
三
十
一
文
字
の
か
が
や
き

衆
徒

妙
綾

い
つ
も
の
見
慣
れ
た
風
景
が
輝
い

て
見
え
る
新
春
。
で
も
、
外
出
自
粛

で
、
た
め
息
の
出
る
新
春
を
迎
え
た

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
。
そ
う
い

う
方
は
、
百
人
一
首
に
思
い
を
は
せ

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

い
く
つ
か
あ
る
歌
集
の
う
ち
、
藤

原
定
家
が
京
都
小
倉
山
の
山
荘
で
編

纂
し
た
「
小
倉
百
人
一
首
」（
お
ぐ
ら

ひ
ゃ
く
に
ん
い
っ
し
ゅ
）
は
代
表
的

な
和
歌
集
で
す
。
鎌
倉
幕
府
の
御
家

人
で
、
歌
人
で
も
あ
る
宇
都
宮
頼
綱

（
出
家
後
蓮
生
）
が
、
山
荘
の
障
子

の
装
飾
に
と
、
藤
原
定
家
に
依
頼
し

た
色
紙
が
も
と
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

成
立
年
代
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、

一
二
三
五
年
説
が
有
力
で
す
。
政
治

の
中
心
が
貴
族
か
ら
武
家
に
移
っ
て

い
く
混
沌
と
し
た
時
期
で
し
た
。

こ
の
歌
集
に
登
場
す
る
歌
人
は
、

天
智
天
皇
か
ら
順
徳
院
、
七
世
紀
か

ら
一
三
世
紀
ま
で
の
約
六
百
年
間
の

歌
人
に
及
び
ま
す
。

王
朝
文
化
の
歴
史
絵
巻
と
も
称
さ

れ
る
「
小
倉
百
人
一
首
」
の
各
和
歌

を
、
定
家
は
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で

選
び
だ
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

一
三
世
紀
前
半
と
い
い
ま
す
と
、

親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
と
出
会
わ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
経
て
、
真
宗
を

ひ
ら
か
れ
た
時
代
で
す
。
ま
た
、
宇

都
宮
頼
綱
も
法
然
上
人
に
帰
依
し
て

い
ま
す
の
で
、「
小
倉
百
人
一
首
」
の

成
立
と
、
真
宗
の
誕
生
は
時
代
が
重

な
り
ま
す
。
も
し
、
藤
原
定
家
が
王

朝
文
化
を
伝
え
る
た
め
に
百
人
一
首

を
選
ん
だ
と
す
れ
ば
、
混
沌
と
し
た

時
代
に
も
輝
く
希
望
の
和
歌
と
も
い

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
ほ
え
山

い
く
野
の
道
の

と
ほ
け
れ
ば

ま
だ
ふ
み
も
み
ず

天
の
橋
立

小
式
部
内
侍
（
こ
し
き
ぶ
の
な
い

し
）
が
、
歌
合
せ
に
呼
ば
れ
た
こ
と

を
知
っ
た
あ
る
貴
族
か
ら
、
和
歌
の

才
能
で
知
ら
れ
た
母
、
和
泉
式
部
に

代
筆
を
頼
ん
で
も
、
丹
後
に
い
る
の

で
間
に
合
わ
な
い
だ
ろ
う
と
、
か
ら

か
わ
れ
た
際
に
詠
ん
だ
歌
で
す
。
母

の
力
が
な
く
て
も
大
丈
夫
で
す
と
い

う
意
味
も
込
め
ら
れ
た
き
ら
り
と
光

る
素
敵
な
女
流
歌
人
の
和
歌
で
す
。

混
沌
と
し
た
時
代
に
選
ば
れ
た
百

人
一
首
は
、
現
代
に
も
希
望
を
与
え

る
和
歌
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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韋
駄
天
（
い
だ
て
ん
）
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

衆
徒

浅
尾
理
昌

京
都
臨
済
宗
の
東
林
院
（
と
う
り
ん
い
ん
）
で
は
、

毎
月
、「
寺
の
お
ば
ん
ざ
い
」
と
題
す
る
、
精
進
料

理
を
体
験
で
き
る
教
室
が
開
か
れ
ま
す
。
私
も
そ

こ
に
通
っ
て
お
り
ま
す
。

東
林
院
で
は
、
調
理
の
終
わ
り
に
は
、
作
っ
た

お
料
理
を
、
少
量
お
盆
に
の
せ
、
「
韋
駄
天
さ
ん
」

に
お
供
え
を
す
る
習
わ
し
が
あ
り
ま
す
。
毎
月
、

う
か
が
う
た
び
に
、「
韋
駄
天
さ
ん
」
と
は
、
ど
ん

な
神
様
か
し
ら
と
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
東
林
院
の
和
尚
さ
ん
に
「
韋
駄
天

さ
ん
」
の
由
来
を
お
尋
ね
し
ま
し
た
。

「
韋
駄
天
」
と
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
神
で
、
仏

教
に
お
い
て
は
仏
教
の
守
護
神
の
お
一
人
。

「
お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
き
に
、

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
、
素
早
く
お
供
え
を
集

め
て
来
た
と
の
こ
と
。
疾
走
を
意
味
す
る
『
韋
駄

天
走
り
』
は
、
こ
の
神
様
に
由
来
し
ま
す
。
お
釈

迦
様
の
守
護
神
と
な
っ
て
か
ら
は
、
精
進
料
理
に

も
ご
縁
が
で
き
、
こ
こ
で
も
お
祀
り
す
る
こ
と
に

な
っ
た
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
像
は
甲
冑
を
つ
け
、
合
掌
を
し
た
腕
の
上

に
宝
棒
を
の
せ
て
い
ま
す
。

常
國
寺
で
は
、「
寺
庵
」(

て
ら
ん)

と
称
す
る
精

進
料
理
教
室
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
寺

の
行
事
で
も
、
精
進
料
理
を
お
檀
家
の
み
な
さ
ん

に
ふ
る
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
精
進
料
理
を
作
る
ご

縁
で
、
当
寺
で
も
、「
韋
駄
天
さ
ん
」
を
お
祀
り
し

た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
彫
刻
を
趣
味
と
さ
れ
、
す
で
に
仏
様

を
何
体
も
彫
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
お
檀
家
さ
ん

の
西
原
昭
雄
さ
ん
に
、
韋
駄
天
さ
ん
の
制
作
を
お

願
い
し
、
幸
い
、
ご
快
諾
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

西
原
さ
ん
か
ら
は
、
以
前
に
も
阿
弥
陀
様
を
ご

奉
納
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
の
阿
弥
陀
様
は
、
庫

裏
の
客
間
に
安
置
し
て
お
り
ま
す
。

西
原
さ
ん
に
は
参
考
に
な
る
「
韋
駄
天
さ
ん
」

の
お
姿
を
探
す
こ
と
か
ら
始
め
て
い
た
だ
き
、
数

年
の
後
に
、
鎌
倉
の
浄
智
寺
の
「
韋
駄
天
さ
ん
」

が
見
つ
か
り
、
こ
れ
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
ま
し

た
。
日
本
で
は
、
韋
駄
天
の
立
像
は
少
な
く
、
お

顔
を
仏
像
ら
し
く
す
る
の
が
む
ず
か
し
か
っ
た
、

と
西
原
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

常
國
寺
の
「
韋
駄
天
さ
ん
」
は
、
お
顔
は
優
し

く
、
風
に
た
な
び
く
袖
、
今
か
ら
走
り
出
し
そ
う

な
お
足
。
お
寺
の
守
り
神
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も

た
い
せ
つ
に
お
祀
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
韋

駄
天
さ
ん
」
と
の
ご
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
い
た
西

原
さ
ん
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

本
堂
の
客
間
に
「
韋
駄
天
さ
ん
」
を
安
置
し
て

い
ま
す
。
お
寺
に
お
越
し
の
際
に
は
ぜ
ひ
、「
韋
駄

天
さ
ん
」
に
も
お
会
い
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。



春
夏
秋
冬
お
料
理
帳

管
理
栄
養
士

浅
尾
昌
美

材
料

四
人
分

大
根(

真
ん
中
部
分)

４
０
０
ｇ

炒
り
ピ-

ナ
ツ

２
０
ｇ

み
そ

２
０
ｇ

み
り
ん

小
さ
じ
１

昆
布
出
汁

１
カ
ッ
プ

ご
ま
油

大
さ
じ
１

あ
れ
ば
実
山
椒

適
宜

米
の
と
ぎ
汁

適
宜

な
い
場
合
は
水
に
生
米
少
々
を
入
れ
る

冬
の
大
根
の
料
理

冬
の
大
根
は
太
く
、
乳
白
色
で
つ
や
も
あ
り
、

大
根
一
本
で
も
部
分
に
よ
っ
て
に
違
い
が
あ
り

ま
す
。
三
分
割
す
る
と
、
上
の
ほ
う
は
糖
度
が

高
く
て
甘
い
、
真
ん
中
は
甘
味
と
辛
味
の
ミ
ッ

ク
ス
味
，
下
は
辛
味
が
強
く
、
皮
も
厚
い
、
と

い
っ
た
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

調
理
に
つ
い
て
は
、
上
の
ほ
う
は
き
ん
ぴ
ら

や
炒
め
も
の
に
。
真
ん
中
は
ふ
ろ
ふ
き
大
根
、

大
根
ス
テ
ー
キ
、
大
根
お
ろ
し
な
ど
に
。
下
の

ほ
う
は
天
日
干
し
に
す
る
と
、
か
ら
み
が
飛
ん

で
味
わ
い
深
く
な
り
、
炒
め
も
の
や
汁
も
の
に

も
向
き
ま
す
。

◆
大
根
の
ピ
ー
ナ
ツ
み
そ
煮

作
り
方

1

大
根
は
皮
を
む
き
、
２
㎝
の
厚
さ
に
切
る
。

太
い
大
根
の
場
合
は
１
／
４
に
切
る
。

2

大
根
は
米
の
と
ぎ
汁
で
や
わ
ら
か
く
な
る

ま
で
下
ゆ
で
を
す
る
。
ゆ
で
あ
が
っ
た
大
根

を
、
ザ
ル
に
あ
け
、
水
を
か
け
、
米
か
ら
出

た
ア
ク
を
と
る
。

3

ピ
ー
ナ
ツ
を
す
り
鉢
で
す
る
。
そ
の
中
に

み
そ
と
み
り
ん
を
入
れ
、
さ
ら
に
す
る
。

4

フ
ラ
イ
パ
ン
に
ご
ま
油
を
入
れ
、

大
根
を
ゆ
っ
く
り
炒
め
、
両
面
こ
ん
が
り
と

焼
き
色
が
つ
い
た
ら
③
の
ピ
ー
ナ
ツ
み
そ
、

昆
布
出
汁
を
加
え
弱
火
で
、
汁
が
な
く
な
る

ま
で
煮
る
。

5

器
に
大
根
を
盛
り
つ
け
て
、
上
か
ら
実
山
椒

を
の
せ
る
。

【
令
和
三
年

常
國
寺
年
中
行
事
】

・
修
正
会
（
し
ゅ
し
ょ
う
え
）

一
月
一
日

お
正
月

・
讃
佛
会
（
さ
ん
ぶ
つ
え
）
春
の
お
彼
岸

三
月
十
七
日
～
二
十
三
日

・
永
代
経
法
会

五
月
三
十
日

・
新
盆
会
（
今
年
新
盆
の
方
）

七
月
三
日

・
歓
喜
会
（
か
ん
ぎ
え
）
夏
の
お
盆

七
月
十
三
日
～
十
六
日

・
讃
佛
会
（
さ
ん
ぶ
つ
え
）
秋
の
お
彼
岸

九
月
二
十
日
～
二
十
六
日

・
常
國
寺
報
恩
講

十
月
十
日

☆
赤
坂
寺
庵
（
て
ら
ん
）
精
進
料
理
教
室
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://akasaka-teran.net/

☆
常
國
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

真
宗
高
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方
廣
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國
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