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「
ロ
バ
の
仕
事
、
馬
の
仕
事
」　

　

道
元
禅
師
が
慕も

古こ

の
勝

し
ょ
う

躅ち
ょ
く

と
尊
敬

さ
れ
た
長
慶
慧
稜
（
八
五
四
～

九
三
二
）
禅
師
は
、
浙せ

っ

江こ
う

省し
ょ
う

、
塩え

ん

官か
ん

の
生
ま
れ
、
俗
姓
は
孫
氏
、
生
ま
れ

つ
き
純
朴
で
落
ち
着
い
た
性
格
の
人

で
あ
り
、
十
三
歳
の
と
き
蘇そ

州し
ゅ
う

の
通

玄
寺
で
出
家
し
、
各
地
の
禅
の
道
場

に
歴
参
さ
れ
ま
す
。
霊れ

い

雲う
ん

志し

勤ご
ん

禅
師

の
元
で
修
行
中
「
如
何
是
佛
法
大
意
」

（
い
か
な
る
か
こ
れ
、
佛
法
の
大た

い

意い

）

と
質
問
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
問
い
は
一
般
の
寺
院
で
の

晋
山
結
制
で
新
住
職
が
須
弥
壇
に

上
り
、
多
く
の
若
い
お
坊
さ
ん
と

の
問
答
で
よ
く
聞
か
れ
る
問
い
で

す
。「
い
か
な
る
も
こ
れ
佛
法
」
と
答

え
て
も
大
正
解
で
す
が
、
新
住
職

の
境
界
が
あ
ら
わ
れ
る
問
い
で
す
。

 

し
か
し
、
こ
の
慧
稜
禅
師
の
問

い
は
悩
み
に
悩
み
、
葛
藤
の
末
に

生
ま
れ
た
問
い
で
す
。

　

大
意
と
い
う
の
は
大
ま
か
な
意

味
で
は
な
く
。
大
な
る
意
。
佛
法
に

は
大
ま
か
な
意
味
も
細
か
い
意
味
も

あ
り
ま
せ
ん
。
霊
雲
禅
師
の
答
え
は

「
驢ろ

事じ

未み

了り
ょ
う

、
馬ば

事じ

到と
う

来ら
い

」（
驢
事
未い

ま

だ
了お

わ
ら
ざ
る
に
、
馬
事
到と

う

来ら
い

す
）

驢
事
と
は
ロ
バ
の
仕
事
、
馬
事
は
馬

の
仕
事
。
ロ
バ
も
馬
も
家
畜
と
し
て

五
千
年
前
か
ら
活
躍
し
て
い
た
そ
う

で
す
が
、
当
時
の
生
活
に
は
欠
か
せ

な
い
存
在
で
し
た
。

　

霊
雲
禅
師
は
「
ロ
バ
の
仕
事
が

終
わ
ら
な
い
う
ち
に
今
度
は
馬
の

仕
事
だ
、
忙
し
い
こ
と
だ
」
と
答

え
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
佛
道
修
行
が
絶
え
間
な

く
継
続
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
す

が
、
実
は
私
の
生
命
こ
そ
寝
て
い

る
時
も
、
休
む
こ
と
な
く
次
か
ら

次
へ
活
動
し
続
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
つ
ま
り
行
住
坐
臥
の

生
活
全
て
が
佛
法
と
い
う
事
で
す
。

　

僧
堂
に
お
け
る
行
持
も
そ
の
通

り
で
、
例
え
ば
私
た
ち
が
お
経
を
読

む
時
に
は
「
ま
か
ー
は
ん
に
ゃ
は
ら

み
っ
た
し
ん
ぎ
ょ
ー
」
と
先
ず
維い

那の
う

和
尚
と
い
う
役
目
の
人
が
先
達
で
声

を
出
し
ま
す
。
そ
の
「
し
ん
ぎ
ょ

う
ー
」の
声
が
切
れ
な
い
う
ち
に「
か

ん
じ
ー
ざ
い
ぼ
ー
さ
つ
…
」
と
鐘
と

木
魚
を
合
図
に
読
経
が
始
ま
り
ま

す
。終
わ
り
も「
ぼ
ー
じ
ー
そ
わ
か
ー

は
ん
に
ゃ
ー
し
ん
ぎ
ょ
ー
」
か
ら
声

を
切
ら
ず
に
「
し
ん
ぎ
ょ
お
ー
ー

じ
ょ
う
ー
ら
ー
い
ー
（
上
来
）」
と

維
那
和
尚
の
回
向
が
始
ま
り
ま
す
。

　
「
読
経
未
だ
了
わ
ら
ざ
る
に
、

回
向
到
来
」
で
す
。
そ
し
て
、
合

図
の
鐘
の
響
き
、
木
魚
の
音
も
含

め
て
、
み
佛
様
の
音
が
途
切
れ
な

い
事
が
大
切
な
の
で
す
。

　

僧
堂
の
一
日
は
夜
坐
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
そ
し
て
就
寝
の
偈
、打
眠
、

起
床
偈
、
振
鈴
、
洗
面
、
用よ

う

厠し

（
お

手
洗
い
）。
朝
の
坐
禅
、
朝
課
と
続

き
ま
す
が
、
一
つ
一
つ
は
個
々
独

立
し
た
行
い
で
す
が
、
佛
祖
の
行

持
と
し
て
途
切
れ
る
こ
と
な
く
次

の
行
持
の
始
ま
り
で
も
あ
り
、
鳴

な
ら
し

物も
の

に
従
っ
て
一
つ
に
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
私
の
勝
手
な
計

ら
い
は
入
り
よ
う
が
無
い
の
で
す
。

　

先
月
号
で
も
紹
介
し
ま
し
た

が
、
正
法
眼
蔵
行
持
の
巻
に
は

「
疑ぎ

滞た
い

を
疑
滞
と
せ
る
こ
と
三
十

年
」
と
あ
り
ま
す
。
長
慶
慧
稜
禅

師
は
、
そ
の
一
事
「
驢ろ

事じ

馬ば

事じ

」

と
い
う
疑
滞
に
徹
し
て
三
十
年
。

疑
滞
は
凝

ぎ
ょ
う

滞た
い

と
も
書
き
ま
す
が
、

疑
問
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
。
い
い

加
減
に
し
な
い
事
で
す
。

　

そ
し
て
雪せ

っ

峰ぽ
う

義ぎ

存そ
ん

禅
師
と
、
そ

の
補
佐
を
さ
れ
て
い
た
玄げ

ん

紗し
ゃ

師し

備び

禅
師
に
参
じ
て
問
い
続
け
、
更
に

坐
蒲
が
二
十
枚
も
破
れ
る
ほ
ど
坐

わ
り
続
け
ら
れ
た
の
で
す
。

　

あ
る
日
涼
簾
が
巻
き
上
が
る

時
、こ
の「
驢
事
馬
事
」つ
ま
り「
佛

法
の
大
意
」
を
認
得
さ
れ
次
の
頌じ

ゅ

を
読
ま
れ
ま
す
。

　

也
大
差
、也
大
差（
や
た
い
し
ゃ
、

や
た
い
し
ゃ
）。卷
起
簾
来
見
天
下
。

（
簾
を
巻け

ん

起き

し
来
た
っ
て
天
下
を

見
る
）
有
人
問
我
解
何
宗
（
人
有

り
我
に
何い

ず

れ
の
宗

し
ゅ
う

を
解
す
や
と
問

わ
ば
）
拈
起
払
子
劈
口
打
（
払ほ

っ

す子

を
拈ね

ん

起き

し
て
劈へ

き

口く

に
打う

た
ん
）

　

也
大
差
は
也
太
差
と
も
書
き
ま
す

が
「
ま
た
、
は
な
は
だ　

た
が
う
」
で

「
ず
い
ぶ
ん
と
劣
っ
て
い
る
」つ
ま
り
、

真
実
に
目
覚
め
自
分
が
未
熟
だ
っ
た

事
に
気
付
く
驚
き
の
表
現
で
す
。
理

解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
じ
る
疑
問
。

そ
れ
が
あ
っ
て
「
也
大
差
」
と
い
う
法

悦（
佛
法
の
喜
び
）に
出
会
う
の
で
す
。

私
達
の
修
行
は
こ
の
疑
滞
と
也
大
差

の
連
続
。
で
す
か
ら
、
死
ぬ
ま
で
「
わ

か
っ
た
、
わ
か
ら
ん
」「
わ
か
っ
た
、

わ
か
ら
ん
」
の
連
続
で
す
。

　

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら「『
わ
か
っ
た
』

未
だ
了
わ
ら
ざ
る
に
、『
わ
か
ら
ん
』

到
来
す
」
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
！
そ
う

だ
っ
た
の
か
！
僧
堂
の
涼
簾
が
巻

き
上
が
っ
た
途
端
に
夜
が
明
け
大

自
然
も
静
け
さ
か
ら
開
放
さ
れ
る

大だ
い

開か
い

静じ
ょ
う

だ
。

　

私
の
眼
も
開
い
て
天
下（
世
界
）

が
見
え
た
。
こ
れ
こ
そ
私
の
開か

い

眼げ
ん

だ
。

　

も
し
誰
か
が
私
に
ど
ん
な
真
実

が
わ
か
っ
た
か
と
問
う
な
ら
ば
、

後 
堂　

門　

原　

信　

典

碧へ

き

巌が

ん

録ろ

く

物も

の

語が
た
り

独ど

く

語ご 

【
十
五
】
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テ
レ
ホ
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（
〇
八
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〇
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三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

自
に
も
不
違
な
り
、

　
　 

他
に
も
不
違
な
り

　

先
月
、
た
く
さ
ん
の
夏
百
合

を
お
供
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
中
に
は
、
根
の
付
い
た
も

の
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
堂

の
花
瓶
に
そ
の
ま
ま
入
れ
て
お

供
え
し
ま
し
た
。

　

そ
の
夏
百
合
に
は
、
ま
だ
若
い

つ
ぼ
み
が
付
い
て
い
ま
し
た
。
お

堂
の
中
は
日
当
た
り
が
あ
ま
り
よ

く
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
お
花
は

咲
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？
と
、

心
配
し
な
が
ら
、
見
守
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

案
の
定
、
数
日
す
る
と
心
な
し

か
つ
ぼ
み
が
下
向
き
に
垂
れ
て
き

た
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
な
ん
だ

か
、
元
気
が
な
く
な
っ
て
き
た
な

あ
、
お
花
が
咲
く
の
は
難
し
い
の

か
な
あ
と
、
私
も
頭
を
垂
れ
る
よ

う
な
気
持
ち
で
し
た
。
花
瓶
の
水

替
え
を
す
る
と
き
に
は
、
垂
れ
た

つ
ぼ
み
が
折
れ
な
い
よ
う
に
と
、

慎
重
に
水
場
ま
で
運
び
ま
し
た
。

　

一
週
間
ほ
ど
経
つ
と
、
下
の
方

の
葉
っ
ぱ
が
黄
色
く
枯
れ
だ
し
ま

し
た
。
あ
あ
、
も
う
ダ
メ
か
も
し

れ
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
つ

ぼ
み
は
頭
を
深
く
垂
れ
て
い
る
も

の
の
、色
は
青
々
と
し
て
い
ま
す
。

も
し
か
し
た
ら
、
ま
だ
大
丈
夫
か

も
し
れ
な
い
。
慎
重
に
、慎
重
に
、

水
を
替
え
続
け
ま
し
た
。

　

夏
百
合
が
花
瓶
に
入
っ
て
二
週

間
目
の
朝
。
お
堂
に
行
く
と
、
白

い
お
花
が
、
開
い
て
い
ま
し
た
。

よ
か
っ
た
。
夏
百
合
は
生
き
続
け

て
く
れ
て
、
花
を
咲
か
せ
て
く
れ

た
の
で
す
。
お
堂
の
な
か
は
虫
が

あ
ま
り
入
ら
な
い
の
で
、
残
念
な

が
ら
種
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
す
っ
か
り
枯
れ
て
し
ま
う
ま

で
見
届
け
て
、
丁
重
に
供
養
し
ま

し
た
。

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
夏
百
合

が
お
寺
に
来
て
か
ら
花
を
咲
か
せ

終
わ
る
ま
で
、
私
は
こ
の
夏
百
合

と
一
心
同
体
に
な
っ
て
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
夏
百
合
は
花
を
咲

か
せ
よ
う
と
頑
張
り
、
私
は
な
ん

と
か
花
を
咲
か
せ
て
あ
げ
よ
う
と

頑
張
る
。
夏
百
合
が
お
寺
に
来
て

か
ら
枯
れ
る
ま
で
、
私
の
心
は
夏

百
合
と
共
に
あ
り
ま
し
た
。
丁
寧

に
水
替
え
な
ど
を
し
て
、
夏
百
合

の
た
め
に
心
と
体
を
働
か
せ
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
夏
百
合
が
ど
う

感
じ
て
い
た
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
。
で
も
、
私
の
心
の
内
で
は
夏

百
合
と
の
間
に
壁
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
『
修
証
義
』
と
い
う
お
経
の
中

に
「
自
に
も
不
違
な
り
、
他
に
も

不
違
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
同
事
行
と
い
っ
て
、
自

己
と
他
者
と
の
間
に
壁
を
作
っ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
教
え
で

す
。
人
は
皆
、生
ま
れ
た
場
所
も
、

育
っ
た
場
所
も
、
生
き
て
い
る

場
所
も
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
私
た

ち
人
間
は
、
夏
百
合
と
は
違
っ

て
、
互
い
に
言
葉
を
交
わ
す
こ

と
が
出
来
ま
す
。
互
い
に
思
い

を
伝
え
あ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

素
直
な
心
で
思
い
を
伝
え
あ

い
、
心
を
通
い
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
穏
や
か
な
日
送
り
が
出
来

る
は
ず
で
す
。「
自
に
も
不
違
な

目
の
前
に
払
子
を
立
て
て
、
そ
の

開
い
た
口
に
打
ち
つ
け
よ
う
」

　

庫
院
に
吊
り
下
げ
て
あ
る
唐か

ら

金が
ね

と

い
う
合
金
で
出
来
た
雲
の
形
を
し
た

雲う
ん

版ぱ
ん

と
云
う
鳴
物
が
あ
り
ま
す
。
大

開
静
は
、
そ
の
雲
版
と
僧
堂
の
木も

っ

版ぱ
ん

を
交
打
し
、
だ
ん
だ
ん
リ
ズ
ム
を
早

く
し
て
暁
天
坐
禅
（
早
朝
の
坐
禅
）
の

終
わ
り
を
告
げ
る
事
で
す
。

　

開
静
と
は
静
慮
（
坐
禅
）
か
ら

開
放
さ
れ
る
意
味
で
す
が
、
文
字

の
通
り
「
静
け
さ
が
開
く
」
と
い

う
表
現
が
ピ
ッ
タ
リ
で
す
。

　

そ
し
て
私
達
の
行
持
は
坐
禅
か
ら

出
発
し
ま
す
。
坐
禅
と
云
う
佛
様
の

確
か
な
裏
打
ち
が
あ
っ
て
一
日

二
十
四
時
間
が
佛
行
と
な
る
の
で
す
。

　

払
子
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
で

麻
や
動
物
の
毛
な
ど
を
束
ね
て
柄

を
付
け
て
蚊
や
虻
な
ど
を
払
う
為

に
用
い
た
も
の
で
、
中
国
に
伝
わ

り
、
束
ね
た
麻
や
毛
を
お
釈
迦
さ

ま
の
螺ら

髪
は（
ほ
）つ（
髪
の
毛
）
に
み
た
て
、

煩
悩
や
災
い
を
払
う
功
徳
を
持
つ

佛
具
。
ま
た
、
説
法
の
時
の
大
切

な
佛
具
と
成
り
ま
し
た
。

　
「
い
つ
誰
が
何
を
尋
ね
て
き
て

も
、私
の
説
得
は
一
つ
。た
だ
黙
っ

て
そ
の
人
の
眼
前
で
払
子
を
立
て

る
だ
け
だ
。
誰
に
も
何
も
言
わ
せ

な
い
ぞ
」
劈
口
は
口
が
開
く
。

　

こ
の
払
子
を
立
て
る
と
い
う
の

は
、
説
法
を
し
て
い
る
事
。
説
法

と
は
法
を
説
く
、
法
と
は
佛
道
修

行
で
す
。
今
、
此
処
で
、
こ
の
私

が
佛
道
を
説
い
て
い
る
姿
で
す
。

　
「
こ
れ
こ
そ
が
悟
り
で
す
」
と

持
ち
出
す
こ
と
も
見
せ
る
こ
と
も

出
来
な
い
「
驢
事
馬
事
」
と
云
う

何
の
変
哲
も
な
い
無
我
の
働
き
こ

そ
佛
法
だ
っ
た
の
で
す
。

　

雪
峰
禅
師
は
こ
の
頌
を
玄
沙
禅

師
に
見
せ
て「
此
子
徹
去
也
未
可
。

（
こ
の
子し

徹
せ
り
や
）
慧
稜
和
尚

は
佛
法
に
徹
し
た
だ
ろ
う
か
」
と

確
か
め
ま
す
が
、玄
沙
禅
師
は「
此

是
意
識
著
述
。（
此
れ
は
是
れ
意

識
の
著
述
）
こ
れ
は
ま
だ
感
覚
と

頭
の
中
だ
け
の
話
で
坐
禅
に
徹
し

た
と
は
言
え
な
い
」「
更
須
勘
過
始

得
（
更
に
須
ら
く
勘か

ん

過か

し
て
初
め

て
得よ

し
）
さ
ら
に
深
く
見
極
め
な

け
れ
ば
会
得
し
た
と
は
言
え
な

い
」
と
認
め
ま
せ
ん
。
勘
過
は
検

査
す
る
、真
相
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
「
天
下
が
見
え
た
」
と
云
う
言

葉
で
さ
え
思
い
も
つ
か
な
い
表
現

で
す
。
慧
稜
和
尚
さ
ん
は
ど
う
応

え
る
で
し
ょ
う
か
。 

（
続
く
）



（3）　第904号 令和５年11月１日い　ち　ょ　う

り
、
他
に
も
不
違
な
り
」

 
徳
島
県 

城
満
寺　

田
村
航
也
師

�

令
和
五
年
九
月
十
一
日
～
二
十
日

 
 

禅
的
生
活
～

　
　  

学
ぶ
は
ま
ね
る

　

禅
宗
と
い
え
ば
坐
禅
。
禅
寺
の

修
行
は
明
け
て
も
暮
れ
て
も
坐
禅

ば
か
り
…
と
、
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
実
は
、
生
活
の
す
べ
て
が
修

行
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
切
な
と

こ
ろ
で
す
。
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で

厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
る
食
事
の

作
法
や
洗
面
の
作
法
。
さ
ら
に
は

お
風
呂
や
お
手
洗
い
の
作
法
に
至

る
ま
で
を
、
き
ち
ん
と
身
に
つ
け

て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
そ
ん
な
に
作
法
に
こ
だ
わ

る
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
「
お

釈
迦
さ
ま
の
よ
う
な
生
き
方
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
理
由
が
あ
り
ま

す
。
私
が
住
職
を
し
て
い
る
お
寺

の
ご
本
尊
さ
ま
は
お
釈
迦
さ
ま
で

す
。
釈
迦
如
来
坐
像
と
言
っ
て
、

坐
禅
の
姿
で
坐
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
坐
禅
の
修
行

を
さ
れ
、
弟
子
た
ち
に
も
坐
禅
を

勧
め
ま
し
た
。
で
は
、
私
た
ち
が

そ
の
お
釈
迦
さ
ま
を
佛
さ
ま
と
し

て
、
本
尊
さ
ま
と
し
て
尊
ぶ
の
は

坐
禅
を
し
て
い
る
お
釈
迦
さ
ま
だ

け
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
お

釈
迦
さ
ま
は
、
坐
禅
し
て
い
る
時

も
も
ち
ろ
ん
仏
さ
ま
で
す
が
、

立
っ
て
い
て
も
坐
っ
て
い
て
も
、

歩
い
て
い
て
も
横
に
な
っ
て
い
て

も
、
い
つ
で
あ
っ
て
も
佛
さ
ま
で

す
。
で
す
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
の

よ
う
に
生
き
る
に
は
、
坐
禅
を
し

て
い
な
い
時
も
す
べ
て
お
釈
迦
さ

ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
そ
こ
で
「
禅
宗
の
修
行
は
坐

禅
だ
け
で
な
く
、
生
活
の
す
べ
て

が
修
行
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

き
ま
す
。

　

道
元
禅
師
さ
ま
も
瑩
山
禅
師
さ

ま
も
、
禅
寺
生
活
の
細
か
い
と
こ

ろ
ま
で
、
微
に
入
り
細
に
入
り
、

懇
切
丁
寧
に
教
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

本
当
の
意
味
で
の
親
切
で
す
。
そ

れ
は
、
両
禅
師
さ
ま
と
も
、
お
釈

迦
さ
ま
の
よ
う
に
生
き
た
い
と
強

く
思
っ
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

　

私
は
、
道
元
禅
師
さ
ま
の
、
食

事
の
作
法
を
教
え
る
中
の
お
言
葉

が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。『
お
釈
迦

さ
ま
は
食
事
の
時
に
、
お
箸
も
匙

も
使
わ
ず
、
手
で
食
べ
て
お
ら
れ

た
。
だ
が
、
手
で
食
べ
る
作
法
が

伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
仕
方
な

く
お
箸
と
匙
を
使
う
の
だ
』
と
い

う
お
言
葉
で
す
。
道
元
禅
師
さ
ま

は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
生
活
す
べ
て

を
ま
ね
る
こ
と
で
、
少
し
で
も
お

釈
迦
さ
ま
の
境
地
に
近
づ
こ
う
と

お
考
え
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。

　
「
学
ぶ
」
と
い
う
言
葉
は
一
説

に「
ま
ね
る
」→「
ま
ね
ぶ
」→「
ま

な
ぶ
」
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、
日
々
の
生

活
の
中
で「
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
、

こ
れ
は
素
敵
だ
」
と
感
じ
る
こ
と

に
出
会
う
こ
と
が
お
あ
り
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
そ
れ
だ

け
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
こ
と
だ
け
で
も

真
似
を
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？
ど
ん
な
小
さ
な
こ

と
で
も
、
倦
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
積

み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、「
こ
れ

は
素
晴
ら
し
い
、
こ
れ
は
素
敵

だ
」
と
感
じ
た
こ
と
に
近
づ
く
こ

と
が
出
来
る
は
ず
で
す
。
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本
来
の
面
目

　

私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
先
月

末
に
四
十
四
歳
に
な
り
ま
し
た
。

人
生
を
折
り
返
す
年
齢
に
感
じ
ま

す
。
最
近
は
目
の
前
の
こ
と
を
た

だ
ひ
た
す
ら
勤
め
て
い
る
様
に
思

う
今
日
、
ふ
と
「
本
来
の
面
目
」

を
考
え
ま
し
た
。
無
門
関
二
十
三

則
に
出
て
き
ま
す
。

　

六
祖
慧
能
禅
師
は
五
祖
弘
忍
禅

師
か
ら
禅
法
を
継
承
し
て
達
磨
禅
師

の
衣
鉢
を
授
か
り
ま
し
た
。
し
か
し

先
輩
僧
か
ら
の
妬
み
な
ど
を
危
惧

し
、
慧
能
を
逃
が
し
ま
す
。
そ
し
て

慧
能
を
追
っ
た
中
で
慧
明
上
座
が
追

い
つ
き
ま
す
。
そ
の
慧
能
は
、

「
こ
の
衣
鉢
は
仏
法
の
信
を
あ
ら

わ
す
。
力
で
奪
う
こ
と
は
出
来
な

い
が
、
持
ち
去
り
た
け
れ
ば
持
っ

て
行
く
が
い
い
。」

と
言
い
、
慧
明
は
持
ち
去
ろ
う
と

す
る
が
、
微
動
だ
に
せ
ず
、
恐
れ

お
の
の
き
、

「
あ
な
た
を
追
っ
て
き
た
の
は
法

を
求
め
る
為
で
、
衣
鉢
の
為
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
私
に
仏
法

を
お
示
し
下
さ
い
。」

こ
の
時
慧
能
は
、

「
善
と
か
悪
と
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
る
こ
と
を
や
め
た
丁
度
そ
の
時
、

あ
な
た
の
本
来
の
面
目
は
ど
こ
に
あ

る
か
。」

こ
の
言
葉
で
慧
明
は
大
悟
す
る
の

で
す
。

　

本
来
の
面
目
と
は
真
の
自
己
で

あ
り
、
善
悪
を
離
れ
分
別
意
識
を

離
れ
た
と
こ
ろ
に
現
れ
る
の
で

し
ょ
う
。

　

本
来
の
面
目
は
道
元
禅
師
様

の
有
名
な
和
歌
の
題
名
に
も
あ

り
ま
す
。

「
春
は
花 

夏
ほ
と
と
ぎ
す 

秋
は
月 

冬
雪
さ
え
て 

す
ず
し
か
り
け
り
」

　

今
年
は
九
月
二
十
九
日
に
十
五

夜
が
あ
り
ま
し
た
。
子
供
と
一
緒

に
見
ま
し
た
が
、
秋
と
い
う
に
は

ま
だ
暑
か
っ
た
で
す
。
し
か
し
十
五

夜
は
中
国
伝
来
の
風
習
。
日
本
で

は
稲
作
の
収
穫
を
終
え
る
頃
、
そ

の
収
穫
に
感
謝
を
し
な
が
ら
十
三

夜
（
旧
暦
の
九
月
十
三
日
～
十
四

日
）
に
美
し
い
月
を
愛
で
る
風
習
が

あ
り
ま
す
。
今
年
は
十
月
二
十
七

日
に
な
り
ま
す
。
十
五
夜
を
ご
覧

に
な
っ
た
方
も
、
秋
が
深
ま
っ
た

十
三
夜
を
見
て
、
本
来
の
面
目
を

思
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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銀
杏
感
謝
録

愛
媛
県　
　

藤
田
博
子　

殿

北
海
道　
　

大
髙　

勇　

殿

広
島
県　
　

光
福
寺　

殿

広
島
県　
　

慶
雲
寺　

殿

愛
媛
県　
　

大
通
寺　

殿

愛
媛
県　
　

向
雲
寺　

殿

静
岡
県　
　

東
慶
院　

殿

広
島
県　
　

伝
福
寺　

殿

�
(

令
和
五
年
五
月
八
日
受
付
迄)

　
十
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

住
友
供
養

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

二　

日　

中
国
人
殉
難
者
慰
霊
祭

十　

日　

参
玄
会
（
十
二
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日　

略
布
薩

　
十
一
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

四　

日　

達
磨
忌
逮
夜

五　

日　

達
磨
忌
正
當

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

八　

日　

参
玄
会
（
十
日
迄
）

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

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日　

太
祖
降
誕
会

廿
二
日　

金
毘
羅
秋
大
祭

丗　

日　

略
布
薩

■   

両
祖
忌

　

九
月
二
十
九
日
（
金
）、
高
祖
道

元
禅
師
、
太
祖
瑩
山
禅
師
の
御
征

忌
に
あ
た
る
。
前
晩
に
特
為
献
湯

を
厳
修
。
当
日
に
献
粥
諷
経
、
正

当
献
供
諷
経
を
門
原
後
堂
導
師
の

も
と
如
常
に
修
行
さ
れ
た
。

■   

住
友
供
養

　

十
月
一
日
（
日
）
毎
年
恒
例
の
住

友
供
養
と
し
て
、
別
子
銅
山
殉
職

者
並
び
に
、
新
居
浜
住
友
連
係
会

社
殉
職
者
の
追
悼
法
要
が
開
催
さ

れ
た
。
村
上
山
主
、
慶
正
寺
様
、

真
光
寺
様
の
三
導
師
、
合
山
清
衆

随
喜
に
て
施
食
供
養
、
系
列
十
一

社
代
表
に
よ
る
焼
香
、
回
向
中
の

読
立
供
養
に
て
殉
職
者
諸
精
霊
の

大
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。

■   

中
国
人
殉
難
者
慰
霊
祭

　

十
月
二
日
（
月
）
瑞
應
寺
墓
地
内

の
慰
霊
碑
前
に
て
、
中
国
人
殉
難

者
慰
霊
祭
が
古
川
副
悦
導
師
の
も

と
厳
修
さ
れ
た
。
当
日
は
晴
天

に
恵
ま
れ
、
参
列
者
共
々
供
養
を

行
っ
た
。

　

桜
の
季
節
に
入
堂
し
、
気
づ
け
ば

紅
葉
が
美
し
い
時
期
と
な
り
、
半
年

が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
初
め

の
頃
は
、
以
前
と
は
大
き
く
違
う
生

活
の
中
で
戸
惑
う
こ
と
も
多
く
あ
り

ま
し
た
が
、
様
々
な
方
に
助
け
ら
れ

て
、無
事
馴
れ
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

馴
れ
て
は
来
ま
し
た
が
、
瑞
應
寺
で

は
毎
日
が
学
び
の
日
々
で
す
。
役
寮

の
方
々
や
古
参
和
尚
さ
ん
の
皆
様
か

ら
色
々
な
事
を
教
え
て
頂
き
、
雲
水

同
士
で
、
実
践
し
確
認
し
合
い
切
磋

琢
磨
す
る
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し

て
い
ま
す
。冬
が
本
格
的
に
近
づ
き
、

寒
さ
が
厳
し
く
な
っ
て
き
ま
す
が
、

身
心
共
に
万
全
な
状
態
で
日
々
精
進

し
て
い
き
た
い
で
す
。 

鐘
司  

龍
衛

住友供養


