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従
容
録
に
学
ぶ

公天
）

第
二
五
則
　
洛
浦
伏
鷹

管
不
　
衆
〕

鶏
に
示
し
て
云
く
、
適
脇
据
対
も
て
知
遊
や
甦
蹴
を
流
征
さ
せ
、

逸
格
超
宗
も
て
曲
し
く
上
根
利
智
の
為
に
す
。
忽
し
箇
の

一
棒
に

て
打
て
ど
も
．頭
を
製
ら
さ
ざ
る
底の海
に
遇ぉ
う
時
は
奸
イ可ヵ、ん
？

〔本
則
〕

挙
す
、
洛
浦
、
爽
山
に
参
ず
、
礼
拝
せ
ず
し
て
当
面
に
立
つ

（相

い
逢
う
も
馬
を
下
り
ざ
る
は
各
自
に
前
程
あ
れ
ば
な
り
）
。
山
云
く
、

鶏
の
鳳
巣
に
棲
む
は
、
其
れ
同
類
に
非
ず
。
出
て
去
け
―

（
一
手て

は
推
し

一
手
は
捜
く
）

浦
云
く
、
遠
き
自ょ
り
趨
風
た
り
。
乞
う
師

の

一
接
を

（探
竿
は
手
に
在
り
）
。
山
云
く
、
日
前
に
閣
梨
な
く
、

雌
間こ
に
老ゎ
停
も
な
し

（謬
歳̈
は
身み
‐こ
―ほ

う
）
ｏ
浦
、
昼
ず
嚇
く

（既

筋
裁
力
れ
り
）
。
山
云
く
、
住
め
よ
住
め
よ
、
且
あ
草
草
忽
忽
な
る

こ
と
莫な
か
れ
！
（餐
υ者
は
犯
憚
、
慨
者
は
弔
各
）
雲
月
は
是こ
れ
同

じ
な
る
も
、
渓
山
は
続
お
の
鼻
な
れ
り
（ぷ
舒
暁
社
に
生ょ客そ郵
が

迷
う
）。

驚
ァ
だ
の
静
頭た
を
機
断き
る
こ
と
に
既
ち
な
き
に
あ
ら
ず
（輿
だ
器

頭
の
利
の
み
を
見
て
）、
争
で
か
無
舌
の
人
を
し
て
解
語
せ
し
め
ん
？

（抄
ル
の
業
を
見
ず
）
浦
、
熱ヽ時な
し
（毒
ば
陣
前
で
ひ
聯
は
光
惣
り
）ｏ

山
、
便
ち
打
つ

（意
わ
ざ
り
き
爽
山
、
却

っ
て
臨
済
に
作
ら
ん
と

は
―
）。
浦
、
此
れ
従ょり
鐸
蹂
う
（芸
、
当
行ざ
に
摩
れ
り
）。

参
禅
会
発
足
三
五
周
年
に
ち
な
ん
で
、
第
三
五
則
を
選
び
ま
し
た
。

登
場
人
物
は
爽
山
と
洛
浦
。
禅
門
系
譜
の
上
で
は
、
青
原
―
石
頭

―
薬
山
―
船
子
―
爽
山
―
洛
浦
で
す
か
ら
、
青
原
下
五

・
六
世
の

禅
哲
た
ち
、
時
代
は
唐
末
で
す
。
『従
容
録
』
で
は
、
爽
山
は
ほ
か

に
第
六
八
則

「爽
山
揮
剣
」
、
洛
浦
は
第
四

一
則

「洛
浦
臨
終
」
に

そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
と
し
て
出
て
き
ま
す
が
、
両
者
と
も
に
こ
こ
で

は
初
登
場
。

爽
山
善
会

（八
〇
五
～
八
八

一
）
は
河
南
省
の
生
ま
れ
で
、
の

ち
に
中
国
第

一
の
大
湖
で
あ
る
洞
庭
湖
の
西
、
湖
南
省
爽
山
に
道

場
を
開
き
禅
風
を
ふ
る
っ
た
英
傑
。
洛
浦
元
安

（八
三
三
～
八
九
七
）

は
陳
西
省
の
出
身
で
臨
済
な
ど
に
歴
参
し
た
の
ち
に
爽
山
の
法
嗣

と
な
り
、
爽
山
に
近

い
澄
州
の
洛
浦
山
で
道
誉
を
あ
げ
た
人
で
、

多
く
の
す
ぐ
れ
た
機
縁
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

「洛
浦
伏
鷹
」

は
洛
浦
が
爽
山
に
参
じ
た
時
、
そ
の
言
動
に
よ

っ
て
屈
服
帰
依
し

た
際
の
も
の
。

①

参
禅
会
会
報



さ
て
、
今
回
か
ら
は
本
誌
の
組
版
が
変
わ
り
文
字

の
制
約
と
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

〔示
衆
〕

と

〔本
則
〕
は
原
文
に
意
訳
的
な
ル
ビ
を
ふ
り
、
そ

れ
だ
け
読
め
ば

一
応
理
解
で
き
る

（？
）
よ
う
に
つ

と
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
以
下
は
要
旨
を
中
心
と
し

た
紹
介
に
と
ど
め
ま
す
。

ま
ず
万
松
さ
ん
の

〔示
衆
〕
は
、

「学
生
接
化
の

は
た
ら
き
が
抜
群
の
大
先
生
で
も
、　
一
棒
を
食
ら

つ

て
も
ビ
ク
と
も
し
な
い
大
モ
ノ
に
出
会

っ
た
ら
ど
う

す
る
か
な
？
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
爽
山
と
洛
浦
の
出
会
い
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
ノ
ン
フ
イ
ク
シ
ョ
ン
の

〔本
則
〕
。
洛
浦

は
爽
山
に
参
じ
た
時
、
挨
拶
も
せ
ず
に
突
っ
立
っ
た
。

爽
山

「鳳
の
巣

（立
派
な
道
場
）
に
鶏
が
舞
い
込
ん

で
き
て
も
ダ
メ
じ
ゃ
、
サ
ッ
サ
と
立
ち
返
れ
！
」
洛

浦
が
へ
り
く
だ
つ
て
、
ど
う
か
ご
教
導
を
と
お
願
い
。

爽
山
の

「
こ
こ
に
は
君
も
ワ
シ
も
お
ら
ん
の
じ
ゃ
」

に
洛
浦
が
わ
め
く
と
、

「
や
め
な
―
は
す

っ
ぱ
す
る

な
よ
。
君
と
ワ
シ
と
は
な
、
境
界
は
雲
泥
の
差
じ
ゃ
。

君
は
ど
う
や
ら
エ
ラ
イ
人
の
回
封
じ
は
で
き
て
も
、

め

っ
た
に
語
ら
ぬ
ホ
ン
モ
ノ
の
口
を
開
か
せ
ら
れ
る

か
な
？
」
こ
れ
で
洛
浦
は
す

っ
か
り
爽
山
に
帰
依
服

従
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

洛
浦
は
臨
済
の
も
と
で
、
も
う
か
な
り
の
力
量
が

認
め
ら
れ

「喝
」
も

マ
ス
タ
ー
し
て
い
た
人
物
。
だ

か
ら
爽
山
に
対
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
臨
機
応
変
の
対

応
が
と
れ
た
の
で
す
。
だ
が
爽
山
は

一
枚
上
、
そ
れ

を
見
抜
い
て
な
お
す
ご
い
言
葉
で
伏
鷹
さ
せ
た
。
す

ご
い
言
葉
と
は

「日
前
に
閣
梨
な
く
、
此
間
に
僧
な

し
」
と

「無
舌
の
人
を
し
て
解
語
せ
し
む
」
で
あ
り
、

こ
れ
が
こ
の
公
案

一
則
の
眼
目
！

ま
ず
前
者
は
、
君
と
ワ
シ
と
い
う
相
い
対
立
し
た

世
界
の
否
定
で
す
。
対
立
以
前
は
す
べ
て
生
き
／
＼

と
し
た
い
の
ち
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
。
自
分
を
な

く
し
て
、
お
花
に
な

っ
て
花
を
見
れ
ば
、
花
が
無
限

に
語
り
か
け
て
く
る
あ
の
世
界
で
す
。

ま
た
後
者
は
、
言
葉
や
分
別

ｏ
感
情
な
ど
に
わ
ず

ら
わ
さ
れ
な
い
境
界
の
者
が
、
か
え

っ
て
真
実
の
言

葉
を
自
在
に
語
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
の
教
え
。
悟

っ
た
人
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
赤
ち
ゃ
ん
や
ネ
コ
は
ま

っ
た
く
正
直
、
神
さ
ま
で
す
ね
。

と
、
こ
う
見
る
と
、
禅
は
正
直
に
す
な
お
に
な
り

切

っ
た
世
界
。
わ
た
く
し
は
中
学

一
年
の
時
、
先
生

か
ら

一
度
だ
け
鉄
拳
を
く
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
ヘ

シ
押
ら
れ
た
の
は
、
お
の
れ
の
増
長
し
た
ナ
マ
イ
キ

な
心
。
文
字
通
り
肝
に
銘
じ
ま
し
た
。
三
〇
年
ぐ
ら

い
の
ち
、
同
級
生
会
で
招
い
た
そ
の
先
生
に
お
礼
を

の
べ
た
と
こ
ろ
、
ま

っ
た
く
覚
え
て
い
な
か

っ
た
の

に
は
回
ア
ン
グ
リ
。
で
も
、
生
涯
に

一
度
ぐ
ら
い
、

こ
う
し
た
鉄
拳
は
良
い
薬
で
す
。
す
な
お
な
心
を
と

り
戻
す
た
め
に
も
。

と
に
も
か
く
に
も
、
か
な
り
深
い
力
量
の
洛
浦
が

す
な
お
に
爽
山
に
伏
鷹
し
た
の
も
、
そ
う
さ
せ
た
爽

山
も
と
も
に
す
ば
ら
し
い
。
爽
山
は
、
道
元
禅
師
が

こ
の
人
の

「生
死
の
中
に
仏
あ
れ
ば
生
死
に
迷
わ
ず
」

に
よ
っ
て

「生
死
」
の
巻
を
著
し
た
の
は
有
名
。
ま

た
、
禅
門
第

一
の
書

『碧
巌
録
』
の
名
は
、
爽
山
禅

院
の
方
丈
額
か
ら
採

っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
事
跡
を
知

っ
て
、
改
め
て

〔本
則
〕
を
味
わ
う

と
ま
た
ち
が
い
ま
す
。
万
松
さ
ん
の
著
語
も
実
に
適

確
で
す
ね
。

爽山の「猿は子を抱いて帰る青障の嶺」
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本
来
の
自
己
に
勝
る
も
の
な
し

―
―

第
二
三
回
成
道
会

―
―

一
二
月
四
日
、
第
二
三
回
成
道
会
が
参
禅
会
三
二
名
、

梅
花
講

一
二
名
の
参
加
を
え
て
、
龍
泉
院
本
堂
で
行

わ
れ
ま
し
た
。
今
年
も
二
住
の
報
恩
坐
禅
の
後
、
梅

花
講
の
皆
さ
ん
の
成
道
会
和
讃
で
法
要
が
始
ま
り
、参禅会と梅花講の皆様

問
答
、
法
話
が
粛
々
と
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
参

禅
二
〇
年
を
讃
え
て
杉
浦
さ
ん
と
武
田
さ
ん
に
椎
名

老
師
の
揮
塁
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

毎
回
成
道
会
で
は
椎
名
老
師
よ
り
宗
門
の
名
僧
の

方
の
お
話
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
今
年
は
高
輪

泉
岳
寺
の
ご
開
山
様
で
あ
る
門
庵
宗
関
さ
ん
で
し
た
。

以
下
は
椎
名
老
師
の
お
話
の
概
略
で
す
。

一
二
月

一
四
日
は
赤
穂
義
士
の
討
ち
入
り
の
日
で
、

四
十
七
士
の
追
悼
法
要
そ
の
他
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
日
は
そ
の
高
輪
の
泉
岳
寺
の
御
開
山
様
で
あ
り
ま

す
門
庵
宗
関
和
尚
と
い
う
方
の
お
話
を
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。
こ
の
方
は
戦
国
時
代
に
生
ま
れ
、
江
戸
時
代

の
始
め
に
七
二
歳
と
い
う
、
そ
の
頃
で
は
か
な
り
の

長
寿
を
全
う
さ
れ
た
方
で
す
。
戦
国
時
代
に
有
力
な

大
名
で
今
川
義
元
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
が
、
宗
関

和
尚
は
今
川
義
元
の
お
孫
さ
ん
で
す
。
ま
た
、
後
に

宗
関
和
尚
が
出
家
し
た
時
、
師
匠
と
な
る
方
は
今
川

義
元
の
弟
の
宗
寅
和
尚
で
す
。
今
川
家
か
ら
出
家
し

た
人
は
皆

「宗
」
が
つ
い
て
い
ま
す
。

今
川
家
は
南
北
朝
時
代
の
足
利
氏
の
支
流
で
、
公

家
や
朝
廷
と
の
縁
戚
関
係
が
多
く
、
京
都
風
の
公
家

的
な
教
養
を
受
け
た
よ
う
で
す
。
宗
関
和
尚
は
幼
名

を
若
王
子
と
い
う
す
ご
い
名
前
を

つ
け
ら
れ
、
八
歳

か
九
歳
位
の
と
き
出
家
し
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
後

の
徳
川
家
康
は
そ
の
頃
は
ま
だ
松
一半
竹
千
代
と
い
っ
て
、

今
川
家
に
七
歳
の
時
に
人
質
に
と
ら
れ
、
駿
府
城
の

中
で
暮
し
て
い
ま
し
た
。
今
川
義
元
の
弟
の
後
の
宗

寅
和
尚
、
こ
の
人
は
家
康
よ
り
二
歳
年
上
な
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
お
孫
さ
ん
に
な
る
若
王
子
は
家
康
よ
り
八

歳
年
下
で
す
。

宗
関
和
尚
の
若
王
子
や
、
伯
父
さ
ん
に
あ
た
る
宗

寅
和
尚
と
家
康
と
の
三
人
が
ま
だ
子
供
の
頃
、
駿
府

城
で
遊
ん
だ
仲
間
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
が
後
々
ま
で

影
響
を
大
き
く
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
徳
川
家
康
が
高

輪
の
泉
岳
寺
を
建
て
、
そ
の
開
山
第

一
祖
が
宗
関
和

尚
で
す
が
、
非
常
に
俗
縁
と
い
う
の
が
出
家
の
世
界

に
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
今
川
家
は
武
田
家
と
は
密

接
な
関
係
が
あ
り
、
今
川
義
元
の
奥
さ
ん
は
武
田
信

玄
の
妹
で
す
。
そ
し
て
織
田
と
相
対
し
て
い
ま
し
た
。

今
川
義
元
が
桶
狭
間
の
合
戦
で
織
田
軍
に
大
敗
し
、

首
を
取
ら
れ
て
し
ま

つ
た
後
、
今
川
家
は
も
う
没
落

の

一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
頃
、
義

元
の
お
孫
さ
ん
の
若
王
子
は
出
家
し
ま
す
。
宗
寅
和

尚
が
栃
木
県
の
大
中
寺
の
住
職
に
な
っ
て
い
た
の
で
、

そ
の
導
き
に
よ
っ
て
出
家
し
た
よ
う
で
す
。

大
中
寺
は
関
三
刹
と
い
い
ま
し
て
、
関
東
に
お
け

る
曹
洞
宗
の
三
つ
の
大
き
な
役
所
寺
の

一
つ
で
し
た
。

日
本
全
国
に
そ
の
頃
二
万
五
千
の
曹
洞
宗
の
お
寺
が

あ
り
、
大
中
寺
は
曹
洞
宗
を
取
り
締
ま

っ
て
い
く
重

③



要
な
地
位
で
あ
る
天
下
の
僧
録
と
い
う
地
位
に
あ
り

ま
し
た
。
徳
川
家
と
の
関
係
が
深
い
の
で
そ
う
な

っ

た
の
で
し
ょ
う
。

大
中
寺
で
出
家
し
た
宗
関
和
尚
は
、
参
禅
と
学
問

に
励
ん
で
、
三
〇
年
位
大
中
寺
で
わ
き
目
も
ふ
ら
ず

に
修
行
し
た
よ
う
で
す
。
最
後
に
宗
関
和
尚
が
つ
い

た
先
生
が
、
ま
た
宗
寅
和
尚
で
す
。
こ
の
頃
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

あ
る
日
、
宗
寅
和
尚
が
、
「釈
迦
、
弥
勒
は
こ
れ

彼
の
奴
で
あ
る
。
こ
の
彼
と
は

一
体
誰
の
こ
と
か
。」

と
宗
関
和
尚
に
尋
ね
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
或
は
弥
勒

菩
薩
と
い
う
の
は
未
来
永
劫
の
と
き
に
お
出
ま
し
に

な

っ
て
、
衆
生
済
度
す
る
。
こ
の
お
二
人
が
仏
教
で

は

一
番
偉
い
尊
敬
さ
れ
る
方
な
ん
で
す
が
、
そ
ん
な

も
の
は
結
局
、
彼
の
奴
に
過
ぎ
な
い
。
奴
と
い
う
の

は
下
男
み
た
い
な
も
ん
で
す
ね
。
そ
の
彼
と
は
誰
で

あ
る
か
と
い
つヽ
公
案
と
い
つヽ
か
テ
ー
マ
を
授
け
ら
れ
た
。

聡
明
な
人
で
修
行
に
つ
い
て
は
厳
し
い
方
で
あ

っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
言
葉
で
悟
り
を
開
い

た
の
で
す
。

彼
と
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
要
す
る
に

「本

来
の
自
己
」
で
あ
る
。
そ
の
く
ら
い
素
晴
し
い
も
の

は
な
い
。
誰
で
も
平
等
に
共
通
し
て
持

っ
て
い
る
も

の
で
す
が
、
普
段
気
が
つ
か
な
い
。
例
え
ば
外
を
歩

い
て
石
に
蹟
き
そ
う
に
な
れ
ば
石
を
避
け
て
歩
く
。

だ
け
ど
、
石
が
あ
る
、
そ
こ
へ
蹟
い
た
ら
転
ぶ
、
転

ん
だ
ら
怪
我
を
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

さ
っ
と
避
け
る
。
素
晴
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
お

手
洗
い
に
行
き
た
く
な

っ
た
。
代
わ
り
に
あ
な
た
行

っ
て
来
て
下
さ
い
と
言

っ
た

っ
て
代
行
が
き
か
な
い

ん
で
す
。
代
行
の
き
く
も
の
と
き
か
な
い
も
の
と
が

あ
る
。
自
分
と
い
う
も
の
、
そ
れ
が
本
来
の
自
己
で

あ
る
。
素
晴
し
い
自
己
、
こ
れ
は
お
釈
迦
様
で
あ
ろ

う
と
弥
勒
菩
薩
で
あ
ろ
う
と
、
ど
ん
な
偉
い
も
の
で

も
同
じ
な
ん
だ
。
問
題
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
こ
と
を

「彼
」

と
表
現
し
た
。
確
か
に
彼
は
素
晴
し
い
。
彼
に
勝
る

も
の
な
し
。
彼
は
お
釈
迦
様
で
あ
ろ
う
と
、
弥
勒
菩

薩
で
あ
ろ
う
と
、
彼
の
奴
に
す
ぎ
な
い
。
全
身
で
も

っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
悟
り
と
い
う
も
の
が
あ
る
、

と
言
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

世
田
谷
に
豪
徳
寺
と
い
う
古
い
大
き
な
寺
が
あ
り

ま
す
。
吉
良
家
が
吉
良
上
野
介
の
ず

っ
と
前
、
大
旦

那
に
な

っ
て
開
い
た
。
そ
こ
が
臨
済
宗
の
お
寺
だ

っ

た
の
を
、
宗
関
和
尚
と
い
う
素
晴
し
い
人
が
い
る
と

い
う
の
で
、
曹
洞
宗
の
お
寺
に
し
た
。
世
田
谷
城
の

城
主
が
吉
良
家
な
ん
で
す
。
初
め
は
城
の
中
に
小
さ

な
阿
弥
陀
堂
が
あ

っ
た
の
を
大
き
く
し
て
、
宗
関
和

尚
を
招
い
て
住
職
に
し
た
。
豪
徳
寺
の
開
祖
第

一
祖

は
こ
の
宗
関
和
尚
な
の
で
す
。
そ
こ
で
何
年
か
住
職

を
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
栃
木
市
の
皆

川
城
下
に
傑
琴
寺
と
い
う
大
中
寺
の
末
寺
が
あ
り
、

そ
の
傑
琴
寺
の
住
職
に
迎
え
ら
れ
た
。
宗
関
和
尚
は

第
五
代
日
で
す
。
こ
れ
か
ら
本
格
的
な
布
教
活
動
を

す
る
ん
で
す
が
、
そ
の
時
は
も
う
六
四
歳
で
す
。
因

み
に
傑
琴
寺
時
代
か
ら
宗
関
和
尚
の
語
録
が
残

っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
本
寺
で
あ
り
ま
す
大
中
寺
の
第

一
二
代
住
職
に
迎
え
ら
れ
ま
す
。　
一
一
代
は
師
匠
の

宗
寅
和
尚
で
す
。

ご詠歌を奉詠する梅花講の皆さん
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そ
れ
か
ら

一
時
期
、
傑
琴
寺

へ
隠
居
し
ま
す
。
そ

の
間
も
布
教
教
化
に
邁
進
さ
れ
て
い
ま
す
。
元
和
三

年

（
一
六

一
六
年
）
家
康
か
ら
秀
忠
に
代
わ
っ
た
時
、

今
度
は
東
京
麻
布
の
長
谷
寺
、
現
在
は
永
平
寺
別
院

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
修
行
道
場
で
、
今
で
も
雲
水

が
沢
山
い
ま
す
。
そ
こ
の
開
山
第

一
祖
に
迎
え
ら
れ

た
の
で
す
。
そ
こ

で
三
年
間
活
躍
を

し
て
、
晩
年

の
七

〇
歳
、
元
和
五
年

（
一
六

一
九

年

）

の
時
に
泉
岳
寺
の

開
山
第

一
祖
に
な

ら
れ
ま
し
た
。
泉

岳
寺
は
、
初
め
は

外
桜
田
と

い
う
皇

居
の
近
く
に
あ

っ

た
の
で
す
が
、
二

ｏ
年
し
か
そ
こ
に
い
な
く
て
高
輪
に
移
転
し
て
い
ま
す
。

恐
ら
く
寺
の
規
模
が
大
き
く
な
る
に
従

っ
て
狭
く
な

っ
て
、
高
輪
の
地
を
選
ん
で
移
転
し
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
泉
岳
寺
の
住
職
と
な

っ
て
、
い
ろ
い
ろ

と
最
後
の
活
躍
を
さ
れ
る
の
で
す
が
、
も
う
二
年
後

の
元
和
七
年
、
七
二
歳
で
、　
一
一
月
二
六
日
に
亡
く

な
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
亡
く
な
る
少
し
前
に

（訳
ん
だ
歌
が
残

っ
て
い
ま
す
。

「見
渡
せ
ば
枯
野
の
す
す
き
身
に
し
み
て
老

い
は
い

か
な
る
夕
べ
な
る
か
も
」

宗
関
和
尚
の
辞
世
の
歌
は
、
今
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
あ
り

ま
す
愛
宕
山
の
山
麓
の
青
松
寺

へ
、
宗
関
和
尚
が
招

か
れ
て
行

っ
て
、
そ
の
時
に
詠
ん
だ
歌
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
二
ヶ
月
後
に
亡
く
な

っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
宗
関
和
尚
の
語
録
が

「代
語
集
」
と
い
う

名
で

一
巻
残

っ
て
い
ま
す
。
活
字
に
は
さ
れ
て
お
り

ま
せ
ん
。
非
常
に
難
し
い
。
普
通
の
人
で
は
と
う
て

い
歯
が
立
た
な
い
。
非
常
に
学
問
的
な
素
養
が
深
い

方
で
、
特
に
宋
の
時
代
の
学
問
で
あ
り
ま
す
朱
子
学
、

儒
教
の
ほ
う
の
哲
学
、
宋
の
時
代
の
禅
宗
の
学
問
に

た
い
そ
う
詳
し
い
人
で
す
。
今
で
い
え
ば
大
学
者
の

素
養
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
中
寺
の
古
文
書
に
こ
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
師
匠
の
宗
寅
和
尚
が
弟
子
を
連
れ
て
御
前
の

前
に
ま
か
り
出
た
。
江
戸
城
の
徳
川
家
康
の
前
で
す
。

幼
い
と
き
の
遊
び
仲
間
な
ん
で
す
。
話
を
し
た
因
み
に
、

家
康
公
が
、
「宗
関
和
尚
、
お
前
さ
ん
、
法
間
、
間

答
と
い
う
の
が
好
き
で
、
得
意
だ
そ
う
だ
け
ど
、
法

間
は
こ
の
頃
ど
う
で
す
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
お

師
匠
さ
ん
の
宗
寅
和
尚
が
、
「小
僧
、
お
前
の
手
の

内
は
ど
う
だ
。」
と
宗
関
和
尚
に
聞
い
た
。
「私
は
手

な
ん
か
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
自
由
で
す
。
」
を不
寅
和

尚
は

「そ
れ
が

一
体
自
由
だ
と
い
う
の
か
な
」
と
言

っ
た
。
宗
関
和
尚

「私
は
い
や
な
こ
と
は
い
や
と
は

っ
き
り
い
う
こ
と
が
自
由
で
ご
ざ
る
」
と
答
え
た
。

宗
関
和
尚
が
恐
ら
く

一
〇
代
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

手
が
な
い
の
は
む
し
ろ
自
由
な
ん
で
す
と
言

っ
た
。

「千
兵
を
得
る
こ
と
は
易
し
い
」
こ
れ
は
中
国
の

故
事
に
あ
る
。
宗
関
和
尚
は

「
一
将
は
求
め
難
し
。」

一
人
の
本
物
は
求
め
難
し
と
い
う
ん
で
す
ね
。
家
康

公
の
前
で
即
座
に
答
え
た
。
家
康
公
は

「龍
の
水
を

得
る
が
如
し
」
と
褒
め
た
。
龍
は
水
を
得
る
と
生
き

生
き
と
し
て
活
発
に
な
る
。
宗
関
和
尚
は

「虎
の
山

に
拠
る
が
如
し
。
」
虎
は
町
に
は
い
な
い
で
、
山
に

入
れ
ば
日
は
ら
ん
ら
ん
と
輝
き
我
が
家
に
い
る
が
如

き
で
、
龍
の
如
く
で
す
。
そ
こ
で
、
宗
寅
和
尚
は

「珍

重
」
と
言
う
。
宗
関
和
尚
は

「万
歳
」
と
言

っ
た
と

い
う
。
こ
う
い
う
面
白
い
逸
話
が
大
中
寺
に
伝
わ

っ

て
い
ま
す
。

後
に
、
江
戸
時
代
の
中
頃
か
ら
終
り
の
頃
に
、
曹

洞
宗
の
千
丈
和
尚
と
い
う
有
名
な
方
が
豪
徳
寺
に
招

か
れ
て
、
開
山
第

一
祖
の
追
悼
の
お
言
葉
を
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に

「丁
度
、
木
馬
が
風
に
噺
く

よ
う
で
あ
る
。
」
木
馬
は
生
き
て
い
る
人
間
よ
り
も

無
心
で
あ
る
。
心
が
無
い
だ
け
、
悟

っ
て
い
る
ん
だ
。

む
し
ろ
人
間
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
悟

っ
て
、
無
心

の
心
で
も

っ
て
木
馬
が
風
に
噺
く
よ
う
で
あ
る
。
雲
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水
を
鍛
錬
す
る
こ
と
は
非
常
に
厳
し
い
。
道
場
の
き

ま
り
と
い
う
も
の
は
厳
格
に
守
る
。
あ
る
時
は
、
諸

大
名
達
に
対
し
て
も
呪
み
つ
け
る
。
言
う
べ
き
こ
と

は
チ
ヤ
ン
と
言
う
。
大
名
で
あ
ろ
う
と
平
然
と
し
て

お

っ
た
。
雲
水
の
指
導
方
法
は
殺
活
自
在
、
活
か
す

も
殺
す
も
自
在
で
あ
っ
た
。
ダ
メ
な
人
間
で
も
生
か
す
。

一
寸
高
慢
な
も
の
は
殺
す
。
殺
活
自
在
で
あ

っ
た
と

い
う
禅
風
は
、
千
丈
和
尚
の
追
悼
文
に
書
か
れ
て
い

る
通
り
で
す
。

こ
れ
ら
四
つ
の
寺
の
時
代
に
教
え
示
し
た
言
葉
と

し
て
六

一
三
の
項
目
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
泉
岳
寺

に
住
職
を
し
た
時
、
フ
」
の
風
光
明
媚
な
処
で
雲
水

達
よ
お
ま
え
さ
ん
達
は

一
体
何
を
学
ぼ
う
と
し
て
い

る
の
か
。」
と
い
う
質
問
を
ぶ
つ
け
て
お
り
ま
す
。
「明

月
に
戸
を
開
け
ば
季
候
は
あ
た
か
も
秋
の
ご
と
し
。」

元
和
三
年

一
〇
月

一
五
日
の
教
え
な
ん
で
す
。
こ
の

大
自
然
の
静
寂
そ
の
も
の
を
、
我
が
心
と
し
て
頂
い
て
、

そ
れ
を
躍
動
す
る
命
の
根
源
と
し
な
さ
い
。
難
し
い

言
葉
の
中
に
こ
ん
こ
ん
と
分
か
り
易
い
、　
一
番
大
切

な
と
こ
ろ
を
教
え
て
い
ま
す
。
中
世
か
ら
江
戸
時
代

に
か
け
て
の
優
れ
た
禅
僧
の
中
で
は
典
型
的
な
人
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

開
山
第

一
祖
宗
関
和
尚
の
命
日
は

一
一
月
二
六
日

で
す
。
私
は
今
年
、
二
日
後
の
二
八
日
に
宗
関
和
尚

に
つ
い
て
泉
岳
寺
で

一
時
間
に
渡

っ
て
公
開
講
演
を

行
い
ま
し
た
。
泉
岳
寺
と
い
う
寺
は
四
十
七
士
で
有

名
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
曹
洞
宗
の

三
大
学
問
寺
と
し
て
先
ほ
ど
の
芝
の
青
松
寺
と
駒
込

の
吉
祥
寺
と
と
も
に
有
名
で
す
。

こ
の
お
寺
で
私
は
昔
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

報
恩
の

一
環
と
し
て
皆
様
に
ご
紹
介
申
し
上
げ
た
次

第
で
す
。

只
管
感
謝
の
二
〇
年柏

市
　
杉
浦
上
太
郎

昭
和
六
〇
年
二
月
二
四
日
。
私
が
初
め
て
龍
泉
院

参
禅
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
日
で
、
四
二
歳

の
と
き
で
し
た
。

当
時

の
私
は
多
く

の
こ
と
で
悩
ん
で
い
ま
し
た
。

三
四
歳
で
脱
サ
ラ
を
し
て
独
立
、
そ
の
五
年
後
に
睡

眠
不
足
が
た
た

っ
て
ホ
ー
ム
か
ら
の
転
落
に
よ
る
大

怪
我
を
し
た
こ
と
を
契
機
に
継
続
を
断
念
。
再
び
脱

サ
ラ
前
に
勤
め
て
い
た
会
社
に
出
戻
る
。
戻

っ
た
と

た
ん
全
く
意
に
染
ま
な
い
組
織
の
責
任
者
に
祭
り
上

げ
ら
れ
る
。
不
本
意
な
思
い
や
能
力
不
足
に
よ
る
ジ

レ
ン
マ
な
ど
で
心
が
千
々
に
乱
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

ス
ト
レ
ス
漬
け
の
生
活
を
三
年
ほ
ど
経
過
し
、
も
う

こ
れ
以
上
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
思
い
に
至

っ
て
い

た
頃
で
す
。

あ
る
時
期
ま
で
は
、
そ
の
原
因
は
あ
る
特
定
の
人
々

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
た
れ
も
の
と
思

っ
て
恨
ん
だ
り

も
し
て
い
ま
し
た
。
が
、
あ
る
と
き
突
然
、
そ
の
よ

う
な
道
を
選
ん
だ
の
は
、
結
果
的
に
は
自
分
な
の
だ

か
ら
、
全
て
の
事
象
は
自
分
の
責
任
で
は
な
い
の
か

と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
や
が
て

″自
己
の

敵
は
自
己
な
の
だ
〃
と
い
う
こ
と
に
確
信
を
も

つ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
気
づ
き
が
動
機
と
な

っ
て
、
軟
弱
な
精
神
を

鍛
え
な
お
し
、
不
動
心
を
得
る
方
法
は
な
い
も
の
か

と
思
い
、
あ
れ
こ
れ
見
聞
し
た
結
果
が
坐
禅
修
行

ヘ

の
興
味
で
し
た
。

二
月
上
旬
、
意
を
決
し
、
雪
の
永
平
寺
様
を

一
泊

参
篭
の
目
的
で
訪
れ
、
坐
禅
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
厳
粛
な
雰
囲
気
の
書
院

（元
僧
堂
）
に
て
、

緊
張

一
杯
の
気
持
で
初
坐
禅
を
体
験
し
ま
し
た
。

宗閑和尚のお墓
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日
常
生
活
ど
は
全
く
違
う
次
元
の
世
界
、
長
年
継

続
さ
れ
て
き
た
作
法
の
重
み
、
人
間
の
根
源
の
修
行

等
々
に
大
い
な
る
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
日
後
、
偶
然
、
龍
泉
院
様
近
く
の
バ

ス
通
り
を
車
で
通
り
か
か
り
、
龍
泉
院
様
入
り
回
の

交
差
点
を
通
過
す
る
瞬
間
、　
〃坐
禅
道
場
龍
泉
院
″

と
い
う
看
板
の
文
字
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。

時
折
、
そ
の
道
路
は
利
用
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ

れ
ま
で
は
全
く
気
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
時
だ
け
は
、
そ
の
看
板
が
実
物
の
三
倍
ほ
ど
の

大
き
さ
に
感
じ
た
の
で
し
た
。　
一
時
の
躊
躇
も
な
く

す
ぐ
さ
ま
、
龍
泉
院
様
の
門
を
た
た
き
、
椎
名
老
師

に
お
会
い
し
、
入
門
を
願
い
出
、
許
さ
れ
ま
し
た
。

世
俗
の
垢
に
ま
み
れ
た
私
ご
と
き
が
、
龍
泉
院
参

禅
会
と
縁
が
結
べ
た
こ
と
は
は
ま
さ
に
幸
運
で
し
た
。

爾
来
二
〇
年
。
私
は
大
き
な

″安
心
″
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
伴
う

企
業
合
併
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど
多
く
の
困
難
な
こ
と
に

直
面
し
て
き
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
心
を
労
す
る
こ
と

な
く
歩
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
常
に
、
心

の
中
に
価
値
判
断

ｏ
意
思
決
定
の
定
規
を
も
て
た
こ

と
の
あ
り
が
た
さ
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。

平
成

一
七
年

一
二
月
四
日
の
成
道
会
の
日
、
参
禅

会
二
〇
年
経
過
の
記
念
と
し
て
、
椎
名
宏
雄
老
師
よ

り
素
晴
ら
し
い
墨
蹟
を
賜
り
ま
し
た
。

鮮
や
か
に
大
書
さ
れ
た

「全
機
現
」
と
い
う
文
字

で
す
。
「全
機
現
」
と
は
宋
代
の
有
名
な
禅
匠
の
円

悟
禅
師
の
言
葉
で
、
そ
の
働
き
が
今
こ
こ
に
余
す
と

こ
ろ
な
く
現
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
＊

一
）
と

の
由
。
私
の
坐
禅
修
行
は
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
す
。
こ

の
二
〇
年
経
過
を
節
目
に
、
ま
た
心
新
た
に
し
、
「全

機
現
」
が
体
得
で
き
る
よ
う
坐
禅
修
行
に
精
進
し
て

参
り
た
い
と
念
じ
て
お
り
ま
す
。

末
筆
な
が
ら
、
改
め
て
椎
名
老
師
に
深
く
感
謝
申

し
上
げ
、
さ
ら
な
る
導
き
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ

る
も
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
一拝
九
拝
）

＊

一

『明
珠
』
第
三
号
、
４
頁

「久
参
修
治
の
功
」

の
文
中
よ
り
引
用

二
〇
年
た

っ
て
、
ひ
と

つ

柏
市
　
武
田
　
博
志

成
道
会
で
、
参
禅
二
〇
年
の
祝
い
の
言
葉
を
老
師

か
ら
頂
戴
し
ま
し
た
。
力
強
い
揮
塁
の
額
を
両
手
で

一受
け
な
が
ら
、
老
師
か
ら
か
け
ら
れ
た
ね
ぎ
ら
い
の

言
葉
が
胸
に
し
み
ま
し
た
。

頂
戴
し
た
言
葉
は
、
「放
下
著
」
。

「背
負

っ
て
い
る
も
の
を
下
ろ
し
な
さ
い
」
と
い

う
意
味
で
す
。
重
い
リ
ュ
ッ
ク
を
背
負

っ
て
峠
の
山

小
屋
に
着
い
た
と
き
、
小
屋
の
主
に
声
を
掛
け
ら
れ

た
よ
う
な
安
堵
感
を
覚
え
ま
す
。

龍
泉
院
の
門
を
く
ぐ
り
、
二
〇
年
が
経
ち
ま
し
た
。

坐
禅
は
辛
く
、
今
も
く
る
ぶ
し
の
当
た
る
と
こ
ろ
が
ブ

チ
に
な
り
、
安
楽
の
法
門
と
は
掛
け
離
れ
た
境
地
の
時

も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
二
〇
年
続
け
て
こ
ら
れ
た

の
は
、
第

一
に
、
老
師
の

『正
法
眼
蔵
』
の
ご
提
唱
が

面
白
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
道
友
の
温
か
い
気
持
ち

に
終
始
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
に
よ
り
ま
す
。

当
時
の
ご
提
唱
は
、
コ

顆
明
珠
」
の
巻
。
玄
沙

師
備
の
出
家
の
い
き
さ
つ
を
描
い
た
箇
所
で
し
た
。

老
師
に
解
説
い
た
だ
く
仏
教
説
話
の
面
白
さ
は
、
次

回
へ
の
楽
し
み
と
な
り
、
今
日
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

入
門
し
て
間
も
な
い
頃
、
茶
話
会
で
高
野
さ
ん
が

⑦
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老
師
に
お
尋
ね
し
ま
し
た
。
「
日
航
ジ
ャ
ン
ボ
機
が

御
巣
鷹
山
に
墜
落
し
、
何
の
罪
も
な
い
大
勢
の
人
が

命
を
落
と
す
な
ど
、
神
や
仏
は
い
な
い
の
で
し
ょ
う

か
」
。
出
席
者
の
話
が

一
巡
し
、
最
後
に
老
師
は
、
「事

故
で
す
か
ら
ね
」
と
言
わ
れ
た
。

そ
れ
か
ら
二
〇
年
た

っ
た
参
禅
会
の
あ
る
日
、
私

は
坐
禅
開
始
の
時
刻
に
遅
れ
た
。
そ
こ
で
、
本
堂
に

入
ら
ず
控
え
室
の
ガ
ラ
ス
戸
を
開
け
、
庭
先
に
向
か

っ
て
足
を
組
み
ま
し
た
。
夏
の
日
差
し
が
照
り
、
す

で
に
陽
炎
が
ゆ
れ
る
地
面
。
そ
の
地
べ
た
を
小
さ
な

蟻
た
ち
が
列
を
な
し
て
横
切

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

へ
突
然
、
大
き
な

一
匹
の
蟻
が
列
の
横
か
ら
、
黙
々

と
歩
い
て
い
た
小
さ
な
蟻
を
襲

っ
た
。
も
が
く
蟻
を

大
き
な
上
あ
ご
で
挟
み
込
み
、
ま
も
な
く
、
小
さ
な

蟻
は
動
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

一
部
始
終
を
見
て
い
た
私
は
、
ふ
と
、
二
〇
年
前

の
高
野
さ
ん
の
発
言
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

〈
事
故
と
は
、
こ
う

い
う
こ
と
。
小
さ
な
蟻
を
守

る
神
や
仏
は
そ
こ
に
い
な
い
〉

事
故
に
あ

っ
て
命
を
失

っ
た
蟻
と
て
親
兄
弟
も
い

た
で
し
ょ
う
。
巣
穴
の
蟻
全
部
が
大
家
族

一
族
郎
党

と
も
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
残

っ
て
命
を
な
が
ら
え

た
蟻
た
ち
に
悲
し
が
る
様
子
は
な
い
。
そ
こ
に
見
え

る
の
は
、
以
前
の
よ
う
に
列
を
な
し
、
炎
天
下
で
必

死
に
生
き
て
い
る
姿
だ
け
。
そ
れ
は
、
昆
虫
や
植
物
、

そ
の
外
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
も
同
様
で
す
。
人
と
て

一
寸
先
の
生
に
保
障
は
な
く
、
た
だ
奇
蹟
に
近
い
確

率
で
、
あ
る
時
こ
の
世
に
生
を
受
け
今
を
生
き
て
い

る
だ
け
で
す
。
た

っ
た
ひ
と
つ
し
か
な
い
自
己
を
懸

命
に
生
き
る
の
は
、
本
来
当
た
り
前
の
事
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
自
分
自
身
を
省
み
る
と
、
今
を
懸
命

に
生
き
て
い
る
実
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
時
間

に
追
わ
れ
る
よ
う
に
毎
日
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
命
懸
け
で
は
な
い
し
、
い
つ
も
全
力
と
言
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
の
仰
る
よ
う
に
、

妄
想
を
断
ち
執
着
し
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
が
、

凡
夫
は
目
先
の
事
に
と
ら
わ
れ
て
、
気
が
つ
か
ぬ
ま

ま
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
背
負
い
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

今
こ
こ
で

「放
下
著
」
を
自
戒
の
言
葉
と
し
て
意
識

し
実
践
す
れ
ば
、
手
放
せ
る
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り

そ
う
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
そ
の
先
に
、
事
故
さ
え
恐

れ
な
い
懸
命
な
姿
が
現
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

二
〇
年
。
振
り
返
れ
ば
、
深
い
ご
縁
で
諸
先
輩
と

の
た
く
さ
ん
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
掛
け
て
い

た
だ
い
た
言
葉
や
話
が
後
に
な

っ
て
俄
然
、
意
味
を

も

っ
て
輝
き
だ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に

折
々
に
得
心
す
る
こ
と
と
同
様
、
十
年
、
二
〇
年
を

か
け
、
ひ
と

つ
ふ
た
つ
と
得
る
も
の
は
貴
重
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
老
師
や
道
友
に
ご
指
導
い
た
だ
き
な

が
ら
、
禅
の
道
を
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
丙
戌
年
頭
の
参
禅

ふ
じ
み
野
市
　
石
田
　
七
重

昨
日
か
ら
予
報
以
上
に
雪
が
積
り
出
し
、
私
の
町

よ
り
南
の
千
葉
県
の
方
が
更
に
時
間
的
に
も
長
く
、

雪
の
量
も
上
回
る
と
ラ
ジ
オ
も
告
げ
た
。
実
は
私
は

過
去
に
雪
道
で
と
て
も
恐
ろ
し
い
思
い
を
二
、
三
回

し
て
い
る
。
チ
エ
ー
ン
を
着
け
て
も
百
米
程
で
国
道

に
出
る
の
で
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。
そ
こ
で
昨
年

暮
に
ス
タ
ツ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
な
る
も
の
を
車
に
履
か

せ
た
。
そ
の
始
め
て
の
使
用
が
龍
泉
院
の
参
禅
と
い

う
こ
と
、
私
に
と

っ
て
大
変
喜
ば
し
い
。
そ
れ
に
し

て
も
こ
の
タ
イ
ヤ
ど
れ
程
信
頼
出
来
る
か
、
私
に
は

不
安
、
そ
こ
で
昨
日
の
う
ち
に
積

っ
た
雪
道
を
ガ
ソ

リ
ン
を
入
れ
る
の
と
予
行
練
習
を
兼
ね
て
ス
タ
ン
ド

ま
で
往
復
。
思
い
の
外
信
頼
を
実
感
、
あ
と
は
関
越
道
、

外
環
、
常
磐
道
各
高
速
道
路
の
状
況
も
ち
ょ
っ
と
不
安
、

余
裕
を
も

つ
て
出
掛
け
た
。
用
心
し
た
の
で
却

っ
て

い
つ
も
よ
り
早
く
到
着
。
駐
車
場
は
深
々
と
真

っ
白
。

ド
ア
を
開
け
て
降
り
よ
う
と
し
た
が
普
通
の
靴
の
私
、

ど
こ
ま
で
も
も
ぐ
り
そ
う
―
躊
躇
し
て

「降
り
ら
れ

な
―
い
！
」
と
大
声
を
出
し
た
ら
、
運
良
く
猿
島
の

中
村
さ
ん
が
い
ら
し
て
玄
関
ま
で
す

っ
か
り
雪
を
ど

け
て
下
さ

っ
た
。
そ
し
て
無
事
に
坐
禅
。
ご
提
唱
の

③



終
り
の
方
で
の

「儀
礼
を
し
っ
か
り
す
る
と
心
が
整
う
」

「何
よ
り
実
践
」
の
お
言
葉
が
何
や
ら
私
に
勇
気
を
齋

し
た
。
茶
話
会
で
は
御
老
師
ご
丹
誠
の
沢
庵
を
頂
戴
、

こ
れ
ぞ

「禅
の
味
覚
」
、
清
ら
か
で
美
味
で
し
た
。
そ

し
て
中
蔦
さ
ん
ご
苦
労
の

『
口
宣
』
八
号
を
頂
い
た
。

格
別
新
鮮
な
参
禅
日
と
な
り
真
新
し
い
山
門
を
後
に
し
た
。

・
し
ろ
が
ね
の
雪
降
る
道
を
ひ
た
走
り
丙
成
年
頭
の

参
禅
に
ゆ
く

・
冬
タ
イ
ヤ
始
め
て
雪
道
走
る
朝
は
今
年
は
じ
め
の

参
禅
日
な
り

・
国
道
を
左
に
折
れ
る
に
吾
が
眼
に
は
は
ろ
ば
ろ
白

き
世
界
広
ご
る

・
境
内
の
大
樹
広
げ
し
枝
々
の
小
さ
き
梢
ま
で
雪
ぞ

降
り
積
む

・
雪
積
も
り
い
づ
こ
に
足
を
降
ろ
さ
む
か
思
案
す
吾

に
道
友
助
く
る

・
深
々
と
真
白
き
世
界
の
境
内
に
恐
る
る
如
く

一
歩

踏
み
出
す

・
年
頭
の
参
禅
の
後
の
茶
話
会
に
御
老
師
丹
誠
の
沢

庵
い
た
だ
く

・
積
も
る
雪
に
道
友
の

一
人
は
自
宅
よ
リ
ア
イ
ゼ
ン

つ
け
て
歩
き
来
し
と
ふ

・
一
面
の
銀
世
界
と
な
り
し
参
禅
日

『
口
宣
』
の
表

紙
の
色
に
癒
さ
る

お
粗
末
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
掌

い
た
ず
ら
に
生
き
ず

ひ
た
す
ら
に
生
き
る

我
孫
子
市
　
清
水
　
秀
男

龍
泉
院
の
山
門
の
掲
示
板
に

「
い
た
ず
ら
に
生
き

ず
　
ひ
た
す
ら
に
生
き
る
」
の
言
葉
が
あ

っ
た
。
こ

れ
を
拝
読
し
た
時
、
警
策
で
厳
し
く
打
た
れ
た
感
が
し
、

全
身
に
電
流
が
走

っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
現
在
の

自
分
が
、
全
く
逆
の

「
い
た
ず
ら
に
生
き
、
ひ
た
す

ら
に
生
き
ず
」
そ
の
ま
ま
の
状
態
に
あ
る
事
に
は

っ

と
気
付
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず

「
い
た
ず
ら
に
生
き
て
い
る
」
自
分
の
実
態

は
何
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
る
と
、

①
具
体
的
目
標
な
り
夢
も
不
十
分
で
、
単
に
だ
ら

だ
ら
と
安
易
に
今
迄
の
延
長
線
上
の
惰
性
の
生
活
を

続
け
て
い
る
情
け
な
い
自
分
。

②
今
生
き
て
い
る
事
は
当
た
り
前
と
思

っ
て
い
る

傲
慢
な
自
分
。

③
ど
う
せ
明
日
が
あ
る
の
だ
か
ら
今
日
は
こ
の
ぐ

ら
い
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
簡
単
に
妥
協
し
て
し

ま

っ
て
い
る
自
分
。

④
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
の
は
す
べ
て
他
人
が
悪

い
か
ら
と
他
人
を
責
め
、
自
己
責
任
を
棚
上
げ
に
し

て
し
ま

っ
て
い
る
自
分
。

⑤
す
べ
て
自
分
の
要
求
さ
え
満
た
さ
れ
れ
ば
い
い

と
し
て
い
る
自
己
中
心
主
義
の
自
分
等
々
。

こ
れ
以
外
に
も
数
え
上
げ
れ
ば
数
限
り
な
い
。
ま
さ

に

「
い
た
ず
ら
」
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ

で
仏
法
を
ま
が
り
な
り
に
も
学
道
し
て
い
る
の
か
。

全
く
暫
愧
に
た
え
な
い
次
第
で
あ
る
。
今

一
度
原
点

に
帰
り
、
反
省
を
込
め
て
レ
ビ

ュ
ー
し
、
再
出
発
し

て
い
き
た
い
。

次
に

「
い
た
ず
ら
に
生
き
ず
」
に
関
し
、
次
の
法

然
上
人
の
言
葉
を
味
わ
い
た
い
。

①

「し
か
る
を
　
い
ま
　
あ
い
が
た
く
し
て
　
あ

う
こ
と
を
得
た
り
　
い
た
ず
ら
に
　
あ
か
し
く
ら
し

て
や
み
な
ん
こ
そ
　
か
な
し
け
れ
」

（生
ま
れ
難
き
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
有
難
き
仏
縁
に

恵
ま
れ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む

な
し
く
日
々
を
過
ご
し
続
け
て
い
る
こ
と
は
何
と
嘆

か
わ
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
）

②
法
句
経

一
八
二
番

（友
松
円
諦
訳
）
に
も
次
の

教
え
が
あ
る
。

「
ひ
と
の
生
を
う
く
る
は
か
た
く
／
や
が
て
死
す
べ

き
も
の
の
／
い
ま
生
命
あ
る
は
あ
り
が
た
し
／
正
法

を
耳
に
す
る
は
か
た
く
／
諸
仏
の
世
に
出
づ
る
も
あ

り
が
た
し
」

（人
間
と
し
て
生
を
受
け
る
事
は
難
し
く
、
死
ぬ
ベ

き
人
々
に
寿
命
が
あ
る
の
も
難
し
い
事
で
あ
る
。
正

⑨



し
い
教
え
を
聞
く
の
も
難
し
く
、
諸
々
の
み
仏
の
出

現
さ
れ
る
事
も
難
し
い
事
で
あ
る
）

③
法
然
上
人
の

「あ
い
が
た
く
し
て

あ
う
こ
と
」

と
は
法
句
経

一
八
二
番
の
四
つ
の
有
難
さ

（難
し
さ
）、

「人
間
に
生
ま
れ
た
事
の
有
難
さ
」
「死
ぬ
べ
き
も
の

が
生
き
て
い
る
事
の
有
難
さ
」
「優
れ
た
教
え
を
聞

く
有
難
さ
」
「仏

（真
理
）
に
出
会
う
事
の
有
難
さ
」

を
す
べ
て
包
含
し
た
言
葉
だ
と
思
う
。

④
父
と
母
、
遡
れ
ば
人
間
誕
生
以
来
の
不
思
議
な

因
縁
に
よ
り
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
限
り
あ
る
貴
重

な
生
を
多
く
の
恵
み
に
よ

つ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
事

は
稀
有
な
事
実
な
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て

の
事
を
当
た
り
前
と
思
う
傲
慢
な
心
、
自
分
が

一
番

偉
い
と
思
う
騎
り
、
い
つ
迄
も
す
べ
て
が
変
ら
ず
存

在
す
る
と
思
う
思
い
込
み
等
が
、
真
理
に
目
覚
め
る

眼
を
曇
ら
し
、
む
な
し
い
日
暮
を
し
て
い
る
の
は
何

と
情
け
な
く
勿
体
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
釈
迦
と

法
然
は
我
々
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

で
は

「ひ
た
す
ら
に
生
き
る
」
と
は
ど
う
い
う
生

き
方
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
生
の
真
理
を
説
く
仏

教
の
教
え
に
則
し
て
忠
実
に
生
き
る
事
に
尽
き
る
と

田
ぃ
つ
。

「学
道
の
人
　
身
心
を
放
下
し
て
　
ひ
た
す
ら
仏

法
に
入
る
べ
し
」
（道
元
）

そ
こ
で
そ
の
仏
法
の
教
え
を
簡
単
に
振
り
返

っ
て

整
理
し
て
み
た
い
。

仏
教
の
教
え
の
要
諦

（原
理
論
）
・
・
因
縁
生
起

の
原
理
に
よ
れ
ば
、
「す
べ
て
の
現
象
は
種
々
の
原

因
と
条
件
に
よ
り
生
じ
る
」
。
そ
れ
に
基
づ
く
眼
目

は
次
の
三
項
目
が
あ
る
。

「す
べ
て
も
の
は
時
間
的

（諸
行
無
常
）
に
も
空

間
的

（諸
法
無
我
）
に
も
変
化
す
る
」
「す
べ
て
の

事
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い

（
一
切
皆
苦
と

「苦
悩

・

迷
い

・
執
着
を
脱
し
た
所
に
心
の
平
安
が
あ
る

（湿

槃
寂
静
と

ま
た
、
仏
教
の
教
え
の
実
践
論

・
・
四
つ
の
真
実

の
教
え

（四
諦
）
と
八
正
道
と
は
、
「苦
の
実
態

（苦

諦
）
・
ｏ
四
苦
八
苦
」
「苦
の
原
因

（集
諦
）
・
・
煩

悩

（む
さ
ぼ
り
、
い
か
り
、
お
ろ
か
さ
と

「苦
の
脱

し
た
状
態

（滅
諦
）
・
・
涅
槃
寂
静
」
「苦
を
脱
す
る

に
至
る
道

（道
諦
）
・
・
八
正
道
」
イ
正
見

・
・
真

理
を
知
る
、
口
正
思
惟

。
・
貪

ｏ
瞑

・
痴
を
離
れ
る
、

ハ
正
語

・
・
嘘

・
悪
口

・
中
傷
等
し
な

い
、

二
正

業

・
・
殺
生

・
盗
み

・
不
倫
等
し
な
い
、
ホ
正
命

・
・

規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
、
へ
正
精
進

・
・
理
想
に

向

っ
て
努
力
す
る
、
卜
正
念

・
・
理
想

・
目
標
を
忘

れ
な
い
、　
チ
正
定

・
・
心
を
静
め
集
中
す
る
。

こ
の
仏
教
の
教
え
の
中
か
ら
多
く
の
学
ぶ
べ
き
も

の
が
あ
る
が
、
「す
べ
て
も
の
は
時
間
的

（諸
行
無
常
）

に
も
空
間
的

（諸
法
無
我
）
に
も
変
化
す
る
」
か
ら
、

「ひ
た
す
ら
に
生
き
る
」
大
切
さ
を
学
び
た
い
と
思
う
。

①
諸
行
無
常

（時
間
的
側
面
）
・
・
す
べ
て
の
現

象
は
時
々
刻
々
変
化
し

一
瞬
も
静
止
し
て
い
な
い

②
諸
法
無
我

（空
間
的
側
面
）
・
・
す
べ
て
の
現

象
的
存
在
は
永
遠
不
変
で
な
く
、
固
定
し
た
性
質
や

状
態
で
は
な
い

こ
の
無
常

・
無
我
の
教
え
の
素
晴
ら
し
さ
の

一
つ
は
、

す
べ
て
は
変
化
す
る
の
だ
か
ら
、
い
つ
迄
も
執
着
し

・

こ
だ
わ

っ
て
い
て
も
無
意
味
で
あ
る
。
従

っ
て
、
執

着
や
騎
慢
心
を
離
れ
、
謙
虚
な
思
い
や
り
深
い
心
が

芽
生
え
て
来
る
事
。
逆
に
い
か
な
る
困
難
な
事
も
精

進
し
努
力
さ
え
す
れ
ば
、
日
標
を
実
現
出
来
る
可
能

性
も
拓
け
て
来
、
暗
い
と
思

っ
て
い
た
運
命
す
ら
も

転
換
出
来
る
事
を
示
し
て
く
れ
る
点
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
現
在
の

一
瞬

一
瞬
は
掛
け
替
え
の
な
い
永
遠

の
今
で
あ
り
、　
一
期

一
会
で
あ
る
。

「明
日
あ
り
と
思
ふ
心
の
仇
桜
、
夜
半
に
嵐
の
吹

か
ぬ
も
の
か
は
」
（親
鸞
）

従

っ
て
、
今
、
こ
こ
に
お
い
て
悔

い
の
な
い
様
、

最
善
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
事
を
教
え
て
く
れ
る
点

で
あ
る
。
ま
さ
に
釈
迦
の
入
減
前
の
最
後
の
言
葉
、
「も

ろ
も
ろ
の
事
象
は
過
ぎ
去
る
。
怠
け
る
事
な
く
修
行

し
な
さ
い
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
辺
り
の
消
息
を
ず
ば

り
表
現
し
た
も
の
と
言
え
る
。
従

っ
て
、
「
ひ
た
す

ら
に
生
き
る
」
と
は
、
無
常

・
無
我
の
教
え
を
毎
日

⑩



の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
倦
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
実
践
す

る
事
だ
と
あ
ら
た
め
て
思
う
。

自
分
が
な
す
べ
き
仕
事
、
自
分
ら
し
さ
が
発
揮
出

来
る
仕
事
を
、
精
魂
込
め
て
、
工
夫
を
こ
ら
し
、
努

力
を
重
ね
て
、
結
果
を
考
え
ず
愚
直
に
、　
一
生
懸
命

に
行
な
い
、
三
度
と
来
な
い
今
と
い
う
瞬
間
瞬
間
に

全
力
を
傾
注
し
て
、　
一
〇
〇
％
燃
焼
さ
せ
て
い
く
。

そ
こ
に
自
分
自
身
の
い
の
ち

・
精
神

ｏ
人
格
の
高
ま

り
が
あ
り
、
純
化
が
あ
り
、
輝
き
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「
い
た
ず
ら
に
生
き
ず
　
ひ
た
す
ら
に
生
き
る
」

の
言
葉
は
、
原
点
に
返
り
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る

有
難
い
絶
好
の
機
会
と
な

っ
た
。

最
後
に
今
か
ら
四
〇
年
前
、
私
が
実
社
会
に
出
た
時
、

よ
く
歌
わ
れ
て
い
た

「若
者
た
ち
」
の
歌
の
中
か
ら
、

私
の

「
ひ
た
す
ら
に
生
き
る
」
糧
の

一
つ
に
な

っ
て

い
る

一
節
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

君
の
行
く
道
は
　
果
て
し
な
く
遠
い

だ
の
に
な
ぜ
　
工凶
を
く
い
し
ば
り

君
は
行
く
の
か
　
そ
ん
な
に
し
て
ま
で

君
の
行
く
道
は
　
希
望

へ
と
続
く

空
に
ま
た
　
日
が
昇
る
と
き

若
者
は
ま
た
　
歩
き
始
め
る

以
　
上

曹
洞
宗

「歳
末
助
け
合
い
」
に
参
加

毎
年
年
末
の
恒
例
に
な

っ
た
柏
駅
前
で
の
、
曹
洞

宗
千
葉
県
第
二
教
区
に
よ
る
歳
末
助
け
合
い
の
托
鉢
に
、

龍
泉
院
参
禅
会
か
ら
椎
名
老
師
の
ほ
か
、
安
本
さ
ん
、

杉
浦
さ
ん
、
今
泉
さ
ん
の
四
名
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

平
成

一
七
年

一
二
月

一
六
日
午
後
ｏ
時
三
〇
分
に

長
全
寺
に
全
員
集
合
し
、
本
堂
前
で
般
若
心
経
を
お

唱
え
し
た
後
、
二
列
縦
隊
で
商
店
街
を
通
り
柏
駅
東

口
ま
で
歩
い
て
い
き
ま
し
た
。
到
着
後
そ
れ
ぞ
れ
持

ち
場
に
つ
き
、
多
数
行
き
か
う
人
達
に
向
か

っ
て
、

静
か
に
読
経
を
し
な
が
ら
助
け
合
い
の
募
金
を
呼
び

か
け
ま
し
た
。

冬
の
弱
い
陽
が
差
す
雑
踏
の
中
で
、
午
後

一
時
か

ら
四
時
ま
で
行
わ
れ
た
托
鉢
で
集
ま

っ
た
浄
財
は
、

約

一
〇
万
円
に
達
し
ま
し
た
。

曹
洞
宗
千
葉
県
第
二
教
区
に
よ
る
歳
末
助
け
合
い

の
托
鉢
行
が
、
柏
市
の
年
末
行
事
と
し
て
マ
ス
コ
ミ

に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
、
今
年
の
暮
は
報
道
機

関
に
働
き
か
け
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

会

今
年
も
二
月

一
〇
日
午
後
二
時
か
ら
柏
駅
前
の
木

曾
路
で
新
年
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
に
椎
名
老
師
か
ら
の
ご
挨
拶
が
あ
り
、
そ
の

中
で
宗
教
人
類
学
者
で

『仏
力
』
の
著
者
で
も
あ
る

佐
々
木
宏
幹
先
生
か
ら
の
お
手
紙
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

お
手
紙
に
は
中
蔦
さ
ん
の
巧
み
な
編
集

・
石
田
さ
ん

の
見
事
な
毛
筆
で
飾
ら
れ
た

『
口
宣
』
を
毎
号
お
送

り
い
た
だ
き
感
謝
し
て
い
ま
す
、
と
の
お
言
葉
が
書

か
れ
て
い
ま
し
た
。
誇
る
べ
き

『
口
宣
』
を
無
償
で

作
成
さ
れ
て
い
る
お
二
方
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

ま
た
、
お
釈
迦
様
も
サ
ン
ガ
が
あ

つ
た
か
ら
こ
そ

布
教
が
で
き
た
の
で
、
龍
泉
院
参
禅
会
も
法
友
と
共

に
発
展
さ
せ
て
行
き
た
い
、
皆
さ
ん
も
サ
ン
ガ
の

一

員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
欲
し
い
と
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

ご
老
師
か
ら
の
ご
挨
拶
の
後
、
歓
談
に
移
り
、
皆

さ
ん
か
ら
は
お
酒
の
勢
い
も
手
伝

っ
て
、
日
ご
ろ
あ

ま
り
聞
か
れ
な
い
貴
重
な

（？
）
ご
提
唱
や
人
生
訓

な
ど
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

新
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会
員
傾
り

四
月
八
日

（土
）
の
花
祭
り
に
、
午

前

一
〇
時
よ
り
龍
泉
院
山
門
落
慶
式
が

と
り
行
わ
れ
ま
す
。
参
禅
会
か
ら
有
志

の
方
が
お
手
伝
い
に
来
山
さ
れ
ま
す
。

山
門
落
慶
法
要
だ
け
で
な
く
、
報
恩
開

山
忌

（四
五
〇
回
忌
）
な
ど
も
行
わ
れ

ま
す
の
で
、
お
時
間
の
あ
る
方
は
落
慶

式
参
観
に
お
出
か
け
に
な
ら
れ
て
は
如

何
で
し
ょ
う
か
。

子
供
の
頃
花
祭
り
で
甘
茶
を
い
た
だ

い
た
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
大
人

に
な

っ
て
か
ら
花
祭
り
を
見
に
出
か
け

た
人
は
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
ク
リ
ス
マ

ス
は
大
い
に
盛
り
上
が
る
の
に
、
お
釈

迦
様
の
生
ま
れ
た
日
を
祝
う
花
祭
り
が

今
ひ
と
つ
盛
り
上
が
ら
な
い
の
は
何
故

で
し
ょ
う
か
。

こ
の
機
会
に
山
門
の
落
慶
と
合
わ
せ

て
大
恩
人
で
あ
る
お
釈
迦
様
の
誕
生
を

お
祝
い
し
た
い
も
の
で
す
。

沼

南

雑

記

参
禅
会
記
録
（　
）内
は
座
談
の
司
会
者

平
成

一
七
年

●
九
月
二
五
日
　
　
　
　
一一一〇
名

（美
川
　
武
弘
氏
）

●

一
〇
月
二

二
日

　

　

一二
一
名

（山
本
　
哲
弘
氏
）

●

一
一
月
二
八
日
　
　
　
一壬
二
名

（添
田
　
昌
弘
氏
）

●

一
二
月
四
日
　
参
禅
会
三
二
名

成
道
会
　
　
　
梅
花
講

一
二
名

於
　
　
天
徳
山
龍
泉
院

幹
事
　
大
坂
　
昌
宏
氏

大
坂
　
日田
子
氏

●

一
二
月
二
五
日
　
　
　
一一一〇
名

（牧
野
　
洋
子
氏
）

坐
禅

・
禅
講
後
、
大
掃
除

●

一
月
三

日

　

　

　

一
一
名

（五
十
嵐
嗣
郎
氏
）

●
二
月

一
〇
日
　
　
　
　
一
九
名

新
年
会

於
　
「木
曽
路
」

幹
事
　
杉
浦
　
上
太
郎
氏

富
沢
　
勇
氏

●
二
月
二
七
日
　
　
　
　
一二
ハ
名

（宮
本
　
　
茂
氏
）

▼
今
年
は

「平
成

一
八
年
豪
雪
」
と
名

前
の
つ
い
た
大
変
な
雪
で
し
た
。
何
年

か
前
訪
れ
た
永
平
寺
も
雪
の
中
で
修
行

し
て
い
る
の
で
す
。
永
平
寺
の
雪
を
詠

行
／
天

徳

山

龍

泉

院

刷
／
岡
田
印
刷
株
式
会
社

ん
だ
阿
波
野
青
敏
の
句
が
あ
り
ま
す
。

冨
ヨ
の
音
警
策
の
音
永
平
寺
」

（添
田
）

▼
女
性
登
山
家
の
田
部
井
淳
子
さ
ん
は

登
山
で
最
も
怖
い
の
は
冬
山
の
雪
崩
で

あ
る
と
い
う
。
私
共
の
百
名
山
も
九
九

座
を
踏
破
し
、
今
ま
で
事
故
も
な
く
登

れ
て
き
た
こ
と
に
大
変
満
足
し
て
い
る
。

添
田
さ
ん
と
、
残
す
富
士
山
を
登
り
今

年
完
登
と
し
た
い
も
の
で
す
。

（隆
道
）

▼
こ
れ
ま
で
の

『明
珠
』
は
、
文
字
が

小
さ
く
読
み
づ
ら
い
方
が
多
数
お
ら
れ

た
と
思
い
ま
す
。
椎
名
老
師
と
編
集
委

員
で
、
文
章
の
量
は
少
な
く
な
っ
て
も
、

文
字
を
大
き
く
し
て
読
み
や
す
い
よ
う

に
工
夫
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
回
の
ス

タ
イ
ル
に
な
り
ま
し
た
。
椎
名
老
師
に

よ
る

『従
容
録
』
の
ご
提
唱
は
、
従
来

と
比
べ
て
原
稿
用
紙

一
枚
分
程
度
少
な

く
な
り
、
ご
苦
労
を
お
掛
け
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の

『明
珠
』
に
つ
い
て
の
ご
意
見
ご
感
想

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

（秀
嗣
）

▼
次
号
は
四
五
号
と
な
り
特
別
号
を
出

す
予
定
で
す
。
参
禅
会
三
五
周
年
に
も

あ
た
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
か
ら
特
別

号
の
編
集
に
つ
い
て
、
ア
イ
デ
ア
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
年
番
幹
事
か
編
集
委

員
に
企
画
案
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

（
秀

嗣

）

な

０

４

（
７

１

９

１

）
１

６

０

９

な

０

４

（
７

１

４

３

）
３

１

３

１

● ●
印 発

柏 千

喜 葉

田 県

l柏
1市

♀泉
4581

⑫

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

日
　
時

　

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
座
禅
作
法
指
導

座
　
禅

　

第

一　

　

口
宣
、
座
禅
三
〇
分

経
　
行

　
一
〇
分

第
二
　
　
座
禅
三
〇
分

講
　
義

　

本
版
三
通
、
開
経
偶
を
唱
え
、
椎
名
宏
雄
老
師
よ
い

『正

法
眼
蔵
』
の
提
唱
を
聞
く
。
三
月
よ
り
「礼
拝
得
髄
」
の
巻

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
座
禅

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
三
日
）釈
尊
の
成
道
を
讃
え
て

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

一
夜
接
心

エハ
月
上
旬

（本
年
は
六
月
四

・
五
日
）
、　
一
泊
し
、
七
の

座
禅
と
ご
提
唱
を
聞
く


