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別
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八
十
八
夜

　
立
夏

　
端
午
の
節
句

　 （
こ
ど
も
の
日
）

　
小
満

り
っ
か

春
ご
よ
み

５ 月 （皐月） ４ 月 （卯月） ３ 月 （弥生）

当

　山

　行

　事

歳

　時

　記

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
春
彼
岸

●
春
彼
岸
法
要

●
月
例
法
要（
　
　
　
）

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
降
誕
会
法
要（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要（
　
　
　
）

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要（
　
　
　
）

　
上
巳
の
節
句

　 （
ひ
な
祭
り
）

　
啓
蟄

　
春
彼
岸
入
り

　
春
分

　 （
春
彼
岸
中
日
）

　
春
彼
岸
明
け

　
清
明

　
釈
尊
降
誕
会

　
穀
雨

け
い
ち
つ

せ
い
め
い

た
ん
ご

せ
っ
く

じ
ょ
う
し
せ
っ
く

し
ょ
う
ま
ん

こ
く 

う

さつき うづき やよい

加
藤
耕
山
老
師
筆

	

　「
以	

和	

為	

貴
」

一い
っ
ぴ
つ
だ
る
ま

筆
達
磨
の
掛
軸
「
和わ

を
以も

っ
て
貴と
お
とし
と
な
す
」

聖
徳
太
子
が
国
を
治
め
る
た
め
に
制
定
し
た
十
七
条
憲
法
の
第
一
番

目
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
ば
で
す
。

み
な
が
相
手
を
尊
重
し
あ
い
認
め
あ
っ
て
協
調
す
る
こ
と
が
な
に
よ

り
も
尊
い
と
い
う
こ
と
。

か
と
う	

こ
う
ざ
ん
ろ
う
し

―
耕
山
老
師
の
こ
と
―

名み
ょ
う
り利
か
ら
逃
れ
、
廃は
い
で
ら寺
同
様
の
五
日
市
の
徳と
く
う
ん
い
ん

雲
院
に

入
り
、
一
生
雲う
ん
す
い水
の
つ
も
り
で
修
行
生
活
を
続
け
て

い
た
耕
山
老
師
の
も
と
に
は
徳と
く
ぼ
う望
を
伝
え
聞
い
た
若

い
修
行
者
が
次
々
に
参
じ
た
。

「
せ
っ
か
く
来
て
く
れ
て
も
ご
覧
の
よ
う
な
貧
乏
所

帯
。
お
前
さ
ん
た
ち
を
食
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
ん
よ
」

と
老
師
は
断
る
が
、

「
自
分
が
食
べ
る
だ
け
は
托た
く
は
つ鉢
で
な
ん
と
か
し
ま
す

か
ら
」

と
修
行
者
の
強
い
願
い
に
は
老
師
も
折
れ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

と
は
い
え
禅
堂
す
ら
な
く
、
タ
キ
ギ
小
屋
で
老
師

と
も
ど
も
坐
禅
に
励
ん
だ
。

文
字
通
り
「
貧
」
の
中
か
ら
人
材
が
育
っ
た
。

「
禅
画
報
」
よ
り
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深
い
静
寂
の
中
で

　
　
　

鑑が
ん
じ
ん
わ
じ
ょ
う

真
和
上
の
心
に
ふ
れ
る

　

唐と
う
し
ょ
う
だ
い
じ

招
提
寺
は
、
奈
良
市
五
条
町
に
建
つ
律り

っ

宗し
ゅ
うの

総
本
山
で
あ
る
。
五
条
町
は
平
城
京
の

右
京
五
条
二
坊
に
あ
た
り
、
一
帯
は
「
西
の

京
」
と
よ
ば
れ
る
。

　

創
建
は
７
５
９
年
（
天

て
ん
ぴ
ょ
う平

宝ほ
う
じ字

３
）。
開

山
は
、
唐
か
ら
わ
が
国
に
は
じ
め
て
正
式
の

戒
律
を
伝
え
た
鑑
真
和
上
で
あ
る
。

　

鑑
真
が
日
本
の
土
を
踏
ん
だ
の
は
、

７
５
３
年
（
天
平
勝し

ょ
う
ほ
う宝

５
）
12
月
だ
っ
た
。

日
本
へ
の
渡
航

を
志
し
て
12

年
。
５
度
に
わ

た
る
挫ざ

せ
つ折

を
経

た
苦
難
の
道
で

あ
っ
た
。
翌
年

２
月
に
平
城
京

に
入
り
、
４
月

に
は
東
大
寺
大
仏
殿
前
の
戒
壇
で
、
聖し

ょ
う
む武

上

皇
ら
に
正
式
な
授
戒
を
お
こ
な
う
。
５
年

間
、
東
大
寺
戒
壇
院
近
く
で
過
ご
し
た
の

ち
、
新に

い
た
べ

田
部
親
王
の
旧
地
を
賜
わ
っ
て
私
寺

の
戒
院
を
開
創
し
た
。
純
粋
な
律
宗
の
研
修

道
場
と
し
て
当
初
は
「
唐と

う
り
つ
し
ょ
う
だ
い

律
招
堤
」
と
称
し
、

伽が
ら
ん藍

が
あ
る
程
度
整
っ
て
か
ら
勅
額
を
賜
わ

り
、「
唐
招
提
寺
」
と
な
っ
た
。

　

創
建
時
に
は
、主
要
な
堂
宇
は
ま
だ
講
堂
・

経
蔵
・
宝
蔵
な
ど
だ
け
で
、
金こ

ん
ど
う堂

や
五
重
塔

（
江
戸
時
代
に
雷
火
に
よ
り
焼
失
）
な
ど
の

造
営
は
弟
子
の
如に

ょ
ほ
う宝

の
事
業
で
あ
っ
た
。
平

安
時
代
に
は
一
時
衰
退
す
る
が
、
鎌
倉
時
代

に
入
り
、
覚か

く
じ
ょ
う盛
に
よ
っ
て
教
学
の
再
興
が
な

さ
れ
た
。

　

南な
ん
だ
い
も
ん

大
門
を
く
ぐ
る
と
、
奈
良
時
代
の
金
堂

と
し
て
は
唯
一
の
遺
構
で
あ
る
金
堂
を
は
じ

め
、
講
堂
・
鼓こ

ろ
う楼

（
舎
利
殿
）・
礼ら

い
ど
う堂

・
御み

影え

堂ど
う

な
ど
、
国
宝
・
重
文
の
伽が

ら
ん藍

が
並
ぶ
。

金
堂
に
は
本
尊
盧る

し
ゃ
な
ぶ
つ

舎
那
仏
坐
像
・
千
手
観
音

立
像
・
薬
師
如
来
立
像
、
鼓
楼
に
は
金き

ん
き亀

舎

利
塔
な
ど
が
あ
る
。
国
宝
は
18
点
、
重
要
文

化
財
は
約
２
０
０
点
を
数
え
る
。

　

末
寺
・
塔た

っ
ち
ゅ
う頭
は
30
か
寺
に
の
ぼ
る
。

　

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）、
東
大
寺
・
興

福
寺
・
薬
師
寺
な
ど
と
と
も
に
「
古
都
奈
良

の
文
化
財
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
。

　

金
堂
は
、
２
０
０
０
年
（
平
成
12
）
か
ら

10
年
計
画
で
大
規
模
な
解
体
修
理
が
お
こ
な

わ
れ
た
。

院

　長

　山
村

　純
一

 

動
物
と
暮
ら
す

山
村
獣
医
科（
東
久
留
米
市
）

院

　長

　高
橋 

利
仁

 

本
堂
納
骨
堂

　
　
　親
父
暫
く
我
慢

ア
ズ
動
物
病
院（
三
鷹
市
）

放
置
す
る
と
要
介
護
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る

「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
」

　高
齢
者
が
た
く
さ
ん
の
薬
を
併
用
し
、か
え
っ
て
体
調
が
悪
く
な
っ
た
り

転
倒
し
や
す
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
状
態
は
ポ

リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
呼
ば
れ
、近
年
、医
療
界
で
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。病

気
の
治
療
や
つ
ら
い
症
状
の
改
善
の
た
め
に
服
用
し
て
い
る
薬
で
も
、飲
み

合
わ
せ
や
体
調
に
よ
っ
て
は
害
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。で
き
る
限
り

健
康
を
保
つ
た
め
に
も
、ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
そ
の
対
処
法
に
つ
い
て
、

知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

な
が
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
府
中
）

読
者　コ

ー
ナ
ー

古
寺
め
ぐ
り
（
８
）

―

唐
招
提
寺―

と
う
し
ょ
う
だ
い

　じ

仏
教
の
こ
と
ば
（
６
）

く

な

一
日
作
さ
ざ
れ
ば
、一
日
食
ら
わ
ず

六道輪廻
天上

修羅

餓鬼

人間

畜生

地獄

主要伽藍と鼓楼（舎利殿）

〈
所
在
地
〉

　

奈
良
市
五
条
町
13
―
46

〈
交
通
〉

　

近
鉄
西
ノ
京
駅
か
ら
徒
歩
８
分

	

※
小
学
館
「
古
寺
を
ゆ
く
」
よ
り

次
回
は
醍
醐
寺

唐招提寺
鎌倉時代　国宝
中央にみえる 2 階建て、入母屋造りの鼓楼。開創時の建物ではなく、
1240 年（仁治1）に再建された。各階とも壁面を扉と連子窓で構成
し、高欄をめぐらす。舎利殿ともよばれるのは、下階の厨子内に鑑真
請来の仏舎利を納める金亀舎利塔が安置されていることによる。写
真の右奥にみえるのが金堂、右手前が講堂、左が東室（ひがしむろ）・
礼堂である。写真／小川光三

金　堂
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「
一
日
作
さ
ざ
れ
ば
一
日
食
ら
わ
ず
」
は

禅ぜ
ん
ご語

の
一
つ
で
す
。

　

中
国
は
唐
の
時
代
、
百

ひ
ゃ
く
じ
ょ
う丈

懐え
か
い海

禅ぜ
ん
じ師

の
こ
と
ば
で
す
。

　

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
一
日
作さ

む務
を
し

な
け
れ
ば
そ
の
日
は
食
事
を
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
作
務
と
は
単
に
労

働
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

百
丈
禅
師
は
現
在
あ
る
禅
の
修
行
道

場
の
規き

は
ん範
の
基
礎
を
作
っ
た
方
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
の
道
場
は
食
べ
物
を
托た

く

鉢は
つ

、

乞こ
つ
じ
き食

な
ど
寄
付
に
よ
っ
て
賄
っ
て
お
り

ま
し
た
が
、
僧
団
が
次
第
に
大
き
く
な

り
食
べ
物
も
ひ
っ
迫
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

そ
こ
で
一
大
変
革
を
成
し
た
の
が
百

丈
禅
師
で
す
。

　
「
百

ひ
ゃ
く
じ
ょ
う丈

清し
ん
ぎ規

」
を
作
り
道
場
の
あ
り

方
を
一
変
さ
せ
ま
す
。

　

寄
付
は
受
け
る
も
基
本
自
給
自
足
と

し
て
畑
作
務
、
土
木
作
務
、
食
事
の
準

備
も
し
て
、
堂
内
外
の
清
掃
を
行
な
う

な
ど
す
べ
て
修
行
僧
が
行
な
う
よ
う
に

し
た
の
で
す
。
坐
禅
す
る
こ
と
が
修
行

と
い
う
こ
と
で
は
な

く
行ぎ

ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

、
日
常

の
生
活
す
べ
て
が
悟

り
に
通
ず
る
行
な
い

で
あ
る
と
考
え
修
行

の
も
つ
意
義
を
一
段

と
深
め
た
の
で
あ
り

ま
す
。

　

百
丈
禅
師
に
は
次

の
よ
う
な
話
が
あ
り

ま
す
。

　

年
老
い
た
禅
師
が
い
つ
も
の
よ
う
に

畑
作
務
を
し
よ
う
と
鍬く

わ

を
探
し
た
が
見

つ
か
り
ま
せ
ん
。
若
い
修
行
僧
が
老ろ

う

師し

の
身
体
を
気
遣
い
お
休
み
い
た
だ
こ
う

と
鍬
を
か
く
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
日

禅
師
は
食
事
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

院

　長

　山
村

　純
一

 

動
物
と
暮
ら
す

山
村
獣
医
科（
東
久
留
米
市
）

院

　長

　高
橋 

利
仁

 

本
堂
納
骨
堂

　
　
　親
父
暫
く
我
慢

ア
ズ
動
物
病
院（
三
鷹
市
）

放
置
す
る
と
要
介
護
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る

「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
」

　高
齢
者
が
た
く
さ
ん
の
薬
を
併
用
し
、か
え
っ
て
体
調
が
悪
く
な
っ
た
り

転
倒
し
や
す
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
状
態
は
ポ

リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
呼
ば
れ
、近
年
、医
療
界
で
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。病

気
の
治
療
や
つ
ら
い
症
状
の
改
善
の
た
め
に
服
用
し
て
い
る
薬
で
も
、飲
み

合
わ
せ
や
体
調
に
よ
っ
て
は
害
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。で
き
る
限
り

健
康
を
保
つ
た
め
に
も
、ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
そ
の
対
処
法
に
つ
い
て
、

知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

な
が
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
府
中
）

読
者　コ

ー
ナ
ー

古
寺
め
ぐ
り
（
８
）

―

唐
招
提
寺―

と
う
し
ょ
う
だ
い

　じ

仏
教
の
こ
と
ば
（
６
）

く

な

一
日
作
さ
ざ
れ
ば
、一
日
食
ら
わ
ず

六道輪廻
天上

修羅

餓鬼

人間

畜生

地獄
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ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
の
腎
臓
ケ

ア
の
た
め
の
リ
ン
ゲ
ル
注

射
、
そ
の
あ
と
の
服
薬
が
夕

食
後
の
我
が
家
の
日
課
に

な
っ
て
い
た
。
毎
日
健
気
に

逃
げ
ず
に
じ
っ
と
耐
え
て
い

た
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
。
そ
れ
な

の
で
す
べ
て
終
わ
っ
て
か
ら

は
ご
褒
美
と
し
て
病
院
よ
り

い
た
だ
い
た
小
袋
に
入
っ
た

い
ろ
い
ろ
な
カ
リ
カ
リ
サ
ン

プ
ル
を
少
し
づ
つ
あ
げ
て
い

た
。
我
が
家
の
カ
リ
カ
リ
と

は
一
味
違
う
の
か
ど
の
サ
ン

プ
ル
も
喜
ん
で
い
た
。
そ
れ

程
お
い
し
い
ん
だ
、
と
思
い

も
ち
ろ
ん
す
ぐ
に
同
様
の
を

大
袋
で
注
文
す
る
。
で
も
香

り
が
逃
げ
て
し
ま
う
の
か
残

念
な
が
ら
そ
の
う
ち
興
味
を

示
さ
な
く
な
る
。
家
に
同

様
な
も
の
が
あ
っ
て
も
こ

の
”
小
袋
サ
ン
プ
ル
“
が

と
て
も
お
気
に
入
り
だ
っ

た
。

　

我
が
家
に
い
る
も
う
一
匹

の
猫
、
ア
リ
シ
ー
ニ
ャ
。
彼

女
は
こ
の
時
間
に
な
る
と
仲

間
の
”
お
注
射
日
課
“
を

遠
く
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
か

ら
”
高
み
の
見
物
“
と
し

て
い
つ
も
眺
め
て
い
た
。
ま

る
で
”
が
ん
ば
っ
て
ー
。
で

も
私
は
痛
そ
う
な
お
注
射
な

ん
て
絶
対
い
や
よ
“
と
い

う
よ
う
に
。
”
い
ず
れ
ア
リ

シ
ー
ニ
ャ
だ
っ
て
同
じ
注
射

を
す
る
よ
う
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。“
と
思
い
試
し
に

ア
ル
コ
ー
ル
綿
で
首
筋
を
少

し
拭
い
て
み
た
こ
と
が
あ

る
。
病
院
で
は
観
念
し
て
も
、

お
家
の
な
か
で
マ
マ
か
ら
な

ん
て
と
ん
で
も
な
い
、
と
い

う
風
に
勢
い
よ
く
逃
げ
て
し

ま
っ
た
。
猫
に
も
性
格
が
あ

る
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
は
私
に

は
と
て
も
従
順
な
猫
だ
っ

た
。

　

さ
て
、
こ
の
お
注
射
と
服

薬
の
す
べ
て
が
終
わ
り
、
こ

の
ご
褒
美
の
時
間
に
な
る
と

ア
リ
シ
ー
ニ
ャ
は
私
も
欲
し

い
、
と
そ
ば
に
や
っ
て
き
た
。

そ
う
だ
ね
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ

は
お
注
射
の
ご
褒
美
、
ア
リ

シ
ー
ニ
ャ
は
が
ん
ば
れ
ー
、

と
応
援
し
た
ご
褒
美
。
２
匹

と
も
喜
ん
で
食
べ
た
。

で
も
、
も
し
か
し
て
、
ア
リ

シ
ー
ニ
ャ
。
頑
張
れ
応
援
を

し
て
た
の
で
は
な
く
こ
の
カ

リ
カ
リ
が
目
的
？ 

だ
っ
た

の
か
な
。
そ
ん
な
こ
と
な
い

ね
、
仲
間
を
心
配
し
て
た
ん

だ
よ
ね
。

院

　長

　山
村

　純
一

 

動
物
と
暮
ら
す

山
村
獣
医
科（
東
久
留
米
市
）

院

　長

　高
橋 

利
仁

 

本
堂
納
骨
堂

　
　
　親
父
暫
く
我
慢

ア
ズ
動
物
病
院（
三
鷹
市
）

放
置
す
る
と
要
介
護
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る

「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
」

　高
齢
者
が
た
く
さ
ん
の
薬
を
併
用
し
、か
え
っ
て
体
調
が
悪
く
な
っ
た
り

転
倒
し
や
す
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
状
態
は
ポ

リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
呼
ば
れ
、近
年
、医
療
界
で
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。病

気
の
治
療
や
つ
ら
い
症
状
の
改
善
の
た
め
に
服
用
し
て
い
る
薬
で
も
、飲
み

合
わ
せ
や
体
調
に
よ
っ
て
は
害
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。で
き
る
限
り

健
康
を
保
つ
た
め
に
も
、ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
そ
の
対
処
法
に
つ
い
て
、

知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

な
が
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
府
中
）

読
者　コ

ー
ナ
ー

古
寺
め
ぐ
り
（
８
）

―

唐
招
提
寺―

と
う
し
ょ
う
だ
い

　じ

仏
教
の
こ
と
ば
（
６
）

く

な

一
日
作
さ
ざ
れ
ば
、一
日
食
ら
わ
ず

六道輪廻
天上

修羅

餓鬼

人間

畜生

地獄

　

お
注
射
の
後
の
ご
褒
美

　
　
　

	

杉
並
区　

服
部　

壽
子
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「
硬
い
も
の
が
食
べ
ら
れ
な
く

な
っ
た
」「
食
事
の
た
び
に
む
せ

て
し
ま
う
」「
食
べ
こ
ぼ
し
が
多

く
な
っ
た
」「
舌
が
う
ま
く
回
ら

な
い
」。
こ
ん
な
症
状
に
思
い
当

た
り
ま
せ
ん
か
？

　

こ
れ
ら
の
症
状
は
口
腔
の
機

能
が
衰
え
て
い
る
オ
ー
ラ
ル
フ

レ
イ
ル
の
可
能
性
を
示
し
て
い

ま
す
。
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
と

は
、口
腔（O

ral

）が
虚
弱（Frail

）

と
い
う
意
味
で
、
日

本
で
生
ま
れ
た
概
念

で
す
。

　

口
に
は
、「
食
べ
る
」

「
話
す
」「
呼
吸
す
る
」

「
唾
液
を
分
泌
す
る
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

機
能
が
あ
り
ま
す
が
、

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル

は
最
初
に
挙
げ
た
よ
う
な
口
腔

機
能
の
さ
さ
い
な
ト
ラ
ブ
ル
か

ら
始
ま
り
ま
す
。

　

そ
し
て
「
た
い
し
た
こ
と
は

な
い
」
と
そ
れ
ら
を
放
置
し
て

い
る
と
、
全
身
の
虚
弱
（
フ
レ

イ
ル
）
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
口

の
健
康
と
い
う
と
、
虫
歯
や
歯

周
病
を
思
い
浮
か
べ
が
ち
で
す

が
、
口
腔
の
問
題
だ
け
に
と
ど

ま
ら
な
い
の
が
オ
ー
ラ
ル
フ
レ

イ
ル
の
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

２
０
１
６
年
の
国
民
生
活
基

礎
調
査
で
は
、
75
歳
以
上
の
約

７
割
が
「
噛
み
に
く
い
」
と
訴

え
て
お
り
、
50
代
前
半
の
６
倍

以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。
噛
み

に
く
い
と
軟
ら
か
い
も
の
ば
か

り
食
べ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、

噛
む
機
能
が
衰
え
、
ま
す
ま
す

噛
め
な
く
な
る
と
い
う
悪
循
環

に
陥
り
ま
す
（
右
図
）

　

し
か
し
、
私
た
ち
の
口
に
す
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父
暫
く
我
慢

ア
ズ
動
物
病
院（
三
鷹
市
）

放
置
す
る
と
要
介
護
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る

「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
」

　高
齢
者
が
た
く
さ
ん
の
薬
を
併
用
し
、か
え
っ
て
体
調
が
悪
く
な
っ
た
り

転
倒
し
や
す
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
状
態
は
ポ

リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
呼
ば
れ
、近
年
、医
療
界
で
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。病

気
の
治
療
や
つ
ら
い
症
状
の
改
善
の
た
め
に
服
用
し
て
い
る
薬
で
も
、飲
み

合
わ
せ
や
体
調
に
よ
っ
て
は
害
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。で
き
る
限
り

健
康
を
保
つ
た
め
に
も
、ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
そ
の
対
処
法
に
つ
い
て
、

知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

な
が
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
府
中
）

読
者　コ

ー
ナ
ー

古
寺
め
ぐ
り
（
８
）

―

唐
招
提
寺―

と
う
し
ょ
う
だ
い

　じ

仏
教
の
こ
と
ば
（
６
）

く

な

一
日
作
さ
ざ
れ
ば
、一
日
食
ら
わ
ず

六道輪廻
天上

修羅

餓鬼

人間

畜生

地獄

全
身
の
不
調
を
招
く

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル

　
「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
平
均
寿
命
と
健

康
寿
命
の
差
は
、
男
女
と
も
10
年
前
後
あ
り
、
晩
年
を
要
介
護

状
態
で
過
ご
す
人
が
多
い
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
要
介
護
へ
の
第
一
の
扉
は
、
さ
さ
い
な
口
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
始

ま
る
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
で
す
。
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
は
早
期

に
対
処
す
れ
ば
改
善
が
可
能
で
す
が
、
放
置
す
る
と
要
介
護
の

リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
が
健
康
に
及
ぼ

す
影
響
や
、放
置
が
招
く
疾
患
、予
防
法
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

さ
さ
い
な
口
腔
ト
ラ
ブ
ル
で

要
介
護
・
死
亡
リ
ス
ク
倍
増

（ 6 ）
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