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従
容
禄
に
学
ぶ
（
六
三
）

第
四
三
則　

羅ら
ざ
ん
き
め
つ

山
起
滅

〔
示じ　

衆し
ゅ
う〕

衆み
な

に
示
し
て
云い

わ

く
、
還げ

ん

丹た
ん

の
一
粒り

ゅ
うは

、
鉄
に
点つ

け
て
金き

ん

と
成な

す
。
至し

理り

の
一ご

ん言
は
、
凡ぼ

ん

を
転
じ
て
聖し

ょ
うと

成
す
。
若も

し
金
と
鉄
と

は
無お

な
じ二

、
凡
と
聖
と
も
本も

と
同
じ
き
を
知
ら
ば
、
果は

た
し
て然

、
一す

こ
し点

も

也ま

た
用む

よ

う
不
著
と
な
ら
ん
。
且さ

道て

、
是こ

れ
は
那い

か
なる

一い
ち
ご
ん点

ぞ
？

〔
本　

則
〕

挙と
り
あぐ
、
羅ど

う
か
ん山
、
巌ぜ

ん
か
つ頭
に
問
う
、「
起も

う
ね
ん
の
と
ま
ら

滅
不
停
ぬ
時
は
如い

か何
ん
？
」

（
金か

た
い
も
の剛と
泥や

わ
い
ひ
と人と
が
背
を
摺す

る
。）
頭
、
咄し

か

っ
て
云
わ
く
（
星
落
ち

雲
散ち

る
。）「
是
れ
誰
が
起
滅
す
！
」（
識み

き

得わ

め
れ
ば
冤あ

だ

を
為な

さ
ざ

ら
ん
。）

今
回
の
一
則
は
、
巌
頭
全ぜ

ん
か
つ奯

（
八
二
八
～
八
八
八
）
と
そ
の
法

嗣
で
あ
る
羅ら

ざ
ん山

道ど
う

閑か
ん

（
生
没
年
不
詳
）
と
い
う
、
唐
末
か
ら
五
代

に
か
け
て
中
国
南
部
の
福
建
省
禅
界
を
風
靡
し
た
両
者
の
問
答
で

あ
り
ま
す
。

両
者
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
ま
す
と
、
ま
ず
巌
頭
は
福
建
省
泉

州
の
出
身
。出
家
し
て
北
方
の
長
安
な
ど
で
教
学
を
学
ん
だ
の
ち
、

南
帰
し
て
雪
峯
・
欽
山
・
仰
山
な
ど
の
禅
哲
に
歴
参
し
、
さ
い
ご

に
湖
南
の
徳
山
宣
鑑
に
参
じ
て
、
そ
の
法
を
嗣
い
だ
。
徳
山
と
い

え
ば
、
唐
末
に
は
臨
済
の
〝
喝
〟
と
並
び
称
さ
れ
た
〝
棒
〟
で
有

名
な
禅
風
の
持
ち
主
で
あ
り
、
青
原
―
石
頭
―
天
皇
―
龍
潭
―
徳

山
と
う
け
る
青
原
下
第
五
世
に
あ
た
る
人
。『
従
容
禄
』
で
は
、

す
で
に
学
ん
だ
第
一
四
則
と
第
二
二
則
の
立
役
者
で
し
た
。
大
陸

最
大
の
洞
庭
湖
畔
に
あ
る
臥
龍
山
（
巌
頭
）
を
根
城
に
し
て
、
大

い
に
宗
風
を
振
っ
て
い
ま
す
。

一
方
の
羅
山
は
、
や
は
り
福
建
省
長
谿
県
の
出
身
。
諸
方
に
行

脚
を
し
、
湖
南
省
の
石
霜
山
慶
諸
の
も
と
で
修
行
し
た
の
ち
、
巌

頭
に
参
じ
て
悟
道
を
し
ま
す
。
閩
国
の
王
が
そ
の
道
誉
を
聞
き
、

福
州
の
羅
山
に
招
い
て
厚
遇
し
ま
し
た
。

『
従
容
禄
』

で
は
、
羅
山
に

つ
い
て
は
本
則

が
唯
一
の
主
人

公
た
る
も
の
で

す
か
ら
、
と
て

も
貴
重
で
あ
り

ま
す
。
ち
な
み
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に
、
本
則
は
羅
山
が
巌
頭
に
質
問
し
た
「
起
滅
不
停

時
」
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
じ
つ
は
、

こ
の
問
い
は
羅
山
が
は
じ
め
て
石
霜
に
参
じ
た
時
に

も
質
問
し
、
石
霜
の
教
え
で
は
契
悟
に
至
ら
ず
、
巌

頭
に
参
じ
て
は
じ
め
て
決
着
で
き
た
の
で
す
。

だ
か
ら
羅
山
に
と
っ
て
は
、「
起
滅
不
停
時
」
は

重
大
な
一
大
因
縁
で
し
た
。
イ
ヤ
、
羅
山
だ
け
で
は

な
く
、
こ
れ
は
求
道
者
す
べ
て
に
と
っ
て
も
切
実
な

問
題
と
い
え
ま
す
。

さ
て
、
ま
ず
万
松
さ
ん
の
〔
示
衆
〕
を
み
ま
す
。

�　
「
道
家
の
霊
薬
た
る
九
還
丹
は
、
一
粒
を
鉄
に

つ
け
る
だ
け
で
金
に
変
え
る
。
同
様
に
至
理
の
一

言
は
凡
夫
を
聖
人
に
す
る
こ
と
が
可
能
。
だ
が
、

金
と
鉄
は
元
来
二
つ
で
は
な
く
、
ま
た
凡
人
も
聖

人
も
本
来
同
一
だ
と
分
か
れ
ば
、
つ
ま
り
は
至
理

の
一
言
な
ど
不
用
だ
ろ
う
。
だ
が
、
至
理
の
一
言

が
何
だ
か
分
か
る
も
の
は
言
っ
て
み
な
。」

こ
ん
な
と
こ
ろ
。
九
還
丹
と
は
道
家
（
仙
家
）
の

妙
薬
。
仙
家
に
は
不
思
議
な
霊
力
や
霊
薬
の
話
が
多

い
で
す
ね
。

人
間
の
欲
望
に
対
す
る
反
面
教
師
か
も
。
と
ま

れ
、こ
の
〔
示
衆
〕
は
表
面
的
に
は
わ
か
り
や
す
い
。

そ
れ
は
〔
本
則
〕
が
や
さ
し
い
か
ら
で
す
。〔
本
則
〕

は
公
案
の
中
心
。
だ
か
ら
そ
の
〔
本
則
〕
の
前
後
を

な
す
状
況
や
当
事
者
の
心
境
な
ど
、
枝
葉
の
部
分
は

切
り
取
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
枝

葉
の
部
分
に
重
要
な
部
分
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。

本
則
は
そ
の
典
型
で
、
羅
山
が
石
霜
か
ら
「
起
滅

不
停
時
」
で
決
着
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
実
は
重

要
な
伏
線
を
な
し
て
い
る
の
で
す
。

本
則
の
語
句
は
平
易
で
す
が
、
羅
山
の
問
い
に
対

す
る
巌
頭
の
教
え
は
、
言
語
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
迫

力
と
手
き
び
し
さ
で
し
た
。

「
ど
こ
に
起
滅
な
ど
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
の

か
！
」と
。
万
松
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
は
、〝
起
〟と〝
滅
〟

と
は
本
来
的
に
並
立
で
き
な
い
ん
だ
、
そ
れ
を
教
え

た
巌
頭
の
迫
力
で
雲
は
散
り
去
っ
た
、と
適
確
で
す
。

つ
ま
り
、「
起
」
と
「
滅
」
と
を
別
々
に
思
う
の
は

二
念
を
抱
く
こ
と
。
こ
の
二
念
を
離
れ
な
け
れ
ば
ダ

メ
な
の
で
す
ね
。

私
た
ち
は
坐
禅
中
に
妄
念
（
雑
念
）
が
起
こ
る
。

こ
れ
を
打
消
す
。
ま
た
起
こ
る
。
打
消
す
。
残
念
な

が
ら
、
ふ
つ
う
は
、
そ
の
連
続
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
た
し
か
に
、
妄
念
が
起
こ
る
の
は
よ
い
は
ず
が

な
い
。
で
す
が
、
い
っ
た
い
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
な

く
し
た
状
態
な
ら
ば
ベ
ス
ト
な
の
で
し
ょ
う
か
。

道
元
さ
ま
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
お
い
て
は
、

「
心
意
識
の
運
転
を
停
め
」「
念
想
観
の
測
量
を
止
め
」

な
さ
い
、
と
お
っ
し
ゃ
る
。

要
す
る
に
、
心
の
あ
ら
ゆ
る
は
か
ら
い
を
投
げ
捨

て
て
、
た
だ
坐
禅
と
い
う
正
身
端
坐
の
仏
行
に
す
っ

か
り
ま
か
せ
な
さ
い
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
云
う
は
易
く
行
い
難
い
の
が
現
実
。

そ
こ
で
不
断
の
継
続
で
あ
り
精
進
で
す
。
起
滅
な
ど

に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
ず
、
た
だ
た
だ
精
進
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

巌頭も羅山も何度か訪れたはずの泉州開元寺の大雄宝殿
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御
老
師
、
眼
蔵
会
で
講
義

新
年
会
の
席
上
、
御
老
師
か
ら
「
眼
蔵
会
で
講
義

を
し
ま
す
」
と
の
発
表
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

永
平
寺
で
は
一
〇
〇
年
以
上
「
眼
蔵
会
」
が
行
わ

れ
、
そ
こ
で
は
全
国
の
雲
水
な
ど
に
『
正
法
眼
蔵
』

を
講
義
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
六
月
と
一
〇
月
か
ら

一
一
月
に
か
け
、
各
十
日
間
行
わ
れ
、
私
が
講
義
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た.

。
当
初
、
辞
退
し
て
佐
々

木
宏
幹
先
生
に
も
お
伺
い
し
ま
し
た
が
、「
是
非
や

れ
」
と
の
こ
と
で
お
引
き
受
け
し
ま
し
た
。

梅
花
講
が
活
動
停
止

永
年
、
龍
泉
院
の
各
種
行
事
を
裏
方
と
し
て
支
え

て
き
た
「
梅
花
講
」
が
第
三
六
回
の
成
道
会
を
最
後

に
「
講
」
と
し
て
の
活
動
を
停
止
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
最
盛
期
二
五
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、
近
年
は
高
齢
化
で
減
少
す
る
一
方
で
し
た
。
今

回
の
成
道
会
で
は
七
人
が
参
加
、
会
を
盛
り
上
げ
て

く
れ
ま
し
た
。
こ
の
活
動
停
止
に
つ
い
て
御
老
師
は

こ
う
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

梅
花
講
の
方
々
に
は
こ
れ
ま
で
素
晴
ら
し
い
お
唱

え
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。
二
〇
数
年
、
続
い
て
き
ま

し
た
が
、
今
回
が
最
後
と
な
り
ま
す
。
講
員
の
方
々

が
高
齢
に
な
り
、
こ
れ
以
上
「
梅
花
講
」
と
い
う
形

で
は
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。
誠
に

残
念
で
寂
し
い
限
り
で
す
。

梅
花
講
は
こ
れ
ま
で
三
仏
忌
に
参
加
さ
れ
、
信
仰

を
高
め
、華
や
か
さ
を
加
え
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

バ
ス
に
乗
っ
て
外
部
の
各
種
の
催
し
に
も
参
加
さ

れ
、「
龍
泉
院
の
梅
花
講
は
素
晴
ら
し
い
」と
言
わ
れ
、

龍
泉
院
の
名
を
高
め
て
く
れ
ま
し
た
。

た
だ
、
物
事
に
は
け
じ
め
が
あ
り
ま
す
。
今
後
も

個
人
的
な
お
唱
え
は
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
若
い

人
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
る
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
。

皆
様
の
健
康
を
念
じ
い
た
し
ま
す
。

御
老
師
が
引
退
を
表
明

平
成
三
〇
年
一
二
月
二
日
、
成
道
会
終
了
後
の
茶

話
会
で
、
御
老
師
か
ら
「
龍
泉
院
の
住
職
を
引
退
す

る
」
と
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
理
由
は
「
高
齢
化

で
体
が
衰
え
た
」
と
、
言
う
も
の
で
す
。
た
だ
、
時

期
は
未
定
で
す
。
主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

龍
泉
院
の
住
職
に
な
っ
て
六
一
年
、
い
ま
が
潮
時

と
考
え
ま
し
た
。
次
の
住
職
に
寺
を
譲
り
、
寺
男
に

な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
二
棟
の
建
物
を
建
て
、
一

つ
は
東
堂
（
隠
居
）
と
し
、
二
つ
目
は
宝
蔵
に
し
ま

す
。
檀
家
の
方
々
に
は
既
に
伝
え
て
あ
り
ま
す
。

参
禅
会
、
成
道
会
な
ど
は
今
後
も
続
け
、
一
緒
に

や
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
新
住
職
の
考
え

で
い
く
ら
か
変
わ
る
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。

最
近
、
健
康
診
断
を
行
い
、
昨
年
一
一
月
二
八
日

に
結
果
を
見
ま
し
た
が
、
す
べ
て
正
常
で
し
た
。
た

だ
、高
齢
化
で
物
忘
れ
が
進
み
、目
も
口
も
悪
く
な
っ

て
い
ま
す
。
六
一
年
間
、微
力
を
尽
く
さ
せ
て
頂
き
、

参
禅
会
も
四
七
年
、成
道
会
も
三
六
回
行
え
ま
し
た
。

こ
れ
も
皆
様
の
お
か
げ
で
す
。
人
は
万
物
に
よ
っ
て

活
か
さ
れ
ま
す
。自
分
は
皆
様
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
、

活
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
る

と
と
も
に
、
皆
様
に
は
一
層
の
精
進
を
重
ね
て
欲
し

い
と
思
い
ま
す
。

最後の梅花講
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献
本
法
要
を
実
施

『
や
さ
し
く
読
む
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』

平
成
三
〇
年
九
月
二
三
日
。
午
前
一
〇
時
半
か
ら

約
一
時
間
、
本
堂
で
、『
や
さ
し
く
読
む
参
同
契
・

宝
鏡
三
昧
』
献
本
法
要
が
営
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
要
に
は
参
禅
会
会
員
三
〇
名
と
御
老
師
、

禁
煙
を
訴
え
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
巣
鴨
高
岩
寺
の
住

職
来
馬
明
規
師
が
参
加
、
と
ど
こ
お
り
な
く
行
わ
れ

ま
し
た
。

殿
鐘
三
会
の
中
、
一
同
が
入
場
。
導
師
の
御
老
師

に
合
わ
せ
て
一
同
が
三
拝
、
御
老
師
が
焼
香
を
行
っ

た
後
、
全
員
で
『
般
若
心
経
』
を
唱
え
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
回
向
、
御
老
師
が
法
要
の
趣
旨
を
述
べ
ら
れ

た
後
、
全
員
で
『
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』
を
諷
誦
、

そ
の
間
に
焼
香
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
回
向
、
御
老
師
に
合
わ
せ
て
全
員
が
三

拝
、御
老
師
に
よ
る「
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
に
つ
い
て
」

の
法
話
が
あ
り
、
無
事
、
法
要
は
円
成
し
ま
し
た
。

法
要
後
、
大
悲
殿
で
茶
話
会
が
行
わ
れ
、
一
二
時

半
に
す
べ
て
の
行
事
を
終
え
ま
し
た
。

御
老
師
の
法
話
は
次
の
通
り
で
す
。

『
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』
に
つ
い
て
の
解
説
書
は
、

参
禅
会
創
立
四
五
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
出

す
こ
と
に
な
り
、
な
ん
と
な
く
私
が
書
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
出
版
が
遅
れ
て
申
し

訳
あ
り
ま
せ
ん
。
出
版
に
当
た
っ
て
は
五
十
嵐
さ
ん

と
清
水
さ
ん
に
大
変
な
御
苦
労
を
お
か
け
し
ま
し

た
。ま

た
、
小
畑
節
朗
さ
ん
に
は
素
晴
ら
し
い
「
は
し

が
き
」
を
書
い
て
頂
き
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

『
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』
の
解
説
書
を
記
念
事
業

に
し
た
の
は
、「
御
縁
の
あ
る
方
に
さ
し
上
げ
よ
う
」

と
考
え
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

出
版
し
た
大
法
輪
閣
か
ら
四
〇
〇
部
を
頂
き
ま
し

た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
本
を
購
入
、
そ
の
費
用
は
参

禅
会
と
匿
名
の
方
に
負
担
し
て
頂
き
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
本
は
龍
泉
院
に
頂
き
ま

す
。『

参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』
に
つ
い
て
は
、
本
を
お

読
み
頂
け
れ
ば
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

禅
に
関
す
る
漢
詩
で
す
。

『
参
同
契
』
は
唐
中
期
の
石
頭
希
遷
禅
師
が
書
か

れ
、「
回
互
（
え
ご
）
が
な
け
れ
ば
自
然
も
人
間
も

社
会
も
調
和
を
保
て
な
い
。
そ
れ
を
目
指
そ
う
」
と

い
う
思
想
で
す
。

『
宝
鏡
三
昧
』
は
そ
れ
よ
り
約
一
〇
〇
年
後
、『
参

同
契
』
を
参
照
し
て
新
し
い
思
想
を
込
め
、
洞
山
良

价
禅
師
に
よ
っ
て
書
か
れ
ま
し
た
。

「
天
地
・
宇
宙
・
大
自
然
は
真
実
を
か
な
え
て
い
る
。

す
べ
て
が
現
実
に
行
わ
れ
て
お
り
『
理
論
と
実
践
は

一
致
し
な
け
れ
ば
ダ
メ
』」
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て

い
ま
す
。

曹
洞
宗
で
は
『
般
若
心
経
』、『
修
証
義
』
が
多
く

唱
え
ら
れ
ま
す
が
、祖
師
や
開
山
の
法
要
の
時
は『
参

同
契
・
宝
鏡
三
昧
』
を
唱
え
ま
す
。

『
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』
の
解
説
書
は
山
ほ
ど
あ

り
ま
す
。
お
こ
が
ま
し
い
と
は
思
い
ま
し
た
が
「
書

い
て
欲
し
い
」
と
の
要
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
執

筆
し
ま
し
た
。
読
ん
で
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば

幸
い
で
す
。

やさしく読む参同契・宝鏡三昧
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坐
禅
普
及
委
員
会
か
ら
の
報
告

七
月
の
定
例
参
禅
会
の
後
、
新
し
い
会
員
八
名
と

坐
禅
普
及
委
員
と
の
懇
談
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
新
し

い
会
員
か
ら
は
坐
禅
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
個
人
指

導
体
制
、
提
唱
テ
キ
ス
ト
、
禅
に
関
す
る
推
薦
図
書

な
ど
、
様
々
な
要
望
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

坐
禅
普
及
委
員
会
で
は
こ
れ
ら
の
声
を
検
討
し
、

新
入
会
員
に
対
応
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
御
提
唱

の
テ
キ
ス
ト
管
理
も
年
番
幹
事
が
配
慮
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
新
し
い
会
員
の
声
は
な
か
な
か
古
参
の

会
員
に
は
届
き
に
く
い
の
で
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な

懇
談
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

四
五
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
出
版
し
た

『
や
さ
し
く
読
む
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』
に
つ
い
て
、

大
法
輪
閣
か
ら
配
布
さ
れ
た
四
〇
〇
冊
を
参
禅
会

員
に
七
〇
冊
、
永
平
寺
に
一
七
五
冊
、
總
持
寺
に

一
五
〇
冊
、
マ
ス
コ
ミ
に
五
冊
進
呈
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
他
、
小
畑
代
表
が
一
〇
〇
冊
購
入

さ
れ
、
有
志
の
方
々
に
進
呈
さ
れ
ま
し
た
。

両
本
山
に
は
九
月
末
に
宅
配
便
で
送
付
い
た
し
ま

し
た
。
特
に
永
平
寺
で
は『
傘
松
』一
一
月
号
に
、『
や

さ
し
く
読
む
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』
が
写
真
入
り
で

紹
介
さ
れ
、
役
寮
大
衆
に
配
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
し
た
。『
や
さ
し
く
読
む
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』

と
同
封
し
て
、
奈
良
康
明
先
生
が
平
成
八
年
の
参
禅

会
二
五
周
年
記
念
事
業
で
講
演
さ
れ
た
「
私
っ
て
な

ん
で
し
ょ
う
」
の
講
演
録
も
お
送
り
し
ま
し
た
。

『
傘
松
』
の
編
集
後
記
に
、
奈
良
先
生
が
講
演
で

「
死
」
に
つ
い
て
思
い
の
丈
を
語
ら
れ
た
箇
所
が
、

普
段
先
生
か
ら
お
聴
き
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
特
別
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
有
難
い
こ

と
で
す
。

坐
禅
体
験
会
は
三
回
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
〇
月

二
一
日
に
柏
市
国
際
交
流
協
会
主
催
の
外
国
人
坐
禅

体
験
会
が
行
わ
れ
、
外
国
人
と
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
合

わ
せ
て
一
六
名
が
来
山
し
ま
し
た
。

一
二
時
四
五
分
か
ら
小
畑
代
表
の
挨
拶
と
坐
禅
全

般
の
説
明
、
続
い
て
五
十
嵐
さ
ん
か
ら
調
身
・
調
息
・

調
心
の
説
明
が
あ
り
、
そ
の
後
、
坐
禅
堂
に
移
動
し

て
、
坐
禅
指
導
係
一
名
の
両
側
に
外
国
人
一
名
と
日

本
人
ス
タ
ッ
フ
一
名
を
配
置
し
、
坐
禅
を
し
な
が
ら

の
指
導
方
法
を
と
り
ま
し
た
。
坐
禅
後
は
大
悲
殿
に

移
動
し
て
茶
話
会
と
な
り
ま
し
た
。

茶
話
会
で
は
外
国
人
か
ら
「
坐
禅
堂
で
は
何
故
靴

下
を
ぬ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
か
、「
坐

禅
堂
で
は
線
香
が
な
い
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
」
な
ど
、
普
段
我
々
が
思
い
つ
か
な
い
質
問
が
出

外国人坐禅体験会

外国人坐禅体験会
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て
、
答
え
に
窮
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

一
〇
月
二
七
日
に
は
開
智
国
際
大
学
学
園
祭
で
坐

禅
体
験
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
午
前
八
時
に
大

学
に
集
合
し
、
会
場
と
な
る
茶
室
で
坐
禅
会
場
の
設

営
を
行
い
ま
し
た
。

昨
年
は
会
場
が
教
室
な
の
で
ビ
ニ
ー
ル
タ
イ
ル
の

上
に
絨
毯
を
敷
い
て
行
い
ま
し
た
が
、
坐
禅
会
場
と

し
て
は
余
り
ふ
さ
わ
し
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。今
年
は
茶
室
な
の
で
畳
に
坐
る
こ
と
が
で
き
、

し
か
も
、
床
の
間
に
達
磨
さ
ん
の
掛
軸
を
掛
け
る
な

ど
、
坐
禅
に
は
最
適
な
会
場
を
設
営
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

一
一
月
二
九
日
に
は
開
智
国
際
大
学
教
養
学
部
古

賀
ゼ
ミ
の
先
生
と
学
生
計
六
名
が
来
山
さ
れ
ま
し
た
。

午
後
三
時
半
か
ら
小
畑
代
表
の
挨
拶
と
坐
禅
全
般
の

説
明
の
後
、
坐
禅
堂
に
移
動
し
て
、
六
人
の
坐
禅
指

導
係
が
一
人
ず
つ
指
導
し
ま
し
た
。
二
〇
分
間
の
坐

禅
二
炷
と
五
分
間
の
経
行
を
行
っ
た
後
、
大
悲
殿
に

移
動
し
て
御
老
師
の
法
話
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

大
悲
殿
を
椅
子
席
に

最
近
は
畳
に
坐
る
こ
と
が
で
き
な
い
高
齢
者
が
多

く
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
龍
泉
院
で
は
大
悲
殿
に

新
し
く
机
と
椅
子
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
御
老
師
の
指
示
で
、
参
禅
会
の
提
唱
の
時
で
も

法
要
の
後
で
も
、対
応
で
き
る
よ
う
な
机
と
椅
子
を
、

カ
タ
ロ
グ
か
ら
選
び
ま
し
た
。
検
討
の
結
果
、
机
を

一
八
脚
、
椅
子
を
六
〇
個
、
さ
ら
に
講
師
用
の
机
を

一
脚
購
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

大
悲
殿
に
設
置
さ
れ
る
机
と
椅
子
の
配
置
に
つ
い

て
検
討
、
参
禅
会
の
時
は
教
室
ス
タ
イ
ル
で
、
机
を

横
三
列
・
縦
五
列
に
配
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

普
段
は
机
を
横
に
三
つ
繋
げ
た
も
の
を
二
列
並
べ

る
ス
タ
イ
ル
と
、
八
個
を
ロ
の
字
型
ス
タ
イ
ル
に
並

べ
た
二
種
類
で
配
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
な

お
、
成
道
会
の
時
は
大
き
く
コ
の
字
型
ス
タ
イ
ル
で

配
置
し
ま
す
。

一
夜
接
心
を
一
日
に

毎
年
六
月
に
行
わ
れ
る
一
夜
接
心
の
参
加
者
が

年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
夜
接
心
に
替
わ

る
新
し
い
行
事
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
結
果
、
二
日
に
渡
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
一

夜
接
心
は
、
宿
泊
を
な
く
し
、
一
日
の
み
で
行
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

午
前
に
坐
禅
二
炷
と
禅
講
、
中
食
を
挟
ん
で
午
後

に
は
坐
禅
二
炷
と
禅
講
と
茶
話
会
を
行
う
方
向
で
検

討
中
で
す
。
な
お
、
午
前
の
部
の
み
、
午
後
の
部
の

み
の
参
加
で
も
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

古賀ゼミの坐禅体験会

椅子席になった大悲殿
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荒
除
け
観
音

　
　
　
　

   　
　
　

取
手
市　

近
江　

礼
子

毎
年
九
月
一
日
、
大
悲
殿
の
百
観
音
堂
前
で
、
千

葉
県
観
音
太
鼓
保
存
会
に
よ
り
、
荒
除
け
観
音
が
開

か
れ
て
い
る
。
小
畑
代
表
の
御
紹
介
で
見
学
出
来
た

の
で
、
報
告
し
た
い
。

一　

風
祭
り

か
つ
て
、
例
年
、
二
百
十
日
に
当
た
る
九
月
一
日

頃
、
台
風
に
よ
る
農
作
物
の
害
を
防
ぐ
た
め
全
国
的

に
風
祭
り
が
行
な
わ
れ
た
。
風
祭
り
は
、
風
日
待
、

風
祈
祷
、
風
防
ぎ
、
荒
れ
日
の
神か

み
ご
と事

な
ど
と
呼
ば
れ
、

人
々
が
寺
社
や
寮
に
参
籠
し
て
風
除
け
を
祈
祷
し
た

り
、
念
仏
を
唱
え
た
り
す
る
。

富
山
県
富
山
市
八
尾
町
の
「
お
わ
ら
風
の
盆
」
は

良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
柏
市
泉
で
は
、
古
く
か
ら

「
荒
除
け
観
音
」
と
、
呼
ん
で
い
た
と
い
う
。

二　

千
葉
県
観
音
太
鼓
保
存
会
と
龍
泉
院

荒
除
け
観
音
は
、
龍
泉
院
の
行
事
で
は
な
く
、
保

存
会
の
行
事
。
柳
戸
の
飯
田
喜
久
雄
氏
が
会
長
を
務

め
、
六
十
代
か
ら
八
十
代
の
男
性
六
名
、
女
性
一
〇

名
の
計
一
六
名
で
組
織
さ
れ
、
毎
月
第
三
土
曜
日
午

後
七
時
か
ら
、
観
音
経
読
誦
の
練
習
を
し
て
い
る
。

百
観
音
堂
に
は
、
龍
泉
院
二
五
世
鉄
眼
和
尚

が
周
辺
二
四
カ
村
に
呼
び
掛
け
て
、
天
保
一
〇
年

（
一
八
三
九
年
）
に
建
立
し
た
西
国
・
秩
父
・
坂
東
観

音
霊
場
の
観
音
石
像
一
〇
〇
体
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
降
、
周
辺
村
々
に
普
門
品
講
が
組
織
さ
れ

た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
山
門
左
前
に
は
石
塔
「
普

門
品
拾
万
巻
供
養
塔
」「
嘉
永
三
庚
戌
年
十
月
廿
一

日　

当
山
二
拾
六
世
隠
山
顕
之
叟
」
が
建
ち
、
台
石

正
面
に
は
「
講
中
」、
そ
の
左
右
に
は
手
賀
沼
周
辺

の
三
六
カ
村
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

保
存
会
の
前
身
は
千
葉
県
沼
南
町
観
音
太
鼓
保
存

会
で
、
平
成
一
七
年
に
沼
南
町
の
名
を
削
り
、
現
在

の
名
称
と
な
っ
た
。
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
は
旧
沼
南

町
の
各
集
落
に
普
門
品
講
が
あ
っ
た
が
、
講
員
が
少

な
く
な
り
、
沼
南
町
全
体
で
一
つ
の
講
と
な
り
、
昭

和
六
〇
年
頃
に
観
音
太
鼓
保
存
会
と
改
称
し
た
。　
　

三　

荒
除
け
観
音

午
前
九
時
、
男
性
五
名
と
女
性
八
名
が
大
悲
殿
に

集
合
。
百
観
音
堂
の
扉
を
全
開
し
、
前
に
横
九
枚
、

左
後
ろ
に
四
枚
の
座
布
団
を
敷
き
、
前
列
中
央
前
と

右
端
に
は
大
太
鼓
二
台
、
そ
の
左
右
両
脇
と
後
ろ
に

は
小
太
鼓
（
ツ
ケ
太
鼓
）
一
〇
台
を
置
い
た
。
前
の

祭
壇
に
は
、
蝋
燭
・
香
炉
・
花
・
御
神
酒
、
御
老
師

が
版
木
か
ら
摺
っ
た
御
札
二
〇
枚
が
載
っ
て
い
た
。

御
札
は
上
部
に
「
西
国
秩
父
坂
東
」、
右
に
「
下

総
国
相
馬
郡
泉
邑
天
徳
山
龍
泉
禅
寺
」、
左
に
「
板

木
施
主
同
国
同
郡
若
白
毛
邑
講
中
」
と
あ
り
、

一
〇
〇
体
の
観
音
像
が
摺
ら
れ
て
い
る
。

午
前
一
〇
時
、「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
と
あ
る
白
衣

を
着
て
、
輪
袈
裟
を
着
け
、
予
行
練
習
が
始
ま
っ
た
。

大
太
鼓
の
撥
は
二
本
、
小
太
鼓
は
撥
一
本
で
あ
る
。

午
前
一
一
時
半
過
ぎ
、緊
張
感
漂
う
厳
粛
な
中
で
、

次
の
順
で
荒
除
け
観
音
が
始
ま
っ
た
。
経
本
は
『
妙

法
蓮
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
』。

・
懺
悔
文

・
開
経
偈

・
観
音
経「
妙　

法
蓮
華
経
」

の
第
二
五

「
観
世
音
菩

薩
普
門
品
」

の
独
立
し
た

も
の
で
、「
普

門
品
」
と
も

い
う
。

・
祈
願
文

・
般
若
心
経

・
本
尊
真
言　

百
観
音
堂
の
本
尊
聖
観
音
の
真
言

・
回
向
文
（
普
回
向
）　
「
願
以
此
功
徳　

普
…
」

午
前
一
一
時
五
〇
分
、
会
長
の
「
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
」
の
挨
拶
で
、
荒
除
け
観
音
は
滞
り
な

く
済
ん
だ
。
時
間
は
一
二
、三
分
で
あ
っ
た
。

荒除け観音
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開
智
国
際
大
学
で
坐
禅
体
験
会

昨
秋
に
続
き
、
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
七
日
、
柏

市
の
開
智
国
際
大
学
の
学
園
祭
「
柏
学
祭
」
に
東
葛

坐
禅
ク
ラ
ブ
と
し
て
参
加
、
一
〇
時
か
ら
一
六
時
ま

で
出
張
坐
禅
体
験
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

一
〇
時
か
ら
坐
禅
体
験
会
が
始
ま
り
、
午
後
四
時

ま
で
に
二
二
名
（
男
性
八
名
、
女
性
一
一
名
、
子
供

三
名
、
そ
の
う
ち
大
学
の
先
生
四
名
）
の
参
加
が
あ

り
、
中
に
は
昨
年
に
続
い
て
二
回
目
の
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

坐
禅
は
一
五
分
間
で
し
た
が
、
足
が
し
び
れ
た
り

痛
く
な
っ
て
一
〇
分
で
や
め
る
人
も
い
れ
ば
、
一
五

分
で
は
短
す
ぎ
る
と
い
う
人
も
い
ま
し
た
。

特
筆
す
べ
き
は
、
母
親
と
一
緒
に
坐
っ
た
小
さ
な

お
子
さ
ん
の
非
常
に
素
晴
ら
し
い
坐
相
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
で
す
。

そ
の
後
ろ
姿
を
見
て
、
日
本
人
の
将
来
も
捨
て
た

も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

参
加
者
の
感
想
と
し
て
は
、「
普
段
忙
し
い
の
で

静
か
に
呼
吸
に
集
中
す
る
時
間
を
持
て
て
良
か
っ

た
」、「
心
が
落
ち
着
き
す
っ
き
り
し
た
」、「
足
は
痛

か
っ
た
が
よ
い
経
験
を
し
た
」
と
の
各
種
の
声
に
接

し
ま
し
た
。

文
化
人
類
学
者
で
、
イ
ン
ド
文
化
研
究
が
ご
専
門

の
古
賀
万
由
里
先
生
も
昨
年
に
続
き
参
加
さ
れ
ま
し

た
。古

賀
先
生
は
、
禅
に
興
味
を
持
っ
て
お
ら
れ
、
当

日
、
先
生
か
ら
、「
是
非
龍
泉
院
禅
堂
で
の
坐
禅
と

椎
名
老
師
の
法
話
も
聞
き
た
い
」
と
の
要
望
が
あ

り
、
一
一
月
二
九
日
古
賀
ゼ
ミ
生
五
名
と
共
に
訪
問

さ
れ
、
坐
禅
体
験
会
が
実
現
し
ま
し
た
。

そ
の
他
の
先
生
の
中
で
も
龍
泉
院
で
の
坐
禅
体
験

会
に
興
味
を
示
さ
れ
た
方
も
お
ら
れ
、
今
後
、
学
生

を
含
め
、
禅
に
触
れ
て
頂
く
機
会
を
設
け
る
よ
う

フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

古
賀
ゼ
ミ
生
が
上
山

平
成
三
〇
年
一
一
月
二
九
日
午
後
三
時
半
、
開
智

国
際
大
学
の
古
賀
万
由
里
先
生
と
ゼ
ミ
生
五
人
が
上

山
、
坐
禅
を
組
み
ま
し
た
。
一
〇
月
二
七
日
に
開
智

国
際
大
学
で
開
か
れ
た
学
園
祭
で
清
水
さ
ん
が
古
賀

先
生
に
話
さ
れ
、
そ
れ
が
奏
功
し
た
も
の
で
す
。

小
畑
代
表
の
説
明
後
、
雲
堂
に
入
り
、
坐
禅
二
〇

分
、
経
行
五
分
、
坐
禅
二
〇
分
を
行
い
、
そ
の
後
大

悲
殿
に
戻
り
、
御
老
師
の
講
話
の
後
、
茶
話
会
を
行

い
ま
し
た
。
当
日
は
参
禅
会
員
八
人
が
参
加
、
一
対

一
と
い
う
豪
華
な
坐
禅
指
導
と
な
り
ま
し
た
。
坐
禅

で
は
足
を
組
み
に
く
い
人
も
い
ま
し
た
が
、
最
後
ま

で
頑
張
り
ま
し
た
。

茶
話
会
で
学
生
か
ら「
足
が
痛
か
っ
た
が
、終
わ
っ

た
後
気
持
ち
が
よ
く
な
っ
た
」、「
幸
せ
に
な
る
に
は

い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
り
、
坐
禅
も
そ
の
ひ
と
つ
。

勉
強
し
た
い
」
と
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

古
賀
先
生
の
感
想

二
〇
一
八
年
一
一
月
二
九
日
（
木
）、「
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
Ⅲ
（
文
化
人
類
学/

古
賀
万
由
里
講
師
）」
の
授

業
の
一
環
と
し
て
、
柏
市
泉
に
あ
る
曹
洞
宗
天
徳
山

龍
泉
院
の
禅
堂
で
坐
禅
の
体
験
を
行
い
ま
し
た
。

当
日
は
参
禅
会
の
方
々
に
ご
指
導
頂
き
、
坐
禅

古賀ゼミとの茶話会
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（
二
〇
分
）、
経
行
（
五
分
）、
坐
禅
（
二
〇
分
）
を

行
っ
た
後
、
住
職
・
椎
名
老
師
の
法
話
を
聴
き
ま
し

た
。
自
我
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
幸
せ
に
な

れ
な
い
の
で
、
呼
吸
と
姿
勢
を
整
え
、
心
を
散
乱
さ

せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
と
伺
い
ま
し
た
。
慣
れ
な
い
姿
勢
に
足
の
痛
み
が

生
じ
た
人
も
い
ま
し
た
が
、
禅
文
化
に
触
れ
、
普
段

と
は
異
な
っ
た
平
穏
さ
を
感
じ
る
貴
重
な
ひ
と
と
き

と
な
り
ま
し
た
。（
開
智
国
際
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
転
載
）

外
国
人
坐
禅
体
験
会
に
同
席
し
て

我
孫
子
市　

小
畑　

二
郎

一
〇
月
二
一
日
、
柏
市
国
際
交
流
協
会
の
有
志
に

よ
る
坐
禅
体
験
会
に
同
席
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
参

加
者
の
皆
様
は
、
指
導
す
る
必
要
も
な
い
ぐ
ら
い
熱

心
に
坐
禅
に
精
進
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
に
と
っ

て
外
国
人
に
対
す
る
坐
禅
指
導
は
二
度
目
で
し
た

が
、
今
回
も
静
か
な
時
間
を
共
に
過
ご
す
悦
び
を
味

わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
ド

イ
ツ
人
の
青
年
に
よ
る
茶
話
会
で
の
発
言
で
し
た
。

こ
の
青
年
は
、
禅
宗
の
僧
侶
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
人

の
ネ
ル
ケ
ル
氏
と
同
様
に
、「
自
分
の
生
き
る
意
味

を
求
め
て
坐
禅
を
体
験
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
」
と

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
青
年
の
悩
み
に

対
し
て
、「
タ
メ
坐
禅
で
は
だ
め
だ
」
と
頭
か
ら
退

け
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
答
え
て
あ
げ
た
ら

よ
い
の
か
と
後
で
思
案
し
ま
し
た
。

そ
の
時
は
、
小
畑
代
表
に
勧
め
ら
れ
、
英
文
の�

SO
T
O
�ZEN

と�H
eart�of�Zen

を
差
し
上
げ
た
と

こ
ろ
、
青
年
は
た
い
そ
う
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

今
後
は
、
各
国
共
通
の
こ
の
よ
う
な
青
年
の
悩
み

に
対
し
て
、
何
ら
か
の
助
言
の
で
き
る
よ
う
に
し
た

い
も
の
だ
と
、
反
省
し
ま
し
た
。

比
較
的
新
し
い
会
員
と
懇
談

平
成
三
〇
年
七
月
二
三
日
の
酷
暑
の
日
、
約
一
時

間
、
比
較
的
新
し
く
参
禅
を
始
め
た
八
人
の
方
か
ら

入
会
の
動
機
、
要
望
な
ど
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
結

果
は
次
の
通
り
で
す
。

［
各
人
の
話
］

・
寺
宝
展
を
見
て
入
会
し
ま
し
た
。
こ
の
ペ
ー
ス
で

続
け
て
い
き
た
い
。

・
Ｊ
・
Ｃ
Ｏ
Ｍ
を
見
て
入
会
し
ま
し
た
。
不
満
も
な

く
楽
し
い
。
た
だ
、
坐
禅
が
自
己
流
に
な
っ
て
い
る

か
心
配
。
指
導
者
に
聞
い
て
み
た
い
。

・
作
務
に
参
加
出
来
な
い
の
が
心
苦
し
い
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
て
入
会
し
ま
し
た
。
定
年

が
間
近
。
定
例
会
し
か
出
ら
れ
ず
積
極
的
な
参
加
は

で
き
な
い
。
坐
禅
は
終
わ
っ
た
後
、
さ
わ
や
か
。
一

夜
接
心
は
半
日
参
加
し
た
が
、
よ
か
っ
た
。

・
坐
禅
に
漠
然
と
し
た
興
味
を
も
っ
て
い
た
。
息
子

も
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
を
知
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
調
べ
、
入
会
し
ま
し
た
。

・
世
の
中
は
物
質
的
な
こ
と
に
重
点
を
置
き
す
ぎ
ま

す
。
目
に
見
え
な
い
も
の
が
分
か
ら
な
い
と
人
を
傷

つ
け
て
し
ま
い
ま
す
。
坐
禅
を
し
て
「
よ
い
面
と
悪

い
面
の
両
方
を
認
め
な
い
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
な
っ

て
し
ま
う
」
と
分
か
り
ま
し
た
。

雲堂で坐禅する参加者
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・
前
か
ら
坐
禅
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
い

ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
の
で
行
事
な
ど
に
は
参
加
出
来

に
く
い
の
で
す
が
、
決
め
た
日
は
坐
禅
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

・
先
月
初
め
て
参
加
し
ま
し
た
。
来
年
六
〇
歳
に
な

る
が
、
芯
が
ぶ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
坐
禅
を
始
め
ま

し
た
。

【
要
望
】

・
坐
禅
の
個
人
指
導
を
し
て
欲
し
い
。

・
仏
教
の
入
門
書
な
ど
教
え
て
欲
し
い
。

・
坐
禅
の
時
、
足
が
痛
く
な
ら
な
い
秘
訣
は
？

・
御
老
師
の
テ
キ
ス
ト
を
前
回
、
現
在
、
次
回
の
三

部
、
配
っ
て
欲
し
い
。

・
困
っ
た
と
き
、
だ
れ
と
話
し
た
ら
よ
い
か
教
え
て

欲
し
い
。

・
御
老
師
と
の
話
し
合
い
の
場
が
あ
っ
た
ら
よ
い
。

・
自
由
参
禅
の
時
も
警
策
を
し
て
欲
し
い
。

・
行
事
の
一
覧
表
を
新
人
に
も
配
っ
て
欲
し
い
。

　
　
　
　

◇　
　
　

◇

「
楽
し
い
」
と
い
う
話
が
多
か
っ
た
。
不
満
は
あ

ま
り
な
か
っ
た
。
来
な
く
な
っ
た
人
を
対
象
に
こ
の

よ
う
な
会
を
開
く
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な

お
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
設
け
て
欲
し

い
」
と
ほ
ぼ
全
員
が
希
望
し
ま
し
た
。

第
三
六
回
成
道
会

焚
き
火
の
跡
を
残
し
、
き
れ
い
に
掃
き
整
え
ら
れ

た
門
前
。
つ
げ
の
緑
と
ど
う
だ
ん
つ
つ
じ
の
赤
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
の
境
内
。
薄
曇
り
で
風
の
な
い
平
成

三
〇
年
一
二
月
二
日
、
第
三
六
回
成
道
会
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

報
恩
の
坐
禅
二
炷
を
組
ん
だ
後
、
梅
花
講
の
御
詠

歌
に
迎
え
ら
れ
、
威
儀
を
正
し
た
法
要
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

成
道
会
の
後
、
次
の
よ
う
な
問
答
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

刑
部
：�

非
思
量
の
「
自
己
本
来
の
面
目
」
を
黙
々
と

行
う
に
は
。

御
老
師
： 

た
だ
坐
る
。
そ
の
中
に
自
己
は
備
わ
っ
て

い
ま
す
。

清
水
： 

お
釈
迦
様
が
一
生
掛
か
っ
て
得
ら
れ
た
第
一

の
心
理
と
は
。

御
老
師
： 

お
釈
迦
様
は
五
〇
年
、
説
法
さ
れ
た
。
そ

の
説
法
は
「
無
言
」
と
同
様
で
す
。
言
葉

に
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
で
自

分
の
心
を
律
す
る
こ
と
で
す
。

五
十
嵐
：
本
来
無
一
物
と
は
。

御
老
師
： 

な
に
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
人
は
様
々
な
も
の
に
と
ら
わ
れ

が
ち
な
の
で
、
そ
れ
を
切
る
こ
と
で
す
。

久
光
： 

悟
ら
ず
し
て
托
鉢
に
出
て
行
く
の
は
ど
う
か
。

御
老
師
： 

菩
薩
も
悟
っ
て
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
。

私
ど
も
も
（
托
鉢
に
）
出
る
の
は
一
向
に

さ
し
つ
か
え
な
い
。

原
： 「
縁
な
き
衆
生
は
度
し
難
し
」
と
い
う
が
、
別

の
正
し
い
こ
と
は
あ
る
。
そ
れ
に
向
か
っ
て

い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
。

御
老
師
： 

私
も
師
匠
か
ら
何
度
も
言
わ
れ
た
。
度
し

難
い
か
ら
こ
そ
「
自
未
得
度
先
度
他
」
を

実
践
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

杉
浦
： 

三
四
年
、
参
禅
会
に
来
て
い
る
が
、
忸
怩
た

る
思
い
が
す
る
。
喝
を
頂
き
た
い
。

御
老
師
：（
大
声
で
）
カ
ツ
ー
。

中
嶌
： 

論
に
「
さ
ら
さ
ら
と　

た
だ
さ
ら
さ
ら
と
水

は
流
れ
る
」
と
あ
る
。

御
老
師
：
わ
た
し
も
あ
や
か
り
た
い
。

小
畑
節
朗
： 

来
年
は
干
支
が
変
わ
る
。
ど
う
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。

御
老
師
：
来
年
は
来
年
の
風
が
吹
く
。

牧
野
： 

タ
ク
ワ
ン
は
音
を
た
て
て
食
べ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
が
、
音
を
た
て
て
も
よ
い
と
の
説

も
あ
る
。

御
老
師
： 

そ
の
時
、
そ
の
時
の
雰
囲
気
を
壊
さ
な
い

よ
う
如
法
に
務
め
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。
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参
加
者
は
参
禅
会
員
二
五
名
、
梅
花
講
員
七
名
。

終
了
後
、
御
老
師
か
ら
「
公
の
場
で
の
梅
花
講
に
よ

る
御
詠
歌
は
こ
れ
で
終
り
に
な
り
ま
す
」
と
の
お
話

が
あ
り
ま
し
た
。
さ
わ
や
か
な
歌
声
と
鈴
の
音
が
最

後
と
は
、
本
当
に
寂
し
い
思
い
で
、
感
謝
の
気
持
ち

を
の
せ
て
拍
手
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

◇　
　
　

◇

法
要
後
、
大
悲
殿
に
場
所
を
移
し
、
松
井
、
小

山
、
佐
藤
、
小
畑
（
節
朗
）
さ
ん
が
典
座
を
務
め
ら

れ
、
次
の
よ
う
な
心
の
こ
も
っ
た
料
理
が
出
さ
れ
ま

し
た
。

①
す
ま
し
汁
（
な
め
こ
、
ホ
ウ
レ
ン
草
、
麩
、
う

ど
ん
②
炊
き
込
み
ご
飯（
に
ん
じ
ん
、椎
茸
、ゴ
ボ
ウ
、

し
め
じ
）
③
菊
花
か
ぶ
（
か
ぶ
、
柚
子
）
④
大
学
芋

（
サ
ツ
マ
イ
モ
、
ご
ま
）
⑤
煮
染
め
（
こ
ん
に
ゃ
く
、

に
ん
じ
ん
、
椎
茸
、
ゴ
ボ
ウ
、
イ
ン
ゲ
ン
）
⑥
黒
豆

⑦
柿
な
ま
す
（
大
根
、
に
ん
じ
ん
、
干
し
柿
）
⑧
え

ご
酢
味
噌
（
え
ご
、
味
噌
、
酢
）
⑨
香
の
物
（
た
く

あ
ん
）
⑩
ご
ま
合
え
（
ホ
ウ
レ
ン
草
、
ご
ま
）

食
後
の
茶
話
会
で
感
想
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
御
老
師
が
「
住
職
を
引
退
す
る
」
と
の
決

意
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
（
三
頁
に
詳
報
）。
い
つ
か

あ
る
こ
と
と
は
思
い
な
が
ら
も
、
驚
き
と
と
も
に
信

じ
た
く
な
い
気
持
ち
で
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。

歳
末
助
け
合
い

平
成
三
〇
年
一
二
月
一
六
日
、
恒
例
の
歳
末
助
け

合
い
を
柏
駅
東
の
コ
ン
コ
ー
ス
で
、
一
時
か
ら
二
時

間
行
い
ま
し
た
。
参
加
者
は
御
老
師
を
含
め
一
三

人
。
昨
年
同
様
、
寒
さ
の
厳
し
い
午
後
で
し
た
。
小

さ
な
子
供
を
連
れ
た
ご
婦
人
が
、
一
三
人
全
員
に
寄

付
し
て
く
れ
ま
し
た
。
千
円
を
寄
付
し
て
く
れ
た

方
も
結
構
お
ら
れ
ま
し
た
。
集
ま
っ
た
志
納
金
は

五
万
四
一
三
六
円
。
昨
年
度
よ
り
一
万
二
六
〇
九
円

多
く
集
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
志
納
金
は
全
て
朝
日
新

聞
厚
生
文
化
事
業
団
を
通
じ
、
困
っ
た
方
々
に
お
送

り
し
ま
し
た
。

�

感
謝
の
気
持
ち
伝
え
る

　
　
　
　

 　
　
　
　
　

我
孫
子
市　

吉
澤　

誠

歳
末
助
け
合
い
托
鉢
に
初
め
て
参
加
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
当
日
の
午
前
中
は
晴
れ
て
、
温
か
い
日
差

し
も
感
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
托
鉢
を
行
う
午
後
に
は

曇
り
空
と
な
り
、
気
温
も
下
が
っ
て
き
た
よ
う
に
感

じ
ま
し
た
。

集
合
場
所
の
長
全
寺
へ
到
着
後
、募
金
箱
を
頂
き
、

首
に
下
げ
、
歳
末
助
け
合
い
托
鉢
の
幟
旗
を
受
け
取

り
ま
し
た
。
街
頭
で
の
募
金
活
動
は
初
め
て
。
少
々

緊
張
し
て
身
が
引
き
締
ま
り
ま
す
。

出
発
前
に
般
若
心
経
を
お
唱
え
し
ま
し
た
が
、
ま

だ
暗
記
し
て
お
ら
ず
申
し
訳
な
く
思
い
ま
し
た
。
長

全
寺
を
出
発
し
て
、
御
老
師
の
後
に
続
き
、
托
鉢
場

所
の
柏
駅
東
口
に
到
着
。
い
よ
い
よ
開
始
で
す
。

街
ゆ
く
方
々
に
対
し
、
歳
末
助
け
合
い
の
協
力
を

呼
び
掛
け
ま
す
が
、
予
想
通
り
、
人
々
は
通
り
す
ぎ

て
い
く
の
み
。
少
し
で
す
が
雨
も
降
り
始
め
、
寒
さ

を
さ
ら
に
厳
し
く
感
じ
ま
し
た
が
、
御
老
師
が
傍
に

お
ら
れ
、
心
強
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

協
力
を
呼
び
か
け
る
声
を
大
き
く
し
、
諦
め
ず
に

繰
り
返
し
頭
を
下
げ
続
け
ま
す
。
す
る
と
ジ
ャ
ー
ジ

を
着
た
女
子
中
学
生
三
名
ほ
ど
が
、私
の
二
、三
メ
ー

ト
ル
先
に
立
ち
止
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
名
が
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私
に
近
づ
き
、
寄
付
を
し
た
後
、
す
ぐ
に
離
れ
て
い

き
ま
し
た
。
短
い
時
間
だ
っ
た
の
で
、
し
っ
か
り
と

感
謝
の
言
葉
が
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
心
残
り
で

す
。そ

の
後
、
制
服
姿
の
男
子
中
学
生
と
思
わ
れ
る
方

二
名
か
ら
も
寄
付
を
頂
き
ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
は

し
っ
か
り
と
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

お
そ
ら
く
、
お
小
遣
い
か
ら
出
し
て
く
れ
た
貴
重

な
お
金
だ
と
思
い
ま
す
。
托
鉢
で
集
ま
っ
た
お
金
が

有
効
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。

午
後
三
時
、托
鉢
は
終
了
。
そ
の
後
、「
う
ど
ん
市
」

で
温
か
い
う
ど
ん
を
頂
き
ま
し
た
。
冷
え
た
体
に
身

に
染
み
て
、
温
か
い
食
べ
物
の
あ
り
が
た
み
も
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

寒
い
中
の
二
時
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
終
え
て

み
れ
ば
、
思
っ
て
い
た
ほ
ど
長
い
時
間
で
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
よ
い
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
対
応
を

柏
市　

霜
崎　

美
穂

歳
末
の
助
け
合
い
托
鉢
に
参
加
し
ま
し
た
。

「
浄
財
」
と
書
か
れ
た
募
金
箱
に
お
金
を
入
れ
て

く
れ
る
人
を
見
な
が
ら
、
最
近
、
現
金
を
使
う
こ
と

が
メ
ッ
キ
リ
減
っ
た
な
と
思
い
ま
し
た
。
電
子
マ

ネ
ー
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
支
払
い
が
主
で
、

現
金
を
使
う
の
は
自
販
機
く
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
し
た
お
金
は
画
面
に
表
示
さ

れ
る
た
だ
の
数
字
で
す
。
皆
こ
の
数
字
に
一
喜
一
憂

さ
せ
ら
れ
て
生
き
て
い
る
と
思
う
と
、
な
ん
と
も
い

え
な
い
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
合
わ
せ
て
、
托
鉢
の
形
も

将
来
的
に
は
変
わ
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
く
な

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

新
年
会
、
和
気
藹
々
に

恒
例
の
新
年
会
が
二
月
三
日
、
午
後
二
時
か
ら
三

時
間
、
柏
の
「
う
ど
ん
市
」
で
開
か
れ
ま
し
た
。
参

加
者
は
一
四
名
。
和
気
藹
々
の
う
ち
に
、
あ
っ
と
い

う
間
に
時
が
過
ぎ
ま
し
た
。
ま
た
、
ア
ミ
ダ
籤
で
は

小
山
齋
さ
ん
が
金
賞
を
射
止
め
、
大
き
な
数
珠
を
御

老
師
か
ら
贈
ら
れ
ま
し
た
。

開
会
に
当
た
り
、
小
畑
代
表
は
「
参
禅
会
も
四
八

年
に
な
り
、
最
初
に
開
い
た
時
に
生
ま
れ
た
子
供
が

五
〇
歳
近
く
に
な
り
ま
し
た
。
新
住
職
が
来
ら
れ
る

と
の
こ
と
で
す
が
、
坐
禅
に
熱
心
な
方
と
聞
い
て
い

ま
す
。
精
進
を
と
も
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
歓

迎
の
意
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
乾
杯
の
音
頭
を
取
っ
た
杉
浦
さ
ん
は
「
御

老
師
は
ピ
カ
ピ
カ
し
て
お
ら
れ
、
ま
だ
、
二
〇
年
や

三
〇
年
は
大
丈
夫
。
是
非
、引
っ
張
っ
て
頂
き
た
い
」

と
ボ
ル
テ
ー
ジ
を
上
げ
ま
し
た
。

席
上
、
御
老
師
は
こ
う
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

「
参
禅
会
は
四
八
年
間
続
き
ま
し
た
が
、
一
番
勉

強
さ
せ
て
頂
い
た
の
は
私
で
し
た
。
皆
様
が
あ
っ
て

こ
そ
、
私
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
終
段
階
に

入
り
ま
し
た
が
、
今
年
一
杯
、
何
が
出
来
る
か
を
考

え
、
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
サ
ポ
ー
ト

を
お
願
い
し
ま
す
。
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新
住
職
は
四
〇
歳
代
で
、
か
っ
て
自
衛
隊
に
お
ら

れ
、
丹
後
宮
津
の
修
行
道
場
『
智
源
寺
』
で
五
年
ほ

ど
修
行
さ
れ
た
方
で
す
。
三
月
三
一
日
の
護
持
会
で

紹
介
、
行
事
に
参
加
し
て
貰
い
ま
す
」。

涅
槃
会
、
涅
槃
図
掲
げ
開
催

余
寒
の
厳
し
い
二
月
一
五
日
、
本
堂
内
の
右
手
に

大
き
な
涅
槃
図
を
掲
げ
、涅
槃
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

定
刻
通
り
、
維
那
と
先
導
を
小
畑
代
表
、
侍
者
を

松
井
、
持
香
を
山
桐
、
副
堂
を
五
十
嵐
の
各
氏
が
務

め
ら
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
御
老
師
、
参
禅
会
員

一
二
名
、
一
般
の
方
二
名
で
し
た
。

梅
花
講
の
参
加
が
な
く
、
少
し
寂
し
い
感
じ
で
し

た
が
、
背
筋
の
す
っ
き
り
伸
び
て
い
る
御
老
師
が

粛
々
と
取
り
行
い
ま
し
た
。法
話
は
次
の
通
り
で
す
。

梅
花
講
の
方
々
が
高
齢
に
よ
り
不
参
加
に
な
っ
た

の
は
残
念
で
す
。
住
職
歴
六
一
年
と
な
り
、
平
成
の

区
切
り
と
と
も
に
、
住
職
を
引
退
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
が
、
命
の
限
り
坐
禅
は
行
い
ま
す
。

龍
泉
院
は
七
六
五
年
前
の
鎌
倉
時
代
に
創
建
さ
れ

ま
し
た
。
一
四
代
目
の
住
職
の
時
、
領
主
の
本
多
氏

か
ら
寄
付
を
受
け
、涅
槃
図
を
購
入
し
た
よ
う
で
す
。

こ
の
涅
槃
図
は
柏
市
で
は
一
番
古
く
大
き
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
二
月
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
涅
槃
図

を
掛
け
て
お
き
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
周
囲
の
方
々
は

嘆
き
悲
し
ん
で
い
ま
す
が
、
お
釈
迦
様
は
穏
や
か
な

お
顔
で
横
た
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

心
の
目
で
観
照
し
、
そ
の
中
に
秘
め
ら
れ
て
い
る

「
自
未
得
度
先
度
他
」
の
心
を
感
じ
て
欲
し
い
も
の

で
す
。

一
炷
の
坐
禅
後
、茶
話
会
が
大
黒
様
の
心
遣
い
で
、

暖
か
く
整
え
ら
れ
た
本
堂
奥
の
客
間
で
行
わ
れ
ま
し

た
。一

般
参
加
の
お
二
人
は
映
画
監
督
の
安
部
さ
ん
と

女
優
の
西
塔
さ
ん
。「
柏　

涅
槃
会　

二
月
一
五
日
」

の
三
文
字
で
ネ
ッ
ト
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
龍
泉
院
の

紹
介
が
あ
り
、新
柏
付
近
か
ら
来
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

「
見
え
な
い
出
来
事
が
何
度
か
あ
り
、
仏
教
に
関
心

を
持
た
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

想

う

事

本
舞
台
は
常
に
将
来
に
在
り

我
孫
子
市　

清
水　

秀
男

「
人
生
の
本
舞
台
は
常
に
将
来
に
在
り
」。こ
れ
は
、

尾
崎
行
雄
氏
（
一
八
五
八
～
一
九
五
四
年)

の
言
葉

で
す
。
尾
崎
氏
は
一
八
九
〇
年
の
第
一
回
総
選
挙
か

ら
連
続
当
選
二
五
回
、
衆
議
院
議
員
と
し
て
明
治
・

大
正
・
昭
和
の
三
代
に
わ
た
り
六
〇
有
余
年
、
護
憲
・

普
選
・
軍
縮
運
動
に
活
躍
。
常
に
中
立
・
公
正
の
立

場
か
ら
立
憲
政
治
の
擁
護
に
努
め
、「
憲
政
の
神
」「
議

会
政
治
の
父
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
四
年
に
復
刻
さ
れ
た
尾
崎
行
雄
著
『
人
生

の
本
舞
台
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
か
ら
、
尾
崎
氏
が
そ
こ
に
込
め
た
思
い
を

味
わ
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
知
識
経
験
は
金
銀
財
宝
よ
り
も
貴
い
。
し
か
る

に
世
間
に
は
、
六
、七
〇
歳
以
後
は
こ
の
貴
重
物
を

利
用
せ
ず
に
隠
退
す
る
人
が
あ
る
。…
金
銀
財
宝
は
、

他
人
に
譲
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
知
識
経
験
は
、
そ

れ
が
出
来
な
い
。
…
有
形
の
資
産
は
、
老
年
に
及
ん

で
、
喪
失
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
無
形
の
財
産
た
る

知
識
経
験
は
、
歳
と
共
に
増
す
ば
か
り
で
、
死
ぬ
前
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が
、
最
も
豊
富
な
時
で
あ
る
。
故
に
最
後
ま
で
、
利

用
の
道
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
信
念
を
推
究
す

れ
ば
『
人
生
の
本
舞
台
は
常
に
将
来
に
在
り
』�

と
い

う
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
『
昨
日
ま
で
は
、

人
生
の
序
幕
で
、
今
日
以
後
が
そ
の
本
舞
台
だ
』
と

い
う
事
に
な
る
」

以
上
の
様
な
哲
学
と
信
念
が
生
ま
れ
た
の
は
、
尾

崎
氏
が
七
四
歳
の
時
。
盟
友
の
犬
養
毅
が
五
・
一
五

事
件
で
暗
殺
さ
れ
、
憲
政
の
樹
立
へ
の
努
力
も
実
ら

ず
、
療
養
中
の
夫
人
も
亡
く
し
、
か
つ
自
身
も
病
床

に
伏
し
、
挫
折
と
失
意
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
あ

る
夜
、
天
啓
の
如
く
閃
い
た
と
い
う
。

こ
の
覚
り
と
言
う
べ
き
も
の
が
人
生
の
転
機
と
な

り
、
希
望
の
光
を
見
出
し
、
再
び
民
主
政
治
の
確
立

と
世
界
連
邦
の
建
設
に
向
け
て
九
七
歳
ま
で
精
力
を

傾
け
、
逞
し
く
政
治
家
人
生
を
全
う
し
た
の
で
す
。

上
述
の
尾
崎
氏
の
「
人
生
の
本
舞
台
は
常
に
将
来
に

在
り
」
の
玉
文
を
私
な
り
に
玩
味
し
ま
す
。

「
人
は
い
く
つ
に
な
っ
て
も
、
人
生
は
現
在
以
後

が
本
舞
台
だ
と
思
っ
て
生
き
る
こ
と
、
過
去
は
そ
の

た
め
の
準
備
行
為
に
過
ぎ
な
い
。
過
去
が
逆
境
で
あ

ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
今
後
、
成
功
す
る
た
め
の
貴
重

な
試
練
で
あ
り
糧
と
捉
え
、未
来
に
生
か
す
。
一
方
、

過
去
が
順
境
で
あ
ろ
う
と
も
慢
心
す
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
を
次
の
目
標
に
向
け
て
の
準
備
と
捉
え
る
こ
と

が
肝
要
。
そ
し
て
、
人
間
は
年
齢
と
共
に
肉
体
的
に

は
衰
え
る
が
、
無
形
の
財
産
で
あ
る
知
識
や
経
験
は

年
々
豊
か
に
な
り
、死
ぬ
ま
で
成
長
し
続
け
て
い
く
。

こ
の
宝
を
生
か
し
、
各
自
社
会
に
貢
献
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
生
涯
現
役
・
臨
終
定
年
の
心
構
え
で
生

き
抜
く
こ
と
が
肝
心
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

「
過
去
は
み
な　

未
来
の
わ
ざ
の　

備
え
ぞ
と　

知
れ
ば
貴
し　

悔
い
も
悩
み
も
」（
尾
崎
行
雄
）

　
　
　
　

◇　
　
　

◇

私
は
今
年
七
六
歳
を
迎
え
、「
新
老
人
」
二
年
目

を
迎
え
ま
す
。
勇
気
と
希
望
を
与
え
る
尾
崎
哲
学
を

よ
く
か
み
し
め
、
及
ば
ず
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
人
生

で
培
っ
た
知
恵
や
経
験
を
活
か
し
、
少
し
で
も
社
会

に
お
返
し
を
し
、
生
き
が
い
を
持
っ
て
充
実
し
た
生

涯
を
生
き
抜
く
こ
と
を
目
指
し
た
い
と
の
思
い
を
新

た
に
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
尾
崎
氏
が
昭
和
一
一
年
、
今
の
国
会
議
事

堂
が
完
成
し
た
時
に
詠
ん
だ
和
歌
を
紹
介
し
ま
す
。

「
美
事
な
る　

此
の
議
事
堂
に　

ふ
さ
わ
し
き　

議
員
を
得
る
は　

何
時
の
代
な
ら
ん
」

昨
今
の
国
会
の
有
様
を
見
て
い
る
と
、
八
二
年
経

て
も
議
事
堂
に
〝
ふ
さ
わ
し
き
議
員
は
い
ず
こ
？
〟

の
感
は
ぬ
ぐ
え
ま
せ
ん
。

偶
　
感

流
山
市　

添
田　

昌
弘

椎
名
老
師
の
ご
著
書
『
や
さ
し
く
読
む
参
同
契
・

宝
鏡
三
昧
』
を
拝
読
し
た
。
お
お
よ
そ
の
こ
と
は
分

か
っ
た
積
り
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
で
は
な
く
な
る

よ
う
に
読
み
返
え
さ
な
け
れ
ば
と
思
う
。

『
参
同
契
』、『
宝
鏡
三
昧
』
は
今
ま
で
は
、
普
段

詠
ま
な
い『
お
経
』だ
と
思
っ
て
い
た
。『
般
若
心
経
』

や
『
観
音
経
』、『
修
証
義
』、『
普
勧
坐
禅
儀
』
等
は

解
説
本
が
本
屋
に
行
け
ば
沢
山
並
ん
で
い
る
が
、
こ

の
二
つ
の
『
お
経
』
の
解
説
書
は
見
つ
け
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。

教
本
を
手
に
し
た
と
き
、
私
に
仏
教
の
基
礎
知
識

が
乏
し
い
こ
と
と
、漢
文
に
慣
れ
て
い
な
い
こ
と
で
、

理
解
出
来
な
か
っ
た
。『
お
経
』
は
解
説
書
を
見
な

け
れ
ば
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
悲
し
い
。

私
の
高
校
時
代
に
漢
文
の
時
間
は
あ
っ
た
。
国
立

大
学
で
は
、
当
時
漢
文
の
問
題
が
入
学
試
験
に
出
題

さ
れ
な
い
傾
向
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
昔
の
中
国
語

は
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
必
要
な
い
と
思
い
、
三
年
生

に
な
っ
て
漢
文
の
授
業
を
選
択
し
な
か
っ
た
。

最
近
の
高
校
で
は
漢
文
の
授
業
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
四
〇
歳
半
ば
過
ぎ
ま
で
仏
教
の
『
お
経
』
の
本

を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
坐
禅
を
始
め
て『
お
経
』
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の
本
を
開
い
て
み
て
、
漢
字
ば
か
り
な
の
に
び
っ
く

り
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
権
威
づ
け
の
た
め
昔
は
民
衆

に
分
か
ら
な
い
よ
う
に
『
新
約
聖
書
』
は
ラ
テ
ン
語

で
書
か
れ
、
お
祈
り
も
ラ
テ
ン
語
で
し
て
い
た
。

一
五
一
七
年
に
ド
イ
ツ
の
神
学
教
授
の
マ
ル
チ

ン
・
ル
タ
ー
が
ド
イ
ツ
語
訳
を
完
成
さ
せ
、
民
衆
が

直
接
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
接
す
る
よ
う
に
な
り
、
各

国
の
言
葉
に
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

日
本
で
も
聖
書
は
明
治
時
代
に
文
語
体
で
訳
さ
れ

て
お
り
、
現
在
は
口
語
体
に
訳
し
直
さ
れ
て
い
る
。

仏
教
は
今
で
も
、「
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
、
依
ら

し
む
べ
し
」
と
、
分
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

『
般
若
心
経
』
は
七
世
紀
に
玄
奘
三
蔵
が
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
漢
訳
し
た
。『
法
華
経
』
は
も
っ

と
古
く
、
鳩
摩
羅
什
が
五
世
紀
に
漢
訳
し
た
も
の
で

あ
る
。
昔
の
中
国
語
で
あ
る
。

そ
れ
を
二
一
世
紀
の
日
本
で
読
ん
で
い
る
。
何
故

な
の
か
。
日
本
の
仏
教
に
は
い
ろ
い
ろ
な
宗
派
が
あ

る
。
そ
し
て
、
宗
派
に
よ
り
、
詠
む
『
お
経
』
が
異

な
る
。
葬
儀
や
法
事
で
、
お
経
を
聞
い
て
も
分
か
ら

な
い
。
私
は
分
か
ら
な
い
も
の
は
有
難
い
と
思
わ
な

い
。仏

教
学
者
の
中
村
元
教
授
は
「
日
本
に
は
分
か
ら

な
い
こ
と
は
有
難
い
こ
と
だ
と
い
う
変
な
思
想
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
一
般
の
人
に
分
か
り
易
い
も

の
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て

い
る
。

友
松
圓
諦
先
生
は
著
書『
仏
教
の
未
来
を
ひ
ら
く
』

の
中
で
、「
和
訳
の
経
典
を
使
用
す
る
ほ
か
に
、
仏

教
の
救
わ
れ
る
道
は
な
い
」
と
い
う
。

ダ
ラ
イ
ラ
マ
が
日
本
に
来
た
時
「
二
一
世
紀
の
仏

教
徒
に
な
れ
」
と
言
っ
た
の
は
、
先
ず
経
典
を
日
本

語
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。西

谷
啓
治
教
授
も
「
現
代
に
宗
教
が
な
い
。
宗
教

に
現
代
が
な
い
」
と
い
う
。

仏
教
も
現
代
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
時
代
と

共
に
変
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
。

八
十
歳
を
過
ぎ
、
ボ
ケ
か
け
て
い
る
老
人
の
つ
ぶ

や
き
で
あ
る
。
お
許
し
あ
れ
。

自
治
会
館
で
定
例
「
椅
子
坐
禅
会
」

流
山
市　

中
嶌　

宏
誠

私
が
住
む
自
治
会
は
昭
和
四
○
年
に
で
き
た
、
約

六
○
○
世
帯
の
東
急
団
地
で
す
。
昨
年
一
一
月
に
新

た
に
会
館
が
完
成
し
た
の
で
、
会
館
を
活
用
し
、
地

域
に
貢
献
し
た
い
と
、
こ
こ
ろ
静
か
で
落
ち
つ
い
た

安
ら
か
な
自
己
に
出
会
う
坐
禅
「
森
の
坐
禅
会
」
を

行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
若
者
や
シ
ニ
ア
の
方
を
考

慮
し
「
椅
子
坐
禅
」
を
定
例
で
、
毎
月
二
回
、
所
要

時
間
は
作
法
確
認
か
ら
二
炷
、
経
行
・
抽
解
ま
で
四

○
分
と
し
ま
し
た
。

警
策
は
龍
泉
院
で
ス
ケ
ッ
チ
し
、
素
材
を
求
め
鉋

を
か
け
ニ
ス
を
塗
り
（
自
作
）。

〝
魅
力
あ
る
坐
禅
会
を
目
指
し
〟
団
地
外
の
方
々

に
も
声
を
か
け
実
施
し
て
い
ま
す
。　

�

若
者
は
往
く
道
「
多
岐
無
限
」
チ
ャ
レ
ン
ジ
！

シ
ニ
ア
ｗ
は
往
く
道
「
最
終
章
」
照
顧
脚
下
！

�

合
掌　



森の坐禅会

明珠71号_SK .indd   15 2019/03/15   13:04:00





沼 

南 

雑�

記

【
定
例
参
禅
会
・
年
間
行
事
】

�

（　

）
内
は
座
談
の
司
会
者

平
成
三
〇
年

●
九
月
二
三
日�

三
二
名

�

（
佐
藤　

修
平
氏
）

●
一
〇
月
二
一
日�

三
三
名

�

（
清
水　

秀
男
氏
）

●
一
一
月
五
日�

三
七
名

�

（
杉
浦　

上
太
郎
氏
）

●
一
二
月
二
三
日�

二
九
名

�

（
添
田　

昌
弘
氏
）

●
一
二
月
二
日�

二
五
名

　
　
　
　
　

成
道
会

�

幹
事　

小
畑　

節
朗
氏

�

小
山　
　

齋
氏

�

佐
藤　

修
平
氏

●
一
二
月
一
七
日�

一
三
名

�

歳
末
助
け
合
い

平
成
三
一
年

●
一
月
二
七
日�

三
〇
名

�

（
岡
本　

匡
房
氏
）

●
二
月
一
一
日�

一
四
名

　
　
　
　
　

新
年
会

●
二
月
一
五
日�

一
五
名

　
　
　
　
　

涅
槃
会

●
二
月
二
四
日�

三
六
名

�

（
山
本　

三
郎
氏
）

【
自
由
参
禅
】

　
九
月　
二
日（　
九
名
）、　
八
日（　
八
名
）

一
〇
月　
七
日（　
九
名
）、一
三
日（　
九
名
）

一
一
月　
四
日（
一
一
名
）、一
〇
日（　
九
名
）

一
二
月　
八
日（　
八
名
）

　
一
月　
六
日（　
九
名
）、一
二
日（
一
一
名
）

　
二
月　
三
日（　
五
名
）、　
九
日（
一
〇
名
）

【
奉
仕
作
務
】

　
九
月　
七
日
、八
日

　
　
　
二
一
日

一
〇
月　
五
日
、一
三
日

　
　
　
一
九
日

一
一
月　
二
日
、一
〇
日

　
　
　
二
三
日

一
二
月　
七
日
、　
八
日

　
　
　
一
四
日

　
一
月
一
二
日
、
一
八
日

　
二
月　
一
日
、　
九
日

　
　
　
一
六
日

【
坐
禅
普
及
委
員
会
】

　

九
月
二
三
日（
一
〇
名
）

一
〇
月
二
八
日（　

八
名
）

一
一
月
二
五
日（
一
一
名
）

　

一
月
二
七
日（
一
〇
名
）

　

二
月
二
四
日（
一
一
名
）

〔
編
集
後
記
〕

▼
正
月
に
凧
揚
げ
を
し
て
、
左
膝
を
痛

め
ま
し
た
。
体
の
重
さ
に
耐
え
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
不
自
由
な
事
、
こ

の
上
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。�（
近
江
）

▼
涅
槃
会
、
御
老
師
は
「
命
の
限
り
坐

禅
を
続
け
る
」
と
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
。

御
老
師
の
警
策
が
私
を
励
ま
し
て
頂
い

て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
人
に

よ
っ
て
受
け
取
り
方
は
異
な
る
で
し
ょ

う
が
、
ま
だ
ま
だ
続
く
の
は
嬉
し
い
こ

と
で
す
。

　

警
策
の
音
そ
れ
ぞ
れ
や
年
惜
し
む

�

（
坂
牧
）

▼
昨
年
暮
れ
に
大
学
時
代
の
、
一
月

に
小
学
校
時
代
の
友
人
を
失
い
ま
し

た
。
最
近
、
大
学
の
ク
ラ
ス
会
で
九
人

の
仲
間
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
喜
寿
を
迎
え
、
残
る
人
生
も

あ
と
わ
ず
か
。「
一
瞬
が
永
遠
に
通
じ

る
」と
過
ご
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

�

（
救
済
）

●
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
）

・
提　

唱 
 

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
と
第
二
土
曜
日

・
坐　

禅 
 

九
時
か
ら
一
〇
時
半
時
ま
で
（
入
退
堂
自
由
）

 　

※
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
日
接
心 

 

本
年
は
六
月
二
日
、
四
炷
の
坐
禅
と
提
唱
等

一
、
成
道
会 

 

本
年
は
一
二
月
八
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
境
内
の
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
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