
し
て
も
斎
戒
、
自
重

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
年

の
辛
は
庚
に
較
べ
る
と
一
段
と

深
刻
、
切
迫
で
す
。
昨
年
を
承

け
て
断
固
と
し
て
斎
戒
し
、
自

分
の
心
を
改
め
て
、
自
身
更
新

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
う
し
な
い
と
必
ず
下
か

ら
突
き
上
げ
る
。
よ
っ
て
、
殺

傷
を
含
む
不
祥
事
件
が
起
こ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
巳
は
動
物
の
象
形
文
字
で

す
。
説
文
学
で
申
し
ま
す
と
今

ま
で
冬
眠
し
て
い
た
蛇
が
春
に

な
っ
て
ぼ
つ
ぼ
つ
冬
眠
生
活
を

終
わ
っ
て
地
表
に
這
い
出
す
形

を
表
し
て
い
ま
す
。
即
ち
、
従

来
の
地
中
の
生
活
、
冬
眠
生
活

を
終
わ
っ
て
新
し
い
地
上
生

活
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
従

来
の
因
習
的
生
活
に
終
わ
り

を
告
げ
る
と
い
う
意
味
が
こ

の
文
字
に
あ
り
ま
す
。

　
今
年
は
（
辛
巳
）
は
あ
り

き
た
り
の
い
く
じ
な
い
。
或

い
は
だ
ら
し
の
な
い
、
ご
ま

か
し
の
生
活
に
見
切
り
を
つ

け
て
勇
敢
に
溌
剌
と
や
っ
て

行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
年

頭
決
然
、
滞
事
を
一
掃
す
べ

し
」
で
あ
り
ま
す
。
け
じ
め

を
つ
け
て
か
た
ず
け
て
お
か

ぬ
と
来
年
（
二
千
三
年
）
の

午
の
歳
に
は
反
対
勢
力
が
旺

盛
に
な
っ
て
、
そ
の
抵
抗
力

に
圧
倒
さ
れ
れ
こ
と
に
な
り

ま
す
。
今
年
の
抵
抗
は
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
あ
ま
り
外
に

は
っ
き
り
現
れ
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
が
外
に
は
っ
き

り
来
て
四
つ
に
取
り
組
む
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
わ

け
で
す
。

辛
巳

（か
の
と
み
、
平
成
十
三
年
、
二
〇
〇
一
年
）

干
支
考

                               
籠
屋
町
　
近
藤
義
二



朝朝  念念  暮暮  念念第２４０号第２４０号 平成平成１３　年　１　月　１８　日　発　行１３　年　１　月　１８　日　発　行

　　

　
わ
が
兄
貴
分
、
徳
島
市
吉

野
本
町
万
福
寺
住
職
福
島
誠

浄
僧
正
の
ご
本
で
あ
る
。

「
せ
い
ぎ
」
は
た
し
か
幼
名
、

今
は
俳
句
の
雅
号
と
し
て
ひ

ら
が
な
、
徳
島
新
聞
の
選
者

に
選
ば
れ
て
い
る
。
師
は
若

い
頃
よ
り
俳
句
を
は
じ
め
ら

れ
た
。
本
誌
に
は
大
川
原
高

原
に
建
っ
た
句
碑
の
い
き
さ

つ
を
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
。

年
末
書
籍
小
包
が
と
ど
き
、

本
書
と
『
青
春
』
の
二
冊
が

は
い
っ
て
い
た
。
す
ぐ
、
鑑

賞
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
た

だ
、
私
は
俳
句
は
ま
っ
た
く

ダ
メ
。
今
ま
で
の
人
生
に
森

寛
紹
（
白
象
）
猊
下
を
は
じ

め
、
せ
い
ぎ
先
生
他
に
多
く

一
冊
の
本
『
沙
門
』
福
島
せ
い
ぎ
　
紅
書
房
　
二
八
〇
〇
円

を
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
嘆

い
て
い
る
。
こ
れ
が
共
生
原
点

で
は
な
い
か
」
と
い
う
も
の
。

聞
い
て
い
た
私
は
目
の
鱗
が
と

れ
る
思
い
で
あ
っ
た
。
佛
教
で

は
た
く
さ
ん
こ
う
い
っ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
私
は
当
た

り
前
と
し
て
い
た
こ
と
を
恥
じ

た
。
共
に
生
き
る
こ
と
の
基
本

な
く
し
て
環
境
の
問
題
は
考
え

ら
れ
ま
い
。
高
度
成
長
期
に
開

発
と
い
え
ば
自
然
環
境
を
ぶ
っ

壊
し
新
し
い
環
境
を
作
る
こ
と

を
意
味
し
た
。
佛
教
で
の
開
発

（
か
い
ほ
つ
と
読
む
）
は
あ
る

も
の
に
新
し
い
方
向
か
ら
光
を

照
ら
す
こ
と
を
い
う
。
今
ま
で

気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
で
も
別

な
視
野
、
新
し
い
も
の
の
見
方

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
ま
で

眠
っ
て
い
た
も
の
が
蘇
っ
て
来

る
。「
願
わ
く
ば
こ
の
功
徳
を

以
て
、
我
ら
と
衆
生
と
皆
共
に

佛
道
を
成
ぜ
ん
こ
と
を
」
と
い

う
回
向
文
の
願
い
を
噛
み
し
め

て
み
た
い
も
の
だ

 

三
、
も
の
の
見
方
の
多
元
化
。

　「
鞍
馬
天
狗
の
お
じ
さ
ん
は
、

正
し
く
、
強
く
・
・
・
」
と
い

う
歌
が
あ
る
。
こ
の
考
え
だ
と

新
撰
組
は
ど
う
な
る
。
子
供
の

歌
に
も
一
時
代
前
は
一
元
的
考

え
方
の
押
し
つ
け
が
あ
っ
た
。

先
の
国
際
化
は
自
ず
と
こ
の
問

題
を
含
む
。
年
末
、
以
前
面
倒

を
見
た
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
留

学
生
一
家
が
ア
メ
リ
カ
へ
研
究

に
行
く
と
挨
拶
に
来
た
。
敬
虔

な
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
。
座

敷
で
お
茶
を
だ
す
と
「
断
食
月

で
食
べ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
。

「
子
供
は
？
」
と
聞
く
と
「
子
供

は
よ
い
」
と
い
う
。
夫
婦
の
目

の
前
で
子
供
と
私
が
お
茶
を
飲

み
お
菓
子
を
食
べ
て
も
彼
ら
は

な
ん
と
も
な
い
し
、
子
供
に
母

親
は
食
べ
さ
せ
て
い
る
。
日
の

出
か
ら
日
没
ま
で
断
食
す
る
が

そ
の
逆
は
食
べ
て
も
良
い
。「
郷

に
入
り
郷
に
従
え
」
な
ら
こ
ん

な
こ
と
い
い
の
、
相
手
が
食
べ

ら
れ
な
い
の
に
目
の
前
で
食
べ

る
の
は
、
と
こ
れ
だ
け
で
も
い

く
つ
か
納
得
で
き
な
い
も
の
が

見
ら
れ
る
。
実
は
バ
ン
グ
ラ
人

は
二
家
族
つ
き
あ
い
が
あ
り
こ

ん
な
や
り
と
り
は
経
験
済
み
な

の
で
あ
る
。
彼
ら
は
イ
ス
ラ
ム

と
し
て
の
生
活
は
ど
こ
に
い
て

も
守
る
。
そ
こ
に
は
相
手
と

違
っ
た
価
値
観
が
あ
る
の
だ
か

ら
そ
れ
を
認
め
あ
わ
な
い
と
生

き
ら
れ
な
い
。
こ
ん
な
例
で
な

く
と
も
大
人
と
子
供
と
、
若
者

と
お
年
寄
り
は
そ
れ
ぞ
れ
目
線

は
違
う
の
で
あ
る
。

四
、
教
育
。

　
そ
れ
ぞ
れ
先
に
あ
げ
た
も
の

を
判
断
す
る
力
を
養
う
こ
と
が

必
至
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
教

育
基
本
法
を
見
直
と
い
う
。
そ

れ
よ
り
早
く
学
校
の
教
育
課
程

が
変
更
さ
れ
レ
ベ
ル
が
数
段
下

げ
ら
れ
る
。
今
世
界
中
で
一
番

活
躍
し
て
い
る
の
は
団
塊
世
代

で
あ
る
。
こ
の
世
代
、
日
本
の

場
合
は
小
学
校
か
ら
す
し
詰
め

教
室
だ
っ
た
。
そ
の
上
ち
ょ
う

ど
文
部
省
の
教
育
課
程
の
変
更

時
期
に
当
た
っ
た
。
そ
の
た
め
、

よ
り
高
度
な
レ
ベ
ル
の
課
程
を

消
化
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

先
生
も
生
徒
も
良
く
や
っ
た
も

の
だ
と
思
う
。
そ
れ
が
い
つ
の

間
に
か
レ
ベ
ル
を
下
げ
て
い
る
。

前
に
本
誌
で
紹
介
し
た
ニ
ュ
ー

ト
ン
力
学
を
勉
強
し
な
い
で
大

学
の
機
械
工
学
科
に
進
む
も
の
、

生
物
を
履
修
し
な
い
で
医
学
部

に
進
む
も
の
が
で
て
い
る
。
さ

ら
に
次
の
改
訂
で
は
相
当
レ
ベ

ル
ダ
ウ
ン
に
な
る
と
聞
く
。
一

方
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
世
界
で

は
高
度
な
知
識
が
要
求
さ
れ
、

か
つ
、
そ
れ
を
こ
な
し
て
い
る

十
億
の
な
か
で
傑
出
し
た
頭
が

日
本
人
全
体
数
倍
い
る
の
だ
。

　
そ
う
な
る
と
教
育
と
い
っ
て

も
公
教
育
が
求
め
る
も
の
は
最

低
限
の
レ
ベ
ル
。
こ
れ
だ
け
は

分
か
っ
て
欲
し
い
と
い
う
も
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
個
人

の
立
場
で
は
も
っ
と
高
度
な
教

育
を
受
け
る
自
由
と
権
利
が
あ

る
は
ず
だ
。
こ
う
し
て
、
猫
も

杓
子
も
と
い
う
現
代
の
進
学
方

法
と
違
っ
た
人
そ
れ
ぞ
れ
多
元

的
な
価
値
観
に
よ
っ
て
教
育
を

受
け
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い

か
ざ
る
を
得
ま
い
。
高
校
生
が

大
学
の
講
座
を
受
講
、
単
位
取

得
で
き
る
制
度
、
中
学
と
高
校

を
一
貫
に
し
て
高
校
の
単
位
を

中
学
か
ら
取
得
し
人
よ
り
一
年

早
く
卒
業
資
格
を
得
る
。
そ
の

一
年
で
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

い
っ
た
り
、
留
学
す
る
。
我
が

家
に
来
た
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
途

中
で
帰
っ
た
。
半
年
棒
を
振
っ

た
こ
と
に
な
る
が
、
関
係
な
く

卒
業
が
で
き
た
。
ア
メ
リ
カ
教

育
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
今
の
よ
う
に
私
学
と
公
立

校
と
が
同
じ
受
験
学
習
を
し
て

い
る
の
も
お
か
し
な
話
し
、
私

学
は
よ
り
自
由
に
特
色
を
持
っ

て
教
育
し
な
い
と
お
客
さ
ん
が

え
ら
れ
な
く
な
る
。
人
間
教
育

云
々
と
い
う
以
前
に
や
る
気
の

あ
る
子
供
達
が
や
る
気
そ
の
ま

ま
伸
び
て
い
く
制
度
を
早
く
構

築
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

五
、
総
括
し
て
・
・
・

　
　
　
自
己
の
倫
理
観
の
構
築

　
こ
う
し
て
い
く
と
人
間
と
し

て
社
会
が
ど
う
か
わ
わ
ろ
う

と
、
ど
の
よ
う
な
圧
迫
を
う
け

よ
う
と
自
己
が
守
る
べ
き
倫
理

観
を
構
築
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
五
十
余
年
前
敗
戦

国
日
本
は
郷
土
が
焦
土
と
化
し

た
と
同
じ
よ
う
に
倫
理
観
を
う

し
な
っ
た
。
明
治
生
ま
れ
が
元

気
な
と
き
は
そ
れ
な
り
で
あ
っ

た
も
の
の
、
大
正
、
昭
和
生
ま

れ
が
社
会
を
リ
ー
ド
す
る
時
代

に
な
っ
て
各
方
面
で
倫
理
観
を

喪
っ
て
し
ま
た
。
西
洋
人
は
キ

リ
ス
ト
教
倫
理
の
上
に
た
っ
て

い
る
。
日
本
人
は
本
来
の
日
本

の
伝
統
を
明
治
の
始
め
に
捨
て

た
。
そ
れ
は
廃
仏
毀
釈
に
代
表

さ
れ
る
も
の
で
、
風
俗
習
慣
、

文
化
等
々
政
府
は
作
為
的
に
葬

り
去
っ
た
。
そ
の
上
に
疑
似
日

本
伝
統
と
し
て
国
家
神
道
と
い

う
名
で
作
り
上
げ
た
も
の
の
、

中
身
は
空
白
だ
っ
た
。
五
十
年

た
っ
て
昨
今
の
不
祥
事
で
証
明

さ
れ
て
い
る
。

　
廃
仏
毀
釈
の
真
っ
盛
り
の
と

き
、
高
野
山
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー

ス
か
ら
下
山
し
、
佛
教
の
教
え

を
説
い
て
全
国
に
行
脚
し
た
の

雲
照
律
師
が
い
る
。
師
は
全
国

に
布
教
し
、
京
都
東
寺
に
今
の

洛
南
高
校
を
作
り
、
今
様
な
ら

社
会
福
祉
を
行
っ
た
。
と
り
わ

け
佛
教
の
倫
理
観
の
本
と
し

て
、
十
善
戒
、
十
善
の
教
え
を

説
い
た
。

　
十
善
と
は
不
殺
生
、
不
偸

盗
、
不
邪
婬
、
不
亡
語
、
不
綺

語
、
不
悪
口
、
不
両
舌
、
不
慳

貪
、
不
瞋
恚
、
不
邪
見
の
十
の

戒
律
で
あ
る
。
こ
れ
を
深
く
取

り
上
げ
佛
教
の
基
本
と
す
る
。

江
戸
中
期
の
佛
教
改
革
者
、
慈

雲
尊
者
は
そ
の
著
『
十
善
法

語
』
の
冒
頭
に
「
人
の
人
た
る

道
は
、
こ
の
十
善
に
あ
る

じ
ゃ
。
人
た
る
道
全
く
し
て
、

賢
聖
の
地
位
に
も
到
る
べ
く
、

佛
果
を
も
期
す
べ
き
と
い
う
こ

と
じ
ゃ
」「
人
た
る
道
と
い
う

は
三
蔵
の
学
者
、
文
字
の
輩
は

浅
き
こ
と
思
う
べ
け
れ
ど
も
華

厳
十
地
品
中
離
垢
地
の
法
門
に

は
こ
の
十
善
が
直
ち
に
菩
薩
の

戒
波
羅
密
の
行
じ
ゃ
」
と
し
て

十
善
を
基
本
と
し
て
生
き
る
こ

と
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
菩

薩
の
道
を
歩
む
こ
と
。
即
ち
常

に
向
上
心
を
も
っ
て
悟
り
を
求

め
る
。
一
方
、
社
会
に
向
か
っ

て
衆
生
済
度
を
す
る
こ
と
に
あ

る
。
済
度
と
い
う
の
は
単
な
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
い
済
度

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
教

え
を
請
い
、
向
上
す
る
。
菩
薩

へ
の
道
、
菩
提
心
を
求
め
、
先

ず
、
十
善
戒
を
実
行
し
よ
う
。

余
録

　
年
末
、
コ
ン
ピ
ュ
タ
ー
が
故

障
し
た
。
原
因
は
工
事
用
た
こ

足
配
線
に
よ
っ
て
電
圧
の
変
動

が
激
し
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
ら

し
い
。
現
代
文
明
が
故
障
す
る

不
便
さ
を
充
分
味
わ
っ
た
。
幸

い
日
本
シ
ス
テ
ム
開
発
㈱
（
Ｊ

Ｓ
Ｄ
）
の
技
術
ス
タ
ッ
フ
に

よ
っ
て
復
旧
し
た
。
そ
う
い
う

こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

も
し
異
常
が
見
ら
れ
た
ら
す
ぐ

御
一
報
下
さ
い
。

　
二
十
一
世
紀
が
は
じ
ま
っ

た
。
さ
り
と
て
昨
日
と
ど
れ
だ

け
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
偉
そ

う
な
年
頭
の
辞
を
だ
し
て
は
み

た
も
の
の
、
は
た
し
て
そ
の
方

向
に
な
る
の
か
。

　
今
年
か
ら
、
三
が
日
の
参
拝

バ
ス
を
三
日
だ
け
に
し
た
。
こ

れ
以
上
の
交
通
渋
滞
を
回
避
す

る
た
め
の
処
置
ゆ
え
に
お
許
し

頂
き
た
い
。

の
俳
人
交
際
が
多
い
。
俳
句
を

鑑
賞
す
る
の
は
好
き
な
の
に
そ

れ
で
も
俳
句
が
で
き
な
い
の

は
、
よ
ほ
ど
歌
ご
こ
ろ
が
な
い

の
だ
ろ
う
と
つ
く
づ
く
自
分
が

情
け
な
く
な
る
。

　
さ
て
さ
て
、
せ
い
ぎ
先
生
は

『
台
湾
優
遊
』（
第
一
回
台
湾
俳

句
文
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
）
を

は
じ
め
、『
佛
さ
ま
の
物
差
し
』

『
し
あ
わ
せ
ま
ん
だ
ら
』『
た
ぬ

き
和
尚
の
人
生
相
談
』
等
々
の

著
作
が
あ
る
。

　『
沙
門
』
中
数
カ
所
共
通
の

体
験
を
も
つ
。
平
成
元
年
石
鎚

山
の
極
楽
寺
で
新
四
国
曼
荼
羅

霊
場
開
創
法
会
に
は
二
人
で
事

務
局
を
ま
か
な
っ
て
い
た
。
そ

の
と
き
の
「
涸
川
の
底
を
な
ら

し
て
護
摩
焚
け
り
」
ほ
か
五

句
、
十
余
年
前
の
こ
と
が
今

の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。

「
霧
ご
め
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
見
え
ず

峠
茶
屋
」
平
成
九
年
八
月
末
、

師
は
ブ
ー
タ
ン
王
国
を
行
脚

し
た
。
十
日
ば
か
り
遅
れ
九

月
初
旬
、
私
も
彼
の
地
を
踏

ん
だ
。
た
っ
た
十
日
の
違
い

が
師
は
雨
期
の
最
後
、
私
は

今
日
か
ら
乾
期
と
い
う
日
に

な
っ
た
。
こ
の
句
の
峠
の
茶

屋
は
四
千
数
百
㍍
の
ド
チ
ュ

ラ
峠
で
あ
る
。
先
生
達
は
霧

で
な
ん
に
も
見
え
な
か
っ
た

が
、
私
ど
も
は
遙
か
彼
方
に

ア
ー
サ
ー
ガ
ン
を
は
じ
め
と

す
る
東
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
神
々
し

い
山
々
が
見
え
た
の
だ
っ
た
。

　


