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」
な
な
粋
義
、ヽ

↑

・

令
和
五
年
十

一
月
七
日
、
福
島
市
飯
坂
町
パ
ル
セ
飯

坂
に
お
い
て
、
福
島
県
宗
務
所
主
催
の
螢
山
禅
師
様
七

百
回
大
遠
忌
予
修
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

「大
遠
忌
」
と
は
、
百
年
二
百
年
と
い
う
年
忌
法
要
を

あ
ら
わ
す
こ
と
ば
で
す
が
、
来
年
令
和
六
年
が
螢
山
禅

師
様
の
七
百
回
忌
に
あ
た
り
ま
す
。
宗
内
に
お
い
て
は
、

前
年
に

「予
修
法
要
」
と
し
て
全
国
を
巡

っ
て
大
法
要

が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
福
島
県
予
修
法
要
に
は
福
島
県
全
四
七
〇
ヶ
寺

の
曹
洞
宗
寺
院
そ
れ
ぞ
れ
の
住
職

上
寸
院
並
び
に
檀
信

徒
代
表
が
参
列
さ
れ
ま
し
た
。
長
秀
院
は
丹
治
正
弘
氏
、

仲
興
寺
は
丹
治
誠
市
氏
が
代

表
と
し
て
住
職
と
と
も
に
法

要
と
研
修
に
参
加
さ
れ
ま
し

た
。来

年
は
い
よ
い
よ
螢
山
禅

師
様
の
大
遠
忌
を
迎
え
ま
す
。
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(2)

関
東
の
十

一
月
は
夏
日
か
ら
始
ま
り
、
秋
ら

し
か
ら
ぬ
暖
か
さ
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
皆
さ

ん
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

前
回
ま
で
は
修
行
僧
が
初
め
て
任
さ
れ
る
「鐘

洒
」
の
お
話
で
し
た
。
今
回
は
永
平
寺
で
毎
年

四
月
の
末
に
修
行
さ
れ
る

「報
恩
授
戒
会
」
に

つ
い
て
で
す
。

「授
戒
」
と
は

「戒
を
授
か
る
」。
「戒
」
と
は

仏
教
徒
と
し
て
生
き
る
上
で
の
実
践
規
範
で
あ

り
、
こ
れ
を
僧
侶
か
ら
授
か
る
こ
と
で
、
お
釈

迦
様
の
教
え
を
守
っ
て
生
き
る
と
い
う
お
誓
い

を
立
て
、
仏
弟
子
の
一
員
と
な
り
ま
す
。
永
平

寺
で
は
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
戒
弟
と
呼
ば
れ
る

参
加
者
の
方
々
が
、
永
平
寺
の
ご
住
職
で
あ
る

禅
師
様
よ
り
戒
を
授
か
る
の
で
す
。

仏
様
の
教
え
は
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
伝
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
仏
弟
子
と
し
て
の
生
き
方
で

あ
る
戒
を
授
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
戒
を
授
け

て
く
だ
さ
る
方
の
お
弟
子
に
な
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
永
平
寺
の
授
戒
会
に
戒
弟
と
し
て
参

加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
永
平
寺
の
ご
住
職
の

お
弟
子
に
な
る
こ
と
と
同
義
で
す
。
す
べ
て
の

儀
式
を
終
え
た
と
き
、
戒
弟
に
は

「血
脈
」
が

授
け
ら
れ
ま
す
。
血
脈
に
は
、
お
釈
迦
様
よ
り

教
え
を
つ
な
い
で
き
た
歴
代
の
祖
師
様
方
の
お

名
前
と
、
そ
の
最
後
に
自
分
の
名
前
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
よ
り
脈
々
と
伝
え
ら
え

て
き
た
教
え
が
、
確
か
に
自
分
に
伝
え
ら
れ
た

こ
と
の
象
徴
な
の
で
す
。

授
戒
会
の
日
程
は
四
月
二
十
三
日
～
二
十
九

日
の
七
日
間
。
そ
の
間
、
戒
弟
さ
ん
た
ち
は
泊

り
が
け
で
法
要
に
参
列
し
、
授
戒
と
は
何
た
る

か
と
い
う
教
え
を
受
け
る

「説
戒
」
な
ど
の
修

行
を
経
て
、
最
終
日
の
授
戒
の
儀
式
に
臨
み
ま

す
。
そ
の
間
、
永
平
寺
で
は
全
山
で
戒
弟
さ
ん

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

当
時

「鐘
洒
」
の
お
役
目
を
頂

い
て
い
た
私

た
ち
新
米
修
行
僧
た
ち
は
、
普
段
の
勤
め
に
加

え
て
、
戒
弟
さ
ん
た
ち
の
お
食
事
の
お
世
話
も

し
ま
す
。
修
行
道
場
の
正
式
な
作
法
に
準
じ
て
、

一
人

一
人
に
丁
寧
に
お
食
事
を
給
仕
す
る
の
で

す
。
修
行
僧
に
す
る
の
と
は
ま
た
違
う
、
い
わ

ば

「お
客
様
」

へ
の
給
仕
。
指
導
役

の
先
輩
修

行
僧

の
眼
も
厳
し
く
、
新
米
た
ち
の
背
筋
も
自

然
と
伸
び
親
切
な
接
客
と
お
給
仕
に
努
め
ま
す
。

最
終
日
、　
一
年
目

の
修
行
僧
は
例
外
な
く
、

戒
弟
さ
ん
た
ち
と
と
も
に
授
戒
会

の
儀
式
に
参

加
し
ま
す
。
自
分
が
永
平
寺
に
て
修
行
し
た
こ

と
の
ひ
と

つ
の
証
と

し
て
、
修
行
僧
た
ち

は
血
脈
を
授
か
り
ま

す
。
自
分
の
仏
弟
子

た
る
証
と
し
て
、　
一

生
大
事
に
持
ち
続
け

る
の
で
す
。
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令
和
五
年
度

の
梅
花
流
福
島
県
奉
詠
大
会
が

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日
、
郡
山
市

「
ユ
ラ
ッ

ク
ス
熱
海
」
に
お
い
て
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

長
秀
院
講

・
仲
興
寺
講
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
丹

治
敏
子
さ
ん
、
丹
治
み
き
さ
ん
、
一局
橋
昭
子
さ
ん
、

斎
藤

つ
や
さ
ん
、
阿
久
津

マ
サ
子
さ
ん
が
代
表
登

壇
奉
詠
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
坪
池
サ
チ
さ
ん

が
賛
助
さ
れ
ま
し
た
。
両
講

の
皆
さ
ん
は
、

コ

ロ
ナ
禍
で
練
習
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

立
派
に
登
壇
奉
詠
を
つ
と
め
て
頂
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
、
講
員
の
高
齢
化
で
少
人
数
の
参

加
で
あ
り
ま
し
た
が
、
大
会
を
円
成
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
の
み
教
え
、
道

元
禅
師
さ
ま
の
み
教
え
、
螢
山
禅
師
さ
ま
の
み

教
え
を
、
節
を

つ
け
て
お
唱
え
す
る
の
が
梅
花

流
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
を
越
え
て
参
加
頂
き
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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長
秀
院
の
寺
前
の
体
耕
田
を
所
有
者
の
方
よ
り
取
得

（令

和
四
年
十
二
月
）、
た
だ
し
田
沢
は
第
二
種
農
推
地
域
の
た

め
農
業
委
員
会

へ
の

「農
地
転
用
」
の
申
請
を
行
い
、
駐
車

場
と
す
る
こ
と
で
認
可
を
受
け
、
本
年
十
月
よ
り
駐
車
場
へ

の
工
事
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

田
ん
ぼ
で
あ
っ
た
の
で
、
土
を
入
れ
換
え
、
水
の
問
題
が

な
い
よ
う
暗
渠
工
事
を
行
い
、
荒
目
石
と
砂
利
を
敷
き
つ
め
、

十

一
月
中
に
は
完
工
の
予
定
で
す
。

寺
前
に
駐
車
場
を
つ
く
る
こ
と
が
念
願
で
し
た
が
よ
う
や

く
そ
の
こ
と
が
実
現
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で

「お
寺
の

前
を
き
れ
い
に
し
て
お
き
た
い
」
と
草
刈
除
草
を
多
く
の
皆

様
の
お
力
で
つ
と
め
て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
積
み

重
ね
と
本
尊
様
方
や
ご
先
祖

様
方
が
力
を
合
せ
て
実
現
さ

せ
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
と
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

お
陰
様
で
、
境
内
美
化
と

い
う
面
で
も
た
い
へ
ん
有
意

義
な
こ
と
と
な
り
、
後
世
へ

継
ゞ
大
き
な
工
事
と
な
っ
た

と
い
え
ま
す
。
ま
た
今
後
参

拝
者
の
皆
様
も
利
便
性
が
増

大
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

仲
興
寺
震
災
塀
工
事

無
縁
合
祀
塔
工
事

歴

住

墓

地

工

事

一
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・・・●

昨
年
二
月
の
震
度
六
の
地
震
で
被

害
を
受
け
た
外
塀

・
東
壇
墓
地
の
無

縁
合
祀
塔
、
歴
住
墓
所
の
工
事
が
始

ま
り
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
以
降
、
三
度

の
震

度
六
を
受
け
ま
し
た
。

工
事
は
年
内
に
て
終
了
す
る
予
定

で
す
。

●
そ
れ
．ぞ
．れ
に
皆
様
が
お
仕
度
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
地
蔵
様
が

「あ
り
が
と
う
」
と
言

っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ご
寄
進
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

仲興寺 長秀院


