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一　
　
間

一　
　
新・日毎

地
下
鉄

・
心
斎
橋
駅
か
ら

難
波
に
向
か

っ
て
歩
い
て
い

く
と
、
ビ
ル
に
挟
ま
れ
て
白

壁
の
お
城
の
よ
う
な
建
物
を

左
手
に
見
る
。
そ
の
南
側
を

左
手
に
取
る
と
、
真
言
宗
御

室
派
準
別
格
本
山
、
七
宝
山

大
福
院
三
津
寺
の
山
門
が
あ

み

つ

て

ら

っ
た
。

「
こ
こ
が
三
津
寺
筋

か
」
と
ま
じ
ま
じ
と
見
ま
わ

し
て
、
ひ
と
り
う
な
ず
い
て

い
た
。

普
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代

に
キ
タ
か
ら
ミ
ナ
ミ
に
飲
み

歩
い
た
時
、
こ
の
三
津
寺
筋

入
り
口
で
よ
く
タ
ク
シ
ー
を

降
り
た
が
、
お
寺
の
存
在
は

覚
え
て
い
な
い
。
し
か
し
三

津
寺
が
非
常
に
古
い
お
寺
と

は
聞
い
て
い
た
。
閉
ざ
さ
れ

た
山
門
脇
に
説
明
文
が
あ

っ

た
。
「本
尊
は
十

一
面
観
世
音

菩
薩
（秘
仏
）
、
開
山
は
行
基

菩
薩
、
創
建
は
天
平
１６

（７

４
４
）
年
。
観
音
菩
薩
は
我

々
に
ふ
り
か
か
る
災
難
の
す

べ
て
を
、
大
き
な
慈
悲
の
こ

こ
ろ
で
守

っ
て
下
さ
る
仏
さ

ま
で
す
。
Ｈ
の
さ
ま
ざ
ま
な

表
情
を
し
た
顔
が
頭
の
周
り

に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
顔
は
そ
れ
ぞ
れ
正
面
を
向

い
て
い
ま
す
の
で
、
私
た
ち

が
ど
こ
に
い
て
も
、
そ
の
日

に
よ

っ
て
変
化
す
る
私
た
ち

の
心
に
合
わ
せ
て
正
し
く
導

い
て
救

っ
て
下
さ
い
ま
す
」

（抜
粋
）
。

多
分
、
こ
の
説
教
文
は
替

か
ら
変
わ
ら
な
い
と
思
う
。

今
で
も
素
直
に
こ
の
よ
う
に

信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
幸

せ
で
、
ス
ト
レ
ス
も
た
ま
ら

な
い
だ
ろ
う
と
思

っ
た
。
菩

〃願
い
″を
か
な
え
る
「な
で
仏
」も

で
、
拝
殿
前
に

（
釈
迦
の
弟

子
の
１
人
で
あ
る
）

『
お
び

ん
ず
る
様
』
を
置
き
、
参
拝

者
に
病
気
の
回
復
、
予
防
の

祈
り
が
出
来
る
よ
う

『
な
で

仏
』
に
し
て
い
ま
す
」、
と
、

き
め
細
か
い
配
慮
を
お
聞
き

し
た
。
な
か
な
か
地
味
で
は

あ
る
が
、
地
元
の
方
を
大
事

に
す
る
住
職
の
や
さ
し
さ
が

伝
わ

っ
て
き
た
。
最
後
に
再

び
本
堂
前
に
立

つ
と
、
２
０

０
年
の
伝
統
と
入
り
母
屋
造

り
の
気
品
あ
る
本
堂
に
心
が

利
み
、
不
思
議
に
心
が
落
ち

着
い
た
。

|タ
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1″
／
（
ツ
の

薩
を
信
じ
て
自
分
の
身
を
預

観
世
音
菩
薩
の
レ
プ
リ
カ
が

け
る
姿
勢
が
、
お
の
ず
と
よ

立
ち
、
そ
し
て
住
職
の
加
賀

い
発

展
を

生
む

の

で
あ

ろ

哲
郎
氏
の
笑
顔
に
迎
え
ら
れ

ぅ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
。

「２５
代
住
職
と
は
よ
く

日
を
改
め
て
真
言
宗
の
教

続
い
て
お
り
ま
す
ね
」

「な

え
と
御
利
益
に
触
れ
た
い
と

に
し
ろ
、
御
堂
筋
の
西
側
に

思
い
、
山
門
を
く
ぐ

っ
た
。
　

津
の
あ

っ
た
時
代
か
ら
の
お

現
本
堂
は
文
化
５

（１
８
０

寺
で
、
こ
の
辺
で
は
最
も
古

８
）
年
に
建
立
さ
れ
た
の
で
、

ち

ょ
う
ど
今
年
で
２
０
０
年

に
な
る
。
３
階
建
て
の
庫
裏

を
御
堂
筋
を
拡
幅
す
る
時
に

新
築
し
て
い
た
の
で
、
運
良

く
戦
火
か
ら
免
れ
た
。
築
２

０
０
年
の
木
造
建
築
が
そ
の

ま
ま
残

っ
た
と
い
う
。

境
内
の
山
門
横
に
十

一
面

・
一
・

一
一
『

‐‐‐‐ ‐ 堂
「

Ｗ

・＝
・

い
古
刹
だ
と
思
い
ま
す
Ｌ
そ

だ
ん
　
か

れ
な
ら
、
檀
家
や
墓
地
の
数

が
多
い
の
で
し

ょ
？
「
そ
う

な
ん
で
す
。
最
近
は
檀
家
の

方
々
の
お
住
ま
い
が
郊
外
に

あ
り
、

一
日
が
か
り
の
法
事

な
ど
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

従

っ
て
、
こ
こ
の
寺
を
観
光

し
て
も
ら
う
体
制
は
と
れ
な

い
の
で
す
。
せ
め
て
ミ
ナ
ミ

の
観
音
さ
ん
と
し
て
、
朝
夕

参
拝
さ
れ
る
方
に
は
、
配
慮

さ
せ
て
も
ら

っ
て
い
ま
す
」

一
呼
吸
後
、
住
職
の
言
葉

が
続
い
た
。

「ま
ず
、
山
門

の
扉
を
午
前
６
時
半
に
は
開

か
せ

て

い
た
だ

い
て

い
ま

す
。
午
後
５
時
に
開
門
し
た

あ
と
は
、
山
門
横
の
塀
に
取

り
付
け
た
窓
か
ら
い
つ
で
も

参
拝
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
窓
の
す
ぐ
前
方
に
十

一
面
観
世
音
菩
薩
の
レ
プ
リ

カ
が
あ
る
。
閉
門
と
同
時
に

そ
の
向
き
を
１
８
０
度
回
転

さ
せ
て
、
窓
か
ら
の
参
拝
者

に
向
か

っ
て
失
礼
の
な
い
よ

う
に
し
て
い
ま
す
よ
」

さ
ら
に
住
職
の
言
葉
が
続

く
。

「昼
間
の
開
門
中
で
も

本

堂

を

開

け

て

い
な

い
の


