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季
節
は
移
り
変
っ
て
、
四
月

春
陽
の
過
し
や
す
い
頃
と
な

り
、
桜
の
花
の
美
し
い
行
楽
の

時
で
も
あ
る
。

　

四
月
八
日
は
、
お
釈
迦
さ
ま

の
御
誕
生
で
す
。
二
千
五
百
年

の
昔
、
イ
ン
ド
の
ル
ン
ビ
ニ
ー

園
で
生
ま
れ
ら
れ
た
。
お
釈
迦

さ
ま
は
、
周
行
七
歩
、「
天
上

天
下
唯
我
独
尊
（
天
に
も
地
に

も
我
ひ
と
り
尊
し
）」
と
、
宣
言

さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と

が
尊
い
と
い
う
こ
と
を
宣
言
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
の
人

も
ど
の
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
尊

い
命
を
持
っ
て
生
ま
れ
ら
れ
た

こ
と
を
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
尊

い
こ
と
と
思
う
。

　

昨
年
に
続
い
て
、
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
っ
て
、
寺
内
の
様
子
も
変

革
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
っ
た
。

　

四
月
は
年
度
変
り
で
、
変
っ

て
良
い
こ
と
と
、
変
っ
て
は
い

け
な
い
こ
と
は
あ
る
。
必
然
的

に
新
し
い
こ
と
に
変
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も

あ
る
。

　

僧
堂
の
行
事
や
、
仏
事
法
事

は
、
変
ら
な
い
部
分
で
あ
り
、

事
務
・
受
付
は
随
分
変
っ
て
き

て
い
る
と
思
う
。

　

修
行
僧
達
も
、
所
期
の
目
的

を
果
し
送
行
し
て
、
師
寮
寺
に

帰
り
、
新
天
地
で
寺
務
・
法
務

を
励
む
者
も
あ
り
、
又
、
仏
國

山
に
新
し
く
修
行
に
入
門
し

て
、
修
行
を
始
め
る
者
の
あ
る

こ
と
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
は

あ
る
。

　

二
月
に
、駒
大
の
同
級
生
で
、

畏
友
、岩
手
県
の
宮
田
師
よ
り
、

ち
ょ
っ
と
一
言
と
い
う
百
余
の

小
話
を
集
め
た「
話
の
小
箱
Ⅴ
」

も
お
送
り
い
た
だ
い
た
。
そ
の

中
の
一
話
に
、「
人
間
は
、
何

で
も
欲
し
い
と
い
う
貪
り
の
心

を
持
っ
て
い
る
。
古
歌
に
「
幼

子
が
次
第
次
第
に
知
恵
つ
き

て
、仏
に
遠
く
な
る
ぞ
悲
し
き
」

と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
純

粋
無
垢
な
心
で
生
ま
れ
て
き
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
様
々
な
知

恵
が
知
恵
を
よ
ん
で
、
清
浄
無

垢
な
心
の
中
に
煩
悩
が
う
ず
巻

き
、
物
事
を
純
粋
に
見
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
、
迷
い
の
世

界
に
入
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
な

ら
な
い
よ
う
に
、
常
に
心
を
落

ち
着
け
て
、
清
浄
に
す
る
訓
練

が
必
要
で
あ
る
。
心
の
大
切
さ

が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
一
向

に
そ
の
対
策
は
為
さ
れ
て
い
な

い
が
、
心
の
開
発
と
は
、
人
間

が
人
間
と
し
て
人
間
を
生
き
る

こ
と
だ
と
思
う
。」
と
話
し
て

お
ら
れ
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
中
で〝
人
間
が
人
間

と
し
て
人
間
を
生
き
る
こ
と
〟

は
大
切
で
あ
る
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
お
誕
生
に

〝
天
上
天
下
唯
我
独
尊
、
天
に

も
地
に
も
我
ひ
と
り
尊
し
〟

と
宣
言
さ
れ
た
こ
と
は
、
尊
い

こ
と
ば
を
生
き
る
こ
と
で
あ

り
、
変
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
と
思
う
。

天
上
天
下
唯
我
独
尊

─
コ
ロ
ナ
禍
中
─

住 

職　

村
　
上
　
德
　
存

お
釈
迦
様
（
誕
生
佛
）
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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

 
 

別
れ
の
季
節

　

三
月
は
和
名
で
弥や

よ
い生

と
呼
び

ま
す
。
そ
の
由
来
を
調
べ
て
み

る
と
、「
木き

草く
さ

弥い

や
生お

ひ
月つ

き

」
と

い
う
言
葉
が
詰
ま
っ
て
「
や
よ

ひ
」
と
な
っ
た
と
い
う
説
が
有
力

な
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
意
味

は
草
木
が
い
よ
い
よ
生
い
茂
る

様
を
表
し
て
い
ま
す
。
と
は
い

え
あ
た
り
を
見
回
し
て
も
草
木

は
や
っ
と
芽
吹
き
始
め
る
こ
ろ

で
ま
だ
ま
だ
生
い
茂
る
と
い
う

様
子
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

新
暦
と
旧
暦
の
違
い
に
よ
る
も

の
で
、
旧
暦
三
月
は
新
暦
四
月

の
中
旬
頃
に
な
り
ま
す
の
で
草

木
生
い
茂
る
月
も
納
得
で
き
ま

す
。
翻
っ
て
新
暦
三
月
は
旧
暦

二
月
頃
に
あ
た
り
、
和
名
は

如き
さ
ら
ぎ月
と
呼
び
ま
す
。
い
ま
頃
は

ま
だ
寒
さ
も
残
っ
て
い
る
の
で
、

衣き
ぬ

を
更
に
着
る
月
で
あ
る
か
ら

「
衣き

更さ
ら

着ぎ

」
と
か
、
あ
る
い
は
草

し
か
し
春
の
力
強
い
芽
吹
き
の

よ
う
な
新
し
い
出
会
い
を
清
々

し
い
気
持
ち
で
迎
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
別
れ
の
時
に

悔
い
を
残
し
た
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
苦
手
だ
嫌
だ
と
思
っ
て
い

た
人
に
も
「
も
う
会
う
こ
と
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
え
ば
優

し
い
気
持
ち
に
な
れ
る
で
し
ょ

う
。
少
し
勇
気
を
出
し
て
話
し

て
み
る
と
、
意
外
な
出
会
い
と

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

お
釈
迦
様
が
ご
自
身
の
臨
終

に
際
し
て
弟
子
た
ち
へ
残
し
た

言
葉
に
「
会
う
者
は
必
ず
離
れ
る

こ
と
あ
り
。
憂
い
・
悩
み
を
懐

く
こ
と
な
か
れ
。
世
の
相
か
く

の
如
し
。
ま
さ
に
勤

ね
ん
ご
ろ

に
精
進
し

て
早
く
解
脱
を
求
め
、
智
慧
の

明あ
か
り

を
も
て
諸
の
痴

お
ろ
か

の
暗や

み

を
滅
ぼ

す
べ
し
。」
と
お
示
し
に
な
り
ま

し
た
。
春は

る

夏な
つ

秋あ
き

冬ふ
ゆ

の
季
節
の
巡

り
合
わ
せ
の
よ
う
に
、
わ
た
し

た
ち
の
営
み
も
出
会
い
と
別
れ

の
繰
り
返
し
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

わ
た
し
た
ち
は
出
会
い
の
よ
ろ

こ
び
に
心
を
弾
ま
せ
こ
そ
す
れ

別
れ
の
悲
し
み
を
す
す
ん
で
考

え
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
し
か

し
出
会
い
が
あ
れ
ば
必
ず
別
れ

木
の
芽
が
張
り
出
す
月
で
あ
る

か
ら
「
草く

さ

木き

張は
り

月づ
き

」
な
ど
と
い
わ

れ
る
こ
と
が
由
来
の
よ
う
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
時
期
は

な
が
く
厳
し
い
冬
を
越
え
て
あ

た
た
か
な
春
に
む
か
う
よ
ろ
こ

び
の
季
節
で
す
。
し
か
し
同
時

に
年
度
替
わ
り
の
シ
ー
ズ
ン
で

も
あ
り
、
月
を
通
し
て
卒
業
式

や
送
別
会
が
行
わ
れ
、
会
社
勤

め
の
方
も
人
事
異
動
が
あ
っ
た

り
と
別
れ
の
季
節
で
も
あ
り
ま

す
。
先
輩
や
後
輩
、
親
し
い
方

や
お
世
話
に
な
っ
た
人
を
送
り

出
し
た
り
、
あ
る
い
は
送
ら
れ

た
り
と
立
場
の
違
い
こ
そ
あ
れ

い
ま
ま
で
慣
れ
親
し
ん
だ
人
々

と
離
れ
る
こ
と
は
寂
し
い
も
の

で
す
。
ま
た
人
の
つ
な
が
り
は

良
好
な
関
係
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
苦
手
な
上
司
や
仲
良
く

で
き
な
か
っ
た
ク
ラ
ス
メ
ー
ト

な
ど
、
人
の
合
う
合
わ
な
い
と

い
う
こ
と
も
あ
る
も
の
で
す
。

の
時
も
訪
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
い
ま
こ
の
時
の
積
み
重
ね
を

大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　

瑞
應
寺
専
門
僧
堂
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放
て
ば
手
に
満
て
り

　

当
寺
の
お
檀
家
さ
ん
で
、
刃

物
を
打
つ
鍛
冶
屋
さ
ん
と
し
て

大
変
有
名
な
方
が
お
ら
れ
ま
す
。

先
日
、
そ
の
方
の
お
母
さ
ま
の

ご
法
事
の
折
り
に
色
々
な
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

　

実
は
こ
の
方
、
あ
る
技
術
を

習
得
す
る
た
め
に
大
変
な
ご
苦

労
と
研
鑽
を
積
ま
れ
た
の
だ
そ

う
で
す
。
お
祖
父
さ
ま
、
お
父
さ

ま
と
代
々
の
鍛
冶
屋
さ
ん
の
家

に
生
ま
れ
た
の
で
す
が
、
鍛
冶
屋

を
継
ぐ
つ
も
り
は
な
く
、
中
学
校

を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
大
工
さ
ん

を
志
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

最
終
的
に
は
、
お
父
さ
ま
の

跡
を
継
い
で
腕
を
磨
き
、
鍛
冶

屋
と
し
て
立
派
に
生
計
を
立
て

る
ま
で
に
な
ら
れ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
に
、

さ
ら
に
極
み
を
目
指
し
て
刀
鍛
冶

に
入
門
を
願
い
出
た
と
の
こ
と
。

　

し
か
し
、
簡
単
に
入
門
が
許

さ
れ
る
は
ず
も
な
く
、
何
度
も
何

度
も
断
ら
れ
た
挙
げ
句
、
よ
う
や

く
鍛
冶
場
に
入
る
こ
と
を
許
さ

れ
、
様
々
な
書
物
を
読
ん
で
研
究

し
た
り
実
際
に
何
度
も
打
っ
た

り
と
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
今

で
は
、
そ
の
方
に
し
か
で
き
な
い

と
い
う
特
殊
な
伝
統
技
法
を
習

得
さ
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

私
は
、
こ
の
方
が
そ
の
技
法
を

習
得
す
る
為
に
、
ひ
た
む
き
な
努

力
を
続
け
ら
れ
た
事
は
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、
何
よ
り
一
人
前
の
鍛
冶

屋
で
あ
っ
た
ご
自
身
を
更
に
向
上

さ
せ
る
た
め
、
我が

を
捨
て
て
頭
を

下
げ
、
入
門
を
請
わ
れ
た
姿
に
感

銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

禅
の
教
え
の
中
に
は
「
我
執
＝

が
し
ゅ
う
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く

出
て
ま
い
り
ま
す
。
自
分
自
身

に
執
着
す
る
と
い
う
意
味
で
、

自
分
自
身
へ
の
こ
だ
わ
り
の
こ

と
で
す
。
今
ま
で
の
経
験
や
実

績
は
自
分
自
身
の
糧
と
な
り
ま

す
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ

る
と
、
自
分
自
身
の
成
長
を
妨

げ
か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
、
あ
ま

り
に
も
こ
だ
わ
り
が
過
ぎ
る
と
、
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周
り
と
の
協
調
が
取
れ
な
く
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

禅
の
教
え
に
「
放
て
ば
手
に
満

て
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
言
葉
が
示
す
通
り
、
手

の
平
を
開
か
な
け
れ
ば
手
は
自

由
に
使
え
ず
、
新
し
い
も
の
を

掴
む
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
皆

さ
ん
、
そ
の
手
に
こ
だ
わ
り
を

握
り
込
ん
で
自
分
自
身
が
縛
ら

れ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
？

こ
だ
わ
り
を
握
り
込
ん
で
、
自

分
自
身
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ

て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

手
も
心
も
大
き
く
広
げ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
の
機
会
や

ご
縁
の
輪
を
大
切
に
し
た
い
も

の
で
す
。
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フ
ィ
ル
タ
ー
を 
 

              

取
り
払
う

　

昨
年
の
暮
れ
、
お
歳
暮
を
贈
ろ

う
と
お
檀
家
さ
ん
が
営
む
酒
屋
さ

ん
に
伺
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
奥

さ
ま
に
助
言
を
頂
き
な
が
ら
品
定

め
を
し
た
り
、宛
名
を
書
い
た
り
、

包
装
を
し
て
頂
き
な
が
ら
お
話
を

う
だ
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
い
つ

ま
で
も
イ
ヤ
な
こ
と
、
面
倒
な

こ
と
の
ま
ま
だ
」
と
気
が
付
き
ま

し
た
。
そ
れ
以
来
、
小
さ
な
こ

と
で
も
、
好
き
嫌
い
の
垣
根
を

取
り
払
っ
て
取
り
組
む
と
、
い

つ
の
間
に
か
、
周
り
に
溶
け
込

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

好
き
や
、
嫌
い
、
と
い
う
の

は
自
分
自
身
の
心
の
中
の
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
物
事
を
感
じ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
ま

す
。
心
の
中
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
、
好
き
な
物
に
は
興
味

や
関
心
を
持
ち
ま
す
。
好
き
な

人
と
は
近
寄
っ
て
話
を
し
ま
す
。

そ
の
反
対
に
、
嫌
い
な
物
に
は

無
関
心
に
な
り
ま
す
。
嫌
い
な

人
と
は
距
離
を
と
り
ま
す
。

　

違
っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、

好
き
や
嫌
い
と
い
う
感
情
は
、

心
の
中
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り

払
う
こ
と
で
、
そ
の
感
情
を
切

り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

心
の
中
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取

り
払
い
、
身
の
周
り
の
些
細
な

こ
と
に
で
も
関
心
を
持
っ
て
生

活
し
て
い
る
と
、
気
づ
か
な
か
っ

た
喜
び
や
感
動
を
得
る
こ
と
に

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

そ
の
酒
屋
さ
ん
の
奥
さ
ま
は
東

京
生
ま
れ
の
東
京
育
ち
、
ご
主
人

と
巡
り
合
う
ま
で
東
京
を
離
れ
た

こ
と
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
東

京
で
ご
主
人
と
巡
り
合
っ
て
結
婚

さ
れ
、
し
ば
ら
く
は
東
京
で
暮
ら

し
て
い
た
の
で
す
が
、
ご
主
人
の

お
父
さ
ま
が
体
調
を
く
ず
さ
れ
た

の
を
機
に
高
知
に
帰
ら
れ
た
の
だ

そ
う
で
す
。

　
「
慣
れ
ぬ
田
舎
で
の
生
活
で
、

さ
ぞ
か
し
気
苦
労
も
多
か
っ
た

で
し
ょ
う
」
と
伺
い
ま
す
と
、「
や

は
り
初
め
は
大
変
で
し
た
」
と

仰
っ
て
い
ま
し
た
。

　

奥
さ
ま
に
「
ど
う
や
っ
て
高
知

の
生
活
に
慣
れ
ま
し
た
か
？
」
と

伺
い
ま
す
と
、
暫
く
考
え
ら
れ

た
後
、「
そ
う
で
す
ね
え
。
好
き

に
な
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。」
と

答
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
う
い
え
ば
私
も
、
高
知
県

に
赴
い
た
当
初
は
、
慣
れ
ぬ
言

葉
や
慣
れ
ぬ
風
習
に
、
心
の
中

に
モ
ヤ
モ
ヤ
と
し
た
イ
ヤ
だ
な
、

面
倒
だ
な
と
い
う
感
情
を
抱
え

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
あ
る
日
、

落
ち
葉
掃
き
を
し
て
き
れ
い
に

な
っ
た
境
内
を
見
た
と
き
に
「
そ

繋
が
り
ま
す
。
普
段
あ
ま
り
関

わ
り
を
持
た
な
い
人
と
も
交
わ

り
が
出
来
れ
ば
、
新
た
な
学
び

や
ご
縁
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
こ
そ
が
、
恵
み
の

あ
る
豊
か
な
生
き
方
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？

　

コ
ロ
ナ
禍
で
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ

ス
タ
ン
ス
が
新
た
な
標
準
に

な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
心
の
距

離
だ
け
は
離
れ
ず
に
過
ご
し
た

い
も
の
で
す
。

 

高
知
県
予
岳
寺　

濱
田
道
圓
師

�

令
和
三
年
三
月
十
一
日
～
二
十
一
日　修行を終え送行する雲水
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■ 

常
楽
会
（
お
ね
は
ん
）

　

三
月
十
五
日
㈪
、
三
カ
年
ま
で

の
新
亡
精
霊
を
供
養
す
る
毎
年
恒

例
の
行
事
、
常
楽
会
（
お
ね
は
ん
）

が
行
わ
れ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
為
、
檀
家

様
方
の
参
列
を
御
遠
慮
し
て
頂
く

形
と
な
っ
た
。
当
日
は
村
上
山
主

導
師
の
も
と
山
内
大
衆
・
役
寮
の

み
で
釈
尊
涅
槃
会
法
要
を
厳
修
、

続
い
て
読
立
供
養
。
賽
銭
が
飛
び

交
う
当
地
方
独
特
の
風
光
こ
そ
見

ら
れ
な
か
っ
た
が
、
年
明
け
続
々

と
受
付
に
来
ら
れ
た
御
遺
族
様
方

か
ら
は
、
冥
福
を
祈
る
多
く
の
御

気
持
ち
を
お
預
か
り
し
た
。

■ 

幼
稚
園
卒
園
式

　

三
月
十
八
日
㈭
は
ひ
か
り
幼
稚

園
の
第
六
十
八
回
卒
園
式
。
三
カ

年
の
皆
勤
、
精
勤
も
含
め
て
親
も

子
も
努
力
の
賜
物
。

　

入
園
式
は
釈
尊
花
祭
り
と
共
に

祝
い
卒
園
式
は
お
彼
岸
ま
つ
り
の

感
謝
と
合
わ
せ
て
園
児
は
巣
立
っ

て
い
く
。

■ 
萬
霊
塔
供
養

　

三
月
廿
一
日
㈰
、
当
山
西
墓
地

の
永
代
供
養
塔
〝
萬
霊
塔
〟
法
要

が
行
わ
れ
た
。当
日
は
雨
天
の
為
、

瑞
応
寺
法
堂
に
て
、
村
上
山
主
導

師
の
も
と
、
参
列
者
と
共
に
、
諷

経
し
諸
精
霊
を
供
養
。

　
三
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

七　

日　

日
曜
参
禅
会

九　

日　

参
玄
会
（
十
一
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷

　
　
　
　

常
楽
会
（
お
ね
は
ん
）

　
　
　
　

略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

　
　
　
　

ひ
か
り
幼
稚
園
卒
園
式

廿
一
日　

萬
霊
塔

 

（
永
代
供
養
塔
）
供
養

丗
一
日　

略
布
薩

　
四
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

四　

日　

日
曜
参
禅
会

六　

日　

参
玄
会
（
八
日
迄
）

八　

日　

釈
尊
降
誕
会

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

廿
一
日　

春
季
金
比
羅
大
祭

丗　

日　

略
布
薩

　
銀
杏
感
謝
録

　

埼
玉
県　

小
林
和
子
殿

　

京
都
府　

谷
口
法
衣
佛
具
店
殿

　

山
口
県　

保
福
寺
殿

　

大
阪
府　

松
田
志
保
子
殿

　

宮
城
県　

東
禪
寺
殿

　

愛
知
県　

洞
隣
寺
殿

　

広
島
県　

光
福
寺
殿

　

静
岡
県　

善
勝
寺
殿

　

秋
田
県　

補
陀
寺
殿

　

鳥
取
県　

安
国
寺
殿

　

愛
媛
県　

村
尾
勉
久
殿

　

愛
媛
県　

品
川
博
子
殿

　

山
形
県　

耕
圓
寺
殿

　

島
根
県　

清
光
院
殿

　

福
岡
県　

古
賀
和
子
殿

�

（
令
和
三
年
一
月
廿
五
日
受
付
迄
）

道
元
禅
師

　

学
道
用
心
集
講
述

　
　
　
　
楢
崎
一
光
老
師 

著

　
　
　
　

Ａ
５
判　

三
三
一
頁 

 

二
千
円

＊  

お
問
い
合
わ
せ
、
お
申
し
込
み

は
瑞
應
寺
受
処
ま
で

　

 

電 

話 
 

 
 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
六
五
六
三

●  刊行本案内  ●

　

季
節
が
春
へ
と
移
り
変
わ
り
、過

ご
し
や
す
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

　

新
年
度
に
な
り
、
入
学
式
や
入
社

式
と
い
っ
た
新
し
い
環
境
に
な
る
方

も
大
勢
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

瑞
應
寺
で
も
、
新
し
く
修
行
僧

が
上
山
し
て
き
ま
し
た
。

　

新
し
く
上
山
さ
れ
た
修
行
僧

は
、
日
々
の
修
行
生
活
が
思
う
よ

う
に
な
ら
ず
に
苦
労
し
て
い
る
様

子
で
、
ま
た
先
輩
の
修
行
僧
も
、

ど
の
よ
う
に
教
え
る
と
い
い
の
か

悩
ん
で
い
る
様
子
で
す
。

　

新
到
、
古
参
共
に
日
々
切
磋
琢

磨
し
て
行
を
努
め
て
い
ま
す
。

　萬霊塔(永代供養塔)

　山内大衆・
　役寮による諷経

読立　角一侍聖　


