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洋
明
上
人
の
大
荒
行
再
行
、
皆
さ
ま
方
の
お
力
を

頂
き
ま
し
て
無
事
成
満
で
き
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 

✻ 

修
行
が
始
ま
る
日
、
家
族
で
荒
行
堂
へ
見
送
っ
た
。

荒
行
堂
は
千
葉
県
市
川
市
の
法
華
経
寺
内
に
あ
り
、

境
内
中
心
に
あ
る
祖
師
堂
は
国
の
重
要
文
化
財
で

あ
る
。
そ
の
大
き
な
太
い
柱
に
は
江
戸
前
期
か
ら
の

長
い
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
祖
師
堂
で
入
行

会
が
行
わ
れ
、
い
よ
い
よ
荒
行
堂
に
入
る
。
雨
の
中
、

伝
師
を
先
頭
に
百
四
十
数
名
の
修
行
僧
が
列
を
作

っ
て
、
荒
行
堂
の
正
門
で
あ
る
瑞
門
を
く
ぐ
っ
て
い

く
。
行
列
の
最
後
に
洋
明
上
人
が
つ
い
て
全
体
を
見

届
け
て
堂
内
に
入
り
瑞
門
の
扉
を
閉
め
た
。 

今
回
、
洋
明
上
人
は
再
行
（
二
百
日
目
）
と
し
て

初
行
僧
の
規
律
指
導
を
行
う
責
任
者
で
あ
り
、
自
分

の
修
行
だ
け
で
な
く
若
い
初
行
僧
の
指
導
に
あ
た

る
の
で
あ
る
。
肉
体
的
、
精
神
的
に
大
変
な
こ
と
で

あ
る
。 

閉
じ
ら
れ
た
瑞
門
は
百
日
間
、
決
し
て
開
く
こ
と

は
な
い
。
大
勢
の
見
送
り
の
皆
さ
ん
が
、
百
日
後
二

月
十
日
ま
で
の
無
事
を
祈
っ
て
無
言
の
ま
ま
帰
り

始
め
た
。 

 
 
 

✻ 

と
こ
ろ
で
荒
行
堂
の
瑞
門
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て

特
別
な
存
在
で
あ
る
聖
教
殿
（
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
で
ん
）

の
脇
に
あ
る
。
こ
の
聖
教
殿
に
日
蓮
大
聖
人
直
筆

「
観
心
本
尊
鈔
（
国
宝
）
、
立
正
安
国
論
（
国
宝
）」

を
は
じ
め
六
四
点
の
国
の
重
要
文
化
財
が
護
ら
れ

て
い
る
。
大
聖
人
の
最
も
大
切
な
お
書
き
物
が
目
の

前
の
塔
の
中
、
す
ぐ
そ
こ
に
現
存
し
て
い
る
、
大
聖

人
の
熱
い
想
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
鎌
倉
時
代
か
ら

七
百
数
十
年
間
、
こ
の
大
切
な
ご
真
筆
・
霊
宝
を
護

り
続
け
て
き
た
法
華
経
寺
の
何
代
に
も
渡
る
歴

代
々
御
上
人
の

並
々
な
ら
ぬ
ご

苦
労
と
情
熱
を

感
じ
取
る
こ
と

も
で
き
る
。 

 
 
 

✻ 

こ
の
聖
教
殿

を
真
後
ろ
に
し

て
、
大
勢
の
人

波
と
共
に
石
段

を
降
り
は
じ
め

た
。
そ
の
時
で
あ
る
、
か
ら
だ
の
底
か
ら
こ
み
上
げ

て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
。 

全
身
が
震
え
、
突
き
上
げ
て
く
る
。
思
い
っ
き
り

涙
し
た
い
、
そ
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
悲
し
い
と

か
寂
し
い
と
か
で
は
な
い
、
何
か
も
の
凄
い
も
の
が

響
い
て
き
た
。
大
い
な
る
感
動
で
あ
っ
た
。 

 

・
・
・
・ 

「
老
い
た
」
と
想
っ
た
。
そ
れ
は
輝
い
て
い
た
。 

 
 
 

✻ 

 

そ
の
後
、
荒
行
団
参
、
法
務
、
正
月
を
迎
え
る
様
々

な
山
務
を
お
勤
め
し
、
多
く
の
方
々
の
お
力
を
頂
く

中
で
、「
老
い
る
」
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と

思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
あ
る
初
老
の
男
性
が
話

し
て
く
れ
た
「
わ
し
ゃ
ぁ
、
涙
も
ろ
く
な
っ
て
さ
ぁ
。

テ
レ
ビ
で
水
戸
黄
門
を
観
て
て
も
涙
が
で
て
く
る

さ
ぁ
。
歳
だ
ら
か
ぁ
。」 

若
い
時
は
意
地
を
張
ら

な
け
れ
ば
乗
り
切
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
、
歳
を
と
れ

ば
そ
ん
な
必
要
も
な
く
な
る
。
本
来
の
自
分
に
還
り

素
直
に
な
れ
る
。
素
直
、
善
い
こ
と
だ
。
柔
軟
に
あ

り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
、
余
分
な
も
の
を
落
と
す
、

も
の
が
視
え
て
く
る
、
感
動
が
多
く
な
る
、
だ
か
ら

涙
も
で
て
く
る
。 

 
 
 

✻ 

 

き
っ
と
あ
の
日
、
聖
教
殿
の
お
祖
師
さ
ま
が
「
現

実
を
柔
軟
に
受
け
止
め
よ
」
と
ご
教
示
し
て
下
さ
っ

た
よ
う
に
想
う
。 

日
蓮
聖
人
直
筆
の
国
宝
を
護
る

聖
教
殿
（
荒
行
団
参
で
の
写
真
） 
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昌子寺庭の山務日誌より 

御
志
納
金
［
一
月
～
二
月
］ 

小
川 

  

内
山  

真 

殿  

尊
父
葬
儀
砌 

修
善
寺 

 

杉
山
美
智
子
殿  

納
骨
の
砌 

修
善
寺 

 

佐
野 

園
枝 

殿 

納
骨
の
砌 

 

 

 

先
日
、
法
事
で
お
寺
に
み
え
た

若
い
方
が
「
ど
こ
も
か
し
こ
も 

き
れ
い
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
ェ
」

と
言
わ
れ
る
の
で
、
思
わ
ず
「
掃

除
が
趣
味
な
ん
で
す
」
と
答
え
て

し
ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
若

い
方
は
「
私
も
今
日
、
帰
っ
た
ら

早
速 

家
の
中
を
片
付
け
て
掃
除

し
よ
う
と
思
い
ま
す
‼
」
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
と
て
も
〞
良
い
こ
と

だ
な
〟
と
思
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✻ 

 

最
近
気
付
い
た
の
で
す
が
、
掃
除
と
瞑
想
（
心
の

中
を
空
っ
ぽ
に
す
る
こ
と
）
と
は
、
と
て
も
似
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
外
の
落
ち
葉

掃
き
か
ら
始
ま
り
、
次
々
と
た
ま
っ
て
ゆ
く
荷
物
を

片
付
け
、
玄
関
、
窓
ガ
ラ
ス
、
ト
イ
レ
等
々
と
お
寺

の
広
い
庭
、
庫
裏
を
掃
除
す
る
こ
と
は
と
て
も
大
変

な
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
始
め
る

の
で
す
が
…
…
。
で
す
が
、
夢
中
に
な
っ
て
汗
を
流

し
て
掃
除
を
し
て
い
る
と
不
思
議
な
ん
で
す
。
い
つ

し
か
心
の
中
の
も
や
も
や
し
た
も
の
や
、
い
ら
い
ら

し
た
も
の
が
消
え
て
、
自
分
が
大
き
な
も
の
の
中
で

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
感
謝
の
気
持
ち
ま
で
も

湧
い
て
き
ま
す
。
ま
る
で
知
ら
ず
知
ら
ず
、
無
意
識

の
う
ち
に
自
分
の
心
を
洗
い
出
し
て
い
る
よ
う
で

す
。 

 
 
 

✻ 

や
る
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
け
ど
今
日
も

私
は
楽
し
く
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
め
ず
ら
し
い
椿
、

み
ず
き
、
そ
し
て
古
木
の
紅
梅
が
咲
き
始
め
ま
し
た
。

皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
見
に
来
て
下
さ
い
。 

   

  

洋
明
上
人
の
日
蓮
宗
大
荒
行
再
行
成
満
帰
山
式

が
二
月
十
五
日
行
わ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
日
を
迎
え
る
ま
で
、
本
当
に
沢
山
の
方
々
の

励
ま
し
や
お
力
を
頂
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
二
回
に

渡
る
激
励
団
参
、
成
満
会
お
迎
え
と
多
く
の
方
々
が

中
山
、
荒
行
堂
ま
で
足
を
運
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
。

帰
山
式
当
日
は
本
堂
に
入
れ
な
い
方
も
多
く
、
ゆ
き

届
か
な
く
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

帰
山
式
を
準
備
し
て
頂
い
た
御
寺
院
の
皆
さ
ま
、

伊
東
修
護
持
会
長
さ
ま
は
じ
め
役
員
の
皆
さ
ま
に

は
何
回
も
打
合
せ
し
て
動
い
て
頂
き
ま
し
た
。
白
龍

会
の
万
灯
・
子
供
た
ち
、
お
手

伝
い
お
迎
え
の
皆
さ
ま
方
、
そ

う
し
た
皆
さ
ま
が
、
た
だ
大
変

だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
本
当
に

無
事
で
良
か
っ
た
、
私
た
ち
の

手
で
洋
明
上
人
を
お
迎
え
で
き

た
と
心
か
ら
慶
び
誇
り
と
自
信

を
持
っ
て
頂
い
た
こ
と
は
何
よ

り
嬉
し
い
こ
と
で
し
た
。
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

 

二
月
十
日
、
百
日
間
の
大
荒
行
成
満 

洋
明
上
人
は
行
僧
の
最
後
に
つ
い
て
、
代
表

し
て
瑞
門
（
荒
行
堂
の
正
門
）
を
閉
じ
ま
し

た
。
立
派
な
お
姿
で
し
た
、 

「
私
の
お
上
人
さ
ん
、
お
疲
れ
さ

ま
で
し
た
。」
お
迎
え
の
人
々
。（
大

荒
行
堂 

成
満
の
日
） 

 

―― ２ ―― 



 
此
度
、
日
蓮
宗
大
荒
行
堂
二
百
日
目
の
再
行
を
佛

天
の
御
加
護
は
も
と
よ
り
、
皆
様
一
人
一
人
の
御
縁

と
御
陰
様
の
力
に
支
え
ら
れ
守
ら
れ
無
事
成
満
、
ま

た
本
堂
に
入
り
き
れ
な
い
程
の
檀
信
徒
・
有
縁
の
皆

様
に
迎
え
て
頂
き
帰
山
式
を
盛
大
に
円
成
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
こ
と
、
皆
様
に
は
唯
々
感
謝
申
し
上
げ

る
し
だ
い
で
御
座
い
ま
す
。
誠
に
有
難
う
御
座
い
ま

し
た
。 

行
中
の
団
参
で
の
励
ま
し
を
頂
き
大
変
う
れ
し

か
っ
た
事
、
日
々
皆
さ
ん
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
手

を
合
わ
せ
て
下
さ
っ
た
思
い
が
通
じ
こ
の
胸
に
伝

わ
っ
た
事
、
そ
し
て
お
忙
し
い
中
、
帰
山
式
の
準
備

や
当
日
の
御
手
伝
い
を
頂
い
た
事
、
一
つ
が
欠
け
て

も
こ
の
成
満
は
無
か
っ
た
で
し
ょ
う
。 

行
中
は
、
早
朝
三
時
か
ら
深
夜
十
一
時
ま
で
七
回

の
水
行
、
そ
れ
以
外
は
鬼
子
母
尊
神
の
前
で
粗
莚
に

端
座
合
掌
し
読
経
三
昧
。
一
日
二
時
間
の
睡
眠
と
二

度
の
御
粥
を
啜
り
命
を
繋
ぐ
。
そ
れ
を
信
力
と
皆
様

の
お
蔭
様
の
支
え
で
乗
り
切
る
行
で
し
た
。 

初
行
の
際
は
「
あ
た
り
前
は
決
し
て
当
た
り
前
で

は
な
く
有
る
事
が
難
し
い
、
有
難
し
」
で
あ
る
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。
今
回
の
再
行
で
は
、「
荒
行
は
能

力
で
は
な
く
、
態
度
で
あ
る
」
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

御
経
や
水
行
を
上
手
に
読
め
出
来
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
一
瞬
一
瞬
に
身
心
を
か
け
正
面
か
ら
真
っ
直

ぐ
に
向
か
う
時
、
鬼
子
母
尊
神
を
は
じ
め
、
佛
天
、

御
先
祖
様
が
そ
の
姿
勢
を
見
て
く
れ
て
い
る
こ
と

を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。 

こ
の
「
能
力
で
は
な
く
、
態
度
で
あ
る
」
は
決
し

て
荒
行
だ
け
で
は
な
く
、
日
々
の
生
活
に
も
言
え
る

こ
と
で
す
。
ど
れ
だ
け
得
意
で
あ
ろ
う
と
も
、
ど
れ

だ
け
力
が
あ
ろ
う
と
も
、
ま
た
決
し
て
不
得
意
で
も

苦
手
で
あ
ろ
う
と
も
、
一
番
大
切
な
の
は
そ
こ
に
向

か
い
合
う
姿
勢
、
態
度
な
の
で
す
。 

 

今
回
は
、
行
規
筆
頭
班
長
と
い
う
大
役
を
仰
せ
つ

か
り
ま
し
た
。
行
規
と
は
行
堂
の
規
律
を
順
守
さ
せ
、

さ
ら
に
は
初
め
て
の
行
僧
の
指
導
・
訓
育
を
す
る
役

で
す
。「
鬼
面
仏
心
」
決
し
て
歯
を
見
せ
る
こ
と
な

く
鬼
の
形
相
で
初
行
僧
に
接
し
、
し
か
し
心
に
は
仏

の
慈
悲
の
心
を
宿
す
。
初
行
僧
が
怠
け
心
か
ら
怪
我

を
し
な
い
よ
う
に
、
水
行
の
際
も
食
の
際
も
、
い
つ

も
そ
ば
で
見
守
る
こ
と
を
自
ら
の
行
と
も
し
て
き

ま
し
た
。
正
直
、
自
ら
の
行
も
あ
り
、
そ
れ
に
加
え

て
の
行
規
と
し
て
の
行
は
、
時
に
自
ら
の
懈
怠
心
に

負
け
そ
う
に
も
な
り
ま
し
た
が
、
後
ろ
姿
で
初
行
に

示
す
「
態
度
で
あ
る
」
を
心
に
留
め
て
参
り
ま
し
た
。

そ
の
姿
勢
を
初
行
は
も
と
よ
り
、
鬼
子
母
尊
神
を
は

じ
め
、
佛
天
、
御
先
祖
様
、
そ
し
て
見
え
な
く
と
も

思
い
の
通
ず
る
檀
信
徒
の
皆
様
に
見
て
頂
い
て
い

る
と
の
思
い
が
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
て
来
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。 

 

今
後
は
今
行
堂
で
の
貴
重
な
経
験
を
活
か
し
、
こ

の
後
ろ
姿
で
示
す
、
ま
た
「
能
力
で
は
な
く
態
度
で

あ
る
」
こ
と
を
心
に
留
め
て
皆
様
と
共
に
よ
り
良
い

よ
り
善
い
法
住
寺
に
出
来
る
よ
う
精
進
し
、
皆
さ
ん

が
安
穏
で
心
に
い
つ
も
笑
顔
が
あ
る
事
を
祈
念
し

て
参
り
ま
す
。 

――  ３  ―
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お
寺
の
年
間
計
画 

三
月
～
十
二
月 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら 

［
法
住
寺
ご
案
内
］
→
［
行
事
ご

案
内
］で
ご
覧
下
さ
い
。 


