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今
回
は
ま
た
趙
州
さ
ん
が
主
人
公
。『
従
容
録
』
百
則
の
う
ち
、

各
則
の
主
人
公
は
雲
門
が
一
三
回
で
最
多
、つ
い
で
仰
山
が
八
回
、

第
三
位
が
趙
州
の
七
回
で
す
が
、
今
回
は
三
度
目
の
登
場
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
こ
の
方
は
六
〇
歳
で
出
家
し
て
二
〇
年
間
の
行
脚

の
の
ち
、
八
〇
歳
で
趙
州
観
音
院
に
住
し
た
と
い
う
ス
ー
パ
ー
マ

ン
で
し
た
ね
。
居
住
し
た
州
名
で
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
人
物
で
、
そ

の
『
語
録
』
に
は
五
二
五
篇
も
の
機
縁
を
収
め
ま
す
が
、
な
ぜ
か

こ
の
投
子
と
の
問
答
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
の 
投  
子 
と
は
、
唐
末
に
安
徽
省
投
子
山
に
禅
道
場
を
開
い
た

と
う 

す

大
同
禅
師
（
八
一
九
〜
九
一
四
）
で
、
青
原
―
石
頭
―
丹
霞
―
翠

微
―
投
子
と
承
け
る
青
原
系
統
の
英
傑
で
す
。当
時
は
北
に
趙
州
、

南
に
投
子
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
の
方
。
趙
州
さ
ん
の
ほ
う
が
三
〇
歳

も
年
長
で
す
が
、
行
脚
で
投
子
山
に
訪
れ
た
と
き
の
機
縁
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
則
は
〔
示
衆
〕
も
〔
本
則
〕
も
短
い
の
で
、
こ
こ

で
は
〔
頌
〕
も
と
り
あ
げ
ま
し
た
。〔
頌
〕
は
仏
祖
の
機
縁
で
あ

る
〔
本
則
〕
を
、 
宏  
智 
さ
ん
が
詩
の
形
で
詠
ん
だ「
ほ
め
う
た
」で

わ
ん 

し

す
。
こ
の
〔
頌
〕
に
対
す
る
万
松
さ
ん
の 
著
語 
は
割
愛
し
ま
す
。 

コ
メ
ン
ト

龍

泉

院

参
禅
会
会
報

　

従
容
録
に
学
ぶ
（
四
四
）

第
六
三
則　
 
趙  
州 

じ
ょ
う 
し
ゅ
う 
問  
死 

も
ん 

し

〔
示　

衆
〕

　
 
衆 
に
示
し
て
云
く
、 
三 

し
ゅ 

さ
ん 
聖 

し
ょ
う

と 
雪  
峰 
と
は 
春  
蘭  
秋  
菊 
な
り
。

せ
っ 
ぽ
う 

ゆ
う 
れ
つ 
な
き 
さ
ま

 
趙  
州 

じ
ょ
う 
し
ゅ
う

と 
投  
子 
と
は 
卞 

と
う 

す 

ほ
う 
璧 

ぎ
ょ
く 
燕  
金 
な
り
。

せ
ん 
き
ん

 
無
星
秤 
の
上
は

め
も
り
な
き
は
か
り

 
両 

り
ょ
う 
頭 
と
も
平
ら
か
。

め
ん

 
沒  
底 
�

そ
こ 
な
し

 　
 の
ぶ
ね

中
は 
一
処 
が

み
ん
な

 
渡 

す
く
わ

れ
る
。
二
人
の 
相
見 
の
時
は 
如  
何 
ん
。

で
あ
い 

い 

か

〔
本　

則
〕

　
 
拳 
す
、
趙
州
、
投
子
に
問
う
、「

こ

 
大
死
底 

し

に

き

っ

た 
人 
が
、 
却 
に

ひ
と 

さ
ら

 
活 
る
時
は

よ
み
が
え

 
如  
何 

い 

か

ん
？
」（ 
探 
�

た
ん

 　
 の
さ
く

 
手 

て
だ
て 
在 
り
。）「 
夜 

あ 

よ 
行 

あ
る
き

を
許
さ
ず
、 
投
明 
に

よ
あ
け
ま
で

 
須 
ら

す
べ
か

く
到
る
べ
し
。」（ 
影
草 
を
身
に 
随 
け
り
。）

か
く
れ
み
の 

つ

〔
頌
〕

　

芥
城
劫
石

      

、

む
げ
ん
の
じ
か
ん
が 
妙 

ふ
し
ぎ

に 
窮 
ま
る
初
め
、

き
わ

 
活
眼
環
中 
を

い
き
た
ま
な
こ
の
お
よ
ぶ
う
ち

 
廓
虚 
と
照
ら
す
。

カ

ラ

リ

夜
行
を
許
さ
ず
、 
投
曉 

よ
あ
け
ま
で

に
到
る
。 
家  
音  
未 
だ 
肯 
え
て
、 
鴻  
魚 
を 
付 

お
ん 
し
ん 
い
ま 

あ 

た
い 
ぎ
ょ 

か

ら
ず
。 
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「
探
索
の
手
」
つ
ま
り
「
さ
ぐ
り
を
入
れ
た
ナ
」
と

コ
メ
ン
ト
。
だ
が
、
投
子
も
さ
る
者
、「
夜
行
の
コ

ソ
ド
ロ
で
は
な
く
昼
間
お
い
で
」
と
は
、「
迷
っ
て

い
る
と
足
元
の
真
実
が
分
か
ら
ん
ぞ
」と
い
う
意
味
。

だ
か
ら
万
松
は
「
漁
師
の
魚
具
を
身
に 
随 
け
る
」
と

つ

い
う
た
と
え
で
、
禅
匠
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
修
行

者
を
導
く
ワ
イ
と
コ
メ
ン
ト
し
た
の
で
す
。
さ
す
が

の
趙
州
も
二
の
句
を
つ
い
で
い
ま
せ
ん
。さ
て〔
頌
〕。

「
趙
州
の
活
眼
は
時
を
超
え
て
、
大
空
を
カ
ラ
リ

と
照
ら
し
ぬ
き
、投
子
は
死
も
活
も
超
え
て
徹
底
、

も
う
両
者
に
は
音
信
は
な
く
て
も
心
は
通
う
。」

　

宏
智
の
両
者
に
対
す
る
評
価
は
、ま
こ
と
に
至
当
。

そ
れ
こ
そ
禅
門
の
お
手
本
だ
と
い
う
ほ
め
う
た
で
す
。

人
は
死
ね
ば
無
執
着
。
だ
け
ど
、
生
き
て
い
る
間
に

捨
て
る
の
は
至
難
の
わ
ざ
。モ
ノ
で
は
な
く
心
で
す
。

金
や
財
や
役
職
や
名
が
…
と
い
う
欲
望
で
す
。
こ
れ

ら
を
ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
。
坐
禅
で
す
ね
。

　

私
は
一
〇
代
に
猛
烈
な
厭
世
観
か
ら
自
死
を
意
図

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
身
辺
の
品
々
を
焼
却
後
、

死
ぬ
前
に
某
師
の
「
死
ぬ
気
で
や
っ
て
み
ろ
」
に
目

覚
め
ま
し
た
。
も
う
何
も
恐
れ
ず
勇
気
が
モ
リ
モ
リ

と
。
一
度
は
こ
ん
な
経
験
も
悪
く
な
い
で
す
ね
。
高

校
ま
で
の
物
品
無
一
物
が
今
と
な
っ
て
悔
や
ま
れ
る

の
は
、
ま
だ
坐
禅
が
至
ら
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
ど

う
も
レ
ベ
ル
の
低
い
お
恥
し
い
お
話
で
恐
縮
で
す
。

め
な
さ
い
と
い
う
こ
と
。
そ
の
と
き
こ
そ
、
マ
ッ
サ

ラ
な
目
や
耳
で
モ
ノ
や
道
理
を
正
し
く
観
察
し
、
最

高
の
対
応
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
の

消
息
を
、
わ
が
近
世
末
の
仙
崖
さ
ん
は
「
生
き
な
が

ら
死
人
と
な
り
て
な
り
は
て
て
思
い
の
ま
ま
に
す
る

わ
ざ
ぞ
よ
し
」
と
詠
っ
て
い
ま
す
ね
。
自
由
自
在
に

ふ
る
ま
え
る
す
ば
ら
し
さ
の
謳
歌
な
の
で
す
。

　

じ
つ
は
、
こ
ん
な
境
地
を
百
も
承
知
の
趙
州
が
、

あ
え
て
こ
れ
を
投
子
に
ぶ
つ
け
た
。
そ
こ
で
万
松
は

　

ま
ず
、〔
本
則
〕
を
み
ま
し
ょ
う
。

「 
三 さん 
聖 

し
ょ
う 
慧  
然 
と
雪
峰
義
存
は
春
蘭
や
秋
菊
の
よ
う

え 

ね
ん

で
、
趙
州
と
投
子
も
宝
玉
と
千
金
の
よ
う
で
、
と

も
に
甲
乙
つ
け
が
た
い
大
先
生
方
だ
。
到
底
、
ハ

カ
リ
に
な
ん
か
か
け
ら
れ
ん
。
だ
か
ら
、
無
執
着

の
舟
は
み
な
悟
り
の
救
い
手
だ
。
彼
等
の
出
会
い

の
と
き
を
見
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。」

　

こ
こ
に
出
て
く
る
も
う
一
組
の
三
聖
と
雪
峰
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
臨
済
と
徳
山
の 
法
嗣 
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま

は
っ
す

た
唐
末
の
禅
匠
た
ち
。
両
者
の
機
縁
は
、
す
で
に
第

三
三
則
「
三
聖
金
鱗
」
で
ご
紹
介
の
と
お
り
で
す
。

　

つ
ぎ
に
〔
本
則
〕
で
す
。

　
　

趙
州
が
投
子
に
「
す
べ
て
を
捨
て
去
っ
た
者
が

逆
に
大
活
を
示
す
あ
り
さ
ま
は
？
」
と
問
う
た
。

投
子
「
コ
ソ
ド
ロ
み
た
い
な
夜
歩
き
な
ど
せ
ん
で

昼
間
お
い
で
な
さ
れ
。」

　

た
だ
こ
れ
だ
け
で
す
が
、
並
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
ほ
ど
の
力
量
が
な
い
と
で
き
な
い
応
答
で
す
ね
。

ま
ず
「
大
死
底
人
」
が
眼
目
。
た
だ
の
死
で
は
な
く

生
き
た
ま
ま
本
気
で
死
に
切
る
こ
と
。
禅
で
は
、
私

た
ち
の
心
に
し
み
つ
い
て
い
る
す
べ
て
の
と
ら
わ
れ

や
分
別
を
投
げ
捨
て
た
と
き
、
は
じ
め
て
宗
教
的
な

真
理
が
体
得
で
き
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
大
死
一
番
と

か
百
尺
竿
頭
か
ら
一
歩
を
進
め
よ
と
か
全
身 
放
下 
な

ほ
う
げ

ど
、
み
な
心
中
に
い
だ
く
あ
ら
ゆ
る
分
別
妄
想
を
や

投子山遠望（日本の田園風景さながら）
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「
釈
尊
が
山
中
に
お
け
る
六
年
間
の
修
行
の
末
、

里
に
下
ら
れ
菩
提
樹
の
下
で
坐
禅
三
昧
に
入
ら
れ
、

一
二
月
八
日
の
朝
、
明
星
を
見
て
、
大
自
覚
を
得
ら

れ
『
仏
陀
世
尊
』
に
な
ら
れ
た
事
に
由
来
し
た
曹
洞

宗
の
一
大
行
事
で
あ
り
ま
す
。」と
い
う
参
禅
会
会
員

へ
の
案
内
に
よ
り
、
一
二
月
七
日
九
時
よ
り
第
二
六

回
の
成
道
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
快
晴
に
恵
ま
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
冬
一
番

の
寒
さ
と
な
り
、
山
門
を
入
る
と
境
内
は
真
っ
白
に

霜
柱
に
覆
わ
れ
、
本
堂
前
の
手
水
鉢
の
水
は
固
く
凍

っ
て
い
ま
す
。
境
内
は
ぴ
ん
と
張
り
つ
め
た
空
気
が

漲
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
二
�
の
報
恩
坐
禅
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
い

つ
も
の
参
禅
会
と
は
違
っ
た
雰
囲
気
で
す
。
一
〇
時

三
〇
分
放
禅
の
後
、
ま
ず
龍
泉
院
梅
花
講
講
員
一
同

に
よ
り
、
大
聖
釈
迦
如
来
成
道
和
讃
が
奉
詠
さ
れ
、

椎
名
老
師
を
導
師
と
し
て
、
会
友
配
役
に
よ
り
厳
か

に
成
道
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。
導
師
に
よ
り
釈
尊
の

成
道
を
讃
え
る
拈
香
法
語
が
述
べ
ら
れ
一
同
参
拝
、

般
若
心
経
の
唱
和
と
続
き
、
例
年
の
通
り
老
師
に
対

す
る
問
答
が
参
禅
会
会
員
、
梅
花
講
員
に
よ
り
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
参
禅
会
会
員
の
吉
岡
伸
夫
さ
ん
の
出

家
得
度
式
が
椎
名
老
師
を
戒
師
と
し
て
、
会
員
の
介

添
え
に
よ
り
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
出
家
得
度
者
は
、

参
禅
会
発
足
よ
り
三
七
年
間
、
佐
藤
友
則
さ
ん
、
伊

藤
幸
道
さ
ん
に
続
い
て
三
人
目
と
な
り
ま
す
。
参
禅

会
よ
り
出
家
得
度
者
が
出
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
奇
特

な
こ
と
と
会
員
一
同
喜
び
も
大
き
く
、
感
激
に
た
え

な
い
こ
と
で
す
。
ま
た
、
龍
泉
院
の
檀
家
様
か
ら
の

出
家
得
度
は
、
約
一
五
〇
年
振
り
だ
と
か
。

　

白
装
束
の
吉
岡
さ
ん
は
得
度
式
の
差
定
に
従
っ
て

剃
髪
、「
大
龍
」
の
安
名
授
与
、
坐
具
・
衣
鉢
の
授
与

と
進
み
、
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ
、
滞
り
な
く
終
わ
り

ま
し
た
。真
新
し
い
法
衣
に
包
ま
れ
た
吉
岡
さ
ん
に
、

参
加
者
一
同
深
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

吉
岡
さ
ん
は
こ
の
日
の
朝
、
緊
張
の
せ
い
か
ギ
ッ

ク
リ
腰
に
な
っ
た
そ
う
で
す
が
、
得
度
式
が
進
む
に

つ
れ
て
腰
が
伸
び
る
よ
う
に
な
り
、
杉
浦
さ
ん
た
ち

の
介
添
え
も
あ
っ
て
、
出
家
得
度
式
を
滞
り
な
く
催

す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

式
を
お
わ
る
に
あ
た
っ
て
ご
老
師
か
ら
は
、

　

「
吉
岡
さ
ん
か
ら
九
月
始
め
に
、
突
然
出
家
の
意

向
を
伝
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
僧
侶
に
な
る
の
は
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
と
確
か
め
ま
し
た
。
吉
岡
さ
ん
の

決
意
は
大
変
固
く
、
し
か
も
家
族
の
方
も
同
意
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
小
畑
さ
ん
に
、
で
き
れ
ば
成

道
会
に
併
せ
て
、
出
家
得
度
式
を
行
な
い
た
い
旨
を

相
談
し
た
所
、一
回
で
も
参
禅
会
で
坐
禅
さ
れ
れ
ば
、

立
派
な
会
員
で
す
と
、
ご
快
諾
を
い
た
だ
き
ま
し
た

第
二
六
回
成
道
会

吉
岡
大
龍
さ
ん
の
出
家
得
度
式
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の
で
、
今
日
皆
様
方
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
無

事
得
度
式
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

吉
岡
さ
ん
は
鍼
灸
師
と
介
護
士
の
お
仕
事
を
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
新
し
く
生
ま
れ
変
り
た
い
と
い
う

こ
と
で
、
出
家
さ
れ
ま
し
た
。
法
名
に
俗
名
を
一
字

で
も
入
れ
る
こ
と
を
希
望
さ
れ
る
か
お
聞
き
し
た
所
、

き
っ
ぱ
り
と
、『
い
り
ま
せ
ん
、
坊
さ
ん
ら
し
い
名
前

を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
誰
か
ら
見
て
も
坊
さ
ん
ら
し

い
名
前
を
付
け
て
く
だ
さ
い
』言
わ
れ
ま
し
た
の
で
、

私
も
こ
れ
は
と
思
っ
て
、
考
え
た
の
が
大
龍
で
す
。

大
龍
和
尚
は
体
力
が
あ
り
、
そ
の
上
、
優
し
さ
・
真

面
目
さ
・
素
直
さ
の
三
つ
の
徳
を
備
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
土
台
と
し
て
、
禅
門
の
修
行
を
勤
め
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い
禅
僧
に
な
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。
皆
様
の
期
待
に
沿
っ
て
ほ
し
い
。」
と
、
励
ま

し
の
お
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
小
畑
代
表
幹
事
か
ら
は
、
参
禅
会
か
ら
出

家
得
度
式
が
二
回
相
続
さ
れ
た
の
は
大
変
有
難
い
こ

と
で
あ
る
旨
の
ご
祝
辞
が
あ
り
ま
し
た
。
最
後
に
大

龍
和
尚
よ
り
、
大
龍
と
い
う
素
晴
ら
し
い
お
名
前
を

い
た
だ
い
た
感
謝
の
辞
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
点
心
（
お
昼
の
ご
飯
）
を
松
井
典
座
と

何
人
か
の
お
手
伝
い
で
準
備
さ
れ
、
五
観
の
偈
を
お

唱
え
し
て
頂
き
、
茶
話
会
と
、
一
連
の
行
事
は
滞
り

な
く
済
み
ま
し
た
。

　

年
々
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
成
道
会
は
、

担
当
会
員
の
周
到
な
準
備
と
熱
意
で
、
年
々
素
晴
ら

し
い
行
事
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

龍
泉
院
の
参
禅
会
は
、こ
れ
ら
の
行
事
を
通
じ
て
、

ま
す
ま
す
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

四
三
歳
、
私
の
出
家
得
度
式

柏
市　

吉
岡　

大
龍
（
伸
夫
）

　

七
月
に
「
鯉
の
滝
登
り
だ
よ
」
と
、
事
務
長
に
送

り
出
さ
れ
た
次
の
移
動
先
は
、
八
月
末
で
閉
鎖
に
な

る
療
養
型
介
護
病
棟
だ
っ
た
。
私
が
会
社
を
辞
め
る

こ
と
に
な
っ
た
組
織
内
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
自
分

自
身
の
内
面
で
は
、
ど
こ
か
に
意
図
し
て
変
え
た
い

こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
退
職
理
由
は
会
社
都
合
と

も
私
事
と
も
言
え
な
い
。
私
生
活
で
も
、
例
え
ば
も

っ
と
お
金
持
ち
に
な
り
た
い
と
思
う
反
面
で
、
池
波

正
太
郎
の
時
代
小
説
の
表
紙
に
あ
る
、
行
燈
と
火
鉢

だ
け
の
質
素
な
生
活
を
描
い
た
絵
に
見
入
り
、
余
分

な
物
の
な
い
生
き
方
も
空
想
し
て
い
た
。
あ
る
日
そ

れ
は
急
に
介
護
支
援
専
門
員
を
終
わ
る
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
。

　

柏
ふ
る
さ
と
大
橋
を
渡
っ
て
の
帰
り
道
が
、
九
月

か
ら
出
家
の
日
ま
で
続
い
た
。
こ
こ
の
橋
か
ら
眺
め

る
と
、
遠
く
手
賀
大
橋
ま
で
手
賀
沼
が
見
え
、
下
を

覗
く
と
鯉
や
色
々
な
魚
が
棲
ん
で
い
る
の
が
よ
く
見

え
る
。
仕

事
を
辞
め

て
か
ら
は

叔
父
の
店

を
毎
日
手

伝
い
、
そ

し
て
運
動

の
為
に
ひ

と
駅
先
の

北
柏
か
ら

歩
い
て
帰

っ
た
。
橋

か
ら
見
え
る
自
然
は
素
晴
ら
し
い
風
景
で
、
夏
か
ら

秋
へ
そ
し
て
冬
と
季
節
が
変
化
し
た
が
、
魚
は
い
つ

も
の
顔
ぶ
れ
の
よ
う
で
、
あ
ま
り
変
化
は
な
く
そ
れ

は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
。

　

い
よ
い
よ
出
家
得
度
式
の
朝
、
電
卓
を
取
ろ
う
と

し
て
ギ
ッ
ク
リ
腰
に
な
っ
て
し
っ
た
。
す
ぐ
に
腰
痛

ベ
ル
ト
を
し
て
動
か
す
と
、
痛
み
は
そ
れ
ほ
ど
で
も

な
い
が
、
体
が
く
の
字
に
曲
が
り
伸
び
な
い
。
腰
の

痛
み
を
こ
ら
え
て
漸
く
龍
泉
院
に
着
く
。

　

成
道
会
か
ら
直
に
得
度
式
へ
と
続
く
の
で
、
御
老

師
様
と
配
役
の
方
は
忙
し
い
。
入
場
で
は
緊
張
し
な

い
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
何
も
考
え
ず
に
集
中
し
た
。

幸
道
和
尚
様
の
出
家
得
度
式
の
ビ
デ
オ
を
何
度
も
見

椎名老師へ焼香
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て
い
た
が
、
実
際
の
儀
式
で
は
介
添
え
の
方
に
い
ろ

い
ろ
お
世
話
に
な
り
、
皆
様
に
見
守
ら
れ
て
、
ほ
の

ぼ
の
と
し
た
中
に
も
、厳
粛
さ
が
溢
れ
て
い
ま
し
た
。

名
前
を
頂
い
た
時
が
と
て
も
嬉
し
く
、
昨
日
ま
で
過

去
や
未
来
を
思
い
萎
れ
て
い
た
の
が
、
こ
の
瞬
間
か

ら
消
え
て
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

翌
日
の
月
曜
日
、
松
戸
家
庭
裁
判
所
へ
名
前
の
変

更
を
申
出
に
行
き
、
金
曜
日
に
申
請
書
類
を
揃
え
て

提
出
し
に
行
く
。
私
は
話
が
長
く
は
な
い
が
、
な
ぜ

か
一
時
間
二
〇
分
説
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
女
性

の
係
官
は
ま
ず
職
業
か
ら
聞
い
て
き
た
。
係
官
が

「
寺
の
息
子
じ
ゃ
な
い
の
に
な
ぜ
出
家
す
る
の
か
」

と
質
問
さ
れ
た
の
で
、「
い
や
寺
の
息
子
じ
ゃ
な
く
て

も
出
家
は
で
き
ま
す
よ
」
と
返
す
と
、「
だ
か
ら
そ
れ

を
説
明
し
て
下
さ
い
」
と
話
が
少
し
ず
つ
長
く
な
っ

た
。

　

係
官
は
、
こ
の
人
は
僧
堂
修
行
後
ど
こ
に
い
る
の

だ
ろ
う
と
思
っ
て
く
れ
た
の
か
、「
吉
岡
さ
ん
戸
籍
を

変
え
る
っ
て
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
す
よ
、
一
度
変

え
て
、
ま
た
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
す
よ
。
申
請

は
で
き
る
け
ど
後
悔
し
な
い
の
」
と
、
面
接
を
一
時

間
も
長
く
か
け
て
、
よ
く
考
え
た
の
か
と
何
度
も
確

認
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　

出
家
の
理
由
は
ひ
と
つ
だ
け
で
は
な
く
、

　

①　

今
ま
で
築
い
て
き
た
も
の
が
崩
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
、
何
か
他
に
勉
強
し
た
い
と
思
っ
た

こ
と
。

　

②　

節
目
に
入
っ
て
も
う
欲
望
を
捨
て
る
年
頃
に

な
っ
た
と
感
じ
た
こ
と
。

　

③　

選
ん
だ
の
は
自
分
の
た
め
、
一
人
で
出
家
を

し
て
か
ら
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
そ
う
。

　

④　

自
分
が
本
当
に
望
む
も
の
は
、
休
日
に
寛
い

だ
神
社
や
お
寺
の
自
然
が
ず
っ
と
残
り
、
静

か
で
平
和
な
環
境
を
お
守
り
し
た
い
こ
と
で

あ
る
。

　

「
自
分
の
為
に
出
家
し
よ
う
」
そ
う
考
え
て
い
た

の
で
す
が
、
大
勢
の
方
に
ご
協
力
を
頂
き
、
そ
の
後

も
皆
様
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
、
す
べ

て
の
行
い
は
自
分
と
他
人
の
た
め
に
な
る
こ
と
だ
な

と
気
が
つ
き
ま
し
た
。
皆
様
が
静
か
で
平
和
に
暮
ら

せ
ま
す
よ
う
に
、
常
に
厳
し
い
選
択
を
し
て
、
何
時

か
「
酷
い
目
に
あ
っ
た
話
」
を
し
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

平
成
二
〇
年
最
後
の
参
禅
会
は
、
大
掃
除
を
し
た

後
、
お
餅
入
り
の
お
蕎
麦
を
頂
い
た
。
ま
た
庭
の
掃

除
中
に
、
会
員
の
方
か
ら
「
大
丈
夫
、
す
べ
て
は
土

に
帰
り
ま
す
」
と
、
ヒ
ン
ト
を
頂
い
た
。

　

岩
波
文
庫
『
ブ
ッ
ダ
神
々
と
の
対
話
』（
中
村
元

著
）
は
、
私
が
出
家
を
決
意
し
た
本
で
す
。
こ
の
本

を
読
ん
で
、
今
ま
で
読
ん
で
き
た
本
は
何
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
自
分
の
歩
ん

で
き
た
人
生
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
か
と
い
う
こ
と
が
、
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　

「
友
よ
、
わ
た
し
は
立
ち
止
ま
る
と
き
に
沈
み
、

あ
が
く
と
き
に
溺
れ
る
の
で
す
。
わ
た
し
は
こ
の

よ
う
に
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
し
に
、
あ
が
く
こ
と

な
し
に
激
流
を
渡
っ
た
の
で
す
」。

成
道
会
に
参
加
し
て

柏
市　

田
上　

淳
一

　

一
二
月
七
日
に
成
道
会
が
行
わ
れ
、
私
も
初
め
て

初めて袈裟をつける大龍和尚
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参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
の
悟
り

を
記
念
す
る
そ
の
日
の
坐
禅
は
、
い
つ
も
に
も
増
し

て
張
り
詰
め
た
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
緊
張
し
て

ウ
ト
ウ
ト
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
。

　

さ
ら
に
そ
の
日
は
、
出
家
得
度
式
も
併
せ
て
行
わ

れ
ま
し
た
。
参
禅
会
の
会
員
の
一
人
が
出
家
す
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
が
、
式
の
途
中
ま
で
、
白
装
束
で

現
れ
た
そ
の
人
が
誰
な
の
か
、
全
く
分
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
終
わ
り
に
近
づ
き
、
よ
う
や
く
そ
れ
が
吉

岡
さ
ん
と
気
付
き
ま
し
た
。
そ
れ
く
ら
い
、
一
緒
に

坐
禅
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
吉
岡
さ
ん
と
、
大
龍
和
尚

に
な
ら
れ
た
後
の
姿
は
、
発
す
る
も
の
が
違
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
あ
り
方
は
、
本
人
の
決

意
と
周
囲
の
人
と
の
関
係
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

変
わ
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
縁
起
の
考
え
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
数
週
間
前
に
も
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
失
敗
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
の
言
動
に
よ
っ
て
相

手
が
苦
し
み
、
相
手
の
反
応
に
よ
っ
て
自
分
が
歪
む

と
い
う
こ
と
が
。
後
か
ら
振
り
返
っ
て
、
こ
れ
も
縁

起
の
一
つ
の
現
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し

た
が
、
後
の
祭
り
と
い
う
も
の
で
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
き
方
の
問
題
と
し
て
、
縁
起
の

考
え
を
納
得
し
て
も
、
一
方
で
理
論
的
に
は
分
か
ら

な
い
部
分

が
あ
り
ま

し
た
。
自

己
が
他
者

と
の
縁
に

よ
っ
て
生

起
す
る
な

ら
、
そ
の

時
そ
の
時

の
自
己

は
、
相
互

に
異
な
る

は
ず
で
、
そ
の
中
で
、
過
去
の
自
己
と
今
の
自
己
と

の
連
続
性
を
、
ど
う
位
置
づ
け
る
か
で
す
。

　

そ
こ
で
成
道
会
の
最
後
に
、
ご
老
師
と
の
問
答
が

設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
点
を
伺
っ
て
み
ま
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
ご
老
師
の
お
答
え
は
、
今
の
自

分
が
絶
対
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
う
し
て

私
の
最
初
の
禅
問
答
は
、
問
い
の
視
点
と
異
な
る
視

点
を
示
さ
れ
て
、
終
わ
り
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
初
め
て
の
経
験
を
す
る

こ
と
が
で
き
た
一
日
で
し
た
。
成
道
会
に
参
加
で
き

た
だ
け
で
も
、
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
、
さ
ら

に
問
答
の
機
会
も
与
え
ら
れ
て
、
い
く
ら
か
理
解
が

深
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

心
の
と
も
し
び

柏
市　

永
野　

昭
治

　

千
葉
県
曹
洞
宗
青
年
会
主
催
の
第
三
〇
回
記
念
攝

心
会
が
、
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
八
日
か
ら
二
一
日

ま
で
の
四
日
間
、
静
岡
県
掛
川
市
少
林
寺
住
職
井
上

貫
道
ご
老
師
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
、
乾
坤
山
日
本

寺
に
於
い
て
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
山
は
、
安
房
郡
鋸
南
町
の
街
並
み
を
眼
下
に
す

る
、
幾
多
の
峻
嶺
に
護
ら
れ
た
雄
大
な
景
勝
地
に
あ

っ
て
、
聖
武
天
皇
の
勅
詔
を
う
け
て
、
行
基
菩
薩
に

よ
っ
て
開
基
さ
れ
ま
し
た
。
爾
来
、
良
弁
僧
正
・
慈

覚
大
師
な
ど
多
く
の
名
僧
が
訪
れ
修
行
し
た
、
我
国

で
も
ま
れ
に
み
る
古
刹
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
昭
和
一
四
年
秋
、
不
慮
の
災
禍
に
見
舞
わ
れ
て
、

堂
宇
の
悉
く
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
は
千

三
百
年
の
歴
史
に
輝
く
名
刹
の
復
興
を
願
っ
て
、
懸

命
の
努
力
を
重
ね
て
い
る
参
禅
道
場
で
あ
り
ま
す
。

　

禅
は
「
実
践
の
宗
教
」
で
あ
り
「
実
践
は
坐
禅
」

で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
自
分
で
動
い
て

や
っ
て
み
る
こ
と
が
一
番
大
切
で
あ
り
、
何
で
も
い

い
か
ら
行
動
し
て
み
る
。
そ
れ
を
す
る
う
ち
に
実
感

す
る
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
、
と
い
う
至
言
に
従
っ

て
、
あ
ら
た
な
体
験
を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

参
禅
者
は
、
井
上
ご
老
師
を
は
じ
め
と
す
る
僧
侶

初めての問答に挑む田上氏
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の
方
々
と
、
私
達
七
名
を
合
わ
せ
て
約
二
〇
名
を
こ

え
、
記
念
攝
心
会
に
相
応
し
い
会
と
な
り
ま
し
た
。

仏
祖
諷
経
に
始
ま
り
、
暁
天
の
止
靜
①　
②
、
朝
課
、

小
食
、
作
務
、
止
靜
③　
④
、
ご
提
唱
、
止
靜
⑤
、
中

食
、
ご
提
唱
、
止
靜
⑥
、
行
茶
、
止
靜
⑦　
⑧
、
晩

課
、
薬
石
、
止
靜
⑨
、
独
参
、
止
靜
⑩
、
開
枕
と
、

四
日
間
で
三
〇
�
の
坐
禅
を
重
ね
る
差
定
は
、
私
達

の
一
夜
接
心
会
と
全
く
同
一
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ

に
、
井
上
ご
老
師
ご
提
唱
の
趣
旨
の
一
端
を
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　

井
上
貫
道
老
師
講
話
（
抄
）

　

現
代
社
会
は
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
人
々

の
暮
ら
し
向
き
は
豊
か
で
快
適
で
便
利
に
な
り
ま
し

た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
人
々
の
心
は
必
ず
し
も
満
足
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
色
々
な
場
面
で
悩
ん
だ
り
、
苦
し

ん
だ
り
し
て
お
り
ま
す
。
昨
今
は
、
虐
め
や
、
自
殺
、

不
正
を
働
く
人
が
増
え
て
お
り
、
大
変
な
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
こ
そ
混
迷
す
る
世
の
中
を

救
う
突
破
口
に
な
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

　

生
ま
れ
て
こ
の
方
、
片
時
も
離
れ
ず
に
い
る
大
の

仲
良
し
、
そ
れ
は
自
分
で
す
。
自
分
の
こ
と
は
自
分

が
一
番
よ
く
識
っ
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
一
番
し
ら

な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仏
の
道
に
お
い
て
は
、

ま
ず
こ
の
自
分
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
自
分
と
は
何

か
、
私
は
何
者
な
の
か
、
自
我
意
識
と
は
何
か
、
な

ぜ
自
分
は
こ
の
自
分
を
自
分
と
思
う
の
か
、
こ
の
自

分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
仏
道
研
鑚
の
出
発

点
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、「
心
」
に
つ
い
て
さ
わ
り
程
度
の
こ
と
を

み
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
心
」
と
は
、
思
い
、
判
断

し
、
対
象
を
感
得
す
る
こ
と
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、
禅
で
は
草
も
木
も
瓦
礫
も
「
心
」
と
説

き
ま
す
。
非
常
に
幅
が
広
い
の
で
す
。
道
元
禅
師
さ

ま
は
、
世
界
は
私
達
の
こ
こ
ろ

�

�

�

そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
万
物
、
全
存
在
、
全
時
間
を
「
心
」
と

示
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
自
分
と
他
人
、
自
分
と

大
自
然
（
環
境
）
を
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
と
し
、
こ
れ
こ
そ
が
真
実
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
と

説
き
明
か
し
て
お
り
ま
す
。
い
よ
い
よ
、
四
六
時
中

一
緒
に
い
る
自
分
（
か
ら
だ
・
こ
こ
ろ
）
を
あ
き
ら

�

�

�

め
る
�

�

こ
と
が
大
切
な
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

自
分
自
身
の
顔
を
直
に
見
た
人
は
居
ら
れ
ま
す
か
。

ほ
と
ん
ど
の
方
は
鏡
や
写
真
を
み
て
、
こ
れ
が
自
分

の
顔
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
疑
わ
な
い
の
は
何

故
で
し
ょ
う
か
、
何
処
で
真
に
納
得
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

グ
リ
ム
童
話
の
「
白
雪
姫
と
七
人
の
小
人
た
ち
」

の
物
語
を
思
い
起
こ
し
て
下
さ
い
。
雪
の
よ
う
に
白

い
美
し
い
姫
を
妬
み
、
四
度
も
亡
き
者
に
せ
ん
と
謀

る
継
母
と
、
姫
を
介
抱
す
る
七
人
の
小
人
た
ち
の
お

話
で
す
。

　

継
母
は
妃
と
し
て
嫁
ぐ
際
に
、
美
し
い
鏡
を
持
参

し
て
い
ま
し
た
。
鏡
の
上
縁
に
は
、
ラ
イ
オ
ン
の
顔

が
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
て
、
ラ
テ
ン
語
で
、「
真
実
の

口
」
の
意
味
の
文
字
が
鏤
刻
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
継

母
は
所
業
の
た
び
に
、
そ
の
鏡
に
向
か
っ
て
問
い
か

け
る
の
で
し
た
。

　

「
鏡
よ
、
壁
の
鏡
よ
、
誰
が
一
番
き
れ
い
か
え
」

鏡
は
答
え
ま
す
。

「
お
妃
、
こ
こ
で
は
あ
な
た
が
き
れ
い
、
け
れ
ど
、

丘
の
む
こ
う
の
七
人
の
小
人
の
家
で
白
雪
姫
は
、

ま
だ
生
き
て
い
て
元
氣
、
姫
ほ
ど
、
き
れ
い
な
人

は
い
な
い
」

白
雪
姫
が
継
母
に
よ
っ
て
、
危
う
く
一
命
を
失
わ
ん

と
す
る
時
、
優
し
い
王
子
に
救
出
さ
れ
て
、
め
で
た

く
妃
に
迎
え
ら
れ
幸
せ
に
暮
ら
し
ま
す
。
継
母
は
王

子
と
美
し
い
姫
の
結
婚
式
の
日
に
、
真
赤
に
焼
か
れ

た
鉄
の
上
靴
を
履
か
さ
れ
て
、
最
期
ま
で
踊
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

私
達
は
日
常
生
活
で
、
往
々
に
し
て
も
の
を
歪
め

て
見
た
り
、
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
解
釈
し
た
り

し
て
い
ま
す
。
鏡
に
は
全
て
の 
像 
を
、
人
間
の
う
ち

す
が
た

に
内
在
す
る
我
執
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
る
が
ま

ま
に
映
し
出
し
て
、
一
切
を
明
ら
か
に
す
る
智
慧
が

あ
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
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◯８

�
鏡
の
有
り
よ
う
は
必
ず
今
の 
相 
の
み
で
す
（
一
面

す
が
た

な
り
二
面
な
し
）

�
次
か
ら
次
へ
と
移
り
変
っ
て
行
く
と
云
い
ま
す
が
、

入
れ
替
わ
る
よ
う
な
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
（
春
過

ぎ
て
夏
来
た
る
と
言
わ
ざ
る
は
、
仏
法
の
定
ま
れ

る
な
ら
い
な
り
）

�
隠
し
た
の
で
も
な
く
、
捨
て
た
の
で
も
な
く
、
取

り
替
え
た
の
で
も
な
い

�
新
し
く
な
り
ま
す
が
、
前
の
も
の
が
何
処
に
も
な

い
程
に
変
り
ま
す
。
比
べ
た
く
て
も
比
べ
る
べ
き

も
の
さ
え
残
し
ま
せ
ん
（
こ
れ
を
大
清
浄
と
い
う

の
で
し
ょ
う
か
）

�
手
の
つ
け
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
手
を
つ
け
る
必

要
が
な
い
の
で
す
（
纔
か
に
是
非
あ
ら
ば
、
紛
然

と
し
て
心
を
失
す
）

�
増
え
も
し
な
け
れ
ば
減
り
も
し
ま
せ
ん
（
不
増
不

減
で
す
）

�
綺
麗
に
な
っ
た
の
で
も
な
く
、
汚
れ
た
の
で
も
あ

り
ま
せ
ん
（
不
垢
不
淨
で
す
）

�
前
か
ら
有
る
の
で
も
な
く
、
今
現
わ
れ
る
の
で
も

な
い
（
不
生
不
滅
で
す
）

�
縛
ら
れ
て
自
由
が
き
か
な
い
と
い
う
事
も
あ
り
ま

せ
ん
（
大
解
脱
体
で
す
）

�
自
分
の
こ
と
と
他
人
の
こ
と
が
ゴ
チ
ャ
混
ぜ
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
混
乱
を
生
じ
ま
せ
ん

�
い
つ
ま
で
も
取
っ
て
お
こ
う
と
し
て
も
、
取
っ
て

置
け
ま
せ
ん
（
過
去
心
不
可
得　

現
在
心
不
可
得

未
来
心
不
可
得
で
す
）

�
寂
靜
（
い
つ
も
静
か
で
す
。
嵐
の
時
は
嵐
、
雨
の

時
は
雨
、
晴
の
時
は
晴
れ
、
雪
の
時
は
雪
で
す
）

　

疑
い
は
己
を
滅
ぼ
す
鉄
錆
の
よ
う
な
も
の
で
、
自

分
の
中
か
ら
生
じ
ま
す
。
誰
か
他
人
が
疑
い
を
起
し

て
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常
の

有
り
と
有
ら
ゆ
る
問
題
は
、
必
ず
自
分
自
身
の
上
で

発
生
し
て
い
ま
す
。
人
が
若
し
疑
い
や
苦
し
み
を
招

く
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
鏡
の
示
す
真
実
の 
相 
を
蔑

す
が
た

ろ
に
し
て
、
も
っ
と
確
か
な
本
物
が
何
処
か
に
あ
る

と
思
っ
て
、
邪
念
を
起
す
か
ら
で
し
ょ
う
。
是
を
煩

惱
妄
想
と
い
う
の
で
す
。
火
を
消
そ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
火
元
に
向
け
て
消
火
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
今
煩
惱
の
炎
は
各
自
自
分
の
中
で
盛
ん
に

燃
え
て
い
ま
す
。
間
違
っ
て
も
「
あ
い
つ
が
」「
あ
れ

が
」「
こ
れ
が
」
と
火
元
で
無
い
余
所
に
向
け
て
、
消

火
活
動
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
お
大
事
に
、
気
を

つ
け
て
お
過
ご
し
下
さ
い
。

　

と
結
ば
れ
ま
し
た
。

　

人
は
も
の
を
見
た
り
、
声
を
聞
い
た
り
、
香
り
を

嗅
い
だ
り
、
食
べ
物
を
味
わ
っ
た
り
、
冷
た
い
と
か
、

暖
か
い
と
か
を
肌
で
感
じ
た
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を

認
識
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
働
き

は
実
に
大
切
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
働

き
が
素
晴
ら
し
い
働
き
で
あ
っ
て
も
、
迷
い
や
惑
い

を
作
り
だ
し
て
い
る
原
因
で
も
あ
り
ま
す
。
煩
惱
や

欲
望
と
い
う
根
の
深
い
執
わ
れ
か
ら
解
き
放
さ
れ
て
、

よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
は
、
日
々
の
衣
食
住
の
営

み
を
顧
み
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
日
常
の

営
み
は
、
自
分
以
外
の
多
く
の
人
び
と
や
、
動
植
物

と
の
つ
な
が
り
の
中
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
現

実
と
、
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
か
と
い
う
こ
と
に
気 最後列左から五番目が永野さん
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◯９

付
か
せ
て
く
れ
た
の
が
、
こ
の
度
の
攝
心
会
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

日
頃
か
ら
ご
慈
愛
に
満
ち
た
ご
指
導
を
頂
く
椎
名

ご
老
師
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
参
禅
会
の
方
々
と
の

衆
縁
に
深
く
感
謝
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
い
よ
い

よ
、
正
身
端
坐

�

�

�

�

を
た
だ
黙
々
と
続
け
る
の
み
で
す
。

　

霧
の
中
を
行
け
ば
、
覚
え
ざ
る
に
衣
し
め
る

 

（
正
法
眼
蔵
随
聞
記
）　
　
　

合
掌

此
娑
婆
世
界
は
極
樂
淨
土
な
り 

　
『
正
法
眼
蔵
』九
五
巻
を
書
写
し
終
っ
て

流
山
市　

久
光　

守
之

　

雲
一
つ
無
い
秋
の
澄
空
を
映
し
た
海
の
岩
の
上
に
、

私
は
茫
然
と
し
て
太
平
洋
の
澄
ん
だ
光
り
の
中
に
包

ま
れ
て
い
た
。

　

此
処
は
四
国
の
最
南
端
の
足
摺
岬
、
果
て
し
な
き

美
し
い
海
、
そ
し
て
岩
壁
、
松
草
等
有
情
無
情
が
同

時
成
道
し
、
成
仏
し
て
い
る
の
を
、
只
た
だ
感
動
し

て
、
こ
の
世
は
極
樂
淨
土
、
仏
の
居
ま
せ
る
所
は
淨

土
な
り
と
感
動
し
立
ち
尽
く
し
て
い
る
。

　

一
昨
日
、
一
〇
月
一
〇
日
『
正
法
眼
蔵
』
九
五
巻

を
書
写
し
終
る
。
そ
の
一
五
年
間
の
発
心
修
行
の
功

徳
が
斯
く
あ
ら
し
め
る
の
だ
ろ
う
か
、
今
全
て
の
も

の
が
美
し
く
優
し
い
。

　

高
祖
様
の
最
後
の
御
説
法
が
『
正
法
眼
蔵
』「
八
大

人
覚
」
の
巻

で
あ
り
、
そ

れ
が
釈
迦
牟

尼
仏
如
來
の

遺
教
で
あ
る

事
に
、
深
い

感
銘
と
あ
り

が
た
さ
を
感

じ
て
全
巻
書

写
し
終
え
る
。

　

一
は
少
欲
、

二
は
知
足
、

三
は
楽
寂
靜
と
「
八
大
人
覚
」
は
続
く
が
、
今
こ
う

し
て
足
摺
岬
の
岩
と
海
に
包
ま
れ
て
一
人
で
い
る
と
、

全
て
の
五
欲
を
離
れ
て
、
特
に
自
佗
を
離
れ
る
こ
と

が
、
最
上
の
寂
靜
と
確
信
す
る
。

　

思
い
出
せ
ば
一
五
年
前
、
亡
母
の
遺
品
よ
り
『
正

法
眼
蔵
全
講
』（
岸
沢
惟
安
老
師
）
の
四
巻
を
見
つ
け

読
み
始
め
た
。
判
じ
難
い
が
心
ひ
か
れ
、
母
の
遺
言

の
様
に
お
ぼ
え
て
、
高
祖
様
の
本
文
の
み
を
写
記
す

る
も
中
々
大
変
、
さ
し
あ
た
り
「
弁
道
話
」「
現
成
公

案
」「
仏
性
」
の
三
巻
を
五
回
程
写
読
し
、
改
め
て
九

五
巻
を
完
写
読
す
る
と
決
心
す
る
。

　

お
そ
ら
く
こ
の
生
の
間
に
完
写
す
る
事
は
出
来
な

い
だ
ろ
う
、
し
か
し
弁
道
の
中
に
生
死
あ
り
、
と
の

言
葉
に
励
ま
さ
れ
て
、
途
中
こ
の
身
滅
し
た
時
は
、

滅
の
道
に
て
弁
道
す
れ
ば
良
い
と
、
幾
度
も
自
分
に

言
い
聞
か
せ
て
こ
こ
ま
で
至
ら
せ
て
頂
い
た
。
こ
の

悦
び
を
何
故
か
足
摺
岬
に
伝
え
た
か
っ
た
。
岬
か
ら

九
五
巻
写
読
完
了
の
感
想
は
と
聞
か
れ
て
も
、
私
に

は
答
え
ら
れ
な
い
。　
　

　

こ
の
一
行
一
字
が
私
に
と
っ
て
は
、
正
法
眼
蔵
涅

槃
妙
心
で
あ
り
、
そ
れ
を
心
と
し
て
の
一
足
、
一
行
、

一
飯
が
正
法
眼
蔵
で
あ
り
、
自
受
用
三
昧
で
あ
る
か

ら
で
す
。

　

そ
れ
故
に
そ
の
答
え
を
書
こ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の

身
の
一
日
の
中
で
六
四
億
九
万
九
千
九
百
八
十
回
の

発
心
修
行
菩
提
涅
槃
の
繰
り
返
し
を
行
い
、
又
明
日

も
同
じ
と
、
そ
れ
正
法
眼
蔵
涅
槃
妙
心
な
り
と
し
か

答
え
ら
れ
ず
、
浅
学
を
恥
じ
入
る
次
第
で
す
。

　

こ
の
岬
に
は
二
〇
年
前
、
四
国
八
八
ヶ
所
歩
き
を

始
め
て
、
五
巡
目
の
遍
路
の
歩
き
を
二
日
前
か
ら
始

め
て
、本
日
こ
こ
に
立
ち
太
平
洋
を
望
ん
で
い
ま
す
。

　

明
日
か
ら
観
音
崎
を
通
っ
て
、
石
鎚
山
の
方
へ
遍

路
す
る
予
定
、
肩
に
背
負
っ
た
坐
蒲
が
軽
い
、
毎
朝

四
時
よ
り
、
坐
禅
、
写
経
、
正
法
眼
蔵
の
写
読
を
行

じ
さ
せ
て
頂
く
。
こ
れ
が
遍
路
の
源
の
力
と
な
り
、

今
日
も
発
心
修
行
菩
提
涅
槃
を
行
じ
さ
せ
て
頂
く
。

　

海
岸
の
波
の
音
が
、
そ
し
て
咲
き
終
り
か
け
た
彼

岸
花
が
、「『
こ
の
法
は
、
人
々
の
分
上
に
ゆ
た
か
に

足摺岬の灯台
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◯１０

そ
な
は
れ
り
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は

あ
ら
は
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
』、
私

達
の
小
さ
な
彼
岸
花
も
、
大
き
な
海
も
、
父
母
未
生

以
前
の
面
目
は
等
し
く
、
自
佗
な
く
、
仏
の
智
慧
を

も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
」
と
、
私
に
法
を
説

い
て
く
れ
る
。

「
智
恵
出
て
は
偽
り
あ
り
、
才
能
は
煩
惱
の
増
長
せ

る
も
の
な
り
」
の
徒
然
草
の
言
や
良
し
、
修
め
て
行

ぜ
ざ
れ
ば
、
才
に
と
ど
ま
る
。
今
日
か
ら
も
又
明
日

も
歩
み
、
結
跏
趺
坐
し
、
行
じ
る
日
々
を
御
仏
の
所

願
に
そ
っ
て
行
じ
、
又
明
日
よ
り
『
正
法
眼
蔵
』「
弁

道
話
」
の
巻
か
ら
、
改
め
て
こ
の
身
心
を
投
入
し
よ

う
と
思
う
。
こ
の
身
心
の
滅
す
る
ま
で
。
不
生
不
滅

な
る
が
故
に
。

年
末
托
鉢
修
行
で
新
た
な
発
心

柏
市　

杉
浦
上
太
郎

　

昨
年
、
一
二
月
一
三
日
、
曹
洞
宗
千
葉
県
第
二
教

区
の
恒
例
行
事
と
な
っ
て
い
る
「
歳
末
助
け
合
い
」

募
金
活
動
（
托
鉢
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
柏
駅
に
ほ

ど
近
い
長
全
寺
に
、
ご
寺
院
、
檀
家
役
員
、
参
禅
会

会
員
の
総
勢
三
〇
名
ほ
ど
が
参
集
し
ま
し
た
。

　

龍
泉
院
参
禅
会
か
ら
は
、
椎
名
老
師
の
も
と
に
、

会
員
の
五
十
嵐
嗣
郎
さ
ん
、
小
畑
二
郎
さ
ん
、
小
山

斉
さ
ん
、
鈴
木
民
雄
さ
ん
、
田
上
淳
一
さ
ん
と
小
生

の
計
六
名
が
集
い
ま
し
た
。
龍
泉
院
参
禅
会
と
し
て

は
、
平
成
一
六
年
か
ら
数
え
て
五
回
目
の
参
加
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

折
し
も
、
九
月
に
勃
発
し
た
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ

ー
ス
の
経
営
破
綻
の
余
波
を
受
け
、
毎
日
、
大
企
業

の
操
業
短
縮
、
派
遣
切
り
問
題
等
が
マ
ス
コ
ミ
を
に

ぎ
わ
し
て
い
る
と
き
で
し
た
。

　

募
金
活
動
を
ス
タ
ー
ト
す
る
ま
で
、
今
年
は
喜
捨

し
て
く
だ
さ
る
方
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
多
少

の
不
安
を
抱
い
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
開
始
と

共
に
、
そ
の
よ
う
な
危
惧
は
一
掃
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
午
後
一
時
〜
三
時
三
〇
分
ま
で
の
間
、
喜
捨

さ
れ
る
方
が
長
く
途
切
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
一
昨
年
と
比
べ
て
、
金
額
は
と
も
か
く
、
喜

捨
頻
度
と
し
て
は
、
二
倍
以
上
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
く
に
、
若
い
母
親
が
お
子
様

に
喜
捨
さ
せ
る
、
中
学
生
や
高
校
生
な
ど
若
い
人
が

自
主
的
に
喜
捨
す
る
姿
が
大
変
印
象
的
で
し
た
。

　

こ
の
不
況
下
に
あ
っ
て
、
何
と
か
自
分
も
困
っ
て

い
る
人
々
を
助
け
た
い
と
い
う
思
い
が
こ
も
っ
て
い

る
と
思
い
、「
日
本
人
、
ま
だ
ま
だ
捨
て
た
も
の
で
は

な
い
な
」
と
心
の
中
で
何
回
も
つ
ぶ
や
き
、
嬉
し
い

気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
方
々
か
ら
喜
捨
い
た
だ
い
た
お
金
は
、

正
に
仏
性
に
満
ち
溢
れ
て
い
て
、
必
ず
大
き
な
働
き

を
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
喜
捨
い
た
だ
い
た
合

計
金
額
は
、
九
三
、
五
九
九
円
に
な
り
ま
し
た
。
真

心
の
こ
も
っ
た
お
金
で
す
。
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー

ス
の
負
債
金
額
六
四
兆
円
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
の

だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
の
日
、
喜
捨
を
受
け
な
が
ら
、
二
宮
金
次
郎
が

説
く
（
＊
）「
人
倫
五
常
の
道
」
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と

し
た
金
銭
貸
借
論
を
思
い
出
し
て
い
ま
し
た
。
以
下

小
説
『
二
宮
金
次
郎
』（
童
門
冬
二
著
／
集
英
社
文
庫

刊
）
の
一
説
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
紹
介

し
て
み
ま
す
。

お嬢さんにご老師のメッセージを渡される
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◯１１

　

金
に
は
徳
が
あ
る
。
そ
の
徳
は
人
の
暮
ら
し
を
豊

か
に
す
る
。そ
し
て
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
を
知
れ
ば
、

人
間
は
そ
の
徳
に
報
い
よ
う
と
す
る
。
徳
に
報
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
働
い
て
得
た
金
を
差
し
出

し
て
、
他
人
の
暮
ら
し
を
豊
に
し
よ
う
と
志
す
こ
と

だ
。「
金
を
貸
す
と
い
う
こ
と
は
、貸
す
の
で
は
な
く

て
、
余
裕
の
あ
る
者
が
、
余
裕
の
な
い
者
に
対
し
て

差
し
出
す
、
つ
ま
り
推
譲
（
す
い
じ
ょ
う
）
と
い
う

行
為
な
の
だ
」。

　

「
人
倫
五
常
の
道
」
と
い
う
の
は
、「
仁
義
礼
智

信
」
の
五
つ
の
人
間
の
道
の
こ
と
で
す
。
お
金
の
貸

し
借
り
で
最
も
大
事
な
こ
と
は
約
束
を
守
る
こ
と
。

そ
れ
が
「
信
」
で
す
。
多
少
余
裕
の
あ
る
人
か
ら
余

裕
の
な
い
人
に
お
金
を
差
し
出
す
の
が
必
要
で
、
推

譲
の
心
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
「
仁
」

で
す
。
そ
し
て
借
り
た
ほ
う
が
約
束
を
守
っ
て
、
正

し
く
返
済
す
る
こ
と
を
「
義
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た

約
束
を
守
っ
た
後
、
必
要
な
金
を
推
譲
し
て
も
ら
っ

た
こ
と
を
感
謝
し
て
、
そ
の
恩
義
に
報
い
る
た
め
の

冥
加
金
を
差
し
出
し
た
り
、
ま
た
返
済
に
つ
い
て
決

し
て
貸
し
手
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
心
を
配
っ

た
り
、
さ
ら
に
、
努
力
し
て
得
た
余
財
を
貸
付
金
に

当
て
る
と
き
も
、決
し
て
威
張
っ
た
り
し
な
い
こ
と
、

こ
れ
を
「
礼
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に

し
て
多
く
の
余
財
を
生
じ
、
借
り
た
金
を
早
く
返
す

か
、
つ
ま
り
約
束
を
迅
速
確
実
に
守
る
か
と
い
う
工

夫
を
す
る
こ
と
を
「
智
」
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
金

の
貸
し
借
り
と
い
っ
て
も
、
こ
う
い
う
よ
う
に
人
倫

の
道
で
あ
る
仁
義
礼
智
信
の
五
つ
が
必
ず
と
も
な
っ

て
い
る
の
で
す
。 

以
上

　

近
年
、
世
界
の
多
く
の
国
は
、
法
に
触
れ
な
け
れ

ば
手
段
を
選
ば
な
い
、
弱
肉
強
食
、
大
い
に
儲
け
た

者
が
勝
ち
組
と
い
う
自
由
市
場
経
済
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
今
の
よ
う
な
世
界
の
経
済
恐
慌
を
招
い

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
物
と
物
」、「
金
と
金
」
の
つ

な
が
り
し
か
な
い
世
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で

あ
れ
、
必
ず
破
綻
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
や
は
り
「
心
と
心
」
の
つ
な
が
り
が
介

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
日
、
改
め
て
、
仏
教
徒
の
己
の
言
動
が
媒
介

と
な
っ
て
、
少
し
で
も
、「
心
と
心
」
の
つ
な
が
り
が

広
が
る
世
の
中
に
な
る
一
灯
と
な
る
べ
く
、尚
一
層
、

仏
道
修
行
に
励
む
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。 

合
掌

＊
「
人
倫
五
常
の
道
」
…
「
儒
教
」
が
説
く
人
と
し

て
の
生
き
る
五
つ
の
徳
目

▼
ご
老
師
が
托
鉢
当
日
、
喜
捨
さ
れ
た
方
へ
下
記
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
渡
し
に
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
掲

載
い
た
し
ま
す
。 

（
編
集
部
よ
り
）

　本日は尊い浄財をご喜捨賜り、まことに有難うございました。私たち曹
洞宗千葉県第二教区（野田・柏・我孫子）の寺院一同は毎年このような歳
末助け合い托鉢を行い、皆様の善意を集めて恵まれない人々への贈り物の
お手伝いを致しております。
　お陰様で私たちは有難い修行をさせていただき感謝しております。道元
禅師は「仏道の歩みとは自他の対立をなくすことだ」といわれます。私た

ちは常に他人とくらべっこをして自ら不幸になっています。そうではなく、

損得を超えて心から皆と共に生きようとするところに実は深い幸せがある

ことを教えているのですね。新年も間近、貴下とご家族の真の幸せをお祈
り申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　掌
　　　　２００８．１２．１３

龍　泉　院　住　職　　　　　　椎　名　宏　雄　　　　　九　拝
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◯１２
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幹
事　

杉
浦
上
太
郎
氏

　
　
　
　
　

鈴
木　

民
雄
氏

●
一
二
月
一
三
日

　

歳
末
助
け
合
い
托
鉢

　
　

於　
　

柏
駅
東
口

　
　

曹
洞
宗
千
葉
第
二
教
区
主
催

　
　

椎
名
老
師
及
び
会
員
五
名

●
一
二
月
二
八
日　
　
　

三
二
名

 

（
五
十
嵐
嗣
郎
氏
）

　
　

坐
禅
・
禅
講
後
、
大
掃
除

平
成
二
一
年

●
一
月
二
五
日　
　
　
　

三
二
名

 

（
戸
塚　

英
明
氏
）

●
二
月
八
日　
　
　

　

新
年
会　
　
　
　
　
　

一
九
名

　
　

於　
　

柏
市
「
う
ど
ん
市
」

　
　

幹
事　

松
井　
　

隆
氏

　
　
　
　
　

刑
部　

一
郎
氏

●
二
月
一
五
日　

参
禅
会
一
三
名

　

涅
槃
会　
　
　

梅
花
講
一
三
名

　
　

於　
　

天
徳
山
龍
泉
院

　
　

幹
事　

松
井　
　

隆
氏

　
　
　
　
　

刑
部　

一
郎
氏

●
二
月
二
二
日　
　
　
　

三
〇
名

（
美
川　

恒
子
氏
）

▼
昨
年
の
幹
事
杉
浦
さ
ん
・
鈴
木
さ
ん

一
年
間
御
苦
労
様
で
し
た
。
今
年
は
刑

部
さ
ん
と
松
井
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
す
。

今
年
は
一
〇
月
頃
に
良
寛
さ
ん
の
史
跡

を
訪
ね
る
旅
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
良

寛
さ
ん
の
遺
徳
を
偲
び
、
会
員
の
親
睦

を
深
め
る
旅
に
し
た
い
も
の
で
す
。

 
会
員
便
り

●
二
月
八
日
（
日
）
午
後
二
時
よ
り
新

年
会
が
、
ご
老
師
以
下
一
八
名
参
加
し

て
、
柏
市
「
う
ど
ん
市
」
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
最
初
ご
老
師
か
ら
ご
挨
拶
が
あ

り
、
そ
の
中
で
、「
健
康
で
あ
る
か
ら

こ
そ
坐
禅
が
出
来
る
。
七
〇
代
は
人
生

の
華
で
あ
る
、
健
康
に
留
意
し
て
、
終

り
の
な
い
修
行
を
共
に
勤
め
た
い
。」

と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
美
川
さ
ん
の
音
頭
に
よ
る
乾

杯
で
歓
談
タ
イ
ム
に
入
り
、
皆
さ
ん
鍋

を
つ
つ
き
な
が
ら
、
盛
ん
に
歓
談
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
一
時
し
て
か
ら
、
恒
例

の
全
員
か
ら
の
五
分
間
ス
ピ
ー
チ
に
移

り
ま
し
た
が
、
弁
の
立
つ
皆
さ
ん
で
す

か
ら
、と
て
も
五
分
間
で
は
終
わ
ら
ず
、

話
尽
き
な
い
人
は
、
二
次
会
へ
持
ち
越

し
ま
し
た
。
坐
禅
に
つ
い
て
の
所
感
な

ど
、
大
変
参
考
に
な
る
お
話
も
聞
け
、

非
常
に
有
意
義
な
新
年
会
で
し
た
。

●
二
月
一
五
日
（
日
）
午
後
二
時
よ
り
、

梅
花
講
と
の
共
催
に
よ
る
涅
槃
会
の
法

要
が
龍
泉
院
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
禅

会
か
ら
は
一
三
名
の
方
が
参
加
さ
れ
ま

し
た
。
本
堂
に
は
正
徳
五
年
（
一
七
一

五
）
に
制
作
さ
れ
た
仏
涅
槃
図
が
掛
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
梅
花
講
の
詠
讃
歌

の
奉
詠
で
、
ご
老
師
を
導
師
と
し
、
参

禅
会
会
員
が
配
役
に
つ
い
た
一
行
が
入

堂
し
、
法
要
が
始
ま
り
ま
し
た
。
法
要

の
最
後
に
ご
老
師
は
遺
教
経
か
ら
次
の

よ
う
な
ご
法
話
を
話
さ
れ
ま
し
た
。「
お

釈
迦
様
は
や
る
べ
き
こ
と
を
全
て
成
し

遂
げ
ら
れ
、
満
足
の
笑
み
を
湛
え
て
涅

槃
に
入
ら
れ
た
。
我
々
も
健
康
で
、
や

る
べ
き
こ
と
を
や
り
、
コ
ロ
リ
と
涅
槃

に
入
れ
れ
ば
本
望
で
あ
る
。」

　
　
　

沼

南

雑

記

参
禅
会
記
録（　

）内
は
座
談
の
司
会
者

平
成
二
〇
年

●
九
月
二
八
日　
　
　
　

三
三
名

 

（
三
町　
　

勲
氏
）

●
一
〇
月
二
六
日　
　
　

二
七
名

 

（
松
井　
　

隆
氏
）

●
一
一
月
二
三
日　
　
　

三
〇
名

 

（
加
藤　
　

孝
氏
）

●
一
二
月
七
日　

参
禅
会
三
七
名

　

成
道
会　
　
　

梅
花
講
一
三
名

　

出
家
得
度
式
（
吉
岡　

大
龍
氏
）

　
　

於　
　

天
徳
山
龍
泉
院

　

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

一
、
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
坐
禅
作
法
指
導

一
、
坐　

禅　
　

第
一
�　

口
宣
、
坐
禅
三
〇
分 

経　

行　

一
〇
分 

第
二
�　

坐
禅
三
〇
分

一
、
講　

義　
　

木
版
三
通
、
開
経
偈
を
唱
え
、
椎
名
宏
雄
老
師
よ
り
『
正

法
眼
蔵
』
の
ご
提
唱
を
聞
く
。
二
月
よ
り
「
帰
依
三
宝
」

の
巻

一
、
座　

談　
　

自
己
紹
介
の
後
、
茶
を
喫
し
座
談
。
正
午
解
散

一
、
参
加
資
格　

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

一
、
会　

費　
　

無
料

一
、
一
夜
接
心　

六
月
中
旬
（
本
年
は
六
月
一
三
・
一
四
日
）
一
泊
し
、
七

�
の
坐
禅
と
ご
提
唱
を
聞
く

一
、
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
六
日
）
釈
尊
成
道
を
讃
え
坐

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