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令
和
五
年
正
月
元
旦

此
日
改
歳
令
辰

謹
伸
嘉
悰
之
儀

即
日
気
雲
極
寒

恭
惟
尊
候
起
居

万
福
多
幸

　

皆
様
、無
事
、新
年
を
迎
え
ら

れ
て
、
慶
祝
に
存
じ
上
げ
ま
す
。

　

本
年
は
癸
卯
、
一
般
に
言
え

ば
、
卯
の
年
、
う
さ
ぎ
の
年
ま

わ
り
で
す
。
温
和
で
福
徳
円
満

の
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

宗
門
に
は
「
密
師
白
兎
」
の

公
案
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

中
国
唐
時
代
に
洞
山
良
价
禅

師
と
兄
弟
弟
子
密
師
伯
が
行

脚
・
修
行
を
し
て
い
る
と
、
途

中
で
白
兎
が
道
を
横
切
っ
た
。

僧
密
は
「
俊
な
り
」
と
い
い
、「
白

衣
の
相
を
拝
す
る
が
如
し
」
と

言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
洞

山
は
「
積
代
の
簪
纓
暫
時
落
薄

す
」
と
言
っ
た
。
一
は
無
官
の

も
の
が
宰
相
に
な
っ
た
と
い
う

の
で
、
向
上
を
示
し
、
一
は
高

貴
の
人
が
暫
く
、
落
魄
し
た
と

い
う
の
で
向
下
を
示
す
。
― 

中
略 

― 

機
に
臨
み
時
に
応
じ

て
活
作
略
を
あ
ら
わ
し
た
も
の

で
あ
る
。
― 

中
略 

― 

た
だ
変

に
処
し
て
向
上
も
し
却
来
も
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
が
こ
の
公
案

の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
（
禅
学
大

辞
典
）

　

洞
山
大
師
と
密
師
伯
が
修
行

中
に
一
匹
の
白
兎
を
問
題
と
し

て
出
来
た
公
案
で
あ
る
が
、
一

つ
の
事
実
を
相
対
的
観
念
を
忘

じ
て
、
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く

観
察
す
れ
ば
、
日
々
の
行
持
を

行
持
と
し
て
修
行
す
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。

　

昨
年
五
月
に
、
先
師
一
光
方

丈
様
の
二
十
七
回
忌
を
永
平
寺

小
林
監
院
老
師
を
迎
え
て
追
善

法
要
を
厳
修
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。
又
、
山
内
東
堂
に
て
退
院

療
養
せ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
通

元
老
和
尚
様
が
、
七
月
二
十
五

日
夕
刻
に
安
祥
と
遷
化
せ
ら

れ
、
九
十
七
歳
の
御
長
命
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
引
続
い

て
密
葬
、
十
一
月
一
日
本
葬
儀
。

　

永
平
寺
の
南
澤
禅
師
猊
下
を

秉
炬
大
導
師
と
し
て
迎
請
し
て

厳
修
せ
ら
れ
た
。
副
貫
首
老
師

他
永
平
寺
顧
問
会
の
老
師
方
、

宗
侶
、
僧
堂
同
安
居
会
三
百
余

名
大
衆
方
、檀
信
徒
他
、二
百
余

名
の
多
数
の
方
々
の
参
列
を
得

て
、
荘
厳
裡
に
厳
修
せ
ら
れ
た
。

　

大
多
数
の
法
縁
の
深
い
方
々

で
、
療
養
中
の
御
見
舞
や
葬
儀

の
御
礼
も
十
分
で
は
な
か
っ
た

こ
と
で
御
無
礼
の
段
、
御
海
容

の
程
を
、
御
願
い
申
上
げ
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
中
と
、
宗
務
庁
よ

り
の
僧
堂
改
革
は
、
宗
門
全
体

の
宗
侶
の
少
子
化
と
、
寺
院
後

継
者
、
減
少
対
策
と
相
応
し
て

喫
緊
の
方
策
で
し
た
が
十
月
一

日
発
令
で
、
瑞
應
寺
僧
堂
の
再

認
可
、
堂
長
、
堂
監
、
監
事
の

任
辞
令
を
得
て
僧
堂
の
再
発
足

と
な
り
ま
し
た
。
檀
信
徒
の
皆

様
に
は
、
格
別
の
御
支
援
を
御

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
五
年
元
旦

耄
懶
老
生
風
雪
侵

 

（
耄も

う

懶ら
ん

老ろ
う

生
し
ょ
う

風ふ
う

雪せ
つ

侵お
か

す
）

令
和
癸
卯
満
園
林

 

（
令れ

い

和わ

癸き

卯ぼ
う

園お
ん

林り
ん

に
満み

つ
）

迎
春
偏
祷
大
慈
徳

 （
迎げ

い

春し
ゅ
ん

偏か
た

え
に
祷い

の

る
大だ

い

慈じ

の
徳と

く

）

如
是
安
然
瑞
応
岑

 

（
如に

ょ

是ぜ

安あ
ん

然ね
ん

瑞ず
い

応お
う

の
岑み

ね

）

　
　
　
　
　

至
祷
至
祷

本
年
も
よ
ろ
し
く
御
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

合 

掌

新
年
の
御
挨
拶

堂 

長　

村　

上　

德　

存
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新
し
い
年
を
迎
え
、
本
年
も
皆
様
方

の
身
心
の
ご
安
寧
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。

　

中
国
の
唐
の
終
わ
り
か
ら
北
宋
に
か
け

て
禅
宗
は
大
い
に
発
展
し
、
五
家
七
宗
に

分
か
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
宗
風
、
切
り

口
が
異
な
る
だ
け
で
、
坐
禅
が
修
行
の
中

心
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
に
法ほ

う

眼げ
ん

文も
ん

益え
き

禅
師
（
八
八
五
～
九
五
八
）
が
開
祖

の
法
眼
宗
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
宗
風
を
あ
ら
わ
す
法
眼
禅
師
の

問
答
に
「
慧え

超
ち
ょ
う

問も
ん

佛ぶ
つ
（
慧
超
が
佛
を
問

う
）」
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
す
。

　

慧
超
は
の
ち
に
法
眼
禅
師
の
法
を
嗣
ぐ

帰き

宗そ
う

策さ
く

真し
ん

法
施
禅
師
の
幼
名
で
す
。

　

慧
超
が
法
眼
禅
師
に
「
私
は
慧
超
と

い
う
も
の
で
す
が
、
佛
と
は
一
体
何
で

し
ょ
う
か
？
」
と
問
い
ま
す
。
法
眼
禅

師
は
間
髪
い
れ
ず
「
汝
は
こ
れ
慧
超
」
と

答
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
慧
超
が
慧
超
し
て
い
る
事
が
佛
だ
」

つ
ま
り
『
今
、
如
何
な
る
か
是
れ
佛
。

と
尋
ね
て
い
る
お
前
さ
ん
こ
そ
佛
で
は

な
い
か
。
お
前
を
置
い
て
他
に
佛
は
無

い
ぞ
』
と
示
さ
れ
る
の
で
す
。

　

曹
洞
宗
の
寺
院
で
は
晋
山
結
制
と
云

う
新
住
職
の
就
任
式
が
あ
り
、
新
住
職

は
ご
本
尊
様
の
前
、
須
弥
壇
に
上
り
問

答
を
受
け
ま
す
。

　

か
わ
い
い
小
僧
さ
ん
が
、
教
え
ら
れ
た

ま
ま
に
「
い
か
な
る
か
こ
れ
佛
」
と
問
い

に
出
て
「
あ
な
た
が
佛
様
で
す
」
と
答
え

ら
れ
「
吉
祥
吉
祥
大
吉
祥
」
と
大
き
な
声

で
退
き
、
法
要
の
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
る
微
笑

ま
し
い
一
コ
マ
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
慧
超
の
「
如
何
な
る
か

是
れ
佛
」
と
い
う
問
い
は
、
ギ
リ
ギ
リ
の

問
い
。
そ
れ
ま
で
の
葛
藤
、
人
知
れ
ず
悩

み
抜
き
、
骨
を
削
り
、
血
を
流
す
ほ
ど
の

艱
難
辛
苦
の
末
に
、
よ
う
や
く
絞
り
出
す

よ
う
に
生
ま
れ
た
問
い
。

　

で
す
か
ら
「
汝
は
是
れ
慧
超
」
の
一
言

で
慧
超
は
真
実
の
自
己
に
目
覚
め
る
の

で
す
。

　

道
元
禅
師
は
二
十
四
歳（
一
二
二
三
年
）

の
時
、
中
国
（
南
宋
）
に
留
学
し
ま
す
。

各
地
の
道
場
を
巡
り
二
十
六
歳
の
春
、

中
国
曹
洞
宗
の
流
れ
を
く
む
如に

ょ

淨じ
ょ
う

禅
師

に
相

し
ょ
う

見け
ん

さ
れ
、お
釈
迦
様
か
ら
連
綿
と
伝

え
ら
れ
た
佛
法
を
相
続
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
二
十
八
歳
で
帰
朝
、
三
十
四
歳

（
一
二
三
三
年
）
の
時
に
宇
治
の
興
聖
寺

に
て
最
初
の
僧
堂
を
開
か
れ
ま
し
た
。

　

道
元
禅
師
が
ご
臨
終
の
前
に
、
如
浄
禅

師
と
の
出
会
い
を
「
人に

ん

身し
ん

を
受
け
、
佛ぶ

つ

法ぽ
う

に
遭
い
、
正

し
ょ
う

師し

の
教
え
に
よ
り
正

し
ょ
う

法ぼ
う

を
聞

き
、
正

し
ょ
う

信し
ん

を
と
り
、
邪じ

ゃ

見け
ん

に
陥

お
ち
い

ら
ざ
る
、

今こ
ん

生じ
ょ
う

の
幸
い
な
り
」
と
お
示
し
で
す
。

　

そ
の
正
師
で
あ
る
如
浄
禅
師
か
ら
受

け
継
が
れ
た
正
信
と
は
何
か
、
興
聖
寺

で
の
御
法
語
に
「
只た

だ

是こ
れ

、
等と

う

閑か
ん

に
天て

ん

童ど
う

先せ
ん

師じ

如に
ょ

淨じ
ょ
う

禅ぜ
ん

師し

に
見ま

み

え
て
、
当と

う

下げ

に
眼が

ん

横の
う

鼻び

直ち
ょ
く

な
る
こ
と
を
認に

ん

得と
く

し
て
、
人ひ

と

に

瞞ま
ん

ぜ
ら
れ
ず
。
便す

な

及わ
ち

、
空く

う

手し
ゅ

還げ
ん

郷き
ょ
う

す
、

所ゆ

以え

に
一い

ち

毫ご
う

も
佛ぶ

っ

法ぽ
う

無な

し
、
任に

ん

運う
ん

に
し

ば
ら
く
時と

き

を
延の

ぶ
。
朝

ち
ょ
う

々ち
ょ
う

日ひ

は
東

ひ
ん
が
し

よ
り

出い

で
、
夜よ

よ々

月つ
き

は
西に

し

に
沈し

ず

む
。
雲く

も

収お
さ

ま
っ

て
山さ

ん

骨こ
つ

露あ
ら
わ

れ
、
雨あ

め

過す

ぎ
て
四し

山ざ
ん

低た

る
。

畢ひ
っ

竟き
ょ
う

如い

何か
ん

。
良

り
ょ
う

久き
ゅ
う

し
て
い
わ
く
。
三

年ね
ん

、
一
閏じ

ゅ
ん

に
逢あ

い
、
鶏

に
わ
と
り

は
五ご

更こ
う

に
向む

か

っ

て
啼な

く
」
と
お
示
し
で
す
。

　

当
時
中
国
に
禅
の
道
場
は
沢
山
あ
る

中
で
、
如
淨
禅
師
に
出
会
え
た
こ
と
は
、

真
に
千
載
一
隅
の
出
来
事
。
等
閑
と
は

任
運
、
無
意
識
。
人
と
人
と
の
出
会
い

は
全
て
自
分
の
小
さ
な
計
ら
い
を
超
え

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
同
時
に
自
分
で
は
ど
う
す
る

事
も
出
来
な
い
私
の
真
実
が
「
眼
横
鼻

直
」
で
し
た
。
当
下
、
そ
の
場
で
た
だ

ち
に
自
分
の
思
惑
を
超
え
た
自
分
自
身

の
生
命
の
尊
さ
に
気
づ
か
れ
る
の
で
す
。

　

認
得
は
、見
て
取
る
、は
っ
き
り
見
る
。

見
極
め
る
。
見
定
め
る
。

　
「
眼
横
鼻
直
」
こ
そ
が
私
自
身
の
比
べ

よ
う
の
な
い
真
実
の
姿
で
あ
る
と
確
信

す
る
。
私
の
真
実
を
他
に
探
さ
な
く
て

も
良
い
の
で
す
。

　
「
慧
超
」は「
慧
超
」を
実
践
す
る
の
み
。

「
私
が
こ
の
身
心
で
佛
法
を
行
ず
る
以
外

に
無
い
」
何
故
な
ら
私
自
身
が
佛
だ
っ

た
か
ら
。
そ
れ
は
誰
か
に
欺
あ
ざ
む

か
れ
た
こ

と
で
も
な
く
、
是
こ
そ
は
と
受
け
取
っ

た
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
私
が
等
閑
に

認
得
し
た
だ
け
。
だ
か
ら
何
も
手
に
携

え
ず
に
日
本
に
帰
っ
て
き
た
。

　

空
手
還
郷
は
、
自
分
が
佛
様
の
自
分

に
落
ち
着
く
。
自
分
が
本
来
の
自
分
に

帰
る
。
そ
れ
が
私
の
安あ

ん

心じ
ん

。
所
以
に
一

毫
（
一
筋
の
毛
）
も
佛
法
無
し
。

「
如
何
な
る
か
是
れ
佛
」
と
持
ち
出
し
た

り
、
探
し
出
す
特
殊
な
も
の
は
一
筋
の

毛
ほ
ど
も
無
か
っ
た
の
で
す
。

　

自
然
の
ま
ま
に
こ
の
身
心
を
任
せ
て

見
る
と
、
毎
朝
太
陽
は
東
か
ら
昇
り
西

に
沈
む
、月
も
東
か
ら
西
に
沈
ん
で
い
く
。

　

風
に
流
さ
れ
る
ま
ま
に
雲
が
去
っ
て
い

く
と
、
山
谷
の
ざ
わ
め
き
も
静
ま
り
山
肌

が
生
き
生
き
と
露
わ
れ
、
雨
が
止
む
と
、

そ
の
山
々
は
更
に
輝
き
を
増
し
て
一
層
身

近
に
迫
っ
て
く
る
。

　

雲
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
見
え
な
か
っ
た

が
、
山
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
し
か
も
雨
を

い
た
だ
い
て
益
々
生
き
生
き
と
し
て
い

る
。
雲
が
去
っ
て
山
が
現
れ
た
よ
う
に
、

も
と
も
と
私
は
今
こ
こ
に
居
た
の
だ
。
私

の
真
実
も
尊
さ
も
今
こ
こ
に
あ
る
の
だ
。

　

如
浄
禅
師
よ
り
身し

ん

心じ
ん

脱だ
つ

落ら
く

の
証
明
を

い
た
だ
き
、
私
が
御み

佛
ほ
と
け

様さ
ま

の
生
命
そ
の

も
の
だ
と
目
覚
め
ら
れ
た
の
で
す
。

如
浄
禅
師
の
慈
し
み
に
満
ち
た
法
雨
は

道
元
禅
師
の
身
心
に
染
み
渡
り
ま
す
。

　

た
だ
、
な
ん
の
計
ら
い
も
無
く
「
任

運
に
且
く
時
を
延
ぶ
」
生
命
の
真
実
の

働
き
に
、
こ
の
身
心
を
ゆ
だ
ね
る
の
み

だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
等
閑
」
と
云
う
言
葉
こ
そ
、
生
き
生

き
と
し
た
、
私
を
超
え
た
真
実
の
言
葉
。

　

大
自
然
の
何
の
変
哲
も
無
い
姿
。
こ

れ
こ
そ
が
無
心
、
無
念
無
相
。

　

畢
竟
如
何
、
真
の
事
実
、
行
き
着
く

と
こ
ろ
は
こ
れ
こ
の
と
お
り
。

　

し
ば
し
沈
黙
の
後
ま
た
示
さ
れ
た
。

　

三
年
に
一
度
閏
年
が
巡
り
来
る
、（
旧

暦
の
閏
年
は
三
年
に
一
回
）
鶏
は
明
け
方

に
五
更
の
時
を
知
ら
せ
る
。

　

こ
の
三
年
と
い
う
時
間
も
、
閏
年
も
、

五
更
と
い
う
時
の
単
位
も
、
鶏
が
時
を

告
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
真
実
の

世
界
の
中
で
、
生
命
が
生
き
生
き
と
働

い
て
い
る
姿
、
御
佛
様
の
世
界
で
御
佛

様
の
修
行
が
実
践
で
き
る
。

　

禅
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
遥
か
五
千
年

の
前
か
ら
ヨ
ー
ガ
の
修
行
と
し
て
禅
の

形
は
実
践
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は

身
心
を
調
え
る
こ
と
が
人
類
誕
生
と
同

時
に
永
遠
の
命
題
と
し
て
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
そ
し
て
お
釈
迦
様
、
達
磨
大
師
、

道
元
禅
師
と
伝
わ
り
、
た
だ
身
心
を
調

え
る
事
が
人
と
し
て
の
大
自
然
の
営
み

で
あ
り
、
み
佛
様
の
姿
と
し
て
、
私
達

は
今
こ
う
し
て
衆
生
済
度
の
坐
禅
を
勤

め
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
み
で
す
。

　
「
如
何
な
る
か
是
れ
佛
」

　

本
年
も
同
行
同
修
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

合 

掌　

　
汝
は
是
れ
慧え

超ち
ょ
う

　
　
　

―
目
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横
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福
寿
無
量
　
萬
福
多
幸
　

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
な
お
正
月

を
お
迎
え
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
昨
年
七
月
二
十
五
日
に
本

師
大
慈
通
元
大
和
尚
が
遷
化
さ
れ
、

去
年
の
お
正
月
は
、ご
挨
拶
を
し「
あ

り
が
と
う
。
あ
り
が
と
う
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら

新
年
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

本
師
は
、
お
正
月
の
朝
参
で
毎
年

必
ず
橋
本
恵
光
老
師
の
お
話
を
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

『
あ
る
年
の
年
賀
の
拝
の
時
、
橋
本

老
師
が
「
本
師
に
は
、
挨
拶
に
行
く

の
か
」
と
訊
ね
ら
れ
「
郵
便
で
送
り

ま
す
」
と
答
え
る
と
「
何
を
考
え
と

る
ん
じ
ゃ
。
広
島
な
ら
い
け
る
だ
ろ

う
。
ち
ゃ
ん
と
顔
を
見
て
挨
拶
す
る

も
ん
じ
ゃ
」
と
い
わ
れ
直
ぐ
に
挨
拶

に
行
っ
た
』
と
の
話
を
さ
れ
「
い
い

か
、
本
師
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
顔
を
見

て
挨
拶
を
し
な
き
ゃ
い
か
ん
。
自
分

が
今
、
こ
う
し
て
居
る
こ
と
に
感
謝

せ
な
い
か
ん
」
と
い
つ
も
大
衆
（
修

行
僧
）
に
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

宗
門
（
曹
洞
宗
）
に
は
、
年
頭
に

当
た
り
壽じ
ゅ

餅び
ょ
う

を
贈
る
と
い
う
礼
法

が
あ
り
ま
す
。

　

宗
門
寺
院
の
師
弟
は
、
受じ
ゅ

業ご
う

師し

（
得
度
の
師
僧
）・
法ほ

う

幢ど
う

師し

（
立
職
の

師
僧
）・
本
師
（
伝
法
の
師
僧
）・
参

学
師
（
自
分
が
法
恩
を
被
っ
た
老
古

仏
）
に
対
し
正
月
三
朝
に
、
重
ね
餅

を
供
え
師
僧
の
法
身
堅
固
福
寿
無

量
を
祈
願
し
、
年
頭
に
拝
登
し
奉
呈

す
る
慣
例
が
あ
り
ま
す
。

　

毎
年
本
師
に
は
、
全
国
か
ら
沢
山

の
壽
餅
が
届
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

受
業
師
・
法
幢
師
・
本
師
・
参
学

師
に
対
し
壽
餅
を
贈
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
を
育
て
て
く
だ

さ
っ
た
師
僧
の
法
身
堅
固
福
寿
無
量

を
祈
念
す
る
こ
と
は
勿
論
、
師
弟
に

と
っ
て
は
、
自
分
自
身
の
道
心
を
精

励
す
る
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

私
は
も
う
一
度
、
本
師
に
壽
餅
を
食

べ
て
頂
き
た
か
っ
た
と
つ
く
づ
く

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
餅
と
い
え
ば
、
正
法
眼
蔵

に
画が

餅び
ょ
う

の
巻
が
あ
り
、
香

き
ょ
う

巌げ
ん

智ち

閑か
ん

禅

師
（
唐
の
時
代
の
祖
師
）
の
「
画
餅
は

飢
え
に
充
て
ず
」
の
語
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
故
事
は
「
正

法
眼
蔵
溪
声
山
色
」
に
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

香
巌
智
閑
禅
師
が
、
大だ
い

潙い

大だ
い

円え
ん

禅
師
の
も
と
で
修
行
し
て
い
た
時

「
書
物
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
、
父ぶ

母も

未み

生
し
ょ
う

以い

前ぜ
ん

に
お
い
て
一
句
道
取

し
て
み
よ
」
と
問
わ
れ
ま
す
。
香
巌

禅
師
は
、
ど
の
よ
う
に
説
く
べ
き
か

何
度
も
試
み
る
の
で
す
が
言
え
な
い

ま
ま
時
が
過
ぎ
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
貯
え
た
書
籍
を
開
き
見

た
が
、
解
ら
ず
茫
然
と
し
、
書
物
を

焼
い
て
言
わ
れ
ま
す
。「
画
に
書
い
た

餅
は
、
飢
え
を
救
う
こ
と
は
な
い
。

　

私
は
こ
の
生
の
う
ち
に
仏
法
を
会

得
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
た
だ
食

事
給
仕
係
と
な
ろ
う
」
と
言
っ
て
年

月
を
過
ご
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
師

に
「
私
は
身
心
昏
昧
し
て
説
く
こ
と

が
出
来
ま
せ
ん
。
ど
う
か
私
の
た
め

に
一
句
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
。
大

潙
禅
師
は
言
わ
れ
ま
す
「
言
っ
て
も

い
い
が
、
そ
う
す
る
と
後
で
私
を
恨

む
で
あ
ろ
う
」
と
。
こ
う
し
て
年
月

を
過
ご
し
、
山
に
入
り
、
草
庵
を
作

り
、
竹
を
植
え
て
友
と
し
独
坐
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
道
を
掃
い

て
い
て
、
瓦
が
は
ね
て
竹
に
当
た
り
、

カ
ツ
ー
ン
と
音
が
し
ま
す
。そ
の
時
、

豁か
つ

然ね
ん

と
し
て
大
悟
さ
れ
、
師
の
い
る

大
潙
山
に
向
か
っ
て
焼
香
礼
拝
し
て

「
大
潙
和
尚
、
昔
言
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
た
ら
、
今
の
私
の
悟
り
が
あ
っ

た
で
し
ょ
う
か
」
そ
し
て
偈
を
作
っ

て
師
に
呈
示
し
た
の
で
す
。
こ
れ
が

「
香
巌
撃げ
き

竹ち
く

」
あ
る
い
は
「
香
巌
聞も

ん

声し
ょ
う

悟ご

道ど
う

」
と
い
わ
れ
る
故
事
で
す
。

で
す
か
ら
「
画
餅
不
充
飢
」
の
語
は
、

も
と
も
と
書
物
を
読
ん
で
得
た
知

識
は
画
餅
で
あ
っ
て
飢
え
を
充
た
せ

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
道
元

禅
師
は
「
画
餅
」
の
巻
で
否
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
「
画
餅
不
充
飢
」
つ
ま
り
こ
の
「
不

充
飢
」
こ
そ
真
実
の
姿
と
い
う
真
の

意
味
を
知
る
者
は
全
く
い
な
い
と
、

さ
ら
に
「
こ
の
世
の
中
の
実
態
と
い
う

も
の
は
、
一
面
的
に
考
え
て
学
問
は

意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
な

い
し
、
ま
た
学
問
さ
え
知
っ
て
い
れ

ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
」
と
。

　

す
な
わ
ち
道
元
禅
師
は
、
学
問

を
学
ぶ
と
同
時
に
坐
禅
を
す
る
こ
と

で
、
そ
こ
に
仏
の
世
界
を
実
現
す
る

こ
と
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

年
頭
に
当
た
り
さ
ら
に
精
進
し

た
い
も
の
で
す
。 

合　

掌
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佛
國
山
瑞
應
寺

住　

職　

村
上　

德
存

副
住
職　

金
岡　

潔
宗

寺
選
総
代

　
　
　
　

河
端　

宏
一

　
　
　
　

住
友
金
属
鉱
山
株
式
会
社

　
　
　
　

総
務
セ
ン
タ
ー
長

地
区
総
代

一　

区　

三
浦　

廣
志

二　

区　

本
田　

龍
朗

三　

区　

大
條　

雅
久

四　

区　

曽
我
部
英
敏

五　

区　

本
田　

康
忠

六　

区　

村
上　

義
幸

七　

区　

篠
原　

元
久

八　

区　

伊
藤　

数
義

九　

区　

藤
田　
　

理

十　

区　

鴻
上
紳
一
郎

瑞
應
寺
専
門
僧
堂

堂　

長　

村
上　

德
存

西　

堂　

宮
田　

玄
洞

堂　

監　

門
原　

信
典

監　

事　

阿
部　

信
宏

瑞
應
寺
護
持
会

会　

長　

大
條　

雅
久

学
校
法
人 

ひ
か
り
幼
稚
園

　
　
同 

　　
　

保
護
者
会

元
正
啓
祚

　

 

萬
物
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昨
夏
に
恩
師
と
思
慕
す
る
御
老
師
が

お
二
人
続
い
て
ご
遷
化
な
さ
れ
た
。
学

浅
く
行
至
ら
ぬ
私
で
は
あ
り
ま
す
が
、

お
目
に
か
か
る
時
々
に
お
声
が
け
下

さ
っ
た
時
の
や
さ
し
い
佇
ま
い
が
励
み

に
な
り
ま
し
た
。

　

い
つ
も
会
う
た
び
に
「
勉
強
し
て
ま
す

か
？
」
と
明
る
く
声
を
掛
け
て
下
さ
る
法

友
が
い
る
。
な
か
な
か
怠
け
心
の
抜
け

な
い
私
を
気
付
か
せ
て
下
さ
る
大
事
な

言
葉
だ
。

　

私
に
と
っ
て
励
ま
し
と
な
る
佇
ま
い

や
言
葉
は
、
私
を
思
っ
て
下
さ
る
気
持

ち
を
ま
っ
す
ぐ
に
感
じ
取
る
こ
と
が
出

来
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

私
も
誰
か
に
と
っ
て
の
励
ま
し
と
な

る
よ
う
な
佇
ま
い
や
言
葉
が
身
に
つ
く

よ
う
に
、
恩
師
や
法
友
の
生
き
方
を
見

習
い
た
い
。 

知
客　

家
古
谷�

光
祥

　

昨
年
ま
で
は
、
自
身
の
お
寺
や
身
の

回
り
が
煩
雑
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
道
場

に
拝
登
し
て
も
、
法
益
の
時
間
に
お
話

を
さ
せ
て
戴
く
こ
と
は
多
い
の
で
す

が
、
い
ろ
い
ろ
な
行
持
の
進
退
の
作
法

や
声
明
な
ど
が
、
以
前
道
場
に
常
在
し

て
い
た
こ
ろ
の
様
に
上
手
く
出
来
ず
。

雲
納
さ
ん
や
他
の
役
寮
さ
ん
方
に
つ
い

て
い
く
の
が
や
っ
と
で
あ
る
と
い
っ
た

感
じ
で
し
た
。

　

今
年
か
ら
は
、
改
め
て
上
山
す
る
気
持

ち
で
、
道
場
に
在
山
で
き
る
時
間
を
増
や

し
て
い
き
、
今
一
度
、
坐
臥
に
拘
わ
ら
な

い
処
の
修
行
を
雲
納
さ
ん
方
と
共
に
意
識

的
に
実
践
し
て
い
き
た
い
で
す
。

 

維
那　

吉
松�

聖
博

　

行
履
の
事

  

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
。

　

中
々
秋
を
感
じ
な
い
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
臘
八
摂
心
を
迎
え
る
と
や
は

り
寒
く
な
り
ま
し
た
。

　

年
が
明
け
て
思
い
ま
す
の
は
、
今
年

も
よ
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
私
の

行
履
と
は
や
は
り
、

「
参
禅
の
人
、
且
れ
半
途
に
し
て
始
め
て

得
。
全
途
な
る
も
辞
む
る
こ
と
莫
れ
。

祈
祷
祈
祷
。」 

副
典　

足
立�

光
顕

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
桃
花
春
風
に
笑
む
と
い
い
ま

す
。
世
の
中
は
様
々
に
変
化
い
た
し
ま

す
が
、
花
は
変
わ
ら
ず
春
の
風
が
吹
け

ば
毎
年
同
じ
よ
う
に
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
や
戦
争
な
ど

世
相
は
か
な
ら
ず
し
も
安
穏
と
し
た
も

の
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
今
年
も
あ
り
が

た
く
も
新
春
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
か
け
が
え
の
な
い
、
な
に
げ
な

い
毎
日
に
感
謝
で
き
ま
す
よ
う
、
お
ご

ら
ず
日
々
精
進
し
て
参
り
た
い
所
存
で

す
。
本
年
も
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

侍
者　

村
上�

徳
樹

　

門
松
は　

冥
土
の
旅
の　

一
里
塚

　

め
で
た
く
も
あ
り　

め
で
た
く
も
な
し

　

と
ん
ち
で
有
名
な
一
休
和
尚
様
の
詠

ま
れ
た
お
歌
だ
と
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

　

毎
年
、
門
松
を
飾
る
ご
と
に
一
つ
一

つ
歳
を
と
り
、
黄
泉
が
近
づ
い
て
い
る
。

自
分
の
体
の
変
化
も
あ
り
ま
す
が
、
昨

年
は
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
が
亡
く
な

ら
れ
、
特
に
こ
の
こ
と
を
痛
感
い
た
し

ま
し
た
。

　

十
年
前
く
ら
い
に
悲
観
的
な
思
い
が

頭
を
離
れ
な
く
な
り
先
住
の
通
元
方
丈

様
に
、
こ
の
お
歌
に
つ
い
て
お
尋
ね
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
時
に
通
元
方
丈
様
は
「
め
で
た

い
と
き
は
め
で
た
い
と
い
っ
て
お
け

ば
え
え
。」
と
ひ
と
こ
と
お
示
し
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

　

当
時
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
今
思
う
と
、
先
の
こ
と
を
悲
観
し

す
ぎ
て
目
の
前
に
あ
る
ご
縁
を
疎
か
に

す
る
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
、
と
お
示
し
い
た

だ
い
た
の
だ
と
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

　

今
こ
こ
に
あ
る
ご
縁
を
疎
か
に
し
な

い
よ
う
、
今
年
一
年
ま
た
気
を
引
き
締

め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

副
悦　

古
川�

承
久

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
年
で
五
十
歳
に
な
り
ま
し
た
。

　

三
十
三
歳
の
と
き
、
初
め
て
日
本
に

来
た
日
に
感
じ
た
高
揚
感
を
い
ま
だ
鮮

明
に
覚
え
て
い
ま
す
が
、
も
う
十
七
年

と
い
う
月
日
が
流
れ
ま
し
た
。

　
『
論
語
』
に
は
孔
子
が
晩
年
に
な
っ
て

自
分
の
一
生
を
回
想
し
な
が
ら
、
そ
の

人
間
の
形
成
の
過
程
を
述
べ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
「
私
は
十
五
歳
の
と
き
学
問
に
志

し
、
三
十
歳
に
な
っ
て
自
立
し
、

四
十
歳
に
は
心
に
惑
う
こ
と
な
く
、

　
「
叢
林
が
基
本
だ
」

　

と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
東
堂
老
師
が
、

そ
の
言
葉
そ
の
ま
ま
に
遷
化
さ
れ
ま

し
た
。

　

三
十
八
年
ほ
ど
前
の
あ
る
日
、
老
師

の
頭
髪
を
そ
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
「
お

前
は
の
ん
び
り
し
と
る
の
、
お
前
の
よ

う
な
の
は
長
生
き
で
き
る
が
、
わ
し
の

よ
う
な
者
は
長
生
き
で
き
ん
。」
と
言
わ

れ
ま
し
た
。

　

九
十
七
歳
。
も
っ
と
長
生
き
し
て
ほ

し
か
っ
た
で
す
。
叱
ら
れ
る
度
ご
と
に

親
し
み
が
深
く
な
り
ま
し
た
。
お
姿
に

接
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
仕
合
わ

せ
で
し
た
。

　
「
叢
林
が
基
本
だ
」
の
お
言
葉
を
忘
れ
る

こ
と
な
く
本
年
も
精
進
致
し
ま
す
。

 

講
師　

越
海�

暢
芳

　

こ
の
た
び
、
侍
聖
を
つ
と
め
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

僧
侶
を
志
し
、
瑞
應
寺
様
に
て
修
行

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
は
、
も
う

三
十
年
ほ
ど
も
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

厳
し
く
も
温
か
き
先
輩
方
や
仲
間
た
ち

と
の
日
々
が
、
長
い
年
月
の
間
に
も
常

に
私
を
支
え
て
く
れ
て
い
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
自
坊
に
戻
り
副
住
職
を
つ
と

め
る
う
ち
に
、
己
の
至
ら
ぬ
点
に
思
い

悩
む
こ
と
も
多
く
、
ま
た
昨
年
に
は
病

を
得
て
、
限
り
あ
る
自
分
の
命
を
精
一

杯
生
き
よ
う
、
私
を
支
え
て
く
だ
さ
っ

た
す
べ
て
に
、
で
き
る
限
り
の
ご
恩
返

し
を
し
た
い
と
今
更
な
が
ら
強
く
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
タ

イ
ミ
ン
グ
で
、
今
一
度
有
難
き
ご
縁
を

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
一
生
懸
命
お
つ
と
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
指
導
ご
鞭

撻
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

侍
聖　

山
本�

兼
照

　

昨
年
は
当
山
東
堂
楢
崎
通
元
老
師
が
ご

遷
化
さ
れ
、
三
日
後
の
密
葬
儀
、
百
ケ
日

に
本
葬
儀
と
、
慌
た
だ
し
い
年
で
し
た
。

　

悼
楢
崎
通
元
大
和
尚
遷
化

　

威
儀
卓
説
挙
功
名

　

小
體
禅
翁
大
法
成

　

轉
錫
悠
々
遷
化
去

　

猶
留
敬
祖
愛
山
情

　

私
の
知
る
老
師
は
七
十
歳
代
以
後
で

す
が
、
外
に
は
助
化
や
布
教
に
東
奔
西

走
、
山
内
で
は
声
明
や
祈
祷
太
鼓
、
書

画
に
提
唱
等
々
、
雲
水
衆
薫
育
の
歳
月

を
送
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
の
小
さ
な
お
體
の
何
処
に
力
を
備

え
て
お
ら
れ
る
の
か
、
不
思
議
に
思
う

ほ
ど
で
し
た
。

　

お
體
が
衰
え
た
こ
こ
数
年
間
は
、
祖

師
方
へ
の
敬
仰
の
念
を
殊
更
に
さ
れ
、

感
謝
の
お
言
葉
が
増
え
て
い
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

最
後
ま
で
瑞
應
寺
の
こ
と
を
想
わ
れ

た
愛
山
の
情
は
、
な
お
此
処
に
留
ま
り
、

我
々
の
行
持
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

 

監
事　

阿
部�

信
宏

年
頭
所
感
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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

五
十
歳
に
し
て
天
命
を
知
る
…
（
為

政
）」
と
。

　

こ
の
言
葉
に
自
分
の
人
生
を
照
ら
し

て
み
て
も
、
な
る
ほ
ど
と
そ
の
こ
と
ば

の
深
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

遅
れ
て
始
ま
っ
た
学
問
で
す
が
、

三
十
三
歳
に
は
一
人
単
身
で
日
本
に

渡
っ
て
仏
教
学
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ

し
て
学
業
は
自
足(

立)
す
る
に
至
り
、

四
十
歳
に
な
っ
て
か
ら
は
、
さ
ら
に
仏

門
の
世
界
に
入
っ
て
十
年
、
思
い
通
り

に
は
い
か
な
い
現
実
的
な
悩
み
苦
し
み

は
あ
り
ま
し
た
が
、
初
発
心
を
忘
れ
る

こ
と
な
く
（
心
に
惑
う
こ
と
な
く
）
学
習

し
て
来
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
五
十
歳
を
迎
え
ま
し
た
。

孔
子
は
「
天
命
を
知
る
」
と
表
現
し
ま
し

た
が
、「
天
命
」
と
い
う
こ
と
ば
を
何
の

様
に
理
解
す
る
か
は
様
々
だ
と
思
い
ま

す
が
、
仏
教
の
見
解
か
ら
い
え
ば
、「
見

道
」
す
な
わ
ち
悟
り
の
境
地
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
故
に
、「
天
命
を
知

る
」
と
い
う
言
葉
は
、
変
え
て
い
え
ば

人
生
五
十
ぐ
ら
い
に
な
る
こ
と
は
悟
り

を
得
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

禅
家
で
も
悟
り
の
境
地
を
偈
頌
を

も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
宗
門
で
は
「
即
心
是
仏
」
身
体
を

持
っ
て
行
う
坐
禅
そ
の
も
の
が
悟
り

で
あ
る
と
い
う
の
で
、
こ
れ
か
ら
も

坐
禅
だ
け
は
怠
ら
な
い
よ
う
に
今
年

も
精
進
し
て
い
き
ま
す
。

 

蔵
司　

金�

範
松

　

新
任
で
配
役
を
い
た
だ
い
た
、
今
年

の
二
月
。
し
っ
か
り
指
導
せ
ね
ば
、
と

息
巻
い
て
い
た
の
が
恥
ず
か
し
い
。
む

し
ろ
雲
水
さ
ん
か
ら
教
わ
り
、
雲
水
さ

ん
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
、

自
分
自
身
の
学
び
を
嬉
し
く
思
い
な
が

ら
も
、
役
に
適
っ
て
い
な
い
こ
と
へ
焦

り
が
募
る
日
々
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な

時
、
先
輩
役
寮
さ
ん
の
「
自
分
が
で
き

る
こ
と
を
一
生
懸
命
や
る
し
か
な
い
。」

と
い
う
言
葉
に
救
わ
れ
ま
し
た
。

　

背
伸
び
せ
ず
お
ご
ら
ず
、
雲
水
さ
ん
と

一
緒
に
努
力
し
、
成
長
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

 

知
殿　

三
宅�

俊
尚

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
修
証
義
に
「
愛
語
」
と
い
う
言
葉

が
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
愛
語
と
い
ふ
は
、

衆
生
を
み
る
に
ま
ず
慈
愛
の
心
を
お
こ

し
、
顧
愛
の
言
語
を
ほ
ど
こ
す
な
り
。」

こ
れ
は
、
愛
語
と
い
う
の
は
、
人
々
に
対

し
て
慈
し
み
愛
す
る
心
を
お
こ
し
、
愛
情

に
満
ち
た
こ
と
ば
を
語
る
こ
と
と
訳
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
私
は
僧
侶
と
し
て
、
沢

山
の
方
々
と
の
日
々
の
出
会
い
を
大
切
に

し
、「
愛
語
」
の
あ
る
心
を
持
っ
て
相
手
を

尊
重
し
相
手
を
思
い
や
れ
る
僧
侶
に
な
り

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
愛
語
を
実
践

し
、
出
会
う
人
も
笑
顔
に
な
れ
る
よ
う
に

笑
顔
の
絶
え
な
い
一
年
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

直
録　

楠
本�

剛
大

　

入
堂
し
て
二
ヶ
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し

て
お
り
ま
す
。

　

修
行
に
励
ん
で
い
る
つ
も
り
で
も
、

何
事
も
な
か
な
か
身
に
つ
か
ず
失
敗
続

き
で
す
が
、
役
寮
の
和
尚
様
方
、
古
参

 
 

除
夜
の
鐘

　

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
わ
ず
か
と
な
り
、

皆
さ
ん
は
、
こ
の
一
年
を
振
り
返
り
、
何

を
思
い
ま
す
か
。
大
晦
日
は
、
こ
れ
で
今

年
も
終
わ
り
か
と
思
う
と
感
慨
深
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。

　

大
晦
日
も
元
旦
も
、
今
日
と
同
じ
一
日

で
す
。

　

し
か
し
、
心
で
は
特
別
な
日
で
す
。
旧

年
と
新
年
の
年
の
変
わ
る
時
間
に
除
夜
の

鐘
を
撞
き
ま
す
。

　

除
夜
の
鐘
を
撞
く
の
は
、
一
〇
八
の
煩

悩
を
取
り
除
き
清
ら
か
な
心
で
新
し
い
年

を
迎
え
る
た
め
で
す
。

　

煩
悩
と
は
、
私
た
ち
の
身
心
を
苦
し
め

煩
わ
す
心
の
働
き
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の

も
と
に
は
、「
貪と

ん

欲よ
く

・
瞋し

ん

恚に

・
愚ぐ

痴ち

」
の
三

つ
の
煩
悩
が
心
を
惑
わ
せ
る
の
で
す
。
こ

ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。

　

九
歳
で
出
家
し
た
ラ
ー
フ
ラ
は
、
い

つ
も
元
気
に
飛
び
廻
っ
た
り
、
時
々
た

わ
い
も
な
い
悪
戯
を
し
て
い
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
は
そ
れ
を
聞
き
、
あ
る
日
ラ
ー

フ
ラ
を
尋
ね
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
様
は
、
足
を
洗
う
水
を
持
っ

て
く
る
よ
う
言
い
ま
し
た
。
ラ
ー
フ
ラ

は
、
た
ら
い
に
水
を
汲
み
お
釈
迦
様
の

足
元
に
置
き
ま
し
た
。
足
を
洗
っ
た
お

釈
迦
様
は
「
こ
の
水
は
飲
め
る
か
」
と
尋

ね
ま
し
た
。
ラ
ー
フ
ラ
は
、「
こ
の
水
は
、

初
め
清
ら
か
だ
っ
た
が
、
足
を
洗
っ
た

の
で
飲
め
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
答
え
る

と
「
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
と
お
釈

迦
様
は
尋
ね
る
と
、「
捨
て
る
し
か
な
い
」

と
。
お
釈
迦
様
は
「
お
前
も
こ
の
水
と
お

な
じ
だ
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

人
は
み
な
清
ら
か
な
心
で
生
ま
れ
て
く

る
が
、
大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
世
の

中
の
色
ん
な
垢
に
染
ま
り
、
心
が
汚
れ
て
し

ま
い
、
こ
の
水
の
様
に
捨
て
て
し
ま
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
と
言
う
の
で
す
。
そ

し
て
お
釈
迦
様
は
、
そ
の
水
を
捨
て
さ
せ
ま

し
た
。
水
は
大
地
の
中
へ
入
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
も
う
二
度
と
戻
り
ま
せ
ん
。

　

お
釈
迦
様
は
、「
こ
の
水
と
同
じ
で
お

前
の
行
っ
た
行
為
も
二
度
と
戻
ら
な
い
」

と
諭
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
ラ
ー
フ
ラ
は
、
心
か
ら
懺
悔
し

た
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
、
貪
り
、

い
か
り
、
愚お

ろ
か
さ痴
に
よ
り
心
が
汚
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
懺さ

ん

悔げ

文も
ん

『
わ
れ
む
か
し
よ
り
つ

く
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
悪あ

く

業ご
う

は
、
み
な
無む

始し

の

貪と
ん

瞋じ
ん

痴ち

に
よ
り
て
、
身
と
口
と
意

こ
こ
ろ
よ
り
の
う

み
も
の
な
り
。
い
っ
さ
い
わ
れ
い
ま
懺
悔
し

た
て
ま
つ
る
』
を
お
唱
え
し
、
二
度
と
同
じ

過
ち
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
悔
い
改
め
心
清
ら

か
に
し
ま
す
。

　

今
年
の
大
晦
日
は
、
除
夜
の
鐘
を
聞
き

な
が
ら
一
年
を
振
り
返
り
、
自
分
の
行
い

を
悔
い
改
め
、
新
し
い
年
を
清
ら
か
な
心

で
迎
え
ま
し
ょ
う
。 

合 

掌　

 

瑞
應
寺
専
門
僧
堂 

監
録　

金
岡 

潔
宗

�

令
和
四
年
十
二
月
一
日
～
十
日

和
尚
さ
ん
に
辛
抱
強
く
助
け
て
頂
い
て

お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
制
中
は
続
き
ま

す
が
、
自
分
に
甘
え
る
事
な
く
、
怠
け

る
事
な
く
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

首
座　

康
稔

　

瑞
應
寺
で
迎
え
た
二
度
目
の
冬
。

　

古
参
に
な
れ
ば
余
裕
が
生
ま
れ
る
と

思
っ
た
が
、
私
の
苦
手
な
新
到
和
尚
さ

ん
へ
の
指
導
が
待
っ
て
い
た
。
自
分
の

行
動
・
背
中
を
見
せ
続
け
る
べ
き
か
、

口
酸
っ
ぱ
く
口
宣
を
入
れ
続
け
る
べ
き

な
の
か
。
何
が
正
解
か
分
か
ら
な
い
毎

日
。
相
手
を
思
う
心
だ
け
は
忘
れ
ず
に

指
導
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。

　

思
い
通
り
に
な
る
修
行
は
な
い
の
だ

と
日
々
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
一
日
一
日

を
大
切
に
精
進
し
て
い
こ
う
。

 

書
記　

慧
岳

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
昨
年
十
一
月
に
入
堂
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
総
て
が
目
新
し
い

事
ば
か
り
で
、
言
葉
の
一
つ
一
つ
が
耳

に
新
し
い
た
め
、
ま
る
で
異
国
で
の
生

活
が
始
ま
っ
た
ご
と
く
失
敗
の
連
続
の

日
々
。
役
寮
さ
ん
、
古
参
和
尚
さ
ん
の

方
々
に
ご
迷
惑
ば
か
り
か
け
て
お
り
ま

す
。還
暦
を
迎
え
る
今
年
檀
信
徒
の
方
々

と
共
に
成
長
で
き
る
和
尚
に
な
る
べ
く

威
儀
を
正
し
、小
さ
な
事
か
ら
、「
仏
・
法
・

僧
の
為
に
」
を
念
頭
に
精
進
し
て
参
り

た
い
と
存
じ
ま
す
。

 

辦
事　

智
之
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鐘 

声

■   

臘
八
摂
心

　

釈
尊
成
道
の
聖
日
を
因
み
、

十
二
月
一
日（
木
）よ
り
八
日（
木
）

暁
天
ま
で
、
恒
例
の
臘
八
摂
心
を

修
行
。
会
中
は
、
門
原
後
堂
（
東

印
請
祖
）
越
海
講
師
（
正
法
眼
蔵
）

吉
松
維
那
（
普
勧
坐
禅
儀
）
金
蔵

司
（
般
若
心
経
）
の
提
唱
を
拝
聴
。

会
中
の
供
養
施
主
に
深
謝
。

　

令
和
四
年
臘
八
摂
心

　
　

供
養
施
主
（
順
不
同
）

当　

山　

総
代
会　

殿　

愛
媛
県　

正
覺
寺　

殿

香
川
県　

南
隆
寺　

殿　

愛
知
県　

森
川
法
雲　

殿　

愛
媛
県　

義
安
寺　

殿　

岡
山
県　

東
林
寺　

殿　

愛
媛
県　

禅
興
寺　

殿　

岡
山
県　

中
興
寺　

殿　

広
島
県　

長
福
寺　

殿　

鳥
取
県　

玉
泉
寺　

殿　

当　

山　

梅
花
講　

殿　

愛
媛
県　

田
中
淑
恵　

殿　

兵
庫
県　

鶴
我
昌
三　

殿　

　
銀
杏
感
謝
録

愛
媛
県　

法
眼
寺　
　

殿

愛
媛
県　

観
音
寺　
　

殿

広
島
県　

運
西
寺　
　

殿

愛
知
県　

佐
藤
ふ
み
え
殿

愛
媛
県　

昌
福
寺　
　

殿

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

　
　
　
　

直
証
庵　
　

殿

愛
媛
県　

善
光
寺　
　

殿

愛
媛
県　

大
雄
寺　
　

殿

福
井
県　

曹
源
寺　
　

殿

広
島
県　

宗
光
寺　
　

殿

徳
島
県　

黒
松
寺　
　

殿

山
口
県　

日
天
寺　
　

殿

静
岡
県　

龍
巣
院　
　

殿

愛
媛
県　

瑞
泉
寺　
　

殿

静
岡
県　

永
明
寺　
　

殿

秋
田
県　

雲
巌
寺　
　

殿

�
(

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
受
付
迄)

　
十
二
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

臘
八
摂
心
（
八
日
迄
）

三　

日　

日
曜
参
禅
会

八　

日　

成
道
会

九　

日　

断
臂
摂
心
（
十
日
迄
）

十　

日　

震
旦
二
祖
忌

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

　
　
　
　

ベ
ル
モ
ニ
ー 

 

　
　
　
　
　
　

合
同
慰
霊
祭

廿
九
日　

餅
つ
き

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

三　

日　

寿
餠
ノ
拝

五　

日　

年
頭
総
代
会

七　

日　

お
ね
は
ん
受
付
開
始

八　

日　

日
曜
参
禅
会

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

十
九
日　

寒
行
托
鉢
（
丗
日
迄
）

廿
三
日　

法
戦
式

丗
一
日　

略
布
薩

　

瑞
應
寺
専
門
僧
堂
に
安
居
し
て

二
ヶ
月
、
間
も
な
く
冬
が
訪
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
瑞
應
寺
の
冬
は
厳

し
い
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
暖
か
い

衣
服
を
送
っ
て
く
れ
る
家
族
や
、
季

節
に
負
け
ず
厳
し
い
修
行
の
中
で
、

周
り
の
方
々
か
ら
頂
け
る
様
々
な
暖

か
い
指
導
、
心
遣
い
で
、
挫
け
る
事

な
く
晴
れ
や
か
な
春
を
迎
え
た
い
と

思
い
ま
す
。 

今
冬
首
座

広
島
県　

少
林
寺　

殿　

愛
知
県　

宝
泉
寺　

殿

島
根
県　

雲
松
寺　

殿

茨
城
県　

孝
顕
寺　

殿

愛
媛
県　

鵜
川
文
男　

殿

愛
媛
県　

小
野　

巧　

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
（
木
）
臘
八
摂
心

大
開
静
、
堂
内
朝
課
に
引
き
続
き

成
道
会
献
粥
諷
経
（
門
原
後
堂
）、

小
参
（
門
原
後
堂
）。
行
鉢
は
乳

粥
謹
喫
。
午
前
、
当
山
梅
花
講
員

に
よ
る
詠
讃
歌
の
中
、
成
道
会
正

當
諷
経
を
厳
修
。

　

九
日
（
金
）、
震
旦
二
祖
慧
可

大
師
断
臂
報
恩
の
一
夜
摂
心
。
越

海
講
師
「
正
法
眼
蔵
」
の
提
唱
を

拝
聴
。
翌
朝
四
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
。

◇ 

訂
正
の
お
願
い

《
令
和
四
年
十
二
月
号
》

P1 

御
法
語　
　

 

×　

冀　

尚
亨

　
　
　
　

 　
　

 

○　

冀　

尚
享

 
訂
正
並
び
に
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

成道会

小参


