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春
彼
岸
に
思
う
こ
と

豊
か
な
る
　
念
(
お
も
)
ひ
に
通
ふ
　
母
の
笑
み

言
菓
な
く
し
て
　
見
守
ら
れ
つ
つ

照
井
親
資

豊
か
な
る
お
も
い
､
そ
れ
は
､
悲
し
い
と
き
も
苦
し
い

と
き
も
'
ど
の
よ
う
な
逆
境
に
あ
っ
て
も
､
ひ
ね
く
れ
た
り
'

寂
し
が
っ
た
り
せ
ず
に
､
柔
軟
に
全
て
を
受
け
入
れ
て
い

く
､
こ
こ
ろ
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
そ
し
て
'

そ
れ
は
､
自
分
だ
け
で
な
く
､
ふ
れ
あ
う
人
々
に
も
'
き
っ

と
'
こ
こ
ろ
暖
ま
る
思
い
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
す
｡

詩
の
中
で
､
子
は
母
に
見
守
ら
れ
て
い
ま
す
｡
赤
ち
ゃ

ん
は
､
誰
か
に
み
て
も
ら
わ
な
い
と
､
決
し
て
生
き
て
い

け
ま
せ
ん
｡
親
か
ら
頂
い
た
も
の
で
大
き
く
な
り
ま
す
｡

つ
ま
り
'
私
た
ち
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
｡
多

く
の
縁
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
｡
例
え
ば
'
名
前

に
し
て
も
'
親
に
つ
け
て
い
た
だ
い
て
'
そ
れ
を
私
達
は

名
乗
り
､
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
､
社
会
の
中

で
生
き
て
い
ま
す
｡

龍
源
寺
の
本
山
で
あ
る
妙
心
寺
の
生
活
信
条
に
､
｢
生

か
さ
れ
て
い
る
自
分
を
感
謝
し
､
報
恩
の
行
を
積
み
ま
し

ょ
う
｣
と
あ
り
ま
す
｡
人
は
決
し
て
一
人
で
は
生
き
て
い

け
な
い
か
ら
'
誰
か
に
お
世
話
に
な
っ
て
､
そ
の
お
世
話

に
な
っ
た
恩
返
し
を
し
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
｡
し
か
し
'

報
恩
と
い
う
恩
返
し
を
し
た
く
て
も
'
な
か
な
か
'
本
当

の
意
味
で
の
恩
返
し
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
｡

そ
こ
で
'
詩
に
描
写
さ
れ
る
'
母
と
子
の
間
の
言
葉
も
い

ら
な
い
く
ら
い
の
豊
か
な
お
も
い
を
､
普
段
､
私
た
ち
が
'

こ
こ
ろ
の
中
に
持
つ
だ
け
で
も
'
報
恩
と
い
う
恩
返
し
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
『
雑
宝
蔵
経
』
と
い
う

経
典
は
'
次
の
よ
う
に
説
き
ま
す
｡

や
さ
し
い
眼
(
ま
な
)
差
(
ざ
)
し
で
接
す
る
こ
と
｡
に
こ

や
か
な
顔
で
接
す
る
こ
と
｡
や
さ
し
い
言
葉
で
接
す
る
こ

と
｡
自
分
の
身
体
で
で
き
る
こ
と
を
奉
仕
す
る
こ
と
｡
他

の
た
め
に
心
を
配
る
こ
と
｡
困
っ
て
い
る
人
に
'
席
や
場

所
を
譲
る
こ
と
｡
困
っ
て
い
る
人
に
自
分
の
家
を
提
供
す

る
こ
と
｡

こ
れ
ら
七
つ
は
､
豊
か
な
る
お
も
い
か
ら
流
れ
出
る

｢
ね
が
い
｣
　
で
あ
り
､
決
し
て
お
金
の
か
か
ら
な
い
'
誰

も
が
で
き
る
無
財
の
七
庵
と
い
う
布
施
行
で
す
｡
お
彼
岸

と
い
う
と
､
と
か
く
亡
き
人
の
冥
福
を
弔
う
事
に
だ
け
に

止
め
ら
れ
が
ち
で
す
が
'
自
分
を
見
つ
め
直
す
'
お
中
日

を
は
さ
ん
だ
前
後
三
日
間
に
し
て
､
一
人
一
人
が
身
近
な

と
こ
ろ
か
ら
､
七
つ
の
こ
と
を
実
践
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

正
し
い
信
心
を
持
て
ば
､
自
然
に
豊
か
な
こ
こ
ろ
を
持
つ

よ
う
に
な
り
ま
す
｡
そ
れ
が
'
彼
岸
で
す
｡
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経
蔵
寄
付

金
　
五
万
円

金
　
五
万
円

金
　
五
万
円

日
月
庵
坐
禅
堂
寄
付

金
　
一
万
四
千
円

竹
下
靖
子
殿

森
山
英
一
殿

和
久
洋
士
殿

お
彼
岸
法
要

左
の
通
り
に
行
な
い
ま
す
｡
ど
家
族
そ
ろ
っ
て
お
参
り
く
だ
さ
い
｡

一
､
三
月
二
十
一
日
(
午
前
十
一
時
よ
り
)

一

､

読

　

経

一

､

法

　

話

一
､
会
　
費
(
お
布
施
)

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
南
北
線
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
｡

e

)

｡

音

量

書

.

骨

董

喜

｡

官

｡

官

尊

｡

音

量

∧

曾

C

4

.

｡

享

尊

書

喜

喜

喜

｡

貫

き

喜

｡

曾

号

音

B

曾

喜

｡

号

｡

曾

d

竹
内
隆
幸
殿

G

,

喜

〇

号

.

号

音

.

4

.

や

貫

き

喜

号

L

曾

さ

ま

古

書

.

官

尊

八

台

∧

台

寺

.

普

.

曾

喜

〇

号

.

普

.

甘

さ

1

h

含

.

曾

さ

｡

書

で

す

｡

曾

合

音

喜

L

l

金
　
三
万
四
千
二
百
六
十
四
円
　
龍
源
寺

中
川
一
政
画
伯
作
　
絵
画
　
｢
梅
と
椿
｣

師
岡
恒
夫
殿

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

*
将
来
は
'
本
堂
の
裏
地
を
整
理
し
て
'
大
般
若
経
を

納
め
る
経
蔵
を
建
立
す
る
計
画
を
し
て
お
り
ま
す
｡

渋
谷
駅
-
新
橋
駅

品
川
駅
-
新
宿
駅
西
口

古
川
橋
下
車

魚
ラ
ン
坂
下
･
古
川
橋
下
車

五
反
田
駅
-
品
川
駅
-
六
本
木
ヒ
ル
ズ

東
京
駅
南
口
-
(
目
黒
駅
)
-
等
々
力
操
車
場
　
魚
ラ
ン
坂
下
下
車



龍
渡
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
(
一
)

松
原
　
泰
道

龍
源
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
占
文
再

は
'
第
四
世
の
絶
外
和
尚
の
吉
上
げ
に

よ
る
寛
文
八
年
二
六
六
八
年
)
　
の
記

録
で
あ
り
ま
す
｡

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
､
龍
源
寺
は
も

と
施
用
院
(
り
ゆ
う
し
ょ
う
い
ん
)
と

い
い
'
今
井
村
-
現
在
の
六
本
木
付
近

-
に
あ
り
､
創
立
年
代
は
明
ら
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
､
永
禄
七
年
二
五
六

四
年
)
以
前
に
逆
の
ぼ
れ
る
よ
う
で
す
｡

そ
れ
は
水
月
観
藷
(
現
在
当
寺
安
置
)

の
み
く
じ
籍
な
ど
に
　
｢
永
禄
七
年
改
悪
｣

の
文
字
が
あ
る
か
ら
で
す
｡

そ
の
後
'
百
二
一
卜
年
間
の
う
ち
に
'

種
々
の
事
情
で
同
所
か
ら
麻
布
ム
‖
町
'

今
井
谷
町
'
麻
布
新
町
へ
転
じ
'
現
在

地
へ
移
建
さ
れ
た
の
は
元
禄
十
一
年
(
1

六
九
八
年
)
　
で
す
｡

龍
期
院
を
開
い
た
の
は
､
米
沢
の
城
主

上
杉
定
勝
公
の
女
で
'
後
に
仏
門
に
人

っ
た
松
嶺
隠
尼
で
す
｡
初
め
目
黒
の

行
人
坂
の
南
に
庵
を
営
ん
で
松
雪
庵
と

名
づ
け
へ
越
漢
宗
格
(
え
っ
け
い
そ
う
か

く
)
禅
師
を
迎
え
､
更
に
龍
糊
院
を
開

基
し
て
同
禅
師
を
始
祖
と
仰
ぎ
ま
し
た
｡

(
松
嶺
憶
尼
は
こ
の
外
に
'
芝
に
興
禅
寺
'

下
谷
に
松
嶺
寺
を
開
い
て
い
ま
す
)

龍
期
院
を
｢
龍
源
寺
｣
と
改
称
し
た

の
は
､
当
時
の
五
世
正
天
和
尚
に
帰
依

し
た
豊
前
(
大
分
県
)
中
津
の
城
主
･

奥
平
昌
成
(
ま
き
な
り
)
公
が
､
和
尚

か
ら
頂
い
た
法
号
｢
龍
源
寺
殿
徳
翁
道

見
入
居
士
｣
　
に
囲
み
'
寺
社
奉
行
の
許

可
を
得
た
も
の
で
す
｡
元
文
四
年
(
一

七
三
九
年
)
　
と
あ
り
ま
す
か
ら
､
二
百

二
卜
七
年
前
に
あ
た
り
ま
す
｡

こ
う
し
た
因
縁
で
超
渓
禅
格
禅
師
を
龍

粕
･
龍
源
開
山
と
仰
ぎ
松
嶺
隠
尼
を
龍

期
院
開
基
｡
奥
平
昌
成
公
を
龍
源
寺
開

基
と
等
崇
い
た
し
ま
す
｡

江
戸
時
代
の
地
理
育
｢
江
戸
砂
子
｣
や

｢
江
戸
名
勝
図
絵
｣
　
に
　
〟
麻
布
古
川
､
妙

心
寺
未
龍
期
院
'
安
産
観
音
堂
あ
り
″
　
と

あ
り
'
水
月
観
音
は
安
産
の
観
音
さ
ま
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
｡

古
い
お
方
は
､
寺
の
人
口
の
西
に
大

き
な
老
松
が
あ
っ
た
こ
と
を
ご
記
憶
と

存
じ
ま
す
｡
大
戦
前
に
枯
れ
は
じ
め
て

危
険
の
た
め
伐
り
ま
し
た
が
､
目
通
し

一
丈
一
尺
'
樹
齢
四
百
七
十
余
年
を
数

え
ま
し
た
｡

こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
､
龍
涼
寺
が

現
在
地
に
移
建
さ
れ
た
時
も
既
に
へ
　
か

の
大
松
は
二
百
五
十
余
年
の
老
松
で

あ
っ
た
わ
け
で
す
｡

お
楢
家
の
ひ
と
り
で
'
今
は
亡
き
福

知
宣
一
翁
が
　
〝
古
川
の
流
れ
も
昔
は
き

れ
い
で
､
ア
ユ
も
す
ん
で
い
た
｡
松
の

木
の
下
に
は
茶
店
が
あ
っ
て
(
松
の
木

ダ
ン
ゴ
)
を
売
っ
て
い
た
｡
子
供
の
頃

は
お
寺
ま
い
り
よ
り
も
ダ
ン
ゴ
を
た
べ

る
の
が
楽
し
み
で
あ
っ
た
″
　
と
､
少
年

時
代
の
わ
た
く
し
に
語
ら
れ
た
こ
と
を

思
い
出
し
て
懐
か
し
く
な
り
ま
す
｡
夜

に
な
る
と
フ
タ
ロ
が
淋
し
げ
に
鳴
い
た

も
の
で
す
(
つ
づ
く
)

(
｢
施
源
寺
軸
｣
第
七
号
　
昭
和
三
十
九

年
十
二
月
十
五
ロ
発
行
よ
り
抜
粋
)



春
彼
岸
を
迎
え
ま
す
｡
▼
五
月

二
十
八
日
に
泰
道
和
尚
･
哲
明

和
尚
･
志
ず
の
七
回
忌
の
法
要

を
行
い
ま
す
｡
早
い
も
の
で
す

ね
｡
当
日
は
､
姫
路
の
龍
門
寺

住
職
･
河
野
太
通
老
師
に
導
師
を
し
て
い
た

だ
き
､
寺
院
の
皆
様
､
檀
信
徒
の
皆
様
を
代

表
し
ま
し
て
､
檀
家
総
代
の
方
々
に
ご
出
席

し
て
い
た
だ
き
ま
す
｡
檀
信
徒
の
皆
様
は
'

引
き
続
き
､
本
堂
に
祭
壇
を
設
け
て
ま
す
の

で
､
い
つ
で
も
御
来
山
く
だ
さ
い
｡
▼
今
号

よ
り
'
奉
遷
和
尚
が
書
い
た
　
｢
龍
源
寺
の
歴

史
｣
を
掲
載
し
ま
す
｡
全
て
年
代
が
約
五
十

年
前
に
遡
り
ま
す
｡
父
で
あ
る
哲
明
和
尚
は
､

借
地
を
戻
し
境
内
に
し
､
龍
源
寺
の
前
身
で

あ
る
龍
期
院
の
復
興
を
果
た
し
ま
し
た
｡
そ

れ
が
今
の
龍
期
院
観
音
堂
で
す
｡
毎
月
十
八

日
に
'
観
音
様
と
松
嶺
隠
尼
に
お
経
を
あ
げ

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
｡
▼
お
檀
家

様
で
'
お
葬
式
を
だ
さ
れ
る
場
合
'
知
っ
て

い
る
葬
儀
社
が
な
い
方
は
'
葬
儀
社
を
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
｡
い
ざ
､
ご
家
族
が

亡
く
な
る
と
'
な
す
べ
き
事
が
た
く
さ
ん
あ

り
す
ぎ
て
､
慌
た
だ
し
い
の
が
現
状
で
す
｡

仏
事
に
慣
れ
て
い
る
僧
侶
の
私
で
さ
え
､
非

常
に
慌
た
だ
し
い
体
験
を
し
ま
し
た
｡
も
し
､

お
葬
式
を
だ
さ
れ
る
場
合
'
僧
侶
が
い
な
い

と
お
葬
式
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
'
ま
ず
､
一

番
は
じ
め
に
龍
源
寺
に
お
電
話
を
入
れ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
龍
源
寺
本
堂
も

し
く
は
'
花
園
会
館
を
使
用
し
て
の
お
葬

式
･
家
族
葬
･
密
葬
も
執
り
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
｡
　
(
本
堂
･
花
園
会
館
使
用
の
際
は
､

指
定
業
者
と
な
り
ま
す
｡
)
　
又
､
生
前
の
ご

相
談
も
う
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
▼
渋
谷

区
広
尾
に
あ
る
東
北
寺
内
龍
源
寺
墓
地
･
合

同
船
は
'
墓
地
の
継
承
者
を
気
に
し
な
く
て

も
よ
い
永
代
供
養
塔
で
す
｡
龍
源
寺
の
規
則

を
守
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
'
ど
な
た
で
も
こ

の
お
墓
を
使
用
で
き
ま
す
｡
又
'
若
干
で
す

が
'
墓
地
も
ご
ざ
い
ま
す
｡
▼
昨
年
の
十
二

月
に
､
は
じ
め
て
イ
タ
リ
ア
に
行
き
ま
し
た
｡

そ
れ
は
､
一
年
遅
れ
の
新
婚
旅
行
に
も
な
り

ま
し
た
｡
学
生
時
代
に
読
ん
だ
和
辻
哲
郎
の

『
イ
タ
リ
ア
古
寺
巡
礼
』
　
の
文
庫
本
を
手
に

持
ち
'
和
辻
が
み
た
ロ
ー
マ
を
'
私
も
み
た

い
と
思
い
'
ロ
ー
マ
の
風
土
'
そ
こ
に
生
き

る
人
々
の
芸
術
'
宗
教
を
感
じ
な
が
ら
帰
国

致
し
ま
し
た
｡
帰
国
後
'
改
め
て
'
芸
術
･

哲
学
･
宗
教
な
ど
に
於
い
て
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
感
覚
み
た
い
な
も
の
を
'
き
ち
ん
と
押
さ

え
る
必
要
を
感
じ
ま
し
た
｡
今
後
の
自
分
の

勉
強
に
活
か
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

▼
母
は
茶
道
の
先
生
･
民
生
委
員
と
活
躍
中

で
す
｡
お
茶
の
お
稽
古
を
す
る
座
敷
も
賑

や
か
に
な
り
ま
し
た
｡
四
月
五
日
　
(
日
)
　
に

鹿
野
山
･
仏
母
寺
で
春
茶
会
を
開
き
ま
す
｡

ー
R
君
津
駅
か
ら
仏
母
寺
ま
で
バ
ス
を
用
意

い
た
し
ま
す
の
で
'
春
の
一
日
を
お
た
の
し

み
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
｡
詳
し
く
は
'

お
電
話
下
さ
い
｡
妻
､
亜
矢
も
会
社
の
仕
事

で
あ
る
客
室
乗
務
員
の
お
仕
事
と
龍
源
寺
の

仕
事
を
両
立
し
て
､
が
ん
ば
っ
て
お
り
ま
す
｡

弟
二
人
も
元
気
に
し
て
お
り
'
二
人
と
も
家

庭
と
仕
事
を
大
切
に
し
て
お
り
ま
す
｡
▼
三

月
二
十
日
､
午
後
一
時
よ
り
､
ち
ら
し
寿
司

の
お
野
菜
の
刻
み
を
行
い
ま
す
｡
お
手
伝
い

い
た
だ
け
る
方
'
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
｡
三
月
二
十
一
日
'
お
彼
岸
で
皆
様
と

お
会
い
で
き
る
こ
と
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま

す
｡

(
松
原
信
樹
)


