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従
容
録
に
学
ぶ

公茜
）

第
四
七
則
　
趙
州
柏
樹

を華‐ナ〔一一一け】「ほ颯̈
帥̈剤̈
け岬い̈
枷嘲一”

計
篤
に
落
ち
ざ
れ
ば
、
か
か
ん
が
請
傑
せ
ん
。

〔挙こ本
す
「
に
ヽ
縦
帰
に
問と
う
、
奸
価
な
る
か
是こ
れ
仕
師し
配
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〔頌
〕
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今
則
は
、
数
あ
る
禅
門
の
公
案
の
中
で
も
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
部
類
に
入
る

「趙
州
柏
樹
」
で
す
。
『無
門
関
』
の
中
に
も
採

録
さ
れ
、
道
元
禅
師
が
古
則
公
案
を
集
め
た

『三
百
則
』
の
中
に
も

入
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
禅
師
は

『正
法
眼
蔵
』
の

「柏
樹
子
」

一

巻
を
著
わ
し
、
こ
の
有
名
な
公
案
を
縦
横
に
描
提
さ
れ
て
い
ま
す
。

趙
州
と
は
、
い
わ
ず
と
知
れ
た
趙
州
従
論

（七
七
八
～
八
九
七
）

さ
ん
で
、　
三

一〇
歳
を
生
き
た

一
大
長
寿
者
。
唐
代
に
河
北
省
観
音

院
で
並
は
ず
れ
た
禅
風
を
振
い
、
道
元
禅
師
を
し
て

「趙
州
以
前
に

趙
州
な
し
、
趙
州
以
後
に
趙
州
な
し
」
と
嘆
ぜ
し
め
た
ほ
ど
の
ス
ー

パ
ー
マ
ン
。
『従
容
録
』
に
は
何
度
も
登
場
し
ま
す
が
、
今
回
は
第

一
人
則

（第
六
回
）
、
第
三
九
則

（第

一
四
回
）
、
第
五
七
則

（第
二

七
回
）
に
つ
い
で
四
度
目
で
す
。
な
お
、
今
回
の

〔本
則
〕
は
い
た

っ
て
短
い
の
で
、
宏
智
さ
ん
の

〔頌
〕
の
部
分
も
掲
げ
ま
し
た
。
こ

れ
が

『従
容
録
』
本
来
の
ス
タ
イ
ル
な
の
で
す
。

ま
ず
、
万
松
さ
ん
の
全
般
に
対
す
る
批
評
の

〔示
衆
〕
で
す
。

「庭
の
柏
や
竿
の
幡
な
ど
は
、
み
な
目
前
の
事
物
に
よ
っ
て
宇
宙

の
真
理
を
示
し
た
も
の
。
古
今
に
卓
絶
し
た
大
宗
匠
が
、
ケ
タ
外
れ
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の
説
法
を
し
た
も
の
よ
。
そ
の
核
心
を

ど
う
し
た
ら
会
得
で
き
る
か
な
」
、
と
い

っ
た
と
こ
ろ
。

「竿
上
の
風
幡
」
と
は
、
六
祖
さ
ま

が
広
州
法
性
寺
で
、
僧
達
が
幡
が
動
く

い
や
風
が
動
く
と
議
論
す
る
の
に
対
し
、

幡
も
風
も
動
か
ぬ
、
動
い
て
い
る
の
は

諸
君
の
心
だ
、
と
教
え
た
有
名
な
公
案
。

「間
生
」
と
は
五
百
年
に

一
度
世
に
出

る
大
人
物
の
こ
と
。
万
松
さ
ん
の
趙
州

に
対
す
る
讃
嘆
の
言
葉
で
す
。

次
に

〔本
則
〕
を
意
訳
し
ま
し
ょ
う
。

雲
水
が
教
え
を
乞
う
。
「
い
っ
た
い
、

祖
師
西
来
の
意
義
は
？
」

趙
州
先
生

「
ウ
ン
、
庭
先
の
柏
の

木
の
実
さ
」
。

た
だ
こ
れ
だ
け
。
眼
目
は

「祖
師
西

来
意
」
と
そ
れ
に
対
す
る

「木
の
実
」

で
す
ｃ
言
葉
上
は
、
「ダ
ル
マ
さ
ん
が
イ

ン
ド
か
ら
中
国
へ
来
て
伝
え
た
も
の
は

何
か
」
と
い
う
質
問
で
す
が
、
つ
ま
り

は
禅
の
究
極
的
な
意
義

へ
の
問
い
。
な

ん
て
い
う
と
、
抽
象
的
に
な

っ
て
し
ま

い
ま
す
ね
。
ズ
バ
リ
い
う
な
ら
、
こ
の

問
い
は

「お
の
れ
自
身
は
何
ぞ
や
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
禅
を
学
ぶ
者

の
眼
日
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「祖
師
西
来

意
」
の
問
答
は
古
今
東
西
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
繰
返
さ
れ
る
の
で
す
。
万
松
さ
ん
の

コ
メ
ン
ト

「多
羅
は
閑
管
」
と
は
、
お

経
な
ん
か
不
要
と
い
う
こ
と
。
自
己
の

問
題
に
答
え
ら
れ
る
者
は
、
そ
れ
こ
そ

自
己
を
お
い
て
他
に
な
い
か
ら
で
す
。

さ
て
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
趙
州
の

教
え
が
ス
ゴ
イ
。
「庭
先
の
柏
の
本
の

実
」
と
は
。
唐
代
の
観
音
院
の
庭
に
は

お
そ
ら
く
柏
の
大
樹
が
そ
び
え
て
い
た
。

た
だ
し
、
「柏
」
は
コ
ノ
テ
ガ
シ
ヮ
の

こ
と
で
、
中
国
の
北
地
に
多
い
針
葉
樹

で
あ

っ
て
、
日
本
の
ヒ
ノ
キ
や
サ
ワ
ラ

の
た
ぐ
い
。
「子
」
は
接
尾
語
で
は
な

く
、
本
の
実
の
こ
と
。
つ
ま
り
、
趙
州

は
自
己
の
問
題
は
庭
に
い
っ
ぱ
い
落
ち

て
い
る
小
さ
な
柏
の
実
だ
、
と
い
う
の

で
す
。
雲
水
は
果
し
て
わ
か
っ
た
の
で

し
ょ
つヽ
か
。

柏
の
実
な
ど
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
。

で
も
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
は
人
間
さ

ま
の
勝
手
な
価
値
観
で
あ

っ
て
、
す
べ

て
の
モ
ノ
は
絶
対
の
存
在
で
あ
り
、
か

け
が
え
の
な
い
イ
ノ
チ
ｃ　
一
本

一
草
、

泥
水
も
石
こ
ろ
も
。
ン」
れ
が
わ
か
れ
ば
、

自
己
の
問
題
は
自
己
で
体
得
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
道
理
で
す
。

自
己
の
問
題
と
は
、
い
っ
た
い
何
を

問
題
に
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

私
た
ち
が
自
分
の
性
格
や
思
考
や
身
体

や
技
量
や
頭
脳
な
ど
を
自
間
す
る
こ
と

な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も

っ
と
根
源

的
で
、
し
か
も
切
実
な
本
分
の
問
題
で

あ
り
ま
す
。
今
則
で
掲
げ
た
宏
智

の

〔頌
〕
は
、
ご
覧
の
と
お
り
長
々
と
美

辞
麗
句
を
用
い
て
趙
州
の
す
ば
ら
し
さ

を
讃
え
て
は
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら

長
い
航
海
の
末
に
、
中
国
へ
来
て
禅
を
伝
え
た
ダ
ル
マ
さ
ん

自
己
の
追
求
は
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
道
元
禅
師
は

「柏
樹
子
」
の
巻

で
右
の
問
答
の
続
き
を
引
き
、
柏
樹
子

の
仏
性
は
地
に
落
ち
る
時
に
成
仏
と
い

う
か
た
ち
を
と

っ
て
現
わ
れ
る
と
い
う

修
証
不
二
の
立
場
を
展
開
さ
れ
ま
す
が
、

そ
こ
で
も
や
は
り
自
己
の
問
題
に
は
ふ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
趙
州
さ
ん
に
戻

っ
て
、
『趙

州
禅
師
語
録
』
の
中
を
探
る
と
、
ま
こ

と
に
恰
好
の
問
答
が
あ
り
ま
し
た
。
問

「急
切
の
処
、
請
う
師
の
道
わ
ん
こ
と

を
。」
師
云
く

「尿
は
是
れ
小
事
な
る

も
、老ゎ
悴
自
ら
が
去ゅき
て
始
め
て
得ょ
し
」

と
。
こ
れ
は
、
僧
が
我
身
に
切
迫
し
た

ギ
リ
ギ
リ
の
処
を
質
問
し
た
の
に
対
し
、

趙
州
が

「小
用
な
ど
は
つ
ま
ら
ん
日
常

の
こ
と
だ
。
だ
が
、
必
ず
自
分
で
行
く

し
か
な
い
ん
だ
」
と
い
う
答
え
な
の
で

す
。
上
品
、
下
品
な
ど
の
論
で
は
な
く
、

決
し
て
人
さ
ま
に
代

っ
て
も
ら
え
な
い

も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
最
も
切
実
な
自
己

本
来
の
事
だ
、
と
い
う
教
え
で
す
。

こ
れ
で
わ
か
り
ま
す
ね
。
私
た
ち
は

い
か
に
乗
物
の
恩
恵
に
あ
ず
か
ろ
う
と

も
、
ど
ん
な
に
パ
ソ
コ
ン
が
便
利
に
は

た
ら
い
て
く
れ
よ
う
と
、
所
詮
自
分
自

身
で
決
断
を
く
だ
し
、
処
置
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
、
実
は
圧

倒
的
に
多

い
の
だ
と

い
う
こ
と
を
。
こ

れ
は
生
き
る
た
め
の
原
動
力
と

い
っ
て

も
よ
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

こ
に
個
人
々
々
の
尊
厳
性
が
あ
る
の
で

す
。
私
た
ち
は
、
こ
ん
な
当
り
前
の
こ

と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
し
て
み
る
と
、

禅
は
む
ず
か
し
い
理
屈
を
教
え
る
の
で

は
な
く
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
原
点
、

生
き
る
た
め
の
原
理
を
指
摘
し
て
く
れ

る
の
で
す
。
坐
禅
は
そ
の
根
本
行
。
ほ

か
な
ら
ぬ
自
分
の
足
の
痛
さ
も
、
実
は

あ
り
が
た
い
。
眠
さ
に
打
ち
勝

つ
の
も

私
自
身
の
問
題
な
の
で
す
。

現
今
の
日
本
で
は
、
毎
年
何
万
も
の

自
殺
者
が
あ
る
由
。
「祖
師
西
来
意
」

を
参
究
し
て
い
れ
ば
と
、
残
念
で
な
り

ま
せ
ん
。
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恒
例
と
な

っ
て

い
る

「
一
泊
参
禅

会
」
が
、
今
年
も

六
月
七
、
八
日
の

両
日
、
天
徳
山
龍

泉
院
に
於
て
行
わ

れ
ま
し
た
。
（参
加

者
二
五
名
）

こ
の
行
事
は
長

年
ヨ

泊
参
禅
会
」

と
い
う
呼
び
名
で

親
し
ん
で
ま

い
り

ま
し
た
が
、
第

一

人
回
目
の
本
年
か

ら

「
一
夜
接
心
」

と
改
称
。

今
回
の
禅
講
で

は
禅
堂
に
お
け
る

基
本
が
書
か
れ
て

い
る
『重
雲
堂
式
』

を
講
義
頂
き
、
古

参
の
方
も
新
し
い

人
も
初
心
に
戻

っ

た
思
い
が
致
し
ま

し
た
。
改
称
と
相

ま
り
新
た
な
出
発

の
会
と
な
り
ま
し

た
。

「
一
夜
接
心
」
に
参
加
し
て

野
田
市
　
貝
森
　
武
夫

私
が
龍
泉
院
の
参
禅
会
に
通
い
は
じ

め
て
ま
も
な
く
、
恒
例
の
「
一
泊
参
禅
」

の
参
加
者
の
募
集
が
始
ま
り
ま
し
た
。

が
、
老
師
か
ら

「
一
泊
参
禅
」
を

「
一

夜
接
心
」
に
改
め
て
は
ど
う
か
、
ヨ

泊
」
よ
り
は

「
一
夜
」
の
方
が
イ
ン
パ

ク
ト
が
あ
る
、と
い
う
提
案
が
あ

っ
て
、

今
年
か
ら
名
称
を

「
一
夜
接
心
」
に
改

め
て
の
募
集
で
し
た
。

「
一
夜
接
心
」
は
六
月
七
日
、
八
日

に
設
定
さ
れ
て
い
て
、
二
日
目
の
六
月

八
日
は
、
私
は
生
憎
、
既
に
予
定
が
決

ま

っ
て
い
た
の
で
、
初
日
の
六
月
七
日

だ
け
で
日
帰
り
す
る
許
し
を
い
た
だ
い

て
、
参
加
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

前
も

っ
て
、
コ

夜
接
心
差
定
」
が
渡

さ
れ
て
い
ま
し
た
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

一
日
目
に
坐
禅
は
三
煙
行
う
予
定
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
三
住
の
坐
禅

の
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

足
の
痛
み
を
心
配
し
て
い
ま
し
た
。
が
、

″案
ず
る
よ
り
産
む
が
易
し
″
で
当
日

は
痛
み
も
そ
う
ひ
ど
く
な
る
こ
と
も
無

く
坐
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。　
一
日
を

終
え
て
、
帰
る
の
は
私
と
も
う

一
人
く

ら
い
で
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
泊
ま
る
中
、

後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
家
路
に
つ

き
ま
し
た
が
、
帰
り
の
車
中
は
、
な
ん

と
も
言
え
な
い
爽
や
か
な
気
分
で
し
た
。

こ
ん
な
気
持
ち

い
い
坐
禅
が
で
き
る

の
も
、
坐
禅
を
す
る
た
め
の
配
慮
が
行

き
届
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
い
い
加
減

な
と
こ
ろ
が
ひ
と

つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

キ
チ
ッ
と
し
て
い
て
隙
が
な
い
の
で
す
。

受
け
入
れ
か
ら
帰
る
ま
で
、
食
事
も
、

何
も
か
も
、
会
員
の
自
主
運
行
と
い
う

こ
と
に
も
驚
き
ま
し
た
。
後
日
、
「
一
夜

接
心
」
の
写
真
を
戴
き
ま
し
た
が
、
坐

禅
を
し
て
い
る
写
真
は
そ
れ
ま
で
持
ち

合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
こ

れ
も
感
謝
感
激
で
し
た
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
私
は
春
頃
ま

で
、
全
く
落
ち
着
か
な
い
日
々
を
過
ご

し
て
い
ま
し
た
。
去
年
四
月
、
三
五
年

間
勤
め
た
会
社
を
早
期
退
職
せ
ざ
る
を

え
な
く
な

っ
て
、
毎
月

ハ
ロ
ー
ヮ
ー
ク

に
通
う
身
と
な

っ
て
い
ま
し
た
。
が
、

無
念
や
る
か
た
な
い
気
持
ち
が
ず

っ
と

残

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
離
職
は
、
身

の
置
き
所
を
失

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、振鈴で起床を知らせる

③



心
の
拠
り
所

・
置
き
所
を
失

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
心
が

一
向
に
定
ま
ら
ず
、

安
定
し
て
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
状

況
、
状
態
で

一
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て

い
た
頃
で
し
た
。
ご
縁
に
恵
ま
れ
、
柏

市
の
戸
塚
英
明
さ
ん
に
誘
わ
れ
て
、
私

が
初
め
て
龍
泉
院
の
参
禅
会
に
参
加
し

た
の
は
、
今
年
三
月
の
こ
と
で
し
た
。

龍
泉
院
に
入
り
ま
す
と
、
鳥
が
喘
き

花
が
咲
い
て
、
自
然
の
静
か
な
空
間
で

す
。
そ
の
上
掃
除
が
行
き
届
い
て
、
塵

ひ
と
つ
落
ち
て
い
ま
せ
ん
。
本
堂
は
も

ち
ろ
ん
庫
裏
な
ど
も
整
理
整
頓
が
行
き

届
き
、
東
司
も
清
潔
で
す
。
き
ち
ん
と

磨
か
れ
、
い
つ
も
ス
リ
ッ
パ
は
そ
ろ
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
環
境
に

身
を
置
い
て
毎
日
の
例
会
に
参
加
し
て

坐
禅
を
し
て
い
ま
す
と
、
気
持
ち
よ
く

坐
禅
が
で
き
る
の
で
す
。
し
か
も
時
に

は
警
策
を
受
け
て
身
が
引
き
締
ま
り
ま

す
。
老
師
の
法
話
を
拝
聴
し
、
参
禅
会

を
終
え
て
帰
る
時
の
気
分
が
清
々
し
い

の
で
す
。

そ
し
て
集
中
的
に
坐
禅
を
す
る

「
一

夜
接
心
」
を
境
に
、
私
は
、
冷
静
さ
を

失

っ
て
い
た
気
持
ち
に
、
落
ち
着
き
と

余
裕
を
持
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

や
っ
と
早
期
退
職
を
受
け
入
れ
、
そ
の

境
遇
を
楽
し
む
ゆ
と
り
さ
え
持

つ
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
不
安

定
な
心
が
安
定
し
て
き
た
の
で
す
。
こ

れ
は
私
に
と

っ
て
、
大
き
な
心
の
転
換

点
に
な
り
ま
し
た
。
龍
泉
院
は
、
私
に

と

っ
て
癒
し
の
空
間
だ

っ
た
の
で
す
。

自
然
治
癒
力

我
孫
子
市
　
清
水
　
秀
男

大
自
然
は
偉
大
な
る
自
律
的
復
元
力

を
持

っ
て
い
る
。
本
来
の
秩
序
を
逸
脱

す
る
現
象
が
生
じ
る
と
、
常
に
元
に
復

元
し
よ
う
と
す
る
力
が
働
き
、
秩
序
あ

る
安
定
し
た
状
態
に
戻
る
。
こ
れ
ら
は

大
自
然
の
摂
理
ま
た
は
、
大
地
の
道
理

と
言
う
べ
き
偉
大
な
る
力
で
あ
る
。

我
々
人
間
も
こ
の
大
自
然
と
ぶ
っ
続

腱
洵
謝
げ
は
猜

「
在

れ
技
い
出
ど

つ 椎
軸
裁

に
な

っ
て
い
る
自
分
の
命
」
と
し
て
存

在
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
人
間
が
病
気
に
な
る
と

い

う
の
は
如
何
な
る
状
態
を
指
す
の
か
。

そ
れ
は
生
命
の
秩
序
力
が
欠
如
し
た
り
、

バ
ラ
ン
ス
に
欠
け
て
い
る
状
態
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
大
自
然
が
復
元
力
を
持

っ
て
い
る
と
同
様
に
、
自
然
の

一
構
成

員
で
あ
る
人
間
も
、
そ
の
状
態
を
回
復

さ
せ
よ
う
と
す
る
偉
大
な
力
を
誰
も
が

持

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
自
然
治
癒
力
と

言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
治
癒
力

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
生
命
力
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
生
命
を
生
命
た

ら
し
め
て
い
る
の
が
自
然
治
癒
力
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

次
に
病
気
の
場
合
の
薬
の
役
割
と
は

何
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
薬
が
効
く
と
い
う
こ
と
は
ど
う

い
う
事
で
し
ょ
う
か
。
薬
は
抗
生
物
質

の
よ
う
に
、
体
に
侵
入
し
て
き
た
細
菌

等
の
病
原
体
を
殺
す
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、
普
通
は
化
学
物
質
の
作
用
を
利
用

し
て
、
病
気
の
原
因
に
な

っ
て
い
る
体

内
の
物
質
の
働
き
を
阻
害
し
た
り
、
病

気
を
回
復
に
向
か
わ
せ
る
体
内
の
物
質

の
働
き
を
助
け
た
り
し
て
効
果
を
出
す

も
の
で
、
あ
く
ま
で
脇
役
で
す
。

即
ち
薬
の
役
割
は
、
病
気
を
治
す
の

で
は
な
く
、
そ
れ
は
人
間
が
本
来
持

っ

て
い
る
自
然
治
癒
力
の
働
き
を
活
性
化

さ
せ
、
補
強
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
病
気
を
治
す
の
は
、
あ
く

ま
で
自
分
自
身
の
生
命
力
、
自
然
治
癒

力
な
の
で
す
。

従

っ
て
、
自
然
治
癒
力
を
高
め
る
こ

と
が
人
間
を
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も

健
康
に
し
、
生
命
力
を
高
め
る
近
道
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

し
か
ら
ば
自
然
治
癒
力
を
高
め
る
に

は
ど
う
し
た
ら
良

い
で
し
ょ
う
か
。

「体
質
と
季
節
に
合

っ
た
食
事
」

「生
き
る
目
標
を
持

つ
」

「笑

い
」
、
「
ス
ポ
ー
ツ
」

「大
自
然
の
中
に
身
を
置
く
」

「中
国
医
学

・
気
功

・
鍼

・
灸

・
漢
方

薬
」
等
々
が
良

い
と
よ
く
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
方
策
の
根
底
に
必

要
な
も
の
は
何
か
を
考
え
た
時
、
次
の

二
つ
の
事
が
重
要
と
思

っ
て
い
ま
す
。

一
、
我
々
の
命
は
大
自
然
の
大
き
な
命

（サ
ム
シ
ン
グ
グ
レ
ー
ト
＝
仏
）
に
繋

が

っ
て
い
る
事
を
気
付
か
さ
せ
て
も
ら

う
事
。

「夜
、
か
す
か
な
雨
の
音
、
風
の
音
、

こ
れ
は
仏
さ
ま
が
こ
の
人
の
世
を
お
あ

る
き
に
な
る
足
音
で
す
」

（榎
本
栄

一
先
生
）

二
、
そ
し
て
そ
れ
ら
大
自
然
の
恵
み
に

感
謝
と
謙
虚
な
気
持
ち
を
持
ち
、
生
か

さ
れ
て
い
る
自
分
の
命
に
有
難
く
気
付

④

禅講に聞き入る参加者



か
さ
せ
て
も
ら
う
事
。

「吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
、
こ
の
ち

っ

ち
ゃ
な
生
命
を
、
天
地
い
っ
ぱ
い
、
宇

宙
い
っ
ぱ
い
が
総
が
か
り
で
生
か
し
て

く
れ
て
い
る
。
天
地
い
っ
ぱ

い
、
宇
宙

い
っ
ぱ

い
と
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
価
値
あ

る
生
命
で
あ
る
事
を
自
覚
せ
ね
ば
な
ら

な
い
」
　
　
　
　
　
（米
沢
英
雄
先
生
）

そ
し
て
身
を
整
え
、
呼
吸
を
整
え
、

心
を
整
え
る
事
に
よ

っ
て
、
呼
吸
を
通

し
て
大
自
然
の
大
き
な
命
と
の
交
流
が

出
来
る
坐
禅
が
、
自
然
治
癒
力
を
高
め

る
最
良
の
実
践
だ
と
の
思
い
を
深
く
し

て
い
ま
す
。

「若
し
坐
禅
を
学
ば
ば
、

す
な
わ
ち
坐
仏
な
り
」

（正
法
眼
蔵
坐
禅
歳
）

老
梅
山
吉
峰
寺

―
幸
道
上
座
は
元
気
で
修
行
中
―

松
戸
市
　
小
畑
　
節
朗

吉
峰
寺
は
永
平
寺
よ
り
二
里

（八
キ

ロ
）
程
更
に
奥
に
入
っ
た
山
中
に
あ
る
。

寛
元
元
年

（
一
二
四
三
）
道
元
禅
師

御
年
四
四
歳
、
住
み
慣
れ
た
京
都
深
草

の
地
を
後
に
し
、
越
前
太
守
波
多
野
義

重
公
の
勧
め
を
受
け
て
北
越
入
山
を
果

た
さ
れ
、
越
前

（福
井
県
）
の
白
山
天

台
系
の
寺
院
吉
峰
寺
に

一
時
錫
を
止
め

ら
れ
る
。
つ
い
で
寛
元
二
年
永
平
寺
が

建
立
さ
れ
る
が
、
こ
の
間
に
も
吉
峰
寺

に
於
て

『正
法
眼
蔵
』
の
示
衆
が
続
け

ら
れ
た
記
念
す
べ
き
寺
が
吉
峰
寺
で
あ

Ｚり
。そ

の
後
、
吉
峰
寺
は
荒
廃
し
た
が
、

明
治
三
六
年

（
一
九
〇
三
）
に
田
中
佛

心
和
尚
が
こ
の
霊
跡
を
復
興
し
諸
堂
を

再
建
、
永
平
六
四
世
大
体
悟
由
禅
師
を

請
し
中
興
開
山
と
し
た
。
当
寺
参
拝
の

栞
に
「道
元
禅
師
入
越
初
開
坐
禅
道
場
」

の
文
字
が
あ
る
が
、
そ
の
通
り
の
浄
域

で
あ
る
。

さ
て
、
三
月
に
永
平
寺
に
上
山
、
三

ヶ
月
衆
寮
で
過
し
た
伊
藤
幸
道
上
座
は

七
月
三
日
付
で
、
永
平
寺
の
外
寮
舎
で

あ
る
吉
峰
寺
に
転
役
し
た
旨
来
信
が
あ

っ
た
。
永
平
寺
で
は
何
故
か
幸
道
上
座

は
呼
び
名
を

″未
来
″
と
し
て
い
る
旨

も
葉
書
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

私
事
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
所
用
で
年

に
三
、
四
回
福
井
県
大
野
市
に
行
く
。

七
月
二
五
日
大
野
で
の
仕
事
が
昼
過
ぎ

に
終
了
、
気
に
な
っ
て
い
た
未
来
上
座

を
吉
峰
寺
に
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。
修

行
中
に
俗
人
が
行
く
と
、
修
行
の
邪
魔

か
と
も
考
え
た
が
、
意
を
決
し
て
車
上

の
人
に
な
る
。

車
は
勝
山
市
の
九
頭
龍
川
の
左
岸
を

福
井
方
面
に
向

っ
て
走
る
と
上
志
比
村

小
舟
渡
と
い
う
処
に
至
り
、
左
折
し
て

ニ
キ
ロ
、
吉
峰
寺
徹
通
坂
前
の
広
場
に

出
る
。
更
に
登
る
と
駐
車
場
が
あ
り
、

老
杉
を
通
し
て
法
堂
が
見
え
て
く
る
。

庫
裡
の
本
版
を
打
つ
と
黒
衣
の
僧
が
玄

関
に
現
わ
れ
た
。
な
ん
と
未
来
上
座
で

は
な
い
か
。
こ
ち
ら
も
驚
い
た
が
、
向

こ
う
も
何
故
？
と
い
う
処
で
あ
る
。

吉
峰
寺
転
役
後
は
典
座
に
当
て
ら
れ

た
た
め
居
残

っ
て
い
る
が
、
他
の
衆
僧

は到呻筋権制
つてい、勤司すで協Ｍだ作

務
よ
り
帰
ら
れ
た
の
で
挨
拶
。
未
来
上

座
が
龍
泉
院
参
禅
会
の

一
員
で
あ

っ
た

こ
と
、
出
家
得
度
後
、
永
平
寺
修
行
に

つ
き
元
気
な
顔
を

一
見
し
た
い
の
で
吉

峰
寺
を
拝
登
し
た
と
の
旨
を
述
べ
る
。

現
在
吉
峰
寺
は

一
七
名
の
修
行
僧
が

堂
長
渡
辺
孝
道
老
師
の
下
で
弁
道
を
行

じ
て
お
り
堂
長
老
師
は
本
田
他
出
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
。
本
年
永
平
寺
は
安

居
者
が
多
く
、
僧
堂
の
坐
禅
も
二
重
単

に
な
る
程
で
、
吉
峰
寺
も

一
七
名
の
修

行
僧
を
得
て
活
況
を
呈
し
て
お
り
、
未

来
上
座
も
そ
の

一
員
と
し
て
弁
道
の
実

を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
の
お
言
葉
を
頂

接
司
和
尚
は
三
〇
歳
に
な
る
か
な
ら

ぬ
か
の
年
頃
、
未
来
上
座
も
そ
う
だ
が

眼
が
実
に
清
清
し
い
。
利
害
得
失
に
汲

汲
と
し
て
い
る
私
の
如
き
者
と
は
全
く

別
人
だ
。
会

っ
て
い
る
だ
け
で
此
の
身

が
辮
飢
（
臨
』
伊

に
お
参
り
し
て
辞
去
。
　

⑤

弁
道
専

一
、
手
紙
な
ど

一
向
に
お
構

い

下
さ
る
な
、
と
言
わ
れ
お
別
れ
す
る
。

接
司
和
尚
が
未
来
上
座
を
促
し
て
見
送

る
よ
う
指
示
、
山
門
頭
で
車
が
見
え
な

く
な
る
ま
で
合
掌
し
て
見
送

っ
て
く
れ

た
。
交
わ
し
た
言
葉
は
少
な
か

っ
た
が

豊
か
な

一
時
で
あ

っ
た
。
車
の
中
で
私

も
合
掌
し
て
、
し
ば
し
蝉
し
ぐ
れ
を
聞

き
な
が
ら
山
を
下

っ
た
。

ご
縁
に
感
謝
す
る
（上
）

沼
南
町
　

水ヽ
野
　
昭
治

緩
や
か
な
坂
道
の
両
側
は
、
老
杉
と

檜
の
巨
樹
が
天
に
伸
び
て
幾
層
に
も
重



な

っ
て
い
る
。
足
元
に
揺
れ
て
い
る
僅

か
な
木
漏
れ
日
を
逐

っ
て
い
く
と
素
朴

な
造
り
の
総
門
が
斜
に
構
え
て
憶
い
に

沈
ん
で
い
た
。

薦
福
山
宝
慶
寺
は
、
坐
禅
と
托
鉢
を

中
心
と
し
た
道
場
を
相
続
し
て
い
る
古

刹
で
あ
る
。
ま
た
我
が
禅
会
が
祖
蹟
参

拝
研
修
の
旅
の
折
に
、　
一
夜
接
心
を
行

じ
た
道
場
と
し
て
い
ま
尚
記
憶
に
留
め

て
い
る
。
入
母
屋
造
り
の
楼
門
を
く
ぐ

る
と
堂
字
は
三
方
を
樹
林
に
ま
も
ら
れ

て
静
か
に
件
ん
で
い
た
。
銀
杏
峰
は
南

天
に
響
え
立

っ
て
い
る
。

「因
縁
」
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

勝
れ
た
師
、
親
し
い
道
友
と
の
出
逢
い

が
あ

っ
て
今
こ
う
し
て
上
山
の
約
束
が

叶
う
の
も
、
因
縁
に
よ
る
も
の
と
心
得

る
ほ
か
な
い
。
板
木
を
打

っ
て
大
道
会

弁
道
法
摂
心
の
た
め
の
来
山
を
告
げ
て
、

六
日
間
の
ご
指
導
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
。
参
禅
者
は
、
他
寺
院
の
徒
弟
、

外
国
人
男
性
、
七
〇
才
を
優
に
こ
え
ら

れ
た
老
人
は
、数
回
を
重
ね
る
と
い
う
。

日
を
経
る
に
随

っ
て
増
減
が
あ
り
、　
一

二ハ
、
七
名
に
達
し
た
日
も
あ
り
ま
し
た
。

接
心
に
先
立

っ
て
、
コ
日勧
坐
禅
儀
』

に
則
っ
た

「坐
禅
の
要
領
」
に
つ
い
て
、

田
中
真
海
御
老
師
の
懇
切
な
ご
指
導
を

受
け
る
。
仏
道
を
信
じ
て
、
身
心
を
調

え
る
準
備
を
し
、
勇
猛
精
進
の
心
を
も

っ
て
禅
定
に
入
る
。
禅
定
中
は
、
頭
の

中
が
散
乱
、
昏
沈
し
て
い
な
い
か
、　
一

切
を
断
ち
切
っ
て
、
只
ひ
た
す
ら
坐
る

の
み
。
腰
に
力
を
入
れ
て
坐
り
な
さ
い
。

角
帯
を
腰
に
確
り
と
捲
く
と
よ
い
、
と

仰
し
ゃ
っ
て
ご
自
身
の
姿
を
ご
披
露
な

さ
っ
た
。
坐
禅
の
姿
勢
を
容
易
に
保
つ

仕
掛
け
が
あ

っ
た
の
だ
。
確
か
に
工
合

が
よ
く
取
り
分
け
私
の
よ
う
な
初
心
者

に
と

っ
て
は
効
き
目
が
あ
る
。

大
道
会
接
心
差
定

（四
月
三
〇
日
～
五

月
五
日
）

〓
一
二

二
〇

板
三
打
、
洗
面

後
夜
坐
禅

大
開
静

止
静

朝
課
　
祗
園
正
儀

僧
堂
行
鉢
、
抽
解

日
天
作
務

行
茶

作
務

板
三
打

（終
了
）

止
静

（提
唱
）

経
行
、
抽
解

止
静
　
発
菩
提
心
、

義
雲
禅
師
願
文
、
僧
堂

行
鉢

作
務

板
三
打

（終
了
）

行
茶

止
静

経
行
鐘
、
抽
解

止
静
　
晩
課

薬
石

（庫
院
）

止
静

正
法
眼
蔵
坐
禅
儀

更
点
、
開
枕
鐘
、

抽
解
、打
眠

―
―
次
号
に
続
く
―
―

そ
ん
な
事
を
考
え
な
が
ら
登
る
道
の

右
は
、
屋
島
の
古
戦
場
。
き
ら
び
や
か

な
平
家
の
公
達
の
、
す
す
り
泣
く
声
、

源
氏
の
武
者
の
歓
声
が
、
遠
く
か
ら
聞

え
て
く
る
よ
う
な
、
寂
か
な
古
道
で
あ

′０
。風

を
捉
え
る
こ
の
道
を
、
山
頭
火
も

煩
悩
の
炎
を
見
つ
め
な
が
ら
、
西
行
法

師
が
、
そ
し
て
八
四
才
の
歌
舞
伎
俳
優

の
人
世
市
川
団
蔵

（八
八
番
の
大
窪
寺

を
打
ち
止
め
た
後
、
小
豆
島
坂
手
沖
に

て
入
水
自
殺
。
遺
書
な
く
、
亡
骸
は
不

利ぽ』〕、ン」妊誘」嘴郊『赫̈
舞

ん
だ
こ
の
道
を
、
四
巡
個
の
遍
路
を
し

て
、
救
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

こ
の
古
道
は
、
風
を
捉
え
て
風
と
同

化
し
、
三
世
諸
仏
が
法
を
説
く
、
火
焔

一異
の
涅
槃
の
大
道
場
で
あ
り
、
ま
た
不

生
不
減
そ
れ
涅
槃
な
り
と
、
法
が
仏
を

説
く
道
で
も
あ
る
。

今
朝
、
路
端
に
て
休
憩
し
て
い
た
ら
、

「
一
寸
待

っ
て
い
て
下
さ
い
。
お
に
ぎ

り
を
作
り
ま
す
か
ら
。
」
と
三
個
接
待
し

て
い
た
だ

い
た
お
に
ぎ
り
が
、
海
苔
の

香
を
漂
わ
せ
、
そ
の
情
け
が
あ
り
が
た

く
、
お
い
し
く
丁
寧
に
頂
く
。

樹
嘲
動
滋
麟
¨
“
岬
膝
伸
ａ
効
助
↑
戦

世
界
が
香
る
。　
一
体
憩
の
後
、
頂
上
に

登
る
。

山
頂
の
屋
島
寺
の
片
隅
を
借
り
て
の

五 五

一
二
〇

五
〇

八

・
五
〇

九

・
五
〇

一
〇

・
一
〇

一 〇
一
一二

一
四

一
五

一
五

一
エハ

一
エハ

一
九一〇一〇

五
〇

一
〇

五
〇

五
〇

〇
〇

一二
〇

一
一〇

一二
〇

一
〇

四
〇

五
〇

四
国
遍
路
巡
拝
の
記

良
寛
さ
ま
も
登

つ
た
ろ
う

流
山
市
　
久
光
　
守
之

五
月

一
二
日
、
緑
の
風
の
中
、
人
四

番
札
所
屋
島
寺

へ
の
遍
路
の
山
道
を
登

る
。
こ
の
急
な
山
道
は
、
仏
に
会
い
、

仏
に
見
守
ら
れ
る
、
涅
槃
の
道
場
で
あ

フの
。

も

つ
げ
ん

良
寛
さ
ま
も
、
お
そ
ら
く
没
絃
の
琴

を
抱
え
て
、
こ
の
道
を
越
え
ら
れ
た
だ

ろ
う
。
そ
の
微
妙
な
絃
の
な
い
琴
の
奏

で
る
、
「騰
騰
と
し
て
、
天
真
に
任
す
」

と
は
、
生
死
を
道
に
任
し
、
生
死
を
仏

に
任
し
、
そ
し
て
生
死
を
生
死
に
任
す

と
言
う
、音同
祖
様
の
御
言
葉
で
あ
ろ
う
。

⑥



結
珈
鉄
坐
、
線
香

一
本
の
香
り
物
中
だ

が
、
こ
れ
脱
落
の

一
語
、
全
体
辺
か
に

塵
埃
を
出
て
、
非
思
慮
の
世
界
に
遊
ぶ
。

屋
島
の
合
戦
の
舞
台
を
見
お
ろ
せ
ば
、

瀬
戸
内
の
静
か
な
海
の
彼
方
か
ら
、
諸

行
無
常
と
琵
琶
法
師
の
声
、
幽
か
に
そ

し
て
寂
か
に
流
れ
入
り
、
没
絃
の
琴
の

音
の
渡

っ
て
来
る
よ
う
で
、
し
ば
し
楽

し
む
。

今
年
の
遍
路
は
、
坐
蒲
を
持
参
し
た

の
で
、
好
き
な
所
で
坐
す
る
こ
と
が
出

来
得
た
せ
い
か
、
ゆ
っ
た
り
と
巡
歩
す

る
。
今
日
は
ど
こ
そ
こ
ま
で
行
く
と
思

わ
ず
、
行
け
る
所
ま
で
巡
拝
し
よ
う
。

後
は
仏
様
に
お
任
せ
す
る
と
思
う
と
、

気
が
楽
に
な
り
、
そ
れ
仏
様
の
世
界
は

余
る
こ
と
な
く
、
欠
く
る
事
な
し
、
と

ば
か
り
歩
む
。

八
八
番
打
ち
終
り
後
す
ぐ
、
五
巡
目

の
巡
拝
に
入
り
、
途
中
に
て
巡
拝
を
終

れ
ば
、
も
う
初
夏
も
過
ぎ
な
ん
と
す
る
。

く
は
「
申
諄
疇
曰
妍
囲
魏
”
潤
終
「
て

天
心
に
ゆ
ら
ぎ
の
ぼ
り
の
藤
の
花

（沢
木
欣

一
）

と
ば
か
り
晩
春
を
楽
し
み
、
帰
郷
し
て

江
戸
川
沿
い
を
歩
め
ば
、
郭
公
の
声
天

礎雛̈
弯脚がは事じのり乱裏りずぃ徹鰤「

フ

一

。

遠
つ
世
も
か
く
飛
び
た
る
や
夏
の
蝶

（古
屋
信
子
）

初
め
て
の
坐
禅

取
手
市
　
恩
田
美
智
子

私
に
と

っ
て
坐
禅
と
い
う
も
の
は
遠

い
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
坐
禅
と

い
う
も
の
に
、
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、
龍
泉
院
の
坐
禅
会

へ
と
導
か
れ
る

事
と
な
り
ま
し
た
。

丁
寧
な
ご
指
導
の
下
、
心
構
え
は
じ

て
い
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
静
寂
な
寺

院
の
も
と
で
老
師
の
鳴
ら
す
鐘
の
音
、

聞
き
な
れ
ぬ
音
に
、
身
体
は
ビ
ク
リ
と

な
り
、見
よ
う
見
真
似
で
合
掌
す
れ
ば
、

後
方
に
老
師
が
お
ら
れ
、
警
策
の
構
え

「し
ま

っ
た
―
心
の
準
備
が
出
来
て
な

今
年
の
夏
は
花
や
蝶
が
少
な
か
っ
た

い
、
ど
う
し
よ
う
…
」

時
既
に
遅
し
、
私
の
戸
惑

い
を
悟
ら

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
老
師
か
ら
警
策

の
ご
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
静
か
に
そ

の
時
を
待
ち
ま
し
た
。

や
が
て
警
策
の
音
が
鳴
り
響

い
た
頃

に
は
、
私
の
心
は
放
心
状
態
で
し
た
。

何
故
な
ら
、
予
想
以
上
の
音
と
痛
み
の

間
に
全
く
の
初
心
者
は
何
を
感
謝
す
れ

ば
よ
い
の
か
途
方
に
く
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

痛
み
と
い
う
よ
り
戸
惑
い
が
、
心
身

に
過
敏
に
反
応
し
て
し
ま

っ
た
の
で
し

ょ
つヽ
か
。

そ
の
よ
う
な
私
を
他
所
に
、
粛
々
と

坐
禅
が
行
わ
れ
、
や
が
て
終
了
の
鐘
が

鳴
り
響

い
た
の
で
し
た
。

何
と
も
情
け
な
い
、
無
心
ど
こ
ろ
か

雑
念
だ
ら
け
の
坐
禅
で
し
た
。

過
去
、
現
在
、
未
来
す
べ
て
に
心
を

静
め
、
我
が
身
を
投
じ
て
無
心
で
あ
る

こ
と
が
如
何
に
難
し
い
事
か
、
理
解
は

し
て
い
た
つ
も
り
で
す
が
、
や
は
り
、

か
な
り
の
困
難
を
要
す
る
も
の
で
す
。

そ
れ
程
ま
で
の
目
的
意
識
を
持

っ
て

い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
に
と

っ
て
坐
禅
と
は
、
心
身
共
に
ど
の
よ
う

な
変
化
を
も
た
ら
す
の
か
、
益
々
興
味

（間
違

っ
た
表
現
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
）

が
沸

い
て
き
ま
し
た
。

目
ま
ぐ
る
し
く
時
は
流
れ
、
人
の
波

が
休
む
暇
も
無
く
押
し
寄
せ
て
く
る
。

そ
の
様
な
時
代
に
、
と
ざ
す
ま
さ
れ

た
空
間
に
、
静
か
に
身
を
ゆ
だ
ね
、
心

穏
や
か
に
身
を
投
じ
て
み
る
事
も
、
こ

の
様
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
必
要
な
の

で
は
…
…
と

）^

今

一
度
自
分
に
問

い
か
け
て
、
坐
禅

の
本
当
の
意
味
を
私
な
り
に
、
求
め
て

み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

坐
禅
を
始
め
て

取
手
市
　
齋
藤
　
純

一

私
は
取
手
市
で
接
骨
院
を
営
ん
で
い

ま
す
。
今
年
の

一
月
よ
り
、
近
所
の
お

寺
で
坐
禅
を
始
め
ま
し
た
。

仕
事
柄
、
患
者
さ
ん
に
健
康
指
導
を

し
て
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
健
康
法
や
鍛

錬
法
の
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
。
私
自

身
も

い
ろ
い
ろ
な
格
闘
技
を
経
験
し
ま

し
た
。

坐
禅
は
健
康
法
と
し
て
も
、
私
自
身

の
精
神
の
安
定
に
も
大
変
役
立

っ
て
い

ま
す
。
「た
め
禅
」
は
邪
道
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
初
め
か
ら
無
為
に
坐
れ
る
人

は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
極
端
な
言
い

方
を
す
れ
ば
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

・
ジ
ム

に
通
う
感
じ
で
も
構
わ
な
い
と
思
い
ま

す
。
若

い
人
達
も
気
楽
に
参
加
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

龍
泉
院
に
出
会
え
て
、
本
当
に
良
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

⑦



よ
く
ぞ
、
こ
ん
な
に
大
き
く
な
り
ま

し
た
。
本
堂
裏
の
竹
林
で
、
ひ

っ
そ
り

と

い
つ
の
間
に
か
伸
び
て
い
た
筍
の
姿

に
感
動
。

四
月
二
七
日
も
暖
か
い
日
で
し
た
。

例
年
よ
り
温
か
い
春
は
、
地
下
の
筍
を

充
分
太
ら
せ
た
よ
う
で
す
。

茶
話
会
を
早
々
に
切
り
上
げ
、
長
靴

に
日
よ
け
の
帽
子
、
軍
手
に
は
し

っ
か

リ
ク
ワ
や
ス
コ
ッ
プ
が
握
ら
れ
、
あ

つ

と
い
う
間
に
竹
林
の
中
に
道
友
が
消
え

て
い
く
。
あ
の
素
早
さ
に
は
い
つ
も
な

が
ら
呆
然
と
す
る
。

と
れ
た
山
積
み
の
筍
を
紙
袋
に
小
分

け
し
て
、
道
友
は
に
こ
に
こ
し
な
が
ら

持
ち
帰
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
は
筍
料

理
が
続
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

龍
泉
院
様
、有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

沼

南

雑

記〓ロ

参
禅
会
記
録
　
（　
）内
は
座
談
の
司
会

平
成

一
五
年

ｏ
三
月
二
三
日
　
一
一七
名

（徳
山
　
　
浩
氏
）

●
四
月
二
七
日
　
一一一〇
名

（宮
本
　
　
茂
氏
）

坐
禅
、
禅
講
後
、
筍
掘
り

●
五
月
二
五
日
　
一
一七
名

（寺
田
　
健
二
氏
）

●
六
月
七
、
八
日

一
夜
接
心
　
一
〓
二
名

於
　
天
徳
山
龍
泉
院

幹
事
　
中
蔦
　
宏
誠
氏

永
野
　
昭
治
氏

ｏ
六
月
二
二
日
　
一
三
ハ
名

（牧
野
　
洋
子
氏
）

●
七
月
二
七
日
　
一
エ
ハ
名

（三
浦
　
輝
行
氏
）

・
八
月

一
六
日

「龍
泉
院
施
食
会
」
作
務
奉
仕

法
話
　
木
村
誠
治
老
師

●
八
月
二
四
日
　
一
一八
名

（今
泉

●
九
月
二
八
日
　
一
二
ハ
名

２
寸
田

章
利
氏
）

哲
朗
氏
）

行
／
天

徳

山

龍

泉

院

刷
／
岡
田
印
刷
株
式
会
社

▼
今
夏
、
火
星
の
大
接
近
。
天
を
見
上

げ
れ
ば
、
月
の
右
下
に
見
え
る
赤

い
点

が
火
星
と
の
こ
と
。
と
な
れ
ば
、
宇
宙

の
広
さ
は
い
か
ほ
ど
。
そ
し
て
、
旅
す

る
に
は
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
必
要
と

な
る
の
か
し
ら
。
百
千
萬
劫
と
い
う
け

れ
ど
、
ゼ
ロ
が
幾

つ
つ
く
の
か
し
ら
。

▼
以
前
、
日
本
で
交
流
の
あ

っ
た
元
留

学
生
に
会
う
た
め
に
、
マ
レ
ー
シ
ア
に

出
か
け
ま
し
た
。
今
ま
で
は
彼
ら
と
は

日
本
語
で
楽
し
い
会
話
。
で
も
彼
ら
の

子
供
た
ち
と
は
英
語
し
か
通
じ
ま
せ
ん
。

子
供
た
ち
の
英
語
の
上
達
の
速
さ
に
、

来
年
は
私
の
英
語
力
で
大
丈
夫
か
し
ら

と
機
上
で
不
安
に
な
り
ま
し
た
。
日
本

の
英
語
教
育
の
問
題
か
し
ら
。
そ
れ
と

も
単
に
私
個
人
の
問
題
？
　

　

（宗
一房
）

▼
六
万
年
に

一
度
の
火
星
の
大
接
近
に

天
空
を
見
上
げ
、
宇
宙
や
惑
星
の
大
き

さ
を
想
う
の
も

い
い
。
冷
夏
で
こ
の
地

方
特
産
の
梨
の
不
作
を
嘆
く
の
も
仕
方

な
い
。
古
代
よ
り
赤
星
の
出
現
は
恐
れ

ら
れ
て
き
た
が
、
自
然
の
警
告
の
サ
イ

ン
と
し
て
、
予
期
せ
ぬ
災
害
に
対
す
る

心
構
え
に
し
た
い
。
避
難
用
品
の
点
検

を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▼
い
っ
た
ん
は

『明
珠
』
編
集
か
ら
の

隠
居
を
企
ん
だ
が
、
引
継
ぎ
に
時
間
が

か
か
る
細
か
い
作
業
が
あ
り
、
編
集
の

手
伝

い
に
復
帰
し
て
い
ま
す
。
久
々
に

こ
の
欄
に
昔
の
名
前
で
出
て
い
ま
す
。

（件
泉
）
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③

日 龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

時

坐
　
禅

講
　
義

座
　
談

参
加
資
格

〈〓
　
費

成
道
会
坐
禅

一
夜
接
心

毎
月
第
四
日
曜
九
時
よ
り

（初
参
加
の
方
は
八
時
半
ま
で

に
来
山
の
こ
と
）
四
月
は
八
時
半
よ
り
坐
禅
作
法
指
導

第

一
煙
　
口
宣
、
坐
禅
三
〇
分

経
　
行
　
一
〇
分

第
二
住
　
坐
禅
三
〇
分

本
版
三
通
、
開
経
掲
を
唱
え
て
、
椎
名
宏
雄
老
師
よ
り

『正
法
眼
蔵
』
の
提
唱
を
聞
く
。
現
在
は
「行
持
」
下
巻

自
己
紹
介
の
後
、
茶
を
喫
し
座
談
。
正
午
解
散

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

無
料月

例
参
禅
会
の
外
に
、
毎
年

一
二
月
の
第

一
あ
る
い
は

第
二
日
曜

（本
年
は

一
二
月
七
日
）
釈
尊
成
道
を
讃
え
坐

禅
、
成
道
会
法
要
後
、
法
話
を
聴
聞
、
点
心
を
共
に
す
る

六
月
初
旬
、
七
住
の
坐
禅
を
し
、
ご
提
唱
を
聞
く

ずっしりと重いけれど、とてもうれしい


