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三
月
よ
り
お
付
き
合
い
頂
い
て

参
り
ま
し
た
『
通
元
老
師
を
偲
ん

で
』
で
す
が
、
通
元
老
師
様
の
一

周
忌
を
迎
え
ま
す
こ
の
七
月
を
以

て
最
終
回
と
な
り
ま
す
。
最
終
回

は
、
厳
し
く
も
慈
愛
に
満
ち
た
通

元
老
師
の
愛
語
を
、
私
な
り
に
整

理
し
て
結
ば
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

道
元
禅
師
様
の
『
教

き
ょ
う

授じ
ゅ

戒か
い

文も
ん

』

に
「
佛
と
法
と
を
学
び
し
は
、
乃

す
な
わ

ち
僧
宝
な
り
」
と
の
お
示
し
が
御

座
い
ま
す
。
僧
宝
と
は
僧
侶
の
こ

と
で
す
。
私
は
、
僧
侶
と
し
て
頭

を
剃
り
墨
染
の
衣
で
病
院
に
着
き

ま
し
た
。
到
着
し
た
直
後
は
、「
僧

侶
＝
お
葬
式
」
の
図
式
か
ら
忌
み

嫌
わ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今

思
え
ば
老
師
の
大
慈
悲
心
〈
三
十

歳
を
目
の
前
に
し
て
折
角
修
行
に

来
た
者
を
、
自
分
の
看
病
だ
け
さ

せ
た
の
で
は
本
師
に
も
本
人
に
も

申
し
訳
な
い
。
病
院
を
修
行
道
場

と
し
よ
う
〉に
拠
っ
て
、到
着
早
々

の
一
喝
で
病
室
を
道
場
に
転
じ
、

厳
し
く
、
綿
密
に
御
指
導
下
さ
っ

た
の
で
す
。
そ
の
様
子
は
、
院
内

で
も
評
判
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
の
厳
し
さ
の
一
例
を
ご
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。
お
見
舞
い
に
見
え

た
方
か
ら
頂
い
た
カ
ス
テ
ラ
が
あ

り
ま
し
た
。
老
師
が
、「
お
い
お
い
、

そ
の
カ
ス
テ
ラ
な
、
等
分
に
切
り

分
け
て
皆
さ
ん
に
お
裾
分
け
し
て

差
し
上
げ
ぇ
。
そ
の
包
装
紙
を
包

丁
で
切
っ
て
懐
紙
に
し
て
配
っ
た

ら
え
ー
。」
そ
う
言
わ
れ
る
の
で
、

カ
ス
テ
ラ
を
切
り
分
け
、
包
装
紙

を
割
い
て
懐
紙
に
し
て
同
室
の
皆

さ
ん
に
「
老
師
か
ら
お
裾
分
け
で

す
」
と
お
伝
え
し
な
が
ら
配
り
、
老

師
に
も
「
ど
う
ぞ
」
と
ベ
ッ
ド
の

テ
ー
ブ
ル
に
置
き
ま
し
た
。
老
師

は
、
そ
れ
を
見
る
と
、「
お
い
、
お
前
、

懐
紙
が
こ
ん
な
に
大
き
い
必
要
が

あ
る
ん
か
？
皆
さ
ん
に
こ
の
大
き

さ
で
配
っ
た
の
か
？
こ
の
半
分
も

あ
れ
ば
十
分
じ
ゃ
ろ
う
が
‼
勿
体

な
い
、
半
分
づ
つ
返
し
て
貰
っ
て

来
い
！
」
と
仰
る
。
私
は
仕
方
な
し

に
包
丁
を
持
っ
て
皆
さ
ん
の
懐
紙

を
半
分
に
折
り
、
包
丁
で
割
い
て

回
収
し
て
歩
き
ま
し
た
。
狭
い
部

屋
で
の
こ
と
、
一
部
始
終
を
ご
覧

の
皆
さ
ん
は
、
気
の
毒
そ
う
な
目

を
私
に
向
け
、
そ
の
目
で
「
気
に
し

な
さ
ん
な
」
と
語
り
掛
け
て
下
さ
い

ま
し
た
。
ほ
ん
の
一
例
で
す
。
こ

ん
な
調
子
で
間
髪
入
れ
ず
次
か
ら

次
へ
と
叱
ら
れ
る
様
子
が
病
院
内

の
噂
と
な
っ
て
広
が
っ
て
い
っ
て
、

「
あ
の
若
い
和
尚
さ
ん
は
老
師
さ
ん

に
叱
ら
れ
な
が
ら
毎
日
毎
日
厳
し

い
修
行
を
し
て
い
る
そ
う
だ
」
と

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
佛
と
法
と

を
学
び
し
は
乃
ち
僧
宝
な
り
」老
師

に
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。「〈
学
ぶ
〉

と
は
〈
真ま

似ね

ぶ
〉
こ
と
じ
ゃ
、
仏
様

が
さ
れ
た
よ
う
に
、
仏
様
の
み
法

お
し
え

の
よ
う
に
、
そ
っ
く
り
真
似
を
し

た
な
ら
そ
れ
が
僧
宝
じ
ゃ
」
と
。

　

坐
蒲
も
持
た
ず
に
の
こ
の
こ
と

病
院
に
や
っ
て
来
た
よ
う
な
心
至

ら
ぬ
修
行
者
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
ん
な
私
で
も
老
師
が
病
院
を
道

場
と
成
し
て
の
御
指
導
で
、
厳
し

く
導
い
て
下
さ
る
こ
と
に
よ
り
、

周
囲
の
方
々
は
そ
の
様
子
か
ら
「
こ

の
若
い
雲
水
さ
ん
は
、
毎
日
叱
ら

れ
な
が
ら
一
生
懸
命
お
坊
さ
ん
に

な
る
為
の
修
行
を
し
て
い
る
」
と
、

感
じ
て
下
さ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
仏
と
法
と
を
学
び
し
は
乃
ち
僧
宝

な
り
」
葬
儀
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
僧

侶
か
ら
、こ
の
世
の
尊
い
宝
と
し
て

の
僧
宝
と
し
て
受
け
取
っ
て
下
さ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、

私
を
厳
し
く
御
指
導
下
さ
り
、
相

談
に
見
え
る
方
々
に
は
慈
悲
心
を

発
揮
さ
れ
る
通
元
老
師
は
、
皆
さ

ん
か
ら
院
内
の
大
導
師
と
し
て
敬

愛
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
昭
和
六
十
年
の
五
月

か
ら
六
月
に
か
け
て
大
洲
市
中
央

病
院
で
実
際
に
起
き
た
こ
と
で
す
。

　

同
じ
く
『
教
授
戒
文
』
に
「
和

合
の
功
徳
は
是こ

れ
僧
宝
な
り
」
と

も
あ
り
ま
す
。
仏
と
法
と
が
和
合

し
た
僧
宝
に
は
、
和
合
と
い
う
功は

た

徳ら
き

が
現
れ
る
の
で
す
。
老
師
と
私

と
で
始
ま
っ
た
院
内
朝
課
に
は
最

も
多
い
時
で
二
十
六
人
も
の
方
々

が
集
い
、
老
師
の
元
に
は
大
勢
の

方
が
相
談
に
見
え
、
笑
顔
に
な
っ

て
戻
っ
て
行
か
れ
ま
す
。
そ
の
様

子
を
ご
覧
の
同
室
の
方
々
も
、
ま

る
で
自
分
の
事
の
如
く
、
何
処
か

鼻
高
々
で
し
た
。
本
来
の
和
合
の

功
徳
は
、
修
行
者
の
上
に
仏
宝
と

法
宝
と
が
和
合
し
た
状
態
を
言
い

ま
す
が
、
仏
法
僧
が
和
合
し
た
状

態
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
如
く
縁
起

と
し
て
真
の
和
合
の
功は

た

徳ら
き

が
立
ち

現
れ
て
来
る
の
で
す
。

　

通
元
老
師
の
師
家
と
し
て
の
大

力
量
が
病
院
の
中
で
展
開
し
、
私

を
、
同
部
屋
の
方
々
を
、
そ
し
て

病
気
で
苦
悩
す
る
人
々
、
看
病
疲

れ
で
悩
む
人
達
、
様
々
な
方
々
が

僧
宝
の
功
徳
と
し
て
の
和
合
の
ご

縁
を
結
ば
れ
た
の
で
し
た
。
当
に

大
本
山
永
平
寺
副
監
院

栃
木
県
明
林
寺
住
職　

西
　
田
　
正
　
法

通
元
老
師
を
偲
ん
で 

【
最
終
回
】
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「
和
合
の
功
徳
は
是こ

れ
僧
宝
な
り
」

で
す
。

　

五
月
初
旬
か
ら
六
月
下
旬
に
及

ん
だ
通
元
老
師
と
の
病
院
生
活
で

し
た
が
、
い
よ
い
よ
退
院
を
迎
え
、

私
が
押
す
車
椅
子
に
乗
ら
れ
た
老

師
は
、
病
院
の
メ
イ
ン
ホ
ー
ル
か

ら
中
央
玄
関
の
車
寄
せ
ま
で
来
る

と
、「
お
い
、
お
い
、
向
き
を
か
え

て
く
れ
」
と
仰
る
の
で
、
今
通
過

し
て
来
た
病
院
の
ホ
ー
ル
の
方
に

向
き
を
変
え
ま
す
と
、
通
元
老
師

は
静
か
に
合
掌
さ
れ
、「
本
当
に
世

話
に
な
っ
た
。
有
り
難
い
こ
と

じ
ゃ
」
と
頭
を
下
げ
一
礼
さ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、「
お
前
に
も
世
話

に
な
っ
た
の
、
有
り
難
う
」
と
、

私
の
胸
が
詰
ま
る
よ
う
な
一
言
を

仰
っ
て
下
さ
り
、
続
い
て
「
と
こ

ろ
で
、儂
は
一
体
何
日
入
院
し
と
っ

た
か
の
ー
？
」
と
お
尋
ね
に
な
り

ま
し
た
。
私
は
即
座
に
、「
は
い
、

四
十
九
日
で
す
！
」
と
答
え
ま
し

た
。
道
場
に
戻
り
た
い
一
心
で
手

帳
に
印
を
付
け
て
い
た
の
で
迷
う

こ
と
無
く
答
え
る
こ
と
が
出
来
た

の
で
す
。
老
師
は
、「
何
を
ー
、
本

当
か
？
本
当
に
四
十
九
日
か
？
」

と
念
を
押
さ
れ
る
の
で
、「
は
い
、

間
違
い
な
く
四
十
九
日
で
ご
ざ
い

ま
す
」
と
申
し
上
げ
る
と
、「
大
練

忌
か
、そ
り
ゃ
あ
よ
う
出
来
た
」と
、

ご
満
悦
で
し
た
。

　

さ
て
『
仏ぶ

つ

遺ゆ
い

教
き
ょ
う

経ぎ
ょ
う

』【
仏ぶ

っ

垂し

般は
つ

涅ね

槃は
ん

略
り
ゃ
く

説せ
つ

教
き
ょ
う

誨か
い

経き
ょ
う

】の
結
び
、つ
ま
り
、

釈
迦
牟
尼
仏
陀
御
一
代
の
最
後
の

最
後
の
御
説
法
は
次
の
よ
う
に
結

ば
れ
て
い
ま
す
。

　
「
汝な

ん

達だ
ち

し
ば
ら
く
止

し
ず
ま

れ
。
ま
た

語も
の
ゆ

う
こ
と
な
か
れ
。
時と

き

ま
さ
に
過

ぎ
な
ん
と
す
。
わ
れ
滅
度
せ
ん
と

欲
す
。
こ
れ
わ
が
最さ

い

後ご

の
所お

教し

誨え

な
り
」（
橋
本
恵
光
老
師
訓
訳
）

　
『
仏
遺
教
経
』を
な
ぞ
る
こ
と
で
、

最
後
の
お
言
葉
を
味
わ
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
ご
自
身
の
最
期

を
悟
っ
て
居
ら
れ
た
釈
迦
牟
尼
仏

陀
は
、
最
後
の
弟
子
と
し
て
須シ

ュ

跋バ
ッ

陀ダ

羅ラ

の
得
度
を
し
、
枕
辺
に
集
う

お
弟
子
達
に
ご
自
身
亡
き
後
の
修

行
生
活
の
基
本
と
な
る
戒
を
説
か

れ
、
更
に
〈
少

し
ょ
う

欲よ
く

・
知ち

足そ
く

・
楽

ぎ
ょ
う

寂
じ
ゃ
く

静じ
ょ
う

・
謹ご

ん

精
し
ょ
う

進じ
ん

・
不ふ

忘も
う

念ね
ん

・
修し

ゅ

禅ぜ
ん

定じ
ょ
う

・
修し

ゅ

智ち

慧え

・
不ふ

戯け

論ろ
ん

〉
の
「
八は

ち

大だ
い

人に
ん

覚が
く

」
を
お
説
き
に
な
り
ま
す
。

説
き
終
わ
っ
て
か
ら
、「
私
が
説
い

て
来
た
教
え
に
付
い
て
疑
う
所
が

あ
れ
ば
疾

は
や
く

問
い
な
さ
い
。
疑
い
を

懐
い
た
ま
ま
諦
め
て
は
な
ら
な
い
。

目
の
前
に
師
が
居
ら
れ
た
の
に
、

尋
ね
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と

悔
や
む
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。」
と
、
弟
子
達
の
様
子

を
伺
い
な
が
ら
三
度
問
い
掛
け
ら

れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
釈
尊
の

説
か
れ
た
教
え
を
得
心
し
て
い
た

お
弟
子
は
無
言
で
し
た
。
す
る
と
、

激
し
い
修
行
で
目
か
ら
光
り
は
失

い
ま
し
た
が
、
心
眼
を
開
き
天
眼

第
一
と
し
て
知
ら
れ
た
ア
ヌ
ル
ダ

尊
者
が
、「
世
尊
、
仮
に
月
が
熱
く
、

太
陽
が
冷
た
い
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
も
、世
尊
の
説
か
れ
た
教
え

に
疑
い
を
懐
く
者
は
一
人
と
し
て

居
り
ま
せ
ん
」
と
、
釈
尊
に
宣
言

さ
れ
ま
す
。
す
る
と
釈
尊
は
、
大

慈
悲
心
を
廻
ら
さ
れ
、「
汝と

も

等
比
丘

よ
、
私
の
死
で
悲
悩
を
懐い

だ

い
て
は

な
ら
な
い
。
仮
に
私
が
一
劫
と
い

う
、
限
り
な
く
永
い
時
間
世
に
住

し
た
と
し
て
も
、
出
会
っ
た
者
は

必
ず
滅
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
会
え

ば
必
ず
別
離
が
あ
る
。
友
よ
、
汝な

ん

等だ
ち

は
自
ら
を
利め

ぐ

み
、
他
を
利
む
法

を
皆
具
え
て
い
る
。
我
が
亡
き
後
、

私
が
説
い
た
教
え
を
践ふ

み
行
い
弘

め
て
行
く
時
、
私
の
法
身
は
常
に

そ
な
た
達
と
共
に
在
っ
て
滅
び
る

こ
と
が
無
い
の
だ
。
私
は
今
、
病

を
得
た
体
に
よ
っ
て
苦
し
み
の
中

に
在
る
。
こ
の
病
の
身
は
、
捨
て

る
べ
き
罪
悪
の
も
の
だ
。
こ
れ
を

除
き
捨
て
去
る
こ
と
は
歓
喜
す
べ

き
こ
と
な
の
だ
」
と
説
か
れ
、「
世

は
無
常
で
あ
る
、
修
行
に
専
念
し

な
さ
い
」と
、弟
子
達
を
思
い
遣
る

お
言
葉
に
続
い
て
、
前さ

き

に
挙
げ
た

「
汝な

ん

等だ
ち

且し
ば
ら

く
止

し
ず
ま

れ
。
時
ま
さ
に
過

ぎ
な
ん
と
す
。
わ
れ
滅
度
せ
ん
と

欲
す
。
こ
れ
わ
が
最
後
の
所お

教し

誨え

な
り
」
の
お
言
葉
と
な
る
の
で
す
。

　

こ
の
お
言
葉
の
「
最
後
の
所お

教し

誨え

な
り
」
は
、
一
般
的
に
は
こ
の

最
後
の
晩
に
説
か
れ
た
教
え
全
体

と
捉
え
る
の
で
す
が
、
私
は
、《「
時

ま
さ
に
過
ぎ
な
ん
と
す
」
時
は
過

ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。「
我わ

れ

滅
度
せ

ん
と
欲
す
」私
は
滅
度
し
よ
う
。「
こ

れ
我
が
最
後
の
所
教
晦
な
り
」《
こ

の
滅
度
の
事
実
こ
そ
私
の
最
後
の

教
え
で
あ
る
》と
、捉
え
て
い
ま
す
。

釈
尊
が
、
最
後
の
最
後
に
示
さ
れ

た
御
教
え
は
、
自
ら
が
死
に
逝
く

姿
、
つ
ま
り
、
理
屈
抜
き
に
現
さ

れ
た
無
常
・
無
我
の
実
相
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

私
の
よ
う
な
、
学
者
で
も
師
家
で

も
な
い
一
介
の
僧
侶
が
勝
手
な
思

い
込
み
で
の
み
で
解
釈
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ

の
思
い
を
駒
澤
大
学
の
総
長
を
さ

れ
、
永
平
寺
の
西
堂
も
お
勤
め
に

な
ら
れ
た
奈
良
康
明
老
師
、
そ
し

て
駒
澤
大
学
の
副
学
長
を
お
勤
め

に
な
ら
れ
、
釈
尊
最
後
の
旅
の
様

子
と
ご
説
法
が
説
か
れ
た
『
大
般

涅
槃
経
』
の
全
て
を
講
じ
ら
れ
た

ご
著
書
も
お
あ
り
の
田
上
太
秀
先

生
の
お
二
人
に
、「
私
は
、
仏
遺
教

経
の
結
び
の
お
言
葉
を
こ
の
よ
う

に
読
み
た
い
の
で
す
が
、
間
違
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
」
と
お
尋

ね
致
し
ま
し
た
。
奈
良
老
師
は「
そ

の
読
み
方
も
い
い
ね
。
間
違
い
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
思

い
で
お
話
し
た
ら
」
と
言
っ
て
下

さ
り
、
田
上
先
生
は
「
ア
ッ
、
そ
う

い
う
見
方
も
い
い
ね
。
間
違
っ
て

は
い
な
い
と
思
う
よ
」
と
、
お
墨

付
き
と
は
い
き
ま
せ
ん
が
間
違
っ

て
は
い
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

「
私
の
死
に
逝
く
姿
こ
そ
が
最
後

の
教
え
で
あ
る
」
だ
か
ら
こ
そ
「
さ

あ
、
且
ら
く
し
ず
か
に
し
な
さ
い
。

言
葉
を
語
っ
て
は
な
ら
な
い
」
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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
ら
れ
た
も
の（
被
造
物
）と
い
う
認
識

を
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
「
天
命
」
は

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
定
め
ら
れ
て
い

る
運
命
ま
た
は
天
に
与
え
ら
れ
た
使

命
と
し
て
多
く
読
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
東
洋
（
仏
教
）
の
考
え

方
で
は
「
天
地
同
根
万
物
一
体
」
と

い
う
禅
語
が
示
す
よ
う
に
「
天
地
と

私
は
同
根
で
あ
り
、
万
物
と
私
は
一

体
で
あ
る
」と
い
う
天
地
人
の
調
和
、

す
な
わ
ち
縁
起
的
相
互
依
存
関
係
と

し
て
認
識
し
て
来
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
私
は
「
天
命
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た

い
。「
天
命
の
天
は
天
道
と
し
て
事
物

の
道
理
を
表
わ
し
、
命
は
人
道
と
し

て
人
間
の
当
為
を
表
わ
し
て
い
る
」

こ
と
で
す
。

　

そ
れ
は
哲
学
的
観
点
か
ら
言
え

ば
、
天
道
は
客
観
世
界
で
あ
り
、
人

道
は
主
観
世
界
に
な
り
ま
す
。
そ
う

す
る
と
「
天
命
を
知
る
」
と
は
、
主
・

客
の
関
係
が
わ
か
る
、
す
な
わ
ち
自

分
と
他
者
（
自
分
が
出
会
う
す
べ
て

の
世
界
）
と
の
共
生
の
生
き
方
が
解

る
こ
と
で
し
ょ
う
。ま
さ
に
聖
人（
悟

り
）
の
世
界
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

　

人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
「
人
生
山

 
 

天
命
を
知
る

　
「
光
陰
矢
の
如
し
」
の
言
葉
が
身
に

染
み
て
感
じ
る
年
に
な
り
ま
し
た
。

歳
月
の
虚
し
さ
と
い
う
か
、
残
り
の

人
生
へ
の
焦
り
と
い
う
か
、
五
十
歳

と
い
う
自
分
の
人
生
の
重
み
を
感
じ

て
い
ま
す
。

　

人
々
は
こ
の
年
頃
に
な
る
と
自
分

の
人
生
が
何
の
た
め
に
あ
る
か
を
意

識
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
人
生
の
大
き
な
節
目
と

し
て
五
十
歳
と
い
う
自
覚
を
ど
の
よ

う
に
受
け
入
れ
れ
ば
よ
い
か
、
先
人

た
ち
の
智
慧
か
ら
学
び
参
究
し
た
い
。

　

孔
子
は
晩
年
に
な
る
と
自
分
の
一

生
を
回
想
し
、
そ
の
人
間
の
形
成
の

過
程
を
述
べ
ま
し
た
。

　
「
私
は
十
五
歳
の
と
き
学
問
に
志

し
（
志
学
）、
三
十
歳
に
な
っ
て
自

立
し
（
而
立
）、
四
十
歳
に
は
心
に
惑

う
こ
と
な
く（
不
惑
）、五
十
歳
に
し

て
天
命
を
知
る（
知
天
命
）・・・（
耳
順
）、

（
従
心
・
・
）」
と
。

　

こ
こ
で
、
五
十
歳
に
な
っ
て
天
命

を
知
る
と
い
う
が
、「
天
命
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

西
洋
（
キ
リ
ス
ト
教
）
の
思
想
は
、

天（
神
）
と
人
間
と
の
関
係
を
従
属
的

関
係
、
即
ち
人
間
は
神
に
よ
っ
て
造

黙
っ
て
見
守
り
な
さ
い
、
私
の
最

期
を
目
に
焼
き
付
け
無
常
を
観
じ

な
さ
い
。
と
説
か
れ
た
と
受
け

取
っ
て
い
ま
す
。

　

通
元
老
師
の
介
護
を
し
て
下

さ
っ
て
い
た
お
弟
子
の
金
岡
潔
宗

老
師
に
、
あ
る
老
師
が
仰
っ
た
そ

う
で
す
。「
今
、
通
元
老
師
は
、
あ

な
た
に
、
老
い
と
は
何
か
、
老
い

る
と
は
ど
う
い
う
事
を
見
せ
て
下

さ
っ
て
お
る
ん
で
す
よ
」
と
。
そ

れ
を
聞
か
れ
て
か
ら
、
金
岡
老
師

は
介
護
を
す
る
こ
と
に
抵
抗
が
な

く
な
っ
た
、
と
私
に
お
話
下
さ
い

ま
し
た
。
当
に
、
最
晩
年
の
通
元

老
師
は
、
老
い
と
い
う
事
の
現
実

を
身
を
以
て
如
実
に
お
伝
え
下

さ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
如に

ょ

今こ
ん

安あ
ん

然ね
ん

」
と
従

し
ょ
う

容よ
う

と
旅
立
た
れ

ま
し
た
。
御
一
代
、
四
衆
の
接
化

に
余
念
無
く
修
行
底
の
中
に
身
を

置
か
れ
、
数
多
の
禅
画
や
書
を
遺

さ
れ
、
老
い
て
は
老
い
を
そ
の
ま

ん
ま
受
け
入
れ
ら
れ
、
老
い
を
厭

い
拒
否
す
る
風
情
も
無
く
、
縁
起

と
し
て
巡
り
来
た
老
い
に
任
せ

き
っ
て
計
ら
い
無
く
、
更
に
は
死

を
も
受
け
入
れ
「
瑞
應
寺
を
宜
し

く
頼
む
」
と
の
合
掌
の
お
姿
を
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面
に
遺
さ
れ

て
旅
立
っ
て
逝
か
れ
ま
し
た
。

　
「
儂
の
老
い
、
儂
の
旅
立
ち
の
姿

を
よ
ォ
ー
見
て
お
け
よ
」
と
、
お

釈
迦
様
の
よ
う
に
無
言
の
説
法
を

説
か
れ
て
旅
立
た
れ
た
の
で
す
。

　

私
が
老
師
の
行
者
を
し
て
い
た
当

時
、
四
国
の
淡
交
会
の
中
で
も
大
変

重
鎮
だ
っ
た
女
性
の
先
生
が
お
年
を

召
し
て
入
院
さ
れ
た
の
で
す
が
、
通

元
老
師
が
お
見
舞
い
よ
り
お
戻
り
に

な
っ
て
、「
あ
り
ゃ
ー
大
し
た
も
の

だ
！
認
知
症
で
何
も
分
か
ら
な
く

な
っ
て
い
て
も
、
誰
が
来
て
も
、
何

を
言
っ
て
も
、た
だ
ニ
コ
ニ
コ
と
『
有

り
難
う
、
有
り
難
う
』
と
言
う
ば
か

り
よ
。
儂
も
分
か
ら
ん
く
な
っ
た
ら

あ
ん
な
ふ
う
が
え
ぇ
ー
の
う
」
と
。

未
だ
六
十
一
、二
歳
で
あ
っ
た
老
師

が
仰
っ
て
お
ら
れ
た
の
を
よ
く
覚
え

て
い
ま
す
。
そ
の
老
師
が
お
歳
を
召

し
て
、
晩
年
は
合
掌
で
、
或
い
は
手

を
握
っ
て
下
さ
り
、
ま
た
片
手
を
挙

げ
ら
れ
、「
あ
り
が
と
う
」「
あ
り
が

と
う
」
と
、
そ
れ
は
穏
や
か
な
お
顔

で
仰
っ
て
居
ら
れ
ま
し
た
。
私
の
よ

う
に
叱
ら
れ
て
ば
か
り
だ
っ
た
者
に

と
っ
て
、
合
掌
で
「
あ
り
が
と
う
、

あ
り
が
と
う
」
と
仰
っ
て
下
さ
る
と
、

拝
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
勿
体
な
く
平

身
低
頭
し
て
仕
舞
っ
た
も
の
で
す
。

　
「
胡う

説せ
つ

乱ら
ん

道ど
う

」
私
の
世
法
を
木
っ

端
微
塵
に
砕
か
れ
、
仏
道
の
厳
し

さ
と
真
の
慈
悲
心
を
教
え
て
下
さ

り
、
老
い
と
は
何
か
を
見
せ
て
下

さ
っ
た
九
十
七
年
、
旅
立
ち
に
臨

ん
で
「
如に

ょ

今こ
ん

安あ
ん

然ね
ん

」
と
、
縁
起
の

世
を
縁
起
の
儘
に
計
い
無
く
、
自

然
に
旅
立
っ
て
逝
か
れ
た
老
師
の

有
り
様
を
、
及
ば
ず
な
が
ら
も
慕

い
つ
つ
真
似
ぶ
姿
勢
を
忘
れ
ず
に

生
き
て
行
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま

す
。
大
慈
通
元
老
大
師
の
御
徳
を

讃
え
、
通
夜
説
教
と
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。�

合�

掌　

　

報
恩
の
つ
も
り
で
臨
み
ま
し
た

が
、
文
字
に
し
て
み
る
と
赤
面
の

至
り
で
し
た
。
最
期
ま
で
ご
高
覧

下
さ
い
ま
し
た
皆
様
に
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
貴
重
な
紙
面

の
三
分
の
二
を
五
回
に
も
渉
っ
て

ご
提
供
下
さ
い
ま
し
た
瑞
應
寺
さ

ま
に
厚
く
感
謝
致
し
ま
す
。

　

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

�

大
慈
通
元
大
和
尚　

通
夜
説
教
よ
り
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鐘 

声

　
銀
杏
感
謝
録

鳥
取
県　

松
田
従
郎　

殿

東
京
都　

片
上　

学　

殿

広
島
県　

神
原
泰
子　

殿

岡
山
県　

禅
宗
修
証
会　

殿

島
根
県　

清
光
院　

殿

鳥
取
県　

国
分
寺　

殿

広
島
県　

長
福
寺　

殿

広
島
県　

運
西
寺　

殿

愛
媛
県　

大
学
堂
眼
鏡
店　

殿

長
野
県　

圓
福
寺　

殿

秋
田
県　

正
乗
寺　

殿

福
岡
県　

高
林
寺　

殿

�
(

令
和
五
年
三
月
十
三
日
受
付
迄)

　
六
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

四　

日　

日
曜
参
禅
会

六　

日　

参
玄
会
（
八
日
迄
）

七　

日　

大
慈
通
元
大
和
尚
納
骨
式

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
六
日　

護
持
会
総
会

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日　

ベ
ル
モ
ニ
ー
合
同
慰
霊
祭

丗　

日　

略
布
薩

　
七
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

二　

日　

日
曜
参
禅
会

　
　
　
　

大
慈
通
元
大
和
尚

　
　
　
　

小
祥
忌
逮
夜
法
要

三　

日　

大
慈
通
元
大
和
尚

　
　
　
　

小
祥
忌
正
當
法
要

五　

日　

参
玄
会
（
六
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿　

日　

首
座
法
戦
式

丗
一
日　

略
布
薩

　

入
制
か
ら
幾
日
が
経
ち
、
初
め
て

迎
え
た
制
中
の
生
活
様
式
に
も
少
し

順
応
出
来
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

修
行
に
専
念
す
る
期
間
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
心
に
刻
み
、
向
上
心
を
絶

や
す
こ
と
な
く
一
日
一
日
を
過
ご
し

て｢

光
陰
虚
し
く
度
る
こ
と
莫
れ｣

と

の
お
示
し
に
則
し
た
有
意
義
な
制
中

に
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
七
月

二
十
日
に
控
え
た
首
座
法
戦
式
に
向

け
て
、
未
熟
な
身
で
は
あ
り
ま
す
が
、

少
し
で
も
第
一
座
と
し
て
相
応
し
い

僧
侶
と
な
れ
る
よ
う
精
進
し
て
い
き

ま
す
。�

今
夏
首
座　

義
晃

■���

般
若
入

　

五
月
下
旬
よ
り
、
当
地
区
恒
例

行
事
で
あ
る
〝
般
若
入
〟
を
厳
修
。

作
付
け
の
時
期
に
合
わ
せ
て
地
域

の
五
穀
豊
穣
・
家
内
安
全
・
身
体

健
全
を
祈
願
し
た
。

■���

當
山
三
十
世
大
慈
通
元
大
和
尚
納
骨

　

六
月
七
日
（
水
）、午
后
一
時
よ
り
山
内
役
寮
大
衆
、
当
山
総
代
会
が
参
列

し
金
岡
監
録
導
師
の
も
と
法
堂
で
報
恩
諷
経
、
そ
の
後
、
寂
光
苑
に
て
納

骨
安
位
諷
経
を
厳
修
。

あ
り
谷
あ
り
」
と
い
う
様
々
な
経
験

を
積
み
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
が
、

「
五
十
歳
に
し
て
天
命
を
知
る
」
と

い
っ
た
よ
う
に
、
仏
道
を
学
ぶ
も
の

と
し
て
い
ま
こ
そ
悟
り
を
証
得
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
切
実
に
感
じ
る

次
第
で
す
。

　

道
元
禅
師
も
『
現
成
公
案
』
に
「
仏

道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な

ら
ふ
な
り
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ

は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己

を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
、
万
法
に
証

せ
ら
る
る
な
り
。
万
法
に
証
せ
ら
る

る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
お
よ
び

他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る

な
り
」
と
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
仏
道（
天
命
を
知
る
）

と
は
、
自
分
（
主
）
と
自
分
に
見
ら

れ
る
世
界
（
客
）
と
の
関
係
を
正
し

く
見
る
こ
と
、
さ
ら
に
主
と
客
の
分

別
を
離
れ
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
。
主
と
客
の
分
別
を
離
れ
る
こ
と

は
、
人
間
の
思
い
を
超
え
た
世
界
で

想
像
も
付
か
な
い
こ
と
で
す
が
、
自

己
と
他
己
と
は
違
う
と
い
う
認
識

（
人
々
唯
識
）
を
お
互
い
分
か
ち
合

う
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
「
謹
ん
で
参
玄
（
真
実
に
参
学
す

る
）
の
人
に
も
う
す
、
光
陰
虚
し
く

度
る
こ
と
な
か
れ
」

　

�

瑞
應
寺
専
門
僧
堂�

蔵
司　

金　

範
松

�

令
和
五
年
六
月
一
日
～
十
日

般若入


