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こ
の
度
よ
り
、
こ
の
誌
面
を
お

借
り
し
て
「
碧
巌
録
」
を
読
ま
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
お
よ
そ
参
究
に

は
程
遠
く
、
表
題
の
通
り
「
独
語
」。

寝
言
に
近
い
「
独
り
言
」
で
す
が
、

お
付
き
合
い
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
「
碧
巌
録
」
は
正
式
に
は

「
佛ぶ

っ

果か

圜え
ん

悟ご

禅ぜ
ん

師じ

碧へ
き

巌が
ん

録ろ
く

、
師し

澧れ
い

州し
ゅ
う

夾か
っ

山さ
ん

霊れ
い

泉せ
ん

禅ぜ
ん

院い
ん

に
住

じ
ゅ
う

し
て
雪せ

っ

竇ち
ょ
う（

重
じ
ゅ
う

）
顕け

ん

和お

尚し
ょ
う

の
頌じ

ゅ

古こ

を
評

ひ
ょ
う

唱
し
ょ
う

す
る
語ご

要よ
う

」
と
い
う
長
い
名
称
で
、

こ
の
表
題
の
通
り
、
雪
竇
重
顕
禅

師
の
頌
古
百
則
を
テ
キ
ス
ト
に
し

て
、
圜え

ん

悟ご

克こ
く

勤ご
ん

禅ぜ
ん

師じ

が
一
定
の
様

式
を
踏
ん
で
宗
意
を
宣
揚
し
よ
う

と
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
「
碧
巖
録
」
は
臨
済
宗
で

は
「
宗
門
第
一
の
書
」
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

中
国
の
景け

い

徳と
く

年
間
（
一
〇
〇
四
年
）

に
成
立
し
た
「
景け

い

徳と
く

伝で
ん

灯と
う

録ろ
く

」
と

い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

過か

去こ

七し
ち

佛ぶ
つ

（
お
釈
迦
様
と
そ
れ
以

前
に
出
現
さ
れ
た
六ろ

く

佛ぶ
つ

）
か
ら
法ほ

う

眼げ
ん

文も
ん

益え
き

禅
師
（
八
八
五
～
九
五
八
）
ま

で
の
千
七
百
一
人
の
修
行
の
足

跡
、
語
録
等
を
集
め
た
も
の
で

「
千
七
百
則
の
公
案
」
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
景
徳
伝
灯
録
」
な
ど
の

語
録
か
ら
百
則
を
選
ば
れ
、
頌
を

付
け
ら
れ
た
も
の
が
「
雪
竇
頌

古
」。
こ
の
成
立
年
代
は
よ
く
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
禅
学
大
辞
典
の

年
表
に
は
一
〇
二
六
年
に
遠
塵

「
雪
竇
（
重
）
顕
和
尚
明

み
ょ
う

覚か
く

大
師

頌
古
集
」
を
編
纂
と
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、圜
悟
克
勤
禅
師
（
一
〇
六
三

～
一
一
三
五
）
が
こ
の
「
雪
竇
頌
古
」に

垂す
い

示じ

、著
じ
ゃ
く

語ご

、評
ひ
ょ
う

唱し
ょ
う

を
加
え
た
も
の

が
「
碧
巖
録
」
で
す
。

　

次
回
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
「
参さ

ん

学が
く

普ふ

照し
ょ
う

の
序じ

ょ

」
に
は
、「
圜

悟
克
勤
禅
師
が
雪
竇
頌
古
を
弟

子
達
の
前
で
講
じ
た
も
の
が
集
め

ら
れ
、南
宋
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
年
）

に
圜
悟
禅
師
の
弟
子
普
照
等
の
序

文
を
付
し
て
世
に
刊
行
さ
れ
た
」

と
あ
り
ま
す
。

　

無
党
と
云
う
人
の
序
に
あ
る
宣

和
七
年
一
一
二
五
年
の
説
も
あ
り

ま
す
が
、
何
れ
に
し
ま
し
て
も
、

祖
録
は
時
代
を
超
え
た
お
示
し
。

そ
れ
が
ど
れ
だ
け
尊
い
か
、
お
互

い
に
よ
く
よ
く
参
究
し
な
け
れ
ば

成
り
ま
せ
ん
。

　

道
元
禅
師
が
中
国
の
宋
の
時
代

に
天
童
寺
で
如
浄
禅
師
に
相
見
さ

れ
た
の
が
、宝ほ

う

鏡
き
ょ
う

元
年
（
一
二
二
五
年
）

乙い
つ

酉ゆ
う

夏げ

安あ
ん

居ご

、
そ
し
て
一
二
二
七

年
に
道
元
禅
師
が
帰
朝
さ
れ
る
時

に
「
碧
巖
録
」
を
入
手
し
八
十
則
ま

で
写
さ
れ
、
残
り
を
（
白は

く

山さ
ん

権ご
ん

現げ
ん

或
い
は
大だ

い

権げ
ん

修し
ゅ

理り

菩ぼ

薩さ
つ

と
も
）
助

力
を
得
て
一
夜
の
内
に
書
写
し
終

わ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
此
の
実
物

を
ご
覧
に
な
ら
れ
た
方
が
「
あ
れ

（
助
力
の
部
分
）
は
、
中
国
人
の
手

並
み
じ
ゃ
。」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
現
存
す
る
最
古
の
写
本
「
一い

ち

夜や

碧へ
き

巖が
ん

」
と
云
わ
れ
る
「
佛
果
碧
巖

破は

関か
ん

撃
き
ゃ
く

節せ
つ

」
で
す
。

　

こ
の
碧
巖
録
の
第だ

い

二に

則そ
く

趙
じ
ょ
う

州
し
ゅ
う

至し
い

道ど
う

無ぶ

難な
ん

の
評
唱
の
最
後
の
ほ
う

に
圜
悟
禅
師
は
百

ひ
ゃ
く

丈
じ
ょ
う

禅
師
の
「
一

切
の
語
言
と
山せ

ん

河が

大だ
い

地ち

を
、
一
一

転
じ
て
自
己
に
帰
す
」
と
い
う
言

葉
を
引
か
れ
「
雪
竇
は
凡
そ
一い

ち

拈ね
ん

一い
っ

掇て
つ

す
る
に
、
末
後
に
至
っ
て
は

須す
べ
か
ら

く
自じ

己こ

に
帰き

す
」
雪
竇
禅
師
は

古
則
を
練
り
に
練
っ
て
様
々
に
吟

味
し
て
い
る
が
、
最
後
は
必
ず
自

分
自
身
に
回
帰
さ
せ
て
い
る
。
と

お
示
し
で
す
。

　

こ
れ
は
私
た
ち
の
読
み
方
も
そ

う
あ
る
べ
き
な
の
で
す
。

　

必
ず
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
「
自

己
に
帰
し
て
」
つ
ま
り
「
古こ

教
き
ょ
う

照
し
ょ
う

心し
ん

」
を
心
が
け
て
参
究
す
る
事
を

要
求
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
が
ま
た「
祖
録
は
生
き
物
」

で
あ
る
所
以
で
も
あ
り
ま
す
。

　

雪
竇
禅
師
は
実
に
詩
才
と
い
う

か
文
才
に
長
け
た
方
で
、
十

じ
ゅ
っ

翰か
ん

林り
ん

の
才
が
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

翰
林
は
文
学
の
林
と
い
う
意
味

で
、
翰
林
学
士
は
今
で
言
う
文
学

博
士
、
そ
れ
を
十
も
持
っ
て
い
る

よ
う
な
文
章
の
優
れ
た
人
と
い
う

事
で
す
。

　

雪
竇
は
住
持
さ
れ
た
お
寺
の
名

前
、
諱

い
み
な

は
重
顕
、
明
覚
大
師
と

諡お
く
り
な

さ
れ
て
い
ま
す
。
元
は
四
川

省
の
人
で
す
。

　

二
十
四
歳
の
時
に
出
家
さ
れ
て
、

湖
北
省
東
北
部
の
随
州
、
智
門
寺

の
光こ

う

祚そ

禅
師
の
法
を
嗣
が
れ
ま
す
。

　

天
性
の
詩
人
で
あ
っ
た
の
で
諸

国
を
行
脚
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

あ
る
時
、
詩
人
仲
間
で
あ
る
曾そ

う

会か
い

と
い
う
人
が
「
是
非
杭
州
へ
行
け
」

と
す
す
め
ま
す
。

　

杭
州
は
海
外
貿
易
港
と
し
て
栄

え
、
国
際
都
市
と
し
て
発
達
し
ま

し
た
。
現
在
で
も
大
変
景
色
の
良

い
と
こ
ろ
だ
そ
う
で
す
が
、
禅
の

盛
ん
な
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

曾
会
が
「
杭
州
の
霊
穏
寺
と
い

う
寺
が
あ
る
、
紹
介
状
を
書
く
か

ら
そ
こ
へ
行
け
」
と
い
わ
れ
て
、

詩
人
で
あ
り
役
人
で
あ
る
曾
会
の

紹
介
状
を
持
っ
て
霊
穏
寺
に
行
か

れ
ま
し
た
。

　

三
年
ほ
ど
し
て
曾
会
が
霊
穏
寺
に

や
っ
て
き
て
住
職
に
「
こ
こ
に
重
顕

と
い
う
坊
さ
ん
が
い
る
は
ず
だ
が
」

　

住
職
は
「
そ
ん
な
奴
は
い
な
い
」

と
言
う
、「
そ
ん
な
こ
と
は
無
い
、
私

は
あ
な
た
宛
の
紹
介
状
を
持
た
せ
て

こ
こ
に
修
行
に
来
さ
せ
た
は
ず
だ
」

碧へ

き

巌が

ん

録ろ

く

物も

の

語が
た
り

独ど

く

語ご 

【
一
】

後 
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

と
曾
会
。
住
職
は
「
い
や
そ
ん
な
紹

介
状
を
も
ら
っ
た
覚
え
は
無
い
」

　

そ
こ
で
千
人
ほ
ど
い
る
雲
水
の

名
簿
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
重
顕
和

尚
は
ち
ゃ
ん
と
居
た
。

　

そ
こ
で
呼
び
出
し
て
も
ら
っ
て

曾
会
が
「
紹
介
状
を
渡
し
た
の
に

何
故
出
さ
な
か
っ
た
か
」
と
尋
ね

る
と
、「
わ
し
は
修
行
者
だ
が
、
郵

便
配
達
人
で
は
無
い
」
と
重
顕
和

尚
は
懐
か
ら
そ
の
紹
介
状
を
出
し

て
返
し
た
と
い
う
事
で
す
。
世
間

で
は
、
と
も
す
れ
ば
人
を
頼
っ
て
、

手
づ
る
を
求
め
て
右
往
左
往
し
ま

す
が
、
そ
う
い
う
世
間
的
な
駆
け

引
き
を
一
切
さ
れ
な
い
姿
が
う
か

が
え
ま
す
。

　

の
ち
に
洞
底
湖
の
翠
峰
寺
に
住

職
さ
れ
ま
す
。
こ
の
洞ど

う

底て
い

湖こ

も
非

常
に
風
光
明
媚
な
所
だ
っ
た
の
で

大
い
に
詩
心
を
養
わ
れ
た
。

　

そ
し
て
浙
江
省
明
州
の
雪
竇
山

資
聖
禅
寺
に
三
十
年
住
さ
れ
て
遷

化
さ
れ
ま
し
た
。 

（
続
く
）

私
も
、
テ
レ
ビ
で
三
密
の
状
況
が

流
れ
る
映
像
を
見
て
や
る
せ
な
さ

を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
行

動
を
自
粛
し
な
い
人
や
休
業
要
請

に
応
じ
な
い
店
舗
へ
憤
り
を
感
じ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
感
情
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
病
気
そ
の
も
の
で
な

く
、
不
安
や
恐
れ
、
嫌
悪
・
偏
見
・

差
別
と
い
う
感
染
症
に
い
つ
の
間

に
か
罹
患
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
ね
。

　

中
国
の
唐
の
時
代
の
僧
侶
で
あ

る
神
秀
の
詩
の
一
節
に
『
時
時
に

勤
め
て
払
拭
せ
よ
』
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。「
人
間
は
も
と
も
と
、

鏡
の
よ
う
に
綺
麗
な
心
を
も
っ
て

い
る
の
だ
が
、
日
々
の
暮
ら
し
の

中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
煩

悩
に
ま
み
れ
、
曇
っ
て
し
ま
う
。

鏡
を
磨
く
よ
う
に
、
い
つ
も
心
の

曇
り
を
拭
き
磨
い
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。

部
屋
や
台
所
や
ト
イ
レ
な
ど
、
毎

回
す
る
な
ら
ば
少
し
の
掃
除
で
綺

麗
に
な
る
の
に
、
そ
れ
を
疎
か
に

し
て
大
変
な
思
い
を
す
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
誰
し
も
経
験
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

連
日
ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
で
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
内
容

が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
昨
日

の
県
内
の
感
染
者
数
は
○
○
人

だ
っ
て
」
と
い
う
会
話
が
職
場
や

学
校
で
日
常
的
に
な
り
ま
し
た
。

何
気
な
い
話
題
の
中
に
、
差
別
や

偏
見
と
い
う
排
他
的
な
考
え
が
含

ま
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
？
不

確
か
な
情
報
に
振
り
回
さ
れ
て
い

な
い
で
し
ょ
う
か
？
医
療
従
事
者

や
事
態
に
対
応
し
て
い
る
全
て
の

人
に
対
す
る
敬
意
や
、
自
宅
待
機

を
し
て
い
る
人
に
対
す
る
思
い
や
り

を
忘
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
『
時
時
に
勤
め
て
払
拭
せ
よ
』

毎
日
心
を
磨
き
続
け
、
曇
り
や
汚

れ
を
溜
め
こ
む
こ
と
な
く
、
綺
麗

な
見
方
と
考
え
方
が
で
き
る
よ
う

常
々
に
心
掛
け
た
い
も
の
で
す
。
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生
を
明
ら
め 

 
 

死
を
明
ら
む
る
　

　

曹
洞
宗
の
中
心
的
な
教
え
を
説

い
た
経
典
で
あ
る
『
修
証
義
』
の

冒
頭
に
、「
生
を
明
ら
め
、
死
を

明
ら
む
る
は
仏
家
一
大
事
の
因
縁

な
り
」
と
、あ
り
ま
す
。
生
（
し
ょ

う
）
と
い
う
字
は
生
き
る
と
書
き

ま
す
。「
生
」
と
は
何
か
、「
死
」
と

は
何
か
を
究
め
て
い
く
こ
と
が
、

生
き
る
上
に
お
い
て
最
も
大
切
な

課
題
で
あ
る
、と
い
う
意
味
で
す
。

哲
学
的
で
難
し
い
内
容
で
す
が
、

最
近
こ
の
、
生
き
る
こ
と
と
死
ぬ

こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら

れ
る
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　

私
が
住
ん
で
い
る
お
寺
の
近
所

に
一
人
暮
ら
し
を
さ
れ
て
い
る

九
十
歳
の
お
ば
あ
さ
ん
が
い
ま

す
。
数
年
前
か
ら
認
知
症
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
年
齢
的
に
も

一
人
で
の
生
活
は
無
理
だ
ろ
う
と

感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
息
子

さ
ん
が
一
緒
に
暮
ら
そ
う
と
説
得

し
て
も
、「
自
分
の
家
か
ら
出
た

く
な
い
」
と
頑
な
に
拒
否
さ
れ
る

の
で
、
家
族
や
親
せ
き
の
方
が
頻

繁
に
様
子
を
見
に
行
っ
た
り
、
介

護
支
援
を
最
大
限
に
利
用
し
た
り

し
て
お
ば
あ
さ
ん
の
望
む
、
家
で

の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
ま
す
。

　

あ
る
日
の
夜
遅
く
に
、
私
が
車

で
お
寺
に
帰
っ
て
い
る
と
、
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ト
が
照
ら
し
た
畑
の
中
に

作
業
着
を
着
て
鍬
を
持
っ
て
い
る

お
ば
あ
さ
ん
の
姿
が
見
え
ま
し

た
。
私
は
慌
て
て
車
か
ら
降
り
て

「
も
う
真
っ
暗
な
の
に
、
こ
ん
な

時
間
に
畑
仕
事
し
よ
る
の
？
」
と

声
を
か
け
る
と
、「
そ
う
よ
、
私
が

や
ら
ん
と
誰
も
や
る
人
が
お
ら
ん

 
 

時
時
に
勤
め
て
払
拭
せ
よ

　

コ
ロ
ナ
禍
で
は
感
染
の
問
題

だ
け
で
な
く
、
残
念
な
こ
と
に

差
別
や
偏
見
と
い
う
問
題
も
深

刻
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
感
染

者
を
責
め
る
風
潮
や
医
療
従
事

者
へ
の
不
当
な
差
別
な
ど
を
受

け
て
、
政
府
を
は
じ
め
様
々
な

機
関
や
団
体
が
、
コ
ロ
ナ
差
別

を
な
く
す
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
信
し
て
い
ま
す
。

　
「
恐
れ
る
べ
き
は
ウ
イ
ル
ス
で

あ
り
人
で
は
な
い
」
と
よ
く
言
わ

れ
ま
す
が
、
過
剰
に
恐
れ
、
遠

ざ
け
よ
う
と
す
る
心
が
差
別
に

つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
た
場

所
へ
は
多
数
の
電
話
や
メ
ー
ル
が

寄
せ
ら
れ
、
中
に
は
脅
迫
的
な
内

容
も
あ
る
と
聞
き
ま
す
。
外
出
を

自
粛
す
る
な
ど
我
慢
の
程
度
が
強

い
人
ほ
ど
、
自
分
の
判
断
や
行
動

が
多
く
の
人
と
共
通
し
て
い
る
と

思
い
込
み
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
る
よ

う
で
す
。

　

日
本
赤
十
字
社
は
、『
過
剰
な

不
安
や
感
染
者
達
へ
の
偏
見
、
差

別
も
一
種
の
感
染
症
で
あ
る
』
と

位
置
付
け
て
い
ま
す
。
か
く
言
う
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け
ん
な
。」
と
答
え
が
返
っ
て
き
ま

し
た
。
認
知
症
が
進
行
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
な
が
ら
、

お
ば
あ
さ
ん
を
家
ま
で
送
っ
て
い

き
、
翌
朝
、
様
子
を
見
に
行
く
と

元
気
そ
う
に
し
て
い
た
の
で
安
心

し
ま
し
た
。「
も
う
九
十
歳
な
ん
や

け
ん
、
無
理
せ
ず
の
ん
び
り
し
て

た
ら
え
え
よ
。」
と
声
を
掛
け
ま
し

た
が
、
そ
れ
か
ら
後
も
、
畑
に
出

て
草
を
引
き
、
鍬
で
耕
す
お
ば
あ

さ
ん
の
姿
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。

　

無
理
を
せ
ず
に
と
は
言
っ
た
も

の
の
、
お
ば
あ
さ
ん
が
畑
仕
事
を

や
め
て
し
ま
え
ば
家
の
周
り
の
田

畑
は
す
ぐ
に
荒
れ
地
に
な
っ
て
し

ま
う
で
し
ょ
う
。
あ
の
夜
の
「
私
が

や
ら
ん
と
い
か
ん
」
と
い
う
言
葉

に
、
受
け
継
い
だ
田
畑
と
家
を
守

る
の
だ
と
い
う
お
ば
あ
さ
ん
の
強

い
意
志
を
感
じ
ま
す
し
、
そ
の
思

い
が
生
き
る
支
え
に
な
っ
て
も
い

る
の
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
は
皆
、
早
い
遅
い
の
差

は
あ
り
ま
す
が
、
生
ま
れ
た
か
ら

に
は
必
ず
そ
の
命
の
終
わ
り
を
迎

え
る
時
が
き
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、

今
日
が
終
れ
ば
明
日
が
来
る
、
明

後
日
も
来
る
と
思
い
込
ん
で
い
な

い
で
し
ょ
う
か
？
毎
日
を
何
気
な

く
過
ご
し
た
り
し
て
い
な
い
で

し
ょ
う
か
？

　

お
ば
あ
さ
ん
の
畑
は
耕
し
て
手

入
れ
さ
れ
た
面
積
が
毎
日
少
し
ず

つ
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
を

見
る
た
び
に
私
は
、
よ
り
良
く
生

き
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ

ま
す
。
今
日
と
い
う
一
日
、
今
と

い
う
時
間
、
目
の
前
の
こ
と
に
最

善
を
尽
く
し
、
大
切
に
生
き
て
い

こ
う
と
励
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
生
を
明
ら
め
、
死
を
明
ら
む
る

は
仏
家
一
大
事
の
因
縁
な
り
」
と

は
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
命
を
全

う
す
る
た
め
に
、
今
な
す
べ
き
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
だ

と
、
お
婆
さ
ん
の
畑
か
ら
教
わ
っ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

 

愛
媛
県 

法
蓮
寺　

川
本
哲
志
師

�

令
和
三
年
十
月
二
十
一
日
～
三
十
一
日

 
 

感
謝
の
心

　

ご
法
事
な
ど
で
よ
く
お
唱
え
す

る
修
証
義
と
い
う
お
経
の
一
節
に
、

病
気
に
な
っ
た
雀
を
、
少
年
が
救
っ

て
育
て
る
話
と
、
子
供
に
い
じ
め
ら

れ
て
い
た
亀
を
、
旅
の
若
者
が
助
け

て
河
に
放
す
話
が
出
て
き
ま
す
。
雀

は
少
年
の
も
と
で
回
復
し
寿
命
を

全
う
し
て
そ
の
後
、
仙
女
の
使
い
に

生
ま
れ
変
わ
り
と
な
り
、
成
長
し
た

少
年
の
も
と
に
お
礼
に
現
れ
ま
す
。

ま
た
、
旅
を
し
て
い
た
若
者
は
、
数

十
年
後
に
と
あ
る
功
績
を
認
め
ら

れ
余
不
亭
と
い
う
街
の
知
事
に
任

命
さ
れ
ま
す
。
そ
の
街
は
昔
旅
の
途

中
で
亀
を
助
け
た
地
で
、
自
分
が
知

事
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
亀
の

報
恩
に
よ
る
因
縁
か
も
し
れ
な
い

と
感
じ
入
る
の
で
し
た
。
修
証
義
で

は
こ
れ
ら
の
中
国
の
故
事
を
引
き

合
い
に
、
動
物
で
も
恩
返
し
を
す
る

こ
と
が
あ
る
の
に
、
私
た
ち
人
間
は

感
謝
の
心
を
忘
れ
や
す
い
も
の
だ

と
諭
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
言
わ
れ
る
と
、
自
身
を
顧
み

る
べ
き
な
の
で
す
が
、
何
故
か
飼
っ

て
い
る
猫
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ

て
し
ま
い
ま
す
。
は
じ
め
は
、
お
寺

の
在
る
山
を
散
歩
し
て
い
る
と

時
々
見
か
け
る
、
逃
げ
足
の
速
い
野

良
猫
で
し
た
。
あ
る
時
、
そ
の
猫
が

怪
我
を
し
て
い
て
不
思
議
と
逃
げ

ず
に
病
院
に
連
れ
て
行
く
こ
と
が

出
来
て
、
そ
れ
か
ら
何
と
な
く
餌
や

薬
を
や
っ
て
お
世
話
を
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
放
し
飼
い
の
猫
な

の
で
、
お
腹
が
空
い
た
と
き
は
寄
っ

て
来
る
の
で
す
が
、
あ
と
は
気
ま
ま

に
過
ご
し
て
い
ま
す
。
当
然
、
お
盆

や
お
彼
岸
な
ど
猫
の
手
も
借
り
た

い
時
で
も
、
ま
っ
た
く
意
に
介
さ
ず

ゴ
ロ
ゴ
ロ
鳴
く
だ
け
で
、
昔
話
の
よ

う
な
猫
の
恩
返
し
と
い
う
よ
う
な

気
配
は
全
く
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
感

謝
は
自
分
が
気
持
ち
で
表
す
も
の

な
の
で
、
さ
れ
る
の
を
期
待
し
て
も

無
駄
な
の
で
し
ょ
う
が
…
。

　

と
こ
ろ
で
、
感
謝
の
心
は
孝
順
心

と
も
言
い
、
一
般
に
は
「
親
に
孝
行

を
尽
く
し
、
そ
の
意
に
柔
順
で
あ
る

こ
と
。
真
心
を
こ
め
て
親
に
つ
か
え

る
こ
と
。」
で
、
修
証
義
に
は
、「
今

日
の
私
た
ち
が
、
正
法
に
会
う
こ
と

が
出
来
る
の
は
、
過
去
の
仏
祖
方
が

身
命
を
な
げ
う
っ
て
如
法
の
行
持

を
な
し
、
断
絶
さ
せ
る
こ
と
な
く
伝

え
ら
れ
た
お
蔭
で

あ
り
、
そ
の
恩
に

対
す
る
報
恩
行
は
、

孝
順
心
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
。」
と
説

か
れ
て
い
ま
す
。
如

法
の
行
持
と
は
、
道

場
で
の
修
行
の
こ

と
で
あ
り
、
伝
え

ら
れ
た
修
行
を

脈
々
と
持
続
さ
せ

て
い
く
こ
と
が
、
そ

の
ま
ま
報
恩
の
行

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
報

恩
行
が
孝
順
心
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
感
謝
の
心

に
よ
っ
て
修
行
さ
せ
て
頂
い
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

今
月
中
旬
か
ら
瑞
應
寺
で
も
冬

制
中
と
い
う
正
式
な
修
行
期
間
が

始
ま
り
ま
す
。
留
守
番
を
し
て
く
れ

る
猫
に
感
謝
し
て
、
雲
水
さ
ん
方
と

一
緒
に
修
行
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

 

瑞
應
寺
専
門
僧
堂 

維
那　

吉
松
聖
博

�

令
和
三
年
十
一
月
一
日
～
十
日

白眉殿進捗状況
写真の通り工事が進んでおります。
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鐘 

声

■   

白
眉
殿
上
棟
式

　

十
一
月
四
日(

木)

、
白
眉
殿
の

上
棟
式
を
金
岡
監
録
導
師
の
も
と

厳
修
さ
れ
た
。

　
銀
杏
感
謝
録

島
根
県　

浄
心
寺　

殿

愛
媛
県　

大
学
堂
眼
鏡
店　

殿

福
井
県　

妙
徳
寺　

殿

広
島
県　

長
全
寺　

殿

茨
城
県　

阿
野
仁　

殿

大
分
県　

浄
土
寺　

殿

当　

山　

照
心
会　

殿

�
(

令
和
三
年
九
月
十
三
日
受
付
迄)

　
十
一
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

四　

日　

達
磨
忌
逮
夜
諷
経

五　

日　

達
磨
忌
正
當
諷
経

九　

日　

参
玄
会
（
十
一
日
迄
）

十
四
日　

金
毘
羅
秋
大
祭

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

十
八
日　

配
役
行
茶
・
入
寺
式

　
　
　
　

土
地
堂
念
誦・庫
司
点
湯

十
九
日　

小
参
・
人
事
行
礼

廿
一
日　

太
祖
降
誕
会

廿
四
日　

自
彊
舎
益
友
会
秋
季
法
要

丗　

日　

略
布
薩

　
十
二
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

臘
八
摂
心
（
八
日
迄
）

五　

日　

日
曜
参
禅
会

八　

日　

成
道
会

九　

日　

断
臂
摂
心
（
十
日
迄
）

十　

日　

震
旦
二
祖
忌

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

十
九
日　

ベ
ル
モ
ニ
ー
合
同
慰
霊
祭

廿
九
日　

餅
つ
き

丗
一
日　

略
布
薩
・
除
夜

　

中
国
唐
代
の
禅
僧
、無
業
禅
師
の
言
葉

に
「
莫
妄
想
」（
妄
想
す
る
莫
れ
）
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
。
妄
想
と
は
、
人
間

が
い
く
ら
考
え
て
も
わ
か
ら
な
い
問
題

を
考
え
る
こ
と
で
、
莫
妄
想
と
は
、
そ
ん

な
事
を
考
え
る
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
年
の
冬
制
中
は
、
上
山
し
て
、
約
半

年
が
過
ぎ
、
ま
だ
、
思
う
よ
う
に
行
か

な
い
事
が
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

莫
妄
想
、
余
計
な
こ
と
は
考
え
ず
、

今
の
自
分
に
出
来
る
こ
と
を
実
践
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
冬
首
座
の
配
役
を
頂
き
、
ま
だ
ま

だ
未
熟
者
で
す
が
、
こ
の
任
を
し
っ
か

り
勤
め
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
弁
道
精
進
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

 

今
冬
首
座

■   

達
磨
忌

　

当
山
で
は
十
月
の
第

一
日
曜
日
に
住
友
供
養

が
行
わ
れ
る
為
、
今
年

は
月
遅
れ
の
十
一
月
五
日

（
金
）に
、
門
原
単
頭
導
師

の
も
と
達
磨
忌
正
當
献

供
、
前
晩
に
、
越
海
講

師
導
師
の
も
と
逮
夜
特

為
献
湯
が
厳
修
さ
れ
た
。

■   

金
毘
羅
上
殿
祈
祷

　

十
一
月
十
四
日（
日
）（
旧
十
月
十
日
）

は
毎
年
恒
例
、
当
山
鎮
守
金
毘
羅
大

権
現
様
の
秋
大
祭
日
。
今
回
も
春
大

祭
と
同
様
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
為
、邦
楽
奉
納
、催
し

物
等
は
中
止
。
山
主
導
師
の
も
と
、

一
山
大
衆
、役
寮
、総
代
様
の
み
で
上

殿
、
大
般
若
祈
祷
を
厳
修
。
山
内
一

同
、
当
山
檀
信
徒
他
、
苦
難
に
向
か

わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
方
々
の
御
心

が
少
し
で
も
和
ら
ぐ
こ
と
を
祈
っ
た
。

■   

冬
安
居
入
制

　

十
一
月
中
旬
恒
例
の
佛
國
山
冬

安
居
入
制
の
諸
行
持
を
厳
修
。

十
八
日
は
配
役
行
茶
、
首
座
入
寺

式
、
土
地
堂
念
誦
、
十
九
日
は
小
参
、

人
事
行
礼
等
。
今
冬
首
座
山
内
浩

紀
（
慧
岳
）（
広
島
県
光
福
寺
山
内

博
道
老
師
徒
弟
）
以
下
大
衆
皆
共
に

弁
道
安
穏
、
和
合
精
進
を
念
ず
。

達磨忌（拈香法語）

達磨忌（出班焼香）
金毘羅殿

小参 巡寮 土地堂念誦

白眉殿上棟式


