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福ふ
く

寿じ
ゅ

無む

量り
ょ
う　

萬ば
ん

福ぷ
く

多た

幸こ
う　

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
十
月
に
晋し

ん

山さ
ん

式し
き

を
挙
げ

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
最
初
の
新
年

を
修
行
僧
と
共
に
迎
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
こ
と
、
有
難
い
こ
と

だ
と
、
こ
の
身
の
法ほ

う

幸こ
う

を
感
謝
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
現
在
、
熊
本
の
聖
護
寺
兼

務
の
手
続
き
を
さ
せ
て
頂
い
て
お

り
ま
す
。

　

私
は
、
平
成
二
年
に
瑞
應
寺
専

門
僧
堂
へ
安
居
し
、
そ
の
一
年
後

の
五
月
か
ら
秋
の
大
祭
ま
で
の

間
、
聖
護
寺
で
修
行
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

当
時
は
、電
気
も
ガ
ス
も
無
く
、

ラ
ン
プ
の
灯
り
で
坐
禅
・
朝
の
お

勤
め
・
庫く

裡り

に
て
行

ぎ
ょ
う

鉢は
つ

等
懐
か
し

く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
特
に
外
の

手
洗
い
場
か
ら
見
た
満
天
の
星
、

さ
ら
に
佐
藤
寿と

志し

子こ

さ
ん
か
ら
山

椒
の
佃
煮
を
頂
き
、
美
味
し
く
て

お
釜
の
ご
飯
を
全
て
食
べ
て
し

ま
っ
た
こ
と
等
、
聖
護
寺
で
の
修

行
は
、
時
間
が
ゆ
っ
く
り
過
ぎ
、

本
来
の
自
分
に
戻
れ
る
時
間
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
抹
軽
煙
遠
近
山

　
　

 

一い
ち

抹ま
つ

の
軽け

い

煙え
ん

遠え
ん

近き
ん

の
山

展
成
淡
墨
画
図
看

　
　

 

展の

べ
て
淡
墨
の
画が

図ず

と
成
し

て
看
る

目
前
分
外
清
幽
意

　
　

  

目
前 

分ぶ
ん

外が
い 

清
幽
の
意

こ
こ
ろ

不
是
道
人
倶
話
難

　
　

  

是
れ
道
人
に
あ
ら
ず
ん
ば 

倶と
も

に
話か

た

り
難
し

　

こ
れ
は
、
ご
存
知
の
通
り
大

智
禅
師
偈
頌　

鳳ほ
う

山ざ
ん

山さ
ん

居き
ょ

の
一
首

で
す
。

　

聖
護
寺
は
、
菊
池
市
か
ら
約

二
〇
キ
ロ
弱
行
っ
た
斑は

ん

蛇じ
ゃ

口く

山や
ま

の

中
に
あ
り
ま
す
。

　

軽
乗
用
車
が
一
台
通
れ
る
ほ
ど

の
山
道
を
登
る
と
「
鳳
儀
山
聖
護

寺
」
と
刻
ま
れ
た
自
然
石
が
建
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
四
～
五
十

メ
ー
ト
ル
行
く
と
山
門
が
あ
り
最

初
に
聖
護
寺
の
宝ほ

う

篋
き
ょ
う

印い
ん

搭と
う

に
で

ま
す
。
そ
の
左
手
に
眼
を
や
る
と

こ
の
一
首
に
あ
る
景
色
が
ひ
ら
け

て
き
ま
す
。

　

昨
年
秋
の
法
要
に
行
か
せ
て
頂

き
ま
し
た
が
、
三
十
年
以
上
前
の

景
色
と
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
大
智
禅
師
開
創

か
ら
六
百
八
十
年
以
上
変
わ
ら
な

い
で
あ
ろ
う
景
色
に
感
動
す
ら
覚

え
ま
し
た
。

　

一
抹
と
は
、
画
筆
で
サ
ー
ッ
と

ひ
と
は
き
し
た
よ
う
な
状
態
を
い

い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
、
う
す
い
煙

の
よ
う
な
霧
が
か
か
り
、
近
い
山
、

遠
い
山
が
も
や
の
中
に
、
ち
ょ
う

ど
、
う
す
墨
で
描
い
た
よ
う
に
み

え
る
。
と
い
う
の
で
す
。

　

ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
雲
仙
や

阿
蘇
の
山
々
が
遠
く
に
あ
り
、
淡

墨
の
画
図
の
よ
う
で
実
に
素
晴
ら

し
い
光
景
で
す
。

　

そ
れ
を
た
だ
素
晴
ら
し
い
光
景

と
み
る
か
、
自
己
の
姿
と
し
て
受

け
止
め
て
み
る
か
。

　

眼
に
見
え
る
風
景
以
上
に
、
清

ら
か
に
し
て
幽

し
ず
か

な
る
こ
こ
ろ
は
、

こ
れ
道
人
に
あ
ら
ず
ん
ば
語
る
こ

と
難
し
。
と
い
う
の
で
す
。

　

い
つ
も
目
の
前
の
こ
と
に
と
ら

わ
れ
右
往
左
往
し
て
い
ま
す
。
本

来
の
自
己
を
見
つ
め
る
こ
と
が
、

今
の
私
た
ち
に
は
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

実
際
に
聖
護
寺
で
坐
禅
弁
道

し
清せ

い

幽ゆ
う

の
意

こ
こ
ろ

を
養
い
た
い
も
の

で
す
。

　
　
頌

し

ょ

う

　
　
春

し

ゅ

ん

�

瑞
應
寺
住
職　

金か
な�

岡お
か　

潔け
っ�

宗し
ゅ
う

聖
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寺
本
堂

聖
護
寺
か
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色
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新
し
き
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、
昨

年
は
元
日
早
々
の
能
登
半
島
地
震
か

ら
始
ま
り
、
様
々
な
天
災
地
災
人
災

は
後
を
絶
た
ず
、
新
年
の
祝
辞
を
ど

う
述
べ
る
べ
き
か
躊
躇
す
る
年
明
け

で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
時
は
刻
々
と
移
り

変
わ
り
因い

ん

縁ね
ん

所し
ょ

生し
ょ
う

の
お
示
し
通
り
、

私
達
は
何
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら

出
発
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界

中
の
全
て
の
人
が
穏
や
か
に
生
き
て

行
け
る
よ
う
祈
る
の
み
で
す
。

　

私
は
昨
年
十
一
月
、
瑞
應
寺
と
ご

縁
の
あ
る
熊
本
県
菊
池
市
の
聖

し
ょ
う

護ご

じ寺

に
拝は

い

登と
う

（
恭
し
く
参
拝
す
る
）
の
ご

縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
聖
護
寺
の

事
は
一
光
老
師
、
通
元
老
師
、
ま
た

先
輩
諸
老
師
よ
り
度
々
お
話
を
伺
っ

て
お
り
ま
し
た
。

　

近
年
聖
護
寺
行
き
の
予
定
を
立
て

て
は
、
悪
天
候
等
で
三
度
続
け
て
頓

挫
し
、こ
れ
は
憧
憬
を
抱
く
の
み
で
、

よ
ほ
ど
ご
縁
を
頂
け
ぬ
事
と
半
ば
諦

め
か
け
て
お
り
ま
し
た
が
、
佛
の
顔

も
三
度
ま
で
、
三
度
目
を
超
え
て
四

度
目
の
正
直
。
よ
う
や
く
機
縁
熟
し

時
節
到
来
、
悦え

つ

事じ

の
三
宅
俊
尚
師
と

共
に
三
崎
港
～
佐
賀
関
の
フ
ェ
リ
ー

経
由
で
向
か
い
ま
し
た
。
つ
い
に
念

願
が
叶
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
以
上

に
言
葉
で
は
表
現
で
き
ぬ
二
泊
三
日

間
で
し
た
。
阿
蘇
極
楽
寺
ご
住
職
の

林
秀
峰
老
師
が
出
迎
え
て
下
さ
り
、

早
速
法は

っ
と
う堂

で
礼
拝
、
吸
い
込
ま
れ
る

よ
う
な
得
も
言
わ
れ
ぬ
感
覚
に
三
拝

目
は
な
か
な
か
起
き
上
が
れ
ず
、
し

ば
ら
く
ひ
れ
伏
し
た
ま
ま
で
し
た
。

更
に
開
山
堂
に
て
大
智
禅
師
の
御
木

像
に
礼
拝
中
、
ま
る
で
大
智
禅
師
が

「
尊そ

ん

公こ
う

、
早
く
僧
堂
に
行
っ
て
坐
ら

ん
か
」
と
言
っ
て
下
さ
る
よ
う
な
思

い
が
沸
き
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
日

の
午
後
、
護
持
会
の
会
長
で
あ
る
宮

本
さ
ん
と
会
員
の
藤
本
さ
ん
が
ご
挨

拶
に
お
見
え
に
な
り
、二
日
目
に
は
、

聖
護
寺
中

ち
ゅ
う

興こ
う

開
山
の
村
上
素そ

 
ど
う道

老
師

の
篤
心
者
で
身
辺
の
お
世
話
を
さ
れ

て
い
た
佐
藤
寿
志
子
様
の
ご
縁
の
ご

婦
人
が
三
名
来
山
さ
れ
「
寿
志
子
さ

ん
の
お
墓
掃
除
と
、
お
墓
参
り
に
来

ま
し
た
」
と
の
事
。
夕
方
に
は
再
び

護
持
会
長
さ
ん
が
会
員
の
緒
方
さ
ん

と
共
に
薬
石
（
夕
食
）
の
差
し
入
れ

を
届
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
三
日
間
、
好
天
に
恵
ま
れ
、

車
道
の
整
備
、
草
刈
り
、
庭
木
の
剪

定
等
の
作
務
を
こ
な
し
、
日
暮
れ
に

は
一
番
近
く
の
銭
湯
に
行
き
、
帰
り

は
満
天
の
星
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

二
日
目
の
夜
、
星
の
輝
き
と
、
漆

黒
と
云
う
よ
り
鉄
紺
の
夜
空
が
、

「
汝

な
ん
じ

、
何な

に
ゆ
え故

此
処
に
来
た
れ
り
」
と

私
に
問
い
か
け
ま
す
。
私
は
何
も
答

え
る
事
が
出
来
ず
立
ち
す
く
ん
で
い

る
と
「
汝
往お

う
じ事

を
憶お

も

う
や
い
な
や
と

（
遠
い
昔
を
知
っ
て
い
る
か
？
）」
と

声
が
聞
こ
え
、
そ
こ
で
気
が
付
き
ま

し
た
。「
我
、
遠お

ん

劫ご
う

の
中
を
念お

も

う
に
、

こ
こ
に
居き

ょ

せ
り
。
今
日
昔し

ゃ
く
い
ん因

に
か
な

え
り
（
今
私
の
遠
い
昔
を
想
え
ば
、

私
は
こ
こ
に
居
ま
し
た
。
今
よ
う
や

く
そ
の
因
縁
に
よ
り
こ
こ
に
来
ま
し

た
）」
と
天
に
答
え
ま
し
た
。

　

聖
護
寺
関
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

を
見
ま
す
と
、
平
安
時
代
の
後
期
か

ら
室
町
時
代
に
か
け
て
四
百
五
十
年

に
わ
た
っ
て
活
躍
し
た
菊
池
一
族
の

事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

菊
池
一
族
は
源
氏
物
語
、
蒙
古
襲

来
絵
詞
、
太
平
記
な
ど
に
そ
の
足
跡

を
刻
み
、
中
央
に
ま
で
そ
の
名
を
轟

か
せ
た
九
州
の
一
大
豪
族
で
し
た
。

菊
池
一
族
の
大
き
な
魅
力
は
、
全
て

に
対
す
る
誠
実
さ
で
す
。
代
々
朝
廷

の
忠
臣
と
し
て
奮
闘
し
、
た
と
え
不

利
な
立
場
に
な
っ
た
と
し
て
も
そ
の

信
念
を
覆
す
こ
と
は
な
く
一
途
に
忠

誠
を
尽
く
し
た
の
で
し
た
。

　

最
盛
期
の
南
北
朝
時
代
に
は
、
全

国
的
な
北
朝
有
利
の
状
況
に
あ
っ

て
も
南
朝
の
雄
と
し
て
最
後
ま
で

戦
い
抜
き
、
そ
の
愚
直
な
ま
で
に
信

義
を
つ
ら
ぬ
く
姿
勢
は
、
後
の
世
に

ま
で
語
り
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
四
百
五
十
年
と
い
う
長
い
時

の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
真
摯

に
駆
け
抜
け
た
祖
先
の
姿
は
、
現

在
も
そ
の
一
族
の
名
前
が
市
の
名
称

と
な
っ
た
菊
池
市
民
の
誇
り
と
し
て

脈
々
と
息
づ
い
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
聖
護
寺
は
延
元
元
年

（
一
三
三
八
）
に
そ
の
菊
池
一
族
第

十
三
代
菊
池
武
重
公
が
道
元
禅
師

か
ら
直
系
六
代
目
の
大だ

い

智ち

祖そ

継け
い

禅ぜ
ん
じ師

を
開
山
と
し
て
招
き
建
立
。
禅
師
は

武
重
公
、
十
四
代
武
士
公
や
一
族
の

人
々
の
参
禅
指
導
に
あ
た
り
、
そ
れ

が
人
生
の
指
針
と
な
り
、
帰
依
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
聖
護

寺
は
禅
師
が
玉
名
の
広
福
寺
に
移

り
、
そ
の
後
十
数
代
続
き
ま
し
た

が
、
廃
寺
と
化
し
て
五
百
年
以
上
を

経
て
、
昭
和
十
七
年
長
崎
晧こ

う
た
い
じ

臺
寺

二
十
九
世
村
上
素
道
老
師
が
徒
手
空

拳
で
入
山
、
す
で
に
荒
地
と
化
し
て

い
た
寺
跡
を
大
智
禅
師
の
遺
徳
の
顕

彰
、
古
蹟
復
興
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た

が
、
昭
和
三
十
九
年
大
智
禅
師
六
百

回
大
遠
忌
を
目
前
に
九
十
歳
で
御
遷

化
、
弟
子
の
鈴す

ず

木き

素そ

田で
ん

老
師
が
、
瑞

應
寺
で
修
行
僧
の
指
導
を
さ
れ
た
橋は

し

本も
と

恵え

光こ
う

老
師
を
請
せ
ら
れ
ま
す
が
、

橋
本
老
師
も
御
遷
化
、
そ
こ
で
橋
本

門
下
の
方
た
ち
が
中
心
に
鎌か

ま

谷た
に

仙せ
ん

龍
り
ゅ
う

老
師
の
導
師
の
元
に
大
遠
忌
法
要
を

勤
め
ら
れ
ま
し
た
。
素
田
老
師
は
諸

堂
の
建
立
、
整
備
等
に
尽
力
さ
れ
、

佛ぶ
つ

足そ
く

石せ
き

の
勧
請
、
全
世
界
の
戦
没
者

供
養
の
宝

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔
を
建
立
さ
れ
ま
す

が
、
昭
和
四
十
八
年
突
如
と
し
て
御

遷
化
、
楢
崎
一
光
老
師
が
葬
儀
を
勤

め
ら
れ
、
昭
和
五
十
二
年
後
継
と
な

ら
れ
ま
し
た
。
一
光
老
師
は
、
聖
護

寺
を
「
道
元
禅
」
を
正
し
く
伝
え
実

践
す
る
国
際
禅
道
場
と
し
て
伽
藍
施

設
等
を
充
実
さ
れ
、
楢
崎
通
元
老
師

に
よ
っ
て
大
智
禅
師
六
百
五
十
回
忌

が
厳
修
さ
れ
山
門
も
整
備
さ
れ
ま
し

た
。
聖
護
寺
は
檀
家
は
無
く
、
浄
土

真
宗
の
お
寺
の
檀
信
徒
で
あ
り
な
が

ら
、
鳳ほ

う
ぎ来

地
区
穴あ

な

川が
わ

地
区
の
皆
さ
ん

 
下あ

山さ
ん

の
路み

ち

は
是
れ
上じ

ょ
う

山ざ
ん

の
路

�

後 

堂　

門か
ど�

原は
ら　

信し
ん�

典て
ん
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年
頭
所
感

　

謹
ん
で
新
春
の
お
喜
び
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　

本
年
の
干
支
は
乙

き
の
と

巳み

、
努
力
を
重

ね
、物
事
を
安
定
さ
せ
て
い
く
と
い

う
意
味
合
い
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　

年
頭
書
懐

海
天
相
映
曙
光
紅

（
海か

い

天て
ん

、
相あ

い
映え

い

じ
て
、
曙し

ょ

光こ
う

紅
く
れ
な
い

な
り
）

淑
気
蓬
蓬
満
梵
宮

（
淑

し
ゅ
く

気き

蓬お
う

々お
う

と
し
て
、
梵ぼ

ん

宮ぐ
う

に
満み

つ
）

何
日
戦
場
兵
火
歇

（
何い

ず

れ
の
日ひ

ぞ
、
戦
場
、
兵へ

い

火か

歇や

み
）

人
民
安
堵
太
平
中

（
人
民
、
太
平
の
中
に
安
堵
す
る
は
）

　

恙
つ
つ
が

無
く
新
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、

世
界
に
目
を
向
け
ま
す
と
、
数
年
来

の
戦
火
は
収
ま
ら
ず
、
多
く
の
人
命

や
暮
ら
し
が
破
壊
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
よ
り
、
後
堂
老
師
が
提
唱
下

さ
っ
て
い
る
の
が
、『
法
華
経
』
の

『
常

じ
ょ
う

不ふ

軽ぎ
ょ
う

菩ぼ

薩さ
つ

品ほ
ん

』。
法
華
経
の
中
で

も
と
り
わ
け
好
き
な
と
こ
ろ
で
、
和

文
の
配
布
用
を
作
り
、檀
信
徒
の
方
々

と
と
も
に
拝
読
し
て
き
た
所
、
有
り

難
い
学
習
の
機
会
を
頂
い
て
い
ま
す
。

　

常
不
軽
菩
薩
は
、
お
経
の
学
習
な

ど
せ
ず
、
人
を
見
つ
け
て
は
近
寄
っ

て
行
き
礼
拝
し
、「
あ
な
た
は
素
晴
ら

し
い
仏
さ
ま
と
な
ら
れ
る
べ
き
人
だ
」

な
ど
と
褒
め
る
ば
か
り
。
相
手
に
は

愚
鈍
者
と
評
さ
れ
、
罵
倒
さ
れ
迫
害

を
受
け
る
が
、
な
お
礼
拝
を
止
め
ず
、

〝
常
に
人
を
軽
ん
じ
な
い
〟
生
き
方
を

全
う
し
、
や
が
て
成
仏
し
て
拝
ま
れ

る
方
と
な
っ
た
。

　

今
年
は
〝
常
に
人
を
軽
ん
じ
な
い

生
き
方
〟
を
修
行
の
テ
ー
マ
と
し

た
い
。 

監
事　

阿
部
信
宏

　

除
夜
の
鐘
つ
き
の
寒
気
も
改
ま

り
、
新
春
の
華
や
ぎ
と
共
に
皆
様
の

御
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

コ
ス
パ
・
タ
イ
パ
と
効
果
効
率

を
求
め
ら
れ
る
時
流
と
は
真
逆
に

思
わ
れ
る
禅
の
修
行
。
最
初
は
訳

も
分
か
ら
ず
や
ら
さ
れ
て
い
く
う

ち
に
、
少
し
ず
つ
修
行
生
活
に
自

分
が
重
な
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ら

く
厳
し
く
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
実

は
道
に
か
な
っ
た
工
夫
辦
道
は
楽

し
く
さ
え
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は

身
近
な
こ
と
か
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
。

　

私
も
改
め
て
自
分
の
足
下
を
見

つ
め
直
し
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
。
今

年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

 

知
客　

家
古
谷
光
祥

　

巳
の
年
は
、
ヘ
ビ
が
皮
を
脱
ぎ
捨

て
て
新
た
な
姿
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ

と
か
ら
、新
し
い
挑
戦
や
変
化
、成
長
、

変
革
の
年
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も

良
い
の
で
す
が
、
仏
道
は
人
々
の
脚

き
ゃ
っ

根こ
ん

下か

に
あ
っ
て
、
何
か
特
別
な
こ
と

が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
他
に
求
む
べ

が
中
心
に
聖
護
寺
の
護
持
を
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
は
菊
池
一
族
の
大

智
禅
師
へ
の
信
仰
心
と
共
に
、
長
い

間
育
ま
れ
た
聖
護
寺
へ
の
絶
大
な
る

帰
依
と
誠
実
な
報
恩
行
の
御
心
と
姿

が
随
所
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
車
で

三
十
分
く
ら
い
か
け
て
町
に
行
き
、

コ
ン
ビ
ニ
や
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
等

の
お
店
に
入
る
と
、
必
ず
「
聖
護
寺

さ
ん
か
ら
で
す
か
？
」
と
尋
ね
ら
れ

ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
聖
護
寺
は
菊

池
市
の
皆
さ
ん
の
日
常
生
活
、
人
生

に
根
付
い
て
い
る
お
寺
な
の
だ
と
得

心
し
ま
し
た
。

　

僅
か
な
滞
在
で
し
た
が
、
よ
く
言

わ
れ
る
「
こ
こ
が
私
の
魂
の
故
郷
」

と
い
う
感
傷
に
浸
る
事
で
も
な
く
、

隠
棲
し
て
世
間
の
煩
わ
し
さ
か
ら
離

れ
る
と
い
う
消
極
的
な
事
で
も
な
く
、

そ
こ
に
は
ず
っ
と
前
か
ら
こ
こ
に
居

る
の
が
当
た
り
前
の
私
が
居
ま
し
た
。

　

そ
の
私
の
当
た
り
前
と
は
何
か
？

星
空
が
語
り
掛
け
た
も
の
は
何
か
？ 

そ
れ
は
、
大
智
禅
師
か
ら
村
上
素
道

老
師
、
鈴
木
素
田
老
師
、
楢
崎
一
光

老
師
、
楢
崎
通
元
老
師
と
受
け
継
が

れ
た
「
仏ぶ

つ

祖そ

正
し
ょ
う

伝で
ん

の
坐
禅
」
の
相
続

と
挙
揚
で
し
た
。

　

近
年
「
禅
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が

世
界
に
広
ま
り
、
ま
た
聖
護
寺
も
深
山

幽
谷
の
中
の
閑

か
ん
じ
ゃ
く寂

な
禅
の
道
場
と
い
う

事
の
み
に
注
目
さ
れ
皆
さ
ん
が
憧
れ
ま

す
。
し
か
し
、
道
元
禅
師
の
「
正
伝
の

佛
法
」
が
私
達
の
坐
禅
で
す
。

　

大
智
禅
師
の
「
出

し
ゅ
っ

山さ
ん

相そ
う

」
と
い
う
、

お
釈
迦
様
が
成
道（
お
悟
り
を
開
く
）

さ
れ
世
間
に
お
出
ま
し
に
な
る
偈
が

あ
り
ま
す
。

耿
耿
靑
天
夜
夜
星

　

耿こ
う
こ
う耿

た
る
靑
天　

夜
夜
の
星　
　

瞿
曇
一
見
長
無
明

　

瞿く

曇ど
ん

一い
っ
け
ん見

し
て
無
明
を
長
ず

下
山
路
是
上
山
路

　

下あ

山さ
ん

の
路み

ち

は
是
れ
上

じ
ょ
う

山ざ
ん

の
路

欲
度
衆
生
無
衆
生

　

  

衆
生
を
度ど

せ
ん
と
欲
す
る
に
衆
生

無
し

雲
一
つ
な
い
鉄
紺
の
夜
空
に
星
は
煌き

ら

め
き
、
お
釈
迦
様
（
瞿
曇
）
は
臘ろ

う

月げ
つ

八
日
の
未
明
、
明
け
の
明

み
ょ
う
じ
ょ
う

星
の
輝
き

を
一
見
し
真
理
に
目
覚
め
ら
れ
ま

す
。
そ
の
お
釈
迦
様
の
お
悟
り
の
光

が
あ
っ
て
こ
そ
私
達
は
深
き
闇
を
知

る
の
で
す
。
私
達
が
今
こ
こ
に
た
だ

只ひ
た
す
ら管

に
坐
禅
を
す
る「
上じ

ょ
う
ぐ求

菩ぼ
だ
い提（

上

山
）」
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
下げ

け化

衆し
ゅ
じ
ょ
う生

（
下
山
）
と
い
う
衆
生
済
度
と

同
じ
路
で
し
た
。
お
釈
迦
様
の
成
道

は
、
生
き
と
し
生
け
る
物
全
て
は
、

光
輝
く
真
実
の
姿
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
迷
い
も
悟
り
も
、
佛
も
無
く
、
釈

尊
が
度
す
（
救
う
）
べ
き
衆
生
も
無

い
の
で
す
。
釈
尊
の
歩
み
は
た
だ
光

の
中
に
あ
る
全
て
の
生
命
を
見
つ
め

る
路
で
し
た
。

　

私
は
聖
護
寺
を
下
り
ま
し
た
が
、

「
仏
祖
正
伝
の
坐
禅
」
を
相
続
す
る

上
山
の
道
の
一
歩
と
な
り
ま
し
た
。

　

瑞
應
寺
、
聖
護
寺
住
職
と
し
て
就

任
さ
れ
た
金
岡
潔
宗
老
師
の
元
に

「
仏
祖
正
伝
の
坐
禅
」
を
実
参
実
究

す
る
の
み
で
す
。

　

本
年
も
同
行
同
修
何
卒
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

合
掌
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き
も
の
で
も
な
い
。

　

私
は
、
ご
法
事
の
度
に
、
諸
行
無

常
と
い
う
こ
と
を
口
に
し
て
い
ま
す

が
、
自
分
が
本
当
に
無
常
を
感
じ
て
、

そ
の
日
そ
の
日
を
真
剣
に
過
ご
し
て

い
る
の
か
ど
う
か
。
僧
侶
と
し
て
の

自
身
の
体
た
ら
く
に
反
省
さ
せ
ら
れ

ま
す
。
お
寺
の
玄
関
口
に
あ
る
立
て

札
に
『
脚

き
ゃ
っ

下か

照し
ょ
う

顧こ

』
と
あ
る
よ
う
に
自

己
を
振
り
返
り
、
回
光
返
照
の
退
歩

を
参
学
し
て
い
き
た
い
。

 

維
那　

吉
松
聖
博

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
新
年
が
皆
様
に
と
り
ま
し

て
良
き
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
心

よ
り
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

　

令
和
も
、
は
や
七
年
と
な
り
ま

し
た
が
変
わ
る
こ
と
な
く
「
行

ぎ
ょ
う

住
じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

」
寝
て
い
る
と
き
も
、
歩
い
て
い

る
と
き
も
、
す
べ
て
の
瞬
間
が
禅

で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
年
も
一
日

一
日
、
丁
寧
に
行
じ
た
い
と
思
い

ま
す
。 

侍
真　

足
立
光
顕

　

特
安
で
初
め
て
瑞
應
寺
に
来
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
か
ら
、
気
づ
け

ば
四
半
世
紀
が
た
っ
て
い
た
。

　

遇
一
行
修
一
行
。
い
た
だ
い
た
ご

縁
に
随
っ
て
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
ど
こ
と

な
く
受
け
身
、
悪
く
言
え
ば
及
び
腰

で
い
た
部
分
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
う
感
じ
、
こ
れ
で
は
よ
く
な
い
と

思
い
始
め
た
の
は
、
い
つ
も
ご
指
導

い
た
だ
く
隣
方
の
諸
尊
宿
、
同
行
の

善
知
識
、
大
衆
の
皆
さ
ん
の
お
か
げ

で
あ
る
。
ご
縁
に
感
謝
し
、
遇
一
行

徹
一
行
。
さ
ら
に
精
進
し
て
い
き
た

い
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

知
殿　

古
川
承
久

　
　

紅　

葉

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
今
年
も
お
互
い
に
精
進
し
て

行
く
一
年
に
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

　

先
月
は
大
銀
杏
の
紅
葉
と
と
も
に

摂
心
が
例
年
通
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

銀
杏
の
紅
葉
が
と
て
も
き
れ
い
で
訪

れ
る
人
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
す
ぐ
そ
ば
で
行
わ
れ
て
い
る

坐
禅
に
は
ほ
と
ん
ど
興
味
を
持
た
ず
、

も
し
く
は
気
づ
く
こ
と
も
な
く
銀
杏
の

前
で
写
真
を
撮
る
の
に
夢
中
で
し
た
。

　

私
は
坐
っ
た
ま
ま
こ
の
様
子
を
観

察
し
て
み
ま
し
た
。
確
か
に
き
れ
い
な

色
に
染
ま
っ
て
、
ま
た
地
面
に
は
黄
色

い
絨
毯
に
な
っ
て
い
る
景
色
は
ま
る

で
別
世
界
に
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
起

こ
す
ぐ
ら
い
素
晴
ら
し
い
空
間
で
し

た
。
し
か
し
、
冷
静
に
思し

惟ゆ
い

す
る
と
銀

杏
の
紅
葉
、
ま
た
は
落
ち
葉
は
我
ら
に

無
常
を
教
え
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ

く
は
ず
で
す
。
銀
杏
は
一
年
周
期
で
自

分
の
姿
を
変
え
な
が
ら
成
長
し
て
い

き
ま
す
。春
に
は
新
し
い
芽
を
出
し
て
、

夏
の
あ
い
だ
命
溢
れ
る
新
緑
に
成
長

し
ま
す
。
そ
し
て
秋
に
な
る
と
実
が
実

る
と
同
時
に
紅
葉
に
な
っ
て
自
ら

葉
っ
ぱ
を
落
と
し
、
冬
の
あ
い
だ
来
年

の
準
備
を
す
る
働
き
を
し
ま
す
。
こ
れ

が
自
然
の
在
り
か
た
、
真
実
の
姿
で
あ

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
銀
杏
の
一
連
の
姿
を
見
て
我

ら
は
自
分
の
人
生
の
無
常
さ
を
見
つ

め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
人
の
命
の
周
期
は
人
そ
れ

ぞ
れ
だ
と
思
う
と
き
、
ま
た
は
生
ま
れ

て
か
ら
は
死
に
向
か
っ
て
い
る
今
の

現
時
点
は
、
ま
る
で
銀
杏
の
紅
葉
の
姿

で
あ
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

私
は
自
分
の
紅
葉
は
ど
う
い
う
色

で
あ
る
か
を
自
覚
す
る
一
年
に
し
た

い
。
皆
さ
ん
も
自
分
の
紅
葉
を
吟
味

す
る
一
年
に
な
る
こ
と
を
私
か
ら
も

応
援
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
今
年

も
瑞
應
寺
の
大
銀
杏
の
紅
葉
と
と
も

に
坐
禅
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

 

知
殿
補　

金　

範
松

　

昨
年
悦
事
の
配
役
を
い
た
だ
き
、

ま
た
、
看
糧
と
し
て
料
理
を
す
る
機

会
も
増
え
、
雲
水
さ
ん
達
の
衣
食
住

に
、
よ
り
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
痛
感
し
た
の
が
、

自
分
自
身
の
指
導
力
不
足
。
年
齢
も

育
っ
た
環
境
も
違
う
雲
水
さ
ん
達
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
タ
イ
ミ
ン
グ
を

考
え
な
が
ら
、
分
か
り
や
す
く
、
時

に
は
厳
し
く
伝
え
る
事
が
、
な
か
な

か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

新
た
な
課
題
が
見
つ
か
っ
た
の

で
、
雲
水
さ
ん
達
と
励
ま
し
合
い

な
が
ら
共
に
成
長
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

 

悦
事　

三
宅
俊
尚

　
　

流
り
ゅ
う

汗か
ん

悟ご

道ど
う

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
昨
年
は
瑞
應
寺
専
門
僧
堂

の
家
風
で
も
あ
る
、
綿
密
に
行
持
を

勤
め
る
事
に
よ
り
「
一
日
一
日
を
大
切

に
生
き
る
」
と
い
う
み
仏
様
の
教
え
を

実
践
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
私
が
永

平
寺
で
修
行
を
し
て
い
る
時
、
福
山

禅
師
様
の
お
話
の
中
に
「
流

り
ゅ
う

汗か
ん

悟ご

道ど
う

」

と
い
う
お
示
し
が
あ
り
ま
し
た
。
悟
道

と
は
真
実
を
理
解
す
る
事
、
そ
の
た

め
に
は
、
流
汗
つ
ま
り
自
ら
額
に
汗

を
か
い
て
行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
知
識
は
知
識
で
し
か

な
く
物
事
の
真
実
は
、
そ
の
知
識
を

実
践
し
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

体
得
さ
れ
る
も
の
で
す
。
仏
教
と
い
う

教
え
が
い
く
ら
尊
い
も
の
で
あ
っ
て

も
、
修
行
生
活
の
中
で
は
、
そ
の
教
え

を
観
念
で
理
解
す
る
だ
け
で
は
悟
道

に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
大

変
残
念
な
事
で
す
。
仏
法
（
み
仏
様
の

教
え
）
は
行
ず
る
こ
と
、
つ
ま
り
実
践

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
仏
道
と
な

り
ま
す
。
先
ず
み
仏
様
の
前
に
座
し

姿
勢
を
正
し
、
静
か
に
呼
吸
を
調
え
、

手
を
合
わ
せ
る
。
そ
の
姿
そ
の
ま
ま

が
み
仏
様
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
流

汗
の
修
行
は
そ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
、

本
年
も
皆
様
と
一
緒
に
額
に
汗
を
流

し
、
み
仏
様
の
一
年
と
な
り
ま
す
よ

う
祈
り
ま
す
。
本
年
も
同
行
同
修
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

副
典　

楠
本
剛
大

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
二
〇
二
五
年
、
皆
様
の

ご
多
幸
を
心
よ
り
祈
念
し
て
お
り

ま
す
。
昨
年
の
七
月
に
瑞
應
寺
に

来
て
よ
う
や
く
半
年
が
経
ち
、
あ
っ

と
い
う
間
に
新
年
を
迎
え
ま
し
た
。

今
ま
で
西
日
本
に
あ
ま
り
ご
縁
の

な
か
っ
た
私
に
と
っ
て
は
、
今
ま

で
と
大
き
く
違
う
環
境
に
新
鮮
な

気
持
ち
で
毎
日
を
過
ご
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
新
た

な
ご
縁
に
感
謝
し
つ
つ
、
さ
ら
に

自
分
な
り
の
仏
道
と
い
う
も
の
を

見
つ
め
て
、
修
行
僧
と
共
に
本
年

も
歩
ん
で
参
り
ま
す
。

 

受
処
主
事　

森　

香
有

　

大
衆
年
頭
所
感

　
「
光こ

う

陰い
ん

虚む
な

し
く
度わ

た

る
こ
と
莫な

か

れ
」

　

私
は
雲
水
と
し
て
修
行
す
る
中
で
こ

れ
ま
で
意
識
し
な
か
っ
た
こ
と
を
感
じ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
「
季
節
」。
瑞
應
寺
に
い
る

と
木
々
が
徐
々
に
紅
葉
し
て
い
く
姿
を

見
る
事
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
服
装
も

作
務
衣
、
着
物
に
限
ら
れ
る
た
め
気
温
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の
変
化
が
顕
著
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
「
音
」。
修
行
す
る
中
で
多
く
の

鳴
ら
し
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
初
め
は
、
今
鳴
っ
て
い
る
も
の
は

何
な
の
か
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
何
の
為
に
鳴
ら
し
て
い
る
の
か
を

知
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
音
の
意
味
や
違

い
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

修
行
以
前
の
生
活
で
は
多
く
の
事
に

気
を
と
ら
れ
感
じ
な
か
っ
た
小
さ
な
変

化
、
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
身
体
の
感

覚
に
気
付
き
、
と
て
も
新
鮮
で
充
実
し

た
経
験
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
年
も
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
感
覚
を
大

切
に
、
一
日
一
日
を
丁
寧
に
生
き
て
い

く
所
存
で
す
。 

首
座　

泰
晴

　

瑞
應
寺
に
安
居
し
て
二
度
目
の
新
年

を
迎
え
た
。

　

上
山
前
ま
で
は
足
を
踏
み
入
れ
た
こ

と
も
無
か
っ
た
こ
の
新
居
浜
の
街
に

も
、
年
中
行
事
や
檀
務
等
で
檀
家
の
皆

様
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
方
々
と
交

流
さ
せ
て
頂
く
中
で
、
少
し
ず
つ
親
し

み
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ふ
と
私
が
こ
の
瑞
應
寺
に
初
め
て
訪

れ
た
日
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

「
修
行
な
ら
ど
こ
で
も
出
来
る
。
な
ぜ
こ

こ
へ
来
た
の
か
」
と
修
行
に
対
す
る
意
気

込
み
を
問
わ
れ
る
の
は
禅
の
修
行
道
場

で
は
恒
例
の
問
答
で
あ
る
が
、
瑞
應
寺

と
同
じ
愛
媛
県
の
在
る
寺
の
弟
子
と
し

て
や
っ
て
来
た
私
は
こ
の
質
問
に
こ
う

答
え
た
。

「
愛
媛
と
い
う
同
じ
地
域
に
根
ざ
し
た
道

場
で
修
行
す
る
こ
と
で
、師
匠
の
寺
を
引

き
継
ぎ
檀
家
さ
ん
を
守
っ
て
い
く
だ
け

の
力
と
繋
が
り
を
身
に
付
け
た
い
。」
と
。

　

結
果
的
に
言
え
ば
「
地
域
」
だ
と
か

「
繋
が
り
」
と
い
っ
た
も
の
は
修
行
に

臨
む
う
え
で
甘
え
に
つ
な
が
る
と
し
て

見
事
に
一
蹴
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
今
思

え
ば
上
山
前
か
ら
山
を
降
り
た
後
の
こ

と
を
心
配
し
て
ど
こ
か
安
心
を
得
よ
う

と
し
て
い
た
私
の
甘
い
考
え
を
見
事
に

吹
き
飛
ば
し
、
自
己
の
鍛
錬
に
ひ
た
す

ら
努
め
る
よ
う
促
し
て
い
た
だ
い
た
大

変
あ
り
が
た
い
問
答
で
あ
っ
た
。

　
「
雲
水
と
い
う
の
は
、
煩
わ
し
い
世

間
の
し
が
ら
み
や
社
会
的
責
任
か
ら
離

れ
、
ひ
た
す
ら
目
前
の
行
持
に
全
力
を

尽
く
す
こ
と
の
で
き
る
一
番
幸
せ
な
境

涯
で
あ
る
」
と
い
う
お
言
葉
を
頂
戴
し

た
こ
と
が
あ
る
が
、
生
死
事
大
、
無
常

の
迅
速
な
る
こ
と
を
胸
に
お
い
て
、
本

年
も
実
り
多
き
一
年
と
な
る
よ
う
、
精

一
杯
歩
ん
で
い
こ
う
と
思
う
。

 

書
記　

義
晃

　

瑞
應
寺
に
安
居
し
て
来
て
二
度
目
の

新
年
を
迎
え
た
。

　

毎
日
、
く
り
返
し
行
じ
て
き
た
修
行
。

同
じ
時
間
に
起
床
し
、
同
じ
時
間
に

坐
禅
を
し
、
同
じ
時
間
に
鐘
の
音
や

木
版
の
音
を
聞
き
、
同
じ
お
経
を
読

み
、
決
め
ら
れ
た
動
き
を
決
め
ら
れ
た

通
り
に
行
う
。
ず
っ
と
同
じ
こ
と
ば
か

り
く
り
返
し
て
き
た
一
年
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
日
々
に
辟
易
し
て
中
弛
み

し
て
し
ま
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
近
頃

は
そ
う
し
た
日
々
に
も
慣
れ
て
、
修
行
が

日
常
に
な
っ
た
、
そ
ん
な
感
覚
が
あ
る
。

　

新
年
を
迎
え
、
こ
れ
か
ら
も
日
々
是

好
日
と
、
一
日
一
日
を
大
切
に
過
ご
し
、

毎
日
全
力
の
修
行
が
出
来
る
様
心
が
け

て
い
こ
う
と
思
う
。 

堂
行　

慈
皓

　
　

母
ち
ゃ
ん

少
し
疲
れ
て
来
た　

こ
の
道
に

花
が
咲
い
て
い
る　

小
さ
な
花
が

元
気
か
い　

目
を
挙
げ
て

遠
い
地
平
が　

待
っ
て
い
る

僕
は
進
む
よ
―
母
ち
ゃ
ん

遠
く
遅
れ
て
来
た　

こ
の
僕
に

鳥
が
啼
い
て
る　

優
し
い
声
で

あ
り
が
と
う　

耳
す
ま
し

受
け
た　

ま
ご
こ
ろ　

大
切
に

僕
は
歌
う
よ
―
母
ち
ゃ
ん

夢
を
忘
れ
ち
ゃ
な
ら
な
い
僕
に

風
が
吹
く
の
さ　

厳
し
い
風
が

泣
く
も
ん
か　

ほ
ほ
笑
ん
で

い
つ
か
帰
る
ぞ　

ふ
る
里
へ

僕
は
忘
れ
ぬ
―
母
ち
ゃ
ん

　

佛
國
山
瑞
應
寺
・
臘
八
攝
心
に
て

 

二
〇
二
四
年
一
二
月
五
日

　

自
分
を
死
に
切
っ
て
自
分
を
生

き
る
、
出
来
な
い
自
分
を
出
来
る

自
分
に
す
る
。 

鐘
司　

雄
大

人
は
つ
ね
に
み
ず
か
ら
懸け

念ね
ん

し
て

量り
ょ
う

を
知し

っ
て
食じ

き

を
と
る
が
よ
い

さ
す
れ
ば
、
苦く

る

し
む
こ
と
す
く
な
く

老お

ゆ
る
こ
と
お
そ
く
、
寿

こ
と
ぶ
き

を
保た

も

た
ん

　
『
南な

ん

伝で
ん

大だ
い

蔵ぞ
う

経き
ょ
う

』『
相 

応
部
経
典
』

 

三
、十
三
、「
大た

い

食じ
き

」
増ま

す

谷た
に

文ふ
み

雄お

訳  

現
代
語
訳

つ
ね
に
自
分
を
ふ
り
か
え
り

適て
き

量り
ょ
う

を
わ
き
ま
え
て
食た

べ
な
さ
い

そ
う
す
る
と
、
苦く

る

し
み
が
減へ

り

寿じ
ゅ

命み
ょ
う

も
延の

び
て
幸

し
あ
わ

せ
に
な
れ
ま
す
よ

　
（
食た

べ
過す

ぎ
は
苦く

が
多お

お

く
短た

ん

命め
い

で
す
）

　

あ
る
と
き
、
釈
尊
が
イ
ン
ド 

コ
ー
サ
ラ

【
は
じ
め
に
】

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

年
頭
に
あ
た
り
、
読
者
の
皆
様
が
平へ

い

穏お
ん

無ぶ

事じ

な
一
年
を
す
ご
さ
れ
ま
す
こ
と
を

心
よ
り
祈き

念ね
ん

申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
正
月
に
は
ご
馳ち

走そ
う

を
い
た
だ
く
機
会

が
増
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

食
べ
過
ぎ
や
太
り
過
ぎ
を
や
さ
し
く

戒い
ま
し

め
た
釈
尊
の
言
葉
を
紹
介
し
、
そ
の

現
代
的
な
解
釈
を
探さ

ぐ

っ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
後
半
は
肥ひ

満ま
ん

と
判
定
さ
れ
、減
量

が
求
め
ら
れ
て
い
る
方
が
対
象
の
お

話
で
す
。

【
釈

し
ゃ
く

尊そ
ん

と
太
り
過
ぎ
の
王
様
】

　

釈
尊
が
重
症
の
肥
満
に
悩
む
王
様
を

救
済
し
た
話
で
す
。
原
文
は
イ
ン
ド
の

古
い
言
語
「
パ
ー
リ
語
」
で
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　
量り

ょ
う

を
知し

っ
て
食じ

き

を
と
る

　
　
　
　
　
　
　
　
釈し

ゃ
く

尊そ
ん

の
こ
と
ば
を
新し

ん

年ね
ん

の
食し

ょ
く

卓た
く

に

髙
岩
寺　

来く
る　

馬ま　

明め
い　

規き

東
京
巣
鴨
と
げ
ぬ
き
地
蔵
尊
髙
岩
寺
住
職
・
医
師
・
医
学
博
士

東
北
福
祉
大
学
客
員
教
授　

日
本
禁
煙
学
会
役
員

大
衆
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国
に
滞
在
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
面
会

に
訪

お
と
ず

れ
た
大た

い

食
し
ょ
く

漢か
ん

の
国
王
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
は

食
べ
過
ぎ
の
結
果
、
丸
々
と
太
り
、
歩
く
の

も
や
っ
と
、
ふ
つ
う
に
息
を
す
る
こ
と
さ
え

4

4

4

4

4

4

4

4

つ
ら
く
な
り

4

4

4

4

4

、
ひ
ど
く
苦
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　

こ
の
様
子
を
み
て
い
た
釈
尊
は
、
上
記
の

詩し

偈げ

を
と
な
え
、
お
だ
や
か
に
節
制
を
説
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
王
は
従

じ
ゅ
う

者し
ゃ

の
少
年
ウ
ッ
タ
ラ
に
、
毎
日
の
食
卓
で
こ
の

詩
偈
を
と
な
え
る
こ
と
を
命
じ
ま
し
た
。

　

か
く
し
て
、
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
王
は
こ
の

詩
偈
の
力
に
よ
っ
て
少
食
で
満
足
す
る
よ

う
に
な
り
、減
量
に
成
功
し
、
釈
尊
に
深
い

感
謝
を
さ
さ
げ
た
、

と
い
う
ほ
ほ
え
ま
し

い
お
話
で
す
。

【
肥
満
で
呼
吸
も
で
き
な
く
な
る
】

　

現
代
の
視
点
か
ら
解
説
を
加
え
ま
し
ょ

う
。
肥
満
は
体
重
が
多
い
こ
と
で
は
な
く
、

体
脂
肪
が
た
っ
ぷ
り
と
の
っ
て

4

4

4

い
る
状
態

を
言
い
ま
す
。
重
い
身か

ら
だ体

や
過
剰
な
脂し

肪ぼ
う

組そ

織し
き

が
運
動
を
妨

さ
ま
た

げ
て
悪
循
環
に
陥

お
ち
い

る
だ

け
で
な
く
、
体
内
に
悪
玉
の
物
質
が
増
え

て
糖
尿
病
、
が
ん
、
高
血
圧
、
動
脈
硬
化

な
ど
の
様
々
な
病
気
の
元
を
つ
く
り
ま
す
。

　

説
話
中
の
王
様
の
よ
う
に
、極
端
な
肥
満

は
呼
吸
器
に
も
不
調
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

①
膨ふ

く

ら
ん
だ
お
腹
が
肺
を
押
し
上
げ
て

呼
吸
が
楽
に
で
き
な
く
な
り
、
疲
れ
な
い

は
ず
の
呼こ

吸
き
ゅ
う

筋き
ん

が
バ
テ
て
「
肥ひ

満ま
ん

低て
い

換か
ん

気き

症
し
ょ
う

候こ
う

群ぐ
ん

」に
な
る

②
「
気き

管か
ん

支し

喘ぜ
ん

息そ
く

」
が
発
症
し
や
す
く

重
症
化
し
や
す
い

③
の
ど
に
脂
肪
が
つ
い
て
空
気
の
通
り
道

が
狭せ

ま

く
な
り
、「
睡す

い

眠み
ん

時じ

無む

呼こ

吸
き
ゅ
う

症
し
ょ
う

候こ
う

群ぐ
ん

」

に
な
る
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
説
話
は
「
釈
尊
が
重
症
の
肥
満
に

よ
っ
て
呼
吸
の
不
調
が
始
ま
っ
た
患
者

に
対
し
、
心
理
療
法
を
用
い
た
食
事
指
導

を
施

ほ
ど
こ

し
、
見
事
治
療
に
成
功
し
た
」
と
い

う
見
立
て
に
な
り
ま
す
。

【
長
生
き
の
体
重
と
カ
ロ
リ
ー
】

　

そ
れ
で
は
釈
尊
の「
量
を
知
り
な
さ
い
」

と
い
う
説
示
を
現
代
の
科
学
を
通
し
て

解
釈
し
、
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

① 
ボ
デ
ィ
マ
ス
指
数
（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
）

　

ま
ず
現
代
の「
体
重
を
評
価
す
る
方
法
」

を
説
明
し
ま
す
。

　

も
っ
と
も
基
本
と
な
る
数
字
は
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ

（
ビ
ー
エ
ム
ア
イ
・
ボ
デ
ィ
マ
ス
指し

数す
う

）
で
、

「
体
重（
キ
ロ
グ
ラ
ム
）」を
、「
身
長（
メ
ー
ト
ル
）」

で
２
回
割
っ
た
値
で
す
。体
重
７
０
キ
ロ
グ

ラ
ム
で
身
長
１
・
７
メ
ー
ト
ル
な
ら
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ

は
２
４
・
２
で
、
次
の
表
の
「
目
標
と
す
る

Ｂ
Ｍ
Ｉ
」
の
範
囲
に
入
り
ま
す
。

　
「
目
標
」の
意
味
は
、「長
生
き（
死
亡
率
最
低
）」

を
基
本
に
病
気
の
か
か
り
や
す
さ
、
必
要
と

な
る
医
療
費
や
体
の
機
能

な
ど
膨
大
な
デ
ー
タ
を
勘

案
し
て
厚
労
省
が
定
め
た

最
新
の
数
字
と
い
う
意
味

で
す
⑴
。
太
り
過
ぎ
の
み

な
ら
ず
、
や
せ
過
ぎ
も

寿
命
が
短
く
な
る
こ
と

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

そ
し
て
体
重
が
こ
の
範
囲
を
保
て
る

よ
う
に
、食
事
や
運
動
量
を
調
節
す
れ
ば
、

大
き
な
間
違
い
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

② 

は
か
り
を
手
元
に
・
食
卓
に

　

高
性
能
の
小
型
デ
ジ
タ
ル
は
か
り
は

通
販
で
千
円
以
内
で
購
入
で
き
ま
す
。

キ
ッ
チ
ン
は
か
り
も
三
千
円
程
度
。
こ
れ

で
毎
日
食
べ
る
食
事
の
重
さ
を
は
か
り
、

「
食
品
交
換
表
」
⑵
で
カ
ロ
リ
ー
を
計
算

し
ま
す
。
こ
れ
で
健
康
に
な
れ
る
な
ら

安
い
も
の
で
す
。

③ 

カ
ロ
リ
ー
の
出
入
り
を
理
解
す
る

　

体
重
の
変
化
を
小
売
店
の
「
仕
入
れ
・

在
庫
・
売
上
げ
」
に
喩た

と

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

太
る
こ
と
は「
売
上
げ
よ
り
仕
入
れ
が
多
い

の
で
在
庫
が
増
え
る
こ
と
」
や
せ
る
こ
と

は
「
売
上
げ
よ
り
仕
入
れ
が
少
な
い
の
で

在
庫
が
減
る
こ
と
」で
す
。食
事
を
減
ら
し

て
も
や
せ
な
い
の
は「
仕
入
れ
」と「
売
上
げ
」

が
釣
り
合
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

【
炭た

ん

素そ

の
出
入
り
に
注
目
す
る
】

　

人
間
の
体
の
構
成
要
素
は
、
ざ
っ
く
ば

ら
ん
に
骨
の
カ
ル
シ
ウ
ム
、
水
、
そ
し
て

炭
素
で
出
来
て
い
ま
す
。
内
臓
、
筋
肉
、

脂
肪
組
織
も
す
べ
て
炭
素
が
基
本
で
す
。

体
が
大
き
い
小
さ
い
は
炭
素
の
量
が
多
い

少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
太
る
や
せ
る

は
筋
肉
で
あ
れ
脂
肪
で
あ
れ
、
炭
素
が
増

え
る
、
減
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
炭
素
の
入
口
は
口く

ち

か
ら
入
る
食

べ
物
の
み
、
出
口
は
鼻
か
ら
出
る
二に

酸さ
ん

化か

炭た
ん

素そ

し
か
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
や
せ

る
た
め
に
は
体
の
中
の
炭
素
に
、
吸
っ
た

息
か
ら
入は

い

っ
て
く
る
酵
素
が
結
合
し
て
、

二
酸
化
炭
素
と
な
っ
て
吐は

い
た
息
か
ら

出
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り

体
重
を
し
っ
か
り
減
ら
す
に
は
、

　

た
く
さ
ん
息
を
吐
い
て

　
　
　
　
　
　

ハ
ァ
ハ
ァ
す
る
こ
と

つ
ま
り
運
動
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
カ
ロ
リ
ー
を
制
限
し
な
が
ら

健
康
的
に
や
せ
る
た
め
に
は
、
決
め
ら
れ
た

カ
ロ
リ
ー（
予
算
）の
な
か
で
必
要
な
栄
養
素

（
必
需
品
）
が
す
べ
て
足
り
る
よ
う
に
や
り

く
り
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

【
現
代
の
や
さ
し
い
ア
ド
バ
イ
ス
】

　

私
が
い
つ
も
内
科
外
来
で
勧す

す

め
る
、
四
つ

の
コ
ツ
を
示
し
ま
す
。「
食
べ
る
な
！
」
と
は

云
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

① 

間
食
を
し
な
い

　

間
食
を
し
て
も
定
時
の
食
事
は
し
っ

か
り
食
べ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

② 

よ
く
噛か

ん
で
ゆ
っ
く
り
食
べ
る

　

消
化
が
よ
く
な
り
逆
に
太
る
よ
う
な

気
も
し
ま
す
が
、
顎あ

ご

・
口
の
運
動
が
脳
に

満
足
の
信
号
を
送
り
ま
す
。

③   
多
め
の
野
菜
を
先
に　

デ
ン
プ
ン
は

最
後
に
（
ベ
ジ
フ
ァ
ー
ス
ト
）
⑶

　

食
事
の
最
初
に
低
カ
ロ
リ
ー
で
味
の

う
す
い
野
菜
を
よ
く
味
わ
っ
て
食
べ
る

こ
と
、
野
菜
が
胃
腸
の
な
か
に
留と

ど

ま
っ

て
消
化
吸
収
の
ス
ピ
ー
ド
を
遅
く
す
る

こ
と
は
、他
の
方
策
と
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、

そ
れ
な
り
の
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
私
自
身
は
生
野
菜
を
２
～
３
回

に
分
け
、
毎
日
４
０
０
グ
ラ
ム
以
上
を

食
事
の
最
初
に
食
べ
る
よ
う
に
心
が
け
て
い

ま
す
。
新
鮮
な
野
菜
の
た
め
に
週
３
回
の

買
い
物
は
い
さ
さ
か
大
変
で
す
が
。

④   

毎
日
体
重
を
は
か
り
カ
レ
ン
ダ
ー
や

ス
マ
ホ
に
記
録
し
て
人
に
観
て
も
ら
う

　

私
た
ち
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
み
な

「
ほ
め
ら
れ
て
伸
び
る
タ
イ
プ
」
で
す
。

太
ら
な
い
人
は
お
腹
が
す
い
て
も
気
に
な

ら
ず
、
腹
八
分
目
で
満
足
で
き
る
も
の
。

自
分
の
脳
の
報ほ

う

酬
し
ゅ
う

回か
い

路ろ

を
「
た
く
さ
ん
食
べ
る

と
楽
し
い
」
か
ら
「
ほ
め

ら
れ
る
と
楽
し
い
」
に
直

し
て
も
ら
う
の
で
す
。

　

テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は

つ
ね
に
減
量
の
新
し
い
方
法
が
喧け

ん

伝で
ん

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
背
後
の
ス
ポ
ン
サ
ー

に
よ
っ
て
歪ゆ

が

め
ら
れ
た
話
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　

や
せ
る
薬
、
や
せ
る
食
べ
物
は
こ
の

世
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
毒
で
す
。
例
え
ば
「
禁
煙
し
た
ら

太
っ
た
」と
い
う
話
を
よ
く
聞
き
ま
す
が
、

そ
れ
は「
タ
バ
コ
と
い
う
毒
が
抜
け
て
本
来

の
自
分
の
体
格
に
戻
っ
た
」
だ
け
の
こ
と
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■   

臘
八
摂
心

　

釈
尊
成
道
の
聖
日
を
因
み
、

十
二
月
一
日
（
日
）
よ
り
八
日
（
日
）

暁
天
ま
で
、
恒
例
の
臘
八
摂
心
を

修
行
。
会
中
は
、
金
岡
山
主
（『
正

法
眼
蔵
』
自
證
三
昧
）
門
原
後
堂

（『
常
不
軽
菩
薩
品
』）
吉
松
維
那

（『
普
勧
坐
禅
儀
』『
伝
光
録
』）
知
殿

師
（『
正
法
眼
蔵
』
重
雲
堂
式
）
の

提
唱
を
拝
聴
。
会
中
の
供
養
施
主

に
深
謝
。

　

十
二
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

臘
八
摂
心
（
八
日
迄
） 

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

八　

日　

成
道
会 

 

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

九　

日　

断
臂
摂
心
（
十
日
迄
）

十　

日　

震
旦
二
祖
忌

十
四
日　

配
役
行
茶
・
入
寺
式

　
　
　
　

土
地
堂
念
誦
・
庫
司
点
湯

十
五
日　

祝
祷
・
小
参

　
　
　
　

人
事
行
礼
・
略
布
薩

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
二
日
・
廿
九
日

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

丗
一
日　

略
布
薩
・
除
夜

　

一
月
の
予
定

一　

日　

大
般
若
祝
祷
諷
経

　
　
　
　

歳
朝
人
事
・
年
賀
ノ
拝

二　

日　

角
野
消
防
団
初
祈
祷

　
　
　
　

講
書
始

三　

日　

寿
餠
ノ
拝

五　

日　

日
曜
参
禅
会

　
　
　
　

年
頭
総
代
会

七　

日　

お
ね
は
ん
受
付
開
始

　
　
　
　

参
玄
会
（
九
日
迄
）

十
二
日　

日
曜
参
禅
会

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
六
日　

水
施
食

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

十
九
日　

寒
行
托
鉢
（
丗
日
迄
） 

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

廿
六
日　

日
曜
参
禅
会

丗
一
日　

略
布
薩

　

令
和
六
年
臘
八
摂
心

　
　
　

供
養
施
主
（
順
不
同
）

当　
　
　

山　

総
代
会　

殿

当　
　
　

山　

梅
花
講　

殿

愛　

知　

県　

森
川
法
雲　

殿

香　

川　

県　

南
隆
寺　

殿

松　

山　

市　

義
安
寺　

殿

愛　

知　

県　

宝
泉
寺　

殿

広　

島　

県　

浄
光
寺　

殿

高　

知　

県　

福
泉
寺　

殿

愛　

媛　

県　

禅
興
寺　

殿

鳥　

取　

県　

玉
泉
寺　

殿

広　

島　

県　

東
光
寺　

殿

山　

口　

県　

吸
光
寺　

殿

福　

岡　

県　

高
座
石
寺　

殿

鳥　

取　

県　

山
中
憲
良　

殿

愛　

媛　

県　

義
安
寺　

殿

広　

島　

県　

長
福
寺　

殿

愛　

媛　

県　

田
中
淑
恵　

殿

愛　

媛　

県　

稲
見
ゆ
か
り
殿

岡　

山　

県　

中
興
寺　

殿

　

他
、
野
菜
、
果
物
、
菓
子
等 

多

数
頂
戴
。

■   
成
道
会
・
断
臂
摂
心

　

十
二
月
八
日
（
日
）
臘
八
摂
心
大

開
静
、
堂
内
朝
課
に
引
き
続
き
成
道

会
献
粥
諷
経
、
小
参
（
金
岡
山
主
）。

行
鉢
は
乳
粥
謹
喫
。
午
前
、
成
道
会

正
當
諷
経
。
当
山
梅
花
講
員
に
よ
る

詠
讃
歌
の
中
、
出
班
焼
香
を
厳
修
。

　

九
日
（
月
）、
震
旦
二
祖
慧
可
大

師
断
臂
報
恩
の
一
夜
摂
心
。
翌
朝
三

時
覚
眠
、
暁
天
只
管
打
坐
。
続
い
て

二
祖
忌
献
粥
諷
経
、
二
祖
忌
正
當
諷

経
を
厳
修
。

で
す
。
喫
煙
は
病
気
で
あ
り
、タ
バ
コ
は
毒
。

タ
バ
コ
を
吸
っ
て
や
つ
れ
て
い
る
時
の

体
重
は
比
較
の
基
準
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
ま
と
め
】

　
「
量
を
知
っ
て
食
を
と
る
」
と
は
長
生

き
が
見
込
め
る
範
囲
内
に
体
重
を
維
持

す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
絶
食
や
極
端

な
食
事
制
限
も
「
量
を
知
る
」
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
栄
養
失
調
や
拒き

ょ

食
し
ょ
く

症し
ょ
う

の
も
と
に

な
り
危
険
で
す
。

　

釈
尊
の
御
言
葉
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め

て
健
康
に
、
楽
し
く
、
感
謝
し
な
が
ら

食
事
を
い
た
だ
く
大
切
さ
を
、
年
初
の

心
に
か
け
て
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
註
】

⑴  

「
日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準
（
２
０
２
５

年
版
）」
策
定
検
討
会
報
告
書
Ｐ
52
～
85

令
和
六
年
十
月 

厚
労
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
．

⑵  

糖
尿
病
食
事
療
法
の
た
め
の
食
品
交
換
表  

第
7
版　

日
本
糖
尿
病
学
会
編 

文
光
堂
．

⑶  

２
０
１
０
年
に
「
野
菜
を
先
に
食
べ
る
と

食
後
の
血
糖
が
上
が
り
に
く
い
」
と
い
う

論
文
が
発
表
さ
れ
、
大
き
な
反
響
が
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
話
題
が
一
人
歩
き

し
、「
ベ
ジ
フ
ァ
ー
ス
ト
で
や
せ
る
」と
根
拠

な
く
拡
大
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

減
量
効
果
の
あ
る
ベ
ジ
フ
ァ
ー
ス
ト
に

つ
い
て
医
学
的
な
検
証
が
ま
た
れ
ま
す
。

私
見
で
す
が
、
お
腹
に
パ
ン
や
ご
飯
が

は
い
る
場
所
が
な
く
な
る
く
ら
い
の

沢
山
の
野
菜
を
最
初
に
食
べ
る
必
要

が
あ
り
、「
ミ
ニ
サ
ラ
ダ
」
程
度
を
先
に

食
べ
て
も
や
せ
る
こ
と
は
な
い
よ
う

に
思
い
ま
す
。

臘八摂心大開静成道会

臘八摂心　僧堂行鉢


