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今
春
西
本
纐
寺
で
執
り
行
わ
れ
た
親
鶯
七
百
圓
忌
を
記
念
し
て
、
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
で
は
本
瀬
寺
史
三
巻
・
付
一
巻
の
編
修
繊
版
を
企
画
し
、
龍
谷
大
学

図
書
館
内
に
本
願
寺
炎
編
纂
所
を
設
け
、
宮
崎
円
遵
博
士
を
主
任
と
し
て
数
年

前
か
ら
そ
の
こ
と
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
今
年
三
月
末
日
を
も
つ
て
そ
の
第
一

巻
が
発
刊
さ
れ
た
。
序
文
に
よ
る
と
、
こ
の
書
は
、
宗
門
の
行
程
に
は
幾
多
の

曲
折
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
つ
ど
難
局
を
打
開
し
教
鞭
の
発
展
を
も
た
ら

し
た
も
の
は
宗
祖
親
欝
の
立
言
精
神
と
こ
れ
に
続
く
遣
弟
の
念
力
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
し
て
、
仏
教
諸
宗
派
の
う
ち
で
も
教
義
風
格
に
お
い
て
最
も
民
衆
生
活

に
直
接
し
、
七
百
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
在
家
仏
教
の
特
色
を
発
揮
し
て
き
た

真
宗
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
編
修
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
目
次
は
、

序
説
、
宗
祖
親
鱒
三
人
と
そ
の
教
溺
、
大
谷
廟
堂
の
建
立
と
推
移
、
覚
如
宗
主

と
本
願
寺
の
形
成
、
本
願
寺
教
翻
の
漸
興
、
蓮
如
宗
主
と
本
願
寺
の
興
隆
、
本

願
寺
の
社
会
的
発
展
、
本
瀬
寺
と
織
量
政
権
の
八
章
に
別
れ
、
序
説
以
外
の
章

は
さ
ら
に
節
に
細
別
さ
れ
て
い
る
。
第
一
巻
に
割
り
あ
て
ら
れ
た
時
代
は
真
宗

史
の
研
究
が
最
も
進
ん
で
い
る
分
野
で
あ
り
、
長
年
そ
の
究
明
に
專
念
さ
れ
た

宮
崎
博
士
が
主
宰
さ
れ
た
だ
け
あ
っ
て
最
近
嚇
二
四
十
年
の
研
究
成
果
を
取
り
入

れ
て
遣
漏
が
な
く
、
史
実
の
叙
述
は
正
確
な
史
料
に
基
ず
い
て
行
な
わ
れ
、
評

価
も
お
お
む
ね
妥
当
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
真
宗
吏
の
研
究
は
、
今
か
ら
五
十

年
前
の
明
治
末
期
に
よ
う
や
く
研
究
方
法
が
明
確
に
意
識
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、

宗
内
外
の
学
者
の
協
力
に
よ
っ
て
従
来
根
拠
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
親
鷲
の
実

在
の
立
証
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
成
果
を
あ
げ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
異
諭
も

多
く
、
学
界
の
見
解
が
一
致
す
る
評
価
は
さ
し
て
多
く
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
う
え
に
、
以
前
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
真
宗
が
東
酉
両
派
以
下
十
派
に
分
派

し
て
い
る
こ
と
が
、
捕
わ
れ
な
い
公
正
な
立
場
か
ら
真
宗
史
を
編
修
す
る
こ
と

を
困
難
に
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
故
山
田
文
昭
氏
の
真
宗
史
稿
な

ど
は
、
こ
の
よ
う
な
障
害
を
最
初
に
切
り
開
い
た
す
ぐ
れ
た
業
績
で
あ
っ
て
、

そ
の
価
値
は
今
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
審
も
、
本
願
寺
史
と
は
い

い
な
が
ら
、
高
田
派
以
下
の
諸
派
に
つ
い
て
も
注
意
し
て
、
本
願
寺
と
の
関
係

は
事
実
に
即
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
学
者
の
意
見
の
一
致
し
な
い
史
実
に
つ

い
て
も
、
一
方
的
な
見
解
の
み
を
取
り
あ
げ
て
他
を
顧
み
な
い
と
い
う
か
た
く

な
態
度
で
は
な
く
、
異
説
の
あ
る
と
こ
ろ
は
、
で
き
る
だ
け
穏
当
な
見
解
に
従

う
が
、
編
者
の
私
見
に
属
す
る
も
の
も
あ
る
、
と
凡
例
に
断
っ
て
い
る
ほ
ど
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
心
づ
か
い
を
し
て
著
わ
さ
れ
た
こ
の
書
が
、
今
後
の
真
宗

史
研
鑑
の
よ
き
指
針
と
な
っ
て
そ
の
水
準
を
高
め
る
こ
と
は
、
堅
雪
の
信
じ
て

疑
わ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
た
だ
一
つ
気
に
な
る
の
は
、
飛
鳥
・
最
良
・
平
安
仏
教
を
華
族
宗
教
的
性
格

を
持
つ
も
の
と
し
て
、
そ
の
特
色
を
非
伝
道
性
・
非
人
格
性
と
規
定
し
、
仏
教

で
あ
っ
て
仏
教
で
な
い
か
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
真
宗

成
立
の
仏
教
史
的
意
義
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
行
し
た
仏
教
の
あ

り
方
を
批
判
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
書
も
、
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飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
仏
教
を
一
癒
し
て
非
仏
教
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

聖
徳
太
子
・
行
基
・
最
澄
・
源
僑
・
源
空
な
ど
の
行
実
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
態
度
が
慎
重
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
が
、
飛
鳥
時
代
以
来
、

繊
家
者
中
心
の
教
団
が
㈱
直
か
れ
た
政
治
情
勢
に
あ
ま
り
に
垂
点
を
か
け
て
、
教

賦
の
基
本
的
性
格
を
論
じ
る
の
は
、
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
え
な
い
の
で
な
か

ろ
う
か
。
宗
教
と
政
治
は
分
離
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

仏
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
敷
治
と
宗
教
と
は
隔
絶
す
べ
ぎ

も
の
と
は
伝
統
舶
に
考
え
て
お
ら
ず
、
い
わ
ん
や
み
ず
か
ら
権
力
支
配
を
行
お

う
な
ど
と
ば
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
権
力
蒋
に
あ
ま
り
に
も
多
く
奉
仕
し

た
律
今
仏
教
を
非
仏
教
酌
と
評
す
る
な
ら
、
圃
様
の
批
判
は
、
本
願
寺
教
団
の

諜
人
格
性
強
化
や
一
揆
に
よ
る
領
国
支
紀
に
も
き
び
し
く
加
え
ら
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
こ
の
書
に
明
確
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
片
手
落
の

感
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
本
願
寺
史
を
こ
こ
ま
で
に
纒
め
あ
げ
た
関
係
考
の
苦
労
は
並

々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
ざ
れ
る
。
続
い
て
出
版
さ
れ
る
は
ず
の
第
二

・
三
巻
は
、
・
既
往
の
研
究
成
果
か
ら
推
し
て
、
そ
の
編
修
は
容
易
で
な
い
、
と

恩
わ
れ
る
が
、
困
難
を
の
り
こ
え
て
一
日
も
早
く
編
修
の
完
了
す
る
こ
と
を
切

望
し
て
や
ま
な
い
。
A
5
五
五
四
ぺ
…
ジ
、
図
版
胴
刷
七
葉
、
非
売
贔
、
な
お

残
本
が
者
干
あ
る
の
で
希
望
者
は
西
・
本
願
寺
像
道
部
に
あ
て
て
金
一
、
．
O
O
O

円
と
送
料
を
添
え
て
申
込
ま
れ
た
い
と
の
こ
と
。
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十
二
月
八
臼
i
署
潜
の
い
う
「
戦
争
の
到
来
」
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
二
十
年

臼
の
縄
じ
月
の
尚
じ
臼
に
、
こ
の
著
書
の
書
評
を
筆
を
と
る
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
偶
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
戦
争
の
終
結
か

ら
十
六
年
億
、
東
条
英
樹
の
処
刑
か
ら
十
三
年
目
に
、
こ
の
澗
．
東
条
と
戦
争
の

到
来
』
が
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
同
時
代
の
で
き
ご
と
を
客
観
化
し
て

眺
め
る
の
に
必
要
な
時
間
的
趾
離
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
、
し
た
が
っ
て
現

代
史
叙
述
の
基
本
附
な
問
題
に
か
か
る
事
柄
と
し
て
決
し
て
無
意
味
な
こ
と
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
著
薪
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
は
、
一
般
に
い
い
3
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
本
望
に
つ
い
て
は
、

そ
の
こ
と
が
い
っ
そ
う
深
刻
な
意
殊
を
も
つ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
も
し
太
平
洋
戦
争
へ
の
応
召
、
軍
務
と
し
て
の
日
本
語
の
勉
強
、
つ

い
で
マ
ッ
カ
ー
サ
…
司
舎
部
の
情
報
部
で
の
勤
務
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
い

く
つ
も
の
偶
然
が
外
か
ら
彼
に
課
し
た
著
岩
の
生
活
体
験
が
な
か
っ
た
と
仮
定

す
れ
ば
、
本
書
が
著
考
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
起
り

え
癒
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
復
員
除
隊
の
後
、
著
者

は
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
ふ
た
た
び
学
生
生
活
に
入
る
が
、
卒
業
後
、
こ
ん

ど
は
歴
史
專
攻
の
学
旛
と
し
て
、
昭
昭
二
十
六
年
秋
か
ら
数
ヵ
月
闘
、
日
本
・
に

127　（957）


