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「坐禅」体験のおすすめ

ときに、本物の坐禅堂に坐り、自己とじっ

くり向き合ってみてはいかがでしょうか。

坐禅の作法等は、ご指導いたします。

・坐禅体験の申し込み

ホームページ〔http://www.ryusenin.org/〕

電話（広報担当・五十嵐）080-6571-4154

・体験日：巻末頁の「簡介」に記載の定例

参禅会か自由参禅のどちらかでどうぞ。

龍泉院参禅会

～「椅子坐禅」もできます～

龍泉院参禅会

八
二
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 坐禅堂の外単に吊り下げられている木製の魚の形をしたも 

のは、「梆」といいます。 体は魚で頭は龍という想像上の魚

です。大きな口の中にある丸い珠は、お腹から吐き出した

「なまけ心」の象徴です。鱗の中央の丸い部分を撞木で叩い

て、修行者へ食事の合図をします。  

 しゅ  もくく 

 ほう 

（撮影 ： 小林裕次氏） 
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道
元
禅
師
の
正
法
眼
蔵
に
『
身
心
学
道
』
の
巻
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
学
道
（
佛
道
を
学
ぶ
）
に

は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
心

学
道
（
思
慮
す
る
学
道
）
と
身
学
道
（
実
践
す
る
学

道
）
で
す
。
こ
の
二
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
反
発
し
合
う

も
の
で
は
無
く
、
不
可
分
の
関
係
で
あ
る
と
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
心
を
持
た
な
い
身
体
は

無
く
、
ま
た
身
体
か
ら
離
れ
た
心
が
無
い
の
と
同
じ

よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で

す
の
で
、『
心
を
も
て
学
す
』と
は「
身
を
も
て
学
す
」

と
い
う
要
素
を
多
分
に
含
み
、『
身
を
も
て
学
す
』
も

「
心
を
も
て
学
す
」
と
い
う
要
素
を
多
分
に
含
ん
で

い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
要
す

る
に
、
佛
道
を
学
ぶ
に
は
、
身
心
を
挙
げ
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
巻

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
思
慮
す
る
学
道
で
あ
る
『
心
学
道
』
に
つ

い
て
、
身
近
な
も
の
で
い
う
と
勉
強
に
例
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
私
を
含
め
世
の
人
た
ち
は
、
学
生
時

代
に
は
み
っ
ち
り
と
勉
強
を
し
て
き
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。
で
は
何
故
、
勉
強
を
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
？
今
の
時
代
で
一
番
多
い
答
え
は
、
や
は
り
「
良

い
学
校
」
に
入
る
た
め
に
と
か
、
「
良
い
会
社
」
に

就
職
す
る
た
め
に
と
か
と
思
い
ま
す
。そ
の
た
め
か
、

大
学
に
合
格
し
た
り
、
良
い
会
社
に
就
職
し
た
り
す

る
と
、
多
く
の
人
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
勉
強
を
す

る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
そ
う
で
な
い

人
も
、
学
校
で
習
っ
た
こ
と
は
こ
れ
か
ら
先
の
人
生

で
使
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
る
人
も

多
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
確
か
に
、
微
分
積
分
や
三

角
関
数
を
日
常
で
使
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
レ
ミ
ン
グ
の
法
則
や
質

量
保
存
の
法
則
を
知
ら
な
い
と
、
日
常
生
活
に
支
障

を
き
た
す
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
そ
ん
な
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
で
し

ょ
う
か
？
私
は
こ
の
『
心
学
道
』
に
つ
い
て
考
え
た

際
、
勉
強
と
い
う
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
学
ん

だ
こ
と
に
つ
い
て
「
一
年
に
一
回
使
う
か
も
知
れ
な

い
」、あ
る
い
は「
一
生
に
一
度
使
う
か
も
知
れ
な
い
」

と
思
っ
て
学
ぶ
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
わ
け
で
す
。
は
な
か
ら
学
ん
だ
内
容
に
意

味
が
無
い
と
思
っ
て
生
活
す
る
よ
り
も
、
い
つ
か
使 

う
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て
生
活
す
る
こ
と
の
方
が
、 

よ
っ
ぽ
ど
人
生
が
豊
か
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

で
す
の
で
『
心
学
道
』
と
は
、
学
ぼ
う
と
す
る
事
柄

に
つ
い
て
、「
一
年
に
一
回
」「
一
生
に
一
度
」
使
う

か
も
知
れ
な
い
と
い
う
心
を
持
っ
て
思
慮
す
る
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
更
に
一
歩
進
め
て
、

そ
れ
で
終
わ
り
と
せ
ず
に
、「
一
年
に
何
回
も
」「
一

生
に
何
度
も
」
使
う
よ
う
な
場
面
に
身
を
も
っ
て
飛

び
込
み
、
切
磋
琢
磨
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
も
う
一
つ

の
学
道
で
あ
る
『
身
学
道
』
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

最
後
に
、
正
法
眼
蔵
随
聞
記
に
は
、
道
元
禅
師
の

言
葉
と
し
て
、
「
道
を
得
る
こ
と
は
正
し
く
身
を
以

て
得
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
記

事
の
初
め
に
、
心
学
道
と
身
学
道
は
不
可
分
で
あ
る

と
い
う
旨
を
記
載
い
た
し
ま
し
た
。
学
道
と
は
、
車

の
両
輪
の
よ
う
に
、
心
を
も
て
学
し
身
を
も
て
学
す

こ
と
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
身
を
以

て
得
る
」
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
故
な
の

か
？
そ
れ
は
、
最
後
は
『
身
を
も
て
学
す
』
こ
と
で

な
け
れ
ば
、
心
が
現
実
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
、
抽
象

（
具
体
性
の
欠
け
た
）
の
世
界
に
迷
い
込
ん
で
し
ま

う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
で
す
の
で
、
道
元
禅
師

が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
人
生
の
大
道
と
い
う
の

は
、
「
学
を
育
む
道
」
に
飛
び
込
ん
で
挑
戦
す
る
こ

と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
学
ん
だ
こ
と
を
実
践
で
き
る

舞
台
に
身
を
置
い
て
そ
こ
に
立
ち
続
け
る
こ
と
、
と

伝
え
た
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

『心
を
も
て
学
し
、  

身
を
も
て
学
す
』 

龍
泉
院
住
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石 

直 

之 

  

か 

ら 

だ 

 

か 

ら 

だ 

・  

・ 

ま 

さ ・ 

ま 

な
び    

は
ぐ
く 

・ 

 

 



② 
 

従
容
録
に
学
ぶ 

（七
二
） 

龍
泉
院
東
堂 

椎 

名 

宏 

雄 
 

第
六
四
則 

子
昭
承
嗣 

〔
示 

衆
〕 

 

衆
に
示
し
て
云
く
、
韶
陽
、
親
し
く
睦
州
に
見
つ

つ
も
香
を
雪
老
に
拈
す
、
投
子
は
面
り
に
円
鑑
に
承

け
な
が
ら
法
を
大
陽
に
嗣
す
。
珊
瑚
枝
の
上
に
王
花

が
開
き
、 

蔔
林
の
中
で
金
果
を
熟
れ
。
且
道
な
、

如
何
せ
ば
造
化
来
を
。 

 

〔
本 

則
〕 

挙
ぐ
、
子
昭
首
座
、
法
眼
に
問
う
。
「
和
尚
が
開

堂
の
と
き
は
、
何
人
に
承
嗣
す
る
や
？
」
〔
早
く
今

日
の
閑
管
成
る
こ
と
を
知
ら
ば
、
悔
い
た
こ
と
は
当

時
は
好
心
を
用
い
ざ
れ
ば
と
い
う
こ
と
を
〕
。
眼
云

く
、「
地
蔵
な
り
。」〔
恩
の
帰
す
る
地
あ
り
〕。
昭
云

く
、
「
太
だ
長
慶
先
師
に
辜
負
き
ま
す
。
」
〔
肘
も

膊
も 

外
が
わ
に
向
っ
て
は
曲
が
ら
ず
〕
。
眼
云
く
、

「
某
甲
は
長
慶
の
一
転
語
を
会
せ
ず
。」〔
佯
っ
て
知

ら
ざ
る
打
を
す
〕。
昭
云
く
、「
何
ぞ
問
わ
ざ
る
？
」。

〔
狼
を 

引
得
り
来
め
ば
屋
裏
で
屙
を
す
〕。眼
云
く
、

「
万
象
の
中
、
独
露
身
」
と
。
「
そ
の
意
は
作
麽
生 

な
？
」
〔
覿
面
に
相
呈
せ
り
〕
。
昭
、
乃
に
払
子
を

堅
起
る
。
〔
両
重
の
公
案
な
り
〕
。
眼
云
く
、
「
此

是
は
長
慶
の
処
に
て
学
得
だ
底
な
り
。
首
座
と
し
て

は
作
麽
生
？
」〔
筈
を
劈
さ
れ
、
窠
も
奪
わ
る
〕。
昭
、

語
無
。
〔
只
だ
跳
得
し
、
一
跳
だ
す
べ
し
〕
。
眼
云

く
、
「
只
だ
万
象
の
中
独
露
身
の
如
き
は
、
是
れ
万

象
を
撥
く
か
万
象
を
撥
か
ざ
る
か
？
」〔
却
っ
て
葫
蘆

が
到
に
藤
に
繳
わ
れ
り
〕。昭
云
く
、「
撥
か
ず
」。〔
話
、

両
橛
と
作
れ
り
〕。
眼
云
く
、
「
両
箇
な
り
」
。
左
右

の
も
の
皆
云
く
「
万
象
を
撥
く
べ
し
」
。
〔
転
に
堪

え
ざ
る
を
見
る
〕。
眼
云
く
、「
万
象
の
中
、
独
露
身

な
り
。
聻
―
」。〔
両
彩
で
一
賽
な
り
〕。 

            

 

図
星
で
す
。
で
も
も
う
時
間
が
な
い
以
上
、
挑
戦
に

し
か
ず
で
す
。 

禅
門
で
は
初
め
て
出
世
（
住
職
）
す
る
時
、
そ
の

儀
式
（
結
制
と
い
う
）
で
、
自
分
が
誰
の
弟
子
で
あ

る
か
（
嗣
法
関
係
）
を
涙
な
が
ら
に
公
表
し
ま
す
。

現
今
で
は
形
式
的
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
ほ
ど
大

問
題
と
さ
れ
、
関
係
者
大
勢
が
集
ま
っ
て
こ
れ
を
固

唾
を
飲
ん
で
注
目
し
た
の
で
す
。
こ
の
一
則
は
法
眼

の
嗣
法
に
ま
つ
わ
る
お
話
で
、
上
役
の
子
昭
と
の
お

話
で
す
。 

こ
こ
に
出
て
く
る
人
々
を
分
か
り
易
く
系
図
で 

示
す
と
次
の
通
り
で
す
。
み
な
唐
代
の
エ
ラ
イ
禅
匠 
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こ
の
一
則
は
難

物
で
す
。
意
味
・

内
容
・
コ
メ
ン
ト

の
い
ず
れ
も
、
お

そ
ら
く
『
従
容

録
』
の
中
で
は
難

解
の
ベ
ス
ト
ス
リ

ー
に
入
る
で
し
ょ

う
。
ハ
ハ
ー
そ
れ

で
こ
れ
ま
で
は
取

り
上
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の
だ
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で
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が
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「
自
由
」
に
つ
い
て
想
う
こ
と
」 

 

我
孫
子
市 

小
畑 

二
郎 

パ
リ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
に
フ
ラ
ン
ス
の

三
色
旗
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
像

が
何
度
も
報
道
さ
れ
た
。
三
色
旗
の
赤
と
白
と
青
は
、

そ
れ
ぞ
れ
自
由
・
平
等
・
博
愛
を
意
味
し
て
い
る
。 

そ
の
う
ち
の
「
自
由
」
と
は
、
鈴
木
大
拙
に
よ
れ

ば
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
「
自
ら
に
在
り
、
自
ら
に

由
り
、
自
ら
考
え
、
自
ら
行
為
し
、
自
ら
作
る
こ
と

で
あ
る
」
。
西
洋
で
は
、
政
治
的
自
由
が
強
調
さ
れ

る
の
に
対
し
て
、
仏
教
で
は
、
む
し
ろ
精
神
的
（
霊

性
的
）
自
由
が
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
我

執
を
捨
て
、
無
我
の
境
地
か
ら
、
本
来
の
自
己
に
基

づ
い
て
判
断
し
行
動
す
る
こ
と
こ
そ
、
禅
的
な
「
自

由
」
な
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
精
神
的
な
自
由
が
実
生
活
に
お
い
て
発

動
さ
れ
る
に
は
、
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
日
本
を
含

む
東
ア
ジ
ア
で
は
、
長
い
間
、
封
建
的
な
家
父
長
制

が
支
配
し
て
き
た
。
妻
や
長
男
以
外
の
子
供
た
ち
は

家
父
長
支
配
の
下
で
忍
従
し
て
き
た
。
近
代
の
市
場

経
済
の
発
展
は
、
そ
の
よ
う
な
古
い
家
族
制
度
や
専

制
政
治
を
変
え
る
か
に
見
え
た
が
、
自
由
や
民
主
主

義
は
、
人
々
の
不
断
の
努
力
な
し
に
は
、
容
易
に
持

続
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
た
と
え
よ
り

多
く
の
貨
幣
や
富
を
備
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め

に
争
い
を
起
こ
し
た
り
、
か
え
っ
て
貪
欲
に
な
っ
た

り
し
て
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
貧
困
や

失
業
の
不
安
も
あ
る
。 

そ
れ
で
は
一
体
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
元
国
連

難
民
高
等
弁
務
官
の
緒
方
貞
子
さ
ん
は
、
前
途
あ
る

学
生
の
質
問
に
対
し
て
、
「
勉
強
し
な
さ
い
」
と 

一
喝
し
た
と
い
う
（
明
石
方
丈
様
の
ご
提
唱
に
よ

る
）
。
生
あ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
に
感
謝
し
、
ひ
た

す
ら
勉
強
や
仕
事
に
精
進
努
力
し
て
道
を
探
す
以
外

に
方
法
は
な
い
。 

 

明
石
方
丈
様
の
「法
話
」は
力
が
あ
る 

柏
市 

杉
浦 

上
太
郎 

  

明
石
方
丈
様
が
、
龍
泉
院
住
職
に
就
任
さ
れ
て
か

ら
早
や
三
年
。
三
仏
忌
（
涅
槃
会
・
降
誕
会
・
成
道

会
）
の
法
要
の
後
は
、
タ
ッ
プ
リ
と
「
法
話
」
を
し

て
く
だ
さ
い
ま
す
。
ま
た
、
年
に
二
回
発
行
し
て
い

る
参
禅
会
会
報
『
明
珠
』
で
す
が
、
八
一
号
よ
り
、

参
禅
会
主
宰
者
と
し
て
の
巻
頭
言
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
が
、
こ
の
内
容
は
、
僭
越
な
が
ら
正
に
立
派

な
「
法
話
」
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
八
一
号
の
「
慎

独
」
や
、
八
二
号
の
「
心
を
も
っ
て
学
び
、
身
を 

も
っ
て
学
す
」
が
然
り
。
明
石
方
丈
様
の
す
べ
て
の

お
諭
し
は
、
我
々
だ
け
で
は
〝
も
っ
た
い
な
い
〟
、

近
隣
の
多
く
の
子
ど
も
達
に
も
、
ぜ
ひ
聞
か
せ
て
あ

げ
た
い
も
の
と
、
ひ
そ
か
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
度
は
、
中
原
悦
雄
さ
ん
の
訃
報
に
接
し
、
全

身
の
力
が
ヌ
ケ
る
よ
う
な
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。 

 

二
年
前
の
令
和
四
年
一
〇
月
、
「
参
禅
会
発
足 

五
〇
周
年
記
念
行
事
《
在
家
得
度
式
》」
に
お
い
て
、 

中
原
さ
ん
は
一
念
発
起
の
上
、
得
度
を
受
け
ら
れ
ま

し
た
。
椎
名
老
師
か
ら
授
与
さ
れ
た
安
名
は
「
大
機 

禪
悦
居
士
」
。
そ
し
て
中
原
さ
ん
は
、
同
年
一
一
月 

に
開
催
し
た
「
洞
山
禅
師
千
百
五
〇
回
遠
忌
法
要
」

で
は
、
大
聴
衆
来
山
に
備
え
た
「
駐
車
場
係
り
責
任

者
」
の
重
責
を
見
事
に
果
た
さ
れ
、
多
く
の
参
禅
会

会
友
か
ら
称
賛
の
声
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

永
遠
に
〝
大
機
禪
悦
〟
の
法
悦
あ
ら
ん
こ
と
を
！ 

   
 

 
 

  

お 

く 

や 

み 
 
 

故 

中 

原 

悦 

雄 

様 
 

去
る
七
月
二
六
日
、
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 
 

心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
葬
儀
等
は
ご
家
族
に
て
済
ま
せ 

ら
れ
た
と
の
由
で
す
。 

と 
 

わ 



③ 
 

ば
か
り
。
も
っ
と
も
洞
山
さ
ま
は
、
ち
ょ
っ
と
別
の

系
図
に
入
り
ま
す
。 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

〔
示
衆
〕
の
文
意
は
次
の
通
り
で
す
。 

雲
門
（
こ
こ
で
は
前
歴
の
韶
陽
と
も
）
は
睦
州 

の
下
で
長
く
参
学
し
た
の
に
雪
峰
の
法
嗣
と
な

り
、
投
子
（
義
青
）
は
浮
山
法
遠
に
師
事
し
た
の

に
大
陽
警
玄
に
嗣
い
だ
。
そ
の
結
果
は
玉
花
開
き

金
果
完
実
し
た
の
は
ど
ん
な
培
養
か
な
？ 

こ
ん
な
意
味
で
す
。
さ
あ
、
〔
本
則
〕
が
大
変
。 

子
昭
が
法
眼
に
嗣
承
を
聞
い
た
ら
地
蔵
だ
と
答

え
た
の
で
、
長
慶
に
背
反
い
た
の
で
は
と
詰
問
し

た
こ
と
か
ら
長
い
応
酬
が
続
き
、
結
局
、
皆
が

「
万
象
の
中
独
露
身
」
で
大
円
団
と
な
り
ま
す
。

万
松
が
こ
の
間
に
む
つ
か
し
い
著
語
（
コ
メ
ン

ト
）
を
ふ
ん
だ
ん
に
付
け
て
い
ま
す
が
、
要
す
る

に
、
こ
れ
は
大
き
な
大
き
な
仏
縁
だ
っ
た
の
で
す

ね
。 

如
是
経
を
転
ず
る
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
万
象 

の
中
で
真
実
に
努
力
精
進
す
る
あ
り
様
で
あ
り
、
決

し
て
難
し
い
経
典
を
解
読
精
進
す
る
こ
と
な
ど
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
道
元
禅
師
は
さ
ま
ざ
ま
な
難
し
い
経

典
も
学
ば
れ
、
学
者
と
し
て
も
超
一
流
で
あ
り
、
前

人
未
到
の
『
正
法
眼
蔵
』
を
百
巻
近
く
遺
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
反
面
で
「
夜
も
す
が
ら
終
日
に
な
お
法

の
道
、
み
な
こ
の
経
の
声
と
こ
こ
ろ
と
、
（
『
傘
松

道
詠
』
）
と
詠
っ
て
お
ら
れ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

私
の
卑
近
な
事
例
で
恐
縮
で
す
が
、
難
解
な
経
典

な
ぞ
ど
こ
吹
く
風
な
が
ら
、
普
段
の
生
活
そ
の
も
の

で
独
露
身
的
な
如
是
経
を
転
じ
て
い
た
自
分
の
本
師

が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
個
人
的
な
事
を
お
許
し
下
さ
い
。 

 

私
は
高
校
の
時
に
両
親
を
失
い
ま
し
た
が
、
近
親

者
は
皆
将
来
を
見
越
し
て
、
大
藍
名
利
の
住
職
か
ら

の
出
家
得
度
を
勧
め
ま
し
た
が
、
気
が
乗
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
む
し
ろ
心
動
い
た
の
は
、
来
客
に
は
自
分

で
コ
ン
ロ
の
火
を
焚
い
て
湯
を
沸
か
し
茶
を
入
れ
、

夕
方
に
は
自
作
の
薪
で
焚
い
た
ド
ラ
ム
鑵
の
風
呂
に

入
る
極
貧
の
生
き
ざ
ま
で
、
し
か
も
四
五
歳
も
年
長

の
老
耄
僧
で
あ
り
乍
ら
、
暁
天
坐
、
朝
課
は
欠
か
さ

ず
、
法
事
に
は
多
種
の
経
文
を
大
声
で
読
み
、
私
が

到
底
真
似
の
出
来
な
い
方
で
あ
り
、
結
局
こ
の
老
僧

に
得
度
し
、
大
法
の
嗣
法
を
受
け
た
の
で
す
。 

結
婚
も
似
て
い
ま
し
た
。
大
藍
名
刹
か
ら
数
多
あ
っ

た
縁
談
は
み
な
断
り
、
あ
の
娘
が
高
校
に
入
っ
た
と

近
所
か
ら
後
ろ
指
を
指
さ
れ
、
バ
イ
ト
で
や
っ
と
卒

業
し
た
け
れ
ど
、
働
き
者
で
真
面
目
な
貧
女
と
縁
を

結
ん
だ
の
で
す
。
極
め
付
き
は
学
位
論
文
で
す
。
中 

年
に
大
東
出
版
社
か
ら
出
し
た
七
百
頁
以
上
の
学
術 

書
を
、
指
導
教
授
且
つ
大
学
総
長
で
あ
っ
た
鏡
島 

 

元
隆
先
生
か
ら
博
士
論
文
と
し
て
申
請
せ
よ
と
い
う 

慫
慂
だ
っ
た
が
、
あ
え
て
そ
の
意
図
で
著
し
た
の
で

は
な
い
と
お
断
り
し
た
の
で
す
。
尤
も
こ
れ
は
後
に

な
り
、
自
分
だ
け
の
意
志
で
良
か
っ
た
の
か
、
と
や

や
反
省
は
し
ま
し
た
が
。 

 

と
ま
れ
、
こ
ん
な
常
識
は
ず
れ
の
言
動
は
、
決
し 

て
禅
の
達
人
達
の
生
き
ざ
ま
と
は
異
な
る
。
だ
が
、 

懶
惰
で
も
恪
勤
で
も
な
い
一
禅
者
の
生
き
ざ
ま
で
あ 

る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
す
。
何
と
い
う
大
損 

な
生
き
ざ
ま
だ
と
、
人
に
呵
々
大
笑
さ
れ
る
こ
と
必 

定
で
し
ょ
う
。 

で
も
私
は
、
六
三
年
間
も
貧
寺
の
住
職
を
し
て
き

た
か
ら
こ
そ
、
若
干
の
ヒ
マ
が
あ
り
、
大
小
二
〇
棟

も
の
建
物
を
造
り
、
五
〇
年
間
も
参
禅
会
を
続
け
ら

れ
、
無
数
の
有
能
な
方
々
と
の
交
流
が
結
ば
れ
、
ユ

ニ
ー
ク
な
諸
行
事
を
行
な
え
、
そ
の
合
間
に
は
三
六

年
間
に
数
百
の
宗
門
寺
院
や
博
物
館
等
の
調
査
、
そ

れ
に
高
校
以
来
の
三
千
ｍ
以
上
の
高
山
登
攀
三
〇
回

以
上
と
、
し
た
い
事
や
り
た
い
放
題
を
し
て
き
た
生

涯
で
し
た
。
思
え
ば
大
果
報
者
、
大
満
足
者
の
歩
み

で
あ
り
、
寺
の
生
活
は
何
と
い
う
有
難
い
生
活
の
場

か
と
感
謝
で
す
。
挿
絵
の
様
に
、
諸
山
中
の
英
峰
富

士
の
如
き
独
露
身
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

ひ
ね 

も
す 
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⑭ 
 

   

生
死
の
ふ
る
さ
と 我

孫
子
市 

清
水 

秀
男 

 

「
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
だ
け
が
ふ
る
さ
と
で
は 

な
く
、
死
ん
で
い
く
と
こ
ろ
も
ふ
る
さ
と
。
宇
宙
を 

ふ
る
さ
と
に
す
れ
ば
、
一
緒
の
と
こ
ろ
に
な
り
ま

す
」 こ

の
詩
は
、
童
謡
「
ぞ
う
さ
ん
」
の
作
詞
で
有
名

な
詩
人
、
ま
ど
・
み
ち
お
（
一
九
〇
九
～
二
〇
一
四
）

さ
ん
の
詩
で
す
。
ま
ど
さ
ん
は
、
独
自
の
感
性
で
自

然
の
中
の
様
々
な
も
の
を
見
つ
め
、
存
在
す
る
も
の

す
べ
て
に
価
値
と
意
味
が
あ
り
、
お
互
い
関
係
し
あ

う
仲
間
で
あ
り
、ど
ん
な
小
さ
な
も
の
で
も 

見
つ
め

て
い
る
と 

宇
宙
に
つ
な
が
っ
て
お
り
生
か
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、「
存
在
す
る
こ
と
」
の
不
思
議
さ
・

素
晴
ら
し
さ
・
尊
さ
の
深
い
意
味
を
、
平
易
な
言
葉

で
一
〇
四
歳
ま
で
綴
り
続
け
た
人
で
す
。 

ま
ど
さ
ん
の
死
生
観 

と
も
い
う
べ
き
前
記
の 

詩
を
、
私
な
り
の
解
釈 

も
含
め
て
味
わ
っ
て
み 

た
い
と
思
い
ま
す
。
自 

分
は
父
と
母
の
不
思
議 

な
出
会
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
に
生
を
授
か
っ
た
。
生

物
の
誕
生
が
三
八
億
年
前
と
す
る
と
、
そ
れ
以
来
欠

け
る
こ
と
な
く
連
綿
と
続
い
た
貴
重
な
有
難
い
命
の

連
続
体
の
一
コ
マ
と
し
て
現
在
の
自
分
の
生
が
あ
る
。

そ
し
て
、
生
あ
る
も
の
が
死
を
迎
え
る
の
は
避
け
ら

れ
な
い
必
然
で
あ
る
。
ま
ど
さ
ん
は
、
そ
の
営
み
に

人
間
を
超
え
た「
宇
宙
の
意
思
」を
感
じ
る
と
言
う
。 

人
間
は
大
い
な
る
命
の
根
源
で
あ
る
宇
宙
の
意
思

と
も
言
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、生
か
さ
れ
、

死
を
迎
え
、
命
の
連
続
体
の
一
つ
と
し
て
宇
宙
に
還

っ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
は
宇
宙
を
す
べ
て
の
存
在

を
包
含
す
る
〝
ふ
る
さ
と
〟
と
す
れ
ば
、
生
ま
れ
た

と
こ
ろ
も
〝
ふ
る
さ
と
〟
だ
し
、
死
ん
で
い
く
と
こ

ろ
も
〝
ふ
る
さ
と
〟
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

生
命
誌
研
究
で
著
名
な
中
村
桂
子
氏
は
、
ま
ど
さ

ん
の
詩
は
生
命
誌
の
考
え
方
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

生
と
死
は
対
語
で
は
な
い
と
考
え
る
と
、
死
も
そ
う

恐
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。 

ま
ど
さ
ん
の
詩
に
共
鳴
し
な
が
ら
、
更
に
私
の
思

い
を
付
け
加
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

宇
宙
を
大
自
然
と
言
い
換
え
る
と
、
人
間
は
大
自

然
〝
ふ
る
さ
と
〟
で
生
ま
れ
、
死
ん
で
大
自
然
の 

〝
ふ
る
さ
と
〟
に
還
っ
て
い
く
。 

肉
体
は
分
解
さ
れ
、
分
解
さ
れ
た
も
の
は
悠
久
な

る
大
自
然
の
不
断
の
循
環
活
動
の
輪
の
中
に
入
り
、

命
は
形
を
変
え
て
新
し
い
生
を
得
て
い
く
。
そ
の
意

味
で
は
死
は
終
着
点
で
は
な
く
、
新
し
い
生
の
出
発

点
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
自
分
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
命
の
連
続
体
と
し
て

子
孫
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
る
と
共
に
、
現
世
に
残
し

た
精
神
的
〝
い
の
ち
〟
は
、
直
接
・
間
接
に
影
響
を

与
え
た
人
々
の
心
の
中
に
宿
り
、
後
世
に
語
り
継
が

れ
て
い
く
。
ま
た
小
説
、
随
筆
、
詩
歌
等
書
き
記
し

た
も
の
、
絵
画
、
彫
刻
、
音
楽
、
写
真
等
製
作
さ
れ

た
も
の
を
通
じ
て
、
時
空
を
超
え
て
後
の
世
の
人
々

の
心
の
中
に
自
分
と
い
う
存
在
が
形
を
変
え
て
永
遠

に
生
き
続
け
る
。
そ
の
意
味
で
精
神
的
〝
い
の
ち
〟

は
不
滅
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 私

は
一
昨
年
、
八
時
間
余
に
及
ぶ
食
道
が
ん
の
手

術
を
受
け
、
そ
の
後
も
四
回
の
腸
閉
塞
で
入
退
院
を

繰
り
返
し
、
死
を
覚
悟
し
た
時
も
あ
り
ま
し
た
。
今

の
と
こ
ろ
二
年
目
の
検
診
を
受
け
、
幸
い
が
ん
の
再

発
・
転
移
は
な
く
、
腸
閉
塞
も
小
康
を
保
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
早
晩
訪
れ
る
不
可
避
の
「
死
」
の
問
題

を
、
ま
ど
さ
ん
の
詩
を
私
な
り
に
味
わ
い
な
が
ら
、

思
い
を
巡
ら
し
て
み
ま
し
た
。 

そ
し
て
、残
さ
れ
た
宇
宙
に
還
る
ま
で
の
命
を「
一

日
一
生
」
と
心
得
、
毎
日
を
精
一
杯
生
き
切
っ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

想

う

こ

と

 

ありし日のまどさん 



④ 
 

第
九
七
則 

光
帝
幞
頭    

〔
示 

衆
〕 

 

 

衆
に
示
し
て
云
く
、「
達
磨
、
梁
の
武
に
朝
る
。

本
の
心
を
伝
え
ん
が
為
な
り
。
塩
官
、
大
中
を
識
る

眼
を
具
う
る
を
妨
げ
ず
。
〔
天
下
大
平
・
国
王
長
寿
〕

と
云
っ
て
、
天
威
を
犯
さ
ず
。
日
月
景
を
停
め
ず
、

四
時
和
適
う
。
人
王
と
法
王
と
の
相
見
に
は
、
合
に

何
事
を
か
談
ず
べ
き
や
？ 

 

〔
本 

則
〕 

 

挙
ぐ
、
同
光
帝
、
興
化
に
謂
っ
て
曰
く
、
「
寡
人

は
、
中
原
の
一
室
を
収
れ
得
た
り
。
〔
少
売
売
り

か
〕
。
只
、
是
れ
人
も
価
を
酬
べ
る
な
し
。
」
〔
国

を
仰
し
て
も
換
う
る
こ
と
莫
し
〕
。
化
云
く
、
「
階

下
の
宝
を
借
さ
ば
看
ん
。
」
〔
更
に
勢
い
に
接
す
〕
。

帝
、
両
手
を
以
て
幞
頭
脚
を
引
く
。
〔
幸
い
に
其
の

人
に
遇
う
〕。
化
云
く
、「
君
主
の
宝
は
、
誰
か
敢
え

て
価
を
酬
べ
え
ん
。
」
〔
一
併
に
交
わ
り
足
れ
り
。

別
に
少
欠
の
人
も
無
し
〕。 

  

今
回
は
第
九
七
則
の
「
光
帝
幞
頭
」
と
い
う
む
つ

か
し
い
名
称
の
一
則
で
す
が
、
中
身
は
比
較
的
や
さ

し
い
公
案
な
の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
。『
明
珠
』

に
『
従
容
録
』
を
載
せ
た
の
は
第
二
号
（
昭
和
六
〇

年
一
〇
月
五
日
刊
）
の
達
磨
忌
の
日
に
合
わ
せ
て
、

右
の
「
達
磨
廓
然
」
の
則
を
最
初
に
取
上
げ
た
の
で

す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
も
う
三
〇
年
も
経
過
し
て
い
る

の
で
す
ね
。
私
は
も
う
す
っ
か
り
老
耄
の
難
症
者
に

な
り
ま
し
た
が
、
右
の
第
二
号
を
繰
広
げ
て
み
ま
す

と
、
案
外
良
い
事
を
書
い
て
い
ま
す
よ
。
そ
れ
だ
け

若
か
っ
た
の
で
す
ね
。
今
回
は
む
ろ
ん
同
じ
事
を
書

き
は
し
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
、
ど
う
か
前
の
第
二
号

を
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。
要
は
達
磨
さ
ん
が
梁
の

武
帝
に
「
空
」
の
す
ば
ら
し
さ
を
教
え
て
い
る
く
だ

り
で
す
。 

 
    

             

か
？
」
と
聞
く
。
達
磨
「
不
識
」（
思
量
分
別
を
絶
し

た
こ
と
）
と
答
え
た
の
で
帝
は
分
か
ら
ず
、
遂
に
達

磨
は
長
江
を
渡
り
少
林
寺
に
行
き
面
壁
九
年
し
た
、

と
い
う
有
名
な
お
話
。
空
と
は
大
乗
仏
教
の
根
本
思

想
で
す
が
、
ご
く
分
か
り
易
く
い
え
ば
私
た
ち
が
心

に
何
の
ひ
っ
か
か
り
も
な
い
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
だ

け
の
予
備
知
識
が
あ
れ
ば
、
こ
の
一
則
は
い
と
も
平
易
。 

 

私
の
無
心
体
験
を
ひ
と
く
さ
り
。
私
は
大
学
一
年

の
夏
休
み
の
時
は
、
新
潟
県
柏
崎
市
か
ら
約
七
㎞
ほ 

ど
南
に
入
っ
た
山
中
の
宗
門
寺
院
で
坐
禅
修
行
を
し 

               

こ
う 

て
い 

ぼ
く 

と
う 

じ   
   

し
ゅ 

 

「
達
磨
廓
然
」
の

公
案
は
、
イ
ン
ド

か
ら
菩
提
達
磨
が

中
国
に
禅
を
伝
え

る
た
め
に
渡
来
し

て
、
梁
国
の
武
帝

と
問
答
を
交
わ
し

た
。
帝
が
仏
法
の

第
一
義
を
尋
ね
た

ら
、
達
磨
は
「
廓

然
無
聖
」
（
絶
対

空
）
と
答
え
る

と
、
帝
「
朕
に

対
す
る
者
は
誰 

 

 

い
わ 

 
 
 
 

  

ボ
ダ
イ 

ダ
ル
マ    

り
ょ
う 

 

ぶ
て
い 

 
 

ま
み
え 

ほ
ん
ら
い 

ぶ
っ
し
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

さ
い 

あ
ん 

  

せ
ん 

そ
う 

 
 

 

し 
 
 

 

ま
な
こ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
よ 

の 

へ
い
あ
ん
ぶ
じ 

て
い
の
そ
ん
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
う
こ
う
の
ひ
か
り 

 
 

と 

つ
ね 

に 

へ
い
わ
に
か
な 

 
 

   
 

ボ
ダ
イ
ダ
ル
マ    

せ
ん 

そ
う       

 
 

お
め  

み
え                 

ま
さ 

だ
ん 

と
り
あ 

 
 
 
 

せ
ん 

そ
う 

 

て
い 

 
 

そ
ん
し
ょ
う 

 
 

い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わ
た
く
し 

 

 
 
 
 
 

 

こ
の
く
に 

 
 
 
 

い
ち 

 

ぶ 
 

 
 

て
に
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

や
す 

も
の 

だ
れ 

 
 

か
ち      

し
ら 

な
げ
だ                                       

な 

か 
 
 
 

 
  

し
ら
べ か

ん
む
り
の
た
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ほ
ん
も
の 

 
 
 
 
 

 

お 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あ 

か
ち 

 
 

し
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

い
っ 

ぺ
ん 

 
  

ま
じ 

 
 

 
 
 

お
わ 

 
 
 
 
 
 

 
  

と
く 

 
 

ど
ん
な
か
け
め 

お
い 

ぼ
れ 

し 

ら 

ぬ 

⑬ 
 

 

報
恩
感
謝
の
「降
誕
会
」厳
修
す 

 
 

去
る
四
月
八
日
、
午
後
二
時
か
ら
、
龍
泉
院
本
堂 

に
お
い
て
、
明
石
導
師
様
、
参
禅
会
会
員
一
一
名
の 

参
加
に
て
、釈
尊
誕
生
奉
祝
の
法
要
を
行
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
堂
に
は 

花
御
堂
が
置 

か
れ
花
御
堂 

に
安
置
さ
れ 

た
釈
尊
の
誕 

生
像
に
、
甘 

茶
を
灌
頂
し 

ま
す
。 

法
要
で
は 

『
般
若
心 

経
』
を
読
誦 

し
て
報
恩
の
供
養
を
行
い
ま
し
た
。 

 

法
要
後
は
、
明
石
方
丈
様
か
ら
「
む
な
し
さ
と
向 

き
合
う
」
と
題
し
た
テ
ー
マ
の
法
要
を
賜
り
、
常
に 

時
を
大
切
に
思
い
、
修
行
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な 

と
お
諭
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
報
恩
の
坐 

禅
を
一
炷
結
ん
で
円
成
と
な
り
ま
し
た
。
（
杉
浦
） 

台
風
接
近
の
中
「施
食
会
」大
円
成
！ 

 

今
年
の
施
食
会
は
非
常
に
強
い
台
風
七
号
来
襲
の

た
め
、
本
堂
の
設
営
は
、
急
遽
前
日
の
午
後
三
時
か

ら
参
禅
会
員
五
名
の
協
力
を
得
て
行
い
ま
し
た
。 

今
年
は
台
風
の
影
響
を
考
慮
し
て
、
五
色
幕
張
り

は
止
め
る
こ
と
に
し
、
柱
の
水
引
柱
巻
と
横
断
幕
だ

け
を
付
け
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
ま
た
、
施
餓
鬼

棚
を
須
弥
壇
脇
の
納
戸
か
ら
出
し
て
、
所
定
の
位
置 

 
 
 
 
 
 
 

に
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ 

し
、
四
方
に
笹
竹
と 

四
天
王
幡
を
括
り
付 

け
、
施
餓
鬼
棚
の
後 

方
に
は
五
如
来
幡
を 

掛
け
ま
し
た
。
さ
ら 

に
来
場
者
用
の
椅
子 

を
四
〇
席
セ
ッ
テ
ィ 

ン
グ
し
ま
し
た
。
二
時
間
ほ
ど
で
前
日
の
準
備
作
業

は
終
了
し
ま
し
た
。 

八
月
一
六
日
の
当
日
は
、
朝
か
ら
小
雨
混
じ
り
の

空
模
様
と
な
り
、
前
日
ま
で
の
猛
暑
は
一
服
し
ま
し

た
。
午
後
一
時
か
ら
新
盆
の
方
々
が
次
々
と
お
見
え

に
な
り
、午
後
二
時
か
ら
明
石
方
丈
様
を
導
師
と
し
、

六
名
の
ご
随
喜
の
僧
侶
の
方
々
と
共
に
施
食
会
が
始

ま
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

『
大
悲
心
陀
羅
尼
』な
ど
の
お
経
が
読
ま
れ
た
後
、 

新
盆
を
迎
え
ら
れ
た
方
々
の
お
名
前
が
読
み
上
げ
ら 

れ
、『
修
証
義
』
が
唱
え
ら
れ
る
中
、
新
盆
関
係
者 

の
お
焼
香
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、『
大
悲
心
陀

羅
尼
』
な
ど
の
お
経
が
読
ま
れ
た
後
、
『
修
証
義
』

が
唱
え
ら
れ
、
今
度
は
龍
泉
院
の
役
員
や
参
禅
会
員

（
九
名
）
が
焼
香
し
ま
し
た
。 

午
後
三
時
に
施
食
会
は
終
わ
り
、
新
盆
の
方
に
は

卒
塔
婆
と
お
土
産
を
お
渡
し
、
新
盆
以
外
の
方
の
卒

塔
婆
は
、
台
風
の
た
め
本
堂
の
中
に
並
べ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。 

卒
塔
婆
を
受
け
取
り
に
来
ら
れ
た
方
々
は
、
自
分

の
卒
塔
婆
を
探
し
て
か
ら
、
墓
地
の
方
に
向
か
わ
れ

ま
し
た
。
我
々
も
施
餓
鬼
棚
や
幡
や
椅
子
な
ど
を
片

付
け
、
小
畑
節
朗
様
か
ら
の
添
菜
を
い
た
だ
い
て
、

午
後
四
時
に
龍
泉
院
を
後
に
し
ま
し
た
。（
五
十
嵐
） 

 
 
 
 
 
 
 

山

内

動

静

 

本堂に安置された花御堂 

 

 

飾り付けをする山桐さん 

 
明石方丈様に導かれる施食会 



⑤ 
 

ま
し
た
。
ま
だ
満
一
八
歳
。
名
ば
か
り
の
出
家
得
度

を
し
た
青
二
才
で
し
た
。
正
し
く
は
刈
羽
郡
上
条
村

久
米
、
寺
の
名
は
普
伝
院
。
堂
頭
様
の
名
は
栃
堀
真

雄
老
師
。
大
陸
か
ら
の
兵
役
帰
り
で
、
お
子
様
方
は

五
名
お
ら
れ
ま
し
た
。
奥
様
は
も
う
故
人
に
な
ら
れ

ま
し
た
が
、
今
の
永
平
寺
副
貫
首
羽
仁
素
道
老
師
の

実
姉
、
喜
美
代
様
で
あ
り
、
昔
は
こ
の
お
寺
で
苦
労

三
昧
を
さ
れ
た
の
で
す
。
当
時
、
栃
堀
老
師
は
東
京

高
輪
泉
岳
寺
の
執
事
、
前
は
私
の
父
正
雄
の
教
え
子

で
あ
り
、
泉
岳
寺
御
住
職
小
坂
準
爾
老
師
と
正
雄
は

昵
懇
の
間
柄
と
い
う
諸
縁
か
ら
こ
う
な
っ
た
の
で
す
。

と
ま
れ
、
庫
裡
の
二
階
に
〝
居
候
〟
と
な
っ
た
私
は

自
分
の
洗
濯
と
自
部
屋
の
掃
除
の
他
は
、
寺
の
内
外

の
掃
除
の
手
伝
い
と
お
子
様
を
時
々
遊
ば
せ
る
外
は

専
ら
勉
強
三
昧
で
し
た
。 

 

で
も
堂
頭
様
の
ご
指
導
よ
ろ
し
き
に
よ
り
、
約
一

か
月
で
宗
門
の
粗
方
の
読
経
や
葬
儀
な
ど
の
基
本
的

な
儀
礼
を
マ
ス
タ
ー
し
、
一
度
は
ご
家
族
と
一
緒
に

柏
崎
市
の
南
側
で
海
水
浴
場
と
し
て
名
高
い
鯨
波
に

連
れ
て
行
っ
て
い
た
だ
い
た
事
も
あ
り
ま
す
。
と
に

か
く
、
寺
は
お
店
も
コ
ン
ビ
ニ
も
皆
無
の
山
中
で
あ

り
乍
ら
、
毎
日
奥
様
は
工
夫
し
て
手
料
理
を
作
り
、

地
元
米
の
美
昧
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
な
い
楽
し
く
有

難
い
夏
休
み
で
し
た
。 

 

 

帰
り
は
鄭
重
な
お
礼
を
述
べ
て
柏
崎
ま
で
は
一
日

一
往
復
の
路
線
バ
ス
。
駅
で
大
き
な
ト
ラ
ン
ク
は
チ

ッ
キ
（
乗
車
の
乗
車
券
で
同
時
に
送
れ
る
荷
物
）
に

出
し
、
あ
と
は
上
越
線
の
夜
行
列
車
。
お
寺
か
ら
は

お
土
産
に
と
リ
ン
ゴ
と
称
す
る
重
い
二
篭
を
頂
戴
し

ま
し
た
。
乗
車
し
て
間
も
な
く
警
察
官
が
乗
込
ん
で

来
た
。
各
自
の
荷
物
調
べ
で
す
。
そ
の
頃
は
米
を
都

会
に
運
び
高
く
売
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
い
わ
ゆ

る
ヤ
ミ
米
の
一
斉
取
締
り
で
し
た
。
私
は
二
つ
の 

〝
リ
ン
ゴ
篭
〟
を
通
路
と
の
間
に
置
き
悠
々
と
眠
り

こ
け
て
上
野
着
。柏
ま
で
は
又
列
車
、バ
ス
で
帰
寺
。 

 

イ
の
一
番
に
重
い
リ
ン
ゴ
篭
を
明
け
た
と
こ
ろ
、

ア
ッ
と
腰
を
抜
か
す
程
驚
き
ま
し
た
。
中
に
は
あ
の 

美
味
極
ま
り
な
い
越
後
米
が
ド
ッ
サ
リ
だ
っ
た
か
ら

で
す
。
道
理
で
重
か
っ
た
。
で
も
あ
の
重
さ
は
お
寺

の
ご
夫
妻
に
よ
る
鄭
重
極
ま
り
な
い
重
宝
だ
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
以
後
、
私
は
無
心
や
こ
だ
わ
り
を
考
え

る
時
、
常
に
あ
の
「
リ
ン
ゴ
篭
の
重
宝
」
を
追
慕
し

な
い
こ
と
は
な
い
。
知
ら
ぬ
が
仏
と
い
う
が
、
正
に

無
心
の
時
は
仏
さ
ん
な
の
で
す
ね
。
別
の
言
葉
で
い

え
ば
こ
れ
が
「
空
」。
達
磨
は
こ
れ
を
武
帝
に
教
え
た

が
、
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
仏
教
が
盛
ん
だ
っ

た
北
方
に
行
っ
て
坐
禅
三
昧
。
時
は
六
世
紀
初
頃
。 

 

時
は
移
り
二
百
年
も
後
の
唐
末
破
仏
の
時
勢
、
洞

山
さ
ん
も
隠
遁
し
ま
し
た
が
、
宣
宗
皇
帝
は
難
を
逃

れ
て
自
ら
出
家
し
て
禅
を
学
ぶ
。
興
化
は
臨
済
義
玄 

の
法
嗣
、
興
化
存
奨
で
す
。
幞
頭
脚
と
は
甲
頭
巾
と

い
う
冠
の
一
種
に
付
い
て
い
る
四
つ
の
垂
れ
飾
り
。

こ
れ
で
難
語
は
分
か
り
ま
す
ね
。
あ
と
は
破
仏
が
治

ま
っ
て
宣
宗
が
復
位
し
た
時
、
昔
の
達
磨
と
梁
武
の

や
り
取
り
を
意
識
し
て
で
あ
ろ
う
。
宣
宗
と
興
化
が

似
た
よ
う
な
問
答
を
し
た
。
そ
の
時
の
ル
ー
ツ
本
則

と
い
う
わ
け
で
す
。
今
則
で
は
長
大
に
な
る
の
で 

〔
示
衆
〕
と
〔
本
則
〕
だ
け
で
、
宏
智
の
〔
頌
〕
以

下
を
省
略
し
ま
し
た
が
、
全
て
の
部
分
で
宏
智
も
万

松
も
両
者
の
応
酬
を
讃
嘆
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
の

小
さ
な
無
心
な
ど
と
は
ス
ケ
ー
ル
が
段
違
い
で
す
が
、 

後
に
栃
堀
老
師
は
神
奈
川
県
平
塚
市
の
荒
れ
寺
で
あ 

っ
た
浄
心
寺
を
立
派
に
復
興
し
、
声
明
と
い
う
特
殊 

讃
仏
の
大
家
と
し
て
名
を 

な
し
、
大
雄
山
最
乗
寺
の 

維
那
役
を
務
め
、
二
〇
二 

〇
年
に
一
〇
三
歳
の
天
寿 

を
全
う
さ
れ
ま
し
た
。
市 

長
さ
ん
や
各
界
か
ら
祝
寿 

 

を
受
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

龍
泉
院
大
悲
殿
内
の
中    

程
に
掛
け
ら
れ
て
い
る 

「
圓
通
智
力
」の
文
字
は
、 

九
〇
歳
ご
ろ
の
ご
揮
毫
で 

 

あ
り
ま
す
。 
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六
月
二
日
の
日
曜
日
、
龍
泉
院
に
て
一
日
接
心

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
朝
か
ら
、
今
に
も
雨

が
降
り
そ
う
な
不
安
定
な
天
気
で
し
た
。 

参
加
者
は
明
石
方
丈
様
、
参
禅
会
会
員
一
二
名

の
計
一
三
名
で
し
た
。 

八
時
に
参
加
者
全
員
が
集
合
し
、
説
明
が
始
ま

り
ま
す
。
今
年
も
、
坐
禅
は
全
部
で
四
炷
、
そ
の

四
炷
目
の
前
に
は
行
茶
を
行
い
ま
す
。 

 

接
心
の
合
間
の
講
義
は
、
明
石
方
丈
様
が
自
ら

の
半
生
を
語
っ
て
い
た
だ
け
る
と
の
こ
と
で
す
。 

ま
た
、
例
年
二
回
に
分
け
て
い
た
普
勧
坐
禅
儀

は
四
炷
目
で
全
て
読
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

八
時
二
〇
分
、
明
石
方
丈
様
の
「
こ
れ
よ
り
一

日
接
心
を
開
始
す
る
」
と
の
宣
言
で
一
炷
目
が
開

始
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
経
行
、
二
炷
目
と

粛
々
と
進
み
ま
す
。 

二
炷
の
坐
禅
終
了
後
は
明
石
方
丈
様
の
講
義
と 

な
り
ま
す
。
前
半
は
明
石
方
丈
様
の
生
い
立
ち
か 

ら
自
衛
隊
入
隊
ま
で
の
話
が
中
心
で
し
た
。 

 

阪
神
大
震
災
に
お
け
る
自
衛
隊
の
活
動
に
感
銘 

     

を
受
け
て
入
隊
を
志
し
た
こ
と
、
入
隊
時
の
サ
ポ

ー
ト
体
制
の
厚
さ
に
驚
い
た
こ
と
、
入
隊
後
に
担

当
し
た
業
務
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
活
動
等

に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

前
半
の
講
義
終
了
後
、
本
堂
前
で
集
合
写
真
の

撮
影
を
経
て
、
中
食
と
な
り
ま
す
。 

一
二
時
四
〇
分
か
ら
第
三
炷
。
そ
の
後
は
再
び

明
石
方
丈
様
に
よ
る
後
半
の
講
義
と
な
り
ま
す
。 

自
衛
隊
を
除
隊
後
、
僧
侶
を
志
し
、
智
源
寺
へ
入

門
し
た
後
の
修
行
時
代
を
中
心
に
講
義
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

講
義
終
了
後
は
坐
禅
堂
へ
移
動
し
行
茶
、
そ
し

て
第
四
炷
。
行
茶
の
お
菓
子
は
、
小
畑
節
朗
氏
か

ら
の
添
菜
で
あ
り
、
感
謝
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

第
四
炷
中
に
は
普
勧
坐
禅
儀
を
全
員
で
、
全
編

を
と
お
し
て
読
誦
い
た
し
ま
し
た
。 

第
四
炷
を
終
了
し
、
大
悲
殿
に
て
茶
話
会
で
す
。 

参
加
さ
れ
た
皆
様
の
感
想
と
し
て
は
、
明
石
方
丈

様
の
講
義
に
感
銘
を
受
け
た
と
い
う
声
が
一
番
多

く
聞
か
れ
ま
し
た
。 

             

ま
た
、
二
炷
目
の
坐
禅
が
四
〇
分
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
長
く
感
じ
た
と
の
感
想
も
あ
り
ま
し
た
。 

小
畑
節
朗
氏
に
よ
る
と
、
か
つ
て
の
一
夜
接
心

時
代
、
早
朝
の
二
炷
目
に
行
茶
を
行
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
坐
禅
時
間
を
長
め
に
設
定
し
て
い
た
名

残
と
の
こ
と
で
す
。 

一
日
接
心
の
間
は
持
ち
こ
た
え
て
い
た
天
気
で

し
た
が
、
終
了
後
の
帰
宅
時
に
は
土
砂
降
り
と
な

り
ま
し
た
。 

参
加
さ
れ
た
皆
様
の
気
持
ち
が
、
天
気
を
持
ち

こ
た
え
さ
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

（
記
録
：
吉
澤
誠
） 
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明
石
方
丈
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講
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に
大
感
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＝
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私
は
現
在
、
流
山
市
東
深
井
に
あ
る
某
老
人

ホ
ー
ム
で
起
居
し
て
お
り
ま
す
。
大
き
な
施
設

で
健
康
管
理
は
親
切
で
す
か
ら
、
大
勢
の
ス
タ

ッ
フ
の
方
々
の
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昔

よ
り
身
心
共
に
衰
え
ま
し
た
し
、
気
ま
ま
に
生

き
ら
れ
た
龍
泉
院
と
は
全
く
違
う
環
境
の
中
で

身
体
が
自
由
に
動
か
せ
な
い
と
い
う
不
如
意
は 

あ
り
ま
す
が
、
逆
に
文
筆
的
な
自
由
が
格
段
に

多
い
の
は
有
難
い
事
で
す
。 

例
え
ば
、
出
来
ず
に
い
た
住
所
録
（
も
う
死

亡
者
録
？
）
の
整
理
や
、
大
学
院
以
後
、
多
く

の
識
者
か
ら
直
接
受
け
た
講
義
録
（
勝
手
に

『
龍
鳳
聴
聞
録
』
と
名
付
け
た
ノ
ー
ト
一
冊
）

の
読
み
返
し
（
今
は
一
九
五
七
年
～
一
九
八
六

年
の
三
〇
年
間
の
も
の
）
を
懐
か
し
く
拝
し
て

い
ま
す
。
そ
の
一
九
四
四
年
一
〇
月
二
日
、
第

一
七
回
全
日
仏
が
成
田
山
新
勝
寺
の
信
徒
会
館 

 
 

で
行
わ
れ
た
梅
原
猛
氏
の
講
演
で
は
、「
近
代 

 

 

文
明
が
憎
し
み
と
闘
争
が
根
本
に
あ
る
以
上
は 

平
安
に
は
な
れ
な
い
。
和
平
を
基
盤
と
し
念
仏 

や
坐
禅
を
も
つ
仏
教
こ
そ
、
現
代
の
行
き
詰
り 

を
打
開
で
き
る
」
と
強
調
し
て
い
ま
し
た
。
ま
っ 

た
く
現
代
の
世
相
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
ね
。 

 fusyou 

昨
年
暮
れ
に
は
京
都
の
書
肆
か
ら
、
私

の
専 

門
研
究
の
全
集
と
も
い
う
べ
き
Ａ
５
版
三
巻 

四
千
頁
の
巨
冊
の
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。 

別
に
『
沼
南
の
宗
教
文
化
誌
』
第
三
巻
も
二
月
は
出

し
、
こ
れ
は
皆
様
方
に
差
し
上
げ
る
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 ○
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私
は
今
、
流
山
市
東
深
井
に
あ
る
老
人
ホ
ー 

ム
で
起
居
し
て
い
ま
す
。
満
九
〇
歳
で
の
車
イ

ス
生
活
が
、
い
か
に
辛
く
い
か
に
惨
め
か
は
、

経
験
し
な
け
れ
ば
絶
対
に
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

昨
年
正
月
二
七
日
、
明
日
は
初
不
動
だ
と 

い
う
日
、
二
階
部
分
の
庇
に
あ
ま
り
に
も
樫
の

葉
が
積
っ
て
見
苦
し
い
の
で
、
梯
子
を
掛
け
て 

登
っ
て
掃
除
し
、
降
り
る
時
に
梯
子
が
滑
り
落

ち
、
地
上
五
ｍ
の
高
さ
か
ら
左
半
身
を
タ
タ
キ

に
強
打
し
て
人
事
不
省
。
我
孫
子
の
病
院
で
手

術
し
ま
し
た
が
、
左
半
身
は
不
自
由
な
身
と
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
全
国
の
知
人
か
ら
沢
山

の
お
見
舞
い
を
頂
き
感
謝
感
激
で
す
。 

 

た
だ
頭
は
無
事
で
し
た
か
ら
、
『
沼
南
の
宗

教
文
化
誌
』
の
続
編
な
ど
二
冊
を
刊
行
し
、
下

部
に
載
っ
て
い
る
専
門
書
三
巻
も
来
年
中
に
は  

完
結
の
予
定
で
す
。
完
結
す
れ
ば
、
き
っ
と 

文
化
勲
章
で
し
ょ
う
？ 

来
年
の
秋
が
楽
し

み
で
す
ね
？ 

 

又
別
に
、
諸
方
か
ら
頼
ま
れ
た
論
文
や
、

参
禅
会
で
約
三
〇
年
間
掲
載
し
て
き
た
『
従

容
録
』
百
則
と
い
う
シ
ロ
モ
ノ
を
、
分
か
り

や
す
い
形
で
し
か
も
学
修
で
き
る
よ
う
に
し

て
刊
行
し
た
い
と
努
力
し
て
い
ま
す
。
ま
だ 

出
版
社
は
未
定
で 

す
が
、
こ
れ
も
仏 

教
の
出
版
の
質
量 

と
も
豊
富
な
京
都 

に
な
る
と
思
い
ま 

す
。
無
仏
法
県
と 

い
わ
れ
て
来
た
千 

葉
や
、
採
算
第
一 

で
凌
ぎ
を
削
っ
て 

い
る
東
京
と
違
い
、 

伝
統
と
歴
史
を
重 

ん
じ
る
文
化
庁
を 

据
え
た
京
都
は
、 

や
は
り
我
々
日
本 

人
の
誇
る
べ
き
古 

都
で
あ
り
文
庫
で 

あ
り
ま
す
。 

 
 

椎
名
老
師
ご
夫
妻
が
住
ま
わ 

れ
る
施
設
の
美
し
い
庭
園  

ふ
み    

く
ら 

ひ
さ
し 

ふ
か   

い 
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強
打
し
て
人
事
不
省
。
我
孫
子
の
病
院
で
手

術
し
ま
し
た
が
、
左
半
身
は
不
自
由
な
身
と
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
全
国
の
知
人
か
ら
沢
山

の
お
見
舞
い
を
頂
き
感
謝
感
激
で
す
。 

 

た
だ
頭
は
無
事
で
し
た
か
ら
、
『
沼
南
の
宗

教
文
化
誌
』
の
続
編
な
ど
二
冊
を
刊
行
し
、
下

部
に
載
っ
て
い
る
専
門
書
三
巻
も
来
年
中
に
は  

完
結
の
予
定
で
す
。
完
結
す
れ
ば
、
き
っ
と 

文
化
勲
章
で
し
ょ
う
？ 

来
年
の
秋
が
楽
し

み
で
す
ね
？ 

 

又
別
に
、
諸
方
か
ら
頼
ま
れ
た
論
文
や
、

参
禅
会
で
約
三
〇
年
間
掲
載
し
て
き
た
『
従

容
録
』
百
則
と
い
う
シ
ロ
モ
ノ
を
、
分
か
り

や
す
い
形
で
し
か
も
学
修
で
き
る
よ
う
に
し

て
刊
行
し
た
い
と
努
力
し
て
い
ま
す
。
ま
だ 

出
版
社
は
未
定
で 

す
が
、
こ
れ
も
仏 

教
の
出
版
の
質
量 

と
も
豊
富
な
京
都 

に
な
る
と
思
い
ま 

す
。
無
仏
法
県
と 

い
わ
れ
て
来
た
千 

葉
や
、
採
算
第
一 

で
凌
ぎ
を
削
っ
て 

い
る
東
京
と
違
い
、 

伝
統
と
歴
史
を
重 

ん
じ
る
文
化
庁
を 

据
え
た
京
都
は
、 

や
は
り
我
々
日
本 

人
の
誇
る
べ
き
古 

都
で
あ
り
文
庫
で 

あ
り
ま
す
。 

 
 

椎
名
老
師
ご
夫
妻
が
住
ま
わ 

れ
る
施
設
の
美
し
い
庭
園  

ふ
み    

く
ら 

ひ
さ
し 

ふ
か   
い 





⑤ 
 

ま
し
た
。
ま
だ
満
一
八
歳
。
名
ば
か
り
の
出
家
得
度

を
し
た
青
二
才
で
し
た
。
正
し
く
は
刈
羽
郡
上
条
村

久
米
、
寺
の
名
は
普
伝
院
。
堂
頭
様
の
名
は
栃
堀
真

雄
老
師
。
大
陸
か
ら
の
兵
役
帰
り
で
、
お
子
様
方
は

五
名
お
ら
れ
ま
し
た
。
奥
様
は
も
う
故
人
に
な
ら
れ

ま
し
た
が
、
今
の
永
平
寺
副
貫
首
羽
仁
素
道
老
師
の

実
姉
、
喜
美
代
様
で
あ
り
、
昔
は
こ
の
お
寺
で
苦
労

三
昧
を
さ
れ
た
の
で
す
。
当
時
、
栃
堀
老
師
は
東
京

高
輪
泉
岳
寺
の
執
事
、
前
は
私
の
父
正
雄
の
教
え
子

で
あ
り
、
泉
岳
寺
御
住
職
小
坂
準
爾
老
師
と
正
雄
は

昵
懇
の
間
柄
と
い
う
諸
縁
か
ら
こ
う
な
っ
た
の
で
す
。

と
ま
れ
、
庫
裡
の
二
階
に
〝
居
候
〟
と
な
っ
た
私
は

自
分
の
洗
濯
と
自
部
屋
の
掃
除
の
他
は
、
寺
の
内
外

の
掃
除
の
手
伝
い
と
お
子
様
を
時
々
遊
ば
せ
る
外
は

専
ら
勉
強
三
昧
で
し
た
。 

 

で
も
堂
頭
様
の
ご
指
導
よ
ろ
し
き
に
よ
り
、
約
一

か
月
で
宗
門
の
粗
方
の
読
経
や
葬
儀
な
ど
の
基
本
的

な
儀
礼
を
マ
ス
タ
ー
し
、
一
度
は
ご
家
族
と
一
緒
に

柏
崎
市
の
南
側
で
海
水
浴
場
と
し
て
名
高
い
鯨
波
に

連
れ
て
行
っ
て
い
た
だ
い
た
事
も
あ
り
ま
す
。
と
に

か
く
、
寺
は
お
店
も
コ
ン
ビ
ニ
も
皆
無
の
山
中
で
あ

り
乍
ら
、
毎
日
奥
様
は
工
夫
し
て
手
料
理
を
作
り
、

地
元
米
の
美
昧
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
な
い
楽
し
く
有

難
い
夏
休
み
で
し
た
。 

 

 

帰
り
は
鄭
重
な
お
礼
を
述
べ
て
柏
崎
ま
で
は
一
日

一
往
復
の
路
線
バ
ス
。
駅
で
大
き
な
ト
ラ
ン
ク
は
チ

ッ
キ
（
乗
車
の
乗
車
券
で
同
時
に
送
れ
る
荷
物
）
に

出
し
、
あ
と
は
上
越
線
の
夜
行
列
車
。
お
寺
か
ら
は

お
土
産
に
と
リ
ン
ゴ
と
称
す
る
重
い
二
篭
を
頂
戴
し

ま
し
た
。
乗
車
し
て
間
も
な
く
警
察
官
が
乗
込
ん
で

来
た
。
各
自
の
荷
物
調
べ
で
す
。
そ
の
頃
は
米
を
都

会
に
運
び
高
く
売
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
い
わ
ゆ

る
ヤ
ミ
米
の
一
斉
取
締
り
で
し
た
。
私
は
二
つ
の 

〝
リ
ン
ゴ
篭
〟
を
通
路
と
の
間
に
置
き
悠
々
と
眠
り

こ
け
て
上
野
着
。柏
ま
で
は
又
列
車
、バ
ス
で
帰
寺
。 

 

イ
の
一
番
に
重
い
リ
ン
ゴ
篭
を
明
け
た
と
こ
ろ
、

ア
ッ
と
腰
を
抜
か
す
程
驚
き
ま
し
た
。
中
に
は
あ
の 

美
味
極
ま
り
な
い
越
後
米
が
ド
ッ
サ
リ
だ
っ
た
か
ら

で
す
。
道
理
で
重
か
っ
た
。
で
も
あ
の
重
さ
は
お
寺

の
ご
夫
妻
に
よ
る
鄭
重
極
ま
り
な
い
重
宝
だ
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
以
後
、
私
は
無
心
や
こ
だ
わ
り
を
考
え

る
時
、
常
に
あ
の
「
リ
ン
ゴ
篭
の
重
宝
」
を
追
慕
し

な
い
こ
と
は
な
い
。
知
ら
ぬ
が
仏
と
い
う
が
、
正
に

無
心
の
時
は
仏
さ
ん
な
の
で
す
ね
。
別
の
言
葉
で
い

え
ば
こ
れ
が
「
空
」。
達
磨
は
こ
れ
を
武
帝
に
教
え
た

が
、
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
仏
教
が
盛
ん
だ
っ

た
北
方
に
行
っ
て
坐
禅
三
昧
。
時
は
六
世
紀
初
頃
。 

 

時
は
移
り
二
百
年
も
後
の
唐
末
破
仏
の
時
勢
、
洞

山
さ
ん
も
隠
遁
し
ま
し
た
が
、
宣
宗
皇
帝
は
難
を
逃

れ
て
自
ら
出
家
し
て
禅
を
学
ぶ
。
興
化
は
臨
済
義
玄 

の
法
嗣
、
興
化
存
奨
で
す
。
幞
頭
脚
と
は
甲
頭
巾
と

い
う
冠
の
一
種
に
付
い
て
い
る
四
つ
の
垂
れ
飾
り
。

こ
れ
で
難
語
は
分
か
り
ま
す
ね
。
あ
と
は
破
仏
が
治

ま
っ
て
宣
宗
が
復
位
し
た
時
、
昔
の
達
磨
と
梁
武
の

や
り
取
り
を
意
識
し
て
で
あ
ろ
う
。
宣
宗
と
興
化
が

似
た
よ
う
な
問
答
を
し
た
。
そ
の
時
の
ル
ー
ツ
本
則

と
い
う
わ
け
で
す
。
今
則
で
は
長
大
に
な
る
の
で 

〔
示
衆
〕
と
〔
本
則
〕
だ
け
で
、
宏
智
の
〔
頌
〕
以

下
を
省
略
し
ま
し
た
が
、
全
て
の
部
分
で
宏
智
も
万

松
も
両
者
の
応
酬
を
讃
嘆
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
の

小
さ
な
無
心
な
ど
と
は
ス
ケ
ー
ル
が
段
違
い
で
す
が
、 

後
に
栃
堀
老
師
は
神
奈
川
県
平
塚
市
の
荒
れ
寺
で
あ 

っ
た
浄
心
寺
を
立
派
に
復
興
し
、
声
明
と
い
う
特
殊 

讃
仏
の
大
家
と
し
て
名
を 

な
し
、
大
雄
山
最
乗
寺
の 

維
那
役
を
務
め
、
二
〇
二 

〇
年
に
一
〇
三
歳
の
天
寿 

を
全
う
さ
れ
ま
し
た
。
市 

長
さ
ん
や
各
界
か
ら
祝
寿 

 

を
受
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

龍
泉
院
大
悲
殿
内
の
中    

程
に
掛
け
ら
れ
て
い
る 

「
圓
通
智
力
」の
文
字
は
、 

九
〇
歳
ご
ろ
の
ご
揮
毫
で 

 

あ
り
ま
す
。 

 

・ 
 

・ 
 

・  
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・ 
 

・ 
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龍泉院大悲殿にある栃堀老師揮毫の掲額 
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六
月
二
日
の
日
曜
日
、
龍
泉
院
に
て
一
日
接
心

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
朝
か
ら
、
今
に
も
雨

が
降
り
そ
う
な
不
安
定
な
天
気
で
し
た
。 

参
加
者
は
明
石
方
丈
様
、
参
禅
会
会
員
一
二
名

の
計
一
三
名
で
し
た
。 

八
時
に
参
加
者
全
員
が
集
合
し
、
説
明
が
始
ま

り
ま
す
。
今
年
も
、
坐
禅
は
全
部
で
四
炷
、
そ
の

四
炷
目
の
前
に
は
行
茶
を
行
い
ま
す
。 

 

接
心
の
合
間
の
講
義
は
、
明
石
方
丈
様
が
自
ら

の
半
生
を
語
っ
て
い
た
だ
け
る
と
の
こ
と
で
す
。 

ま
た
、
例
年
二
回
に
分
け
て
い
た
普
勧
坐
禅
儀

は
四
炷
目
で
全
て
読
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

八
時
二
〇
分
、
明
石
方
丈
様
の
「
こ
れ
よ
り
一

日
接
心
を
開
始
す
る
」
と
の
宣
言
で
一
炷
目
が
開

始
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
経
行
、
二
炷
目
と

粛
々
と
進
み
ま
す
。 

二
炷
の
坐
禅
終
了
後
は
明
石
方
丈
様
の
講
義
と 

な
り
ま
す
。
前
半
は
明
石
方
丈
様
の
生
い
立
ち
か 

ら
自
衛
隊
入
隊
ま
で
の
話
が
中
心
で
し
た
。 

 

阪
神
大
震
災
に
お
け
る
自
衛
隊
の
活
動
に
感
銘 

     

を
受
け
て
入
隊
を
志
し
た
こ
と
、
入
隊
時
の
サ
ポ

ー
ト
体
制
の
厚
さ
に
驚
い
た
こ
と
、
入
隊
後
に
担

当
し
た
業
務
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
活
動
等

に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

前
半
の
講
義
終
了
後
、
本
堂
前
で
集
合
写
真
の

撮
影
を
経
て
、
中
食
と
な
り
ま
す
。 

一
二
時
四
〇
分
か
ら
第
三
炷
。
そ
の
後
は
再
び

明
石
方
丈
様
に
よ
る
後
半
の
講
義
と
な
り
ま
す
。 

自
衛
隊
を
除
隊
後
、
僧
侶
を
志
し
、
智
源
寺
へ
入

門
し
た
後
の
修
行
時
代
を
中
心
に
講
義
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

講
義
終
了
後
は
坐
禅
堂
へ
移
動
し
行
茶
、
そ
し

て
第
四
炷
。
行
茶
の
お
菓
子
は
、
小
畑
節
朗
氏
か

ら
の
添
菜
で
あ
り
、
感
謝
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

第
四
炷
中
に
は
普
勧
坐
禅
儀
を
全
員
で
、
全
編

を
と
お
し
て
読
誦
い
た
し
ま
し
た
。 

第
四
炷
を
終
了
し
、
大
悲
殿
に
て
茶
話
会
で
す
。 

参
加
さ
れ
た
皆
様
の
感
想
と
し
て
は
、
明
石
方
丈

様
の
講
義
に
感
銘
を
受
け
た
と
い
う
声
が
一
番
多

く
聞
か
れ
ま
し
た
。 

             

ま
た
、
二
炷
目
の
坐
禅
が
四
〇
分
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
長
く
感
じ
た
と
の
感
想
も
あ
り
ま
し
た
。 

小
畑
節
朗
氏
に
よ
る
と
、
か
つ
て
の
一
夜
接
心

時
代
、
早
朝
の
二
炷
目
に
行
茶
を
行
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
坐
禅
時
間
を
長
め
に
設
定
し
て
い
た
名

残
と
の
こ
と
で
す
。 

一
日
接
心
の
間
は
持
ち
こ
た
え
て
い
た
天
気
で

し
た
が
、
終
了
後
の
帰
宅
時
に
は
土
砂
降
り
と
な

り
ま
し
た
。 

参
加
さ
れ
た
皆
様
の
気
持
ち
が
、
天
気
を
持
ち

こ
た
え
さ
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

（
記
録
：
吉
澤
誠
） 

 

特
集
記
事

心
な
ご
む
「一
日
接
心
」1 

円
成
す

「

「
一

日

接

心

」
円

成

す

＝
明
石
方
丈
様
の
講
話
に
大
感
銘
＝

 
講義をされる明石方丈様 

ち
ゅ
う 

ち
ゅ
う
じ
き 

ち 
 

げ
ん  

じ 

 

ぎ
ょ
う
ち
ゃ 
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第
九
七
則 

光
帝
幞
頭    

〔
示 

衆
〕 

 

 

衆
に
示
し
て
云
く
、「
達
磨
、
梁
の
武
に
朝
る
。

本
の
心
を
伝
え
ん
が
為
な
り
。
塩
官
、
大
中
を
識
る

眼
を
具
う
る
を
妨
げ
ず
。
〔
天
下
大
平
・
国
王
長
寿
〕

と
云
っ
て
、
天
威
を
犯
さ
ず
。
日
月
景
を
停
め
ず
、

四
時
和
適
う
。
人
王
と
法
王
と
の
相
見
に
は
、
合
に

何
事
を
か
談
ず
べ
き
や
？ 

 

〔
本 

則
〕 

 

挙
ぐ
、
同
光
帝
、
興
化
に
謂
っ
て
曰
く
、
「
寡
人

は
、
中
原
の
一
室
を
収
れ
得
た
り
。
〔
少
売
売
り

か
〕
。
只
、
是
れ
人
も
価
を
酬
べ
る
な
し
。
」
〔
国

を
仰
し
て
も
換
う
る
こ
と
莫
し
〕
。
化
云
く
、
「
階

下
の
宝
を
借
さ
ば
看
ん
。
」
〔
更
に
勢
い
に
接
す
〕
。

帝
、
両
手
を
以
て
幞
頭
脚
を
引
く
。
〔
幸
い
に
其
の

人
に
遇
う
〕。
化
云
く
、「
君
主
の
宝
は
、
誰
か
敢
え

て
価
を
酬
べ
え
ん
。
」
〔
一
併
に
交
わ
り
足
れ
り
。

別
に
少
欠
の
人
も
無
し
〕。 

  

今
回
は
第
九
七
則
の
「
光
帝
幞
頭
」
と
い
う
む
つ

か
し
い
名
称
の
一
則
で
す
が
、
中
身
は
比
較
的
や
さ

し
い
公
案
な
の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
。『
明
珠
』

に
『
従
容
録
』
を
載
せ
た
の
は
第
二
号
（
昭
和
六
〇

年
一
〇
月
五
日
刊
）
の
達
磨
忌
の
日
に
合
わ
せ
て
、

右
の
「
達
磨
廓
然
」
の
則
を
最
初
に
取
上
げ
た
の
で

す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
も
う
三
〇
年
も
経
過
し
て
い
る

の
で
す
ね
。
私
は
も
う
す
っ
か
り
老
耄
の
難
症
者
に

な
り
ま
し
た
が
、
右
の
第
二
号
を
繰
広
げ
て
み
ま
す

と
、
案
外
良
い
事
を
書
い
て
い
ま
す
よ
。
そ
れ
だ
け

若
か
っ
た
の
で
す
ね
。
今
回
は
む
ろ
ん
同
じ
事
を
書

き
は
し
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
、
ど
う
か
前
の
第
二
号

を
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。
要
は
達
磨
さ
ん
が
梁
の

武
帝
に
「
空
」
の
す
ば
ら
し
さ
を
教
え
て
い
る
く
だ

り
で
す
。 

 
    

             

か
？
」
と
聞
く
。
達
磨
「
不
識
」（
思
量
分
別
を
絶
し

た
こ
と
）
と
答
え
た
の
で
帝
は
分
か
ら
ず
、
遂
に
達

磨
は
長
江
を
渡
り
少
林
寺
に
行
き
面
壁
九
年
し
た
、

と
い
う
有
名
な
お
話
。
空
と
は
大
乗
仏
教
の
根
本
思

想
で
す
が
、
ご
く
分
か
り
易
く
い
え
ば
私
た
ち
が
心

に
何
の
ひ
っ
か
か
り
も
な
い
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
だ

け
の
予
備
知
識
が
あ
れ
ば
、
こ
の
一
則
は
い
と
も
平
易
。 

 

私
の
無
心
体
験
を
ひ
と
く
さ
り
。
私
は
大
学
一
年

の
夏
休
み
の
時
は
、
新
潟
県
柏
崎
市
か
ら
約
七
㎞
ほ 

ど
南
に
入
っ
た
山
中
の
宗
門
寺
院
で
坐
禅
修
行
を
し 

               

こ
う 

て
い 

ぼ
く 

と
う 

じ   
   

し
ゅ 

 

「
達
磨
廓
然
」
の

公
案
は
、
イ
ン
ド

か
ら
菩
提
達
磨
が

中
国
に
禅
を
伝
え

る
た
め
に
渡
来
し

て
、
梁
国
の
武
帝

と
問
答
を
交
わ
し

た
。
帝
が
仏
法
の

第
一
義
を
尋
ね
た

ら
、
達
磨
は
「
廓

然
無
聖
」
（
絶
対

空
）
と
答
え
る

と
、
帝
「
朕
に

対
す
る
者
は
誰 
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し
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報
恩
感
謝
の
「降
誕
会
」厳
修
す 

 
 

去
る
四
月
八
日
、
午
後
二
時
か
ら
、
龍
泉
院
本
堂 

に
お
い
て
、
明
石
導
師
様
、
参
禅
会
会
員
一
一
名
の 

参
加
に
て
、釈
尊
誕
生
奉
祝
の
法
要
を
行
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
堂
に
は 

花
御
堂
が
置 

か
れ
花
御
堂 

に
安
置
さ
れ 

た
釈
尊
の
誕 

生
像
に
、
甘 

茶
を
灌
頂
し 

ま
す
。 

法
要
で
は 

『
般
若
心 

経
』
を
読
誦 

し
て
報
恩
の
供
養
を
行
い
ま
し
た
。 

 

法
要
後
は
、
明
石
方
丈
様
か
ら
「
む
な
し
さ
と
向 

き
合
う
」
と
題
し
た
テ
ー
マ
の
法
要
を
賜
り
、
常
に 

時
を
大
切
に
思
い
、
修
行
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な 

と
お
諭
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
報
恩
の
坐 

禅
を
一
炷
結
ん
で
円
成
と
な
り
ま
し
た
。
（
杉
浦
） 

台
風
接
近
の
中
「施
食
会
」大
円
成
！ 

 

今
年
の
施
食
会
は
非
常
に
強
い
台
風
七
号
来
襲
の

た
め
、
本
堂
の
設
営
は
、
急
遽
前
日
の
午
後
三
時
か

ら
参
禅
会
員
五
名
の
協
力
を
得
て
行
い
ま
し
た
。 

今
年
は
台
風
の
影
響
を
考
慮
し
て
、
五
色
幕
張
り

は
止
め
る
こ
と
に
し
、
柱
の
水
引
柱
巻
と
横
断
幕
だ

け
を
付
け
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
ま
た
、
施
餓
鬼

棚
を
須
弥
壇
脇
の
納
戸
か
ら
出
し
て
、
所
定
の
位
置 

 
 
 
 
 
 
 

に
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ 

し
、
四
方
に
笹
竹
と 

四
天
王
幡
を
括
り
付 

け
、
施
餓
鬼
棚
の
後 

方
に
は
五
如
来
幡
を 

掛
け
ま
し
た
。
さ
ら 

に
来
場
者
用
の
椅
子 

を
四
〇
席
セ
ッ
テ
ィ 

ン
グ
し
ま
し
た
。
二
時
間
ほ
ど
で
前
日
の
準
備
作
業

は
終
了
し
ま
し
た
。 

八
月
一
六
日
の
当
日
は
、
朝
か
ら
小
雨
混
じ
り
の

空
模
様
と
な
り
、
前
日
ま
で
の
猛
暑
は
一
服
し
ま
し

た
。
午
後
一
時
か
ら
新
盆
の
方
々
が
次
々
と
お
見
え

に
な
り
、午
後
二
時
か
ら
明
石
方
丈
様
を
導
師
と
し
、

六
名
の
ご
随
喜
の
僧
侶
の
方
々
と
共
に
施
食
会
が
始

ま
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

『
大
悲
心
陀
羅
尼
』な
ど
の
お
経
が
読
ま
れ
た
後
、 

新
盆
を
迎
え
ら
れ
た
方
々
の
お
名
前
が
読
み
上
げ
ら 

れ
、『
修
証
義
』
が
唱
え
ら
れ
る
中
、
新
盆
関
係
者 

の
お
焼
香
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、『
大
悲
心
陀

羅
尼
』
な
ど
の
お
経
が
読
ま
れ
た
後
、
『
修
証
義
』

が
唱
え
ら
れ
、
今
度
は
龍
泉
院
の
役
員
や
参
禅
会
員

（
九
名
）
が
焼
香
し
ま
し
た
。 

午
後
三
時
に
施
食
会
は
終
わ
り
、
新
盆
の
方
に
は

卒
塔
婆
と
お
土
産
を
お
渡
し
、
新
盆
以
外
の
方
の
卒

塔
婆
は
、
台
風
の
た
め
本
堂
の
中
に
並
べ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。 

卒
塔
婆
を
受
け
取
り
に
来
ら
れ
た
方
々
は
、
自
分

の
卒
塔
婆
を
探
し
て
か
ら
、
墓
地
の
方
に
向
か
わ
れ

ま
し
た
。
我
々
も
施
餓
鬼
棚
や
幡
や
椅
子
な
ど
を
片

付
け
、
小
畑
節
朗
様
か
ら
の
添
菜
を
い
た
だ
い
て
、

午
後
四
時
に
龍
泉
院
を
後
に
し
ま
し
た
。（
五
十
嵐
） 

 
 
 
 
 
 
 

山

内

動

静

 

本堂に安置された花御堂 

 

 

飾り付けをする山桐さん 

 
明石方丈様に導かれる施食会 



③ 
 

ば
か
り
。
も
っ
と
も
洞
山
さ
ま
は
、
ち
ょ
っ
と
別
の

系
図
に
入
り
ま
す
。 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

〔
示
衆
〕
の
文
意
は
次
の
通
り
で
す
。 

雲
門
（
こ
こ
で
は
前
歴
の
韶
陽
と
も
）
は
睦
州 

の
下
で
長
く
参
学
し
た
の
に
雪
峰
の
法
嗣
と
な

り
、
投
子
（
義
青
）
は
浮
山
法
遠
に
師
事
し
た
の

に
大
陽
警
玄
に
嗣
い
だ
。
そ
の
結
果
は
玉
花
開
き

金
果
完
実
し
た
の
は
ど
ん
な
培
養
か
な
？ 

こ
ん
な
意
味
で
す
。
さ
あ
、
〔
本
則
〕
が
大
変
。 

子
昭
が
法
眼
に
嗣
承
を
聞
い
た
ら
地
蔵
だ
と
答

え
た
の
で
、
長
慶
に
背
反
い
た
の
で
は
と
詰
問
し

た
こ
と
か
ら
長
い
応
酬
が
続
き
、
結
局
、
皆
が

「
万
象
の
中
独
露
身
」
で
大
円
団
と
な
り
ま
す
。

万
松
が
こ
の
間
に
む
つ
か
し
い
著
語
（
コ
メ
ン

ト
）
を
ふ
ん
だ
ん
に
付
け
て
い
ま
す
が
、
要
す
る

に
、
こ
れ
は
大
き
な
大
き
な
仏
縁
だ
っ
た
の
で
す

ね
。 

如
是
経
を
転
ず
る
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
万
象 

の
中
で
真
実
に
努
力
精
進
す
る
あ
り
様
で
あ
り
、
決

し
て
難
し
い
経
典
を
解
読
精
進
す
る
こ
と
な
ど
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
道
元
禅
師
は
さ
ま
ざ
ま
な
難
し
い
経

典
も
学
ば
れ
、
学
者
と
し
て
も
超
一
流
で
あ
り
、
前

人
未
到
の
『
正
法
眼
蔵
』
を
百
巻
近
く
遺
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
反
面
で
「
夜
も
す
が
ら
終
日
に
な
お
法

の
道
、
み
な
こ
の
経
の
声
と
こ
こ
ろ
と
、
（
『
傘
松

道
詠
』
）
と
詠
っ
て
お
ら
れ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

私
の
卑
近
な
事
例
で
恐
縮
で
す
が
、
難
解
な
経
典

な
ぞ
ど
こ
吹
く
風
な
が
ら
、
普
段
の
生
活
そ
の
も
の

で
独
露
身
的
な
如
是
経
を
転
じ
て
い
た
自
分
の
本
師

が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
個
人
的
な
事
を
お
許
し
下
さ
い
。 

 

私
は
高
校
の
時
に
両
親
を
失
い
ま
し
た
が
、
近
親

者
は
皆
将
来
を
見
越
し
て
、
大
藍
名
利
の
住
職
か
ら

の
出
家
得
度
を
勧
め
ま
し
た
が
、
気
が
乗
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
む
し
ろ
心
動
い
た
の
は
、
来
客
に
は
自
分

で
コ
ン
ロ
の
火
を
焚
い
て
湯
を
沸
か
し
茶
を
入
れ
、

夕
方
に
は
自
作
の
薪
で
焚
い
た
ド
ラ
ム
鑵
の
風
呂
に

入
る
極
貧
の
生
き
ざ
ま
で
、
し
か
も
四
五
歳
も
年
長

の
老
耄
僧
で
あ
り
乍
ら
、
暁
天
坐
、
朝
課
は
欠
か
さ

ず
、
法
事
に
は
多
種
の
経
文
を
大
声
で
読
み
、
私
が

到
底
真
似
の
出
来
な
い
方
で
あ
り
、
結
局
こ
の
老
僧

に
得
度
し
、
大
法
の
嗣
法
を
受
け
た
の
で
す
。 

結
婚
も
似
て
い
ま
し
た
。
大
藍
名
刹
か
ら
数
多
あ
っ

た
縁
談
は
み
な
断
り
、
あ
の
娘
が
高
校
に
入
っ
た
と

近
所
か
ら
後
ろ
指
を
指
さ
れ
、
バ
イ
ト
で
や
っ
と
卒

業
し
た
け
れ
ど
、
働
き
者
で
真
面
目
な
貧
女
と
縁
を

結
ん
だ
の
で
す
。
極
め
付
き
は
学
位
論
文
で
す
。
中 

年
に
大
東
出
版
社
か
ら
出
し
た
七
百
頁
以
上
の
学
術 

書
を
、
指
導
教
授
且
つ
大
学
総
長
で
あ
っ
た
鏡
島 

 

元
隆
先
生
か
ら
博
士
論
文
と
し
て
申
請
せ
よ
と
い
う 

慫
慂
だ
っ
た
が
、
あ
え
て
そ
の
意
図
で
著
し
た
の
で

は
な
い
と
お
断
り
し
た
の
で
す
。
尤
も
こ
れ
は
後
に

な
り
、
自
分
だ
け
の
意
志
で
良
か
っ
た
の
か
、
と
や

や
反
省
は
し
ま
し
た
が
。 

 

と
ま
れ
、
こ
ん
な
常
識
は
ず
れ
の
言
動
は
、
決
し 

て
禅
の
達
人
達
の
生
き
ざ
ま
と
は
異
な
る
。
だ
が
、 

懶
惰
で
も
恪
勤
で
も
な
い
一
禅
者
の
生
き
ざ
ま
で
あ 

る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
す
。
何
と
い
う
大
損 

な
生
き
ざ
ま
だ
と
、
人
に
呵
々
大
笑
さ
れ
る
こ
と
必 

定
で
し
ょ
う
。 

で
も
私
は
、
六
三
年
間
も
貧
寺
の
住
職
を
し
て
き

た
か
ら
こ
そ
、
若
干
の
ヒ
マ
が
あ
り
、
大
小
二
〇
棟

も
の
建
物
を
造
り
、
五
〇
年
間
も
参
禅
会
を
続
け
ら

れ
、
無
数
の
有
能
な
方
々
と
の
交
流
が
結
ば
れ
、
ユ

ニ
ー
ク
な
諸
行
事
を
行
な
え
、
そ
の
合
間
に
は
三
六

年
間
に
数
百
の
宗
門
寺
院
や
博
物
館
等
の
調
査
、
そ

れ
に
高
校
以
来
の
三
千
ｍ
以
上
の
高
山
登
攀
三
〇
回

以
上
と
、
し
た
い
事
や
り
た
い
放
題
を
し
て
き
た
生

涯
で
し
た
。
思
え
ば
大
果
報
者
、
大
満
足
者
の
歩
み

で
あ
り
、
寺
の
生
活
は
何
と
い
う
有
難
い
生
活
の
場

か
と
感
謝
で
す
。
挿
絵
の
様
に
、
諸
山
中
の
英
峰
富

士
の
如
き
独
露
身
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

ひ
ね 

も
す 
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生
死
の
ふ
る
さ
と 我

孫
子
市 

清
水 

秀
男 

 

「
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
だ
け
が
ふ
る
さ
と
で
は 

な
く
、
死
ん
で
い
く
と
こ
ろ
も
ふ
る
さ
と
。
宇
宙
を 

ふ
る
さ
と
に
す
れ
ば
、
一
緒
の
と
こ
ろ
に
な
り
ま

す
」 こ

の
詩
は
、
童
謡
「
ぞ
う
さ
ん
」
の
作
詞
で
有
名

な
詩
人
、
ま
ど
・
み
ち
お
（
一
九
〇
九
～
二
〇
一
四
）

さ
ん
の
詩
で
す
。
ま
ど
さ
ん
は
、
独
自
の
感
性
で
自

然
の
中
の
様
々
な
も
の
を
見
つ
め
、
存
在
す
る
も
の

す
べ
て
に
価
値
と
意
味
が
あ
り
、
お
互
い
関
係
し
あ

う
仲
間
で
あ
り
、ど
ん
な
小
さ
な
も
の
で
も 

見
つ
め

て
い
る
と 

宇
宙
に
つ
な
が
っ
て
お
り
生
か
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、「
存
在
す
る
こ
と
」
の
不
思
議
さ
・

素
晴
ら
し
さ
・
尊
さ
の
深
い
意
味
を
、
平
易
な
言
葉

で
一
〇
四
歳
ま
で
綴
り
続
け
た
人
で
す
。 

ま
ど
さ
ん
の
死
生
観 

と
も
い
う
べ
き
前
記
の 

詩
を
、
私
な
り
の
解
釈 

も
含
め
て
味
わ
っ
て
み 

た
い
と
思
い
ま
す
。
自 

分
は
父
と
母
の
不
思
議 

な
出
会
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
に
生
を
授
か
っ
た
。
生

物
の
誕
生
が
三
八
億
年
前
と
す
る
と
、
そ
れ
以
来
欠

け
る
こ
と
な
く
連
綿
と
続
い
た
貴
重
な
有
難
い
命
の

連
続
体
の
一
コ
マ
と
し
て
現
在
の
自
分
の
生
が
あ
る
。

そ
し
て
、
生
あ
る
も
の
が
死
を
迎
え
る
の
は
避
け
ら

れ
な
い
必
然
で
あ
る
。
ま
ど
さ
ん
は
、
そ
の
営
み
に

人
間
を
超
え
た「
宇
宙
の
意
思
」を
感
じ
る
と
言
う
。 

人
間
は
大
い
な
る
命
の
根
源
で
あ
る
宇
宙
の
意
思

と
も
言
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、生
か
さ
れ
、

死
を
迎
え
、
命
の
連
続
体
の
一
つ
と
し
て
宇
宙
に
還

っ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
は
宇
宙
を
す
べ
て
の
存
在

を
包
含
す
る
〝
ふ
る
さ
と
〟
と
す
れ
ば
、
生
ま
れ
た

と
こ
ろ
も
〝
ふ
る
さ
と
〟
だ
し
、
死
ん
で
い
く
と
こ

ろ
も
〝
ふ
る
さ
と
〟
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

生
命
誌
研
究
で
著
名
な
中
村
桂
子
氏
は
、
ま
ど
さ

ん
の
詩
は
生
命
誌
の
考
え
方
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

生
と
死
は
対
語
で
は
な
い
と
考
え
る
と
、
死
も
そ
う

恐
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。 

ま
ど
さ
ん
の
詩
に
共
鳴
し
な
が
ら
、
更
に
私
の
思

い
を
付
け
加
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

宇
宙
を
大
自
然
と
言
い
換
え
る
と
、
人
間
は
大
自

然
〝
ふ
る
さ
と
〟
で
生
ま
れ
、
死
ん
で
大
自
然
の 

〝
ふ
る
さ
と
〟
に
還
っ
て
い
く
。 

肉
体
は
分
解
さ
れ
、
分
解
さ
れ
た
も
の
は
悠
久
な

る
大
自
然
の
不
断
の
循
環
活
動
の
輪
の
中
に
入
り
、

命
は
形
を
変
え
て
新
し
い
生
を
得
て
い
く
。
そ
の
意

味
で
は
死
は
終
着
点
で
は
な
く
、
新
し
い
生
の
出
発

点
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
自
分
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
命
の
連
続
体
と
し
て

子
孫
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
る
と
共
に
、
現
世
に
残
し

た
精
神
的
〝
い
の
ち
〟
は
、
直
接
・
間
接
に
影
響
を

与
え
た
人
々
の
心
の
中
に
宿
り
、
後
世
に
語
り
継
が

れ
て
い
く
。
ま
た
小
説
、
随
筆
、
詩
歌
等
書
き
記
し

た
も
の
、
絵
画
、
彫
刻
、
音
楽
、
写
真
等
製
作
さ
れ

た
も
の
を
通
じ
て
、
時
空
を
超
え
て
後
の
世
の
人
々

の
心
の
中
に
自
分
と
い
う
存
在
が
形
を
変
え
て
永
遠

に
生
き
続
け
る
。
そ
の
意
味
で
精
神
的
〝
い
の
ち
〟

は
不
滅
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 私

は
一
昨
年
、
八
時
間
余
に
及
ぶ
食
道
が
ん
の
手

術
を
受
け
、
そ
の
後
も
四
回
の
腸
閉
塞
で
入
退
院
を

繰
り
返
し
、
死
を
覚
悟
し
た
時
も
あ
り
ま
し
た
。
今

の
と
こ
ろ
二
年
目
の
検
診
を
受
け
、
幸
い
が
ん
の
再

発
・
転
移
は
な
く
、
腸
閉
塞
も
小
康
を
保
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
早
晩
訪
れ
る
不
可
避
の
「
死
」
の
問
題

を
、
ま
ど
さ
ん
の
詩
を
私
な
り
に
味
わ
い
な
が
ら
、

思
い
を
巡
ら
し
て
み
ま
し
た
。 

そ
し
て
、残
さ
れ
た
宇
宙
に
還
る
ま
で
の
命
を「
一

日
一
生
」
と
心
得
、
毎
日
を
精
一
杯
生
き
切
っ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

想

う

こ

と

 

ありし日のまどさん 



② 
 

従
容
録
に
学
ぶ 

（七
二
） 

龍
泉
院
東
堂 

椎 

名 

宏 

雄 
 

第
六
四
則 

子
昭
承
嗣 

〔
示 

衆
〕 

 

衆
に
示
し
て
云
く
、
韶
陽
、
親
し
く
睦
州
に
見
つ

つ
も
香
を
雪
老
に
拈
す
、
投
子
は
面
り
に
円
鑑
に
承

け
な
が
ら
法
を
大
陽
に
嗣
す
。
珊
瑚
枝
の
上
に
王
花

が
開
き
、 

蔔
林
の
中
で
金
果
を
熟
れ
。
且
道
な
、

如
何
せ
ば
造
化
来
を
。 

 

〔
本 

則
〕 

挙
ぐ
、
子
昭
首
座
、
法
眼
に
問
う
。
「
和
尚
が
開

堂
の
と
き
は
、
何
人
に
承
嗣
す
る
や
？
」
〔
早
く
今

日
の
閑
管
成
る
こ
と
を
知
ら
ば
、
悔
い
た
こ
と
は
当

時
は
好
心
を
用
い
ざ
れ
ば
と
い
う
こ
と
を
〕
。
眼
云

く
、「
地
蔵
な
り
。」〔
恩
の
帰
す
る
地
あ
り
〕。
昭
云

く
、
「
太
だ
長
慶
先
師
に
辜
負
き
ま
す
。
」
〔
肘
も

膊
も 

外
が
わ
に
向
っ
て
は
曲
が
ら
ず
〕
。
眼
云
く
、

「
某
甲
は
長
慶
の
一
転
語
を
会
せ
ず
。」〔
佯
っ
て
知

ら
ざ
る
打
を
す
〕。
昭
云
く
、「
何
ぞ
問
わ
ざ
る
？
」。

〔
狼
を 

引
得
り
来
め
ば
屋
裏
で
屙
を
す
〕。眼
云
く
、

「
万
象
の
中
、
独
露
身
」
と
。
「
そ
の
意
は
作
麽
生 

な
？
」
〔
覿
面
に
相
呈
せ
り
〕
。
昭
、
乃
に
払
子
を

堅
起
る
。
〔
両
重
の
公
案
な
り
〕
。
眼
云
く
、
「
此

是
は
長
慶
の
処
に
て
学
得
だ
底
な
り
。
首
座
と
し
て

は
作
麽
生
？
」〔
筈
を
劈
さ
れ
、
窠
も
奪
わ
る
〕。
昭
、

語
無
。
〔
只
だ
跳
得
し
、
一
跳
だ
す
べ
し
〕
。
眼
云

く
、
「
只
だ
万
象
の
中
独
露
身
の
如
き
は
、
是
れ
万

象
を
撥
く
か
万
象
を
撥
か
ざ
る
か
？
」〔
却
っ
て
葫
蘆

が
到
に
藤
に
繳
わ
れ
り
〕。昭
云
く
、「
撥
か
ず
」。〔
話
、

両
橛
と
作
れ
り
〕。
眼
云
く
、
「
両
箇
な
り
」
。
左
右

の
も
の
皆
云
く
「
万
象
を
撥
く
べ
し
」
。
〔
転
に
堪

え
ざ
る
を
見
る
〕。
眼
云
く
、「
万
象
の
中
、
独
露
身

な
り
。
聻
―
」。〔
両
彩
で
一
賽
な
り
〕。 

            

 

図
星
で
す
。
で
も
も
う
時
間
が
な
い
以
上
、
挑
戦
に

し
か
ず
で
す
。 

禅
門
で
は
初
め
て
出
世
（
住
職
）
す
る
時
、
そ
の

儀
式
（
結
制
と
い
う
）
で
、
自
分
が
誰
の
弟
子
で
あ

る
か
（
嗣
法
関
係
）
を
涙
な
が
ら
に
公
表
し
ま
す
。

現
今
で
は
形
式
的
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
ほ
ど
大

問
題
と
さ
れ
、
関
係
者
大
勢
が
集
ま
っ
て
こ
れ
を
固

唾
を
飲
ん
で
注
目
し
た
の
で
す
。
こ
の
一
則
は
法
眼

の
嗣
法
に
ま
つ
わ
る
お
話
で
、
上
役
の
子
昭
と
の
お

話
で
す
。 

こ
こ
に
出
て
く
る
人
々
を
分
か
り
易
く
系
図
で 

示
す
と
次
の
通
り
で
す
。
み
な
唐
代
の
エ
ラ
イ
禅
匠 
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し
よ
う 

し
ょ
う
し 

じ 
       

し
ゅ 

 

 

こ
の
一
則
は
難

物
で
す
。
意
味
・

内
容
・
コ
メ
ン
ト

の
い
ず
れ
も
、
お

そ
ら
く
『
従
容

録
』
の
中
で
は
難

解
の
ベ
ス
ト
ス
リ

ー
に
入
る
で
し
ょ

う
。
ハ
ハ
ー
そ
れ

で
こ
れ
ま
で
は
取

り
上
げ
な
か
っ
た

の
だ
な
と
思
わ
れ

る
で
し
ょ
う
が
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「
自
由
」
に
つ
い
て
想
う
こ
と
」 

 

我
孫
子
市 

小
畑 

二
郎 

パ
リ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
に
フ
ラ
ン
ス
の

三
色
旗
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
像

が
何
度
も
報
道
さ
れ
た
。
三
色
旗
の
赤
と
白
と
青
は
、

そ
れ
ぞ
れ
自
由
・
平
等
・
博
愛
を
意
味
し
て
い
る
。 

そ
の
う
ち
の
「
自
由
」
と
は
、
鈴
木
大
拙
に
よ
れ

ば
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
「
自
ら
に
在
り
、
自
ら
に

由
り
、
自
ら
考
え
、
自
ら
行
為
し
、
自
ら
作
る
こ
と

で
あ
る
」
。
西
洋
で
は
、
政
治
的
自
由
が
強
調
さ
れ

る
の
に
対
し
て
、
仏
教
で
は
、
む
し
ろ
精
神
的
（
霊

性
的
）
自
由
が
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
我

執
を
捨
て
、
無
我
の
境
地
か
ら
、
本
来
の
自
己
に
基

づ
い
て
判
断
し
行
動
す
る
こ
と
こ
そ
、
禅
的
な
「
自

由
」
な
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
精
神
的
な
自
由
が
実
生
活
に
お
い
て
発

動
さ
れ
る
に
は
、
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
日
本
を
含

む
東
ア
ジ
ア
で
は
、
長
い
間
、
封
建
的
な
家
父
長
制

が
支
配
し
て
き
た
。
妻
や
長
男
以
外
の
子
供
た
ち
は

家
父
長
支
配
の
下
で
忍
従
し
て
き
た
。
近
代
の
市
場

経
済
の
発
展
は
、
そ
の
よ
う
な
古
い
家
族
制
度
や
専

制
政
治
を
変
え
る
か
に
見
え
た
が
、
自
由
や
民
主
主

義
は
、
人
々
の
不
断
の
努
力
な
し
に
は
、
容
易
に
持

続
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
た
と
え
よ
り

多
く
の
貨
幣
や
富
を
備
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め

に
争
い
を
起
こ
し
た
り
、
か
え
っ
て
貪
欲
に
な
っ
た

り
し
て
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
貧
困
や

失
業
の
不
安
も
あ
る
。 

そ
れ
で
は
一
体
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
元
国
連

難
民
高
等
弁
務
官
の
緒
方
貞
子
さ
ん
は
、
前
途
あ
る

学
生
の
質
問
に
対
し
て
、
「
勉
強
し
な
さ
い
」
と 

一
喝
し
た
と
い
う
（
明
石
方
丈
様
の
ご
提
唱
に
よ

る
）
。
生
あ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
に
感
謝
し
、
ひ
た

す
ら
勉
強
や
仕
事
に
精
進
努
力
し
て
道
を
探
す
以
外

に
方
法
は
な
い
。 

 

明
石
方
丈
様
の
「法
話
」は
力
が
あ
る 

柏
市 

杉
浦 

上
太
郎 

  

明
石
方
丈
様
が
、
龍
泉
院
住
職
に
就
任
さ
れ
て
か

ら
早
や
三
年
。
三
仏
忌
（
涅
槃
会
・
降
誕
会
・
成
道

会
）
の
法
要
の
後
は
、
タ
ッ
プ
リ
と
「
法
話
」
を
し

て
く
だ
さ
い
ま
す
。
ま
た
、
年
に
二
回
発
行
し
て
い

る
参
禅
会
会
報
『
明
珠
』
で
す
が
、
八
一
号
よ
り
、

参
禅
会
主
宰
者
と
し
て
の
巻
頭
言
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
が
、
こ
の
内
容
は
、
僭
越
な
が
ら
正
に
立
派

な
「
法
話
」
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
八
一
号
の
「
慎

独
」
や
、
八
二
号
の
「
心
を
も
っ
て
学
び
、
身
を 

も
っ
て
学
す
」
が
然
り
。
明
石
方
丈
様
の
す
べ
て
の

お
諭
し
は
、
我
々
だ
け
で
は
〝
も
っ
た
い
な
い
〟
、

近
隣
の
多
く
の
子
ど
も
達
に
も
、
ぜ
ひ
聞
か
せ
て
あ

げ
た
い
も
の
と
、
ひ
そ
か
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
度
は
、
中
原
悦
雄
さ
ん
の
訃
報
に
接
し
、
全

身
の
力
が
ヌ
ケ
る
よ
う
な
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。 

 

二
年
前
の
令
和
四
年
一
〇
月
、
「
参
禅
会
発
足 

五
〇
周
年
記
念
行
事
《
在
家
得
度
式
》」
に
お
い
て
、 

中
原
さ
ん
は
一
念
発
起
の
上
、
得
度
を
受
け
ら
れ
ま

し
た
。
椎
名
老
師
か
ら
授
与
さ
れ
た
安
名
は
「
大
機 

禪
悦
居
士
」
。
そ
し
て
中
原
さ
ん
は
、
同
年
一
一
月 

に
開
催
し
た
「
洞
山
禅
師
千
百
五
〇
回
遠
忌
法
要
」

で
は
、
大
聴
衆
来
山
に
備
え
た
「
駐
車
場
係
り
責
任

者
」
の
重
責
を
見
事
に
果
た
さ
れ
、
多
く
の
参
禅
会

会
友
か
ら
称
賛
の
声
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

永
遠
に
〝
大
機
禪
悦
〟
の
法
悦
あ
ら
ん
こ
と
を
！ 

   
 

 
 

  

お 

く 

や 

み 
 
 

故 

中 

原 

悦 

雄 

様 
 

去
る
七
月
二
六
日
、
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 
 

心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
葬
儀
等
は
ご
家
族
に
て
済
ま
せ 

ら
れ
た
と
の
由
で
す
。 

と 
 

わ 



① 
 

                           

 
  

 
     

道
元
禅
師
の
正
法
眼
蔵
に
『
身
心
学
道
』
の
巻
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
学
道
（
佛
道
を
学
ぶ
）
に

は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
心

学
道
（
思
慮
す
る
学
道
）
と
身
学
道
（
実
践
す
る
学

道
）
で
す
。
こ
の
二
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
反
発
し
合
う

も
の
で
は
無
く
、
不
可
分
の
関
係
で
あ
る
と
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
心
を
持
た
な
い
身
体
は

無
く
、
ま
た
身
体
か
ら
離
れ
た
心
が
無
い
の
と
同
じ

よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で

す
の
で
、『
心
を
も
て
学
す
』と
は「
身
を
も
て
学
す
」

と
い
う
要
素
を
多
分
に
含
み
、『
身
を
も
て
学
す
』
も

「
心
を
も
て
学
す
」
と
い
う
要
素
を
多
分
に
含
ん
で

い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
要
す

る
に
、
佛
道
を
学
ぶ
に
は
、
身
心
を
挙
げ
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
巻

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
思
慮
す
る
学
道
で
あ
る
『
心
学
道
』
に
つ

い
て
、
身
近
な
も
の
で
い
う
と
勉
強
に
例
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
私
を
含
め
世
の
人
た
ち
は
、
学
生
時

代
に
は
み
っ
ち
り
と
勉
強
を
し
て
き
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。
で
は
何
故
、
勉
強
を
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
？
今
の
時
代
で
一
番
多
い
答
え
は
、
や
は
り
「
良

い
学
校
」
に
入
る
た
め
に
と
か
、
「
良
い
会
社
」
に

就
職
す
る
た
め
に
と
か
と
思
い
ま
す
。そ
の
た
め
か
、

大
学
に
合
格
し
た
り
、
良
い
会
社
に
就
職
し
た
り
す

る
と
、
多
く
の
人
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
勉
強
を
す

る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
そ
う
で
な
い

人
も
、
学
校
で
習
っ
た
こ
と
は
こ
れ
か
ら
先
の
人
生

で
使
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
る
人
も

多
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
確
か
に
、
微
分
積
分
や
三

角
関
数
を
日
常
で
使
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
レ
ミ
ン
グ
の
法
則
や
質

量
保
存
の
法
則
を
知
ら
な
い
と
、
日
常
生
活
に
支
障

を
き
た
す
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
そ
ん
な
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
で
し

ょ
う
か
？
私
は
こ
の
『
心
学
道
』
に
つ
い
て
考
え
た

際
、
勉
強
と
い
う
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
学
ん

だ
こ
と
に
つ
い
て
「
一
年
に
一
回
使
う
か
も
知
れ
な

い
」、あ
る
い
は「
一
生
に
一
度
使
う
か
も
知
れ
な
い
」

と
思
っ
て
学
ぶ
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
わ
け
で
す
。
は
な
か
ら
学
ん
だ
内
容
に
意

味
が
無
い
と
思
っ
て
生
活
す
る
よ
り
も
、
い
つ
か
使 

う
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て
生
活
す
る
こ
と
の
方
が
、 

よ
っ
ぽ
ど
人
生
が
豊
か
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

で
す
の
で
『
心
学
道
』
と
は
、
学
ぼ
う
と
す
る
事
柄

に
つ
い
て
、「
一
年
に
一
回
」「
一
生
に
一
度
」
使
う

か
も
知
れ
な
い
と
い
う
心
を
持
っ
て
思
慮
す
る
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
更
に
一
歩
進
め
て
、

そ
れ
で
終
わ
り
と
せ
ず
に
、「
一
年
に
何
回
も
」「
一

生
に
何
度
も
」
使
う
よ
う
な
場
面
に
身
を
も
っ
て
飛

び
込
み
、
切
磋
琢
磨
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
も
う
一
つ

の
学
道
で
あ
る
『
身
学
道
』
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

最
後
に
、
正
法
眼
蔵
随
聞
記
に
は
、
道
元
禅
師
の

言
葉
と
し
て
、
「
道
を
得
る
こ
と
は
正
し
く
身
を
以

て
得
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
記

事
の
初
め
に
、
心
学
道
と
身
学
道
は
不
可
分
で
あ
る

と
い
う
旨
を
記
載
い
た
し
ま
し
た
。
学
道
と
は
、
車

の
両
輪
の
よ
う
に
、
心
を
も
て
学
し
身
を
も
て
学
す

こ
と
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
身
を
以

て
得
る
」
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
故
な
の

か
？
そ
れ
は
、
最
後
は
『
身
を
も
て
学
す
』
こ
と
で

な
け
れ
ば
、
心
が
現
実
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
、
抽
象

（
具
体
性
の
欠
け
た
）
の
世
界
に
迷
い
込
ん
で
し
ま

う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
で
す
の
で
、
道
元
禅
師

が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
人
生
の
大
道
と
い
う
の

は
、
「
学
を
育
む
道
」
に
飛
び
込
ん
で
挑
戦
す
る
こ

と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
学
ん
だ
こ
と
を
実
践
で
き
る

舞
台
に
身
を
置
い
て
そ
こ
に
立
ち
続
け
る
こ
と
、
と

伝
え
た
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

『心
を
も
て
学
し
、  

身
を
も
て
学
す
』 

龍
泉
院
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 坐禅堂の外単に吊り下げられている木製の魚の形をしたも 

のは、「梆」といいます。 体は魚で頭は龍という想像上の魚

です。大きな口の中にある丸い珠は、お腹から吐き出した

「なまけ心」の象徴です。鱗の中央の丸い部分を撞木で叩い

て、修行者へ食事の合図をします。  

 しゅ  もくく 

 ほう 

（撮影 ： 小林裕次氏） 
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「坐禅」体験のおすすめ

ときに、本物の坐禅堂に坐り、自己とじっ

くり向き合ってみてはいかがでしょうか。

坐禅の作法等は、ご指導いたします。

・坐禅体験の申し込み

ホームページ〔http://www.ryusenin.org/〕

電話（広報担当・五十嵐）080-6571-4154

・体験日：巻末頁の「簡介」に記載の定例

参禅会か自由参禅のどちらかでどうぞ。

龍泉院参禅会

～「椅子坐禅」もできます～

龍泉院参禅会

八
二
号 


