
 

香 こ
う 

光 こ
う 

荘
し
ょ
う 

厳 ご
ん 

 

燃
え
る
よ
う
な
赤
い
夕
日
が
、
山
肌
の
色
を

紫
に
染
め
上
げ
る
こ
と
か
ら
『
紫
峰
』
と
も
呼

ば
れ
る
筑
波
山
。
８
７
７
ｍ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
色
の
美
し
さ
か
ら
、
百
名
山
の
ひ
と
つ
に 

数
え
ら
れ
る
。 

紫
峰
と
い
う
名
を
聞
く
時
、
染
香
人

ぜ
ん
こ
う
に
ん

と
い
う

言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。
染
香
人
と
は
お
念
仏

を
よ
ろ
こ
ぶ
者
を
指
す
が
、思
え
ば
い
つ
ご
ろ
か

ら
私
は
念
仏
申
す
身
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

出
会
い
や
別
れ
、
先
人
た
ち
の
念
仏
申
す
姿
を

拝
見
す
る
中
、い
つ
か
ら
か
そ
の
温
も
り
が
こ
の

身
に
染
み
入
り
、育
て
育
ま
れ
た
の
だ
と
思
う
。 

夕
日
に
照
ら
さ
れ
筑
波
山
の
色
が
変
わ
る

姿
は
、
ま
る
で
娑
婆
を
生
き
る
私
が
私
の
ま
ま

で
願
い
に
満
た
さ
れ
て
ゆ
く
姿
を
見
て
い
る 

よ
う
だ
。 

  

ひ
た
ち
な
か
市 

清
心
寺 

増
田
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樹 
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浄
土
真
宗
に
つ
い
て
様
々
な
研
究
を
さ
れ
て
こ
ら
れ
た 

大
覚
寺
副
住
職
の
板
敷
真
純
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。  

常
陸
国
（
茨
城
）
に
お
け
る
親
鸞
聖
人
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い 
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古
く
よ
り
親
鸞
聖
人
の
関
東
で
の
ご
布
教
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
荒
れ
果
て
た
関
東

の
地
で
大
変
な
ご
苦
労
を
さ
れ
な
が
ら
文
字
も
読
め
な
い
人
々
に
ご
教
化
を
さ
れ

た
孤
高
の
お
方
」
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
現
在
で
は
「
全
国
屈
指
の
お
米
の
産

地
で
あ
る
肥
沃
な
常
陸
国
で
、法
然
聖
人
の
影
響
を
受
け
ら
れ
た
方
の
庇
護
の
元
、

ご
教
化
を
さ
れ
た
」
と
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

で
す
か
ら
親
鸞
聖
人
が
ご
苦
労
さ
れ
た
の
は
、
荒
地
や
孤
立
で
は
な
く
、
常
陸
国

が
名
神
大
社
（
と
て
も
大
き
な
神
社
）
を
７
つ
も
抱
え
る
な
ど
多
数
の
信
仰
が
在

来
す
る
地
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
宗
教
と
い
え
ば
「
儀
礼
に
お
い

て
現
世
利
益
を
獲
る
こ
と
」
と
い
う
価
値
観
が
強
い
地
で
、
不
請
の
安
心
を
頂
く
と

い
う
本
当
の
利
益
を
説
く
こ
と
は
困
難
を
極
め
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
時
に
、
疎

ま
れ
た
り
、
打
ち
負
か
そ
う
と
す
る
人
も
来
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
方
に

対
し
て
対
立
さ
れ
る
の
で
は
な
く
柔
和
に
接
さ
れ
、「
い
か
な
る
者
も
摂
め
取
る
阿

弥
陀
如
来
の
他
力
の
み
教
え
」
を
説
き
広
め
ら
れ
ま
し
た
。 

  親
鸞
聖
人
ご
誕
生
８５０

年
・立
教
開
宗
８００

年
の 

節
目
の
年
で
す
が
、所
感
を
教
え
て
く
だ
さ
い 
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現
在
、
築
地
本
願
寺
の
企
画
の
一
環
と
し
て
御
旧
跡
め
ぐ
り
の
ガ
イ
ド
を
承
っ

て
い
ま
す
。 

「
親
鸞
聖
人
の
食
生
活
」
等
、
そ
の
お
人
柄
に
つ
い
て
の
ご
質
問
が
多
い
で
す
が
、

資
料
が
か
な
り
少
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
の
に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。し
か
し
９０

歳

ま
で
ご
存
命
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
弟
子
た
ち
の
著
作
に
は
肉
食
容
認
の
経
典

を
引
用
し
て
い
る
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
完
全
な
菜
食
で
は
な
か
っ

た
と
は
思
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
の
い
の
ち
の
犠
牲
の
上
に
し
か
生
き

る
こ
と
の
で
き
な
い
自
ら
の
罪
業
を
悲
嘆
さ
れ
、
同
時
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願

力
に
よ
る
救
済
を
喜
ば
れ
た
の
だ
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
そ
の
想
い
が
今

日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
尊
い
こ
と
で
す
。 

ま
た
、
真
宗
寺
院
が
８００

年
に
わ
た
り
継
承
さ
れ
て
き
た
の
は
坊
守
（
女

性
）
の
活
動
が
不
可
欠
で
す
。
特
に
住
職
不
在
時
に
は
、
寺
院
後
継
者
の
指

名
の
関
与
や
住
職
職
務
の
代
行
並
び
に
門
信
徒
教
化
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
妻
帯
を
公
に
貫
か
れ
た
宗
祖
の
お
姿
や
性
別
の
違
い
を
問
題
と
し
な
い

み
教
え
の
影
響
に
よ
り
、
浄
土
真
宗
は
中
世
よ
り
女
性
が
表
に
出
ら
れ
る

宗
派
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
住
職
が
不
在
と
な
っ
た
場

合
で
も
、絶
え
ず
に
受
け
継
が
れ
た
寺
院
が
多
い
も
の
と
思
い
ま
す
。 

春
に
は
築
地
本
願
寺
（
４
月
２６

日
～
２９

日
・
茨
城
東
組
担
当
日
２７

日
）
、
ま
た
新
水
戸
市
民
会
館
（
左
記
参
照
）
で
慶
讃
法
要
が
勤
ま
り
ま
す

の
で
、ど
う
ぞ
お
参
り
さ
れ
て
く
だ
さ
い
。 
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ひ
た
ち
な
か
市
館
山
の
高
台
に
は
、
浄
土

真
宗
の
寺
院
が
７
ヵ
寺
隣
り
合
っ
て
い
る
。

ひ
た
ち
な
か
海
浜
鉄
道
の
那
珂
湊
駅
方
面

か
ら
、
石
階
段
を
上
が
り
き
っ
た
と
こ
ろ
で

ひ
と
際
目
を
引
く
の
が
、
清
心
寺
本
堂
の

白
壁
で
あ
る
。
外
観
は
伝
統
的
な
建
築
様

式
で
は
な
い
モ
ダ
ン
な
造
り
で
、
本
堂
ま
で

の
整
備
さ
れ
た
参
道
は
と
て
も
洗
練
さ
れ

て
い
る
。 

清
心
寺
は
慶
長
元(

１５９６)

年
に
藤
原
俊

秀
に
よ
っ
て
、
湊
村
田
中
（
現
ひ
た
ち
な
か

市
栄
町 
那
珂
湊
反
射
炉
跡
付
近
）
に
一

寺
を
建
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ

の
後
、
嘉
永
３ 

(
１８５０

)

年
に
天
狗
党
の
乱

に
よ
っ
て
、
同
寺
は
一
時
消
失
し
て
し
ま
う

が
、
明
治
１７

(

１８８４

)

年
に
ご
門
徒
の
手
に

よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
以
後
現
在
に
至
る
ま
で

住
職
と
ご
門
徒
が
手
を
携
え
て
護
っ
て
来

た
。 現

住
職
の
増
田
廣
樹
さ
ん
は
、
去
年
継

職
さ
れ
た
ば
か
り
で
１７

代
目
。
現
在
は
、

西
本
願
寺
・
築
地
本
願
寺
を
は
じ
め
、様
々

な
寺
院
の
法
座
に
出
講
し
て
い
る
。
「
室
町

時
代
か
ら
続
く
清
心
寺
の
歴
史
を
考
え
た

と
き
、
色
々
な
方
の
思
い
が
あ
っ
て
、今
お
寺

が
あ
る
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。今
回
の
継

職
の
重
み
が
よ
り
一
層
増
し
た
よ
う
に
思

い
ま
し
た
。
ど
ん
な
お
寺
を
目
指
す
か
は
、                                       

私
の
中
で
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
す

が
、
ま
ず
は
お
念
仏
を
大
切
に
し
て
も
っ
と
喜

ば
せ
て
頂
こ
う
、
そ
う
思
っ
て
い
く
僧
侶
で
あ

る
こ
と
。
そ
し
て
、
た
く
さ
ん
の
方
に
お
育
て
を

頂
き
な
が
ら
、
自
分
な
り
に
考
え
て
歩
ん
で
い

く
中
で
、
お
の
ず
と
目
指
す
べ
き
お
寺
の
か
た

ち
が
決
ま
っ
て
く
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」

と
語
る
。 

住
職
は
布
教
に
は
２
つ
の
か
た
ち
が
あ
る
と

言
う
。
一
つ
は
実
際
に
寺
院
な
ど
で
お
念
仏
の

教
え
を
話
し
て
聞
い
て
も
ら
う
も
の
。
そ
し
て

も
う
一
つ
は
お
念
仏
の
教
え
に
裏
付
け
さ
れ
た

社
会
貢
献
で
あ
る
。
今
住
職
が
取
り
組
ん
で
い

る
の
は
、
僧
侶
と
し
て
介
護
施
設
に
訪
問
し
て
、

入
居
者
と
交
流
す
る
、
看
護
と
仏
教
が
連
携
し

て
い
く
活
動
だ
。
「
介
護
施
設
に
行
っ
て
、
お
話

を
し
た
り
、相
談
に
乗
っ
た
り
、法
要
を
勤
め
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
看
護
師
と
僧
侶
が
連
携
し

て
社
会
貢
献
を
し
て
い
く
こ
の
活
動
に
つ
い
て
、

先
日
論
文
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
は

種
を
蒔
い
て
い
る
段
階
で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら

こ
の
活
動
が
茨
城
県
内
で
広
が
っ
て
い
っ
て
く

れ
た
ら
。」
と
力
を
込
め
る
。 
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～茨城の念仏道場を尋ねて～ 


