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従
容
録
に
学
ぶ
（
五
五
）

第
七
十
五
則　

瑞ず
い

巌が
ん

常じ
ょ
う

理り

〔
示じ　

衆し
ゅ

〕

衆し
ゅ

に
示
し
て
云
く
、
喚よ

ん
で
如に

ょ

如に
ょ

と
作な

さ
ば
、
早す

是で

に
変
ぜ
り
。

智ふ
ん
べ
つ
お
よ
ば
ざ
る

不
到
の
処
は
、
道い

い

著き
る

の
は
禁き

ん

忌も
つ

だ
。
這こ

の

裏へ
ん

は
還は

た
参
究
す
る

分し
か
く

あ
り
や
。

〔
本　

則
〕

挙と
り
あ

ぐ
、
瑞ず

い

巌が
ん

、
巌が

ん

頭と
う

に
問
う
、「
如い

何か

な
る
か
是こ

れ
、
本ぜ

っ

常た
い

の

理し
ん
り

？
」（
理
あ
れ
ば
高
声
な
ら
ざ
れ
。）　

頭
云
く
、「
動か

く

れ
り
。」（
理

を
知
る
べ
し
。）　

巌
云
く
、「
動か

く
る

る
時
は
如い

か何
ん
？
」（
再さ

い
か
し
つ犯
を
容ゆ

る

さ
ず
。）　

頭
云
く
、「
本
常
の
理
を
見
ず
。」（
物
を
相え

ら

び
て
価あ

た
い

を

作な

せ
り
。）
巌
、
佇し

あ
ん思
す
。（
却か

え

っ
て
慙あ

り
が
た
さ愧
を
識し

る
や
？
）

頭
云
く
、「
肯う

け
が

わ
ば
即
ち
未い

ま

だ
根に

け
ん塵
を
脱
せ
ず
。（
箇こ

中こ

に
は

肯え
と
く

路の
み
ち

な
し
）。
肯
わ
ざ
れ
ば
永
く
生ま

よ
い
の
よ死
に
沈
ま
ん
。」（
当そ

も

そ
も
、

堂ざ
ど
うに
正あ

ん
じ
ゅ
う坐
せ
ず
、
那な

ん

ぞ
両に

け
ん頭
の
機せ

か
い

に
赴ゆ

か
ん
！
）。

禅
ほ
ど
固
定
し
た
概
念
を
嫌
う
世
界
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
常
に
〝
そ
の
も
の
〟
の
本
性
や
本
体
に
直
参

肉
迫
し
、ホ
ン
モ
ノ
を
つ
か
も
う
と
す
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、

「
い
か
な
る
か
こ
れ
仏
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
そ
れ
こ
そ

無
数
の
答
え
が
な
さ
れ
、
け
っ
し
て
模
範
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
を
「
○
○
だ
」
と
い
っ
た
と
き
、
も
う
仏
は
逃
げ
て
い
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
す
。
こ
ん
な
世
界
の
風
光
を
、
ま
の
あ
た
り
に
示
し

教
え
て
く
れ
る
の
が
、こ
の
「
瑞
巌
常
理
」
の
一
則
で
あ
り
ま
す
。

本
則
の
主
役
は
、
唐
末
の
巌
頭
と
そ
の
法
嗣
の
瑞
巌
。
か
れ
ら

の
法
系
譜
は
青
原
―
石
頭
の
系
統
に
属
し
、
徳
山
宣
鑑
―
巌
頭
全

奯
―
瑞
巌
師
彦
―
羅
山
道
閑
と
次
第
し
ま
す
が
、
こ
の
四
名
は
徳

山
四し

家け

と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
英
傑
ぞ
ろ
い
な
の
で
す
。
こ
こ
で
の

主
人
公
、
巌
頭
全ぜ

ん

奯か
つ

（
八
二
二
～
八
八
七
）
は
、
中
国
最
大
の
湖

で
あ
る
洞
庭
湖
の
畔
に
あ
る
臥
竜
山
（
巌
頭
）
で
禅
風
を
掲
げ
た

の
で
、
巌
頭
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。『
従
容
録
』
で
は
、
こ

の
人
に
関
す
る
本
則
が
五
つ
も
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。ま
た
、

そ
の
法
嗣
の
瑞
巌
は
、
浙
江
省
臨
海
市
の
瑞
巌
寺
開
山
の
た
め
、

瑞
巌
と
呼
ば
れ
る
人
。
こ
の
寺
に
は
、
の
ち
に
道
元
禅
師
の
本
師

で
あ
り
ま
す
如
浄

禅
師
も
住
し
て
い

ま
す
。

ま
ず
、
万
松
さ

ん
に
よ
る
〔
示
衆
〕

を
や
さ
し
く
意
訳

し
ま
す
。
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真
理
を
「
あ
る
が
ま
ま
の
真
実
だ
」
な
ん
て
規

定
し
た
と
た
ん
、
そ
れ
は
も
う
別
物
に
変
わ
っ
て

し
ま
う
。
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
分
別
的
な
理
解

で
は
わ
か
ら
な
い
悟
り
の
世
界
だ
、
と
い
い
き
る

の
も
禁
物
だ
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
い
っ
た
い
だ

れ
が
参
究
す
る
資
格
が
あ
る
か
な
？
」

ほ
ぼ
、
こ
ん
な
意
味
で
す
。
原
文
の
「
喚
ん
で

…
…
切
忌
だ
」
の
語
句
は
、
も
と
は
南
泉
普
願
の
言

葉
で
あ
り
、『
碧
巌
集
』
の
第
六
九
則
に
も
引
か
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、「
智
不
到
の
処
」
と
は
悟
り
の

境
地
の
こ
と
。
で
は
、
次
に
〔
本
則
〕
を
み
ま
し
ょ

う
。

瑞
巌
「
も
と
も
と
あ
る
真
理
と
は
、
い
っ
た
い

何
で
す
か
？
」
巌
頭
「
お
や
、か
く
れ
た
ぞ
」「
か

く
れ
た
時
は
ど
う
な
の
で
す
か
？
」「
も
う
見
え

ん
わ
」　

そ
こ
で
瑞
巌
は
思
案
に
く
れ
た
。

巌
頭
「
こ
れ
だ
な
と
会
得
し
た
ら
、
そ
れ
は
分

別
の
迷
い
に
す
ぎ
な
い
ん
だ
。そ
う
か
と
い
っ
て
、

会
得
で
き
な
け
り
ゃ
、
そ
れ
こ
そ
永
遠
の
迷
い
と

な
る
ぞ
！
」

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
テ
ー
マ
は
「
本
常

の
理
」
で
す
ね
。
こ
れ
は
、言
葉
ど
お
り
で
す
と
「
本

来
常
住
の
真
理
」。
真
理
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も

と
た
れ
が
作
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
時
間
や
空
間
を

こ
え
て
い
ま
す
。
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
か
た
と
し

て
現
わ
れ
て
い
る
。
春
は
花
、
夏
は
ほ
と
と
ぎ
す
、

秋
は
月
の
よ
う
に
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
こ
と
あ
ら

た
め
て
「
何
か
？
」
と
聞
く
時
は
、
か
な
ら
ず
「
○

○
だ
」と
い
う
答
え
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

「
も
う
か
く
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
。
つ
ま
り
、
本
常

の
理
は

「
○
○
」

な
ど
と

措
定
で

き
な
い

ん
だ
、

と
い
う

の
で
す

ね
。そ

れ

で
も
瑞

巌
は
分

か
ら
ず
、

「
で
は
、

か
く
れ

た
時
の
真
理
と
は
？
」
と
再
問
。
こ
れ
を
万
松
さ
ん

は
再
犯
と
い
う
言
葉
で
と
が
め
て
い
ま
す
。
で
も
、

師
の
巌
頭
さ
ん
は
親
切
で
す
ね
。こ
の
再
問
に
は「
も

う
見
え
な
い
ワ
ィ
」
と
答
え
、
思
案
に
く
れ
た
弟
子

を
見
て
、
真
理
を
会
得
し
て
も
し
な
く
て
も
所
詮
そ

れ
は
迷
い
だ
と
の
懇
切
な
教
え
で
す
。

「
動
」
と
は
現
象
世
界
の
こ
と
。
山
で
も
海
で
も

木
で
も
花
で
も
、
人
も
家
も
車
も
み
な
「
動
」
で
名

前
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
個
々
別
々
の
「
動
」
は
、

み
な
本
常
の
理
が
形
を
変
え
て
現
れ
て
い
る
。
い
わ

ゆ
る
因
縁
所
生
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
頭
で
理
解
す

る
の
が
迷
い
で
あ
り
、
真
実
・
真
理
の
あ
り
さ
ま
は
、

こ
の
生
身
の
か
ら
だ
全
体
で
ズ
シ
ー
ン
と
感
得
す
べ

き
こ
と
を
、
巌
頭
は
教
え
て
い
る
の
で
す
ね
。

万
松
さ
ん
が
最
後
の
コ
メ
ン
ト
で
、「
聖
僧
は
禅

堂
で
た
だ
安
閑
と
坐
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
肯
不

肯
の
二
見
に
関
わ
ら
ん
と
こ
ろ
に
自
在
の
働
き
が
あ

る
ん
だ
」
と
い
う
の
は
、
云
い
得
て
妙
。
こ
れ
は
、

実
は
洞
山
さ
ま
の
道
場
で
、
弟
子
の
休
静
が
の
べ
た

活
句
か
ら
の
引
用
で
あ
り
ま
す
。

私
は
昔
、
学
生
さ
ん
に
「
君
達
が
正
し
い
と
思
っ

て
い
る
こ
と
は
み
な
誤
り
だ
」
と
口
を
す
べ
ら
し
た

と
こ
ろ
、
Ｉ
君
が
夏
休
み
に
四
国
一
周
歩
き
を
し
、

「
先
生
の
云
わ
れ
た
こ
と
が
正
し
い
と
分
か
り
ま
し

た
」
に
は
参
り
ま
し
た
。　

罪
な
こ
と
を
言
っ
た
思
い
と
、
常
識
打
破
の
一
句

の
必
要
性
と
を
感
じ
、
複
雑
な
念
い
に
駆
ら
れ
ま
し

た
。
体
験
は
真
実
で
あ
り
、
真
理
の
顕
在
で
す
。
ま

さ
に
「
行
を
迷
中
に
立
て
、証
を
覚
前
に
う
る
」（
学

道
用
心
集
）
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

竜の住む洞庭湖畔に巌頭の臥竜山あり
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「
禅
文
化
洞
上
墨
蹟
研
究
会
」

会
員
が
来
山

昨
年
一
一
月
六
日
午
前
九
時
前
、「
禅
文
化
洞
上

墨
蹟
研
究
会
」
会
員
三
二
名
の
方
が
来
山
し
た
。

「
禅
文
化
洞
上
墨
蹟
研
究
会
」
と
は
曹
洞
宗
の
文

化
的
な
組
織
で
、
平
成
一
五
年
発
足
し
た
。「
禅
文

化
の
観
賞
や
研
修
を
行
う
」
こ
と
を
目
的
と
し
、
毎

年
、
春
秋
の
二
回
、
禅
宗
の
伽
藍
や
庭
、
書
画
を
訪

ね
て
い
る
。
会
長
は
吉
岡
博
道
老
師
（
静
岡
県
藤
枝

市
・
正
泉
寺
住
職
）。

平
成
二
六
年
秋
は
「
下
総
五
カ
寺
」
を
訪
ね
る
と

し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
龍
泉
院
の
寺
宝
を
鑑
賞
す

る
と
と
も
に
、
ご
老
師
の
講
演
を
聴
聞
す
る
た
め
に

来
山
し
た
。
一
行
は
、
ご
老
師
の
説
明
を
聴
き
な
が

ら
、
四
二
点
の
寺
宝
を
鑑
賞
し
た
。

そ
う
そ
う
た
る
作
品
群

「
田
舎
の
寺
な
ど
で
あ
ま
り
お
見
せ
す
る
よ
う
な

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
」
と
い
う
言
葉
を
皮
切
り
に

御
老
師
は
澤
木
興
道
老
師
の
七
言
絶
句
の
墨
蹟
を
は

じ
め
、
寺
宝
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
（
写
真
）。

御
老
師
の
謙
遜
し
た
辞
と
は
裏
腹
に
、
龍
泉
院
の

寺
宝
は
な
か
な
か
の
も
の
。
墨
蹟
に
は
隠
元
禅
師
の

本
師
費
隠
通
容
禅
師
の
「
釈
迦
老
師
…
…
」
を
は
じ

め
、
鈴
木
正
三
の
「
天
神
名
号
」、
修
証
義
を
起
草
し

た
大
内
青
巒
の
「
五
言
絶
句
」
な
ど
、
そ
う
そ
う
た
る

先
達
・
禅
師

の
作
品
が
顔

を
並
べ
る
。

絵
画
と
し

て
は
三
百
年

以
上
も
古
い

「
洞
山
過
水

悟
道
図
・

賛
」、
谷
文

晃
の
「
出
山

釈
迦
図
」、

酒
井
抱
一
の

「
騎
牛
帰
家

図
」、
狩
野

探
幽
の
「
弁
天
図
・
賛
」
な
ど
貴
重
な
品
が
そ
ろ
っ

た
。
中
で
も
市
郎
兵
衛
の
「
仏
涅
槃
図
」
は
二
九
九

年
前
の
大
作
。「
平
成
二
七
年
に
は
製
作
三
〇
〇
年
、

翌
二
八
年
は
参
禅
会
発
足
四
五
年
に
あ
た
る
の
で
、

記
念
の
寺
宝
展
を
開
く
予
定
だ
が
、
そ
の
時
の
目
玉

に
し
た
い
」
と
の
ご
老
師
の
抱
負
も
聴
か
れ
た
。

終
了
後
、
坐
禅
堂
を
見
学

参
観
の
後
、
席
を
大
悲
殿
に
移
し
、
ご
老
師
の
講

演
「
宗
門
文
化
財
調
査
三
六
年
」
が
あ
っ
た
。

「
宗
門
文
化
財
調
査
」
は
昭
和
五
三
年
五
月
一
日

に
始
ま
り
、
当
初
は
宗
門
の
宗
宝
調
査
と
い
っ
て
い

た
が
、
平
成
七
年
に
現
在
の
名
称
に
変
更
さ
れ
た
。

「
曹
洞
宗
の
文
化
財
を
保
存
し
、
そ
の
活
用
を
図
り
、

も
っ
て
本
宗
の
文
化
的
向
上
に
資
す
る
と
と
も
に
、

我
が
国
の
文
化
の
進
歩
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
」（
曹
洞
宗
文
化
財
保
存
規
程
第
一
条
）
こ
と

を
目
指
し
、
宗
門
寺
院
・
関
係
機
関
の
所
蔵
す
る
建

物
以
外
の
典
籍
・
文
書
・
絵
画
・
墨
蹟
・
絵
図
・
聯

額
・
仏
像
・
金
石
資
料
な
ど
の
撮
影
と
目
録
化
及
び

一
般
公
開
を
行
っ
て
い
る
。

専
門
委
員
は
四
人
で
ご
老
師
は
調
査
員
の
一
人
と

し
て
三
六
年
に
亘
っ
て
調
査
に
従
事
、平
成
二
六
年
、

病
を
機
に
辞
退
さ
れ
た
。

会
終
了
後
、
団
長
の
吉
岡
博
道
会
長
か
ら
お
礼
の

ご
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、「
坐
禅
堂
を
み
た
い
」
と
の

希
望
者
が
多
く
、
坐
禅
堂
を
見
学
し
て
、
下
山
さ
れ

た
。一

一
月
五
日
に
は
四
名
の
参
禅
会
員
が
事
前
の
準

備
を
行
い
、
日
暮
れ
ま
で
坐
禅
堂
周
辺
な
ど
の
草
む

し
り
の
作
務
に
従
事
し
た
。
当
日
は
九
名
の
会
員
が

案
内
・
接
待
、
後
片
付
け
な
ど
を
行
っ
た
。�
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完成したパンフレットの表紙（モデルは千葉さん）

   

第
三
回
坐
禅
普
及
委
員
会
報
告 

坐
禅
普
及
委
員 

五
十
嵐
嗣
郎 

第
三
回
坐
禅
普
及
委
員
会
が
一
月
二
二
日
に
開
催

さ
れ
、
広
報
分
科
会
の
榎
戸
さ
ん
か
ら
提
案
さ
れ
た

「
柏
文
化
村
」
と
ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た
「
体
験
坐

禅
の
お
す
す
め
」
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
た
び
新
し
く
「
坐
禅
の
す
す
め
」
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
参
禅
会
の
皆
様
方
は

こ
れ
か
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た

挨
拶
状
を
も
っ
て
、
色
々
な
団
体
や
サ
ー
ク
ル
な
ど

に
坐
禅
体
験
を
勧
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
際
坐
禅
体
験
を
す
す
め
た
い
相
手
先
の
団
体
や

サ
ー
ク
ル
等
の
活
動
を
我
々
も
支
援
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
お
互
い
に
メ
リ
ッ
ト
が
生
ず
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
坐
禅
体
験
を
す
す

め
た
い
団
体
や
サ
ー
ク
ル
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を

紹
介
す
る
サ
イ
ト
と
し
て
「
柏
文
化
村
」
を
立
ち
上

げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
「
柏
文
化
村
」
で
柏
地
域
の
各
種
団
体
・

サ
ー
ク
ル
と
龍
泉
院
参
禅
会
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
て
、
地
域
の
文
化
活
動
の
促
進
に
寄
与
す
る
と
思

い
ま
す
。
な
お
「
柏
文
化
村
」
の
運
営
は
榎
戸
さ
ん

の
会
社
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
お
願
い
す
る
こ
と

に
致
し
ま
し
た
。 

た
だ
坐
禅
体
験
を
す
す
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
相

手
の
方
々
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
坐
禅

普
及
活
動
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
促
進
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

次
に
ご
老
師
か
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
坐
禅
の
す
す

め
」を
送
る
際
の
挨
拶
状
の
原
案
が
示
さ
れ
ま
し
た
。 

文
面
は
四
つ
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、 

最
初
は
龍
泉
院
に
坐
禅
の
し
た
い
方
を
お
待
ち
し

て
い
る
旨
が
記
さ
れ
、
二
番
目
に
は
何
故
坐
禅
が
現 

代
社
会
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
が
記
さ
れ 

 
          

 

て
い
ま
す
。
三
番
目
は
坐
禅
と
は
何
か
、
坐
禅
の
功

徳
等
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。本
来
坐
禅
は「
無

所
得
無
所
悟
」
で
あ
り
ま
す
が
、
何
も
な
ら
な
い
も

の
が
坐
禅
で
す
と
最
初
か
ら
書
い
た
の
で
は
、「
何
故

こ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
来
た
の
で
す
か
？
」
と

な
り
ま
す
の
で
、
坐
禅
の
功
徳
に
つ
い
て
触
れ
て
い

ま
す
。
最
後
は
龍
泉
院
の
坐
禅
堂
は
自
然
豊
か
で
静

か
な
環
境
の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た
挨
拶
状
と
「
坐
禅
の
す
す

め
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
も
っ
て
、
各
種
団
体
・
サ

ー
ク
ル
等
に
皆
さ
ま
か
ら
積
極
的
に
働
き
か
け
て
下

さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

「
坐
れ
ば
わ
か
る
」 

 
 
 
 

坐
禅
の
す
す
め
の
パ
ン
フ
完
成 

 

「
坐
れ
ば
わ
か
る
」、「
た
だ
坐
る
」。
こ
ん
な
キ

ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
、「
坐
禅
の
す
す
め
」
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
が
完
成
し
ま
し
た
。 

 

Ａ
４
版
、
三
つ
折
り
、
カ
ラ
ー
で
、
や
さ
し

い
坐
禅
の
解
説
や
坐
禅
堂
の
特
徴
、
龍
泉
院
に

来
る
ま
で
の
道
筋
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

別
紙
で
「
坐
禅
体
験
コ
ー
ス
」
の
詳
細
と
柏

駅
か
ら
龍
泉
院
に
来
る
ま
で
の
バ
ス
の
時
刻
表

も
折
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
坐
禅
の
勧
誘
に
、

是
非
、
利
用
し
て
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 山

内

動

静
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【絵　画】
名　　称 成　　立 作　　者 備　　考

1 制吒迦・矜羯羅図 南北朝 龍湫妙沢（1306 ～ 1389） 対幅、彩色

2 達磨図・木庵賛 清代初期 木庵性瑫（1611 ～ 1684） 木庵は隠元の法嗣、明暦元年（1655）
の来朝僧

3 洞山過水悟道図・賛 正徳 2（1712） 賛は徳隠宜謙（＊～ 1721） 木版彩色、元代の絵に賛、徳隠は宇
治興聖寺 11 世

4 仏涅槃図 正徳 5（1715） 市郎兵衛 大幅
5 出山釈迦図 近世後期 谷文晁（1737 ～ 1814） 無賛
6 騎牛帰家図 近世後期 酒井抱一（1761 ～ 1828） 絹本、抱一は姫路城主の子
7 弁天図・賛 近世初期 狩野探幽（1602 ～ 1674）筆 無学愚禅（1733 ～ 1829）賛
8 大遠虎雲自賛　頂相 ～安政 1（1854） 大遠虎雲（＊～ 1854）賛 大遠は余板徳昌寺 28 世
9 高祖大師行跡図 嘉永 5（1852） 対幅、木板彩色
10 三国伝燈歴代祖師図 幕末 26 世隠山（＊～ 1868）の墨書あり
11 百観音図 幕末 雪洞林昌信 大幅

12 羅漢現瑞図 明治 25 年（1892） 木版彩色、上部に道元『羅漢現瑞記』
を刻記

【墨　蹟】
作　　者 生　　没 内　　容 備　　考

13 費隠　通容 1593 ～ 1661 「釈迦老子…」、横物 径山、育王寺等の住持、隠元の本師
14 鈴木　正三 1579 ～ 1655 天神名号 三河恩真寺開山
15 月舟　宗胡 1618 ～ 1696 高祖小参語 貞享 4（1687）筆、大乗寺 20 世
16 寂室　堅光 1753 ～ 1830 「壷中歳月長」5字 1行 豪徳寺 17 世、清涼寺 17 世
17 如蓮　大寅 1785 ～ 1858 火伏せの竜、大幅 土浦神龍寺 20 世
18 諸嶽　奕堂 1805 ～ 1879 7 字 1 行「一朶梅花和雪香」 總持寺独住１世
19 岸沢　惟安 1865 ～ 1955 風外廻遊偈、3行書 焼津旭伝院開山
20 渡辺　玄宗 1869 ～ 1963 7 言 2 行 總持寺 17 世
21 原田　祖岳 1871 ～ 1961 5 字 2 行、対幅 小浜発心寺 27 世
22 秋野　孝道 1858 ～ 1934 7 言 2 行 總持寺 7世
23 大内　青巒 1845 ～ 1917 5 絶 2 行 修証義の原作者
24 澤木　興道 1880 ～ 1965 7 絶 2 行、高祖偶頌 總持寺後堂
【文　書】

書　　名 年　　代 備　　考
25 権現公拾五箇条之定 慶長 18（1613） 1 冊
26 当山建立奉加記録 宝暦 2（1752） 1 冊、15 世象山記
27 関三利通達 宝暦 9（1759） 1 通
28 新抄作 文明 16（1484） 写 17 通、密教の切紙
29 総門建立勧化帳 寛政 6（1794） 写、横 1冊
30 永平寺瑞世請状 万治 2（1659） 1 通、永平寺 28 世門渚→宝泉寺重察
【典　籍】

典　籍　名 年　　代 備　　考
31 仏遺教経 近世 写折本 1、広月欽筆
32 観音懺摩文 貞享 3（1686） 跋刊、木版 1帖、帙入、伯英跋
33 戒壇道場指南 （近世中期） 写、1冊、良明筆、明峰派
34 大乗寺維那記 （近世中期） 写、1冊、法勇義伝（茨城、東光寺 9世）旧蔵
35 如浄禅師語録 写（原、延宝 8刊） 独光旧蔵、1冊
36 金城余詠 （近世後期） 写、1冊、雲洞庵 40 世東海百川の詩偈集、雲洞庵旧蔵
37 疎山禅師根脚語訣 正徳 4（1714） 南英評、写、1冊、密峰静雲序、雲洞庵旧蔵
38 少室六門集管窺 （近世） 切一雲撰、写、1冊、帙入
39 理趣分修法 （近世初） 写、頂山主筆、1冊
40 天桂禅師船歌 嘉永 5（1852） 写、間宮村鈴木勘五郎時則筆ヵ、付御高札弁
41 豊洲文庫 （近代） 筆写本、数 10 冊、豊洲大由は 29 世
【その他】

品　　名 年　　代 備　　考
42 古代刀 6世紀 直刀
43 托鉢免許証 明治 16（1883） 宗門管長→大由和尚

20141106

天德山龍泉院・展示品一覧
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第
三
二
回
成
道
会

ご
老
師
渾
身
の
問
答

平
成
二
六
年
一
二
月
七
日
、
第
三
二
回
成
道
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
出
席
者
は
二
十
六
名
。
梅
花
講

員
も
八
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
昨
年
の
四
大
不
調
か

ら
ご
老
師
は
す
っ
か
り
健
康
を
取
り
戻
さ
れ
て
お

り
、
今
年
は
ご
老
師
の
気
迫
に
引
っ
張
ら
れ
る
か
の

よ
う
な
充
実
し
た
会
に
な
り
ま
し
た
。

差
定
は
昨
年
同
様
、
坐
禅
堂
に
て
二
炷
の
坐
禅
か

ら
始
ま
り
ま
し
た
。
お
寺
の
庭
に
は
霜
柱
が
立
ち
、

身
が
引
き
締
ま
る
臘
月
の
朝
の
坐
禅
で
し
た
。

そ
し
て
、
本
堂
に
移
り
成
道
会
の
法
要
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
梅
花
講
員
に
よ
る
詠
讃
歌
の
奉
詠
の
響
く

中
、
刑
部
さ
ん
、
小
畑
二
郎
さ
ん
の
侍
者
、
侍
香
と

と
も
に
ご
老
師
は
入
堂
さ
れ
ま
し
た
。

ご
老
師
の
拈
香
香
語
の
後
普
同
三
拝
を
し
、『
般

若
心
経
』
を
一
巻
諷
誦
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ご
老

師
に
よ
る
法
話
へ
と
移
り
ま
し
た
。

　
法
話
は
「
澤
木
老
師
の
思
い
出
」

今
回
は
今
年
五
〇
回
忌
に
あ
た
る
、
澤
木
興
道
老

師
に
つ
い
て
お
話
さ
れ
ま
し
た
。
澤
木
老
師
は
明
治

～
昭
和
期
の
人
で
、
お
寺
を
持
た
ず
禅
の
普
及
に
努

め
、
そ
の
清
貧
な
生
き
方
は
今
な
お
尊
崇
す
る
人
の

絶
え
な
い
偉
大
な
禅
僧
で
す
。

ご
老
師
は
澤
木
老
師
の
生
涯
か
ら
丁
寧
に
解
説
さ

れ
、
駒
澤
大
学
の
学
生
だ
っ
た
頃
、
必
修
科
目
の
坐

禅
の
授
業
で
澤
木
興
道
老
師
か
ら
薫
陶
を
受
け
た
と

き
の
こ
と
を
お
話
に
な
り
ま
し
た
。

「
単
に
坐
っ
て
い
る
と
恐
ろ
し
い
方
が
後
ろ
に

坐
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ん
と
澤
木
興
道
老
師
で
す
。

私
は
澤
木
老
師
に
背
中
を
ず
っ
と
見
ら
れ
な
が
ら
坐

禅
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
度
、
雷
を
落
と

さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。『
動
く
な
―
ッ
！
』
と
。

そ
れ
は
凄
い
声
で
し
た
。
澤
木
老
師
が
本
当
に
大
き

な
声
を
出
す
と
、
障
子
が
ビ
リ
ビ
リ
震
え
て
い
た
そ

う
で
す
」。

「
澤
木
老
師
は
怖
か
っ
た
で
す
け
ど
、一
方
で
ユ
ー

モ
ア
も
あ
り
慈
父
の
よ
う
な
優
し
さ
が
あ
り
ま
し

た
。
私
は
若
い
時
分
は
自
分
の
好
き
勝
手
に
や
っ
て

き
ま
し
た
が
、
坐
禅
だ
け
は
自
分
な
り
に
続
け
て
く

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
が
本
格
的
に
坐
禅
を
教

わ
っ
た
の
は
澤
木
老
師
か
ら
な
の
で
す
。
私
が
今
こ

こ
に
こ
う
し
て
い
ら
れ
る
の
も
、
澤
木
老
師
に
坐
禅

を
教
わ
れ
ば
こ
そ
で
す
。
な
ん
と
あ
り
が
た
い
御
縁

だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
」。
ご
老
師
は
法
話
を
こ
の

よ
う
に
締
め
括
ら
れ
ま
し
た
。

問
答
に
鋭
い
お
答
え

法
話
に
引
き
続
き
、
問
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
杉

浦
さ
ん
か
ら
作
法
の
説
明
が
あ
り
、
参
加
者
は
思
い

思
い
に
ご
老
師
に
質
問
を
投
げ
か
け
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
成
道
会
の
問
答
で
は
、
質
問
者
に
対
し
て
ご

老
師
の
お
答
え
は
、
懇
切
丁
寧
に
言
葉
を
選
び
分
か

り
や
す
い
よ
う
に
心
を
砕
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
感

じ
で
し
た
。
し
か
し
、
今
年
は
ど
の
質
問
に
対
し
て

も
短
く
鋭
い
言
葉
の
お
答
え
が
き
ま
し
た
。

Ｑ
：
物
理
学
の
発
展
に
よ
っ
て
宇
宙
の
成
り
立
ち
が

梅花講員も一緒に、仲良く
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解
明
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
あ
の
世
と
い
う
世
界
は

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
あ
の
世
は
あ
り
ま
す
。
仏
壇
や
お
墓
で
亡
き
人

に
語
り
か
け
る
と
き
、
必
ず
答
え
が
返
っ
て
く
る
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
あ
の
世
は
あ
る
の
で
す
。

Ｑ
：
現
代
の
社
会
の
中
で
、
禅
を
生
か
し
て
い
く
に

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
今
こ
こ
で
生
か
し
て
い
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

か
！問

答
の
後
は
記
念
撮
影
を
し
、
点
心
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
参
禅
会
の
方
か
ら
の
添
菜
を
食
材
と
し
、

松
井
さ
ん
、
小
山
さ
ん
が
今
回
も
典
座
と
し
て
腕
を

ふ
る
っ
た
料
理
は
、
代
表
幹
事
の
小
畑
さ
ん
が
寄
進

さ
れ
た
、
松
花
堂
弁
当
の
器
に
美
し
く
盛
り
付
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

最
後
に
茶
話
会
と
な
り
ま
し
た
。
余
興
と
し
て
、

恒
例
の
あ
み
だ
く
じ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
三
町
さ
ん

か
ら
添
菜
い
た
だ
い
た
、
美
し
い
石
佛
の
写
真
が
四

名
の
方
に
当
た
り
ま
し
た
。
他
に
も
甘
酒
や
蜜
柑
、

お
茶
菓
子
な
ど
た
く
さ
ん
の
添
菜
が
あ
り
ま
し
た
。

ご
老
師
か
ら
も
東
北
の
寺
院
の
写
真
が
美
し
い
カ
レ

ン
ダ
ー
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
皆
様
の
手
作
り
に
よ
る
成
道
会
で
し
た
」
と
の

ご
老
師
の
評
を
い
た
だ
き
、
成
道
会
は
無
事
に
円
成

し
ま
し
た
。

禅
の
問
答
と
は
教
学
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
対
す
る
質
疑

応
答
で
は
な
く
、
参
禅
す
る
一
人
一
人
が
生
き
ざ
ま

を
何
か
の
言
葉
に
託
し
て
ご
老
師
に
投
げ
か
け
、
ご

老
師
は
ご
自
身
の
「
い
の
ち
」
を
言
葉
に
託
し
て
質

問
者
に
返
さ
れ
て
い
る
場
だ
と
思
い
ま
し
た
。

新
年
会

新
春
の
和
気
藹
々

平
成
二
七
年
二
月
八
日
、
今
年
も
恒
例
の
龍
泉
院

参
禅
会
の
新
年
会
が
う
ど
ん
市
柏
あ
け
ぼ
の
店
に
て

催
さ
れ
ま
し
た
。
出
席
者
は
二
二
名
で
し
た
。

ご
老
師
か
ら
、
来
年
参
禅
会
四
五
周
年
を
迎
え
る

に
あ
た
り
記
念
行
事
と
し
て
、
地
域
の
歴
史
文
化
の

資
料
と
な
る
「
寺
宝
展
」
の
開
催
を
計
画
し
て
お
ら

れ
る
事
、
坐
禅
普
及
委
員
会
で
、「
柏
文
化
村
」
と

い
う
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
立
ち
上

げ
る
企
画
が
あ

る
事
な
ど
が
発

表
さ
れ
ま
し

た
。い
ず
れ
も
、

参
禅
会
が
地
域

社
会
の
中
で

「
禅
」や「
仏
教
」

の
枠
に
と
ら
わ

れ
ず
に
活
動
し

て
い
く
こ
と
を

目
指
す
、
先
が
楽
し
み
な
ト
ッ
ピ
ッ
ク
ス
で
す
。

恒
例
の
あ
み
だ
く
じ
に
よ
る
ご
老
師
か
ら
の
お
年

玉
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
あ
り
、
小
畑
代
表
幹
事
か
ら
参
加

者
全
員
に
『
禅
の
言
葉
』
の
書
籍
が
お
年
玉
と
し
て

配
ら
れ
ま
し
た
。

今
年
も
、
終
始
笑
顔
の
絶
え
な
い
楽
し
い
新
年
会

で
し
た
。

ご老師と会員の「いのち」が激しく飛び交う問答

みんなで愉しむのもまた修行
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第
九
回
涅
槃
会

ご
老
師
が
意
義
を
優
し
く
解
説

二
月
一
五
日
、
春
風
が
吹
き
荒
れ
る
中
、
涅
槃
会

が
荘
厳
な
雰
囲
気
の
中
、
行
わ
れ
ま
し
た
。

午
後
二
時
、
梅
花
講
の
御
詠
歌
の
中
、
鈴
木
さ
ん

の
先
導
で
小
畑
二
郎
さ
ん
を
侍
者
に
、
佐
藤
さ
ん
を

侍
香
に
ご
老
師
が
入
堂
、定
刻
通
り
始
ま
り
ま
し
た
。

普
同
三
拝
の
後
、
ご
老
師
が
拈
香
香
語
を
唱
え
、
小

畑
節
朗
さ
ん
の
挙
経
に
よ
り
『
般
若
心
経
』、『
舎
利

礼
文
』
を
参
加
者
全
員
で
誦
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ご
老
師
か
ら
恒
例
の
御
法
話
が
あ
り
、

退
堂
、
無
事
、
涅
槃
会
は
円
成
し
ま
し
た
。

今
回
は
ご
老
師
と
参
禅
会
の
会
員
一
七
名
が
出

席
、
前
年
の
九
名
よ
り
大
幅
に
増
え
ま
し
た
。
梅
花

講
も
大
黒
様
以
下
九
名
が
参
加
、
例
年
に
も
ま
し
て

盛
会
で
し
た
。
涅
槃
会
の
終
了
後
、
大
黒
様
の
心
づ

く
し
の
茶
菓
が
振
る
舞
わ
れ
、
散
会
し
ま
し
た
。

煩
悩
の
数
は
無
限

ご
老
師
の
御
法
話
は
大
略
、
次
の
通
り
で
す
。

涅
槃
会
は
本
来
、
二
月
一
五
日
で
す
が
、
雪
深
い

東
北
で
は
三
月
一
五
日
に
行
わ
れ
、
関
東
以
南
で
は

二
月
一
五
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

涅
槃
と

い
う
の
は

「
吹
き
消

す
」
と
い

う
意
味

で
、
こ
れ

は
亡
く
な

る
こ
と
で

は
な
く

「
煩
悩
の

火
を
消

す
」、
そ

れ
も
「
精

神
的
に
吹
き
消
す
」
と
い
う
意
味
で
す
。
煩
悩
は

百
八
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
無
限
に

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
な
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

涅
槃
と
は
「
煩
悩
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
」
こ
と
な

の
で
す
。

仏
教
の
根
本
「
八
大
人
覚
」

お
釈
迦
様
は
亡
く
な
ら
れ
る
直
前
、
遺
教
（
＝
遺

言
）
と
し
て
「
八
大
人
覚
」
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
「
大
人
物
の
悟
り
」
と
い
う
意
味
で
、
仏
教
の

根
本
原
理
で
す
。

八
大
人
覚
と
は
「
小
欲
」、「「
知
足
」、「
遠
離
」、「
精

進
」、「
不
妄
念
」、「
禅
定
」、「
智
慧
」、「
不
戯
論
」
で
、

「
こ
れ
を
心
し
て
生
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。も

っ
と
も
、「
小
欲
」、「
知
足
」
な
ど
こ
れ
ら
の

人
覚
は
精
神
的
な
意
味
で
、「
仏
道
の
妨
げ
に
な
ら

な
い
よ
う
」
求
め
て
い
ま
す
。「
不
戯
論
」
は
「
我が

を
離
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、「
智
慧
」
ま
で
の
七

つ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
境
地
に
達
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
る

道
元
禅
師
も
お
釈
迦
様
の
教
え
と
ま
っ
た
く
同
じ

で
、
亡
く
な
る
直
前
に
「
八
大
人
覚
」
に
つ
い
て
書

か
れ
て
い
ま
す
。
道
元
禅
師
は
お
釈
迦
様
の

一
七
〇
〇
年
後
の
方
で
す
が
、
そ
の
教
え
の
中
で
、

お
釈
迦
様
の
説
法
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

今
年
は
仏
涅
槃
図
の
製
作
三
〇
〇
年
に
当
た
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
寺
宝
展
を
開
催
し
よ
う
と
思
い
ま
し

た
が
、
来
年
、
参
禅
会
が
四
五
周
年
を
迎
え
る
の
で
、

そ
れ
を
併
せ
て
行
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

寺
宝
は
「
柏
近
辺
の
信
仰
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、「
地
元
の
方
に
も
是
非
、

知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
思
い
ま
す
。
皆
様
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

穏やかな冬の日差しの中の法要
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成
道
会

白
井
市　
　

佐
藤　

修
平

二
〇
一
四
年
一
二
月
七
日
（
日
）
第
三
二
回
「
成

道
会
」
に
参
加
し
た
。
初
め
て
の
経
験
で
あ
る
。

当
日
は
八
時
に
上
山
し
諸
準
備
。
九
時
か
ら
参
禅

堂
で
二
炷
の
坐
禅
。
一
〇
時
か
ら
梅
花
講
員
に
よ
る

和
賛
奉
詠
を
も
っ
て
「
成
道
会
」
が
始
ま
っ
た
。
般

若
心
経
の
唱
和
な
ど
を
経
て
法
要
が
営
ま
れ
た
。
ご

老
師
に
よ
る
法
話
は
沢
木
興
道
老
師
の
生
涯
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。
当
日
の
圧
巻
は
「
問
答
」
で
あ
る
。

拄
杖
（
し
ゅ
じ
ょ
う
）
を
手
に
し
た
ご
老
師
は
い
つ

に
も
増
し
た
力
強
い
声
で
数
多
く
の
問
い
に
答
え
て

お
ら
れ
た
。一
答
は「
己
の
足
元
を
見
よ　

煙
が
立
っ

て
い
る
!
」
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

本
堂
で
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
た
各
行
事
は
私
に

と
っ
て
新
鮮
で
且
つ
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
点
心
（
昼
食
）
へ
と
移
っ
た
。
そ
こ

で
も
行
鉢
念
誦
・
受
食
（
じ
ゅ
じ
き
）
と
行
事
が
進

ん
だ
。
用
意
さ
れ
た
食
事
は
「
質
・
量
」
と
も
に
素

晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
釈
尊
が
大
自
覚
を
得
ら

れ
「
仏
陀
世
尊
」
に
成
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
し
た
曹

洞
宗
の
一
大
行
事
で
あ
る
「
成
道
会
」
に
、
さ
し
た

る
自
覚
も
な
く
興
味
心
で
参
加
し
た
浅
は
か
さ
を
反

省
し
て
い
る
。

私
は
二
〇
一
三
年
四
月
に
参
禅
会
に
初
参
加
、
一

年
八
カ
月
間
を
経
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
但
し
、
龍
泉

院
と
の
関
わ
り
は
八
年
前
（
二
〇
〇
七
年
）
に
遡
る
。

札
幌
の
実
家
を
守
っ
て
い
た
母
が
二
〇
〇
六
年
三
月

に
亡
く
な
り
、
一
周
忌
を
終
え
た
翌
年
四
月
に
、
実

家
に
あ
っ
た
仏
壇
を
白
井
市
の
自
宅
へ
移
送
・
設
置

し
た
。

二
〇
一
四
年
は
区
切
り
の
年

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
龍
泉
院
を
見
つ
け
、
自
宅
で

の
仏
壇
の
開
眼
供
養
を
椎
名
ご
老
師
に
お
願
い
し
、

そ
の
後
、
三
回
忌
、
七
回
忌
の
法
要
も
本
堂
に
て
営

ま
せ
て
頂
い
た
。

初
め
て
龍
泉
院
を
訪
れ
た
時
、
境
内
・
お
宅
に
は

誰
も
お
ら
れ
ず
、
遠
く
に
作
業
着
姿
で
庭
木
を
整
備

さ
れ
て
い
る
御
仁
に
声
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
方

が
ご
老
師
ご
本
人
で
あ
っ
た
。
拙
宅
で
の
仏
壇
開
眼

供
養
も
快
諾
し
て
頂
け
た
。

二
〇
一
四
年
は
私
に
と
っ
て
区
切
り
の
年
で
あ

る
。
五
月
か
ら
完
全
自
由
人
と
な
る
中
、
四
月
か
ら

始
め
た
体
験
農
園
で
は
一
三
種
類
の
夏
野
菜
を
植
え

忙
し
く
収
穫
し
た
。
秋
冬
野
菜
も
作
業
に
追
わ
れ
、

加
え
て
自
然
薯
の
栽
培
に
も
挑
戦
し
た
。
一
方
、春
、

伊
勢
・
熊
野
・
高
野
山
を
訪
れ
、
初
夏
の
一
日
に
は

奈
良
・
西
の
京
を
散
策
し
、
秋
に
は
京
都
で
四
日
間

を
過
ご
し
た
。
晩
秋
の
上
野
・
東
京
国
立
博
物
館
で

の
「
日
本
国
宝
展
」
も
感
動
モ
ノ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
神
仏
古
刹
に
触
れ
る
機
会
を
多
く
得

た
年
で
あ
っ
た
。
残
念
な
こ
と
は
、
会
社
人
生
活
で

の
畏
友
・
戦
友
で
あ
っ
た
人
を
五
月
に
喪
い
、
ま
た

一
一
月
に
は
学
生
時
代
か
ら
の
友
を
喪
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
二
〇
一
四
年
の
締
め
括
り
と

な
っ
た
「
成
道
会
」
へ
の
初
参
加
で
あ
っ
た
。

「
只
管
打
坐
」
を
続
け
る

坐
禅
を
二
年
近
く
す
る
こ
と
で
己
に
変
化
が
あ
っ

た
の
か
？
を
自
己
検
証
す
る
。
何
物
も
得
て
い
な
い

と
い
う
答
え
に
つ
な
が
る
。

「
修
行
と
悟
り
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
と
思
う
の
は
、

外
道
の
見
解
で
あ
る
。
仏
法
で
は
、
修
行
と
悟
り
は

ひ
と
つ
で
あ
る（
修
証
こ
れ
一
等
な
り
）。
今
も
悟
っ

た
上
で
の
修
行
（
証
上
の
修
）
で
あ
る
か
ら
、
初
心

の
修
行
が
そ
の
ま
ま
本
来
の
悟
り
の
全
体
で
あ
る
」、

「
坐
禅
修
行
し
て
い
る
事
、
そ
れ
が
悟
り
で
あ
り
、

そ
こ
に
仏
の
世
界
が
全
開
す
る
」。
あ
り
が
た
い
、

ま
た
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
あ
る
。「
只
管
打
座
」

「
た
だ
坐
る
坐
禅
」
を
繰
り
返
し
続
け
る
し
か
な

い
。

15 

完成したパンフレットの表紙（モデルは千葉さん）

   

第
三
回
坐
禅
普
及
委
員
会
報
告 

坐
禅
普
及
委
員 

五
十
嵐
嗣
郎 

第
三
回
坐
禅
普
及
委
員
会
が
一
月
二
二
日
に
開
催

さ
れ
、
広
報
分
科
会
の
榎
戸
さ
ん
か
ら
提
案
さ
れ
た

「
柏
文
化
村
」
と
ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た
「
体
験
坐

禅
の
お
す
す
め
」
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
た
び
新
し
く
「
坐
禅
の
す
す
め
」
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
参
禅
会
の
皆
様
方
は

こ
れ
か
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た

挨
拶
状
を
も
っ
て
、
色
々
な
団
体
や
サ
ー
ク
ル
な
ど

に
坐
禅
体
験
を
勧
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
際
坐
禅
体
験
を
す
す
め
た
い
相
手
先
の
団
体
や

サ
ー
ク
ル
等
の
活
動
を
我
々
も
支
援
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
お
互
い
に
メ
リ
ッ
ト
が
生
ず
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
坐
禅
体
験
を
す
す

め
た
い
団
体
や
サ
ー
ク
ル
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を

紹
介
す
る
サ
イ
ト
と
し
て
「
柏
文
化
村
」
を
立
ち
上

げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
「
柏
文
化
村
」
で
柏
地
域
の
各
種
団
体
・

サ
ー
ク
ル
と
龍
泉
院
参
禅
会
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
て
、
地
域
の
文
化
活
動
の
促
進
に
寄
与
す
る
と
思

い
ま
す
。
な
お
「
柏
文
化
村
」
の
運
営
は
榎
戸
さ
ん

の
会
社
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
お
願
い
す
る
こ
と

に
致
し
ま
し
た
。 

た
だ
坐
禅
体
験
を
す
す
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
相

手
の
方
々
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
坐
禅

普
及
活
動
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
促
進
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

次
に
ご
老
師
か
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
坐
禅
の
す
す

め
」を
送
る
際
の
挨
拶
状
の
原
案
が
示
さ
れ
ま
し
た
。 

文
面
は
四
つ
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、 

最
初
は
龍
泉
院
に
坐
禅
の
し
た
い
方
を
お
待
ち
し

て
い
る
旨
が
記
さ
れ
、
二
番
目
に
は
何
故
坐
禅
が
現 

代
社
会
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
が
記
さ
れ 

 
          

 

て
い
ま
す
。
三
番
目
は
坐
禅
と
は
何
か
、
坐
禅
の
功

徳
等
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。本
来
坐
禅
は「
無

所
得
無
所
悟
」
で
あ
り
ま
す
が
、
何
も
な
ら
な
い
も

の
が
坐
禅
で
す
と
最
初
か
ら
書
い
た
の
で
は
、「
何
故

こ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
来
た
の
で
す
か
？
」
と

な
り
ま
す
の
で
、
坐
禅
の
功
徳
に
つ
い
て
触
れ
て
い

ま
す
。
最
後
は
龍
泉
院
の
坐
禅
堂
は
自
然
豊
か
で
静

か
な
環
境
の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た
挨
拶
状
と
「
坐
禅
の
す
す

め
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
も
っ
て
、
各
種
団
体
・
サ

ー
ク
ル
等
に
皆
さ
ま
か
ら
積
極
的
に
働
き
か
け
て
下

さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

「
坐
れ
ば
わ
か
る
」 

 
 
 
 

坐
禅
の
す
す
め
の
パ
ン
フ
完
成 

 

「
坐
れ
ば
わ
か
る
」、「
た
だ
坐
る
」。
こ
ん
な
キ

ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
、「
坐
禅
の
す
す
め
」
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
が
完
成
し
ま
し
た
。 

 

Ａ
４
版
、
三
つ
折
り
、
カ
ラ
ー
で
、
や
さ
し

い
坐
禅
の
解
説
や
坐
禅
堂
の
特
徴
、
龍
泉
院
に

来
る
ま
で
の
道
筋
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

別
紙
で
「
坐
禅
体
験
コ
ー
ス
」
の
詳
細
と
柏

駅
か
ら
龍
泉
院
に
来
る
ま
で
の
バ
ス
の
時
刻
表

も
折
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
坐
禅
の
勧
誘
に
、

是
非
、
利
用
し
て
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 想

う

事
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初　

心

我
孫
子
市　

清
水
秀
男

「
馴
れ
る
な
／ 
馴
れ
る
な
／ 

一
生
馴
れ
る
な 

／

馴
れ
る
と 

／
感
動
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う  

感
動
が
な
く
な
っ
た
ら 
／
人
生
は
お
し
ま
い
だ 

／
馴
れ
ほ
ど
こ
わ
い
も
の
は
な
い 
／
い
つ
も
初

め
て 

／
い
つ
も
初
心
…
…
」

（
書
家
・
歌
人
の
相
田
み
つ
を
さ
ん
の
「
馴
れ
」

の
詩
の
一
節
）

昨
年
一
一
月
、
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
内
の
「
相

田
み
つ
を
美
術
館
」
に
行
っ
た
時
拝
読
し
、
現
状
の

自
分
を
鋭
く
え
ぐ
り
出
さ
れ
た
感
を
受
け
、
し
ば
ら

く
そ
の
前
に
た
た
ず
み
自
ら
を
振
り
返
り
、
反
芻
を

繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。

今
年
私
は
、
大
い
な
る
も
の
の
ご
加
護
と
多
く
の

方
々
や
家
族
の
お
蔭
で
、
幸
い
に
も
七
巡
目
に
入
る

年
男
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

胸
打
つ
榎
本
栄
一
師
の
言
葉

し
か
し
、
馬
歳
は
重
ね
た
が
、
平
々
凡
々
と
緊
張

感
な
い
馴
れ
合
い
・
惰
性
の
日
々
の
繰
り
返
し
に

な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
つ
の
ま
に
か
、
自
惚

れ
や
驕
り
と
い
う
慢
心
が
、
心
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

と
な
っ
て
へ
ば
り
つ
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
教

詩
人
の
榎
本
栄
一
師
の
次
の
言
葉
は
、
私
の
胸
を
つ

き
ま
す
。

「
う
ぬ
ぼ
れ
は　

木
の
上
か
ら
ポ
タ
ン
と
落
ち
た  

　

落
ち
た
う
ぬ
ぼ
れ
は　

い
つ
の
ま
に
か　

ま
た

木
の
上
に
登
っ
て
い
る
」

そ
し
て
、
心
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
、
心
の
柔
軟

性
を
失
わ
せ
、
物
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
い
つ
も
新

鮮
に
感
じ
・
聴
き
・
見
る
こ
と
が
で
き
る
感
受
性
の

ア
ン
テ
ナ
を
錆
び
つ
か
せ
、
心
の
眼
を
曇
ら
し
て
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
感
動
の
な

い
人
生
に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
度
、
初
心
に
立
ち
返
っ
て
、
再
出
発
し
、

か
つ
そ
の
初
心
者
の
心
を
常
に
持
ち
続
け
、
ま
っ
さ

ら
な
心
で
、
前
後
裁
断
、
過
去
も
未
来
も
断
ち
切
っ

て
、
今
日
只
今
に
集
中
し
て
立
ち
向
わ
ね
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

道
元
禅
師
は
、
初
心
の
大
切
さ
を
次
の
様
に
説
き

示
し
て
い
ま
す
。

「
初
心
の
辦
道
す
な
は
ち
本
証
の
全
体
な
り
」

 

（『
弁
道
話
』）

（
自
己
を
忘
じ
て
、
ま
っ
さ
ら
な
心
で
一
途
に
打

ち
込
む
初
心
の
修
行
は
、
そ
の
ま
ま
悟
り
そ
の
も

の
で
あ
る
）

話
し
は
変
わ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
昨
年
旅

立
っ
た
、
日
本
映
画
を
代
表
す
る
ス
タ
ー
高
倉
健
さ

ん
の
座
右
の
銘
に
つ
い
て
、
少
し
く
述
べ
た
い
と
思

い
ま
す
。
彼
は
礼
儀
正
し
く
、
義
理
が
た
く
、
人
情

が
厚
く
、
そ
し
て
筋
を
通
す
芯
の
強
い
人
物
と
し
て

多
く
の
人
々
か
ら
慕
わ
れ
、
尊
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
き
切
っ
た
高
倉
健

彼
の
座
右
の
銘
は
、「
行
く
道
は
精
進
に
し
て
、

忍
び
て
終
わ
り
悔
い
な
し
」
で
す
。
こ
の
言
葉
は
、

千
日
回
峰
行
を
二
度
満
行
さ
れ
た
天
台
宗
比
叡
山
延

暦
寺
の
酒
井
雄
哉
大
阿
闍
梨
と
対
談
し
た
時
、
大
阿

闍
梨
か
ら
贈
ら
れ
た
言
葉
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
出

典
を
調
べ
て
み
ま
す
と
『
無
量
寿
経
』「
讃
仏
偈
」

か
ら
の
一
節
で
す
。

座
右
の
銘
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
こ
と
は
、
高
倉
健

さ
ん
は
、〝
た
と
え
ど
ん
な
厳
し
い
状
況
に
身
を
置

か
れ
よ
う
と
も
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
に
精
進
し
、

耐
え
忍
ん
で
成
し
遂
げ
、
悔
い
の
な
い
人
生
を
送

る
〟
こ
と
を
信
条
と
し
、
そ
の
通
り
自
ら
実
践
し

て
、
立
派
に
生
き
切
っ
た
人
生
だ
っ
た
と
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

年
男
を
迎
え
た
新
玉
の
年
に
当
た
り
、
初
心
に
立

ち
戻
り
、
我
が
道
に
精
進
し
、
臨
終
定
年
の
精
神
で
、

少
し
で
も
社
会
に
お
返
し
を
し
、
悔
い
の
な
い
人
生

を
送
り
た
い
と
思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。



坐
辺
師
友
の
「
お
か
げ
さ
ま
」

松
戸
市　

河
本
健
治

最
近
、「
お
か
げ
さ
ま
」
の
言
葉
を
多
く
使
っ
て

い
る
の
に
気
づ
く
。

若
い
頃
よ
り
、
な
に
か
に
つ
け
、
思
い
の
糸
が
絡

み
合
い
、
時
勢
の
流
れ
に
寄
り
添
え
ず
、
寄
り
道
、

逃
げ
道
を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
し
た
。

「
こ
の
道
」
は
、
な
い
も
の
か
と
、
右
往
左
往
し

つ
つ
、
幸
い
美
術
が
好
き
な
事
も
あ
り
、
そ
の
近
辺

で
な
ん
と
か
年
を
か
さ
ね
て
い
ま
し
た
。

還
暦
の
年
（
六
年
前
）
に
、
癌
の
病
名
を
宣
告
さ

れ
、
病
状
の
様
相
も
悪
く
て
急
を
要
す
る
事
態
に

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。健
康
だ
け
が
取
り
柄
の
身
に
、

驚
き
も
隠
せ
ず
、
そ
の
後
、
四
回
の
手
術
を
経
験
し

ま
し
て
、
そ
の
都
度
、
家
族
や
多
く
の
隣
人
に
迷
惑

を
か
け
て
い
ま
し
た
。再
発
に
び
く
び
く
し
な
が
ら
、

幸
運
に
よ
り
、
そ
の
後
、
順
調
な
快
復
を
み
ま
し
て
、

今
は
少
な
か
ら
ず
も
仕
事
の
復
帰
も
成
り
、
こ
う
し

て
元
気
に
て
、
多
く
の
「
お
か
げ
さ
ま
」
を
実
感
し

て
い
ま
す
。　

龍
泉
院
参
禅
の
御
縁
も
、
偶
然
に
し
て
、
寄
り
道

の
延
長
に
導
か
れ
ま
し
た
。
何
の
仏
道
の
心
構
え
も

無
い
の
に
、
坐
禅
が
続
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
禅
の

教
え
を
知
り
た
い
と
の
思
い
が
当
初
の
初
心
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

年
間
の
参
禅
会
行
事
は
、
出
来
る
限
り
出
席
し
よ

う
と
、
回
を
重
ね
て
、
い
つ
し
か
三
年
が
過
ぎ
よ
う

と
し
て
ま
す
。

一
期
一
会
、
本
当
に
多
く
の
教
え
と
出
会
い
を
頂

き
、
身
の
引
き
締
ま
る
緊
張
、
自
己
反
省
の
繰
り
返

し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
未
だ
、
教
義
に
よ
る
所
は
難

解
に
て
、お
恥
ず
か
し
い
か
ぎ
り
で
す
。
そ
れ
で
も
、

禅
に
寄
り
添
い
、
坐
禅
を
続
け
て
い
る
と
、
何
と
は

な
し
に
坐
禅
が
い
い
な
、
次
も
続
け
よ
う
と
思
い
を

新
た
に
し
ま
す
。

「
只
管
打
坐
」。（
思
い
を
手
放
し
、
た
だ
坐
る
）。

な
か
な
か
出
来
な
い
の
で
す
が
、
シ
ン
プ
ル
で
明
快

な
、
こ
の
言
葉
が
大
好
き
で
す
。

い
つ
の
世
も
諸
行
無
常
で
す
。
先
を
競
う
姿
が
、

い
つ
も
表
に
現
れ
、
殺
伐
と
し
た
現
代
に
お
い
て
、

（
た
だ
坐
る
）
時
間
を
共
有
し
、
許
さ
れ
、
そ
れ
で

良
い
。
こ
の
仏
法
を
、
勝
手
解
釈
な
が
ら
、
安
堵
も

し
「
こ
の
道
」
な
る
も
の
を
、垣
間
見
る
思
い
で
す
。

参
禅
会
へ
後
押
し
し
て
く
れ
る
、
も
う
一
つ
の
要
因

と
し
て
、
龍
泉
院
を
取
り
巻
く
環
境
が
あ
り
ま
す
。

い
つ
も
変
わ
ら
ぬ
里
山
の
風
景
、
静
か
で
愛
情
の

籠
っ
た
境
内
に
、
四
季
織
り
な
す
自
然
の
美
が
所
狭

し
と
し
て
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

春
に
は
、
龍
泉
院
恒
例
の
筍
堀
り
が
あ
り
ま
す
。

和
気
藹
々
と
童
心
に
帰
り
、楽
し
く
も
嬉
し
い
行
で
す
。

年
末
の
募
金
托
鉢
行
は
、
い
さ
さ
か
気
合
い
が
入

り
ま
す
。
寒
空
の
下
、
未
だ
お
経
を
唱
え
ら
れ
る
訳

で
も
な
く
、
行
き
交
う
人
、
声
を
か
け
る
事
も
出
来

ず
、
只
、
立
っ
て
い
る
だ
け
の
能
無
し
で
す
。
そ
れ

で
も
、（
歳
末
助
け
合
い
）
の
旗
の
下
で
、
足
を
止
め

て
下
さ
り
、
少
額
（
訳
あ
り
の
一
〇
円
）
な
れ
ど
喜

捨
し
て
い
た
だ
い
た
時
は
、
本
当
に
胸
熱
く
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
が
禅
の
教
え
に
よ
る
事
と
、
感
謝
で
す
。

こ
の
様
に
、
近
場
で
、
手
の
届
く
範
囲
に
て
も
足

元
に
坐
辺
師
友
よ
り
、
多
く
の
「
お
か
げ
さ
ま
」
を

実
感
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
何
故
に
か
、
日
々
の
生
活
か
ら
、
新
た

な
迷
い
の
糸
が
、
ふ
つ
ふ
つ
と
沸
き
立
つ
不
思
議
、

さ
て
、
困
っ
た
も
の
で
す
。

　
「
思
い
は
幻
影
」

　
「
行
為
は
現
実
」

　
「
結
果
は
化
け
て
出
る
」�

合
掌　



龍泉院の筍（河本さんの写生）



中
国
祖
庭
巡
拝
の
旅
（
Ⅱ
）
上

―
湖
南
省
の
曹
洞
祖
庭
を
中
心
に
―

　

柏
市　

五
十
嵐
嗣
郎

昨
年
の
九
月
六
日
～
一
五
日
に
か
け
て
、
石
井
修

道
先
生
を
団
長
と
す
る
駒
澤
大
学
中
国
曹
洞
祖
庭
巡

拝
団
の
一
員
と
し
て
、
主
に
石
頭
希
遷
、
薬
山
惟
儼
、

雲
巖
曇
晟
の
祖
庭
を
中
心
に
湖
南
省
と
一
部
江
西
省

に
あ
る
道
吾
山
、
石
霜
崇
勝
禅
寺
、
楊
岐
山
普
通
寺
、

仰
山
栖
隠
寺
、
雲
巌
寺
、
南
台
寺
、
大
潙
山
密
印
寺
、

徳
山
古
徳
禅
院
、
太
陽
山
普
光
寺
、
薬
山
寺
、
欽
山

寺
、
夾
山
寺
な
ど
を
巡
拝
し
て
き
ま
し
た
。

な
お
今
回
の
旅
は
三
〇
年
前
に
椎
名
老
師
が
団
長

を
務
め
ら
れ
た
第
五
回
駒
澤
大
学
中
国
仏
教
史
蹟
参

観
団
の
コ
ー
ス
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
よ
う
な
形
で
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
旅
の
途
中
で
三
〇
年
前
の
訪
中
団
を

よ
く
覚
え
て
い
る
人
に
出
逢
っ
た
り
、
椎
名
老
師
が

三
〇
年
前
に
揮
毫
さ
れ
た
書
を
発
見
す
る
な
ど
、

色
々
と
サ
プ
ラ
イ
ズ
に
満
ち
た
旅
で
し
た
。

初
日
は
湖
南
省
の
省
都
長
沙
に
あ
る
華
天
大
酒
店

に
一
泊
し
、二
日
目
は
初
め
に
瀏
陽
（
り
ゅ
う
よ
う
）

市
の
道
吾
山
に
向
い
ま
し
た
。
午
前
一
〇
時
半
か
ら

炎
天
下
の
登
山
道
を
一
時
間
ほ
ど
登
っ
た
と
こ
ろ
で

ダ
ム
湖
を
望
む
見
晴
ら
し
台
に
到
着
、
道
吾
山
は
ダ

ム
湖
に
沈
ん
で
い
る
と
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
湖
を

は
さ
ん
だ
対
岸
に
道
吾
山
華
禅
寺
が
再
興
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
ま
る
で
ダ
ム
湖
か
ら
道
吾
山
が
湧
き
あ

が
っ
て
来
た
か
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
が
最
初
の
サ
プ

ラ
イ
ズ
で
す
。

三
〇
年
前
の
訪
中
団
を
記
憶

見
晴
ら
し
台
の
茶
屋
で
冷
た
い
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ

タ
ー
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
売
っ
て
い
た
お
爺
さ
ん

に
、「
三
〇
年
前
に
駒
澤
大
学
訪
中
団
が
こ
こ
に
来

た
の
で
す
が
ご
存
知
で
す
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
よ
く
憶
え
て
い
ま
す
」
と
の
返
事
が
返
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
が
第
二
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
で
す
。
何
故
よ

く
憶
え
て
い
た
の
か
と
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、
三
〇

年
前
の
駒
澤
大
学
訪
中
団
以
来
、
こ
こ
を
訪
れ
た
日

本
人
は
我
々
が
初
め
て
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

道
吾
山
の
次
は
石
霜
崇
勝
禅
寺
に
向
い
ま
し
た
。

三
〇
年
前
に
は
「
石
荘
学
校
」
と
し
て
利
用
さ
れ
て

お
り
、『
中
国
佛
蹟
見
聞
記
』
第
五
集
の
冒
頭
に
は
、

石
荘
学
校
前
で
撮
ら
れ
た
集
合
写
真
が
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

『
中
国
佛
蹟
見
聞
記
』
第
五
集
に
よ
れ
ば
、
訪
中

団
は
小
学
生
か
ら
熱
烈
歓
迎
を
受
け
た
そ
う
で
す
。

今
は
石
荘
学
校
だ
っ
た
校
舎
は
改
修
さ
れ
、
立
派
な

大
雄
宝
殿
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

石
霜
寺
は
道
吾
円
智
の
弟
子
の
石
霜
慶
諸
が
住
持

し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
師
の
道
吾
が
示
寂
し
た
後
、

慶
諸
は
先
ほ
ど
の
道
吾
山
に
、
毎
月
一
日
と
一
五
日

の
二
回
、
師
の
墓
参
の
た
め
に
通
い
ま
し
た
。
我
々

は
バ
ス
で
道
吾
山
か
ら
石
霜
寺
ま
で
来
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
も
結
構
時
間
が
掛
り
ま
し
た
。
そ
の
道
を
慶

諸
は
毎
月
二
回
通
っ
た
の
で
す
か
ら
、
い
か
に
師
へ

の
追
悼
の
念
が
大
き
か
っ
た
か
が
窺
え
る
所
で
す
。

慶
諸
が
毎
月
二
回
の
師
の
墓
参
を
欠
か
さ
ず
行
っ

て
い
た
あ
る
日
、
突
然
の
雷
と
共
に
道
吾
の
墓
塔
が

飛
び
出
し
て
、
石
霜
山
ま
で
飛
ん
で
き
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
石
霜
山
に
あ
る
道
吾
の
墓
を「
雷
遷
塔
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

石
霜
慶
諸
は
二
〇
年
間
こ
の
石
霜
寺
で
修
行
者
と

共
に
ひ
た
す
ら
坐
禅
し
、
横
に
な
ら
ず
、
そ
の
さ
ま

が
丁
度
木
の
切
り
株
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
、
枯
木

衆
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
洞
山
良
价
禅
師
も
一
時
こ
の

石
霜
山
に
身
を
寄
せ
た
こ
と
が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

見
事
に
再
建
さ
れ
た
雲
巌
寺

三
日
目
は
江
西
省
宜
春
（
き
し
ゅ
ん
）
市
に
あ
る

仰
山
栖
隠
寺
（
せ
い
い
ん
じ
）
を
訪
れ
た
後
、
湖
南

省
に
あ
る
雲
巌
寺
に
向
い
ま
し
た
。
三
〇
年
前
に
駒

澤
大
学
訪
中
団
が
訪
れ
た
時
に
は
、
水
口
山
林
場
の





横
に
無
残
な
姿
を
さ
ら
け
出
し
た
雲
巌
寺
が
あ
り
、

訪
れ
た
団
員
は「
雲
巌
寺
の
荒
廃
こ
こ
に
き
わ
ま
る
。

む
し
ろ
無
き
に
帰
し
た
方
が
、
な
ま
じ
遺
存
し
て
無

残
な
す
が
た
を
さ
ら
す
よ
り
は
…
…
」
と
い
う
思
い

を
抱
い
た
そ
う
で
す
。　

従
っ
て
そ
の
後
の
駒
澤
大
学
訪
中
団
で
は
、
一
度

も
雲
巌
寺
拝
登
の
計
画
は
立
て
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
回
も
雲
巌
寺
を
訪
れ
て
も
何
も
な
い
も
の
と

思
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
訪
れ
て
み
る
と
見
事

に
再
建
さ
れ
た
雲
巌
寺
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で

す
。
こ
れ
が
第
三
番
目
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
で
し
た
。
さ

ら
に
雲
巖
曇
晟
の
墓
塔
も
再
建
さ
れ
て
お
り
、
墓
前

で
舎
利
礼
文
を
お
唱
え
致
し
ま
し
た
。

四
日
目
は
一
日
か
け
て
南
嶽
の
拝
登
で
す
。
南
嶽

内
は
マ
イ
カ
ー
規
制
で
一
般
車
の
乗
入
れ
禁
止
と

な
っ
て
お
り
、
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
で
山
内
を
移
動
し
ま

す
。
最
初
に
南
嶽
懷
讓
と
馬
祖
道
一
と
の
磨
甎
作
鏡

に
ま
つ
わ
る
「
磨
鏡
台
」
で
下
車
、
近
く
に
は
南
嶽

懷
讓
の
お
墓
が
あ
り
、
舎
利
礼
文
を
お
唱
え
し
ま
し

た
。磨

甎
作
鏡
の
舞
台
と
な
っ
た
大
き
な
岩
に
は
、
赤

字
で
「
祖
源
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
岩
の
上
で

若
い
団
員
二
人
が
南
嶽
と
馬
祖
に
扮
し
て
磨
甎
問
答

を
演
じ
、
皆
か
ら
の
笑
い
を
誘
い
ま
し
た
。
た
だ
南

嶽
に
は
大
勢
の
観
光
客
が
来
山
し
て
い
ま
す
が
、
こ

の
磨
鏡
台
を
訪
れ
た
の
は
我
々
日
本
人
だ
け
で
、
中

国
人
は
全
く
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

中
国
の
観
光
客
は
南
嶽
大
廟
等
の
道
教
の
寺
観
に

は
訪
れ
ま
す
が
、
禅
宗
関
連
の
寺
院
に
は
参
拝
す
る

人
は
非
常
に
少
な
く
、
中
国
に
お
け
る
道
教
と
仏
教

の
お
か
れ
た
状
況
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り

ま
し
た
。

石
頭
希
遷
の
墓
塔
を
参
拝

我
々
は
次
に
石
頭
希
遷
が
開
山
し
た
南
台
寺
を
拝

登
し
ま
し
た
。
南
台
寺
で
は
懐
輝
方
丈
と
面
談
し
、

石
井
団
長
か
ら
先
生
の
著
書
で
あ
る
『
石
頭
』
が
懐

輝
方
丈
に
贈
ら
れ
ま
し
た
。
面
談
の
後
、
石
頭
希
遷

の
墓
塔
で
あ
る
見
相
塔
参
拝
の
許
可
を
お
願
い
し
た

と
こ
ろ
、
未
解
放
地
域
に
も
拘
ら
ず
、
特
別
な
計
ら

い
を
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
案
内
係
に
知
客
さ
ん

で
あ
る
徳
初
師
を
付
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

南
台
寺
か
ら
急
勾
配
の
山
道
を
五
〇
分
ほ
ど
下
っ

た
と
こ
ろ
に
見
相
塔
が
あ
り
ま
し
た
。
見
相
塔
の
参

拝
を
石
井
団
長
は
長
年
希
望
し
て
い
た
の
で
す
が
、

軍
事
的
事
情
に
よ
り
未
解
放
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い

た
た
め
叶
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
回

は
先
生
の
長
年
の
夢
が
見
事
実
現
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
第
四
番
目
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
で
す
。

常
盤
大
定
氏
は
一
九
二
一
年
～
二
二
年
の
中
国
仏

蹟
調
査
時
に
見
相
塔
も
訪
れ
、
そ
の
時
の
報
告
に
は

見
相
塔
の
写
真
も
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回

我
々
が
見
た
見
相
塔
は
、
常
盤
大
定
氏
の
写
真
と
同

じ
状
態
で
し
た
。
文
化
大
革
命
な
ど
の
混
乱
期
に
も

破
壊
を
免
れ
て
無
事
保
存
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

五
番
目
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
が
最
も
驚
き
に
満
ち
た
も

の
で
す
が
、
次
回
に
ご
報
告
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

�

合
掌　

｢

体
験
坐
禅｣

―
坐
禅
堂
で
坐
る
―

流
山
市　

中
嶌
宏
誠

仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
う
は
自
己
を
な
ら
ふ
な
り

自
己
を
な
ら
ふ
と
い
う
は
自
己
を
忘
る
る
な
り



立派に再建された雲巌寺の大雄宝殿前で



入
堂
前

坐
禅
堂
に
は
時
計
、
携
帯
電
話
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー

は
待
ち
込
ま
な
い
、
裸
足
に
な
る

坐
禅
堂
入
口
で

●
ス
リ
ッ
パ
を
履
く

一
．
堂
内
で
は
三
つ
の
手
の
組
み
方｢

合
掌｣

「
叉
手
」

「
法
界
定
印
」
を
し
ま
す

「
合
掌
」
両
手
の
掌
を
合
わ
せ
臂
を
横
に
張
り
、

十
指
を
各
々
密
着
さ
せ
て
、
中
指
の
先
が
鼻
端
に

位
置
し
、
両
手
の
拇
指
（
親
指
）
が
離
れ
な
い
よ

う
に
す
る

「
叉
手
」
左
手
の
拇
指
を
四
指
で
拳
を
つ
く
り
み

ぞ
お
ち
の
前
に
お
き
、
そ
の
上
を
左
手
の
掌
で
覆

い
両
臂
を
張
る

「
法
界
定
印
」（
手
の
処
置
で
説
明
）

東
司
（
便
所
）
の
作
法

「
鳥う

す

さ

ま

蒭
沙
摩
明み

ょ
う
お
う
ぞ
う

王
像
」
に
向
か
っ
て
合
掌
問
訊

（
合
掌
低
頭
）
し
て
か
ら
入
る
、終
わ
っ
た
ら
、「
明

王
像
に
向
か
っ
て
合
掌
問
訊
す
る

入
堂
の
仕
方

●
坐
禅
堂
外
単
に
入
る
と
き
か
ら
叉
手
す
る

●
前
門
か
ら
入
堂
す
る
と
き
左
足
で
敷
居
を
ま
た

ぎ
数
歩
進
み
一
旦
停
止
し
両
足
を
揃
え
佇
立

し
、
聖
僧
さ
ま
に
合
掌
問
訊
す
る

●
聖
僧
さ
ま
の
前
を
横
切
っ
て
は
い
け
な
い

●
堂
内
は
叉
手
し
爪
先
よ
り
足
を
つ
け
る
よ
う
に

し
静
か
に
歩
く

単
へ
の
つ
き
方

●
叉
手
し
自
分
の
単
の
位
置
に
来
た
ら
佇
立
し
、

合
掌
問
訊
（
隣
位
問
訊
）
し
、
合
掌
し
た
ま
ま

右
廻
り
に
身
を
転
じ
、合
掌
問
訊
（
対
位
問
訊
）

す
る
。

●
「
隣
位
問
訊
」「
対
位
問
訊
」
が
終
わ
っ
た
ら

浄
縁
に
手
足･

お
尻
を
触
れ
ず
に
坐
蒲
に
坐
り

ス
リ
ッ
パ
を
脱
ぎ
、
両
手
を
つ
い
て
上
体
を
支

え
な
が
ら
ず
り
上
が
る
よ
う
に
上
牀
し
て
、
ス

リ
ッ
パ
を
地
覆
に
揃
え
る

坐
蒲
の
敷
き
方

着
坐
は
坐
布
の
中
心
に
右
や
左
に
よ
ら
ず
、
あ
ま

り
深
く
か
け
ず
、
あ
ま
り
浅
す
ぎ
る
の
も
よ
く
な

い
足
の
組
み
方

「
結
跏
趺
坐
」
右
の
足
を
左
の
腿
の
上
に
の
せ
、

左
の
脚
を
右
の
腿
の
上
に
の
せ
る

「
半
跏
趺
坐
」
左
の
脚
を
右
の
腿
の
上
に
の
せ
る

だ
け
〈
降
魔
坐
＝
右
を
も
っ
て
左
を
圧
す
、
吉
祥

坐
＝
左
を
も
っ
て
右
を
圧
す
〉

次
に
、
右
に
一
八
〇
度
身
を
転
じ
壁
の
方
向
を
向

く
姿
勢
の
仕
方　
『
調
身
』
身
を
調
え
る

上
体
の
処
置

耳
と
肩
、
鼻
と
臍
を
対
せ
し
め
る
、
顎
を
ぐ
ん
と

ひ
く
、
頭
は
左
右
に
か
た
む
け
な
い

手
の
処
置

「
法
界
定
印
」
を
正
し
く
保
持
す
る

●
右
の
手
を
左
の
足
の
上
に
、
左
の
掌
を
右
の
掌

の
上
に
お
き
、
両
手
の
親
指
は
尖
端
を
か
す
か

に
接
す
る
、
押
し
あ
げ
て
は
い
け
な
い

●
接
し
た
両
手
の
拇
指
の
全
体
が
常
に
直
線
・
水

平
を
保
つ
、
三
角
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、

法
界
定
印
は
身
に
接
し
た
位
置
に
お
く

●
脇
の
下
に
臂
を
密
着
さ
せ
な
い
、
握
り
こ
ぶ
し

一
つ
く
ら
い
あ
け
る
、
臂
は
や
や
外
側
に
張
る　

口
の
処
理

舌
の
先
を
上
の
歯
の
つ
け
根
に
つ
け
、
歯
と
歯
、

歯
と
唇
を
強
く
噛
ま
ず
一
文
字
に
む
す
ぶ

目
の
処
置

●
視
線
を
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
方
に
お
と

す
、
み
つ
め
る
の
で
は
な
く
視
線
を
お
と
す

●
前
に
障
壁
が
あ
っ
て
も
視
角
を
四
五
度
に
す　

れ
ば
よ
い

●
目
は
つ
む
ら
ず
、
目
玉
は
決
し
て
動
か
さ
な
い

全
体
の
処
置　

●
坐
蒲
の
上
に
正
確
に
尻
を
の
せ
、
足
を
組
み
、

背
筋
を
の
ば
す
、
顎
を
ひ
き
、
口
を
引
き
し
め
、





目
を
お
と
す
。
手
は
法
界
定
印
を
結
ぶ
。
そ
の

坐
相
の
全
体
は
迫
力
に
充
ち
た
も
の
で
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
猛
烈
勇
壮
な
気
魄
が
充
実
し

た
坐
禅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

●
体
に
力
を
入
れ
た
り
力
ん
だ
り
し
な
い
、
ど
こ

に
も
力
を
入
れ
な
い
、
無
意
識
の
う
ち
に
力
が

入
り
や
す
い
か
ら
時
お
り
力
を
抜
く

●
身
相
が
と
と
の
っ
た
ら
、
両
手
を
両
脚
の
膝
小

僧
の
方
に
伸
ば
し
掌
を
上
に
向
け
て
安
定
さ

せ
、
上
体
を
大
よ
り
小
に
、
や
わ
ら
か
く
、
ゆ

る
や
か
に
左
右
に
ゆ
す
る
（
左
右
揺
振
）
五
、

六
回
、
ち
ょ
う
ど
時
計
の
振
り
子
の
よ
う
に
止

ま
る
よ
う
に
す
る
。
手
は
元
に
戻
し
、「
法
界

定
印
」
を
結
び
つ
つ
、深
々
と
息
を
吸
い
込
み
、

次
い
で
、除
々
に
息
を
吐
き
出
す
（
欠
気
一
息
）

呼
吸
の
仕
方　
『
調
息
』
息
を
調
え
る

●
呼
吸
は
自
分
の
ペ
ー
ス
で
す
る
、
不
自
然
や
無

理
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い

●
鼻
息
の
荒
い
呼
吸
は
よ
く
な
い
、
た
だ
呼
吸
を

す
れ
ば
よ
い

●
息
を
ゆ
っ
く
り
な
が
く
吐
く
、
吐
い
た
息
を

ズ
ッ
と
追
う
、
す
る
と
吸
う
息
は
意
識
す
る
こ

と
な
く
自
然
に
お
腹
の
底
に
ス
ト
ン
と
入
る
、

た
だ
呼
吸
を
す
る
だ
け

　
〈
集
中
で
き
れ
ば「
組
ん
だ
足
が
無
く
な
る
」「
身

体
が
無
く
な
る
」「
頭(

頸
か
ら
上)

が
宙
に
ポ

カ
ン
と
浮
い
て
い
る
」
た
だ
吐
く
息
だ
け
！
〉

心
の
処
置　
『
調
心
』
心
を
調
え
る

雑
念
や
妄
想
に
一
切
と
ら
わ
れ
ず
、
生
ず
る
に

ま
か
せ
、
滅
す
る
に
ま
か
せ
る
、
追
わ
な
い

坐
の
解
き
方

●
放
禅
鐘
が
鳴
る
、
鐘
を
聞
い
た
ら
両
手
を
両
膝

の
上
に
仰
向
け
に
置
き
、
上
体
を
五
・
六
回
、

小
よ
り
大
に
揺
す
り
体
を
ほ
ぐ
し
合
掌
す
る

●
次
に
、
右
に
一
八
〇
度
身
を
転
じ
、
対
坐
の
状

態
に
な
っ
て
か
ら
足
を
解
く

法
話
（
坐
禅
堂
で
行
う
こ
と
の
あ
る
）　　
　
　

●
坐
禅
堂
内
で
は
対
坐
し
法
話
を
聞
く

　

法
話
が
終
わ
っ
た
ら
、
浄
縁
に
手
足･

お
尻
が

触
れ
な
い
よ
う
に
単
を
降
り
る

退
堂
の
仕
方

単
に
む
か
い
坐
布
を
整
え
、つ
い
で
「
隣
位
問
訊
」

「
対
位
問
訊
」
を
し
、
叉
手
し
僧
堂
を
右
足
か
ら

出
る
、
叉
手
の
ま
ま
出
口
に
む
か
う

坐
禅
後
の
清
掃

参
禅
者
全
員
で
坐
禅
堂
の
浄
縁
と
単
を
乾
拭
き
す

る
、
玄
関
を
出
る
と
き
は
ス
リ
ッ
パ
を
内
側
に
重

ね
納
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
炷
以
上
坐
禅
を
す
る
と
き

経
行

一
炷
以
上
坐
禅
を
す
る
と
き
、
一
炷
目
ご
と
に
寂

黙
緩
歩
、
経
行
す
る

●
経
行
緩
歩
は
叉
手
し
、
一
呼
吸
（
息
を
は
い
て

吸
う
間
）
に
足
の
う
ら
の
長
さ
の
半
分
だ
け
歩

を
進
め
、
つ
ぎ
の
一
呼
吸
で
反
対
の
足
の
裏
の

半
分
だ
け
進
め
る

●
初
歩
は
か
な
ら
ず
右
足
か
ら
で
る
、
足
の
裏
は

踵
か
ら
つ
く
の
で
は
な
く
、
水
平
に
接
地
す
る

よ
う
に
、
足
を
床
に
こ
す
っ
て
は
い
け
な
い

●
呼
吸
の
仕
方
、
上
体
の
姿
勢
、
眼
お
よ
び
口
は
、

ま
っ
た
く
坐
禅
の
場
合
と
同
じ

自
分
に
出
会
う

坐
禅
堂
で
は
、
世
間
的
な
地
位
や
職
業
や
、
そ
れ

ら
に
と
も
な
う
雑
多
な
人
間
関
係
等
は
一
切
持
ち

込
ま
な
い
、
坐
禅
人
の
一
人
ひ
と
り
が
、
純
浄
・

正
真
の
自
己
に
よ
み
が
え
る
唯
一
の
世
界
で
あ

り
、
無
我
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

禅
は
、
複
雑
な
社
会
や
微
妙
な
人
間
関
係
の
な

か
に
あ
っ
て
、
絶
え
ず
競
争
し
、
死
闘
を
つ
づ
け

ざ
る
を
え
な
い
人
間
を
正
気
に
も
ど
す
た
め
の
も

の
で
す

「
他
は
我
に
あ
ら
ず
我
は
わ
れ
な
り
」





第
三
回
坐
禅
普
及
委
員
会
報
告

坐
禅
普
及
委
員　

五
十
嵐
嗣
郎

第
三
回
坐
禅
普
及
委
員
会
が
一
月
二
二
日
に
開
催

さ
れ
、
広
報
分
科
会
の
榎
戸
さ
ん
か
ら
提
案
さ
れ
た

「
柏
文
化
村
」
と
ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た
「
体
験
坐

禅
の
お
す
す
め
」
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
新
し
く
「
坐
禅
の
す
す
め
」
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
参
禅
会
の
皆
様
方
は

こ
れ
か
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た

挨
拶
状
を
も
っ
て
、
色
々
な
団
体
や
サ
ー
ク
ル
な
ど

に
坐
禅
体
験
を
勧
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
際
坐
禅
体
験
を
す
す
め
た
い
相
手
先
の
団

体
や
サ
ー
ク
ル
等
の
活
動
を
我
々
も
支
援
す
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
お
互
い
に
メ
リ
ッ
ト
が
生
ず
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
坐
禅
体
験
を

す
す
め
た
い
団
体
や
サ
ー
ク
ル
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な

ど
を
紹
介
す
る
サ
イ
ト
と
し
て
「
柏
文
化
村
」
を
立

ち
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
「
柏
文
化
村
」
で
柏
地
域
の
各
種
団
体
・
サ
ー

ク
ル
と
龍
泉
院
参
禅
会
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し

て
、
地
域
の
文
化
活
動
の
促
進
に
寄
与
す
る
と
思
い

ま
す
。
な
お
「
柏
文
化
村
」
の
運
営
は
榎
戸
さ
ん
の

会
社
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
お
願
い
す
る
こ
と
に

致
し
ま
し
た
。

た
だ
坐
禅
体
験
を
す
す
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
相

手
の
方
々
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
坐
禅

普
及
活
動
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
促
進
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
ご
老
師
か
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
坐
禅
の
す
す

め
」を
送
る
際
の
挨
拶
状
の
原
案
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

文
面
は
四
つ
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、

最
初
は
龍
泉
院
に
坐
禅
の
し
た
い
方
を
お
待
ち
し

て
い
る
旨
が
記
さ
れ
、
二
番
目
に
は
何
故
坐
禅
が
現

代
社
会
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
三
番
目
は
坐
禅
と
は
何
か
、
坐
禅
の
功

徳
等
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
本
来
坐
禅
は「
無

所
得
無
所
悟
」
で
あ
り
ま
す
が
、
何
も
な
ら
な
い
も

の
が
坐
禅
で
す
と
最
初
か
ら
書
い
た
の
で
は
、「
何
故

こ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
来
た
の
で
す
か
？
」
と

な
り
ま
す
の
で
、
坐
禅
の
功
徳
に
つ
い
て
触
れ
て
い

ま
す
。
最
後
は
龍
泉
院
の
坐
禅
堂
は
自
然
豊
か
で
静

か
な
環
境
の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た
挨
拶
状
と
「
坐
禅
の
す
す

め
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
も
っ
て
、各
種
団
体
・
サ
ー

ク
ル
等
に
皆
さ
ま
か
ら
積
極
的
に
働
き
か
け
て
下
さ

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

坐
禅
の
す
す
め
の
パ
ン
フ
完
成　

「
坐
れ
ば
わ
か
る
」、「
た
だ
坐
る
」。こ
ん
な
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
で
、「
坐
禅
の
す
す
め
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
が
完
成
し
ま
し
た
。

Ａ
４
版
、
三
つ
折
り
、
カ
ラ
ー
で
、
や
さ
し
い
坐

禅
の
解
説
や
坐
禅
堂
の
特
徴
、
龍
泉
院
に
来
る
ま
で

の
道
筋
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

別
紙
で
「
坐
禅
体
験
コ
ー
ス
」
の
詳
細
と
柏
駅
か

ら
龍
泉
院
に
来
る
ま
で
の
バ
ス
の
時
刻
表
も
折
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。構
成
は
杉
浦
さ
ん
が
中
心
に
な
り
、

印
刷
は
榎
戸
さ
ん
に
御
世
話
し
て
頂
き
ま
し
た
。



15 

完成したパンフレットの表紙（モデルは千葉さん）
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委
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第
三
回
坐
禅
普
及
委
員
会
が
一
月
二
二
日
に
開
催

さ
れ
、
広
報
分
科
会
の
榎
戸
さ
ん
か
ら
提
案
さ
れ
た

「
柏
文
化
村
」
と
ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た
「
体
験
坐

禅
の
お
す
す
め
」
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
た
び
新
し
く
「
坐
禅
の
す
す
め
」
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
参
禅
会
の
皆
様
方
は

こ
れ
か
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た

挨
拶
状
を
も
っ
て
、
色
々
な
団
体
や
サ
ー
ク
ル
な
ど

に
坐
禅
体
験
を
勧
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
際
坐
禅
体
験
を
す
す
め
た
い
相
手
先
の
団
体
や

サ
ー
ク
ル
等
の
活
動
を
我
々
も
支
援
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
お
互
い
に
メ
リ
ッ
ト
が
生
ず
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
坐
禅
体
験
を
す
す

め
た
い
団
体
や
サ
ー
ク
ル
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を

紹
介
す
る
サ
イ
ト
と
し
て
「
柏
文
化
村
」
を
立
ち
上

げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
「
柏
文
化
村
」
で
柏
地
域
の
各
種
団
体
・

サ
ー
ク
ル
と
龍
泉
院
参
禅
会
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
て
、
地
域
の
文
化
活
動
の
促
進
に
寄
与
す
る
と
思

い
ま
す
。
な
お
「
柏
文
化
村
」
の
運
営
は
榎
戸
さ
ん

の
会
社
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
お
願
い
す
る
こ
と

に
致
し
ま
し
た
。 

た
だ
坐
禅
体
験
を
す
す
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
相

手
の
方
々
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
坐
禅

普
及
活
動
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
促
進
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

次
に
ご
老
師
か
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
坐
禅
の
す
す

め
」を
送
る
際
の
挨
拶
状
の
原
案
が
示
さ
れ
ま
し
た
。 

文
面
は
四
つ
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、 

最
初
は
龍
泉
院
に
坐
禅
の
し
た
い
方
を
お
待
ち
し

て
い
る
旨
が
記
さ
れ
、
二
番
目
に
は
何
故
坐
禅
が
現 

代
社
会
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
が
記
さ
れ 

 
          

 

て
い
ま
す
。
三
番
目
は
坐
禅
と
は
何
か
、
坐
禅
の
功

徳
等
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。本
来
坐
禅
は「
無

所
得
無
所
悟
」
で
あ
り
ま
す
が
、
何
も
な
ら
な
い
も

の
が
坐
禅
で
す
と
最
初
か
ら
書
い
た
の
で
は
、「
何
故

こ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
来
た
の
で
す
か
？
」
と

な
り
ま
す
の
で
、
坐
禅
の
功
徳
に
つ
い
て
触
れ
て
い

ま
す
。
最
後
は
龍
泉
院
の
坐
禅
堂
は
自
然
豊
か
で
静

か
な
環
境
の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ご
老
師
が
作
成
さ
れ
た
挨
拶
状
と
「
坐
禅
の
す
す

め
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
も
っ
て
、
各
種
団
体
・
サ

ー
ク
ル
等
に
皆
さ
ま
か
ら
積
極
的
に
働
き
か
け
て
下

さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

「
坐
れ
ば
わ
か
る
」 

 
 
 
 

坐
禅
の
す
す
め
の
パ
ン
フ
完
成 

 

「
坐
れ
ば
わ
か
る
」、「
た
だ
坐
る
」。
こ
ん
な
キ

ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
、「
坐
禅
の
す
す
め
」
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
が
完
成
し
ま
し
た
。 

 

Ａ
４
版
、
三
つ
折
り
、
カ
ラ
ー
で
、
や
さ
し

い
坐
禅
の
解
説
や
坐
禅
堂
の
特
徴
、
龍
泉
院
に

来
る
ま
で
の
道
筋
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

別
紙
で
「
坐
禅
体
験
コ
ー
ス
」
の
詳
細
と
柏

駅
か
ら
龍
泉
院
に
来
る
ま
で
の
バ
ス
の
時
刻
表

も
折
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
坐
禅
の
勧
誘
に
、

是
非
、
利
用
し
て
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 坐
禅
普
及
委
か
ら

完成したパンフレット





沼 

南 

雑�

記

【
定
例
参
禅
会
・
年
間
行
事
】

�

（　

）
内
は
座
談
の
司
会
者

平
成
二
六
年

●　

九
月
二
八
日　
　
　

三
四
名

�

（
坂
牧　

郁
子
氏
）

●
一
〇
月
二
六
日　
　
　

三
五
名

�

（
石
原　

良
浩
氏
）

●
一
一
月
二
三
日　
　
　

二
九
名

�

（
清
水　

秀
男
氏
）

●
一
一
月　

六
日　
　
　
　

九
名

　

禅
文
化
洞
上
墨
蹟
研
究
会
作
務

●
一
二
月　

七
日　
　
　

二
六
名

　
　
　

成
道
会

　
　
　

幹
事�

小
畑　

節
朗
氏

�

小
山　
　

齋
氏

�

石
原　

良
浩
氏

●
一
二
月
二
八
日　
　
　

二
八
名

�

（
鈴
木　

民
雄
氏
）

平
成
二
七
年

●　

一
月
二
五
日　
　
　

三
六
名

�

（
山
本　
　

聡
氏
）

●　

二
月　

八
日　
　
　

二
六
名

　
　
　

新
年
会

●　

二
月
一
五
日　
　
　

一
七
名

　
　
　

涅
槃
会

　
　
　

幹
事�

小
畑　

節
朗
氏

�

鈴
木　

民
雄
氏

�

河
本　

健
治
氏

●　

二
月
二
二
日　
　
　

二
三
名

�

（
刑
部　

一
郎
氏
）

【
自
由
参
禅
】

　

九
月
一
三
日（
四
名
）

一
〇
月
一
一
日（
五
名
）

一
一
月　

八
日（
五
名
）

一
二
月
一
三
日（
三
名
）

　

一
月
一
〇
日（
六
名
）

　

二
月
一
四
日（
三
名
）

【
奉
仕
作
務
】

　

九
月　

五
日（
二
名
）、一
三
日（
四
名
）、

　
　
　

一
九
日（
三
名
）

一
〇
月　

三
日（
三
名
）、　

七
日（
一
名
）、

　
　
　
　

九
日（
二
名
）、一
一
日（
五
名
）、

　
　
　

一
七
日（
二
名
）、二
二
日（
三
名
）、

　
　
　

二
六
日（
三
名
）

一
一
月　

三
日（
一
名
）、　

五
日（
六
名
）、

　
　
　
　

八
日（
五
名
）、　

九
日（
二
名
）、

　
　
　

二
一
日（
三
名
）

一
二
月　

五
日（
三
名
）、一
三
日（
三
名
）、

　
　
　

一
九
日（
二
名
）、二
一
日（
一
名
）、

　
　
　

三
一
日（
一
名
）

　

一
月
一
〇
日（
六
名
）、一
六
日（
二
名
）、

　
　
　

二
三
日（
二
名
）

　

二
月　

六
日（
二
名
）、一
四
日（
三
名
）、

　
　
　

二
〇
日（
二
名
）　

【
坐
禅
普
及
委
員
会
】

　

五
月
二
五
日（
一
四
名
）

　

七
月
二
六
日（
一
七
名
）

　

一
月
二
五
日（
一
四
名
）

　

二
月
二
二
日（
一
一
名
）

▼
涅
槃
会
の
日
、
河
本
さ
ん
と
一
緒
に

龍
泉
院
の
境
内
を
ス
ケ
ッ
チ
の
画
題
を

求
め
て
散
策
し
ま
し
た
。
豊
か
な
草
木

や
お
地
蔵
さ
ん
…
。
日
本
の
里
山
の
風

景
が
お
寺
の
中
に
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

�

（
智
聰
）

▼『
明
珠
』の
編
集
に
携
わ
っ
て
三
回
目
。

あ
い
か
わ
ら
ず
仏
教
特
有
の
難
解
な
言

葉
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

涅
槃
会
で
御
老
師
の
話
さ
れ
た「
八
大
人

覚
」
は
大
変
分
か
り
や
す
く
、
一
服
の

清
涼
剤
に
な
り
ま
し
た
。�

（
岡
本
）

▼
一ひ

と

鍬く
わ

の
耕
し
が
、
恵
み
の
台
地
を
育

み
、
受
け
継
が
れ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

『
明
珠
』
会
報
の
編
集
に
参
加
し
て
、

非
力
な
れ
ど
、
一
鍬
の
思
い
を
新
た
に

し
て
い
ま
す
。�

（
健
治
）

●
発　

行
／
天
徳
山
龍
泉
院　

千

葉

県

柏

市

泉

81

●
印　

刷
／
東
港
出
版
印
刷
株
式
会
社　

目
黒
区
中
目
黒
1
│
8
│
8

☎
0
4（
7
1
9
1
）１
６
０
９

☎
0
3（
5
7
2
4
）7
3
0
2

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

　

�【
参　

禅
】

一
、
定
例
参
禅
会

・
日　

時�
�

毎
月
第
四
日
曜
九
時
（
初
参
加
者
は
八
時
半
）
来
山
、
正
午
解
散

・
坐　

禅�
�

口
宣
、
坐
禅
、
経
行
、
坐
禅
の
順

�
�（

坐
禅
は
一
炷
三
〇
分
、
経
行
は
一
〇
分
）

・
講　

義�
�

木
版
三
通
、
開
経
偈
、『
正
法
眼
蔵
』
の
提
唱

・
座　

談�
�

自
己
紹
介
・
喫
茶
・
座
談

一
、
自
由
参
禅

・
日　

時�
�

毎
月
第
一
日
曜
、
第
二
土
曜
九
時
か
ら
正
午
ま
で

・
坐　

禅�
�

九
時
か
ら
一
一
時
ま
で
（
入
退
堂
自
由
）

・
作　

務�
�

一
一
時
か
ら
正
午
ま
で
掃
除
等

�　

※
会
費
無
料
、
年
齢
・
性
別
な
ど
一
切
不
問
、
初
心
者
に
は
懇
切
に
指
導

　

�【
年
間
行
事
】

一
、
一
夜
接
心�

�

本
年
は
六
月
六
～
七
日
、
一
泊
し
七
炷
の
坐
禅
と
提
唱
等

一
、
成
道
会�

�

本
年
は
一
二
月
六
日
、
坐
禅
二
炷
・
法
要
・
問
答
・
法
話
等

一
、
他
の
行
事�

�

涅
槃
会
（
二
月
一
五
日
）、
花
祭
り
（
四
月
八
日
）、
施
食
会

�
�（

八
月
一
六
日
）
手
伝
い
、
歳
末
煤
払
い
（
一
二
月
例
会
後
）

一
、
作　

務�
�

毎
月
第
一
と
第
三
金
曜
、
及
び
第
二
土
曜
に
掃
除
等

　

�【
会
報
誌
】　

一
、『
明
珠
』�（
四
月
八
日
と
一
〇
月
五
日
発
行
）

一
、『
口
宣
』�（
年
一
回
）

　
　
〔
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト　

http://w
w
w
.ryusenin.org/

〕�『
明
珠
』『
口
宣
』�

　
　
　
　
　
　

の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
ご
覧
に
な
れ
ま
す


