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お
彼
岸
に
思
う

!
コ
ロ
ナ
と
寺
と
い
の
ち
と
|

季
節
は
巡
り
、
秋
の
お
彼
岸
と
な
り
ま
し
た
。
常
に
因
っ
た
こ
と
で
残
念
な
こ
と
で
す
。

春
と
秋
の
理
想
的
な
季
を
選
び
取
り
、
日
本
人
今
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
で
、
私
た
ち
は
何

は
先
祖
の
霊
を
偲
ぶ
と
共
に
、
今
、
こ
こ
に
こ
を
大
切
に
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
コ
ロ

う
し
で
あ
る
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
を
感
謝
し
続
ナ
に
ま
ど
わ
さ
れ
な
い
で
、
自
分
の
生
活
を
保

け
て
き
ま
し
た
。
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
ち
続
け
て
い
く
こ
と
で
す
。
朝
起
き
て
、
夜
寝

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
あ

っ
て
葬
儀
も
法
要
も
縮
る
ま
で
、
自
分
の
す
る
こ
と
、
し
た
い
こ
と
を
、

小
さ
れ
、
家
族
中
心
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
て
い
ね
い
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。
自

も
、
葬
儀
・
法
要
は
淡
々
と
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
分
で
自
分
の
生
活
に
手
ご
た
え
を
感
じ
る
よ
う

お
墓
参
り
に
来
る
方
は
コ
ロ
ナ
以
前
と
少
し
も
な

一
日
を
過
ご
す
こ
と
で
す
。
不
平
不
満
は
た

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
亡
き
人
を
偲
び
、
そ
の
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
先
ず
自
分
の
生
活
と
そ

あ
り
が
た
さ
を
思
い
出
し
、
感
謝
の
気
持
ち
を
の
質
を
高
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
老
若
男
女
、

表
す
の
が
、
法
要
の
大
事
な
役
割
で
す
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
場
で
努
力
を

機
会
や
時
間
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
非
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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寺
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羽
村
臨
済
会

、J
お
彼
岸
の
七
日
間
は
、
ふ
だ
ん
忘
れ
が
ち
な

先
祖
の
こ
と
を
思
う
と
共
に
、
仏
壇
に
手
を
合

わ
せ
て
、
自
分
が
こ
う
し
て
あ
る
こ
と
に
感
謝

を
し
、
ご
先
祖
や
大
地
自
然
か
ら
い
た
だ
い
た
、

こ
の
自
分
の
命
を
ど
う
使
っ
て
い
く
か
を
、
ふ

り
か
え
る
時
間
で
も
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は
、

そ
れ
を
六
波
羅
蜜
で
示
し
て
い
ま
す
。

【
六
波
羅
蜜
(
ろ
く
は
ら
み
つ
)
】

O
布
施
l
lい
た
だ
い
た
こ
の
命
を
、
自
分
の

た
め
だ
け
で
な
く
、
ど
う
し
た
ら
全
て
の
も
の

に
対
し
て
、
お
か
え
し
を
し
て
い
け
る
か
。

O
持
戒
l
l良
い
習
慣
を
自
分
の
生
活
の
中
で

ど
う
作
り
上
げ
て
ゆ
く
か
。

O
忍
辱
(
に
ん
に
く
)
|
|
た
え
し
の
ぶ
時
は
、

こ
れ
に
耐
え
る
努
力
を
す
る
。

O
精
進

l
l日
々
の
生
活
を
大
事
に
す
る
。

O
禅
定
l
l今
し
て
い
る
こ
と
を
味
わ
う
。

O
智
慧
l
l自
分
も
皆
も
幸
せ
に
す
る
に
は
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

日
々
の
生
活
を
味
わ
い
、
ふ
り
か
え
る
こ
と

が
未
来
を
作
っ
て
い
き
ま
す
。
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禅
語
に
学
ぶ

S

と
き
に
は
捨
て
る
選
択
を

今
回
は
、

「
放
下
著
」

(
ほ
う
げ
じ
ゃ
く
)

と
い
う
禅
語
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

著
は
置
字
な
の
で
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
命
令

形
の
「
放
下
」
を
強
め
る
た
め
の
も
の
な
の
で
、

「
投
げ
捨
て
て
し
ま
え
」
と
読
み
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
中
国
の
唐
の
時
代
、
趨
州
(
じ

よ
う
し
ゅ
う
)
和
尚
が
厳
尊
者
(
ご
ん
そ
ん
じ

ゃ
)
と
い
う
僧
に
放
っ
た
言
葉
で
す
。

厳
尊
者
が
、
「
何
も
か
も
捨
て
、
手
ぶ
ら
の
時

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
越
州

和
尚
に
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
対
し
、

趨
州
和
尚
は
「
放
下
著
」
、
つ
ま
り
「
捨
て
て
し

ま
え
」
と
答
え
た
の
で
し
た
。
厳
尊
者
は
「
何

も
持
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
捨
て
よ
う
が
な

い
」
と
返
し
ま
し
た
が
、
越
州
和
尚
は
「
そ
れ

な
ら
担
い
で
い
け
」
と
答
え
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
厳
尊
者
が
何
も
か
も
捨
て
る
こ
と

が
出
来
た
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
「
何
も
持
っ
て

い
な
い
こ
と
に
対
す
る
執
着
」
が
出
来
て
い
る

こ
と
を
越
州
和
尚
は
指
摘
し
、
そ
の
執
着
す
ら

々
0
・と

捨
て
て
し
ま
い
な
さ
い
と
論
し
た
の
で
す
。
つ

ま
り
、
放
下
著
と
は
「
執
着
を
捨
て
よ
」
と
い

う
意
味
な
の
で
す
。

執
着
に
は
様
々
な
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
例

え
ば
「
物
の
執
着
」
。
な
か
な
か
物
が
捨
て
ら
れ

ず
、
押
し
入
れ
は
パ
ン
パ
ン
で
、
部
屋
の
あ
ち

ら
こ
ち
ら
に
物
が
置
き
っ
ぱ
な
し
の
状
態
に
し

て
は
い
ま
せ
ん
か
。
も
し
、
そ
の
よ
う
で
し
た

ら
、
そ
れ
が
物
に
対
す
る
執
着
で
す
。
大
切
な

思
い
出
の
物
は
な
か
な
か
捨
て
づ
ら
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
ま
ず
は
不
必
要
だ
と
思
っ
た
物
か

ら
手
放
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
部
屋
が
片
付
く

に
つ
れ
、
心
も
す
っ
き
り
と
す
る
は
ず
で
す
。

次
に
、

「思
い
込
み
」
や
「
過
度
の
こ
だ
わ
り
」

も
執
着
心
に
つ
な
が
る
要
因
と
な
り
ま
す
。
「
良

い
親
で
あ
る
べ
き
」
、
「
良
い
子
で
あ
る
べ
き
」
、

「良
い
大
学
・
会
社
に
入
る
べ
き
」
、
「
お
金
や

財
産
は
多
い
方
が
良
い
」
等
々
、
「
こ
う
し
な
け

、、_，

れ
ば
な
ら
な
い
」
や
「
こ
う
あ
る
べ
き
」
と
い

っ
た
考
え
を
持
っ
て
い
る
方
は
多
い
か
と
存
じ

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
執
着
心
が
強
い
が
ゆ
え

に
、
現
実
と
の
ズ
レ
が
生
じ
た
と
き
に
不
幸
を

感
じ
た
り
、
挫
折
し
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。

大
切
な
の
は
、
思
い
込
み
す
ぎ
な
い
、
こ
だ
わ

り
す
ぎ
な
い
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
も
の
を
一

度
手
放
す
こ
と
で
、
も
っ
と
軽
や
か
に
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

放
下
著
は
、
「
捨
て
る
選
択
」
も
あ
る
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
言
葉
で
す
。
自
分
自
身
を
よ
く

見
つ
め
、
執
着
を
見
つ
け
出
し
、
思
い
切
っ
て

放
り
投
げ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
捨

て
た
先
に
本
当
の
自
分
、
新
し
い
道
が
見
え
て

く

る

は

ず

で

す

。

(

禅

福

尚

玄

)
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禅
と
共
に
歩
ん
だ
先
人

『
E
m
u
l
l
i
-
-

、IBEBEE--Juh

や

ま

お

か

て

っ

し

ゅ

う

山

岡

鉄

舟

租

臨
済
禅
と
接
し
、
そ
の
精
神
性
や
美
意
識
に

感
化
さ
れ
る
事
に
よ
り
、
自
分
自
身
を
高
め
、

偉
大
な
功
績
を
残
し
た
先
人
達
を
紹
介
す
る
と

い
う
趣
旨
で
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
の
項
で

す
が
、
前
回
に
引
き
続
き
、
幕
末
よ
り
明
治
に

か
け
て
活
躍
し
、
現
代
の
日
本
の
あ
り
快
ピ
も

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
る
「
山
岡

鉄
舟
」
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

浪
士
組
結
成

清
川
八
郎
の
提
言
を
も
と
に
鉄
舟
は
建
白
書

を
作
り
ま
し
た
。
「
急
務
三
策
」
と
さ
れ
た
そ

の
内
容
は

一
、
嬢
夷
の
断
行

た
い
し
ゃ

ニ
、
大
赦
の
発
令

三
、
天
下
の
英
才
の
教
育

と
い
っ
た
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
松
平
杭
総
炉

か
ん
ぱ

く
こ
の
え
た
だ
ひ
ろ

関
白
近
衛
忠
照
に
提
出
し
た
の
で
し
た
。

'-.-/ 

お
り
か
ら
幕
府
比
一
応
執
が
横
行
で
浪
士
の
鵬

'ue-F 
締
り
に
手
を
焼
い
て
お
り
、
さ
ら
に
関
白
近
衛

忠
照
よ
り
浪
士
募
集
の
命
令
も
あ
っ
た
の
で
、

春
撮
は
反
対
の
声
を
抑
え
て
八
郎
の
策
を
取
り

入
れ
、
帯
訴
で
浪
士
組
結
成
と
大
赦
を
決
定
し

ま
し
た
。

大
赦
に
よ
っ
て
無
罪
と
な
っ
た
八
郎
は
浪
士

た
だ
止
し

組
結
成
の
責
任
者
松
平
忠
敏
に
「
有
名
の
英
士
、

尽
忠
報
国
の
士
」
と
し
て
幕
府
の
御
用
に
立
つ

と
い
う
言
い
何
で
奉
行
所
よ
り
身
を
鳴
か
る
と

い
う
形
で
浪
士
組
に
入
り
ま
し
た
。

浪
士
取
締
役
と
し
て
鉄
舟
以
下
「
昨
日
町
の
会
」

の
メ
ン
バ
ー
が
多
く
採
用
さ
れ
、
建
に
八
郎
の

お
も
b
く

思
惑
通
り
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

集
ま
っ
た
浪
士
仲

2
4何
膨
』
あ
い
う
様
々
な
経
歴

を
持
つ
二
百
三
十
玉
名
、
当
初
の
予
定
の
五
十

人
を
大
き
く
上
回
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
浪
士

組
に
与
え
ら
れ
た
任
務
は
、
将
軍
毅
哉
の
上
洛

せ

ん

く

け

い

ご

い

ち

ど

う

い

ち

ろ

の
先
供
警
護
と
い
う
も
の
で
、
一
周
は
一
路
京

都
へ
向
け
出
発
し
た
の
で
し
た
。

京
都
に
着
い
た
浪
士
を
新
徳
寺
と
い
う
お
寺

に
集
合
さ
せ
た
八
郎
は
、
朝
廷
に
提
出
す
る
予

定
の
上
表
文
を
読
み
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
内
容

は
、
将
軍
家
(
徳
川
)
が
棲
夷
に
背
く
様
な
事

を
す
れ
ば
身
を
蛇
し
て
朝
廷
を
守
り
、
幕
府
と

い
え
ど
も
容
赦
な
く
猷
斡
ず
る
と
い
う
も
の
で

し
た
。
八
郎
の
勢
い
に
押
さ
れ
て
全
員
で
署
名

し
、
そ
れ
が
朝
廷
に
受
理
さ
れ
、
さ
ら
に
孝
明

天
皇
よ
り
棲
夷
九
船
内
総
j
天
皇
の
命
令
)
訟
眠

っ
た
の
で
し
た
。

将
軍
家
茂
を
警
護
す
べ
き
浪
士
組
を
一
転
し

き
じ
ゆ
っ

て
尊
皇
懐
夷
の
先
兵
に
変
え
る
と
い
う
奇
術
を

成
し
遂
げ
た
八
郎
で
し
た
が
、
幕
府
は
激
怒
し

ま
し
た
。
そ
こ
で
浪
士
組
に
江
戸
へ
の
帰
還
命

令
が
下
り
ま
す
。
勅
定
を
も
ら
っ
た
八
郎
に
は

江
戸
行
き
は
嬢
夷
決
行
の
為
に
も
渡
り
に
舟
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
将
軍
の
上
洛
を
待

た
ず
に
戻
る
事
が
浪
士
の
中
で
問
題
に
な
り
ま

し
た
。
結
果
、
械
ド
か
か
っ
形
で
残
留
組
と
帰

還
組
に
分
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
残
留
組
は
京
都

警
護
の
任
に
あ
っ
た
会
津
藩
あ
ず
か
り
と
な
り

後
の
新
撰
組
の
母
体
と
な
っ
た
の
で
し
た
。
こ

こ
で
鉄
舟
は
江
戸
に
戻
る
事
に
な
り
ま
し
た
。

以

下

次

号

二

峰
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ぐ
る
J
・、

2
3
4

av
こ
の
夏
も
激
烈
な
豪
雨
に
よ
る
災
害
が
多
発

し
ま
し
た
。
被
害
に
遭
わ
れ
た
皆
様
に
心
よ
り

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
豪
雨
は
世
界
中
で

起
こ

っ
て
い
ま
す
し
、
異
常
な
高
温
に
よ
っ
て

大
規
模
な
山
火
事
が
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
発
生

し
、
広
大
な
森
林
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
原
因
が
本
当
に
地
球
温
暖
化
に
よ
る
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
早
急
に
真
剣
な
対
応
を
し
な

い
と
人
類
の
存
亡
に
関
わ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

A
V
ア
メ
リ
カ
の
野
球
、
M
L
B
で
、
大
谷
朔
平

選
手
が
大
活
躍
し
て
い
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
投
手

で
あ
り
な
が
ら
打
て
ば
ホ
ー
ム
ラ
ン
の
二
刀
流
、

ベ
l
プ

・
ル
l
ス
の
再
来
と
も
て
は
や
さ
れ
て

い
ま
す
。
百
年
前
、
ま
だ
人
気
の
な
か
っ
た
当

時
の
野
球
は
、
ベ
!
ブ
・
ル

l
ス
と
い
う
凄
い

選
手
が
評
判
と
な
っ
て

一
気
に
国
民
的
ス
ポ
ー

ツし
ι
な
っ
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
の

M
L
B
は

他
の
ス
ポ
ー
ツ
や
コ
ン
テ
ン
ツ
に
押
さ
れ
て
、

実
は
人
気
が
下
降
気
味
な
の
だ
そ
う
で
す
。
し

か
し
大
谷
選
手
の
評
判
で
、

M
L
B
全
体
の
人

気
が
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
日
本
と

違
っ
て
、
一
試
合
し
か
行
わ
れ
な
い
オ
ー
ル
ス
タ

ー
ゲ
1

ム
に
も
選
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

M
L
B

は
大
谷
選
手
の
為
に
わ
ざ
わ
ざ
ル

l
ル
を
変
更

し
て
、
投
手
と
指
名
打
者
の
両
方
で
の
出
場
を

認
め
ま
し
た
。
そ
の
言
動
や
人
柄
も
高
く
称
賛

さ
れ
て
お
り
、
同
じ
日
本
人
と
し
て
と
て
も
誇

ら
し
く
思
い
ま
す
。

-
大
谷
選
手
は
ゴ
ミ
を
見
つ
け
る
と
、
試
合
中

で
あ
ろ
う
と
拾
っ
て
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
花
巻
東
高
校
野
球
部
の
佐
々
木
監

督
の
「
ゴ
ミ
を
拾
う
と
運
気
が
上
が
る
か
ら
拾

い
な
さ
い
」
と
い
う
指
導
に
よ
る
そ
う
で
す
が
、

彼
の
成
功
を
見
る
と
効
果
は
抜
群
で
す
。
仏
教

で
は
こ
の
行
い
は
「
自
利
自
他
」
(
他
の
役
に
立

つ
事
が
自
分
の
為
に
な
る
)
に
あ
た
り
ま
す
が
、

こ
れ
だ
け
成
功
し
て
も
そ
れ
を
や
り
続
け
る
純

粋
さ
が
何
よ
り
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

・
地
球
温
暖
化
の
防
止
も
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
の

、、，〆

抑
止
も
、
大
谷
選
手
の
よ
う
に
目
の
前
の
小
さ

な
事
に
気
づ
き
、
出
来
る
こ
と
を
実
行
し
て
い

く
事
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
彼
は
今

季
、
ホ
ー
ム
ラ
ン
王
と
最
優
秀
投
手
賞
、
更
に

M
V
P
の
全
て
を
獲
得
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
彼
に
力
を
も
ら
い
な
が
ら
、
私
達
も
頑
張

り
ま
し
ょ
う
。

-
現
在
『
ム
!
ン
ラ
イ
ト
・
シ
ヤ
ド
ウ
』
と
い

う
映
画
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
吉
本
ば
な
な

さ
ん
の
原
作
で
、
作
品
の
重
要
な
要
素
と
し
て

川
や
橋
が
登
場
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
撮
影
が

羽
村
の
堰
下
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
予
告
編
で
ち

ら
つ
と
見
る
だ
け
で
も
「
あ
っ
羽
村
だ
」
と
い

う
シ

l
ン
が
満
載
で
す
。
原
作
自
休
、
様
々
な

言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
世
界
中
で
読
ま
れ
て
い
る

作
品
で
す
し
、
海
外
の
映
画
祭
に
出
品
す
る
可

能
性
も
あ
る
と
の
事
な
の
で
、
羽
村
の
河
原
が

聖
地
と
な
っ
て
世
界
中
か
ら
フ
ァ
ン
が
押
し
寄

せ
る
事
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

-
こ
の
作
品
は
日
の
出
と
昭
島
の
映
画
館
で
は

上
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
立
川
で
は
上
映
さ
れ
ま
す
。

(
禅
林
恭
山
)
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