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「
普
照
の
序
」
⑤
【
鉄て

っ

脊せ
き

撑と
う

天て
ん

】

�

（
て
っ
せ
き�

て
ん
を
さ
さ
え
る
）

『
其そ

れ
惟た

だ
雪せ

っ

竇
ち
ょ
う

禅ぜ
ん

師じ

は
超

ち
ょ
う

宗
し
ゅ
う

越お
っ

格か
く

の
正

し
ょ
う

眼げ
ん

を
具ぐ

し
て
、
正

し
ょ
う

令れ
い

を
提て

い

掇て
つ

し
、
風ふ

う

規き

を
露あ

ら

わ
さ
ず
。
烹ほ

う

佛ぶ
つ

煆か

祖そ

の
鉗け

ん

鎚つ
い

を
秉と

っ
て
納の

う

僧そ
う

向こ
う

上じ
ょ
う

の
巴は

鼻び

を
頌じ

ゅ

出し
ゅ
つ

す
』

　

五
月
二
十
九
日
は
、
瑞
應
寺
二

十
九
世
大
玄
一
光
老
師
の
二
十
七

回
忌
で
し
た
。
ご
命
日
は
七
月
二

十
日
で
す
。

　

二
十
七
回
忌
を
忍に

ん

光こ
う

忌き

と
も
云

い
ま
す
。
光
を
偲
ぶ
と
い
う
意
味

だ
そ
う
で
す
。
そ
の
通
り
一
光
老

師
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、
報
恩
の
お

勤
め
と
な
り
ま
し
た
。

　

私
が
講
師
で
就
任
し
数
年
経
過

し
た
十
二
月
の
成
道
会
の
摂
心
の

時
の
事
で
す
。

　

摂
心
は
朝
三
時
過
ぎ
か
ら
坐
禅

が
始
ま
り
ま
す
。
私
は
外
堂
に
坐

し
て
当
時
後
堂
の
雲
井
老
師
の
入

堂
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
時
、
一
光
老
師
の
坐
禅
の
姿

が
僧
堂
の
天
井
近
く
ま
で
浮
か
び

上
が
り
、
後
堂
老
師
が
入
堂
さ
れ
た

途
端
、
突
然
私
の
後
頭
部
、
首
筋
か

ら
背
中
に
か
け
て
一
光
老
師
が
ズ

ボ
ッ
と
入
り
込
ん
で
き
ま
し
た
。
私

は
思
わ
ず
「
ウ
オ
ッ
！
」
と
声
が
出

そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
感
覚
は

今
で
も
鮮
明
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

一
光
老
師
の
平
生
の
綿
密
で
妥

協
を
許
さ
ぬ
お
姿
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
書
も
高
潔
で
厳
格
。
現
在

白
眉
殿
で
は
御
幼
少
の
頃
か
ら
の

書
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
圧

倒
さ
れ
て
言
葉
が
見
つ
か
り
ま
せ

ん
。
ま
さ
に
銀
山
鉄
壁
、
よ
じ
登

る
事
も
出
来
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
私
は
、
生
涯
修
行
道
場
に

身
を
置
き
、
不
離
叢
林
（
修
行
生
活

を
離
れ
な
い
）
を
貫
か
れ
た
一
光
老

師
の
ゆ
る
ぎ
な
い
坐
相
（
坐
禅
の
お

姿
）
こ
そ
全
て
で
は
な
い
か
と
思
う

く
ら
い
心
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。

　
【
鉄
脊
撑
天
】
と
は
、
達
磨
大
師

の
お
師
匠
様
で
あ
る
般は

ん

若に
ゃ

多た

羅ら

尊そ
ん

者じ
ゃ

の
坐
禅
の
形
容
で
「
脊
椎
が
鉄
の

棒
の
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
で
、
天
を
支

え
て
い
る
」
と
云
う
表
現
で
す
。
当

に
、
そ
の
通
り
の
坐
禅
で
し
た
。

　

そ
の
坐
禅
を
し
て
い
る
一
光
老

師
が
私
の
背
中
、
と
言
う
よ
り
私
の

身
体
全
体
に
入
り
込
ん
だ
の
で
す
。

摂
心
の
最
中
で
す
か
ら
、
睡
眠
不
足

で
夢
う
つ
つ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
こ
の
夢
は
、
と
ん
で
も
な
い

夢
で
し
た
。
私
の
坐
禅
は
私
だ
け
の

坐
禅
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

　

私
は
今
、
修
行
僧
の
指
導
者
と

し
て
後
堂
と
云
う
お
役
目
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
何
を
伝
え

る
か
と
言
え
ば
、
こ
の
鉄
脊
撑
天

の
坐
禅
し
か
な
い
の
で
す
。

　

坐
中
の
功
夫
は
、
自
ら
の
坐
相

（
調
身
）
の
点
検
に
次
ぐ
点
検
。

永
平
広
録
の
お
示
し
に
も
「
納の

っ

子す

の
坐
禅
は
、
直じ

き

に
須

す
べ
か

ら
く
、
端た

ん

身し
ん

正し
ょ
う

坐ざ

を
先さ

き

と
為な

す
べ
し
、
し
か
し

て
後の

ち

、調
ち
ょ
う

息そ
く

致ち

心し
ん

す
。」と
あ
り
ま
す
。

私
達
の
坐
禅
は
身
体
と
息
と
心
を

調
え
る
の
で
す
が
、
道
元
禅
師
は
手

を
組
み
、
足
を
組
み
、
そ
し
て
背
筋

を
伸
ば
し
、
真
っ
直
ぐ
に
坐
る
こ
と

が
第
一
と
お
示
し
で
す
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
私
達
の
僧
堂
で

の
こ
の
坐
禅
は
、
一
個
人
の
坐
禅
で

は
な
く
、
お
釈
迦
様
か
ら
始
ま
っ
て
、

今
日
ま
で
佛
法
を
お
伝
え
し
て
来
ら

れ
た
祖
師
の
坐
禅
、
そ
し
て
こ
の
僧

堂
の
過
去
現
在
未
来
の
修
行
者
の
坐

禅
が
、
私
達
の
坐
禅
の
中
身
で
し
た
。

　

祖
師
と
は
、
達
磨
大
師
の
事
を

云
う
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
坐
禅

を
実
践
し
、
伝
え
て
こ
ら
れ
た
歴

代
の
祖
の
事
。
お
釈
迦
様
を
含
め

て
佛
祖
と
云
い
ま
す
。

　

そ
の
坐
禅
を
い
っ
た
い
何
時
ま

で
続
け
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
。

　

私
が
ま
だ
参
禅
者
で
通
っ
て
い

る
頃
、
一
光
老
師
に
「
こ
れ
か
ら
ど

れ
く
ら
い
瑞
應
寺
に
通
っ
て
坐
禅

し
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね

ま
し
た
。
老
師
は
即
答
「
ま
あ
四
十

年
だ
な
」。
一
瞬
私
は
「
聞
か
な
け

れ
ば
良
か
っ
た
」
と
思
い
ま
し
た
。

　
「
超
宗
越
格
」の
お
答
え
で
し
た
。

　

こ
の
「
僧
堂
に
四
十
年
坐
れ
」

と
い
う
言
葉
は
私
の
坐
禅
修
行
に

対
す
る
意
識
を
は
る
か
に
超
え
て

い
ま
し
た
。
私
は
私
の
思
惑
を
無

視
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。

　
【
正
令
を
提
掇
し
】
一
光
老
師

は
「
正
と
は
一
も
っ
て
止と

ど

ま
る
」

と
お
示
し
で
し
た
。

　
「
正
令
」
は
佛
祖
の
正
し
い
号

令
、法
令
。「
提
掇
」は
ひ
っ
さ
げ
る
。

　

雪
竇
禅
師
は
佛
祖
と
一
つ
に
成

ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
佛
祖
の

言
葉
を
ひ
っ
さ
げ
て
、
誰
で
も
ど

こ
で
も
い
つ
で
も
、
抵
抗
す
る
こ

と
な
く
佛
祖
の
境
涯
と
生
き
方
を

い
た
だ
け
る
よ
う
に
誓
願
さ
れ
、

こ
の
百
則
を
示
さ
れ
た
の
で
す
。

　
【
風
規
を
露
わ
さ
ず
】
風
規
は
、

風
格
や
規
則
と
い
う
世
間
の
常

識
、
決
ま
り
事
。
い
わ
ゆ
る
駆
け

引
き
や
損
得
な
ど
の
比
べ
あ
い
と

い
う
選
り
好
み
や
世
間
的
な
価
値

観
に
振
り
回
さ
れ
な
い
生
き
方
を

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
【
烹
佛
煆
祖
の
鉗
鎚
を
秉
っ
て
】

佛
を
煮
て
祖
師
を
焼
く
。［
殺せ

つ

佛ぶ
つ

殺せ
っ

祖そ

］
佛
を
殺
し
祖
師
を
殺
す
。

或
い
は
［
超

ち
ょ
う

佛ぶ
つ

越お
っ

祖そ

］
佛
を
超
え

祖
師
を
越
え
る
。

　

鉗
は
金
バ
サ
ミ
、
鎚
は
つ
ち
。

も
と
も
と
は
師
家
（
指
導
者
）
が
修

行
者
を
鍛
え
る
意
味
で
す
が
、
佛
で

あ
ろ
う
が
祖
師
で
あ
ろ
う
が
真
っ

赤
な
炉
の
中
に
い
れ
て
叩
い
て
潰

し
て
し
ま
う
。
雪
竇
禅
師
様
は
佛
祖

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 
【
六
】 

― 

一
光
老
師
二
十
七
回
忌 

―
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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

の
で
す
。

　

ご
尊
影
に
尋
ね
ま
し
た
。「
あ

と
ど
れ
く
ら
い
こ
こ
で
坐
れ
ば

良
い
で
す
か
」

　
「
ま
だ
あ
と
二
十
年
だ
な
」

こ
の
度
は
聞
か
な
か
っ
た
事
に

し
ま
す
。�

（
続
く
）

 

放
て
ば
満
て
り

　

先
日
、
町
中
に
サ
ル
が
出
た
と
い

う
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
て
、
随
分
昔

に
見
た
テ
レ
ビ
番
組
を
思
い
出
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
サ
ル
が
箱
の
中
の

餌
を
ど
う
や
っ
て
取
り
出
す
か
？
と

い
う
実
験
の
番
組
で
し
た
。

　

サ
ル
の
前
に
は
、
サ
ル
の
手
が

入
る
程
度
の
穴
が
開
け
ら
れ
た
透

明
な
ア
ク
リ
ル
板
の
箱
が
置
い
て

あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
箱

の
中
に
は
果
物
が
数
種
類
入
っ
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
サ
ル
は
、

箱
に
開
い
た
穴
か
ら
手
を
入
れ
て
、

出
来
る
だ
け
多
く
の
食
べ
物
を
取

ろ
う
と
、
ム
ン
ズ
と
つ
か
む
の
で

す
。
沢
山
つ
か
ん
だ
の
は
良
い
が
、

今
度
は
手
が
出
て
来
な
い
。
仕
方

な
く
つ
か
ん
だ
も
の
を
離
せ
ば
、
手

が
出
て
来
る
。
で
も
、
や
っ
ぱ
り

食
べ
た
い
か
ら
ま
た
手
を
入
れ
る
。

す
る
と
ま
た
手
が
出
な
い
。
そ
ん

な
こ
と
を
何
度
も
何
度
も
繰
り
返

し
て
い
る
間
に
、
果
物
を
沢
山
つ

か
ん
で
も
取
り
出
せ
な
い
ん
だ
と

気
が
付
い
た
の
か
、
少
し
ず
つ
取
っ

て
食
べ
始
め
る
と
い
う
映
像
で
あ

り
ま
し
た
。

　

穴
の
大
き
さ
を
考
え
も
せ
ず
に
、

一
度
で
沢
山
取
ろ
う
と
す
る
と
は
、

こ
れ
が
本
当
の
サ
ル
の
浅
知
恵
か
と

感
じ
な
が
ら
見
て
い
た
の
を
覚
え
て

い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
ふ
と
考
え
ま
し
た
。
あ

の
と
き
の
サ
ル
の
行
動
は
、
サ
ル
だ

か
ら
笑
っ
て
見
て
い
た
け
れ
ど
も
、

同
じ
事
を
人
間
が
や
っ
た
ら
笑
え
な

い
な
ぁ
。
い
や
い
や
、
気
付
か
ず
に

や
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
沢

山
あ
る
の
だ
ろ
う
な
ぁ
と
。

　

現
代
人
の
私
共
に
は
、
捨
て
ら
れ

な
い
こ
と
が
沢
山
過
ぎ
る
ほ
ど
あ
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？

　

道
元
禅
師
さ
ま
は
、
正
法
眼
蔵
と

言
う
書
物
の
中
で
、「
放
て
ば
満
て

り
」
と
い
う
お
言
葉
で
、
執
着
す
る

心
を
棄
て
な
さ
い
と
お
示
し
に
な

り
、
執
着
を
手
放
す
こ
と
の
大
切
さ

を
お
説
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
な
っ
て
か
ら
、
キ
ャ

ン
プ
を
す
る
動
画
が
人
気
を
博
し
て

い
る
と
聞
い
て
、
私
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
み
ま
し
た
。
す

る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
不
便
さ
を
求
め
る

か
の
よ
う
に
、
人
里
離
れ
た
山
や
川

に
出
か
け
、
足
り
な
い
モ
ノ
は
現
場

で
調
達
し
た
り
作
っ
た
り
し
な
が

ら
、
キ
ャ
ン
プ
を
す
る
動
画
の
シ

リ
ー
ズ
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

木
の
枝
や
石
を
集
め
て
、
こ
ん
な

工
夫
を
す
る
だ
け
で
、
キ
ャ
ン
プ
が

楽
し
く
な
る
な
ん
て
、
へ
ぇ
大
し
た

も
ん
だ
な
あ
と
か
、
普
段
の
暮
ら
し

で
良
か
ろ
う
に
、
ワ
ザ
ワ
ザ
不
便
な

所
に
行
か
な
く
て
も
…
と
思
っ
た
の

で
す
が
、
同
時
に
こ
ん
な
こ
と
を
思

い
ま
し
た
。今
の
時
代
、便
利
に
な
っ

て
指
先
一
本
で
何
で
も
出
来
て
し
ま

い
ま
す
。
欲
し
い
モ
ノ
が
あ
れ
ば
ス

マ
ホ
を
ポ
チ
ッ
。
暑
い
と
き
寒
い
と

き
に
は
、
エ
ア
コ
ン
の
リ
モ
コ
ン
で

ポ
チ
ッ
。
で
も
！
誰
も
が
皆
、
心
の

何
処
か
で
満
た
さ
れ
な
い
何
か
を
抱

え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
キ
ャ
ン

プ
の
動
画
や
テ
レ
ビ
番
組
に
人
気

が
集
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
…
。

ほ
ん
の
一
時
で
も
、
そ
の
便
利
な
も

の
を
手
放
し
て
み
る
こ
と
が
、
私
達

人
間
に
は
必
要
な
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
ね
。

　

心
が
満
た
さ
れ
な
い
と
思
っ
て
い

る
人
は
、
思
い
切
っ
て
、
便
利
な
生

活
、
快
適
な
生
活
か
ら
、
少
し
離
れ

て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
キ
ャ

ン
プ
ま
で
と
は
言
わ
ず
と
も
、
山
間

の
鄙
び
た
温
泉
宿
に
泊
ま
っ
て
ス
マ

ホ
を
持
た
ず
、
テ
レ
ビ
も
見
ず
、
新

と
一
つ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な

激
し
い
表
現
が
出
来
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
佛
祖
を
は
る
か
彼か

方な
た

の
存
在
に
見
て
、
自
分
と
一
つ
だ

な
ん
て
思
い
も
し
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
雪
竇
禅
師
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
手
段
で
、
佛
祖
を
こ
っ
ち
に
引

き
寄
せ
て
下
さ
る
の
で
す
。

　
【
納
僧
向
上
の
巴
鼻
を

頌
出
す
】
納
僧
は
納の

う

衣え

（
ぼ
ろ
布
を
縫
い
合
わ
せ

た
衣
）
を
着
た
修
行
僧

で
禅
僧
の
事
。
上
求
菩

提
下
化
衆
生
と
言
い
ま

す
が
、
向
上
が
そ
の
ま

ま
教
化
で
す
。
私
達
の

坐
禅
が
そ
の
ま
ま
衆
生

済
度
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
を
佛
様
の
世
界

に
導
い
て
い
る
の
で
す
。

巴
鼻
は
つ
か
ま
え
ど
こ

ろ
。
牛
を
飼
育
す
る
際

に
、
鼻
繰
り
と
い
う
道

具
で
鼻
を
先
ず
捉
え
ま

す
。
修
行
僧
の
つ
か
ま

え
ど
こ
ろ
を
示
さ
れ
る

の
で
す
。

　

鼻
先
を
つ
か
む
。私
は
一

光
老
師
に
鼻
先
を
つ
か
ま

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
向

上
の
道
を
歩
む
し
か
な
い

逮 
夜

献 

粥

当
山
二
十
九
世

　
　
　
二
十
七
回
忌
法
語



（3）　第888号 令和４年７月１日い　ち　ょ　う

聞
も
読
ま
ず
に
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
あ
る
い
は
自
宅
で
一
日
二
日
、

そ
う
や
っ
て
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
利
便
性
か
ら
離
れ
る
と
、
も
っ

と
心
穏
や
か
で
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た

時
間
を
過
ご
せ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。「
放
て
ば
満
て
り
」
で
す
。

�

高
知
県�

浄
貞
寺　

伊
藤
正
賢
師

�

令
和
四
年
五
月
十
一
日
～
二
十
日

 

茶
に
お
う
て
は 

 

　
　
　
　
茶
を
喫
し

　

瑩
山
禅
師
さ
ま
に
、「
茶
に
お
う

て
は
茶
を
喫
し
、
飯
に
お
う
て
は
飯

を
喫
す
」
と
い
う
お
言
葉
が
ご
ざ
い

ま
す
。
今
日
は
そ
れ
に
つ
い
て
お
話

を
い
た
し
ま
す
。

　

四
国
と
言
え
ば
、
う
ど
ん
県
の
異

名
を
持
つ
香
川
県
も
あ
り
ま
す
の

で
、
四
国
全
体
が
う
ど
ん
好
き
の
よ

う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
我

が
家
は
私
を
含
め
皆
が
大
の
蕎
麦
好

き
。
い
つ
か
は
自
分
で
蕎
麦
を
打
っ

て
家
族
に
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
た
い
も

の
だ
と
い
う
の
が
、
二
十
数
年
来
の

夢
な
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
私
の
夢
が
叶
う
日
が
や
っ

て
来
た
の
が
、
数
年
前
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
あ
る
日
、
一
人
の
他
宗
の

お
坊
さ
ん
が
坐
禅
を
し
た
い
と
、
我

が
お
寺
に
尋
ね
て
い
ら
し
た
の
で

す
。
坐
禅
会
に
加
わ
ら
れ
て
半
年
ほ

ど
し
た
後
の
茶
話
会
の
時
、「
私
、

蕎
麦
打
ち
を
し
て
い
ま
す
」
と
。
蕎

麦
打
ち
を
や
っ
て
み
た
か
っ
た
私
に

と
っ
て
、
ま
さ
に
渡
り
に
船
で
あ
り

ま
し
た
。

　

さ
り
と
て
、
私
一
人
で
教
わ
る
の

は
も
っ
た
い
な
い
と
、
同
志
を
募
っ

た
と
こ
ろ
、
坐
禅
会
の
人
を
含
め
六

名
が
集
ま
っ
て
、
月
に
二
回
の
「
蕎

麦
道
場
」
と
銘
打
つ
蕎
麦
打
ち
講
座

が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

蕎
麦
を
打
つ
に
は
先
ず
、
こ
ね
鉢

に
入
れ
た
蕎
麦
粉
に
少
し
水
を
回

し
て
、
素
早
く
混
ぜ
な
が
ら
捏
ね

て
、
蕎
麦
玉
と
呼
ば
れ
る
塊
り
を

作
り
ま
す
。
次
に
、
蕎
麦
玉
を
の

し
板
に
移
し
て
手
で
広
げ
、
さ
ら

に
の
し
棒
を
使
っ
て
正
方
形
に
な

る
よ
う
に
延
ば
し
て
い
き
ま
す
。
薄

く
均
等
に
延
ば
し
終
わ
っ
た
ら
、
粉

を
振
り
な
が
ら
八
つ
折
り
に
畳
み

ま
す
。
そ
れ
を
、
同
じ
細
さ
で
切

れ
る
よ
う
に
、
定
規
な
よ
う
な
も

の
を
当
て
て
リ
ズ
ム
よ
く
切
る
と
、

蕎
麦
の
出
来
上
が
り
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
言
う
は
易
し
、

さ
れ
ど
行
う
は
難
し
」
と
は
よ
く
言

う
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
幾
度

も
手
ほ
ど
き
を
受
け
な
が
ら
、
今

度
こ
そ
は
と
頑
張
る
の
で
す
が
、
思

い
通
り
に
い
か
な
い
の
が
正
直
な

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
。
お
ぼ
つ

か
な
い
捏
ね
や
延
し
、
不
揃
い
な

太
さ
の
蕎
麦
で
す
の
で
、
お
蕎
麦

屋
さ
ん
の
そ
れ
と
は
雲
泥
の
差
で

す
。
た
だ
、ひ
と
つ
言
え
る
こ
と
は
、

皆
で
打
っ
て
、
皆
で
食
す
、
そ
の

満
足
感
と
味
は
例
え
よ
う
も
な
い

も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
一
年
が
過
ぎ
、
そ
れ
な

り
に
格
好
は
つ
い
て
き
た
も
の
の
、

出
来
栄
え
は
ま
だ
ま
だ
だ
と
、
蕎
麦

を
打
っ
て
い
た
時
で
す
。
ふ
と
、
一

番
大
切
な
事
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

「
蕎
麦
粉
と
水
と
自
分
が
ひ
と
つ
に

な
っ
て
、
捏
ね
て
伸
ば
し
て
切
っ
て

茹
で
、
水
に
晒
し
て
ざ
る
に
載
せ
、

い
た
だ
く
。そ
れ
だ
け
で
良
い
の
だ
。

あ
あ
し
て
み
よ
う
、
こ
う
し
て
み
よ

う
な
ど
と
い
う
邪
念
を
捨
て
て
、
丁

寧
に
蕎
麦
を
打
っ
て
、
茹
で
て
、
晒

し
て
、
い
た
だ
く
。
蕎
麦
は
そ
れ
だ

け
で
十
分
美
味
し
い
の
だ
」
と
。

　

す
る
と
「
茶
に
お
う
て
は
茶
を
喫

し
、
飯
に
お
う
て
は
飯
を
喫
す
」
の

瑩
山
禅
師
様
の
お
言
葉
が
ス
ー
ー
っ

と
胸
に
入
り
込
ん
で
、
気
持
ち
が
楽

に
な
っ
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。

　

私
た
ち
の
日
暮
ら
し
の
中
に
は
、

何
か
し
ら
の
悩
み
ご
と
や
心
配
ご
と

が
つ
き
ま
と
う
も
の
で
す
が
、
先
ず

は
今
日
、
今
こ
の
と
き
、
や
る
べ
き

こ
と
を
、
や
る
べ
き
よ
う
に
、
丁
寧

に
つ
と
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

�

高
知
県�

浄
貞
寺　

伊
藤
正
賢
師

�

令
和
四
年
五
月
二
十
一
日
～
三
十
一
日

 

僧
堂
の
行
持

　

衣
替
え
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

と
は
い
え
先
月
の
連
休
明
け
頃
か

ら
、
日
が
差
せ
ば
夏
の
よ
う
な
気

温
で
、
日
中
は
も
う
夏
服
に
さ
れ

て
い
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

四
季
の
移
ろ
い
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
冬
の
次
は
す
ぐ
に
夏

で
、
気
候
そ
の
も
の
が
移
ろ
っ
て

い
る
か
の
よ
う
な
昨
今
で
す
。
そ

れ
で
も
、
こ
の
季
節
、
裏
庭
に
ホ

タ
ル
が
迷
い
込
ん
で
来
た
り
、
孟

宗
竹
が
生
え
終
わ
り
今
度
は
真
竹

が
生
え
始
め
る
な
ど
、
身
近
な
動

植
物
の
営
み
の
リ
ズ
ム
は
す
ぐ
に

は
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

　

瑞
応
寺
で
は
、
毎
年
夏
と
冬
に

九
十
日
の
期
間
を
設
け
て
正
式
な
修

行
に
励
み
ま
す
。
修
行
自
体
は
年
中

行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
期
間
は

新
た
に
入
門
し
た
り
修
了
し
た
り
せ

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
配
役
を
頂
い
て
、

そ
の
役
目
を
全
う
し
ま
す
。
歴
代
の

お
祖
師
様
方
が
連
綿
と
伝
え
ら
れ
た

修
行
法
で
す
。
特
に
夏
の
修
行
は
、

イ
ン
ド
に
お
い
て
雨
季
の
期
間
の

三
ヵ
月
、
一
定
の
場
所
に
留
ま
っ
て

修
行
し
た
こ
と
に
始
ま
る
、
お
釈
迦

様
の
時
代
か
ら
の
行
持
で
す
。

　

普
通
は
、行
事
と
い
う
と
こ
ろ
を
、

僧
堂
（
修
行
道
場
）
で
は
行
持
と
い

う
。
行
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
修
行

の
行
で
、
持
と
い
う
の
は
持
続
す
る

こ
と
で
す
。
つ
ま
り
行
持
と
は
、
教

え
に
従
っ
て
修
行
し
、
そ
の
修
行
を

怠
り
な
く
持
続
し
て
い
く
こ
と
を
い

い
ま
す
。
瑞
応
寺
で
は
、
ど
ん
な
時

に
で
も
、
常
に
こ
の
僧
堂
の
行
持
が

修
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

以
前
は
一
般
の
参
禅
者
数
名
が
、
毎

日
午
前
四
時
か
ら
の
坐
禅
に
参
加
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

私
自
身
が
修
行
僧
と
し
て
瑞
応
寺

僧
堂
で
指
導
を
受
け
て
い
た
頃
は
、

そ
ん
な
参
禅
者
を
み
て
「
毎
朝
四
時

に
参
禅
に
来
ら
れ
る
ほ
ど
坐
禅
が
好

き
な
ら
、
お
寺
に
来
る
時
間
も
家
で

坐
禅
す
る
方
が
い
い
の
で
は
。」
な

ど
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
で

す
が
、
い
ざ
自
分
の
お
寺
を
ひ
と
り

で
切
り
盛
り
す
る
と
、
毎
朝
少
し
坐

禅
や
お
勤
め
を
す
る
く
ら
い
で
、
と

て
も
僧
堂
の
よ
う
な
行
持
を
行
う
こ

と
は
難
し
く
、僧
堂
を
離
れ
て
み
て
、

大
衆
の
威
神
力
と
も
呼
ば
れ
る
、
僧

堂
で
の
修
行
が
有
難
い
こ
と
だ
っ
た

の
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
仏
祖
の

命
脈
で
あ
る
僧
堂
の
行
持
が
、
い
つ

ま
で
も
変
わ
ら
ず
修
行
で
き
る
こ
と

を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

�

瑞
應
寺
専
門
僧
堂�

維
那　

吉
松
聖
博

�

令
和
四
年
六
月
一
日
～
十
日
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鐘 
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当
山
廿
九
世
廿
七
回
忌
法
要

　

五
月
二
十
九
日
（
日
）、
当
山
廿

九
世
大
玄
一
光
大
和
尚
の
廿
七
回

忌
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　

前
日
の
逮
夜
諷
経
、
当
日
の
献
粥

諷
経
は
門
原
後
堂
が
導
師
を
勤
め
ら

れ
、
正
當
諷
経
は
、
大
本
山
永
平

寺
監
院
小
林
昌
道
老
師
導
師
の
も

と
厳
修
さ
れ
た
。

　

一
週
間
前
よ
り
元
安
居
者
の
方
に

　
六
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

七　

日　

参
玄
会(

九
日
迄)

十
四
日　

��

配
役
行
茶
・
首
座
入
寺
式

楞
厳
会
啓
建�

�

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　

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

三　

日　

日
曜
参
禅
会

五　

日　

参
玄
会(

七
日
迄)

十　

日　

恵
光
忌

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
五
日　

筆
供
養
・
弁
天
大
祭

十
六
日　

水
施
食

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗　

日　

大
玄
忌

丗
一
日　

略
布
薩

　

四
月
に
上
山
し
、
一
ヶ
月
半
が
過
ぎ

ま
し
た
。
一
つ
の
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
か
と
思
え
ば
、
二
つ
も
三
つ

も
失
敗
す
る
日
々
で
し
た
。
多
く
の
方

か
ら
厳
し
く
も
あ
た
た
か
い
御
指
導
を

い
た
だ
き
、
同
安
居
の
方
と
は
、
共
に
、

学
び
合
い
な
が
ら
や
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
夏
制
中
で
は
首
座
の
大

役
を
頂
き
ま
し
た
。
不
安
も
多
く
あ
り

ま
す
が
、
少
し
で
も
多
く
の
こ
と
を
学

び
、
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。�

今
夏
首
座

■���

夏
安
居
入
制

　

六
月
十
四
日
（
火
）
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
峯
岡
德
彦
士
（
広
島

県
少
林
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
。

は
、
法
要
準
備
、
山
内
清
掃
を
始
め

と
し
て
尽
力
頂
き
、
法
要
当
日
に
は
、

僧
俗
合
わ
せ
て
約
百
人
を
超
え
る
随

喜
衆
に
よ
り
、
無
事
円
成
の
運
び
と

な
っ
た
。

白眉殿展示物
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廿
七
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一
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光
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龍
淵

　　
眞
慈
照
鑑
來
儀
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今
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大
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光
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燈
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開
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