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前
回
の
連
載
第
三
回
は
、
病
室

全
員
で
朝
の
お
勤
め
を
す
る
こ
と

が
決
ま
り
、
通
元
老
師
の
言
い
付

け
で
『
在
家
勤
行
聖
典
』
を
三
十

冊
病
院
に
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
ま

で
お
話
致
し
ま
し
た
。

　

翌
朝
、
暁
天
坐
禅
の
後
、
互
い

の
カ
ー
テ
ン
を
全
て
開
け
放
ち
、

全
員
で
朝
の
お
勤
め
を
致
し
ま
し

た
。
全
員
で
致
し
ま
す
か
ら
遠
慮

は
要
り
ま
せ
ん
。
私
が
大
き
な
声

で
「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経

オ
ッ
オ
ー
」
と
挙
経
す
る
と
、
全

員
で
「
カ
ン
・
ジ
ー
・
ザ
イ
・
ボ
ー
・

サ
ツ
ギ
ョ
ウ
ジ
ン
…
」
と
唱
え
る

の
で
す
。
皆
で
大
き
な
声
で
唱
え

ま
し
た
か
ら
、
声
は
壁
を
越
え
隣

の
部
屋
ま
で
伝
わ
っ
て
仕
舞
い
ま

し
た
。
お
隣
の
病
室
に
は
、
大
洲

市
内
で
食
堂
を
営
む
一
家
の
お
爺

さ
ん
が
入
院
し
て
お
ら
れ
た
の
で

す
が
、
院
内
の
噂
で
は
末
期
の
脊

椎
癌
で
、
い
つ
個
室
に
移
さ
れ
て

も
不
思
議
の
無
い
、
余
命
幾
ば
く

も
無
い
方
だ
と
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
お
爺
さ
ん
の
看
病
を
し
て
お

ら
れ
た
の
は
、
ご
長
男
の
お
嫁
さ

ん
で
、
と
て
も
体
の
大
き
な
方
で

し
た
。
目
の
下
に
は
隈
が
出
来
、

目
は
い
つ
も
真
っ
赤
で
、
そ
の
後

ろ
姿
の
首
を
項う

な

垂だ

れ
た
様
子
に

は
、
溜
り
に
溜
ま
っ
た
疲
労
が
色

濃
く
表
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
お

嫁
さ
ん
が
私
た
ち
の
病
室
の
ド
ア

を
ノ
ッ
ク
し
て
入
っ
て
来
ら
れ
、

老
師
の
枕
元
で
「
和
尚
さ
ん
、
朝
、

お
経
、
唱
え
て
ま
す
よ
ね
え
？
」

と
お
尋
ね
で
す
。
流
石
に
、
今
回
は

苦
情
だ
ろ
う
と
、
緊
張
し
ま
し
た
。

　
「
和
尚
さ
ん
、
二
週
間
程
口
を

き
い
て
く
れ
な
か
っ
た
義ち

父ち

が
、

私
を
こ
う
し
て
手
招
き
を
し
て
、

弱
弱
し
い
声
で
言
う
ん
で
す
。『
ワ

シ
の
為
に
あ
ん
た
が
明
日
か
ら
隣

の
部
屋
に
行
っ
て
一
緒
に
お
経
を

唱
え
て
く
れ
ん
か
？
頼
む
』
っ
て

手
を
合
わ
せ
る
ん
で
す
」
と
仰

お
っ
し
ゃ

り

「
明
日
か
ら
ご
一
緒
出
来
ま
す

か
？
」
お
尋
ね
に
な
る
と
、
通
元

老
師
は
「
あ
っ
、
そ
り
ゃ
え
ー
こ

と
で
す
。
一
緒
に
や
っ
た
ら
え
ー
」

と
、
翌
朝
か
ら
の
朝
課
へ
の
ご
参

加
を
了
承
さ
れ
ま
し
た
。
翌
朝
、

一
緒
に
お
勤
め
を
し
た
お
嫁
さ
ん

は
、
心
な
し
か
僅
か
に
明
る
く
な

ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
お

昼
を
少
し
過
ぎ
た
頃
だ
っ
た
で

し
ょ
う
か
、そ
の
お
嫁
さ
ん
が
や
っ

て
来
て
、「
今
朝
は
、
有
り
難
う
御

座
い
ま
し
た
。
義
父
の
と
こ
ろ
に

戻
り
ま
し
た
ら
、
義
父
が
手
を
合

わ
せ
て
『
あ
ん
た
の
声
が
聞
こ
え

た
、
あ
ん
た
の
声
が
聞
こ
え
た
』

と
涙
を
流
し
な
が
ら
言
っ
て
く

れ
、
そ
し
て
、『
あ
ん
た
、
儂
が
何

も
話
さ
な
く
な
っ
て
仕
舞
っ
て
辛

か
っ
た
ろ
う
？
儂
も
、
辛
か
っ
た
。

今
回
の
入
院
で
の
病
院
や
先
生
の

対
応
を
見
て
い
れ
ば
、
素
人
の
儂

で
も
も
う
打
つ
手
が
無
い
く
ら
い

の
事
は
分
か
る
。
も
う
助
か
ら
ん

の
じ
ゃ
な
、
と
覚
悟
を
し
た
。
だ

か
ら
、倅

せ
が
れ

や
女
房
や
あ
ん
た
に
『
儂

が
死
ん
だ
ら
』
と
、
大
事
な
こ
と

を
言
い
遺
そ
う
と
す
る
と
、『
そ
ん

な
話
は
聞
き
た
く
な
い
』『
弱
気
に

な
ら
な
い
で
』『
必
ず
良
く
な
り
ま

す
か
ら
元
気
出
し
て
下
さ
い
』
と
、

心
に
も
無
い
こ
と
を
言
い
、
聞
く

耳
を
持
っ
て
く
れ
ん
。
自
分
の
体

は
自
分
が
よ
く
分
か
る
、
今
度
は

も
う
駄
目
じ
ゃ
。
一
番
言
い
た
い

こ
と
を
聞
い
て
く
れ
ん
の
な
ら
、

も
う
何
も
言
わ
ん
、
ま
あ
、
大
人

気
な
く
も
腹
を
立
て
た
と
言
う

か
、
臍
を
曲
げ
た
と
言
う
か
、
傍

に
居
て
く
れ
た
あ
ん
た
に
は
申
し

訳
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昨
日
の

早
朝
、
隣
の
病
室
か
ら
読
経
の
声

が
聞
こ
え
た
時
、儂
は〈
こ
れ
じ
ゃ
〉

と
思
い
、
あ
ん
た
に
明
日
の
朝
、

儂
の
た
め
に
隣
に
行
っ
て
読
経
し
て

欲
し
い
と
頼
ん
だ
、〈
死
に
逝
く
儂

の
為
に
読
経
し
て
く
れ
〉
と
の
思
い

で
頼
ん
だ
。
あ
ん
た
は
〈
は
い
〉
と

言
っ
て
お
経
を
唱
え
て
く
れ
た
。
も

う
儂
の
為
に
嘘
は
言
わ
ん
で
え
ー
、

あ
ん
た
と
儂
の
間
に
も
う
嘘
は
な

し
じ
ゃ
。』
と
、
義
父
が
優
し
い
眼

差
し
で
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。」

　

傍
ら
で
そ
の
お
話
を
聞
い
て
い

た
私
は
、
そ
の
方
が
い
つ
も
疲
労

を
溜
め
込
ん
だ
よ
う
な
後
ろ
姿
で

歩
い
て
る
訳
を
知
り
ま
し
た
。
す

る
と
、お
嫁
さ
ん
が
続
け
ま
す
。「
和

尚
さ
ん
、
私
は
長
い
こ
と
義
父
の

看
病
を
し
て
い
て
、
こ
の
と
こ
ろ

心
底
疲
れ
切
っ
て
い
ま
し
た
。
で

も
、
今
朝
、
和
尚
さ
ん
達
と
一
緒

に
お
経
を
読
ん
で
部
屋
に
帰
る

時
、
久
し
振
り
に
何
か
明
る
い
気

持
ち
に
な
れ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、

部
屋
に
帰
っ
た
ら
義
父
が
優
し
い

言
葉
を
掛
け
て
く
れ
て
…
、
そ
し

た
ら
、
こ
れ
ま
で
の
重
荷
が
一
気

に
下
り
た
よ
う
で
、
体
も
心
も
軽

く
な
っ
た
ん
で
す
。
和
尚
さ
ん
、

和
尚
さ
ん
達
は
ご
存
じ
な
い
で

し
ょ
う
ね
？
夜
中
の
病
院
の
ロ

ビ
ー
の
こ
と
。
夜
中
の
病
院
の
ロ

ビ
ー
に
は
沢
山
の
人
が
集
ま
っ
て

来
る
ん
で
す
。
夜
の
帳

と
ば
り

が
下
り
て
、

九
時
の
消
灯
時
間
に
な
る
と
そ
の

ま
ま
闇
の
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ

て
仕
舞
い
そ
う
で
、
死
が
怖
く
て

眠
れ
な
い
と
言
う
患
者
さ
ん
。
疲

れ
て
い
る
の
に
病
人
の
傍
で
は
気

が
昂
ぶ
っ
て
眠
れ
ず
、
冷
静
さ
を

取
り
戻
し
た
く
て
ロ
ビ
ー
に
や
っ

て
く
る
人
。
そ
ん
な
方
々
が
大
勢

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 
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四
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禅
の
た
よ

り

居
る
ん
で
す
。
私
も
そ
の
中
の
一

人
で
し
た
。
そ
の
私
が
、
今
朝
一

緒
に
読
経
さ
せ
て
頂
い
た
ら
、
と

て
も
心
が
軽
く
な
っ
た
ん
で
す
。

そ
こ
で
和
尚
さ
ん
お
願
い
で
す
。

朝
が
来
る
ま
で
ロ
ビ
ー
で
過
ご
し

て
い
る
仲
間
に
、〈
こ
の
部
屋
で
一

緒
に
お
経
を
読
む
と
心
が
楽
に
な

る
よ
〉
と
、
教
え
て
上
げ
た
い
の

で
す
が
、
駄
目
で
す
か
？
紹
介
さ

せ
て
貰
っ
て
い
い
で
す
か
？
」
と

の
申
し
出
で
し
た
。
老
師
は
、

「
あ
ー
、
え
ー
で
す
よ
。
ど
う
ぞ
、

ど
う
ぞ
、連
れ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
、

私
に
は
決
し
て
お
見
せ
に
な
ら
な

い
慈
し
み
溢
れ
る
そ
れ
は
優
し
い

笑
顔
で
応
じ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
徐
々

に
朝
の
お
勤
め
に
参
加
さ
れ
る
方
が

増
え
、
一
番
多
い
時
に
は
私
達
の
六

人
部
屋
に
、
二
十
六
人
も
の
方
が
押

し
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
病

院
側
も
、
患
者
さ
ん
や
、
患
者
さ
ん

の
看
護
を
す
る
方
々
の
心
の
ケ
ア
ー

と
な
る
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。一
切
注
意
を
受
け
る
事
も
無
く
、

看
護
師
さ
ん
に
よ
っ
て
は
廊
下
で
す

れ
違
う
際
「
お
世
話
に
な
り
ま
す

ね
ぇ
ー
」
と
、
お
声
掛
け
下
さ
る
の

で
す
。
そ
の
頃
に
は
、
最
初
で
こ
そ

僧
侶
に
付
随
す
る
お
葬
式
の
印
象
に

因
っ
て
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
私
で
し

た
が
、
廊
下
を
歩
い
て
い
る
と
「
老

師
さ
ん
、
と
っ
て
も
厳
し
い
ん
で

す
っ
て
ね
。
負
け
な
い
で
頑
張
っ
て

ね
！
」「
病
院
で
修
行
し
て
る
っ
て
本

当
？
頑
張
り
な
さ
い
！
」
と
、
色
々

な
方
が
声
を
掛
け
て
下
さ
り
、
私
が

給
湯
室
に
行
く
と
「
ね
ー
、
和
尚
さ

ん
聞
い
て
も
い
い
？
」
と
か
「
和
尚

さ
ん
、
話
聞
い
て
く
れ
る
？
」
と
、

様
々
な
人
が
待
っ
て
い
る
の
で
す
。

修
行
僧
の
私
で
は
答
え
兼
ね
る
内

容
は
、
通
元
老
師
の
元
に
ご
案
内
し

て
相
談
に
乗
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
老

師
は
、
時
に
慈
悲
深
く
、
時
に
厳
し

く
窘

た
し
な

め
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
親
身
に

身
の
上
相
談
に
乗
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
も
病
院
内
で
評
判
と

な
り
、
さ
な
が
ら
私
達
の
二
〇
六
号

室
は
「
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
コ
ー

ナ
ー
」
が
開
設
さ
れ
た
よ
う
な
状
況

で
し
た
。

　

今
回
は
、
通
元
老
師
の
修
行
力

と
そ
の
お
人
柄
か
ら
生
ま
れ
た
奇

跡
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
お
伝

え
申
し
上
げ
ま
し
た
。
次
回
が
最

終
回
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
お
会

い
し
ま
し
ょ
う
。�

正
法
合
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肌
色
の
ク
レ
ヨ
ン

　

皆
さ
ん
は
最
近
の
ク
レ
ヨ
ン
や
色

鉛
筆
に
「
肌
色
」
が
無
い
こ
と
を
ご

存
知
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？
小
学
生

の
娘
が
ク
レ
ヨ
ン
で
色
塗
り
を
し
て

い
た
時
の
こ
と
で
す
。
娘
に
「
こ
こ

は
肌
色
で
塗
っ
て
み
た
ら
ど
う
だ

い
？
」
と
私
が
言
う
と
、「
肌
色
っ
て

ど
ん
な
色
？
そ
ん
な
名
前
の
色
は
な

い
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
一
昔
前

の
「
肌
色
」
は
、
今
は
「
う
す
だ
い
だ

い
」
や
「
ペ
ー
ル
オ
レ
ン
ジ
」
と
い
う

色
名
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
が
子
供
の
こ
ろ
、
文
字
通
り
肌

の
色
と
し
て
ク
レ
ヨ
ン
に
入
っ
て
い

た
肌
色
と
い
う
色
の
表
記
は
「
人
の

肌
の
色
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
色
な

の
だ
」
と
い
う
固
定
観
念
を
与
え
る

可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
大
手
文
具

メ
ー
カ
ー
各
社
は
二
〇
〇
〇
年
頃
か

ら
使
わ
な
く
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

国
際
化
が
進
む
中
で
、
日
本
に
お

い
て
も
様
々
な
肌
の
色
の
人
た
ち
が

暮
ら
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本

で
教
育
を
受
け
る
外
国
の
子
ど
も
が
、

肌
色
と
表
記
さ
れ
た
ク
レ
ヨ
ン
を
手

に
し
た
と
き
、「
自
分
の
肌
と
違
う
」

と
感
じ
る
の
は
、
け
し
て
好
ま
し
い

こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
肌
の
色
に

特
定
の
色
を
定
義
付
け
す
る
こ
と
は

複
雑
な
誤
解
を
招
き
、
差
別
的
な
認

識
を
拡
大
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
気
づ
こ
う
と
し

な
か
っ
た
だ
け
で
、
ク
レ
ヨ
ン
の
中

に
「
肌
色
」
が
当
た
り
前
に
あ
っ
た
時

代
に
、
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
た
人

が
い
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

多
様
性
と
い
う
言
葉
が
社
会
で

叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
に

お
い
て
、
様
々
な
立
場
を
理
解
し
、

認
め
合
い
、
受
け
入
れ
、
支
え
合
っ

て
い
く
こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ

と
で
す
。
人
種
や
国
籍
、
あ
る
い

は
年
齢
や
育
っ
て
き
た
環
境
に

よ
っ
て
「
普
通
」
や
「
当
た
り
前
」
の

感
覚
は
様
々
で
す
。
こ
れ
か
ら
の

未
来
を
生
き
る
子
ど
も
達
に
と
っ

て
「
肌
の
色
は
こ
の
色
」
と
意
識
付

け
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
配
慮
は
、

多
様
性
を
重
ん
じ
る
教
育
の
第
一

歩
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
『
同
事
』
と
い
う
禅
語
が
あ
り
ま

す
。
事
を
同
じ
く
す
る
と
書
き
「
相

手
と
同
じ
立
場
に
な
っ
て
思
い
や

り
、
行
動
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
肌
の
色
が
違
う
人
と
出
会
っ
た

時
、
私
た
ち
は
瞬
間
的
に
「
こ
の
人

は
日
本
人
で
は
な
い
」
と
判
別
し
て

し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
肌
の

色
だ
け
で
日
本
人
か
ど
う
か
が
決
ま

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
肌
の
色

が
違
う
と
い
う
区
別
が
、
区
別
の
枠

を
超
え
て
排
他
的
に
な
っ
た
り
、
差

別
的
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
、
違

い
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
垣
根
を
作

ら
な
い
こ
と
。
そ
れ
が
同
事
で
す
。

　

ク
レ
ヨ
ン
か
ら
肌
色
が
な
く
な
っ

た
一
方
で
、
肌
色
ば
か
り
を
集
め
た
ク

レ
ヨ
ン
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界
の

様
々
な
肌
の
色
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

て
、
な
か
に
は
四
十
色
セ
ッ
ト
の
物
も

あ
り
、
肌
色
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
多
様
性
を
理

解
し
、
お
互
い
を
敬
い
、
認
め
合
う
心

を
養
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　

�

愛
媛
県�

法
蓮
寺　

川
本　

哲
志�

師

�

令
和
五
年
四
月
十
一
日
～
二
十
日

 
 

他
は
是
れ
吾
に
あ
ら
ず

　

春
爛
漫
の
四
月
、
心
が
ウ
キ
ウ

キ
す
る
季
節
で
す
。
新
入
学
生
、
新

社
会
人
と
成
ら
れ
た
方
も
お
ら
れ

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
以
外
の
方
に
と
っ
て
も
四
月
は

年
度
替
わ
り
の
月
で
あ
り
、
転
勤

や
異
動
な
ど
で
、
新
人
気
分
を
味

わ
っ
て
い
る
方
も
多
い
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

　

か
く
言
う
私
に
も
、
新
人
と
呼

ば
れ
る
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
か

れ
こ
れ
四
十
数
年
前
の
三
月
、
私
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と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。

　

イ
ン
ド
で
は
、
右
の
手
を
き
よ

ら
か
な
手
、
左
の
手
を
け
が
れ
て
い

る
手
、
と
し
て
、
使
い
分
け
る
慣
わ

し
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
両
方
の
手
を
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
真
心
を
表
し
、
つ
つ
し
み
と
、

う
や
ま
い
の
心
を
表
わ
し
ま
す
。

　

お
寺
で
の
生
活
は
、
合
掌
に
始
ま

り
、
合
掌
で
終
る
と
言
っ
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

朝
、
目
覚
め
ま
し
た
ら
、
敷
布
団

の
上
で
、
枕
の
方
へ
向
っ
て
正
座
し

合
掌
し
て
、朝
の
お
唱
え
を
し
ま
す
。

そ
の
後
、
洗
面
を
し
て
、
坐
禅
、
朝

の
お
勤
め
、
朝
食
、
朝
の
掃
除
、
朝

礼
へ
と
行
な
わ
れ
て
い
く
の
で
す

が
、
洗
面
に
は
洗
面
の
作
法
、
坐
禅

に
は
坐
禅
の
作
法
、
お
経
を
上
げ
る

時
に
は
上
げ
る
時
の
作
法
、
食
事
の

時
に
は
、
食
事
の
作
法
が
あ
り
、
そ

の
作
法
の
中
で
何
度
も
合
掌
し
、
頭

を
下
げ
ま
す
。

　

そ
う
し
て
一
日
が
終
り
、
布
団
を

敷
き
ま
し
た
ら
、
ま
た
敷
布
団
の
上

で
、
枕
の
方
に
向
っ
て
正
座
し
合
掌

し
て
、
夜
の
お
唱
え
を
し
て
か
ら
休

み
ま
す
。

　

合
掌
し
、
頭
を
下
げ
ま
す
の
は
、

何
か
の
作
法
を
し
て
い
る
時
ば
か
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
と
擦
れ
違
う
時
で
も
、合
掌
し
、

頭
を
下
げ
ま
す
。
そ
れ
が
同
じ
人
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
つ
ど
合
掌
し
頭
を

下
げ
る
の
で
す
か
ら
、
一
日
に
何
度

合
掌
し
頭
を
下
げ
て
い
る
の
か
数
え

る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

　

瑞
應
寺
で
修
行
を
始
め
て
ま
だ
日

が
浅
い
あ
る
日
、
廊
下
で
ご
住
職
と

ば
っ
た
り
出
会
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
私
は
と
っ
さ
に
合
掌
し
、
頭
を

下
げ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、も
う
い
い
か
な
と
思
い
、

お
も
む
ろ
に
顔
を
上
げ
ま
す
と
、
ご

住
職
は
ま
だ
私
に
向
っ
て
、
合
掌
を

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

ぴ
た
り
と
合
わ
さ
れ
た
両
手

は
、
微
動
だ
に
せ
ず
、
美
し
く
見

え
ま
し
た
。

　

こ
ん
な
合
掌
、
見
た
こ
と
な
い
。

合
掌
っ
て
こ
ん
な
に
き
れ
い
な
の

か
、
と
驚
き
、
感
動
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
の
私
は
、
ご
住
職
の

立
居
振
舞
を
注
意
深
く
見
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

ご
住
職
の
合
掌
さ
れ
る
お
姿

は
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
ど

な
た
に
会
わ
れ
る
時
で
も
美
し
い

も
の
で
し
た
。

　

そ
の
時
の
ご
住
職
と
同
じ
年
に
な

り
ま
し
た
が
、
ま
だ
私
に
は
美
し
い

合
掌
が
で
き
ま
せ
ん
。

  

右
仏
　
左
衆
生
と
　
合
わ
す
手
の

  

う
ち
ぞ
ゆ
か
し
き
　
南
無
の
一
声

　

�

講
師　

越
海　

暢
芳

�

令
和
五
年
五
月
一
日
～
十
日

は
大
学
を
卒
業
し
て
修
行
道
場
の

門
を
叩
き
ま
し
た
。
新
入
社
員
な

ら
ば
会
社
の
新
入
社
員
研
修
を
受

け
る
頃
だ
と
思
い
ま
す
。
姿
形
と

日
数
な
ど
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、

私
共
宗
侶
に
と
っ
て
の
新
入
社
員

研
修
が
「
修
行
道
場
へ
の
入
門
」
だ

と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

会
社
員
生
活
を
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
何
と
も
言
え
ま
せ

ん
が
、
修
行
道
場
の
生
活
で
は
、
最

初
の
三
か
月
が
最
も
辛
い
期
間
で

し
た
。
色
々
な
こ
と
を
教
わ
る
の

で
す
が
、「
尊
公
そ
ん
な
こ
と
も
知

ら
な
い
の
か
？
…
尊
公
と
い
う
の

は
君
、
と
い
っ
た
意
味
で
す
…
尊

公
そ
れ
で
良
く
、
こ
の
本
山
に
来

ら
れ
た
も
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
り
、

「
尊
公
そ
ん
な
こ
と
も
出
来
な
い
の

か
？
尊
公
の
師
匠
は
、
い
っ
た
い

何
を
教
え
て
く
れ
た
の
だ
？
」
と
、

手
厳
し
く
言
わ
れ
た
り
、
キ
ツ
く

指
導
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

先
輩
に
対
し
て
面
と
向
か
っ
て
口

に
出
せ
る
は
ず
も
な
く
、「
我
が
師

匠
の
事
を
知
ら
な
い
ア
ン
タ
に
、
そ

こ
ま
で
酷
く
師
匠
の
こ
と
を
言
わ

れ
た
く
は
無
い
わ
」
と
思
い
な
が

ら
、
ジ
ッ
と
耐
え
忍
ぶ
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪
忍
と
は

こ
う
い
う
こ
と
だ
。
殆
ど
の
修
行

僧
が
言
わ
れ
た
り
、
さ
れ
た
り
し

て
き
た
こ
と
だ
と
辛
抱
し
な
が
ら
、

体
が
覚
え
て
自
然
に
で
き
る
よ
う

に
な
る
ま
で
、
ひ
た
す
ら
目
の
前

の
こ
と
に
打
ち
込
む
日
々
。
今
に

な
れ
ば
、
理
屈
や
知
識
で
は
な
く

実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
得
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
と

教
わ
っ
た
三
か
月
で
あ
り
ま
し
た
。

　

上
山
し
て
三
か
月
が
過
ぎ
、
よ

う
や
く
体
も
神
経
も
修
行
生
活
に

慣
れ
て
来
た
頃
で
し
た
。
あ
る
修

行
僧
の
先
輩
が
私
に
「
正
賢
和
尚
、

こ
ん
な
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
あ
る

か
い
？
」
と
語
り
か
け
て
く
れ
ま
し

た
。「
そ
れ
は
な
、
道
元
禅
師
さ
ま

が
書
か
れ
た
典て

ん

座ぞ

教
き
ょ
う

訓く
ん

と
い
う
書

物
の
中
に
あ
る
『
他
は
是
れ
吾
に
あ

ら
ず
』
と
い
う
言
葉
だ
。
修
行
は
自

分
が
自
分
で
す
る
も
の
だ
、
他
の

誰
で
も
な
く
自
分
自
身
が
経
験
し

て
会
得
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い

と
い
う
お
示
し
だ
。
お
前
さ
ん
は
、

つ
い
数
か
月
前
ま
で
学
生
だ
っ
た

よ
ね
？
大
学
生
活
も
試
験
や
ら
生

活
費
の
工
面
や
ら
と
、
そ
れ
な
り

に
大
変
な
事
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
け

れ
ど
、
本
山
の
修
行
の
大
変
さ
は

比
べ
物
に
な
ら
な
い
だ
ろ
？
い
ろ

ん
な
事
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
苦
し
い
事
も
多
い
だ
ろ
？

だ
け
ど
な
、
周
り
の
先
輩
方
も
み

な
通
っ
て
き
た
道
だ
、
早
く
一
人

前
の
修
行
僧
に
な
っ
て
欲
し
い
か

ら
厳
し
く
し
て
い
る
ん
だ
よ
…
分

か
る
か
な
？
そ
れ
が
『
他
は
是
れ
吾

に
あ
ら
ず
』だ
。
道
元
禅
師
さ
ま
が
、

七
百
年
の
時
を
越
え
て
我
々
に
教

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
こ

の
言
葉
に
は
続
き
が
あ
っ
て
な
『
更

に
何
れ
の
時
を
か
待
た
ん
』
と
お
示

し
だ
。
つ
ま
り
、
後
で
や
ろ
う
な

ど
と
思
う
な
。
わ
ず
か
な
時
間
も

無
駄
に
す
る
な
よ
と
。
道
元
禅
師

さ
ま
が
優
し
く
も
厳
し
く
諭
し
て

下
さ
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。」
と
、
教

え
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
修
行
生

活
は
そ
れ
か
ら
も
大
変
な
こ
と
ば

か
り
で
し
た
が
、
そ
の
先
輩
の
言

葉
の
お
か
げ
で
一
年
間
の
修
行
生

活
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。

　

い
ま
、
新
し
い
環
境
の
中
で
様
々

な
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
方
も
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
与

え
ら
れ
た
課
題
が
出
来
る
か
ど
う

か
？
不
安
に
か
ら
れ
て
い
る
方
も

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、

や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。『
他
は
是
れ

吾
に
あ
ら
ず
、
更
に
何
れ
の
時
を

か
待
た
ん
』
で
す
。

　

�

高
知
県�

浄
貞
寺　

伊
藤　

正
賢�

師

�

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
～
三
十
日

 
 

手
を
合
わ
せ
る

　

ど
な
た
が
、
い
つ
頃
詠
ま
れ
た

の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

  

右
仏
　
左
衆
生
と
　
合
わ
す
手
の

  

う
ち
ぞ
ゆ
か
し
き
　
南
無
の
一
声
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鐘 

声

　
銀
杏
感
謝
録

愛
媛
県　

善
福
寺　

殿

鳥
取
県　

安
国
寺　

殿

熊
本
県　

明
徳
寺　

殿

愛
媛
県　

山
口
泰　

殿

広
島
県　

東
光
寺　

殿

新
潟
県　

楞
厳
寺　

殿

島
根
県　

岩
瀧
寺　

殿

愛
知
県　

正
法
寺　

殿

長
野
県　

三
光
寺　

殿

山
口
県　

妙
光
寺　

殿

�
(

令
和
五
年
一
月
十
八
日
受
付
迄)

　
五
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
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

楞
厳
会
啓
建
・
衆
寮
諷
経

略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日　

略
布
薩

　
六
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

四　

日　

日
曜
参
禅
会

六　

日　

参
玄
会
（
八
日
迄
）

十　

日　

ベ
ル
モ
ニ
ー
合
同
慰
霊
祭

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗　

日　

略
布
薩

　

瑞
應
寺
に
安
居
し
て
約
一
ヶ
月

半
が
経
ち
ま
し
た
。
修
行
と
い
う

も
の
に
身
を
投
じ
、
感
じ
た
こ
と

は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で

も
自
己
の
精
神
と
向
き
合
い
、
い

か
に
し
て
そ
れ
を
清
く
安
ら
か
な

も
の
へ
と
昇
華
し
て
い
け
る
か
と

い
う
所
に
目
を
向
け
て
励
ん
で
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
数
え

切
れ
な
い
ほ
ど
の
失
態
や
苦
悩
を

重
ね
る
中
に
も
、
着
実
に
成
長
し

て
い
け
る
喜
び
を
感
じ
、
そ
の
思

い
を
糧
と
し
て
日
々
移
り
変
わ
る

眼
前
の
事
に
一
心
に
努
め
、
首
座

と
い
う
大
任
を
果
た
せ
る
よ
う
精

進
し
て
い
く
所
存
で
す
。

�

今
夏
首
座　

義
晃

永
平
寺
贈
西
堂

当
山
三
十
世
重
中
興 

大
慈
通
元
大
和
尚
小
祥
忌
法
要

　

令
和
五
年
七
月
二
日
（
日
）�

大
夜
諷
経　

十
九
時
よ
り

　

令
和
五
年
七
月
三
日
（
月
）
正
當
諷
経　

十
四
時
よ
り

ご
随
喜
頂
け
る
御
寺
院
様
は
お
手
数
で
す
が
、
人
数
把
握
の
為
、

瑞
應
寺
ま
で
ご
一
報
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

尚
、
瑞
應
寺
安
居
者
は
安
居
会
事
務
局
等
へ
ご
一
報
お
願
い
し
ま
す
。

■���

金
毘
羅
春
大
祭

　

四
月
二
十
九
日
（
土
）（
旧
三
月

十
日
）、
当
山
鎮
守
金
毘
羅
様
の
春

大
祭
を
開
催
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
中
止
や
縮
小

開
催
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、

本
大
祭
は
感
染
対
策
を
講
じ
、
可

能
な
限
り
例
年
通
り
の
形
で
開
催

さ
れ
た
。
社
殿
に
て
、
転
読
大
般

若
祈
祷
を
厳
修
。
ま
た
、
当
山
梅

花
講
員
の
詠
讃
歌
奉
詠
が
行
わ
れ

た
。
法
堂
前
で
は
バ
ザ
ー
、
薩
摩

琵
琶
演
奏
、
福
餅
進
呈
な
ど
で
賑

わ
い
無
事
円
成
し
た
。

■�  

夏
安
居
入
制

　

五
月
十
四
日
（
日
）
よ
り
、
配
役
行
茶
、

入
寺
式
、
楞
厳
会
啓
建
等
、
入
制
行
持

が
行
わ
れ
、
三
ヶ
月
の
夏
制
中
に
入
っ

た
。
制
中
の
第
一
座
に
あ
た
る
首
座
は

赤
松
義
晃
士
（
愛
媛
県
建
徳
寺
徒
弟
）
が

務
め
る
。

　

山
内
大
衆
乳
水
和
合
し
、
今
制
中
切

磋
琢
磨
・
辨
道
精
進
し
、
仏
道
修
行
の

無
事
円
成
を
誓
願
し
た
。

金毘羅大祭

薩摩琵琶 土地堂念誦

楞厳会啓建


