
ベ
ン
ト
会
社
を
辞
め
て
長
福
寺
に
戻
り
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
、
特
派
布
教
師
の
巡

回
が
長
福
寺
に
来
ま
し
た
。
「
こ
の
機
会
に

何
か
お
寺
で
催
し
物
を
し
た
い
な
」
と
考
え

て
、
大
広
間
で
大
本
山
永
平
寺
の
修
行
生
活

を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
の
が
寺
活

の
取
り
組
み
の
き
っ
か
け
で
す
。
服
装
紹

介
、
柏
布
団
の
展
示
、
修
行
僧
の
生
活
場
所

の
再
現
、
食
事
の
再
現
、
法
戦
式
使
用
法
具

展
示
、
各
儀
式
の
紹
介
、
そ
れ
に
法
服
の
試

着
体
験
も
行
い
ま
し
た
。
八
〇
人
の
参
加
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
ふ
だ
ん
の
お
坊
さ
ん
の

イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
面
を
見
る
こ
と
が
で
き

て
楽
し
い
と
い
っ
た
意
見
も
あ
り
、
と
て
も

　
現
在
、
過
疎
化
に
よ
る
檀
信
徒
数
の
減
少

に
苦
し
む
お
寺
が
増
え
、
寺
院
運
営
も
難
し

さ
を
増
し
て
お
り
ま
す
。
「
い
か
に
し
て
お

寺
を
活
性
化
さ
せ
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
苦

心
す
る
僧
侶
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
こ
の
連
載
で
は
、
お
寺
を
活
性
化
さ
せ
る

た
め
の
活
動
「
寺
活
」
に
つ
い
て
、
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
寺
院
を
全
国
曹
洞
宗
青

年
会
が
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
す
。

―
寺
活
に
取
り
組
も
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

吉
田
師
　
二
七
歳
の
と
き
に
勤
め
て
い
た
イ

好
評
で
し
た
。

―
お
寺
に
戻
っ
て
す
ぐ
に
そ
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
、
高
い
意
識

を
感
じ
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
想
い
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

吉
田
師
　
「
今
後
、
お
寺
は
ど
う
な
る
の
だ

ろ
う
」
と
い
う
強
い
危
機
感
が
あ
り
ま
し

た
。
勤
め
て
い
た
と
き
、
二
ヵ
月
に
一
度
は

長
福
寺
に
戻
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
お
寺
の

年
中
行
事
に
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
世
代
し
か
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
し
、

時
々
参
加
し
て
い
る
子
ど
も
も
窮
屈
そ
う
な

顔
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
周
り
の
同
世
代

の
人
た
ち
は
「
お
寺
に
ま
っ
た
く
興
味
な

い
」
と
か
「
お
寺
に
そ
も
そ
も
行
っ
た
こ
と

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
　
　
寺
院
活
性
化
事
例
紹
介

�
第
一
回
　
青
森
県
佐
井
村
・
長
福
寺

長福寺　吉田眞永師



そ
ん
な
不
安
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

―
そ
の
後
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
取
り
組

ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

吉
田
師
　
最
初
の
寺
活
の
際
、
皆
さ
ま
興
味

深
そ
う
に
展
示
物
を
じ
っ
く
り
拝
観
し
て
く

だ
さ
り
、
そ
の
姿
を
見
て
「
興
味
は
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
け
ど
知
る
機
会
が
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
な
。
知
る
こ
と
が
で
き
、
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
機
会
を
増
や
し
て
い
き
た
い
」
と

思
い
ま
し
た
。

　
二
〇
一
八
年
、
そ
の
年
の
成
道
会
に
合
わ

せ
て
寺
院
開
放
イ
ベ
ン
ト
「
寺じ

遊ゆ
う

三ざ
ん

昧ま
い

」
を

開
催
し
ま
し
た
。
「
お
寺
は
お
葬
式
で
行
く

と
こ
ろ
だ
」
「
お
寺
は
不
幸
な
場
所
だ
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
た
か
っ
た
私
は
、
お

寺
を
知
る
き
っ
か
け
と
し
て
「
楽
し
い
」
と

い
う
入
り
口
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
し
た
。
法
話
、
坐
禅
、
写
経
、

御
朱
印
帳
作
り
、
精
進
カ
レ
ー
、
鳴
ら
し
物

仏
具
、
「
ほ
と
け
さ
ま
塗
り
絵
」
と
い
っ
た

体
験
の
他
に
、
「
懐
か
し
の
お
も
ち
ゃ
体

験
」
と
称
し
て
ミ
ニ
四
駆
コ
ー
ナ
ー
を
設
け

ま
し
た
。
こ
れ
は
ミ
ニ
四
駆
が
走
れ
る
コ
ー

ス
を
大
広
間
に
設
け
、
実
際
に
走
ら
せ
て
遊

ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

―
ミ
ニ
四
駆
コ
ー
ナ
ー
の
評
判
が
良
く
、
こ

れ
を
き
っ
か
け
に
様
々
な
ご
縁
を
得
る
こ
と

が
な
い
」
と
い
う
人
が
大
半
で
、
お
寺
の
印

象
と
い
え
ば
、
「
お
葬
式
や
先
祖
供
養
の
イ

メ
ー
ジ
し
か
な
い
」
が
ほ
と
ん
ど
と
い
う
状

況
で
し
た
の
で
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
少
し
で

も
変
え
て
い
き
た
い
な
、
と
考
え
て
い
ま
し

た
。

―
「
危
機
感
」
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
に
は

「
過
疎
」
の
問
題
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

吉
田
師
　
無
視
で
き
な
い
問
題
で
す
。
二
〇

年
前
、
私
が
小
学
生
の
頃
は
佐
井
村
の
人
口

は
確
か
三
五
〇
〇
人
く
ら
い
で
し
た
。
そ
れ

が
現
在
は
一
八
〇
〇
人
を
切
る
ほ
ど
に
落
ち

込
ん
で
い
ま
す
。
佐
井
村
は
最
寄
り
の
駅
ま

で
車
で
一
時
間
半
、
県
庁
所
在
地
の
青
森
市

ま
で
三
時
間
半
、
最
寄
り
の
空
港
や
新
幹
線

の
駅
ま
で
も
三
時
間
と
い
う
不
便
な
場
所
で

す
。
働
き
口
も
な
く
、
今
後
人
口
が
増
え
る

見
込
み
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
お
檀
家

さ
ん
が
村
外
に
出
て
い
く
こ
と
は
大
い
に
あ

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
長
福

寺
へ
の
思
い
入
れ
が
大
し
て
な
け
れ
ば
、
簡

単
に
離
檀
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

ミニ寺遊三昧「寺四駆」



す
。
「
こ
れ
は
子
ど
も
が
喜
び
ま
す
ね
」
と

言
っ
て
い
た
だ
け
た
と
き
は
特
に
嬉
し
い
で

す
。

　
法
事
や
お
葬
式
の
際
に
は
「
お
焼
香
ま
で

頑
張
っ
た
ら
ど
う
ぞ
」
「
開
式
ま
で
息
抜
き

に
ど
う
ぞ
」
と
大
広
間
を
ご
案
内
し
て
い
ま

す
。
大
広
間
を
案
内
し
て
し
ば
ら
く
す
る
と

笑
顔
に
な
り
、
開
式
前
の
法
要
解
説
を
真
剣

に
聞
い
て
く
れ
ま
す
。
夏
休
み
に
は
近
所
の

小
学
生
が
毎
日
の
よ
う
に
自
転
車
に
乗
っ
て

遊
び
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
近
所
の
子
が
遊

び
に
来
る
光
景
は
ず
っ
と
夢
見
て
い
た
の
で

そ
の
と
き
は
大
変
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　
ま
た
、
始
め
て
か
ら
三
ヵ
月
経
っ
た
頃
か

ら
隣
町
の
方
に
法
事
の
と
き
の
「
寺
四
駆
」

の
開
催
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
ミ
ニ
四
駆
に
詳
し
か
っ
た
方
で
、

お
寺
の
掃
除
な
ど
も
手
伝
っ
て
く
だ
さ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
方
は
お
寺
の
お
手

伝
い
を
す
る
こ
と
で
、
「
お
寺
の
生
活
っ
て

大
変
な
ん
で
す
ね
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
り
、

ご
自
分
の
甥
っ
子
姪
っ
子
も
お
寺
に
連
れ
て

に
な
っ
た
の
で
す
よ
ね
。

吉
田
師
　
こ
の
と
き
の
様
子
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投

稿
し
た
と
こ
ろ
、
ミ
ニ
四
駆
の
制
作
・
販
売

を
手
掛
け
る
タ
ミ
ヤ
社
の
社
員
が
見
て
く
だ

さ
っ
た
よ
う
で
、
タ
ミ
ヤ
の
公
式
ア
カ
ウ
ン

ト
の
広
報
の
方
か
ら
「
寺
四
駆
」
と
い
う
名

前
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
お
正
月
や
お
盆
、
お
彼
岸
と

い
っ
た
お
参
り
が
多
い
時
期
に
は
大
広
間
を

開
放
し
、
「
ミ
ニ
寺
遊
三
昧
」
と
し
て
お
参

り
に
来
ら
れ
た
親
子
の
遊
び
場
や
各
種
体
験

に
臨
め
る
場
と
し
て
活
用
し
ま
し
た
。
ま

た
、
せ
っ
か
く
い
た
だ
い
た
「
寺
四
駆
」
と

い
う
名
前
を
活
か
し
、
子
ど
も
の
日
常
の
遊

び
場
と
し
て
活
用
し
た
い
と
考
え
、
「
放
参

日
（
ミ
ニ
四
駆
→
よ
ん
く
→ 

四
九
→
四
九

日
が
由
来
で
す
）」 

と
称
し
て
土
日
祝
日
の

午
後
に
開
放
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
寺
活
を
始
め
て
か
ら
の
檀
信
徒
・
地
域
の

方
の
反
応
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

吉
田
師
　
親
子
を
は
じ
め
遠
方
の
お
檀
家
さ

ん
や
観
光
で
い
ら
し
た
方
か
ら
大
変
好
評
で

来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
お
寺

に
は
あ
ま
り
興
味
が
な
か
っ
た
の
に
、
ご
自

分
の
菩
提
寺
に
も
お
参
り
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
の
こ
と
で
、
ま
さ
に
寺
活
の
本
来
の
目

標
で
あ
る
「
お
寺
に
人
を
呼
ぶ
こ
と
」
に
繋

が
っ
て
い
ま
す
。

―
寺
活
に
取
り
組
ん
で
い
て
、
苦
労
す
る
点

は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

遊びに来た子と一緒にミニ四駆を作る



し
、
師
匠
や
家
族
が
こ
れ
か
ら
の
お
寺
の
こ

と
を
考
え
、
応
援
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
助

か
っ
て
い
ま
す
。

―
寺
活
を
こ
れ
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
僧
侶

へ
、
ご
助
言
が
あ
れ
ば
お
願
い
し
ま
す
。

吉
田
師
　
お
寺
に
熱
心
な
お
檀
家
さ
ん
の
多

く
は
、
子
ど
も
の
頃
お
寺
で
遊
ん
だ
と
い
う

記
憶
が
あ
る
そ
う
で
す
。
私
自
身
は
、
子
ど

も
の
う
ち
か
ら
お
寺
に
繋
が
り
が
あ
る
こ
と

は
、
お
寺
離
れ
を
防
ぐ
こ
と
に
繋
が
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
子
ど
も
の
頃
の
思

い
出
を
き
っ
か
け
に
将
来
足
を
運
ん
で
く
れ

た
ら
嬉
し
い
」
と
い
う
気
持
ち
で
続
け
て
い

ま
す
。

　
そ
の
上
で
言
い
ま
す
と
、
地
域
が
抱
え
て

い
る
問
題
を
取
り
入
れ
た
り
、
お
檀
家
さ
ん

が
ど
う
い
う
家
族
構
成
で
お
参
り
さ
れ
て
い

る
か
を
考
え
、
そ
こ
に
自
分
の
得
意
な
こ
と

を
苦
に
な
ら
な
い
程
度
に
絡
め
て
み
て
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
基
本
に
は
「
楽
し
い
」
が

あ
っ
た
方
が
自
分
も
お
檀
家
さ
ん
に
と
っ
て

も
有
意
義
な
も
の
と
な
る
と
思
い
ま
す
。

（
聞
き
手
・
文
構
成
／
全
国
曹
洞
宗
青
年
会

　
副
会
長
　
田
ノ
口
太
悟
）
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福
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永
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一
九
九
二
年
生
ま
れ
。
三
〇
歳
。
東
北
福

祉
大
学
総
合
福
祉
学
部
卒
業
後
、
大
本
山
永

平
寺
で
修
行
。
そ
の
後
は
仙
台
で
イ
ベ
ン
ト

会
社
に
勤
務
し
な
が
ら
長
福
寺
の
法
務
を
務

め
て
い
た
が
二
〇
一
九
年
に
退
社
、
長
福
寺

に
戻
る
。

吉
田
師
　
「
お
寺
を
私
物
化
す
る
な
」
と
い

う
お
言
葉
を
法
要
後
の
会
食
の
席
で
言
わ
れ

た
と
き
や
、
「
仏
教
と
関
係
な
く
な
い
？
」

と
言
わ
れ
た
と
き
が
辛
か
っ
た
で
す
。
し
か 寺遊三昧の活動のひとつ　My経典作り


