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粟
津
温
泉
街
に
ほ
ど
近
い
白

山
田
町
に
お
住
ま
い
の
新
谷
郁

代
さ
ん
を
訪
ね
た
。
新
谷
さ
ん

は
、

38
年
間
小
学
校
教
員
を
勤

め
、
定
年
退
職
し
た
後
も
小
学

校
の
支
援
員
と
し
て
教
育
に
携

わ
っ
て
い
る
。
畑
作
業
に
も
勤

し
み
忙
し
い
日
々
を
送
り
な
が

ら
も
お
寺
で
開
か
れ
る
法
座
へ

聴
聞
に
行
く
時
間
を
大
切
に
さ

れ
て
い
る
。 

 
 

         

       

今
は
亡
き
ご
両
親
も
往
年
は
お

寺
の
仏
事
に
必
ず
参
拝
さ
れ
、
教

区
の
暁
天
講
座
に
も
欠
か
さ
ず
通

わ
れ
て
い
た
。
お
母
さ
ん
は
大
谷

婦
人
会
の
役
員
を
長
く
務
め
ら
れ

聞
法
に
熱
心
だ
っ
た
。 

       

新
谷
さ
ん
が
聞
法
に
足
を
運
ば

れ
る
の
は
ご
両
親
の
影
響
が
大
き

い
の
で
は
と
尋
ね
る
と｢

母
は
、
孫

か
ら
死
に
つ
い
て
問
わ
れ
『
お
浄

土
で
み
ん
な
に
あ
え
る
』
と
教
え

て
い
た
。
信
心
深
い
母
だ
っ
た
の

で
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
う｣

と

応
え
ら
れ
、
聞
法
の
き
っ
か
け
を 

 

話
し
て
く
れ
た
。 

50
歳
代
に
父
親
を
亡
く
さ
れ
て

か
ら
母
親
を
お
寺
に
送
る
よ
う
に

な
り
一
緒
に
聞
法
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
６
年
前
、
夫
と
母

親
を
相
次
い
で
亡
く
さ
れ
た
。
そ

ん
な
悲
し
い
時
期
に
法
話
で｢

キ
リ

ス
ト
教
は
神
の
愛
で
あ
る
が
、
仏

教
は
大
悲
で
あ
る
。
仏
様
が
悲
し

み
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
宗
教
で

あ
る｣

と
聞
い
た
時
、
も
っ
と
法
話

を
聞
き
た
い
と
い
う
思
い
に
な
ら

れ
た
。 

       

 

今
年
、
新
谷
さ
ん
は
教
区
の
真

宗
入
門
講
座
を
受
講
さ
れ
て
い
る
。

『
正
信
偈
』
の
中
に
分
か
ら
な
い

こ
と
が
沢
山
あ
り
全
体
の
流
れ
と

し
て
意
味
を
聞
い
て
み
た
い
と
思

っ
た
そ
う
だ
。
「
講
座
を
一
度
聞
い

た
だ
け
で
分
か
る
も
の
で
な
い
け

れ
ど
少
し
見
え
て
き
た
感
じ
が
す

る
。
い
つ
か
の
法
話
で
聞
い
た
こ

と
と
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
る
。
繰

り
返
し
講
座
や
法
座
で
聞
い
て
ま

た
見
え
て
く
る
の
か
な
あ
と
思
っ

て
い
る
」
と
前
向
き
で
あ
る
。 

季
節
の
花
が
咲
く
と
亡
き
夫
の

こ
と
が
偲
ば
れ
る
と
い
う
新
谷
さ

ん
。
「
日
々
感
謝
し
な
が
ら
自
分
の

で
き
る
範
囲
で
誠
実
に
生
き
た
い

も
の
で
す
」
と
語
ら
れ
た
。 
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越
後
流
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『御絵伝』第十三図より  

【聖人配流】  

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

               

  

        

平
安
時
代
の
仏
教
は
貴
族
や
武
士

の
た
め
に
あ
り
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代

に
入
り
法
然
上
人
が
説
く
専
修
念
仏

は
、
念
仏
以
外
の
行
を
傍
ら
に
置
き

念
仏
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
人
を
等
し

く
救
う
教
え
と
し
て
浸
透
し
て
い
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
専
修
念
仏
が
民

衆
に
広
が
る
こ
と
は
旧
仏
教
界
に
と

っ
て
は
受
け
入
れ
難
い
こ
と
で
あ
り
、

興
福
寺
や
比
叡
山
が
次
第
に
法
然
教

団
へ
の
批
判
を
強
め
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
後
鳥
羽
上
皇

の
女
官
が
法
然
教
団
で
出
家
し
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
大
き
く
事
態
は
動

き
ま
し
た
。 

諸
寺
の
訴
え
を
受
け
、
後
鳥
羽
上

皇
や
土
御
門(

つ
ち
み
か
ど)

の
院
を
は
じ

め
と
す
る
公
卿
は
充
分
に
調
べ
る
こ

と
な
く
処
罰
を
決
め
ま
し
た
。
法
然

上
人
は
土
佐
へ
流
罪
。
僧
籍
を
剥
奪

さ
れ
、
罪
人
名
は｢

藤
井
元
彦(

も
と
ひ

こ
）
」
。
同
じ
く
親
鸞
聖
人
は
越
後
へ
流

罪
。
罪
人
名｢

藤
井
善
信(

よ
し
ざ
ね
）
」
。

そ
の
他
６
人
の
門
弟
が
流
罪
、
４
人

が
死
罪
と
な
り
ま
し
た
。 

親
鸞
聖
人
、
法
然
上
人
と
も
に
４

年
後
に
流
罪
が
解
か
れ
ま
す
。
法
然

上
人
は
す
ぐ
に
帰
京
し
ま
し
た
が
、

翌
年
京
都
の
大
谷
の
地
で
没
し
ま
し

た
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
親
鸞
聖

人
の
元
に
も
届
い
て
い
た
こ
と
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
お
よ
そ

３
年
間
越
後
に
と
ど
ま
り
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
は
こ
の
流
罪
の
時
期
に
、

当
時
九
条
兼
実(

か
ね
ざ
ね)

に
仕
え
て

い
た
越
後
の
豪
族
、
三
善
為
教(

み
よ

し
た
め
の
り)

の
娘
の
恵
信
尼
と
共
に
生

活
す
る
道
を
選
ば
れ
ま
す
。
流
罪
の

地
と
妻
の
生
ま
れ
が
同
じ
越
後
で
あ

る
と
い
う
こ
の
因
果
関
係
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
興
味
深

い
こ
と
で
す
。 

▽
玉
日
姫
伝
説
：
親
鸞
聖
人
に
は
妻
が
２
人

い
た
と
す
る
伝
説
が
各
地
に
あ
る
。
法
然
上

人
の
専
修
念
仏
は
飲
酒
妻
帯
し
て
も
念
仏
で

き
る
な
ら
ば
そ
れ
を
許
す
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
九
条
兼
実
は
、
自
分
の
娘
の
玉
日
姫
と

弟
子
と
の
結
婚
は
許
さ
れ
る
の
か
と
せ
ま
り

親
鸞
聖
人
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
兼
実
に
は
玉
日
と
い
う
娘
は
記
録
さ

れ
て
い
な
い
。
下
級
貴
族
の
出
身
の
聖
人
と

関
白
の
娘
と
の
婚
姻
は
非
常
に
考
え
に
く
い
。 

            

親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
越
後
に
住
む

人
々
の
生
活
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

は

「
う
み
か
わ
に
、
あ
み
を
ひ
き
、
つ

り
を
し
て
、
世
を
わ
た
る
も
の
も
、

野
や
ま
に
、
し
し
を
か
り
、
と
り
を

と
り
て
、
い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら

も
、
あ
き
な
い
を
も
し
、
田
畠
を
つ

く
り
て
す
ぐ
る
」
（
『
歎
異
抄
』
聖
典

６
３
４
頁
）
と
い
う
い
な
か
の
人
々

の
姿
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
都
の
雅

な
生
活
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

仏
教
で
は
殺
生
罪
は
悪
と
さ
れ
社

会
の
中
で
も
罪
が
重
い
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
江
戸
時
代
末
期
ま
で
の
日 

 
 

立
教
開
宗
の
礎 

親
鸞
聖
人
伝
③ 
2 

私
た
ち
の
宗
門
で
は
二
〇
二
三
年
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
ご
生
誕
八

五
〇
年
に
併
せ
て
、
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
の
慶
讃
法
要
を
迎
え
ま

す
。
こ
れ
に
向
け
て
、
曾
孫
の
覚
如
上
人
が
宗
祖
の
ご
生
涯
を
仰

ぐ
た
め
に
書
か
れ
た
『
御
伝
鈔
』
を
た
よ
り
と
し
て
立
教
開
宗
ま

で
の
半
生
を
３
回
に
わ
た
っ
て
た
ず
ね
ま
す
。 

然
る
に
、
諸
寺
の
釈
門
、
教
に
昏

(

く
ら)

く
し
て
、
真
仮
の
門
戸
を

知
ら
ず
。
洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷

う
て
邪
正
の
道
路
を
わ
き
ま
う
る

こ
と
な
し
。
《
中
略
》
主
上
臣
下
、

法
に
背
き
義
に
違(

い)

し
、
忿(

い

か
り)

成
し
怨(

あ
た)

を
結
ぶ
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
真
宗
興
隆
の
太
祖

源

空

法

師

、

な

ら

び

に

門

徒

数

輩
、
罪
科
を
考
え
ず
、
猥(

み
だ)

り
が
わ
し
く
死
罪
に
つ
み
す
。
或

い
は
僧
儀
を
改
め
、
姓
名
を
賜
っ

て
、
遠
流
に
処
す
、
予
は
そ
の
ひ

と
つ
な
り
。
し
か
れ
ば
、
す
で
に

僧
に
非
ず
、
俗
に
非
ず
。 

『
御
伝
鈔
』
聖
典
７
３
２
頁 

越
後
の
生
活 
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『御絵伝』第十四図より  

【稲田興法】  

本
で
は
一
般
的
に
肉
食
は
禁
止
さ

れ
て
い
た
の
に
対
し
、
海
川
に
魚

介
を
捕
り
野
山
に
獣
を
獲
る
こ
と

を
生
業
と
し
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ

な
い
越
後
の
人
々
の
姿
は
全
く
異

質
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

聖
人
に
は
衝
撃
の
光
景
だ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。 

『
御
絵
伝
』
で
は
、
得
度
の
際

に
牛
車
で
青
蓮
院
へ
訪
れ
た
様
子

や
役
人
が
乗
っ
て
き
た
馬
が
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
、
家
畜
は
人
や

荷
物
を
運
ぶ
な
ど
の
力
仕
事
を
す

る
た
め
の
も
の
で
し
た
。
や
が
て

そ
の
役
が
終
わ
る
と
今
度
は
武
具

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

そ
の
牛
馬
を
屠
殺
す
る
仕
事
が
存

在
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

社
会
を
支
え
、
生
き
る
た
め
に
人

が
嫌
が
る
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
々
と
、
そ
う
い
う
人
た

ち
を
悪
人
と
蔑
む
社
会
の
現
実
が

あ
り
ま
し
た
。
一
体
悪
人
と
は
ど

う
い
う
人
な
の
で
し
ょ
う
か
。
悪

人
と
蔑
む
人
た
ち
は
本
当
に
善
人

な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

越
後
で
の
生
活
は
仏
教
と
は
無 

縁
で
、
土
に
ま
み
れ
生
き
物
を
獲

り
な
が
ら
生
き
る
人
々
と
共
に
あ
り
、

す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
と
す
る
、

法
然
上
人
の
も
と
で
学
ん
だ
念
仏
の

教
え
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。 親

鸞
聖
人
は
流
罪
が
解
か
れ
た
後

も
京
都
に
戻
ら
ず
越
後
に
と
ど
ま
り

ま
す
。 

            

 

建
保
二(

１
２
１
４)

年
、

42
歳
に

な
っ
た
親
鸞
聖
人
は
関
東
へ
向
か
い

ま
す
。
関
東
の
地
で
『
顕
浄
土
真
実

教
行
証
文
類
』
（
以
下
『
教
行
信
証
』

と
表
記
）
の
執
筆
を
始
め
ら
れ
ま
す
。 

 

 

法
然
上
人
亡
き
後
の
京
都
で
は
、

旧
仏
教
界
か
ら
専
修
念
仏
は
仏
教
と

し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
ま
す
ま
す
批

判
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
は
越
後
に
い
た
聖
人
や
そ

の
他
の
門
弟
た
ち
の
耳
に
も
届
い
て

い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

幕
府
が
鎌
倉
に
置
か
れ
、
政
治
や

文
化
の
中
心
が
関
東
へ
移
っ
て
い
ま

し
た
。
『
教
行
信
証
』
は
、
法
然
上
人

が
明
ら
か
に
し
た
教
え
が
正
し
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
、
門
弟
の
み
な
ら

ず
世
に
示
す
た
め
に
書
か
れ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

聖
人
が
居
を
構
え
た
稲
田(

茨
城

県)

の
草
庵
に
は
本
願
念
仏
の
教
え
を

た
ず
ね
る
人
々
で
溢
れ
て
い
ま
し
た
。

彼
ら
は
、
必
ず
し
も
厳
し
い
戒
律
を

た
も
つ
こ
と
が
出
来
な
く
て
も
自
身

は
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
の
対
象
で
あ

り
、
本
願
に
も
よ
お
さ
れ
て
ひ
と
り

の
人
間
と
し
て
生
き
る
意
味
を
見
出

し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

         
 

      

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
そ
の
歩
み
を
通

し
て
何
を
私
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
の
宗
門

で
は
『
教
行
信
証
』
を
著
し
た
時
を

立
教
開
宗
と
し
て
い
ま
す
。
聖
人

52

才
。
そ
の
中
で
本
願
念
仏
の
教
え
こ

そ
が
す
べ
て
の
人
を
救
う｢

真(

ま

こ

と)

の
宗(

む
ね
）
」
で
あ
る
こ
と
を
顕
か

に
さ
れ
ま
し
た
。
真
実
で
な
い
も
の

に
心
を
か
け
て
い
る
私
た
ち
に
、
如

来
の
願
い
こ
そ
が
真
実
で
あ
る
と
示

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

２
０
２
３
年
に
は
立
教
開
宗
か
ら

800
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ
を
機
縁
に

あ
ら
た
め
て
本
願
念
仏
の
教
え
を
い

た
だ
き
、
次
の
世
代
へ
伝
え
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。 

 
 

（
完
） 

【
参
考
文
献
】 

「
真
宗
聖
典
」(

東
本
願
寺
出
版)

 

「
真
宗
新
辞
典
」(

法
蔵
館
） 

「
御
絵
伝
か
ら
い
た
だ
く
親
鸞
聖 

人
の
ご
生
涯
」 

沙
加
戸
弘
氏(

同
朋
新
聞)

他 

３ 

聖
人
越
後
の
国
よ
り
常
陸
の
国
に

越
え
て
、
笠
間
郡
稲
田
の
郷
と
い
う

所
に
隠
居
し
た
ま
う
。
幽
栖(

ゆ
う
せ

い)

を
占
む
と
い
え
ど
も
、
道
俗
跡
を

た

ず

ね

、

蓬

戸

を

閉

ず

と

い

え

ど

も
、
貴
賤
衢(

ち
ま
た)
に
溢(

あ
ふ)

る
。 

『
御
伝
鈔
』
聖
典
７
３
２
頁 

関
東
へ
… 

竊(

ひ
そ)

か
に
以(

お
も
ん)

み
れ
ば
、

聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃(

す
た)

れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛(

さ

か
り)

な
り
。 

『
教
行
信
証
』
聖
典
３
９
８
頁 
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【
教
化
事
業
の
ご
案
内
】 

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
伴
う
対
応
等
に
よ
り 

急
遽
変
更
や
中
止
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す 

 ◇
十
二
日
講 

毎
月
12
日
９
時
半
～ 

【

10
月
】
日
野
暁
洋
氏(

蓮
光
寺)

  

【

11
月
】
加
藤
正
現
氏(

勧
正
寺)

 

【

12
月
】
林 

拡 
氏(

誓
立
寺)

 

◇
日
曜
講
座 

毎
月
第
１
・
３
日
曜
９
時
半
～ 

【

10
月
】
２
日･

16
日 

【

11
月
】
６
日･

20
日 

【

12
月
】
４
日･

18
日 

◇
常
磐
会
館
報
恩
講 

９
月

30
日
（
金
）
９
時
半
～ 

講
師 

相
馬 

豊 

氏 

 

（
金
沢
教
区
道
因
寺
） 

講
題 

人
と
生
ま
れ
て
、
、
、
。 

◇
秋
の
合
同
聞
法
会 

11
月

10
日
（
木
）
９
時
15
分
～ 

講
師 

佐
野 

明
弘 

氏 

 
 

（
加
賀
市
光
闡
坊
） 

講
題 

往
生
の
信
心 

◇
同
朋
の
会
報
恩
講 

12
月

10
日
（
土
）
９
時
15
分
～ 

講
師 

佐
々
本 

尚
氏 

（
福
井
教
区
専
光
寺
） 

 

 

◇
災
害
対
策
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
研
修
会 

 
 

12
月

13
日
（
火
）
13
時
～

17
時 

 

会
場 

Z o o m
に
よ
る

We b
受
講 

※
会
場
記
載
の
な
い
事
業
は
小
松
教
務
所 

う
ら
ら
の
お
寺 

正
光
寺

 

し
ょ
う
こ
う
じ 

～
小
松
市
上
牧
町
～ 

梯
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
正
光
寺
は
、

１
４
７
５
年
頃(

文
明
年
間
）
、
開
基
の

道
翫(

ど
う
が
ん)

が
蓮
如
上
人
か
ら
阿
弥

陀
如
来
絵
像
を
授
か
り
、
そ
の
後
、
永

正
十
七(

１
５
２
０)

年
旧
能
美
郡
牧
村

(

現
上
牧
町)

に
正
光
寺
を
建
立
し
た
。

文
化
三(

１
８
０
６)

年
に
現
本
堂
が
建

立
さ
れ
、
平
成

19(

２
０
０
７)

年
の
梯

川
拡
張
工
事
の
際
に
現
在
地
に
移
転
し

た
。
そ
の
本
堂
に
は
十
七
条
憲
法
の
帰

依
三
宝
を
表
現
し
た
龍
の
欄
間
が
あ
る
。 

昭
和

37
年
に
同
朋
会
運
動
が
発
足

す
る
と
同
時
に
正
光
寺
で
は
、
先
々
代

住
職
が
正
光
寺
同
朋
の
会
を
立
ち
上
げ
、

以
来
休
む
こ
と
な
く
開
か
れ
て
い
る
。

現
在
は
年
に

10
回
開
催
さ
れ
て
お
り
、

コ
ロ
ナ
の
影
響
下
に
お
い
て
も
予
防
対

策
を
講
じ
な
が
ら
休
会
す
る
こ
と
な
く

続
け
て
い
る
。 

現
住
職
の
翫(

い
と
う)

千
亜
紀
氏
は
平

成

18
年
に
父
の
翫
正
敏
氏
よ
り
住
職
を

受
け
継
い
だ
。
同
朋
の
会
の
度
に
５
５

０
枚
の
チ
ラ
シ
を
作
成
し
、
門
徒
の

方
々
の
協
力
も
得
な
が
ら
一
軒
一
軒
ポ

ス
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た

地
道
な
努
力
が
こ
の
同
朋
の
会
を
支
え

て
い
る
。 

コ
ロ
ナ
下
で
公
民
館
等
の
公
的
機
関

が
使
用
不
可
に
な
っ
た
時
、
近
く
の
寺

の
本
堂
を
活
用
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
、

組
お
講
開
催
の
継
続
に
尽
力
さ
れ
た
。

役
員
、
重
世
話
、
班
の
住
職
の
協
力
の

も
と
、
板
津
組
門
徒
会
研
修
も
人
数
制

限
を
し
な
が
ら
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。 

ま
た
、
同
じ
く
コ
ロ
ナ
下
で
本
山
へ

収
骨
に
行
け
な
い
と
い
う
門
徒
さ
ん
方

の
声
を
お
聞
き
し
、
真
宗
本
廟
収
骨
代

行
へ
の
呼
び
か
け
や
協
力
を
行
う
な
ど
、

住
職
は
相
続
講
の
基
盤
を
支
え
る
活
動

を
続
け
て
い
る
。 

家
族
の
形
態
や
価
値
観
が
多
様
化
す

る
時
代
に
、
相
続
講
を
護
り
継
続
す
る

こ
と
は
法
義
を
未
来
に
つ
な
げ
て
い
く

活
動
で
も
あ
る
。
住
職
の
翫
千
亜
紀
氏

は
、
各
地
域
に
お
い
て
相
続
講
が
こ
れ

か
ら
も
続
く
こ
と
を
願
い
、
相
続
講
を

大
切
に
し
て
い
く
よ
う
は
た
ら
き
か
け

て
い
き
た
い
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
。 

                     

               

  

臨
終
の
善
悪
を
ば
も
う
さ
ず 

『
末
燈
鈔
』
聖
典
６
０
３
頁 

私
事
で
す
が
、
十
月
十
日
は
実
父
の

一
周
忌
で
す
。
お
寺
の
住
職
と
し
て
お

念
仏
を
い
た
だ
い
た
人
で
し
た
。
自
宅

で
体
調
が
悪
く
な
り
入
院
し
た
時
に
は

膀
胱
癌
の
末
期
で
あ
と
数
日
か
も
し
れ

な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で

面
会
も
一
度
だ
け
。
そ
れ
が
お
別
れ
と

な
り
ま
し
た
。 

葬
儀
も
終
え
た
後
、
義
姉
か
ら
こ
ん

な
こ
と
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
母

が
面
会
を
終
え
、
病
室
か
ら
帰
る
時
に

「
バ
イ
バ
イ
」
と
お
別
れ
し
た
そ
う
で

す
。
す
る
と
、
父
が
烈
火
の
ご
と
く
怒

り
出
し
た
そ
う
で
す
。
父
に
す
れ
ば
今

生
の
お
別
れ
を
言
わ
れ
た
と
勘
違
い
し

た
の
で
は
と
家
族
み
ん
な
で
大
笑
い
し

ま
し
た
。
父
は
死
に
た
く
な
か
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
娑
婆
の
縁
尽

き
て
お
浄
土
に
還
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

こ
の
父
の
姿
を
通
し
て
、
「
ど
ん
な
人

生
で
あ
っ
て
も
、
死
ぬ
こ
と
を
も
引
き

受
け
て
い
け
る
」
と
い
う
よ
う
な
心
境

や
境
地
に
至
る
こ
と
が
救
い
だ
と
勘
違

い
し
て
い
た
自
分
を
教
え
ら
れ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。 

ど
ん
な
死
に
様
で
あ
っ
て
も
ど
ん
な

生
き
様
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
そ
れ
を
自

分
が
受
け
止
め
ら
れ
よ
う
が
受
け
止
め

ら
れ
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
私
を
そ
の
ま

ま
摂
取
し
て
お
捨
て
に
な
ら
な
い
、
そ

ん
な
阿
弥
陀
の
願
い
の
な
か
で
父
は
九

十
六
年
の
人
生
を
終
え
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
小
松
教
区
教
学
研
究
室 

『
郡
中
学
舎
』
研
究
員 

柿
原
勧 

 

郡
中
の
小
窓 
４

龍の欄間  

阿弥陀如来絵像  


