
亀山御坊本徳寺

到
彼
岸
に
想
う大

谷
昭
仁

暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
。
こ
の
こ
ろ
に
は
決
ま
っ
て
、
本

堂
の
裏
に
彼
岸
花
が
顔
を
出
し
、
夏
の
終
わ
り
と
秋
の
初

め
を
告
げ
て
く
れ
ま
す
。

　

世
間
に
は
、
文
化
の
呪
縛
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ

の
由
来
も
意
味
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
た
だ
年
中
行
事
と

な
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
が
多
々
あ
り
ま
す
。
そ
の

な
か
の
一
つ
が
お
彼
岸
で
す
。
彼
岸
に
は
お
墓
参
り
を
し
て

先
祖
に
思
い
を
手
向
け
、
仏
事
を
お
こ
な
う
宗
教
行
事
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
イ
ン
ド
や
中
国
に
は

な
い
仏
教
行
事
が
い
つ
頃
に
、
何
故
、
日
本
に
定
着
し
た
の

か
皆
目
分
か
ら
な
い
そ
う
で
す
。

日
本
に
お
け
る
明
確
な
四
季
の
循
環
、
稲
作
を
中
心
と

し
た
農
耕
サ
イ
ク
ル
と
の
関
係
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
と
い
っ
た
決
め
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
彼
岸
行

事
の
記
載
は
ふ
る
く
、
古
代
に
は
す
で
に
彼
岸
が
国
家
的

公
式
の
行
事
と
さ
れ
、
ま
た
、
源
氏
物
語
を
は
じ
め
平
安

初
期
の
諸
文
献
に
も
散
見
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
こ
ろ
に
は
民

間
で
も
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

「
彼
岸
」
は
文
字
通
り

「
彼
の
岸
」
と
い
う
こ
と
で
、
あ

ち
ら
岸
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
い
る
と
こ
ろ
は
此
岸
、
つ

ま
り
、
こ
ち
ら
岸
。
「
彼
岸
」
は
、
こ
ち
ら
か
ら
あ
ち
ら
へ

と
川
や
海
を
渡
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

「
彼
岸
」
は
正
確
に
は

「
到
彼
岸
」
と
言
っ
て
、
こ
ち
ら
岸

か
ら
あ
ち
ら
岸
に
渡
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
古
来
の

日
本
人
は
人
が
死
ぬ
と
単
純
に
あ
の
世
へ
行
く
と
感
じ
て
い

ま
し
た
。
あ
の
世
は
山
や
海
で
あ
り
天
上
や
地
下
で
あ
っ
た

り
し
ま
す
が
、
と
に
か
く
、
死
ん
だ
先
祖
が
行
く
場
で
あ

り
、
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
帰
っ
て
く
る
と
言
う
古
代
の

民
族
信
仰
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
素
朴
な

信
仰
を
ベ
ー
ス
に
、
秋
の
農
繁
期
を
迎
え
、
先
祖
の
お
蔭
と
、

大
地
や
太
陽
へ
の
感
謝
が
彼
岸
の
行
事
を
形
作
っ
て
い
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
毎
年
繰
返
さ
れ
る
不
安
定
な
農
耕
収

穫
と
先
祖
信
仰
を
背
景
に
、
農
耕
の
休
閑
期
と
時
候
の
よ

さ
と
が
あ
い
ま
っ
て
、
日
本
の
民
衆
に
古
く
か
ら
広
ま
っ
て

い
っ
た
行
事
と
考
え
ら
れ
て
ま
す
。

し
か
し
、
民
族
文
化
の
底
辺
を
流
れ
る
素
朴
な

「
あ
の
世
」

観
は
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
、
か
た
ち
の
解
釈
か
ら
内
面

の
実
相
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
に
仏
教
が
大

き
く
関
わ
り
合
い
を
持
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
彼
岸
か
ら
此
岸
へ
」
を

「
娑
婆
か
ら
浄
土
へ
」
に
転
換
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
民
族
の
生
死
観
に
お
お
き
な
目
覚
め
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。
つ
ま
り
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
こ
の
世
や
あ
の
世
は

所
詮
現
世
の
延
長
で
あ
り
迷
い
の
輪
廻
界
で
し
か
な
い
の
で
は
…

と
。
娑
婆
世
界
か
ら
悟
り
の
世
界
へ
の
解
脱
を
ま
っ
て
、
真
に

到
彼
岸
が
実
現
す
る
こ
と
に
目
覚
め
た
日
本
人
が
育
っ
て
い
た

の
で
す
。
こ
の
時
に
、
日
本
人
は

「
ヒ
ト
」
か
ら

「
人
」
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
一
足
飛
び
に
、
人
間
観
が
深
ま
っ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
当
初
は
、
あ
の
世
を
極
楽
浄
土
と
み
た
て
て
、

春
と
秋
の
彼
岸
に
仏
教
行
事
を
と
り
い
れ
て
、
次
第
に
、
仏
教

の
教
え
に
目
覚
め
て
い
っ
た
に
違
い
有
り
ま
せ
ん
。

初
期
の
彼
岸
行
事
で
有
名
な
の
は
、
聖
徳
太
子
縁
の
四
天
王

寺

・
西
門
外
所
の
西
方
浄
土
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
太
陽
の
真

西
に
沈
む
方
向
に
遠
く
浄
土
を
観
想
す
る
こ
の
信
仰
は
、
太

子
信
仰
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
古
代
の
浄
土
信
仰
を
今
に
伝
え
て

い
ま
す
。
『
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』
の
虚
偽
に
も
関
わ
ら
ず
、

今
な
お
、
彼
岸
に
は
大
勢
の
人
が
詰
め
か
け
、
先
祖
の
供
養
や

太
陽
信
仰
の
な
ご
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

決
定
的
な

「
ヒ
ト
」
か
ら

「
人
」
へ
の
変
革
は
中
世
に
お
こ

り
ま
し
た
。
中
国
浄
土
教
の
リ
ー
ダ
ー

・
善
導
大
師
の

「
二

河
白
道
」
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
ま
す
。
荒
れ
狂
う

海
と
燃
え
さ
か
る
炎
火
の
中
に
し
っ
か
り
と
架
け
ら
れ
た
此
岸

か
ら
彼
岸
に
到
る
一
筋
の
白
い
道
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
古
代
の
他

界
思
想
で
は
手
に
負
え
な
く
な
っ
て
い
た
日
本
人
の
生
死
観
を

大
き
く
飛
躍
さ
せ
ま
し
た
。
人
間
と
は
な
に
も
の
で
あ
る
か
を

深
く
見
通
せ
た
も
の
が
、
釈
迦

・
弥
陀
の
教
え
を
唯
一
の
頼

り
と
し
て
、
ひ
と
り
静
か
に
進
み
行
く
念
仏
の
道
で
す
。
二
河

の
象
徴
で
あ
る
貪
り
と
怒
り
を
乗
り
越
え
、
初
め
て
成
就
す
る

歓
喜
と
悟
り
の
境
位
が
浄
土
で
す
。
善
導
は
、
こ
の
浄
土
への

イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に

『観
無
量
寿
経
』
の
日
想
観
の
行
法

を
示
し
て
、
『冬
夏
の
両
時
を
取
ら
ず
唯
春
秋
の
二
際
を
取
る
、

そ
の
日
正
東
よ
り
出
て
直
西
に
没
す
阿
弥
陀
仏
国
は
日
没
処
に

あ
た
る
』
と
そ
の
時
所
を
述
べ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
西
方
極
楽

浄
土
を
観
想
す
る
上
で
、
「彼
岸
」
は
あ
ら
た
な
意
味
を
持
っ

て
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

何
故
に
西
方
浄
土
な
の
か
。
時
空
間
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
た

煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
、
時
空
間
を
観
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
浄

土
を
見
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
浄
土
へ
の
往
相

が
こ
の
身
に
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
明
確
で
寸
分
狂
い
の
な
い
イ

メ
ー
ジ
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
浄
土
を
目
指
す

凡
愚
身
に
お
い
て
西
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
と
り
わ
け
重
要
な

こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
方
便
の
浄
土
は
、
信
心
を
決
定
し
此
岸

か
ら
彼
岸
に
渡
る
生
身
の
凡
夫
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
方
位
な

の
で
す
。

　

亀
山
本
徳
寺
で
は
九
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
三

日
間
、
お
彼
岸
の
お
勤
め
を
執
行
し
ま
す
。

 

「
世
界
は
燃
え
て
い
る
」
と
直
感
さ
れ
た
の
は
釈
尊
で
す
。
此

岸
の
人
は
御
し
が
た
い
欲
求
と
恐
怖
を
抱
え
て
底
知
れ
ぬ
不
安

と
飽
く
な
き
夢
か
ら
一
刻
も
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
此

岸
か
ら
彼
岸
に
、
迷
い
の
世
界
か
ら
目
覚
め
の
世
界
へ
、
仏
様
に
、

終
生
、
問
題
と
さ
れ
、
目
覚
め
て
く
れ
と
願
わ
れ
て
い
る

「
私
」

と
向
か
い
あ
っ
た
時
、
浄
土
真
宗
の

「
法
」
の
世
界
が
開
か
れ

ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
本
徳
寺
の
彼
岸
讃
仏
会
に

ご
参
集
下
さ
い
。

九
月
二
十
一
日

・
二
十
二
日

・
二
十
三
日

午
前
七
時
半 

晨

朝

勤

行

 

引
き
続
き
聴
聞

午
前
十
時 

 

門
信
徒
勤
行 

引
き
続
き
聴
聞

午
後
一
時 

 

讃
仏
会
勤
行 

引
き
続
き
聴
聞

 

布
教
使　
　

善
徳
寺　

望
月
覚
師

 
 

行
事
所　
　

亀
山
本
徳
寺
本
堂

　

姫
路
市
亀
山
三
二
四
・
電
話
二
三
五
・
〇
二
四
二

　
　
　
　
　

山
陽
電
車
「
亀
山
駅
」
下
車
東
ス
グ

秋
彼
岸
讃
仏
会
の
日
程


