
音目

泉

院

参
禅
会
会
報

従
容
録
に
学
ぶ

貧
七
）

第
二
七
則
　
蹴
蒲
戴
赳

〔示
衆
〕

衆
に
示
し
て
云
く
、
賊
を
も

っ
て
子
と
な
し
、
奴
を
認
め

て
郎
と
な
す
。
破
木
杓
は
あ
に
こ
れ
先
祖
の
冊
骸
な
ら
ん

や
ｏ
膨
靴
樺
ぽ
ま
た
阿ぁ爺ゃ
の
■
鍵
に
あ
ら
ず
。
土どを
裂さき

茅
を
分

つ
時
、
い
か
ん
が
主
を
弁
ぜ
ん
。

〔本
則
〕

挙こ
す
、
臨
済
、
私
に
示
し
て
云
く
、
コち無む
位し、
の
動
ん
あ
り
。

〔基
を
安
じ
脚
を
定
め
了
れ
り
。
〕
常
に
汝
等
が
面
門
に
向

か

っ
て
出
入
す
。
〔背
後
底
、
暫
。
〕
初
心
も
い
ま
だ
証
拠

せ
ぎ
る
者
は
、
看
よ
看
よ
。
〔還

っ
て
眼
を
具
す
る
や
。
〕

時
に
僧
あ
り
て
間
う
、
い
か
な
る
か
こ
れ
無
位
の
真
人
。

一檄
ち
て
語
唯
蜜
ワ
や
。〕
済
、
制
胤
ダ
陰
つ
て
慌
麟
プ
ｏ

〔祢
、
更
に
諄
む
。
〕
こ
の
僧
、
擬
議
す
。
〔他
の
真
人
を

鈍
滞
す
。
〕
済
、
托
開
し
て
云
く
、
無
位
の
真
人
、
こ
れ
な

か
ん

じ

け

つ

じ
　
　
　
え

ん
の
乾
屎
檄
ぞ
。
〔大
い
に
鉢
を
持
し
得
ざ
る
が
ご
と
し
。〕
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今
回
は
臨
済
宗
の
開
祖
と
し
て
名
高
い
唐
末
の
禅
哲
、
臨
済

義
玄

（
＊
～
八
六
七
）
に
関
す
る
本
則
で
す
。
『従
容
録
』
で
は
、

臨
済
に
関
す
る
則
は
、
こ
の
第
二
七
則
の
ほ
か
に
、
第

一
三
則

「臨
済
略
聴
」
、
第
八
六
則

「臨
済
大
悟
」
、
第
九
五
則

「
臨
済

一

画
」
の
三
則
が
あ
り
、
合
計
四
則
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

義
玄
は
山
東
省
曹
州
南
華
の
人
で
、
出
家
し
て
は
じ
め
は
律
や

華
厳
を
学
び
ま
し
た
。
し
か
し
ヽ
学
問
で
は
仏
教
の
真
実
は
え
ら

れ
な
い
と
禅
門
に
投
じ
、
黄
業
山
の
希
運
に
禅
を
学
ん
で
悟
境
に

達
し
、
そ
の
法
を
嗣
ぎ
ま
し
た
。
の
ち
に
鎮
州

（河
北
省
正
定
県
）

の
臨
済
院
に
住
し
て
化
導
を
ふ
る
い
、
多
く
の
門
弟
を
打
出
し
ま

し
た
。
珠
玉
の
語
録

『臨
済
録
』

一
巻
は
、
か
れ
の
根
源
的
な
自

由
を
重
ん
じ
、
活
き
活
き
と
し
た
殺
活
自
在
さ
に
充
ち
た
禅
風
躍

如
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
世
界
の
名
著
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の

「
臨
済
真
人
」
の
本
則
は
、
『臨
済
録
』
の
最
初
の
ほ
う

に
載

っ
て
い
る

〃
一
無
位
の
真
人
〃
に
関
す
る
問
答

で
あ
り
、

『臨
済
録
」
全
体
の
中
で
も
中
心
的
な
重
要
語
句
と
さ
れ
て
い
る

一
段
で
す
。
で
す
か
ら
、
古
来
禅
門
で
も
宗
派
を
こ
え
て
皆
深
く

参
究
し
て
い
ま
す
。

①
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現
存
す
る
臨
済
塔

と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
す
。
わ
か
る

よ
う
で
む

つ
か
し
い
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
世
間
に
は

，‘
ら
く
間
違

っ

た
こ
と
を
し
で
か
し
た
り
、
に
せ
も
の

を
ホ
ン
モ
ノ
と
思
っ
て
い
る
者
が
多
い
、

み
な
自
分
の
主
人
公
を
忘
れ
て
い
る
か

ら
だ
、
と
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
す
。

腫
鞍
橋
は
ロ
バ
の
く
ら
ぼ
ね
で
、
出

っ

張

っ
て
い
る
の
を
オ
ヤ
ジ
の
下
あ
ご
に

似
て
い
る
と
い
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
は

ど
う
で
も
、
万
松
は
自
分
の
主
人
公
を

会
得
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
い

る
の
で
す
。

そ
こ
で

〔本
則
〕
を
み
ま
し
ょ
う
。

児
臨
済
の
説
法
、
「
一
人
の
無
位
の
真

人
が
、
常
に
諸
君
の
感
覚
器
管
か
ら
出

入
り
し
て
い
る
の
じ
ゃ
。
新
参
者
で
ま

だ
そ
れ
が
自
覚
で
き
ん
者
は
、
よ
く
よ

く
看
な
さ
れ
。」
僧

「
無
位
の
真
人
と

は
な
に
も
の
で
す
か
。
」
臨
済
は
椅
子

か
ら
降
り
る
や
、
や
に
わ
に
僧
の
胸
ぐ

ら
を
ひ
っ
つ
か
ん
だ
。
僧
が
口
を
開
こ

う
と
す
る
や
、
そ
れ
を
突
き
放
し
、

「無
位
の
真
人
が
、
な
ん
と
い
う
糞
か

き
べ
ら
だ
。」

い
や
は
や
、　
一
見
す
さ
ま
じ
い
ほ
ど

の
教
導
手
段
で
す
ね
。
し
か
し
、
唐
代

の
す
ぐ
れ
た
指
導
者
に
は
、
こ
れ
ぐ
ら

い
の
硬
手
段
は
い
く
ら
で
も
み
ら
れ
ま

す
。
特
に
臨
済
に
は
、
学
人
を
応
接
脂

導
す
る
た
め
の
三
句

・
四
喝

・
四
料
棟

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
禅
機
が
伝
え
ら
れ

る
破
格
の
大
力
量
者
だ
け
に
、
こ
ん
教

機
縁
は
ザ
ラ
で
あ
り
ま
す
。
の
ち
に
払

拳
棒
喝
と
い
わ
れ
る
臨
済
宗
特
有
の
激

し
い
禅
風
は
、
そ
の
開
祖
で
あ
る
臨
済

義
玄
の
そ
れ
が
影
響
し
て
い
る
の
は
、

当
然
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

さ
て
、
こ
の

〔本
則
〕
の
眼
目
は
、

い
う
ま
で
も
な
く

「無
位
の
真
人
」
で

す
。
も
と
も
と

「真
人
」
と
は
道
教
で

説
か
れ
る
理
想
的
な
人
間
像
の
こ
と
で

す
。
と
こ
ろ
が
臨
済
は
、
そ
ん
な
現
実

ば
な
れ
し
た
理
想
像
な
ど
で
は
な
く
、

ど
れ
らな
ら飾
り
も
地
位
まも
か
な
ぐ
り
す
て

て
赤
裸
々
と
な

っ
た
真
人
間
、
裸

一
貫

の
生
身
の
か
ら
だ
の
こ
と
を
、
ズ
バ
リ

と
単
刀
直
入
に

「無
位
の
真
人
」
と
い
っ

た
の
で
す
。
な
ん
と
新
鮮
な
ひ
び
き
を

も

っ
た
こ
と
ば
で
し
ょ
う
。

た
し
か
に
、
こ
ろ
ん
で
ケ
ガ
を
す
れ

ば
イ
タ
イ
と
い
う
た
し
か
な
事
実
、

つ

か
れ
て
眠
く
な
れ
ば
ア
ク
ビ
が
で
る
と

い
う
事
実
、
こ
れ
が
生
身
の
人
間
の
実

態
で
す
。
臨
済
は
、
こ
ん
な
す
が
た
こ

そ

「無
位
の
真
人
」
が
イ
キ
イ
キ
と
は

た
ら
い
て
い
る
事
実
で
あ
り
、
赤
裸
々

な
実
態
の
自
己
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を

徹
底
的
に
自
覚
せ
よ
、
そ
れ
以
外
に
仏

な
ど
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。

注
意
す
べ
き
は
、
「
無
位

の
真
人
」

な
ど
と
い
う
と
、
そ
れ
が
人
間
の
基
盤

だ
と
思
い
こ
む
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
万

松
が
コ
メ
ン
ト
で

「
お
や
、
土
台
を
作
っ

ち
ゃ
っ
た
ぞ
」
と
注
意
す
る
の
は
そ
の

た
め
で
す
。
仏
教
は
徹
底
し
て
空
で
あ

り
ま
す
。

「
無
位
」
に
も
注
意
が
必
要
。
「
無

位
」
と
は
見
え
も
飾
り
も
な
い
こ
と
で

す
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ

っ
た
ら
ダ
メ
。

そ
こ
で
道
元
禅
師
は
、
「
臨
済

の
道
取

す
る
尽
力
は
、
わ
づ
か
に
無
位
真
人
な

り
と
い
へ
ど
も
、
有
位
真
人
を
い
ま
だ

道
取
せ
ず
」
（説
心
説
性
）
と
の
べ
、

無
位

へ
の
と
ら
わ
れ
を
い
ま
し
め
る
た

め
に
、
な
ん
と

「
有
位
真
人
」
を
た
て

て
い
る
ほ
ど
で
す
。

こ
ん
な

「
無
位
の
真
人
」
に
つ
い
て
、

一
僧
は
わ
か
ら
ず
に
質
問
し
た
。
臨
済

は
、
こ
の
僧
が
自
分
の
ほ
か
に
探
し
求

め
て
い
る
と
見
て
と

っ
て
、
胸
ぐ
ら
を

つ
か
ん
だ
。

つ
か
む
者
も

つ
か
ま
れ
る

者
も

「
真
人
」
だ
ぞ
、
と
い
う
親
切
で

す
。
そ
れ
で
も
わ
か
ら
ぬ
僧
は
何
か
い

お
う
と
し
た
。
万
松
の
コ
メ
ン
ト
は
、

「僧
は
真
人
を
ダ
メ
に
し
ち
ま

っ
た
」

で
す
。
ま
さ
に
、
臨
済
の
い
う

「
こ
い

つ
、
真
人
が
ど
う
し
よ
う
も
な
い
糞
か

き
べ
ら
に
な
グ
さ
が

っ
た
ワ
イ
」
と
符

丁
を
合
し
て
い
ま
す
。
こ
う
ま
で
い
わ

れ
て
、
僧
は
お
そ
ら
く

ハ
ッ
と
気
づ
い

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

臨
済
は
有
名
な

「
随
処
に
主
と
な
れ

ば
立
処
み
な
真
な
り
」
の
語
の
よ
う
に
、

人
間
を
徹
底
的
に
自
由
人
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
の
で
す
ね
。
「
無
位
の
真
人
」

も
本
来
の
自
己
と
同
じ
こ
と
、
自
在
な

は
た
ら
き
を
す
る
人
間
の
根
源
的
な
い

の
ち
の
事
実
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

は
な
れ
て
仏
は
な
い
、
こ
こ
が
眼
目
で

あ
り
ま
す
。
ホ
ン
モ
ノ
の
禅
者
は
、
人

が
見
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
た
だ
獣
ガ

と
行
持
三
味
す
る
の
み
。
そ
の
凝
縮
と

顕
在
が
坐
禅
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

②
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若
い
と
き
か
ら
の
不
摂
生
が
原
因
で
、

昭
和
の
末
に
内
臓
を
患
ら
い
、
之
が
発

端
と
な

っ
て
、
数
年
の
入
、
退
院
を
繰

り
返
し
、
平
成
二
年

一
〇
月
に
我
が
家

に
戻
り
、
自
宅
で
療
養
を
続
け
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
に
腸
や
心
臓

の
周
り
の
動
脈
な
ど
二
つ
も
大
き
な
手

術
を
施
し
て
貰
い
ま
し
た
。

あ
と
の
手
術
は
、
東
大
医
学
部
附
属

医
科
病
院
に
移

っ
た
と
き
で
、
そ
の
時

は
主
執
刀
の
教
授
の
他
、
五
〇
人
ぐ
ら

い
の
医
師
と
、
同
人
数
ぐ
ら
い
の
ナ
ー

ス
が
立
ち
合
い
、
時
間
も
五
〇
時
間
位

を
要
し
た
模
様
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
時
ま
で
は
心
臓
の
動
脈
瘤
の
手

術
は
無
理
と
い
う
こ
と
で
、
手
が
つ
け

ら
れ
な
い
で
い
た
の
で
す
が
、
主
治
医

の
外
科
の
教
授
の
判
断
で
手
術
が
行
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

術
後
、
集
中
管
理
室
に
入
れ
ら
れ
、

や
が
て
退
院
し
て
柏
市
内
の
病
院
に
通

院
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

主
治
医
の
先
生
が
最
後
の
回
診
に
見
え

た
の
で
、
ベ
ッ
ド
の
上
か
ら
退
院
の
ご

挨
拶
を
申
し
上
げ
た
処
、
先
生
は

「科

学
者
の
わ
た
し
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
云

う
て
は
、
奇
異
に
聞
え
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
今
ま
で
快
復
し
て
退
院
さ
れ
る

方
が
、
よ
く
云
わ
れ
る
言
葉
に
、
神
佛

喜

町

一昌

間

利

介

の
お
蔭
を
頂
い
て
と
、
先
づ
、
云
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
今
度
の
あ
な
た
の
退

院
も
、
正
に
そ
の
通
り
だ
と
実
感
さ
れ

る
。
あ
な
た
が
退
院
し
て
快
復
し
た
ら
、

き

っ
と
事
業
の
こ
と
に
専
念
し
よ
う
と

思
う
が
、
こ
れ
か
ら
神
佛
の
加
護
に
報

恩
す
る
こ
と
を
第

一
に
考
え
て
、
更
生

し
て
下
さ
い
。」
こ
う
云
わ
れ
て
端
な

く
も
、
わ
た
し
に
は
未
だ
そ
の
気
も
起

き
て
い
な
い
の
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

仕
事
の
方
は
、
枠
た
ち
が
家
内
を
た

て
て
、
や
っ
て
く
れ
て
お
り
ま
し
た
の

で
、
わ
た
し
は
こ
れ
を
機
会
に
、
仕
事

の
方
は

一
切
件
た
ち
に
申
送
り
ま
し
た
。

報
恩
、
報
恩
と
云
っ
て
も
、
思
う
だ
け

で
な
か
な
か
態
度
や
心
づ
か
い
に
出
て

参
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
ハ
ッ
と
思

う
日
が
よ
く
あ
り
、
今
日
こ
の
病
気
を

頂
い
た
こ
と
を
、
神
佛
に
謝
す
る
日
が

あ
り
ま
す
。

次
に
、
訪
ね
て
見
え
る
方
が
、
よ
く

死
の
事
を
云
わ
れ
ま
す
。
「
死
ぬ
思
い

を
し
た
こ
と
が
な
か

っ
た
か
」
と
か
、

「死
を
怖
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
か
」

と
か
。
身
体
が
衰
弱
し
て
い
た
為
で
し
ょ

う
か
、
そ
う
い
う
思
い
を
し
た
こ
と
は
、

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
け
ど
、
こ
ん

な
思
い
を
し
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。

或
る
夜
、
自
分
は
今
夜
は
死
ぬ
か
も

知
れ
な
い
。
思
は
ぬ
命
を
頂
い
て
き
た
。

だ
け
ど
、
誰
に
も
会
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
思
い
つ
つ
い
つ
し
か
寝
込

ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

夜
な
か
、
ふ
と
気
が

つ
く
と
、
失
禁

し
て
し
ま

っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

枕
頭
の
ベ
ル
を
押
し
ま
し
た
ら
、
未
だ

若
い
ナ
ー
ス
が
わ
た
し
の
そ
ば
に
来
て

く
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
粗
相
を
し
て

し
ま

っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
告
げ
る
と
、

彼
女
は
黙

っ
て
寝
具
を
取
り
換
え
、
わ

た
し
の
棚
か
ら
下
着
を
取
り
出
し
取
替

え
て
く
れ
、
笑
み
を
浮
べ
て
帰

っ
て
い

き
ま
し
た
。
わ
た
し
は
気
を
と
り
直
し
、

ま
た
寝
込
ん
で
し
ま

っ
た
よ
う
で
す
。

い
っ
き
と
が
た
っ
て
目
を
あ
け
る
と
、

病
室
の
外
が
明
る
く
な

っ
て
い
る
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
わ
た
し
は
、
オ
ヤ
、

明
る
く
な

っ
て
来
た
。
死
な
な
か

っ
た

の
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
う
思

っ
て
そ
の
朝

を
迎
え
た
気
が
致
し
ま
す
。
死
な
な
い

坐
禅
を
終
り
ご
提
唱
を
い
た
だ
く
た

め
に
観
音
堂
の
お
部
屋
に
入
る
と
、
ま

ず
目
に
入
る
の
が

か
ん
の
ん
さ
ま
が
、
み
て
い
る

ほ
と
け
さ
ま
が
、
み
て
い
る

み
ん
な
み
て
い
る

で
済
み
ま
し
た
。

あ
と
で
、
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

彼
女
の
祖
父
が
永
ら
く
病
ん
だ
事
が
あ

る
そ
う
で
す
。
「
そ
の
わ
た
し
も
看
護

婦
に
な
り
た
い
。
」
と
決
意
し
た
そ
う

で
す
。
そ
の
後
、
本
を
読
む
と
、
若
い

人
が
、
最
後
に
な
る
と
苦
し
む
そ
う
で

す
。
年
輩
者
に
な
る
と
己
に
多
く
の
友

な
り
家
族
の
最
後
に
出
合

っ
て
い
る
の

で
、
そ
の
様
な
こ
と
は
無
い
そ
う
で
す
。

実
は
わ
た
し
も
未
だ
分
り
ま
せ
ん
が
、

「生
死
を
明
ら
め
る
」
と
い
う
哲
学
だ

け
は
、
こ
れ
か
ら
も
勉
強
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「挫
折
あ
っ
て
こ
そ
、
更
生
と
い
う

こ
と
が
判
る
」
こ
れ
を
恩
寵
と
云
う
の

だ
そ
う
で
す
。

「
み
ん
な
見
て
い
る
」

柏

市
　
一品
　
野
　
千
代
子

ち
ゃ
ん
と
み
て
い
るみ

つ
を

と
書
か
れ
、
か
わ
い
い
仏
様
が
合
掌
さ

れ
て
い
る
お
姿
で
す
。
私
が
最
初
に
こ

の

一
枚
の
書
画
を
拝
見
し
た
と
き
、
ド

キ
ン
と
い
う
と
大
変
大
げ
さ
に
聞
こ
え

③



ま
す
が
、
本
当
、
本
当
と
、
大
き
く
う

な
ず
く
と
共
に
、
ド
キ
ン
と
胸
を
突
か

れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
「
ち

ゃ
ん
と
み

て
い
る
」
よ
と
だ
め
押
し
さ
れ
て
い
る

所
が
い
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
早
速

ご
老
師
に
お
ね
だ
り
し
て
、　
一
枚
い
た

だ
い
て
帰
り
ま
し
た
。
今
、
我
が
家
に

は
白
木
の
額
に
入

っ
て
部
屋
の

一
隅
に

か
け
て
あ
り
ま
す
。

思
え
ば
、
六
〇
余
年
生
か
さ
れ
て
い

な
が
ら
、
私
の
す
べ
て
の
生
き
ざ
ま
を

ち
ゃ
ん
と
見
て
お
ら
れ
る
お
方
の
い
る

こ
と
を
と
も
す
る
と
忘
れ
、
我
執
の
と

り
こ
に
な
り
、
右
往
、
左
往
し
て
送

っ

て
き
た
来
し
方
を
振
り
返

っ
て
お
り
ま

す
。
人
生
も
六
〇
余
年
や
っ
て
お
り
ま

す
と
、
人
の
世
の
栄
枯
盛
衰
を
い
や
と

い
う
く
ら
い
見
せ
て
い
た
だ
き
、
情
報

化
時
代
の
昨
今
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が

茶
の
間
の
中
ま
で
押
し
寄
せ
て
き
て
有

難
い
や
ら
、
悲
し
い
や
ら
、
人
の
世
の

無
常
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。
ど
う
し
て
ど

う
し
て
と
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
う
ち
に
、

そ
の
情
報
・は
い
つ
の
間
に
か
消
，４
つ
せ
、

次
か
ら
、
次
え
と
新
し
い
情
報
の
渦
の

中
に
生
活
さ
せ
ら
れ
て
い
る
毎
日
で
す
。

そ
ん
な
中
で
、
今
を

一
人
で
生
き
る
私

を
支
え
て
く
れ
て
い
る
の
が

「仏
達
は
、

一
泊
参
禅
会
は
例
年
他
所
に
そ
の
場

を
求
め
て
お
り
ま
し
た
。
第
八
回
目
の

今
年
は
、
昨
年
七
月
に
改
築
さ
れ
た
観

音
堂

（大
悲
殿
）
を
使
用
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
、
六
月

一
二
日

（土
）
～

一
三

日

（
日
）
の
二
日
間
、
私
た
ち
の
修
行

道
場
で
あ
る
龍
泉
院
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

椎
名
老
師
よ
り
、
平
素
と
同
じ
修
行

の
場
で
の

一
泊
参
禅
会
故
、
そ
の
気
安

さ
か
ら
安
逸
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
場

所
と
か
時
期
と
か

一
切
関
係
な
く
自
分

自
身
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り

認
識
し
、
気
持
ち
を
引
き
締
め
、
終

っ

た
あ
と
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
え
る
坐

禅
会
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
の
開
講
の
お

言
葉
を
頂
戴
し
て
開
始
西
な
り
ま
し
た
。

今
年
の

一
泊
参
禅
会
は
、
次
の
差
定

の
も
と
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

み
ん
な
み
て
い
る
よ
」
と
い
う
こ
の
言

葉
で
す
。
み
ん
な
み
ら
れ
て
い
る
ん
だ

よ
、
そ
し
て
ち
ゃ
ん
と
み
て
い
る
よ
、

だ
か
ら
、
あ
る
が
ま
ま
を
受
け
と
め
て
、

悩
む
な
か
れ
と
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ

一
日
の
終
り
の
床
の
中
で
全
身
の
力
を

ぬ
い
て
、
お
ま
か
せ
す
る
楽
ち
ん
を
想

像
し
て
ね
む
り
に
つ
き
ま
す
。

坐
　
　
禅
　
午
前

一
〇
時
五
〇
分

中
　
　
食
　
午
前

一
一
時
四
〇
分

解
　
　
散
　
　
　
一
一
一時
四
〇
分

椎
名
老
師
の
提
唱
は
、　
一
昨
年
、
昨

年
に
続
い
て

「典

７
座
激
馴
ト
ワ．で
り、
ト
ト

段
～

一
七
殺
迄
。
「

き
意
日
通
夜
、

物
来

り
て
心
紫
籍
り

た、
ハ
塀
ル
メ
物
ｔ
在
ら

し
め
、　
一
等
に
佗
と
精
勤
弁
通
す
。
」

材
料
や
器
に
心
を
注
ぎ
、
物
の
命
と
自

分
の
命
と
に
別
け
隔
て
な
い
状
態
の
と

き
、
物
の
命
を
活
か
す
こ
と
に
な
る
。

等
、
調
理
す
る
基
本
、
調
理
す
る
心
構

え
を
説
か
れ
、
ま
た
炊
事
、
掃
除
と
い

う
作
業
を
修
行
と
す
る
と
こ
ろ
に
救
い

が
あ
り
、
喜
び
が
あ
る
と
も
お
教
え
い

た
だ
き
ま
し
た
。

行
茶
は
、
緩
急
の
緩
の
と
き
。
幹
事

の
小
畑
様
が
、
中
国
よ
り
持
参
さ
れ
た

最
高
級
の
福
建
省
鉄
観
茶
を
、
し
み
じ

脚
下
照
顧
の

一
泊
参
禅
会六

月

一

上

　

山

開

講

式

坐

　

禅

提

　

唱

薬

　

石

坐

　

禅

坐

　

禅

開

　

枕
六
月

一

振

　

鈴

坐

　

禅

″何
　

茶

坐

　

禅

朝

　

課

作
務

・
小
食

坐

　

禅

提

　

唱

″何
　

茶

二
日

（土
）

午
後
二
時

午
後
二
時
二
〇
分

午
後
三
時

午
後
三
時
四
〇
分

午
後
五
時

午
後
七
時

午
後
八
時

午
後
九
時

三
日

（
日
）

午
前
四
時

午
前
四
時
二
〇
分

午
前
五
時

午
前
五
時
三
〇
分

午
前
六
時

一
五
分

午
前
六
時
四
〇
分

午
前
八
時
三
〇
分

午
前
九
時

一
〇
分

午
前

一
〇
時
三
〇
分

一泊参禅会風景

一泊参禅会風景
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龍泉院一泊参禅会

椎
名
老
師

∧
参
加
者
Ｖ

小
畑
　
節
朗

寺
田
　
哲
朗

徳
山
　
　
浩

中
蔦
　
宏
誠

安
本
小
太
郎

五
十
嵐
嗣
郎

下
村
　
忠
男

添
田
　
日日
弘

宮
田
　
哲
男

佐
藤
　
初
恵

井
之
輪
　
進

佐
々
木
秀
子

宮
本
　
　
茂

今
泉
　
土早
利

今
泉
　
一房
子

杉
浦
上
太
郎

（
一
六
名
）

み
と
味
わ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
小
食
は
椎
名
老
師
の
奥
様
が

整
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
玄
米
の
小
豆

粥
。
殆
ど
の
会
友
さ
ん
が
お
か
わ
り
を

す
る
程
大
好
評
で
し
た
。
い
つ
も
陰
で

暖
か
い
心
配
り
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
奥
様
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

七
性
の
坐
禅
を
終
え
、
中
食
後
の
茶

話
会
で
、
椎
名
老
師
よ
り
今
回
参
加
し

た
く
て
も
で
き
な
か
っ
た
会
友
さ
ん
が

沢
山
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
思
い
を

馳
せ
る
こ
と
。
宗
教
は
行
、
ま
た
行
に

よ
っ
て
宗
教
は
本
物
に
な
る
。
七
住
全

て
坐
ら
れ
た
最
年
長
の
佐
藤
初
恵
さ
ん

は
大
変
素
晴
し
い
、
若
い
人
は
お
手
本

に
し
て
ほ
し
い
。
自
己
反
省
の
伴

っ
た

行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
々
の
お
言

葉
を
い
た
だ
い
て
散
会
と
な
り
ま
し
た
。

今
年
は
、
馴
れ
親
し
ん
だ
龍
泉
院
で

の
格
別
な
思
い
の

一
泊
参
禅
会
で
し
た

が
、
「
し
っ
か
り
坐
る
／
」
深
閑
と
し

た
禅
堂

（本
堂
）

一
杯
に
響
き
わ
た
る

椎
名
老
師
の
大

一
喝
が
あ
り
ま
し
た
。

行
の
場
に
親
し
み
の
思
い
を
も
っ
て
も
、

修
行
時
は
常
に

一
期

一
会
、
真
剣
に
打

ち
込
む
こ
と
の
大
切
さ
を
、
こ
の
大

一

喝
を
通
し
て
お
教
え
く
だ
さ
っ
た
の
だ

と
心
に
刻
み
込
み
ま
し
た
。

最
後
に
、
椎
名
老
師
、
小
畑
幹
事
、

中
蔦
、
宮
本
年
番
幹
事
各
位
に
心
よ
り

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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一
泊
参
禅
会
と
私

私
が
初
め
て

一
泊
参
禅
会
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
最
乗
寺
で
し
た
。

皆
様
と
お
会
い
し
て
か
ら
の
日
も
浅
く
、

坐
禅
の
経
験
と
て
な
い
私
は
不
安
と
持

病
の
低
血
圧
が

一
緒
に
な
っ
て
、
吐
き

気
と
目
ま
い
に
お
そ
わ
れ
帰
り
に
は
飯

事
も
喉
を
通
ら
な
く
な
り
、
高
名
な
中

川
先
生
に
脈
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
忘

れ
ら
れ
ぬ
思
い
出
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

大
雄
寺
の
時
に
は
何
よ
り
萱
の
屋
根
々

々
に
圧
巻
さ
れ
ま
し
た
し
、
御
住
職
と

若
和
尚
様
の
役
割
り
の
バ
ラ
ン
ス
に
感

じ

一
期

一
会
の
教
訓
を
い
た
だ
い
て
帰

宅
し
ま
し
た
。

常
真
寺
で
は
皆
川
御
老
師
か
ら

「
生

れ
死
ぬ
事
は
永
遠
の
命
を
伝
え
る
重
大

な
使
命
」
と
言
う
目
の
醒
め
る
様
な
人

生
航
路
の
法
話
を
い
た
だ
き

一
生
忘
れ

ら
れ
な
い
思
い
出
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
様
な
佛
の
道
を
学
ば
ん
と
志
す
私
達

に
、
椎
名
御
老
師
は
応
量
器
を
扱

っ
て

の
本
格
的
な
食
事
作
法
を
お
教
え
下
さ

い
ま
し
た
。
又
其
の
中
味
の
重
厚
な
心

の
込
も
っ
た
御
馳
走
の
数
々
。
四
季
折
々

の
庭
や
山
の
時
節
々
々
の
品
々
を
、
常

に
心
配
り
て
保
存
じ
置
く
心
の
豊
か
さ
、

暖
か
さ
の
こ
も

っ
た
朝
夕
の
お
も
て
な

し
は
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
で
す
。

二
回
目
の
常
真
寺
は
坐
禅
よ
り
先
に

喜

町

佐

藤

初

恵

小
川
の
流
れ
と
応
量
器
で
い
た
だ
く
寺

族
様
方
の
心
遣
い
が
待
た
れ
る
様
な
本

当
に
楽
し
い
参
禅
会
で
し
た
。

総
持
寺
で
の
参
禅
会
は
丁
度
膝
の
関

節
が
痛
ん
で
た
時
な
の
で
、
始
め
か
ら

二
住
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
坐

禅
堂
か
ら
帰
り
の
節
、
東
ご
老
師
は
か

な
ら
ず
無
理
は
本
意
で
は
な
い
ゆ
っ
く

り
休
ん
で
な
さ
い
と
の
お
言
葉
を
、
二

度
も
頂
い
て
感
激
致
し
ま
し
た
。
東
ご

老
師
の
御
法
話
の
中
で
あ
る
ア
メ
リ
カ

婦
人
が
、
神
に
祈
っ
て
る
の
で
は
な
く
、

神
が
私
共
の
為
に
祈

っ
て
て
下
さ
る
の

を
聞
い
て
る
と
の
く
だ
り
に
、
な
ん
と

深
い
信
心
の
心
の
持
主
な
の
だ
ろ
う
と

感
銘
し
ま
し
た
事
、
低
頭
と
お
声
を
何

回
か
か
け
て
下
さ
っ
た
思
い
出
が
今
も

残

っ
て
お
り
ま
す
。
又
蝶
々
の
飛
ぶ
如

く
黒
と
自
の
コ
ン
ト
ラ
ス
の
衣
を
ひ
る

が
え
し
て
経
本
を
運
ぶ
小
僧
さ
ん
方
の

優
美
さ
に
、
陰
の
努
力
を
思
っ
て
私
の

目
頭
は
熱
く
な
り
ま
し
た
。

今
年
は
龍
泉
院
の
観
音
堂
を
道
場
と

し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
案
内
状
を
手
に

し
た
時
四
十
分
坐
禅
が
七
住
も
組
ま
れ

て
お
り
ま
し
た
が
、
自
分
の
檀
那
寺
だ

か
ら
出
来
得
る
所
ま
で
と
簡
単
に

一
人

で
割
切

っ
て
安
心
し
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
其
の

一
ケ
月
位
い
前
に
す
ご
い

腸
カ
タ
ル
を
起
し
て
入
院
し
、
点
滴
に

よ
っ
て
よ
う
や
く
三
週
間
位
い
で
良
く

な
り
ま
し
た
が
、
体
力
的
に
も
自
信
が

も
て
る
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
ま
づ
夜
は
帰
宅
す
る
か
ら
お
ふ

と
ん
だ
け
は
お
断
り
し
て
い
た
だ
こ
う

と
思
い
龍
泉
院
様
に
お
電
話
致
し
ま
し

た
ら
、
御
老
師
様
が
簡
単
に

「
そ
ん
な

心
配
し
な
い
で
い
つ
で
も
お
休
み
し
て

い
い
の
で
す
か
ら
安
心
し
て
」
と
言
わ

れ
、
そ
う
で
す
か
と
何
ん
の
た
め
ら
い

も
な
く
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
は
身
心
共
に
な
ん
の
無
理
も

な
く
本
当
に
ワ
キ
ア
イ
ア
イ
の
中
に
諸

行
事
と
七
性
の
坐
禅
が
完
了
し
て
た
の

で
す
。

お
食
事
、
お
茶
、
作
務
、
寝
具
の
お

か
た
づ
け
等

一
切
の
事
は
役
職
の
方
々
、

寺
族
様
方
皆
々
様
の
お
陰
様
に
寄
る
も

の
で
、
私
は
唯
々
お
客
坐
禅
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
様
な
も
の
で
本
当
に
有
難

う
御
座
居
ま
し
た
。

七
注
目
を
終

っ
て
最
後
の
お
茶
会
に

移
る
べ
く
観
音
堂
に
戻
っ
て
座
っ
た
時
、

私
は
全
身
が
す
ご
く
軽
く
、
自
分
で
自

分
の
体
が
透
き
通
っ
て
た
様
な
ふ
わ
っ

と
虚
脱
感
に
浸
っ
て
た
時
、
御
老
師
様

が

「御
苦
労
様
大
丈
夫
で
す
か
」
と
の

お
声
を
か
け
て
下
さ
っ
た
の
で
す
が
ハ

イ
ハ
イ
と
御
返
事
申
上
げ
る
す
べ
し
か

な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
以
上
の
事
を

言
う
と
涙
が
ふ
き
こ
ぼ
れ
て
、
今
浸

っ

て
る
此
の
空
か
虚
が
こ
わ
れ
て
し
ま
う

様
な
気
持
ち
が
し
て
た
の
で
す
。

お
茶
会
が
始
ま
り
よ
う
や
く
落
着
き
、

中
国
茶
を
二
杯
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
泊
参
禅
会
は
私
な
り
に
重
ね
て
六

回
目
に
な
り
ま
し
た
。
坐
禅
の
後
な
ん

に
も
考
え
ぬ
素
直
な
気
持
ち
に
な
れ
た

の
は
、
や
は
り
檀
那
寺
の
故
で
し
ょ
う

か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

本
当
に
年
を
重
ね
た
今
、
こ
ん
な
す

ば
ら
し
い
御
因
縁
を
い
た
だ
か
せ
て
貰
っ

た
事
に
深
く
感
銘
し
乍
ら
来
年
の
事
を

楽
し
み
に
し
て
る
今
日
此
の
頃
で
す
。

窓
あ
け
て
　
空
を
見
上
ぐ
れ
ば

今
日
の
雲
　
　
い
づ
こ
の
国
を

お
と
づ
れ
き
し
か

一泊参禅会風景
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柏得

市

自

自

生
活
の
中
の
佛
教
で
な
く
、
佛
教
の

中
の
生
活
を
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
思

う
、
こ
の
頃
で
す
ノ。

自
分
に
都
合
の
悪
い
事
が
あ
る
と
、

親
の
遺
伝
だ
か
ら
と
考
え
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
親
を
選
ん
で
生
ま
れ
た
の
は

自
分
で
あ
り
、
自
業
自
得
の
自
覚
が
出

来
て
い
な
い
と
再
三
思
い
当
り
ま
す
。

業
。
身
語
意
の
三
業
に
よ
り
、
日
々

の
生
活
が
為
さ
れ
て
居
り
ま
す
が
、
そ

の
行
為
は
第
八
識
に
薫
習
さ
れ
て
、
生
々

世
々
を
生
き
続
け
、
縁
が
熟
せ
ば
、
再

び
、
善
悪
無
記
の
業
と
し
て
、
私
を
行

動
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
又
、
第
八
識
に

薫
習
し
て
行
き
ま
す
。

無
始
の
時
よ
り
こ
の
か
た
、
薫
習
さ

れ
た
種
子
は
第
八
識
の
中
で
前
の
種
子

が
消
え
れ
ば
、
又
同
じ
種
子
を
生
じ
て

生
き
続
け
、
か
く
し
て
、
無
数
の
種
子

が
、
第
八
識
に
存
在
し
て
お
り
ま
す
。

物
心
つ
い
て
よ
り
、
五
〇
有
余
年
を

振
り
返
っ
て
も
、
自
分
に
と

っ
て
大
小

様
々
な
事
が
あ
り
、
喜
び
、
悲
し
み
、

悩
ん
だ
の
で
す
が
、
今
は
あ
ら
方
、
第

六
識
上
に
浮
ん
で
は
来
ま
せ
ん
が
、
第

八
識
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
種
子
と
し
て
、

生
き
て
い
る
と
、
佛
教
は
言
い
ま
す
。

今
年
の
夏
は
、
沢
山
の
蚊
を
殺
し
ま

し
た
が
、
さ
程
悪
い
事
を
し
た
と
い
う

仕
を
少
し
で
も
努
め
、
悪
の
種
子
の
現

行
を
伏
し
、
更
に
断
ず
べ
く
、
坐
禅
に

親
し
み
、
仏
祖
の
教
え
を
証
解
す
る
よ

う
精
進
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

安
　
本
　
小
太
郎

思
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
、
過
去

に
於
て
、
多
く
の
殺
生
を
く
り
返
し
て
、

大
し
て
悪
い
事
と
も
、
以
後
止
め
よ
う

と
も
思
わ
な
か
っ
た
種
子
を
薫
習
し
、

そ
れ
が
、
蚊
を
見

つ
け
た
所
縁
に
よ
り

現
行
し
た
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

殺
さ
れ
た
蚊
は
蚊
に
生
れ
、
血
を
食

と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
報

で
あ
り
、
殺
し
た
自
分
は
殺
生
戒
を
犯

し
て
平
気
な
種
子
を
、
又
薫
習
し
て
、

そ
の
結
果
は
三
時
の
ど
れ
か
の
生
に
長

時
の
苦
を
受
け
る
の
で
す
が
、
そ
の
自

覚
も
薄
い
の
で
す
。

ど
う
し
て
、
こ
う
ゆ
う
事
に
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。
生
有
、
本
有
、
死
有
、

中
有
の
く
り
返
し
に
於
て
死
有
の
苦
悶

で
本
有
の
第
六
識
の
記
憶
を
失
い
、
生

有
の
苦
悶
に
よ
り
中
有
の
記
憶
を
失
し

て
、
前
生
の
記
憶
は
第
六
識
に
は
生
じ

な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
だ
が
、
第
八
識

に
は
種
子
と
し
て
、
し
っ
か
り
残

っ
て

お
り
、
こ
れ
が
今
生
に
於
て
、
全
く
心

当
り
の
な
い
事
が
起

っ
て
来
る
自
業
自

得
の
仕
組
み
で
あ
る
と
、
唯
識
論
に
は

あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
頭
で
は
あ
る
程
度

納
得
出
来
る
の
で
す
が
、
本
物
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。

第
八
識
の
種
子
は
無
限
で
す
か
ら
、

日
々
の
生
活
で
、
諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉

「
お
せ
が
き
」
の
裏
方
雑
感

柏

市
　

五
十
嵐

八
月
の
天
候
不
順
は
旧
盆
に
入

っ
て

も

一
向
に
回
復
せ
ず
、
例
年
に
な
い
涼

し
い

「
お
せ
が
き
」
で
し
た
。
昨
年
の

「
お
せ
が
き
」
の
お
手
伝
を
な
さ
れ
た

今
泉
さ
ん
の
感
想
文
に
よ
れ
ば

「本
堂

の
中
は
蒸
風
呂
。
（省
略
）
中
で
は
よ

く
誰
れ
も
倒
れ
な
い
も
の
だ
。
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
風
通

し
の
よ
い
所
に
座

っ
て
い
る
と
風
邪
を

引
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
、
涼

し
さ
を
通
り
過
ぎ
て
寒
い
ほ
ど
で
し
た
。

さ
て
、
「
お
せ
が
き
」
は
曹
洞
宗
の

寺
院
に
と
っ
て
は
年
間
で
最
も
盛
大
な

嗣
　
郎

法
要
で
あ
り
、
今
日
的
に
言
え
ば

一
大

イ
ベ
ン
ト
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ご
老
師
に
は
お
世
話
に
な
り

っ
ぱ
な

し
で
、
何
か
お
役
に
立

つ
こ
と
が
あ
れ

ば
埋
め
合
わ
せ
を
し
な
け
れ
ば
と
思
い

な
が
ら
も
、
昨
年
の

「
お
せ
が
き
」
は

夏
休
み
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
合
わ
す
こ

と
が
で
き
ず
残
念
に
思

っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
年
は

「
お
せ
が
き
」
に
夏
休
み

を
合
わ
せ
る
よ
う
職
権
を
乱
用
し
ま
し

た
。当

日
お
手
伝
に
参
集
さ
れ
た
の
は
小

畑
、
高
野
、
中
蔦
、
安
本
、
杉
浦
、
武

⑦
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田
、
小
沼
の
各
氏
で
す
。

お
手
伝
い
の
内
容
は
本
堂
の
掃
除
に

始
ま
り
、
飾
り
付
け
、
お
茶
の
サ
ー
ビ

ス
、
座
蒲
団
敷
き
、
卒
塔
婆
の
運
び
出

し
等
、
丁
度
イ
ベ
ン
ト
会
場
を
セ
ッ
テ
ィ

ン
グ
す
る
裏
方
さ
ん
に
あ
た
り
ま
す
。

因
に
当
日
の
ス
タ
ッ
フ
を
私
流
に
ご
紹

介
し
ま
す
と
、
イ
ベ
ン
ト

（法
要
）
の

規
格

・
構
成

・
脚
本

・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
・

監
督
兼
主
演
が
椎
名
老
師
、
特
別
出
演

と
し
て
中
野
東
禅
老
師
、
大
洞
院
の
木

村
老
師
他
ご
随
喜
の
ご
住
職
方
々
の
友

情
出
演
、
小
畑
氏
は
受
付
兼
会
計
、
杉

浦
氏
は
昨
年
の
経
験
か
ら
本
堂
舞
台
制

作
の
フ
ロ
ア
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、
武
田
氏

は
本
職
柄
、
掛
軸
な
ど
の
美
術
係
、
中

蔦
氏
も
工
事
現
場
に
強
い
所
か
ら
、
五

色
幕
を
天
丼
２
口同
い
所
に
張
る
作
業
の

安
全
管
理
係
、
高
野
氏
は
接
遇
係
、
安

本

・
小
沼
両
氏
と
小
生
は
道
具
係
と
い

う
所
で
す
。

舞
台
制
作

（本
堂
の
飾
り
付
け
）
の

仕
方
に
つ
い
て
は
、
今
泉
氏
が
明
珠

（ｍ
‐６
）
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
省
略
し
ま
す
が
、
作
業
時
間
は

約

一
時
間
半
ほ
ど
で
し
た
。
し
か
し
、

制
作
途
中
で
昨
年
の
経
験
者
も
作
業
手

順
を

一
部
忘
れ
た
り
、
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ

の
位
置
を
迷

っ
た
り
し
て
、
ご
老
師
の

指
示
を
い
た
だ
く
機
会
も
度
度
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
際
に
は
、
つ
い
指

示
書
や
作
業

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
れ
ば
と

思

っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
現

代
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
習
性
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

一
一
時
頃
に
早
い
昼
食
の
お
弁
当
を

い
た
だ
き
、
車
で
こ
ら
れ
る
方
々
の
誘

導
に
あ
た
る
の
で
す
が
、
駐
車
場
は
す

ぐ
に
満
車
と
な
り
順
次
門
前
の
通
路
や

畑
の
中
の
農
道
に
ま
で
誘
導
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
続
々
と
檀
家
の
方
々

の
車
が
増
え
、
こ
の
ま
ま
で
は
駐
車
す

る
場
所
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と

心
配
す
る
ほ
ど
で
し
た
。

一
時
か
ら
中
野
東
禅
老
師
の
法
話
が

始
ま
る
の
で
本
堂
の
方
に
伺
う
と
、
も

う
座
る
余
地
が
な
い
ほ
ど
多
勢
の
方
々

が
お
見
え
に
な
っ
て
お
り
、
入
日
付
近

に
か
ろ
う
じ
て
席
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

中
野
老
師
の
お
話
し
は

翌
ハ方
礼
経
」

を
基
に
し
た

「
釈
尊
の
人
間
関
係
学
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
し
た
。

お
釈
迦
様
は
人
間
関
係
の
内
で
も
、

父
母
と
子
の
あ
り
方
、
師
と
弟
子
の
あ

り
方
、
夫
婦
の
あ
り
方
、
友
人
関
係
の

あ
り
方
、
上
司
と
部
下
の
あ
り
方
、
聖

者
と
衆
生
の
あ
り
方
の
６
つ
に
つ
い
て

説
か
れ
て
お
ら
れ
、
こ
の
６
つ
の
関
係

は
い
つ
の
時
代
で
も
大
切
な
人
間
関
係

の
基
本
と
な
る
も
の
で
す
。

こ
の
教
え
の
中
に
、
例
え
ば
夫
の
妻

に
対
す
る
態
度
の

一
つ
に

「‐装
身
具
を

与
え
る
こ
と
」
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
世
の
男
性
共
に
評
判
の
悪
い
、

結
婚

一
〇
年
目
に
ス
イ
ー
ト
テ
ン
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
を
贈
る
テ
レ
ビ
広
告
の
様
に
、

奥
様

の
機
嫌
を
と
る
の
で
は
な
く
、

「女
が
身

一
つ
で
も
生
き
て
い
け
る
だ

け
の
貴
金
属
類
を
与
え
て
お
き
な
さ
い
」

と
い
う
教
え
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

現
代
に
お
き
か
え
る
と
、
奥
様
に
は
何

か

一
つ
手
に
職
を
持
て
る
だ
け
の
投
資

を
し
な
さ
い
と
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
因
み
に
帰
宅
後
、
家
内
に
東

禅
老
師
の
レ
ジ
メ
を
見
せ
る
と
、
す
ぐ

に
こ
の
箇
所
に
反
応
し
て

（実
は
小
生

も
き

っ
と
来
る
と
は
思
っ
て
い
ま
し
た

が
）、
「仏
様
も
い
い
こ
と
お
っ
し
ゃ
る

の
ね
、
だ
か
ら
ネ
ッ
ク
レ
ス
の
安
い
の

で
い
い
か
ら

一
つ
買

っ
て
も
い
い
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
。

中
野
東
禅
老
師
の
法
話
は
歯
切
れ
が

よ
く
、
平
易
な
お
言
葉
で
実
に
わ
か
り

や
す
く
、
し
か
も
奥
深
い
も
の
で
し
た
。

素
晴
し
い
、
心
洗
わ
れ
る
お
話
し
を
聞

く
こ
と
の
で
き
る
龍
泉
院
の
檀
家
の
方
々

は
本
当
に
幸
わ
せ
だ
な
と
末
席
で
聞
き

な
が
ら
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
毎

年
多
勢
の
方
々
が
お
見
え
に
な
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん

（勿
論
、
椎
名
老
師
の

日
頃
か
ら
の
檀
家
さ
ん
へ
の
心
く
ば
り

や
役
員
さ
ん
の
お
世
話
が
あ
っ
て
の
こ

と
で
す
が
）。

「
お
せ
が
き
」
の
お
手
伝
い
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
来
年
の

「
お
せ

が
き
」
は
家
内
や
で
き
れ
ば
子
供
達
に

も
中
野
東
禅
老
師
の
お
話
し
を
聞
か
せ

て
、
少
し
は
人
生
い
か
に
生
く
べ
き
か

を
考
え
る
機
会
に
さ
せ
た
い
と
思
っ
た

次
第
で
す
。
本
来
は
父
親
は
子
供
に
生

き
方
の
基
本
を
話
し
、
姿
勢
を
見
せ
る

役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は

充
分
わ
き
ま
え
て
い
る
の
で
す
が
、
ま

だ
ま
だ
修
行
が
足
り
ず
、
家
庭
の
内
で

も
や
は
り
裏
方
を
や
っ
て
い
る
の
が
実

状
で
す
。
　
　
　
な
さ
け
な
い
／

③



と
坐
禅

床
の
間
に
は
満
々
と
し
た
月
に
き
の

軸
が
掛
か
っ
て
お
り
ま
す
。
静
か
に
襖

の
戸
が
開
か
れ
、
香
元

（香
を
住
き
出

す
人
）
と
執
筆

父
ム
の
記
録
を
書
く
人
）

が
各
々
道
具
を
持
ち
席
入
り
致
し
ま
す
。

席
中
に
は
緊
張
し
た
空
気
が
満
ち
て

お
り
、
そ
ん
な
中
で
次
々
と
香
道
具
が

点
前
座
で
並
べ
ら
れ
、
香
炉
の
灰
の
上

に
乗
せ
ら
れ
た
銀
葉
の
上
に
わ
ず
か

一

分
ほ
ど
に
割
ら
れ
た
香
木
が
置
か
れ
ま

す
。
こ
の
頃
に
な
り
ま
す
と
御
安
座
の

声
が
か
か
り
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雰
囲

気
と
な
り
ま
す
。
そ
の
間
に
執
筆
は
そ

の
日
の
会
記
を
書
き
は
じ
め
、
こ
れ
か

ら
行
な
わ
れ
る
組
香
の
説
明
を
次
の
よ

う
に
致
し
ま
す
。
「
本
日
は
月
見
香
を

致
し
ま
す
。
「
月
」
と
い
う
香
を
お
試

し
致
し
ま
す
の
で
よ
く
憶
え
て
お
い
て

下
さ
い
。
」
と
い
っ
て
全
員
に

「
月
」

の
か
お
り
の
す
る
香
炉
を
廻
し
ま
す
。

香
席
で
は
「
月
」
の
香
と
「
月
」
と
は

異
な
る
香

（
こ
れ
を

「
ウ
」
と
言
い
ま

す
。
）
を
打
ち
交
ぜ
て
、
三
包
み
を
香

名
を
伏
せ
て
住
き
出
し
ま
す
。
客
は
そ

の
香
名
を
当
て
る
べ
く
出
た
順
に
答
え

を
書
き
ま
す
。　
一
番
目
、
二
番
目
、
三

番
目
の
香
が
い
ず
れ
も
月
月
月
と
思
え

ば
、
こ
れ
を

「十
五
夜
」
と
表
現
し
て

答
え
の
紙
に
書
き
ま
す
。
又
、
月
月
ウ

柏

市
　
〈
可　
泉
　
一房
　
子

な
ら

「待
宵
」
、
ウ
月
月
な
れ
ば

「
十

六
夜
」
、
月
ウ
月
な
れ
ば

「
水
上
月
」
、

ウ
月
ウ
な
れ
ば

「
木
間
月
」
、
月
ウ
ウ

な
れ
ば

「夕
月
夜
」
、
ウ
ウ
ウ
な
れ
ば

「
雨
夜
」
、
ウ
ウ
月
な
ら

「有
明
」
と
い

う
よ
う
に
、
お
月
さ
ま
の

一
時
、　
一
時

の
姿
に
名
を
付
け
、
席
中
に
て
幽
玄
の

世
界
を
楽
し
む
の
で
す
。
正
解
が
読
み

上
げ
ら
れ
ま
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数

が
会
記
に
書
か
れ
、
そ
の
日
の
最
高
点

の
ひ
と
に
御
ほ
う
び
と
し
て
、
会
記
が

贈
ら
れ
、
席
中
の
皆
様
か
ら
の

「
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
の
声
を
聞
き

な
が
ら
な
ご
や
か
に
会
が
終
了
致
し
ま

す
。こ

れ
は
、
九
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
香

席
の
様
子
で
す
が
、
香
の
起
源
は
日
本

書
記
に
よ
る
と
、
推
古
天
皇
三
年

（五

九
五
年
）
に
香
木

「
沈
水
」
が
淡
路
島

に
漂
着
し
た
時
と
さ
れ
て
お
り
、
五
三

八
年
の
仏
教
の
伝
来
と
時
を
同
じ
く
し

て
、
仏
教
儀
式
と

一
体
に
な
っ
て
香
が

ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

政
治
の
儀
式
の
中
で
は
、
供
香
と
し
て

用
い
ら
れ
更
に
清
め
、
械
れ
を
と
る
為

の
空
香
と
な
り
ま
し
た
。　
一
方
、
貴
族

の
世
界
で
は
、
薫
物
と
し
て
練
香
が
用

い
ら
れ
香
の
あ
る
暮
ら
し
が
源
氏
物
語

の
世
界
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

足
利
時
代
、
三
條
西
実
隆
の
歌
道
と
深

く
か
か
わ
り
、
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
香
木
を
た
く
組
香
と
し
た
香
道

が
茶
道
、
華
道
と
同
時
代
に
成
立
致
し
、

江
戸
時
代
の
隆
盛
期
を
経
て
現
在
に
至
っ

て
お
り
ま
す
。

香
は
聞
く
と
言
い
ま
す
。
心
で
聞
く

こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

香
道
の
極
意
は
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
曰
く

「当
て
よ
う
と
い
う
執
着

を
持
た
ず
、
素
直
な
心
で
聞
く
こ
と
で

す
。」
と
の
答
え
を
頂
き
、　
一
瞬
に
し

て
消
え
て
ゆ
く
香
り
に
無
心
で
ぶ

つ
か

る
こ
と
、
普
勧
坐
禅
儀
に
あ
る

「
諸
縁

を
放
捨
し
万
事
を
休
息
し
て
、
善
悪
を

思
わ
ず
、
是
非
を
管
す
る
こ
と
莫
れ
」

の
こ
と
ば
が
浮
か
び
―
ま
さ
に
坐
禅
そ

の
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
当
た
る

も
よ
じ
、
当
た
ら
ぬ
も
よ
し
―
香
炉
を

捧
げ
感
謝
し
、
香
を
深
く
吸
い
込
み
、

香
三
昧
の
席
中
の
人
と
な
る
時
、
私
に

と

っ
て
仏
の
世
界
が
広
が

っ
て
来
る
よ

う
な
気
が
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
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一
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、

一

、

一

、

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

日
　
時
　
毎
月
第
四
日
曜
午
前
九
時
よ
り

（初
参
加
の
方
は
八
時
半

ま
で
に
来
山
の
こ
と
）

坐
　
禅
　
止
　
静
　
鐘
　
一曇
戸
　
坐
禅

経
　
″何
　
鐘
　
一
〓
戸
　
経
行

放
　
禅
　
鐘
　
一
声
　
放
禅

講
　
義
　
木
版
三
通
　
開
経
侶
を
唱
え
て

「
正
法
眼
蔵
」
の
提
唱
を

聞
く

講
　
師
　
龍
泉
院
住
職
　
椎
名
宏
雄
老
師

平
成
五
年
七
月
よ
り

「
無
情
説
法
」
の
巻
を
提
唱

座
　
談
　
自
己
紹
介
の
後
、
茶
を
喫
し
座
談

正
午
解
散

参
加
資
格
　
年
齢
、
性
別
を
問
わ
ず
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

△
〓　
費

無
料

成
道
会
坐
禅月

例
参
禅
会
の
他
に
毎
年

一
二
月
の
第

一
あ
る
い
は
第
二

日
曜
。
（本
年
は

一
二
月
五
日
）

釈
尊
成
道
を
讃
え
坐
禅
、
成
道
会
法
要
の
後
、
法
話
を
聴

間
、
点
心

（昼
食
）
を
共
に
す
る
。
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沼

雑
　
記

）
中
は
座
談
の

〔参
禅
会
記
録
〕
（

司
会
者
。

・
四
月
二
五
日
　
一
〓
一名（青

木
志
郎
氏
）

裏
山
に
て
恒
例
の
筍
掘
り
。

・
五
月
二
三
日
　
一
一
一
名

（五
十
嵐
嗣
郎
氏
）

・
六
月

一
二
日
～

一
三
日

一
泊
参
禅
会
　
一
六
名

於
天
徳
山
龍
泉
院

幹
事
　
中
蔦
宏
誠
氏

〃
　
　
宮
本
　
茂
氏

・
六
月
二
七
日
　
一
〓
一名（加

藤
健
之
氏
）

・
七
月
二
五
日
　
一
〓
二
名

（高
野
千
代
子
氏
）

・
八
月

一
六
日

龍
泉
院
お
せ
が
き
大
法
要
に
、
参
禅

会
を
代
表
し
て
、
小
畑
幹
事
以
下
八

名
が
作
務
奉
仕
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

法
話
　
中
野
東
禅
老
師

・
八
月
二
二
日
　
一
〓
一名（寺

田
健
二
氏
）

・
九
月
二
五
日
　
一
一五
名（添

田
昌
弘
氏
）

▼
四
月
の
参
禅
会
後
、
龍
泉
院
裏
山
で

筍
掘
り
。毎
年
々
々
感
謝
で
筍
賞
味
。

▼
五
月
二

一
日
～
六
月
六
日
迄
の
日
程

で
、
曹
洞
宗
千
葉
県
宗
務
所
主
催

「第
五
次
中
国
仏
教
史
蹟
参
拝
」

ツ

● ●
印 発

刷 行
//
岡 天

罰冨
寒輩
社院
柏 千

菅葉

甲尾
1南

1軍
4581

88
00
44
77
11
4391

3 1
16
30
19

ア
ト
が
実
施
さ
れ
、
当
参
禅
会
か
ら

は
椎
名
老
師
と
小
畑
幹
事
が
参
加
さ

れ
ま
し
た
。
椎
名
老
師
よ
り
お
土
産

に
数
珠
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
深
謝
。

▼

一
泊
参
禅
会
の

「
行
茶
」
の
と
き
、

小
畑
幹
事
が
中
国
よ
り
重
い
錫
の
壺

入
り
の
観
音
茶
を
持
ち
帰
ら
れ
、
更

に
は
本
格
的
作
法
で
お
茶
を
入
れ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
美
味
に
謝
々
。

▼
今
年
七
月
に
発
生
し
た
北
海
道
南
西

沖
大
地
震
で
多
く
の
犠
牲
者
と
被
害

が
出
ま
し
た
。
龍
泉
院
で
も
七
月
の

月
例
参
禅
会
と
、
八
月

一
六
日
の
お

せ
が
き
大
法
要
の
両
日
、
義
援
金
の

募
金
活
動
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

犠
牲
者
の
ご
冥
福
ど
被
災
さ
れ
た
方
々

の
今
後
の
健
闘
を
お
祈
り
し
ま
す
。

▼
八
月

一
六
日
の
龍
泉
院
の
お
せ
が
き

大
法
要
は
、
仏
教
活
動
の
真
髄
を
拝

す
る
想
い
で

一
杯
。
中
野
東
禅
老
師

の
法
話
、
椎
名
老
師
の
説
教
を
通
し

て
、
正
し
い
人
間
と
し
て
の
生
き
方

を
深
く
認
識
す
る
。
龍
泉
院
に
ご
縁

を
い
た
だ
い
た
檀
家
、
私
共
参
禅
会

員
の
幸
せ
を
、
ま
た
改
め
て
想
う
。

▼
当
参
禅
会
の
代
表
、
高
間
様
よ
り
原

稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大

変
し
っ
か
り
し
た
ご
筆
蹟
か
ら
も
本

復
さ
れ
た
こ
と
を
充
分
感
じ
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
本
当
に
嬉
し
く
思
い
ま

し
た
。
尚

一
層
の
ご
健
康
を
祈
念
い

た
し
て
お
り
ま
す
。
　

（杉
風
記
）
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