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三
教
老
人
の
序
③

　
「
人
人
を
し
て
、
卷け

ん

簾れ
ん

、
聞も

ん

板ぱ
ん

、

竪け
ん

指し

、
触

し
ょ
っ

脚き
ゃ
く

の
際
、
大
事
を
了

脚
す
、
文
字
何
ぞ
有
ら
ん
や
」

　

先
ず
長

ち
ょ
う

慶け
い

慧え

稜り
ょ
う

禅
師
の
「
巻

簾
（
簾れ

ん

を
巻ま

く
）」
の
お
話
で
す
。

　

道
元
禅
師
は
正
法
眼
蔵
行
持

の
巻
に
次
の
よ
う
に
お
示
し
で
す
。

　
「
長
慶
の
慧
稜
和
尚
は
、
雪せ

っ

峰ぽ
う

下か

の
尊そ

ん

宿し
ゅ
く

な
り
。
雪
峰
と
玄げ

ん

沙し
ゃ

と
に
往お

う

来ら
い

し
て
、
参さ

ん

学が
く

す
る
こ

と
僅

わ
ず
か

に
二
十
九
年
な
り
。
そ
の

年
月
に
蒲ふ

団と
ん

二
十
枚
を
坐ざ

破は

す
。

い
ま
の
人
の
坐
禅
を
愛
す
る
あ

る
は
、
長
慶
を
あ
げ
て
慕も

古こ

の

勝し
ょ
う

躅ち
ょ
く

と
す
。
し
た
ふ
は
お
ほ
し
、

お
よ
ぶ
す
く
な
し
。
し
か
あ
る

に
、
三
十
年
の
功く

夫ふ
う

む
な
し
か

ら
ず
、
あ
る
と
き
涼

り
ょ
う

簾れ
ん

を
巻け

ん

起き

せ
し
ち
な
み
に
、
忽こ

つ

然ね
ん

と
し
て

大だ
い

悟ご

す
。

　

三
十
来
年
か
つ
て
郷
土
に
か

へ
ら
ず
、
親
族
に
む
か
は
ず
、

上じ
ょ
う

下げ

肩け
ん

と
談
笑
せ
ず
、
専せ

ん

一い
つ

に

功
夫
す
。
師
の
行
持
は
三
十
年

な
り
。
疑ぎ

滞た
い

を
疑
滞
と
せ
る

こ
と
三
十
年
、
さ
し
お
か
ざ

る
利り

機き

と
い
ふ
べ
し
、
大だ

い

根こ
ん

と

い
ふ
べ
し
。
励れ

い

志し

の
堅け

ん

固ご

な
る
、

伝で
ん

聞も
ん

す
る
は
或わ

く

従じ
ゅ
う

経き
ょ
う

巻か
ん

な
り
。

ね
が
ふ
べ
き
を
ね
が
ひ
、
は
づ

べ
き
を
は
ぢ
と
せ
ん
、
長
慶
に

相そ
う

逢ほ
う

す
べ
き
な
り
。
実じ

つ

を
論ろ

ん

ず

れ
ば
、
た
ゞ
道
心
な
く
、
操そ

う

行ぎ
ょ
う

つ
た
な
き
に
よ
り
て
、
い
た
づ

ら
に
名

み
ょ
う

利り

に
は
繋け

縛ば
く

せ
ら
る
ゝ

な
り
」

　

長
慶
慧
稜
禅
師
（
八
五
四
～

九
三
二
）
は
、
雪
峰
禅
師
と
そ
の

法
を
嗣
が
れ
た
玄
沙
禅
師
と
に

参
じ
て
約
三
十
年
の
坐
禅
を
さ

れ
ま
し
た
。
道
元
禅
師
の
時
代
に

坐
禅
を
志
す
人
は
、
必
ず
そ
の
修

行
を
お
手
本
に
さ
れ
「
慕も

古こ

の
勝

し
ょ
う

躅ち
ょ
く

」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。「
勝

躅
」
と
は
勝
れ
た
足
跡
で
す
。

　

平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
に

行
わ
れ
た
道
元
禅
師
の
七
五
〇

回
大
遠
忌
の
テ
ー
マ
は
「
慕
古
」

で
し
た
。
こ
れ
を
「
稽け

い

古こ

」
と
も

言
い
ま
す
。
も
と
も
と
の
意
味

は
「
古

い
に
し
え

か
ら
の
道
・
修
行
を
慕
い

実
践
す
る
」
こ
と
で
す
。

　
「
巻
簾
」
は
「
涼
簾
を
巻
起
せ

し
ち
な
み
に
、
忽
然
と
し
て
大

悟
す
」
と
云
う
箇
所
で
す
。

　

僧
堂
の
前
門
と
後
門
に
簾
を

か
け
ま
す
。
夏
は
竹
で
編
ん
だ

簾
を
下
げ
、
涼
簾
と
云
い
ま
す
。

冬
は
厚
い
綿
布
で
出
来
た
簾
を

か
け
、こ
れ
を
暖
簾
「
の
ん
れ
ん
」

と
読
み
「
の
れ
ん
」
の
も
と
も
と

の
意
味
で
す
。

　

ま
た
簾
は
、
聖
な
る
領
域
と

俗
な
る
領
域
を
結
界
す
る
意
も
あ

る
そ
う
で
す
が
、
確
か
に
僧
堂
に

は
一
般
の
人
は
入
れ
ま
せ
ん
。

　

曹
洞
宗
で
は
坐
禅
堂
で
は
な

く
僧
堂
と
言
い
ま
す
。

　

坐
禅
だ
け
で
は
な
く
食
事
も

睡
眠
も
修
行
と
し
て
堂
内
で
勤

め
る
か
ら
で
す
。

　

長
慶
禅
師
が
、
あ
る
夏
の
日

に
僧
堂
で
坐
禅
を
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
涼
簾
が
上
が
っ

た
途
端
に
「
世
界
が
見
え
た
」
と

大
悟
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
世
界
が
私
、
私
が

世
界
。
私
と
私
以
外
の
世
界
を

遮
っ
て
い
た
結
界
が
簾
を
巻
き

上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
え
た
。

簾
を
巻
き
上
げ
る
と
、
鳥
の
さ

え
ず
り
と
同
時
に
夜
が
明
け
る

初
夏
の
風
景
か
な
？
と
想
像
し

ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
時
だ
け

の
風
景
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
十

年
間
、
坐
蒲
を
二
十
枚
坐
破
さ
れ

る
ほ
ど
の
坐
禅
。
こ
の
三
十
年
は

や
ろ
う
と
思
っ
て
出
来
る
事
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
長
慶
禅
師
の
こ
の

三
十
年
の
専
一
の
辦
道
こ
そ
不
立

文
字
の
修
行
で
す
。

　

近
年
葬
儀
で
思
う
事
が
あ
り

ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
為
「
病
院
や
施
設

に
家
族
が
入
院
、
入
所
し
て
も

面
会
も
お
見
舞
も
出
来
な
い
。

病
院
や
施
設
か
ら
お
亡
く
な
り

に
な
ら
れ
ま
し
た
。
と
電
話
が

入
っ
た
だ
け
で
、
最
後
の
看
取

り
も
出
来
な
か
っ
た
」
と
悔
し

い
、
辛
い
お
気
持
ち
を
何
度
も

お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

私
は
「
そ
の
悔
し
い
、
辛
い
思

い
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
し
ょ

う
。
嬉
し
い
時
も
悲
し
い
時
も
、

元
気
な
時
も
病
気
の
時
も
、
故

人
と
共
に
過
ご
し
た
掛か

け
替が

え

の
無
い
日
々
が
在
っ
て
こ
そ
生

ま
れ
る
思
い
。
で
す
か
ら
尊
い

こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

お
互
い
に
、
な
く
て
は
な
ら
な

い
存
在
と
し
て
、
支
え
あ
っ
て

生
か
し
生
か
さ
れ
て
い
た
と
い

う
生
命
の
証
し
で
す
。
そ
れ
が

合
掌
の
姿
で
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

故
人
と
の
全
て
の
出
会
い
と

ご
縁
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
だ

き
、
別
れ
の
悲
し
み
苦
し
み
、

そ
し
て
お
見
舞
も
最
後
の
看
取

り
も
出
来
な
か
っ
た
事
も
、
供

養
を
通
じ
て
い
つ
の
日
か
感
謝

と
報
恩
の
心
に
育
て
て
い
か
れ

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
四
】
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不
殺
生
戒

　

私
の
長
男
は
こ
の
夏
で
四
歳
に

な
り
ま
す
。
蝉
や
バ
ッ
タ
、ト
ン
ボ
、

メ
ダ
カ
や
イ
モ
リ
な
ど
、
い
ろ
ん

な
生
き
物
に
触
れ
る
こ
と
が
大
好

き
で
、
夕
方
ま
で
近
所
で
虫
捕
り

や
サ
ワ
ガ
ニ
捕
り
を
し
て
い
ま
す
。

幼
稚
園
か
ら
帰
る
と
す
ぐ
に
私
の

と
こ
ろ
に
来
て
虫
を
捕
り
に
行
こ

う
と
言
い
ま
す
。

　

幼
児
期
に
草
花
や
小
さ
な
生
き

物
に
触
れ
る
と
い
う
体
験
は
、
豊

か
な
感
受
性
の
発
達
を
う
な
が
す

と
い
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
か
ら
、

な
る
べ
く
長
男
の
求
め
に
応
じ
る

よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
が
…
。

実
は
私
、
子
供
の
頃
に
多
く
の
カ

ブ
ト
ム
シ
を
捕
ま
え
て
飼
っ
て
は

み
た
も
の
の
、
世
話
を
し
な
か
っ

た
せ
い
で
そ
れ
ら
の
カ
ブ
ト
ム
シ

を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
苦

い
経
験
が
あ
り
ま
す
。

　

虫
捕
り
を
す
る
と
、
ど
う
し
て

も
そ
の
と
き
の
こ
と
が
頭
を
よ

ぎ
っ
て
、
虫
捕
り
で
捕
ま
え
た
虫
た

ち
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
夏
の
間
し
か

生
き
ら
れ
な
い
短
い
命
な
の
に
、
そ

れ
を
無
機
質
な
虫
か
ご
の
中
に
と
じ

こ
め
て
過
ご
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

に
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
抵
抗
感
を

抱
い
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

仏
の
道
を
歩
む
上
で
最
も
基
本

的
な
教
え
に
「
不
殺
生
戒
」
と
い
う

戒
律
が
あ
り
ま
す
。『
む
や
み
に
生

き
と
し
生
け
る
物
の
命
を
そ
こ
な

わ
ず
』
と
い
う
、
自
分
の
命
は
も
ち

ろ
ん
の
事
、
自
分
以
外
の
あ
ら
ゆ

る
命
あ
ら
ゆ
る
物
を
大
切
に
せ
よ

と
い
う
教
え
で
す
。

　

私
は
、
そ
の
教
え
を
四
歳
の
子

ど
も
に
も
分
か
り
や
す
い
よ
う
に

伝
え
た
う
え
で
、
飼
い
方
の
ル
ー

ル
を
決
め
て
か
ら
虫
捕
り
や
サ
ワ

ガ
ニ
捕
り
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
そ
の
ル
ー
ル
と
は
、

一
、  

ト
ン
ボ
な
ど
の
よ
う
に
長
生

き
し
な
い
昆
虫
は
そ
の
日
の

う
ち
に
逃
が
す
こ
と

一
、  
魚
の
よ
う
に
生
き
る
為
の
十

分
な
環
境
を
整
え
ら
れ
な
い

生
き
物
は
そ
の
日
の
う
ち
に

逃
が
す
こ
と

一
、  

イ
モ
リ
や
サ
ワ
ガ
ニ
も
家
族

が
い
る
は
ず
だ
か
ら
二
泊
三

日
で
い
っ
た
ん
帰
省
さ
せ
て

あ
げ
る
こ
と

以
上
の
三
つ
の
約
束
で
す
。

　

こ
の
虫
捕
り
の
ル
ー
ル
を
決
め

た
こ
と
で
私
の
気
持
ち
も
軽
く
な

り
、
一
緒
に
虫
捕
り
を
楽
し
め
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
捕
ま
え
た

昆
虫
や
サ
ワ
ガ
ニ
、
イ
モ
リ
な
ど

も
二
泊
三
日
の
夕
方
に
は
、「
あ
り

が
と
う
ね
。
ま
た
遊
ぼ
う
ね
」
っ
て

言
っ
て
お
寺
の
庭
や
近
く
の
水
路

に
逃
が
し
て
あ
げ
ま
す
。

　

生
活
の
中
に
「
不
殺
生
戒
」
と
い

う
ひ
と
つ
の
戒
律
を
と
り
い
れ
る
こ

と
で
、
私
が
嫌
だ
っ
た
虫
捕
り
も
長

男
と
一
緒
に
心
か
ら
楽
し
め
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
戒
律
を
守
る
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
の
生
活
を
縛
る
た

め
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
よ
く
充

実
し
た
生
活
を
さ
せ
て
く
れ
る
も
の

で
も
あ
る
の
で
す
ね
。
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る
よ
う
に
願
い
ま
す
。
亡
き
人

と
の
ご
縁
を
思
う
と
今
だ
け
の
関

わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
限
の

生
命
、
無
限
の
時
間
、
無
限
の
空

間
、
そ
し
て
無
限
の
出
会
い
が

あ
っ
て
こ
そ
の
ご
縁
で
す
。
筆
舌

に
尽
く
せ
な
い
事
で
す
。

　

私
は
一
光
老
師
に
「
瑞
應
寺
に

四
十
年
通
え
、
四
十
年
坐
れ
」
と

示
さ
れ
ま
し
た
が
、
た
だ
坐
禅

か
ら
離
れ
ぬ
思
い
だ
け
で
、
中

途
半
端
で
と
て
も
専
一
の
辦
道

と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

永
平
寺
で
の
安
居
か
ら
、
瑞

應
寺
に
参
禅
に
通
い
、
一
光
老

師
、
通
元
老
師
、
諸
老
師
方
の

修
行
の
お
姿
に
憧
れ
、
少
し
で

も
近
づ
こ
う
と
志
し
ま
し
た
が
、

機
根
も
修
行
力
も
劣
り
、
慕
う

心
は
大
き
く
と
も
、
及
び
も
し

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
自
分
自
身
が

痛
切
に
感
じ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
迷め

い

中ち
ゅ
う

又う

迷め
い

の

四
十
年
が
、
間
違
い
な
く
私
を

「
後
堂
」
と
云
う
配
役
に
導
い
て

く
れ
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
長
慶
禅
師
の
三
十
年

の
郷
土
（
本ほ

ん

家か

郷き
ょ
う

）
は
修
行
道
場
、

そ
れ
が
「
郷
土
に
帰
ら
ず
」
と
い

う
表
現
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に

は
世
間
的
な
親
子
家
族
の
今こ

ん

生じ
ょ
う

だ
け
の
恩
愛
を
も
は
る
か
に
超

え
、
刹
那
的
な
馴
れ
合
い
で
は

無
く
、
同
じ
く
修
行
す
る
道
友

と
共
に
永
遠
の
辦
道
。
こ
れ
こ

そ
が
真
実
の
報
恩
行
で
あ
り
、

坐
禅
の
姿
だ
っ
た
の
で
す
。

　

道
場
を
離
れ
て
し
ま
え
ば
修

行
す
る
心
も
同
時
に
離
れ
て
し

ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、

得
度
を
受
け
、
安
名
（
僧
と
し
て

の
名
前
）
を
い
た
だ
き
、
ひ
と
た

び
僧
堂
で
の
佛
行
に
身
心
を
預

け
た
な
ら
ば
、「
郷
土
に
か
へ
ら

ず
、
親
族
に
む
か
は
ず
、
上
下

肩
と
談
笑
せ
ず
、
専
一
に
功
夫

す
る
」
心
構
え
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
常
に
懺

悔
と
誓
願
を
忘
れ
ず
、
親
子
親

族
友
人
さ
え
も
成
佛
道
に
導
く
、

名
誉
で
も
、
損
得
で
も
、
世
渡

り
で
も
無
い
、
ま
し
て
や
お
寺

の
後
継
ぎ
で
も
無
い
、
真
の
佛

弟
子
の
生
き
方
が
あ
る
の
で
す
。

　
「
祖
師
の
大
恩
は
、
父
母
に
も

す
ぐ
る
べ
し
（
勝
れ
）、
祖
師
の

慈
愛
は
親
子
に
も
た
く
ら
べ
ざ

れ
（
比
較
で
き
な
い
）」
正
法
眼

蔵
行
持 

（
続
く
）
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自
分
の
行
い
を
顧
み
る

　

私
が
身
に
つ
け
た
い
習
慣
の
一

つ
に
片
付
け
が
あ
り
ま
す
。
実
は

私
、
檀
家
さ
ん
や
近
所
の
方
が
目

に
す
る
と
こ
ろ
の
片
付
け
は
き
ち

ん
と
で
き
る
の
で
す
が
、
自
分
の

部
屋
な
ど
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場

所
の
片
付
け
が
苦
手
で
す
。

　

自
分
の
部
屋
を
片
付
け
る
時
は
、

物
を
三
つ
に
分
け
る
よ
う
に
し
ま

す
。
大
切
な
物
、
ま
だ
使
え
る
物
、

処
分
す
る
物
で
す
。
ま
だ
使
え
る
物

は
押
し
入
れ
の
奥
や
車
庫
な
ど
に
押

し
込
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
先
日
つ

い
に
押
し
入
れ
や
車
庫
も
い
っ
ぱ
い

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
ま
で

は
処
分
す
べ
き
も
の
は
処
分
し
て
、

残
り
は
何
処
か
に
押
し
込
ん
で
、
部

屋
の
掃
除
を
終
え
て
い
た
の
で
す

が
、
つ
い
に
押
し
込
む
場
所
も
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
妻
の
提
案
で
、
本
や
着

な
く
な
っ
た
服
な
ど
、
不
用
な
も
の

を
車
い
っ
ぱ
い
に
詰
め
込
ん
で
、
リ

サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
に
持
ち
込
み
ま

し
た
。
す
べ
て
の
物
を
買
取
査
定
し

て
も
ら
い
、
値
段
が
つ
か
な
い
物
も

全
部
引
き
取
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
か
ら
の

帰
路
、
私
は
妻
に
「
リ
サ
イ
ク
ル

シ
ョ
ッ
プ
も
遠
か
っ
た
し
、
町
内
の

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
全
部
処
分
し

て
も
ら
っ
た
方
が
良
か
っ
た
か

な
？
」
と
言
い
ま
し
た
。
す
る
と
妻

は
「
私
は
そ
ん
な
こ
と
な
い
と
思
う

け
ど
ね
。
ま
だ
使
え
る
物
を
捨
て

る
こ
と
の
ほ
う
が
嫌
だ
し
、
今
日

引
き
取
っ
て
も
ら
っ
た
物
は
、
ま

た
誰
か
が
使
っ
て
く
れ
る
ん
だ
か

ら
。」
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
私
は
、

買
取
価
格
の
低
い
こ
と
を
ず
う
っ

と
気
に
し
て
い
た
自
分
が
恥
ず
か

し
く
な
り
ま
し
た
。

　

道
元
禅
師
の
教
え
の
中
に
『
脚
下

照
顧
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

自
分
の
足
元
を
顧
み
て
照
ら
す
。

自
分
の
行
為
を
見
つ
め
な
お
し
て

物
事
を
行
い
な
さ
い
と
い
う
意
味

で
す
。
自
分
の
損
得
ば
か
り
を
考
え

て
い
る
と
、
自
分
の
行
為
を
顧
み
る

こ
と
を
忘
れ
が
ち
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
一
件
で
は
「
物
に
溢
れ
て

い
る
時
代
と
は
い
え
、
物
を
捨
て

る
の
は
簡
単
で
は
な
い
」
と
い
う
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
も
う
ひ
と
つ
気
づ
か
さ
れ
た
の

は
「
物
を
買
う
と
き
に
は
、
本
当
に

必
要
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
吟

味
し
て
物
を
買
い
、
そ
れ
が
不
要
に

な
っ
た
と
き
に
は
安
易
に
捨
て
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
を
使
っ
て
く
れ
る

人
は
い
な
い
か
？
そ
れ
を
他
に
利
用

す
る
手
立
て
は
な
い
か
？
と
、
も
う

一
度
自
分
の
行
い
を
顧
み
な
け
れ

ば
、
本
当
に
使
い
切
っ
た
と
は
言
え

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
を
起
こ
す
と

き
に
は
ま
ず
『
脚
下
照
顧
』。
自
分

を
見
つ
め
な
お
し
て
み
る
こ
と
が

大
切
で
す
ね
。

 

愛
媛
県 

宗
光
寺　

岡　

芳
樹
師

�

令
和
五
年
八
月
二
十
一
日
～
三
十
一
日

 
 

絡 

子

　

お
坊
さ
ん
が
道
中
に
胸
の
前
に
掛

け
て
い
る
小
さ
な
御
袈
裟
を
絡ら

く

子す

と

い
い
ま
す
。
そ
の
裏
側
に
は
、
お
師

匠
様
や
尊
敬
す
る
方
丈
様
か
ら
、
お

経
や
禅
語
な
ど
を
墨
書
し
て
頂
き
、

常
に
身
に
つ
け
て
自
分
の
指
針
と
す

る
習
わ
し
が
あ
り
ま
す
。

　

瑞
應
寺
で
は
そ
の
絡
子
を
自
分
で

裁
縫
す
る
こ
と
も
教
え
て
頂
き
ま

す
。
修
行
を
終
え
て
か
ら
初
め
て
自

分
で
裁
縫
し
た
絡
子
を
先
住
の
通
元

老
師
様
に
、
裏
書
き
し
て
頂
き
ま
し

た
。
自
分
の
気
に
い
っ
た
言
葉
を
お

願
い
す
る
こ
と
も
出
来
ま
す
が
、
私

は
老
師
様
に「
お
任
せ
い
た
し
ま
す
」

と
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

完
成
し
た
か
ら
取
り
に
お
い
で
な

さ
い
と
、
お
部
屋
に
伺
う
と
「
上
手

に
縫
っ
た
の
う
」
と
仰
り
な
が
ら
、

坐
禅
を
す
る
お
坊
さ
ん
の
絵
を
添
え

て
、
道
元
禅
師
様
の
ご
道
歌
の
墨
書

を
頂
戴
し
ま
し
た
。

「
愚
か
な
る  

我
は
仏
に  

な
ら
ず
と
も

衆
生
を
渡
す　

僧
の
身
な
ら
ん
」

　

こ
の
お
歌
は
、「
自
分
が
成
仏
に

至
ら
ず
と
も
、
人
々
を
先
に
成
仏
へ

導
く
こ
と
が
、
お
坊
さ
ん
と
し
て
大

事
な
こ
と
だ
ぞ
」と
の
お
示
し
で
す
。

　

ま
た
あ
る
時
、
修
行
中
に
ご
指
導

下
さ
る
別
の
方
丈
様
か
ら
は
、

「
あ
な
た
方
は
、
い
ず
れ
そ
れ
ぞ
れ

の
お
寺
の
住
職
と
し
て
、
そ
の
お
寺

と
お
檀
家
様
を
お
護
り
す
る
大
事
な

お
役
の
お
一
人
お
一
人
。
そ
れ
と
心

得
て
励
み
な
さ
い
」

と
も
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

　

二
十
代
半
ば
の
私
の
心
の
内
に

は
、
僧
侶
と
し
て
も
人
と
し
て
も
経

験
の
足
り
な
い
力
不
足
の
者
が
、
果

た
し
て
人
を
導
く
こ
と
が
出
来
る
の

だ
ろ
う
か
と
、
不
安
に
思
っ
た
も
の

で
し
た
。
そ
の
不
安
は
、
そ
の
お
役

に
対
し
て
の
覚
悟
が
定
ま
ら
な
い
自

信
の
な
さ
か
ら
来
る
よ
う
に
思
わ
れ

て
、
こ
の
絡
子
が
す
り
切
れ
る
く
ら

い
に
、
大
事
に
身
に
つ
け
て
使
わ
せ

て
頂
こ
う
と
し
ま
し
た
。

　

今
、
縁
あ
っ
て
雲
水
さ
ん
と
一
緒

に
修
行
す
る
機
会
を
頂
き
な
が
ら
、

そ
の
時
の
気
持
ち
を
思
い
出
し
て
い

ま
す
。

　

人
を
説
得
す
る
時
に
は
、
ま
ず
自

分
を
説
得
し
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
は
到
底
か
な
わ
な
い
。
自
分
を

信
ず
る
こ
と
が
出
来
る
に
は
、
信
ず

る
自
分
に
か
な
う
よ
う
な
修
行
を
続

け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
力
不
足
の

自
分
に
も
、
頑
張
ろ
う
と
す
る
人
の

背
中
を
一
押
し
す
る
こ
と
は
出
来
る

か
も
し
れ
な
い
と
。

　

二
十
年
経
ち
、
気
付
け
ば
絡
子
の

裏
書
き
も
す
り
切
れ
て
き
ま
し
た
。

一
昨
年
の
秋
、
も
う
一
度
通
元
老

師
様
に
絡
子
の
裏
書
き
を
お
願
い

し
ま
し
た
。

　

蓮
の
華
の
絵
を
添
え
て
、

「
世
の
中
に
必
要
で
な
い
も
の
は

一
つ
も
な
い
」

と
、
墨
書
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
心
の
内
に
繰
り
返
し
響
か

せ
て
大
事
に
使
わ
せ
て
頂
こ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。

 

瑞
應
寺
僧
堂
知
客　

家
古
谷
光
祥

�

令
和
五
年
九
月
一
日
～
十
日
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鐘 

声

　
九
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

三　

日　

日
曜
参
禅
会

五　

日　

参
玄
会
（
七
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日　

開
山
忌
逮
夜

廿
二
日　

開
山
忌
正
当

廿
三
日　

寳
篋
印
塔
供
養

廿
七
日　

益
友
会
供
養

廿
八
日　

両
祖
忌
逮
夜

廿
九
日　

両
祖
忌
正
当

丗　

日　

略
布
薩

　
十
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

住
友
供
養

二　

日　

中
国
人
殉
難
者
慰
霊
祭

八　

日　

日
曜
参
禅
会

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

　

瑞
應
寺
に
入
堂
し
て
四
ヶ
月
が

た
ち
ま
し
た
。
入
堂
し
た
て
の
頃

は
、
お
勤
や
坐
禅
等
、
初
め
て
の

こ
と
が
多
く
僧
堂
生
活
に
慣
れ
る

こ
と
で
精
一
杯
で
し
た
。
多
く
の

失
敗
や
苦
悩
も
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
同
安
居
や
古
参
和
尚
さ
ん
、

役
寮
さ
ん
の
方
々
の
助
け
が
あ
っ

た
た
め
、
以
前
よ
り
は
、
僧
堂
生

活
に
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ

ま
で
来
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
僧
堂
生
活
は
人
生
の
中
で
も

大
い
に
役
立
つ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
成
長
の
た
め
に
も
精
一
杯

こ
の
生
活
を
過
ご
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

鐘
司　

多
聞

■   

開
山
忌

　

恒
例
の
御
開
山
忌
、
当
寺
開
山
白
翁

長
傳
大
和
尚
よ
り
五
世
再
中
興
月
庭
要

傳
大
和
尚
の
報
恩
供
養
。
十
一
日
よ
り

市
内
を
報
恩
托
鉢
。
廿
一
日
（
木
）、
逮

夜
特
為
献
湯
、
古
位
牌
等
焼
却
供
養
が

厳
修
し
、
翌
廿
二
日
（
金
）
略
朝
課
罷
、

献
粥
諷
経
、
午
時
に
正
當
献
供
諷
経
が

厳
修
さ
れ
た
。
両
日
と
も
に
、
檀
信
徒

先
亡
回
向
を
修
行
し
、
総
代
様
、
梅
花

講
員
様
は
じ
め
檀
信
徒
多
数
参
拝
。
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鐘 

声

■���

金
毘
羅
初
大
祭

　
一
月
三
十
一
日
（
火
）（
旧
一
月
十
日
）

は
当
山
鎮
守
金
毘
羅
大
権
現
初
大
祭
。

　
午
前
十
一
時
に
村
上
堂
長
導
師

の
も
と
上
殿
し
て
山
門
鎮
静
、
修

道
無
難
を
祈
願
。

■���

涅
槃
摂
心

　
二
月
六
日
（
月
）
よ
り
五
日
間
、

恒
例
涅
槃
摂
心
を
修
行
。
一
山
竜
象

衆
、
釈
尊
報
恩
の
只
管
打
坐
。
会
中

は
門
原
後
堂
（
東
印
請
祖
）、
吉
松
維

那
（
正
法
眼
蔵
八
大
人
覺
）、
金
蔵
司

（
般
若
心
経
）
と
法
を
得
る
。
供
養
点

心
菓
子
等
、
会
中
の
施
主
に
深
謝
。

令
和
五
年
涅
槃
摂
心

　供
養
施
主

当
山
　
　
総
代
会
　
殿
　

当
山
　
　
梅
花
講
　
殿

今
治
市
　
禅
興
寺
　
殿
　

愛
知
県
　
森
川
法
雲
　
殿
　

広
島
県
　
延
命
寺
　
殿

愛
知
県
　
宝
泉
寺
　
殿
　

広
島
県
　
少
林
寺
　
殿
　

　二
月
の
日
鑑

一
　
日
　
祝
祷

六
　
日
　
涅
槃
摂
心
（
十
日
迄
）

十
四
日
　
土
地
堂
念
誦

　
　
　
　
涅
槃
会
逮
夜
諷
経

十
五
日
　��

祝
祷
・
小
参
・
人
事
行
礼

　
　
　
　
涅
槃
会
献
粥
諷
経

　
　
　
　
涅
槃
会
正
當
諷
経

　
　
　
　
略
布
薩

十
八
日
　
観
音
講
・
勉
強
会

廿
八
日
　
略
布
薩

　三
月
の
予
定

一
　
日
　
祝
祷

七
　
日
　
参
玄
会
（
九
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

廿
一
日
　
萬
霊
塔（
永
代
墓
）供
養

丗
一
日
　
略
布
薩

　
も
う
す
ぐ
瑞
應
寺
に
上
山
し
て
か

ら
丸
二
年
が
経
つ
。
僧
堂
の
行
持
に

も
慣
れ
て
き
た
が
、
同
時
に
怠
け
心

も
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
ま
た
今
年
も
新
到
和
尚
さ
ん
が

上
山
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
今
一
度
気

を
引
き
締
め
て
、
新
到
和
尚
さ
ん

に
後
ろ
指
を
指
さ
れ
な
い
よ
う･

見
本
と
な
れ
る
よ
う
、
一
挙
手
一

投
足
気
を
つ
け
て
修
行
に
励
ん
で

い
こ
う
と
思
う
。�

副
堂
　
慧
岳

広
島
県
　
長
福
寺
　
殿
　

広
島
県
　
東
光
寺
　
殿
　

鳥
取
県
　
玉
泉
寺
　
殿
　

岡
山
県
　
中
興
寺
　
殿
　

岡
山
県
　
東
林
寺
　
殿�

（
順
不
同
）

他
、野
菜
、果
物
、菓
子
等
、多
数
頂
戴
。

■���

冬
安
居
解
制
・
涅
槃
会

　
釈
尊
入
滅
の
聖
日
、
涅
槃
会
と
併

せ
冬
安
居
が
解
制
。
首
座
菅
原
康
稔

士
以
下
一
山
諸
兄
弟
、
乳
水
の
如
く

和
合
し
道
業
を
一
興
し
た
。

　
二
月
十
四
日
（
火
）、土
地
堂
念
誦
、

涅
槃
会
逮
夜
諷
経
。
十
五
日
（
水
）、

暁
天
、
祝
祷
朝
課
、
鎮
守
諷
経
に
次

い
で
涅
槃
会
献
粥
諷
経
、小
参
・
人
事

行
礼
、規
範
に
準
じ
厳
修
。午
時
、門
原

後
堂
の
も
と
涅
槃
会
正
當
諷
経
。

安
居
者
募
集

安
居
を
希
望
さ
れ
る
方
に
は
、掛
塔
志
願
書
を

送
付
致
し
ま
す
の
で
、左
記
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

瑞
應
寺
専
門
僧
堂

愛
媛
県
新
居
浜
市
山
根
町
八
‐
一

電 

話
（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
六
五
六
三

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
八
九
七
）
四
〇
‐
三
一
二
七

〒792-0835

僧堂内朝課

金毘羅初大祭

小参

涅槃会�正當諷経

■   

寳
篋
印
塔
供
養

　

九
月
廿
三
日（
土
）、村
上
山
主
以

下
山
内
大
衆
合
山
に
て
、瑞
應
寺
西

墓
地
の
永
代
供
養
塔
「
寳
篋
印
塔
」

の
供
養
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。

檀信徒先亡回向

開山忌献粥諷経

開山忌報恩托鉢


