
六ろ
く

道だ
う
の

迎む
か
ひ

鐘が
ね

〔
珍ち
ん

皇く
わ

寺う
じ

に
あ
り
。
毎
年
七
月
九
日
十
日
盂
闌
盆
会
に
出
し
、
諸
人
に
撞
し
め
、
聖
霊
迎
鐘
と
称
す
。
此
鐘
は
慶
俊
僧

け
い
し
ゆ
ん

都

こ
れ
を
鋳
て
土
に
埋
し
め
、
三
箇
年
を
経
て
掘
出
す
べ
き
よ
し
寺
僧
に
約
し
て
入
唐
し
侍
り
ぬ
。
其
後
別
当
に
て
あ
り
け
る
法
師
、
二
箇
年

を
待
ず
し
て
掘
出
し
撞
け
る
、
其
声
こ
そ
唐も
ろ

土こ
し

に
聞
へ
け
れ
、
慶
俊
僧

け
い
し
ゆ
ん

都
大
に
嘆
じ
て
曰
、
此
鐘
人
の
撞
ざ
る
に
自
然
に
鳴
ざ
ん
と
思
ひ
つ

る
に
、
早
掘
出
す
事
の
口
惜
さ
よ
と
宣
ひ
け
る
。
件
の
僧
都
は
弘
法
大
師
の
祖
師
な
り
と
ぞ
、
古
事
談
或
は
今
昔
物
語
に
も
見
へ
た
り
。
今

も
此
鐘
は
遠
境
に
響
く
事
他
に
並
び
な
し
、
希
代
の
霊
器
な
り
〕

今
昔
物
語
云
　
　
盂
闌
盆
の
日
、
ま
づ
し
ぎ
女
の
、
祖
の
た
め
着
た
り
け
る
薄
色
の
衣
を
盆
に
入
蓮
葉
を
う
へ
に
覆
ふ
て
、
愛
宕
の
寺
に
持

参
り
て
ふ
し
拝
み
泣

く
去
に
け
り
。
人
あ
や
し
み
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
蓮
葉
に
か
く
ぞ
書
た
り
け
る
。

た
て
ま
つ
る
蓮
の
う
へ
の
露
ば
か
り
こ
れ
を
哀
と
三
世
の
仏
も

城じ
や
う

東と
う

寺じ

〔
建け
ん

仁に
ん

寺じ

町
松
原
の
南
に
あ
り
。
本
尊
丈
六
薬

ぢ
や
う
ろ
く

師
仏
を
安
置
す
、
伝で
ん

教け
う

大
師
の
作
な
り
。
応
仁
の
乱
後
此
尊
像
破
壊
し
て
纔
に

御
首
許
残
り
あ
り
し
を
、
後
世
作
り
添
て
今
半
丈
六
の
像
と
な
し
小
堂
に
あ
り
。
初
め
は
天
台
宗
、
応
仁
年
中
に
禅
宗
と
な
り
て
、
南
禅
寺

楞
厳
院

り
や
う
ご
ん

の
兼
帯
所
と
な
る
〕



平
た
ひ
ら
の

教の
り

盛も
り

卿き
や
う

家の
い
へ

〔
五
条
大
黒こ
く

町
の
北
の
町
を
北
御
門
町
と
い
ふ
、
是
六
波
羅
館
の
北
門
な
り
、
委
く
は
前
編
に
見
へ
た
り
〕

平
家
物
語
云
、
宰さ
い

相
教
盛

し
や
う
の
り
も
りと

申
は
、
入
道
相
国
の
御
弟
、
宿
所
は
六
波
羅
惣
門
の
脇
に
お
は
し
け
れ
ば
、
門
脇
の
宰さ
い

相し
や
うと

ぞ
申
け
る
。

上じ
や
う

行ぎ
や
う

寺じ

〔
五
条
建
仁
寺
町
の
東
に
あ
り
、
法
華
宗
。
開
基
は
日に
ち

秀し
う

上
人
、
本
願
は
織
田
左
京
助
信の
ぶ

定さ
だ

、
慶
長
十
六
年
の
建
立
な
り
。
初

め
此
地
に
住
し
日
経
上
人
他
宗
と
法
論
し
騒
動
に
及
ぶ
。
是
に
よ
つ
て
公
務
よ
り
、
慶
長
十
四
年
二
月
廿
日
日
経
上
人
の
徒
弟
五
人
と
共
に

六
条
河
原
に
於
て
■
刑
に
行
は
る
、
故
に
■
寺
と

　
は
な
そ
げ
で
ら

い
ふ
。
程
な
く
当
寺
繁
昌
し
て
、
元
和
元
年
十
二
月
に
後ご
み

水づ
の

尾を
の

院
の
綸
旨
を
賜
ふ
、
今
当

寺
に
あ
り
。
洛
外
の
所
々
題
目
の
石
卒
都
婆
を
建
る
は
此
日
秀し
う

上
人
な
り
。
一
宗
の
門
俗
こ
れ
を
巡
拝
す
る
を
御
塔
巡
り
と
い
ふ
〕

牢
岸
〔
若わ
か

宮み
や

八
幡
の
南
、
音
羽
川
の
岸
を
い
ふ
。
伝
云
、
悪
七
兵
衛
景
清
禁
獄
の
所
な
り
と
ぞ
、
今
牢
谷
と
い
ふ
。
此
地
に
敷
石
あ
り
、

是
獄
屋
に
用
る
所
な
ら
ん
か
〕

専せ
ん

定ぢ
や
う

寺じ

〔
大
仏
前
北
側
に
あ
り
、
浄
土
宗
。
本
尊
阿
弥
陀
仏
は
恵ゑ

心し
ん

の
作
、
六
万
体
彫
刻
の
内
約
の
尊
像
な
り
〕

獅し

子し
の

地ぢ

蔵ざ
う

〔
小
野
篁
　
た
か
む
らの

作
。
元
禄
の
頃
伏
見
谷
左
近
と
い
ふ
者
此
尊
像
を
帰
依
し
、
あ
る
時
吾あ

妻づ
ま

の
方
へ
赴
く
に
、
大
井
川
を
わ
た
る
水

増
て
一
町
許
漂
流
す
、
其
時
地
蔵
尊
は
獅
子
と
化
し
遂
に
命
を
た
す
け
給
ふ
。
そ
れ
よ
り
世
の
人
獅
子
の
地
蔵
と
呼
ぶ
〕



剣
宮
〔
新い
ま

熊く
ま

野の

の
南
、
林
の
中
に
あ
り
。
祭
る
所
白
山
権
理
第
一
皇
子
〕

雲う
ん

龍り
よ
う

院ゐ
ん

〔
泉せ
ん

涌ゆ
う

寺
の
塔
中
な
り
、
泉
涌
水
の
上
に
あ
り
。
仏
殿
の
本
尊
薬
師
仏
、
坐
像
二
尺
五
寸
。
後ご
く

光わ
う

厳ご
ん

院
、
後ご

円ゑ
ん

融ゆ
う

院
二
帝
の
宸

影
を
安
置
す
。
又
同
所
後
山
に
後
光
厳
院
、
後
円
融
院
、
後
小
松
院
の
三
陵
あ
り
。
当
院
は
泉
涌
寺
よ
り
古
来
の
塔
頭
な
り
。
開
基
は
竹ち
く

厳げ
ん

律り
つ

師し

〕

来ら
い

迎が
う

院ゐ
ん

〔
同
所
方
丈
の
北
に
あ
り
、
仏
殿
の
本
尊
弥
陀
三
尊
仏
運う
ん

慶け
い

の
作
。
又
荒
神
を
安
置
す
、
弘
法
大
師
の
作
、
当
院
初
め
は
弘
法

大
師
、
中
興
は
智ち
き

鏡や
う

和
尚
な
り
〕

独
鈷
水

〔
荒
神
社
石
壇
の
傍
に
あ
り
、
弘
法
大
師
独
鈷
を
も
つ
て
穿
ち
給
ふ
時
涌
出
る
水
な
り
〕

○
〔
当
院
の
智ち
き

鏡や
う

和
尚
、
宋
に
入
て
懇
志
あ
る
蜀
の
隆り
う

蘭ら
ん

渓け
い

来ら
い

朝て
う

の
初
め
止
宿
あ
る
所
な
り
〕

○
〔
信
長
公
大
坂
乱
戦
の
時
、
甲
胄
の
上
に
懸
給
へ
る
念
珠
小
蓋
を
住
持
舜
甫
に
賜
ふ
、
今
尚
あ
り
〕

安あ
ん

楽ら
く

光く
わ
う

院ゐ
ん

〔
同
所
来ら
い

迎が
う

院
の
西
に
あ
り
。
本
尊
阿
弥
陀
仏
。
初
め
上
京
小
川
上
立
売
に
あ
り
、
今
安あ
ん

楽ら
く

小
路
と
い
ふ
、
是
持
明
院
基も
と

頼よ
り

卿
の
宅
な
り
、
後
世
寺
と
な
す
。
中
興
は
誠せ
い

蓮れ
ん

法
師
、
当
山
再
興
は
寛
永
年
中
に
し
て
住
職
微
玄げ
ん

法
師
な
り
〕


