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仏
花
は
高
い
。
一
束
六
百
円
ほ
ど
す
る
。
老
母
は
そ
れ
を
毎
月
、

仏
壇
に
一
束
、
そ
の
横
の
法
然
上
人
の
御
影
に
一
束
、
寺
の
墓
に
二

束
、
墓
地
の
墓
に
も
同
様
二
束
供
え
る
の
で
、
計
六
束
を
購
っ
て
い

る
。

　

そ
の
束
に
な
っ
て
い
る
仏
花
に
は
た
い
が
い「
顔
」が
あ
る
。
花
々

が
同
じ
方
向
に
揃
え
ら
れ
て
い
る
ほ
う
が
顔
で
あ
り
、
そ
の
後
頭
部

は
茎
と
か
葉
ば
か
り
で
あ
る
。

　

皆
さ
ん
、
仏
花
を
供
え
ら
れ
る
時
、
花
束
の
顔
は
ど
ち
ら
に
向
け

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
拝
ん
で
い
る
人
間
の
側
に
向
け
る
の
か
、
そ
れ

と
も
御
仏
や
御
墓
の
ほ
う
に
向
け
る
か
、
ど
ち
ら
な
の
か
。

　

お
そ
ら
く
、
皆
さ
ん
も
わ
た
し
と
同
様
、
仏
花
の
顔
は
、
拝
す
る

わ
た
し
た
ち
の
ほ
う
に
向
け
ら
れ
る
筈
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
、
御
仏

を
見
て
、
そ
し
て
仏
花
を
見
て
拝
む
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
も
う
す
ぐ
九
十
路
と
な
る
母
は
違
う
の
で
あ
る
。
花
束

の
顔
を
、
御
仏
や
お
墓
の
ほ
う
に
向
け
る
。「
仏
さ
ん
に
お
花
を
見

て
も
ら
う
ん
や
か
ら
、
お
花
は
、
仏
さ
ん
の
ほ
う
に
向
け
て
供
え
る

ん
や
」
そ
う
い
う
思
い
を
母
は
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
わ
た
し
の
経
験
で
は
、
そ
ん
な
供
え
方
を
し
て
い
る
お

墓
も
な
い
し
、
供
花
の
茎
や
葉
し
か
見
ら
れ
な
い
ご
家
庭
や
お
寺
の

仏
壇
を
こ
れ
ま
で
拝
し
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
に
、
御
仏
に
お
念
仏

を
捧
げ
る
時
、
花
が
反
対
側
を
向
い
て
い
る
の
は
ど
こ
か
奇
異
に
感

じ
る
。

「
そ
ん
な
花
の
供
え
方
は
お
か
し
い
」
と
言
っ
て
も
、
老
い
た
母
の

固
定
観
念
を
崩
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

だ
か
ら
、
母
が
居
な
い
時
に
、
こ
っ
そ
り
と
供
え
て
あ
る
花
の
顔

を
こ
ち
ら
に
向
け
直
す
。
が
、
ま
た
い
つ
の
間
に
か
顔
は
そ
っ
ぽ
を

向
く
。
母
が
い
ち
い
ち
花
の
顔
の
向
き
を
元
に
戻
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

よ
く
よ
く
考
え
た
と
し
て
も
、
や
は
り
花
束
の
顔
を
御
仏
や
お
墓
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の
ほ
う
に
向
け
る
供
え
方
は
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
な
ぜ

お
花
を
供
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
御
仏
を
拝
す
る
者

た
ち
が
、
綺
麗
な
お
花
を
見
て
心
を
洗
い
、
清
ら
か
な
気
持
ち
で
念

仏
を
唱
え
る
た
め
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
花
の
顔
は
こ

ち
ら
の
ほ
う
に
向
い
て
い
る
べ
き
で
、
茎
や
葉
を
見
て
い
て
は
清
ま

ら
な
い
。

　

も
う
一
つ
は
、
御
仏
は
既
に
お
花
に
囲
ま
れ
た
浄
土
に
い
ら
っ
し

ゃ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、仏
花
の
役
割
で
あ
り
、御
仏
が
花
々

と
共
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
象
徴
さ
せ
る
上
で
は
、
や
は
り
仏
花

も
こ
ち
ら
を
向
い
て
微
笑
ん
で
い
る
よ
う
に
咲
い
て
い
る
べ
き
で
は

な
い
か
。

　

母
の
仏
花
の
供
え
方
は
間
違
っ
て
い
る
―
―
わ
た
し
は
そ
う
考
え
、

耳
が
遠
い
こ
と
も
あ
り
母
に
大
声
で
諭
す
の
で
あ
る
が
、
花
の
顔
は

常
に
仏
様
の
ほ
う
に
向
け
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
親
戚
の
法
事
に
出
か
け
た
時
、
供
花
に
対
す
る
わ
た

し
の
考
え
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

立
派
な
お
寺
の
中
で
法
事
が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
の
大
き
な
仏
壇

を
見
た
時
、
わ
た
し
は
驚
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
色
と
り
ど
り
の
大
束

の
花
々
が
、
な
ん
と
、
ど
れ
も
阿
弥
陀
如
来
像
の
ほ
う
を
向
い
て
い

た
の
だ
。
色
彩
の
ま
こ
と
に
豊
か
な
花
の
顔
は
凡
て
御
仏
に
向
い
て

い
る
。

　

こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
法
事
が
滞
り
な
く
終
わ
り
、
説
教
の

お
話
が
済
ん
だ
後
、
わ
た
し
は
和
尚
に
訊
い
た
。

「
お
花
が
、
裏
向
い
て
い
る
よ
う
で
す
が
…
…
」

　

和
尚
は
、
こ
れ
を
訊
ね
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
い
ま
し
た
と
ば
か
り

満
面
に
笑
み
を
浮
か
べ
答
え
ら
れ
た
。

「
い
や
あ
、
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
お
か
し
い
と
、
そ
う
お
思
い
に
な

ら
れ
ま
す
か
、
や
は
り
」

「
い
え
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
…
…
」

　

お
か
し
い
と
は
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
を
母
で
な
く
和
尚
に
面
と
向

か
っ
て
言
う
の
は
気
が
引
け
た
。
数
珠
を
手
に
さ
れ
た
和
尚
は
、
一

度
阿
弥
陀
如
来
像
に
手
を
合
わ
さ
れ
て
か
ら
話
を
続
け
ら
れ
た
。

「
じ
つ
は
、
先
代
の
住
職
の
奥
様
が
で
す
ね
、
こ
の
よ
う
な
お
供
え

を
さ
れ
て
い
ら
し
た
の
で
す
」

　

和
尚
は
、
じ
つ
は
外
か
ら
こ
の
お
寺
に
住
職
を
引
き
継
ぐ
形
で
入

っ
て
来
ら
れ
た
御
方
で
あ
っ
た
。

「
へ
ぇ
～
、
ぼ
く
の
母
と
同
じ
で
す
ね
」

「
そ
う
で
す
か
…
…
そ
れ
は
ま
た
。
そ
れ
で
、
私
も
最
初
お
か
し
い

と
思
っ
た
の
で
す
が
、
け
ど
奥
様
か
ら
お
話
を
聞
い
て
す
ぐ
に
思
い

直
し
ま
し
た
」

　

和
尚
は
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
お
花
を
見
て
心
を
清
め
る
人
も
居

れ
ば
、
逆
に
、
お
花
を
御
仏
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
安
ら
げ
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る
人
も
い
る
。
特
に
ご
先
祖
に
感
謝
の
気
持
ち
を
捧
げ
る
思
い
か
ら
、

お
花
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
こ
と
も
あ
る
。
確
か
に
、
仏
は

散
華
に
あ
る
よ
う
に
お
花
に
囲
ま
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
さ
ら
に

拝
み
申
し
上
げ
る
こ
ち
ら
側
か
ら
も
お
花
を
提
供
す
る
、
そ
ん
な
気

持
ち
で
お
花
を
仏
の
ほ
う
に
向
け
た
い
と
念
ず
る
人
も
い
る
の
で
は

な
い
か
。

　

聞
い
て
い
て
、
わ
た
し
自
身
が
な
ん
と
狭
い
料
簡
で
い
た
こ
と
か

と
恥
じ
た
。

　

帰
宅
し
て
、
仏
壇
の
前
に
座
る
と
、
仏
花
の
顔
は
相
変
わ
ら
ず
御

仏
の
ほ
う
を
向
い
て
い
た
。
い
つ
も
な
ら
、
こ
っ
そ
り
と
顔
の
向
き

を
直
す
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
も
こ
れ
で
い
い
、
と
わ
た
し
は
思
い
、

静
か
に
念
仏
を
お
唱
え
申
し
上
げ
た
。

特
選
１

　
朝
日
新
聞
社
賞

八
十
八

山　
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蓋
を
開
け
る
と
、
そ
こ
か
ら
匂
っ
て
く
る
独
特
の
甘
い
匂
い
、
こ

の
匂
い
を
か
ぐ
の
は
も
し
か
し
た
ら
、
一
年
の
内
で
今
だ
け
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
匂
い
だ
け
で
、
お
腹
も
気
持
ち
も
満
た
さ
れ
た
気
分

に
な
る
。
中
を
覗
け
ば
、
炊
き
あ
が
っ
た
ご
飯
が
誇
ら
し
げ
に
艶
々

と
輝
い
て
い
る
。
私
の
待
ち
望
ん
だ
時
が
や
っ
て
き
た
。

　

新
米
の
季
節
で
あ
る
。
こ
の
新
米
が
で
き
る
ま
で
八
十
八
回
、
人

の
手
の
お
世
話
に
な
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
米
」
と
い
う
字
を

分
解
す
る
と
、
八
十
八
に
な
る
。
末
広
が
り
の
「
八
」
と
い
う
字
を

重
ね
て
で
き
た
米
は
、
日
本
人
の
「
心
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

　

私
が
子
供
の
頃
は
、
お
米
の
味
な
ど
分
か
る
は
ず
も
な
く
、
た
だ

空
腹
を
満
た
す
食
べ
物
、
お
か
ず
と
一
緒
に
食
べ
る
物
と
い
う
感
覚

で
あ
っ
た
。
し
か
も
大
阪
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
収
穫
し
た
て
の
お

米
な
ど
、
口
に
で
き
な
か
っ
た
。
お
米
が
美
味
し
い
と
感
じ
る
こ
と
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