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彼
岸

ひ
が
ん

・
此
岸

し
が
ん

に
つ
い
て 

 

仏
教
の
考
え
方
で
は
、
大
き
な
川
（
三
途
の
川
）
が
あ
っ

て
、
そ
の
川
を
渡
る
手
前
を
此
岸
、
川
を
渡
っ
た
所
を
彼
岸
と

名
付
け
て
い
ま
す
。
こ
の
此
岸
か
ら
向
こ
う
岸
の
彼
岸
に
渡
り

な
さ
い
と
教
え
て
い
る
の
が
、
仏
教
の
基
本
で
す
。 

 
 

此
岸
の
こ
と
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
、
〝
サ
ハ
ー
〞
と

い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
苦
し
み
に
耐
え
忍
ん
で
生
き
る
土
地
と

い
う
意
味
で
す
。
「
忍
土
」
と
訳

し
ま
す
。
こ
の
〝
サ
ハ
ー
〞
に
当

て
字
を
し
た
も
の
が
〝
娑
婆

し
ゃ
ば

〞
で

す
。
娑
婆
と
い
う
の
は
、
忍
ぶ
土

地
の
こ
と
な
の
で
す
。
娑
婆
の
世

界
は
、
こ
の
世
の
苦
し
み
や
煩
悩

に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
世
界
で
す
。 

我
々
は
み
ん
な
、
お
互
い
に
迷
惑

を
か
け
あ
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
あ
な
た
は
人
に
迷
惑
を
か
け
て

い
る
。
そ
の
迷
惑
を
人
か
ら
許
さ

れ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
だ

か
ら
あ
な
た
も
人
か
ら
迷
惑
を
か

け

ら

れ

て

も

耐

え

忍

び

な

さ

い
」
。
そ
う
救
え
る
の
が
、
仏
救

に
お
け
る
宗
救
救
育
な
の
で
す
。

逆
に
「
人
に
迷
惑
を
か
け
る
な
」

と
い
う
救
育
を
す
る
と
、
「
私
は

そ
れ
ほ
ど
迷
惑
を
か
け
て
い
な
い

の
に
、
あ
の
人
は
迷
惑
ば
か
り
か
け
て
い
る
」
と
他
人
の
糾
弾

ば
か
り
す
る
人
間
に
育
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
イ
ン
ド

人
の
も
の
の
考
え
方
、
仏
救
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
娑
婆
は
忍

土
で
あ
る
。
み
ん
な
耐
え
忍
ん
で
生
き
て
い
る
。
私
た
ち
が
こ

の
此
岸
で
耐
え
忍
ん
で
生
き
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か

と
い
う
と
、
彼
岸
に
渡
っ
て
仏
の
世
界
の
目
で
娑
婆
を
見
る
こ

と
で
す
。
そ
の
と
き
、
人
の
迷
惑
を
許
せ
る
よ
う
に
な
り
「
私

は
迷
惑
を
か
け
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
発
見
で
き
る
よ
う
に

な
る
の
で
す
。 

よ
く
此
岸
が
生
き
て
い
る
世
界
で
、
彼
岸
が
死
後
の
世
界
と
考

え
る
人
が
い
ま
す
。
真
ん
中
に
流
れ
る
川
を
三
途
の
川
と
考
え

て
の
も
の
で
す
が
、
お
釈
迦
さ
ま
が
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
こ

の
世
が
此
岸
、
こ
の
世
か
ら
出
た
世
界
、
つ
ま
り
出
世
の
世
界

（
仏
の
眼
で
見
る
世
界
）
が
彼
岸
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
生
き

て
い
る
人
も
彼
岸
に
行
け
る
の
で
す
。
じ
つ
は
大
切
な
の
は
こ

の
こ
と
で
、
今
の
日
本
人
は
此
岸
か
ら
の
見
方
だ
け
が
絶
対
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
、
そ
れ
で
は
仏
の
子
で
あ
る
人
間
は

 
  
   
 

師
の
恵
果

け
い
か

阿
闍
梨

あ
じ
ゃ
り

と
の
出
会
い  

  

弟
子

で
し

空
海
、
桑
梓

そ
う
し

を
顧
み
れ
ば
東
海
の
東
、
行
李

こ
う
り

を
想
え
ば
難 な

ん

が
中

の
難 な

ん

な
り
。 

波
濤

は
と
う

万
万

ば
ん
ば
ん

た
り
、
雲
山
幾
千

う
ん
ざ
ん
い
く
せ
ん

ぞ
。 

来
る
こ
と
我
が
力
に
非 あ

ら

ず
、
帰
ら
ん
こ
と
我
が 

志
こ
こ
ろ
ざ
し

 

に
非
ず
。
我

を
招
く
に
鉤 こ

う

を
以
て
し
、
我
を
引
く
に
索 さ

く

を
以
て
す
。 

 
 

 

こ
れ
は
「
大
唐
神
都
青
龍
寺
故
三
朝
の
国
師
潅
頂
の
阿
闍
梨
恵
果
和

尚
の
碑
」
の
な
か
の
一
節
で
あ
る
。 

 

お
大
師
様
は
延
暦
二
三
年
（
八
○
四
）
数
え
年
三
一
歳
の
時
、
大

唐
に
留
学
さ
れ
、
翌
年
の
春
偶
然
に
も
長
安
の
都
（
西
安
市
）
の
青

龍
寺
東
塔
院
の
恵
果
阿
闍
梨
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
す
る
と
阿
闍

梨
は
大
変
喜
ば
れ
て
、
「
私
は
先
に
そ
な
た
が
来
る
こ
と
を
知
っ
て

（
予
知
し
て
い
て
）
、
待
っ
て
い
る
こ
と
久
し
い
も
の
が
あ
る
。
今

日
会
え
て
、
本
当
に
よ
か
っ
た
。
こ
の
世
の
生
命
は
尽
き
よ
う
と
し

て
い
る
の
に
密
教
を
本
当
に
伝
え
る
に
足
る
人
が
い
な
い
の
で
心
配

し
て
い
た
。
必
ず
早
く
香
華
を
準
備
し
て
伝
法
の
潅
頂
壇
（
如
来
の

五
智
の
法
水
を
弟
子
の
頃
に
そ
そ
ぐ
秘
儀
）
に
入
る
よ
う
に
」
と
い

わ
れ
た
。
初
め
て
会
っ
て
、
こ
の
温
か
い
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
お

大
師
様
の
お
喜
び
と
感
激
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
真
言
密
教
の
秘
法
を
受
法
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
阿
闍
梨
は
伝
授
が
終
わ
る
と
間
も
な
く
、
永
貞
元
年

（
八
０
五
）
一
二
月
一
五
日
六
〇
歳
で
遷
化
（
逝
去
）
さ
れ
た
。 

弟
子
三
千
人
の
中
か
ら
、
選
ば
れ
て
お
大
師
様
が
恵
果
阿
闍
梨
の
碑

文
を
作
り
、
そ
れ
を
筆
で
書
く
と
い
う
名
誉
を
得
ら
れ
た
。 

  

救
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
向
こ
う
岸
か
ら

ほ
と
け
さ
ま
の
目
で
こ
ち
ら
を
眺
め
る
。
そ
う
し
た

此
岸
の
確
立
に
向
か
お
う
と
い
う
の
が
、
仏
教
の
教

え
な
の
で
す
。 

仏
救
の
救
え
の
基
本
は
、
「
向
こ

う
岸
に
渡
れ
」
と
い
う
こ
と
で
す
、
向
こ
う
岸
に
渡

れ
と
い
う
こ
と
は
、
「
こ
の
世
界
を
捨
て
よ
」
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
（
ひ
ろ
さ
ち
や
著
よ
り
） 

   

 

 

空
海
の
言
葉

 

空
海
の
言
葉  

シ
リ
ー
ズ

シ
リ
ー
ズ  

昭和１８年頃、寿楽院庫裡の前でお針子達の

記念写真です。中央に写っている寿楽院母堂

も今年７月一周忌が過ぎたところです。 

庫裡前の坪庭が懐かしく思い出されます。こ

の庫裡を屋根替えし、少し改造したのが現在

のものです。 

今年の夏に撮影した寿楽院の全景です。 

平
成
十
六
年
十
一
月
十
八
日
撮
影 


