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禅
寺
の
住
職
と
い
う
の
は
昔
か
ら
料
理
が
上

手
で
は
な
い
に
し
て
も
作
れ
る
人
は
多
い
。
そ

の
理
由
は
小
僧
時
代
や
修
行
道
場
で
の
経
験
が

あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。

今
の
時
代
は
親
の
後
を
世
襲
し
て
住
職
す
る

寺
が
多
く
な
っ
た
か
ら
、
一
昔
前
の
よ
う
に
料

理
が
で
き
る
禅
僧
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

斯
く
言
う
私
は
小
学
校
四
年
生
の
頃
、
母
が

病
に
伏
し
て
い
た
か
ら
み
そ
汁
の
作
り
方
や
、

大
根
や
芋
の
皮
む
き
、
た
く
あ
ん
の
切
り
方
な

ど
を
教
わ
り
煮
し
め
等
は
作
っ
て
い
た
、
そ
の

後
学
生
時
代
に
は
自
炊
を
し
た
こ
と
も
あ
る
し
、

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
で
の
野
外
活
動
な
ど
を
通
し

て
料
理
は
下
手
な
が
ら
作
る
機
会
が
多
か
っ
た
。

曹
洞
宗
宗
祖
、
大
本
山
永
平
寺
を
開
か
れ
た
、

道
元
禅
師
は
料
理
す
る
こ
と
も
仏
道
修
行
と
し

て
、
永
平
寺
の
台
所
係
（
典
座

て

ん

ぞ

）
の
為
に
「
典

座
教
訓
」
と
い
う
聖
典
を
遺
し
て
お
ら
れ
る
、

之
を
要
約
す
る
と
。

料
理
を
調
理
（
と
と
の
え
お
さ
め
る
）
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
献
立
を
考
え
る
と
き
か
ら
、

材
料
の
取
り
合
わ
せ
、
季
節
感
、
彩
り
、
味
覚

の
バ
ラ
ン
ス
、
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
等
々
へ
の
配

慮
、
食
材
の
一
つ
一
つ
が
持
っ
て
い
る
個
性
を

生
か
す
工
夫
、
食
材
の
皮
や
茎
な
ど
残
り
も
の

も
粗
末
に
し
な
い
工
夫
、
使
っ
た
鍋
釜
布
巾
等

の
道
具
も
納
め
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
調
え
て
終
わ

る
ま
で
、
命
を
育
む
食
の
大
切
さ
を
細
か
く
説

か
れ
て
い
る
。

私
は
料
理
を
上
手
に
作
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

し
か
し
子
供
達
が
独
立
し
て
広
い
山
内
に
二
人

き
り
の
生
活
（
食
事
）
が
多
く
な
っ
た
こ
の
頃
、

日
中
は
若
い
者
が
い
る
と
は
い
え
、
来
客
や
電

話
の
応
対
に
忙
し
く
勤
め
る
妻
に
、
朝
夕
の
食

事
を
一
人
に
任
せ
て
お
く
の
も
ど
う
か
と
、「
慈

悲
」
を
説
く
立
場
の
吾
に
目
覚
め
た
の
か
、
典

座
へ
の
拘
り
な
の
か
、
本
音
は
妻
が
先
生
で
私

が
生
徒
と
い
う
関
係
が
穏
や
か
に
過
ご
せ
る
と

思
う
と
、
自
然
と
台
所
に
立
つ
こ
と
が
多
く
な

っ
た
。

先
日
も
三
十
数
年
ぶ
り
で
「
胡
麻
豆
腐
」
に

挑
戦
し
た
、
客
も
な
い
の
に
調
理
と
い
う
の
も

気
が
重
い
か
ら
、
婦
人
坐
禅
会
と
御
詠
歌
の
練

習
日
に
合
わ
せ
て
、
数
品
を
作
り
も
て
な
し
た
。

お
世
辞
に
も
美
味
し
い
と
い
っ
て
食
し
て
く
れ

れ
ば
、
又
何
時
か
と
い
う
気
分
に
さ
せ
て
く
れ

る
。昨

年
十
月
十
一
日
土
曜
日
に
は
禅
昌
寺
恒
例

行
事
と
な
っ
て
い
る
「T

su
kim
i
in

寺
」
の
演

奏
会
が
開
か
れ
た
、
演
奏
は
フ
ル
ー
ト
・
マ
ン

ド
リ
ン
＆
鼓
弓
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
コ
ン
サ
ー
ト
だ

っ
た
。
何
れ
も
国
際
的
な
演
奏
家
と
あ
っ
て
。

小
学
一
年
生
か
ら
九
十
六
歳
の
方
ま
で
三
百
七

十
余
名
が
一
つ
に
な
っ
て
そ
の
音
色
に
感
動
し

た
。
こ
の
演
奏
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
宣
伝
の

チ
ラ
シ
、
チ
ケ
ッ
ト
、
当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

制
作
ま
で
、
寺
に
集
う
人
の
手
作
り
の
奉
仕
で

あ
る
。
会
場
の
設
営
、
照
明
・
音
響
・
会
場
案

内
・
駐
車
場
交
通
整
理
等
々
皆
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
成
り
立
っ
て
い
る
。

演
奏
さ
れ
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
聴
衆
の
心
を
、

年
齢
・
宗
派
・
男
女
等
々
を
超
越
し
て
一
つ
に

陶
酔
さ
せ
て
く
れ
る
。
天
に
月
を
戴
い
て
言
葉

に
は
言
い
尽
く
せ
な
い
幽
玄
の
世
界
を
醸
す
。

演
奏
会
の
打
ち
上
げ
は
演
奏
者
を
交
え
、
夜

の
更
け
る
ま
で
余
韻
に
浸
る
。
宴
の
料
理
は
お

粗
末
な
和
尚
の
手
作
り
だ
が
、
名
演
奏
に
和
え

ら
れ
て
好
評
を
得
て
又
作
り
た
く
な
る
。
さ
て

次
は
何
を
作
ろ
う
か
と
考
え
る
と
き
食
材
の
一

つ
一
つ
の
持
つ
味
や
彩
り
が
鮮
明
に
な
る
。
料

理
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
重
ね
る
内
に
あ
く
が
強

く
、
個
性
の
強
い
食
材
ほ
ど
調
理
の
仕
方
で
味

の
妙
が
深
い
こ
と
に
気
づ
く
。

日
本
料
理
に
は
煮
る
・
焼
く
・
炒
め
る
・
蒸

す
・
和
え
る
等
と
あ
る
が
、
中
で
も
「
和
え
物
」

は
簡
単
な
よ
う
で
難
し
い
、
食
感
や
味
の
異
な

る
食
材
を
取
り
合
わ
せ
て
、
縁
結
び
役
の
調
味

料
を
加
え
る
と
、
食
材
は
互
い
に
持
ち
味
を
生

か
し
あ
っ
て
滋
味
と
な
る
。

演
奏
会
の
合
奏
も
音
色
の
異
な
る
楽
器
が
互

い
に
活
か
し
あ
っ
て
旋
律
を
作
り
名
曲
と
な
る
。

人
間
社
会
も
わ
し
が
、
俺
が
、
私
が
と
自
己

中
心
は
他
を
生
か
せ
な
い
ば
か
り
か
、
自
分
に

授
か
っ
て
い
る
素
晴
ら
し
い
持
ち
味
を
も
失
っ

て
し
ま
う
。
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無
量
寺
の
庭
の
小
さ
な
池
に
、
白
と
ピ
ン
ク
の
蓮は

す

が
朝

ご
と
に
花
を
開
か
せ
、
訪
れ
る
人
の
心
を
な
ご
ま
せ
て
く

れ
て
お
り
ま
す
。
ピ
ン
ク
の
蓮
は
、
数
年
前
に
知
人
か
ら

い
た
だ
い
た
大
賀
蓮

お
お
が
は
す

な
の
で
す
。

千
葉
県
検
見
川

け

み

が

わ

遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
３
個
の
蓮
の
実

の
１
個
が
、
故
大
賀
博
士
の
指
導
の
も
と
、
２
千
年
前
の

深
い
眠
り
か
ら
醒さ

め
て
発
芽
し
、
み
ご
と
に
花
を
咲
か
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
た
ず
さ
わ
っ
た
方
々
の
、
そ
の
時
の
感
動
は
ど

れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
、
大
賀
蓮
の
花
の
開
く
の
を

眺
め
る
た
び
に
、
私
ま
で
も
胸
の
高
鳴
る
の
を
覚
え
ま
す
。

２
年
前
、
お
茶
の
弟
子
の
Ｋ
さ
ん
が
、
ぜ
ひ
に
と
い
う

の
で
株
分
け
を
し
て
さ
し
あ
げ
ま
し
た
。

Ｋ
さ
ん
の
家
の
庭
に
は
立
派
な
池
が
あ
り
ま

す
。
お
寺
か
ら
い
た
だ
い
た
大
賀
蓮
と
い

う
の
で
、
Ｋ
さ
ん
夫
妻
は
大
切
に
大

切
に
育
て
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
１
年
経た

っ
て
も

２
年
経
っ
て
も
、花
は
お
ろ
か
、

葉
も
茎
も
育
た
ず
、
生
き
て

い
る
だ
け
が
や
っ
と
と
い
う

あ
り
さ
ま
。「
ど
う
し
た
の
で

し
ょ
う
」
と
、
Ｋ
さ
ん
が
相

談
に
き
ま
し
た
。

Ｋ
さ
ん
の
住
ん
で
お
ら
れ
る
の

は
、
美
し
く
冷
た
い
清し

水み
ず

が
豊
か
に

湧わ

き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

Ｋ
さ
ん
の
家
も
こ
の
清
水
を
利
用
し
て
造
ら
れ
た

池
で
あ
る
こ
と
に
私
は
気
づ
き
ま
し
た
。

「
Ｋ
さ
ん
の
池
の
水
、
き
れ
い
す
ぎ
る
の
よ
。
蓮
は

泥
田

ど

ろ

た

の
た
ま
り
水
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
。
泥
を
肥
料

と
し
て
蓮
の
根
を
太
ら
せ
、
た
ま
り
水
は
太
陽
熱
を
い
っ

ぱ
い
吸
収
し
て
柔
ら
か
く
温
か
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

面
白
い
で
す
ね
、
清
水
で
は
駄
目
で
、
泥
田
が
い
い
と
い

う
の
は
」

泥
を
捨
て
た
ら

美
し
い
花
は
咲
か
な
い

高
原
陸
地
に
　
蓮
花

れ

ん

げ

生
ぜ
ず

卑
湿
汚
泥

ひ

し

つ

お

で

い

こ
の
花
を
生
ず

こ
れ
は
お
釈
迦

し

ゃ

か

さ
ま
の
お
言
葉
で
す
。

乾
燥
し
た
高
原
や
陸
地
や
清
流
に
は
蓮
は
育
た
ず
、
泥

沼
や
泥
田
の
中
に
し
か
、
あ
の
美
し
い
花
は
咲
か
な
い
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
泥
中

で
い
ち
ゅ
う

の
蓮
華

れ

ん

げ

」
と
い
い
「
泥
多
け
れ
ば
　
仏

ほ
と
け

大だ
い

な
り
」
と

い
い
、
仏
さ
ま
方
が
手
に
持
っ
て
お
ら
れ
る
も
の
も
、
お

座
り
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
台
座
も
、
蓮
華
が
多
い
こ
と
は

ど
な
た
も
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。

昔
か
ら
、
仏
の
教
え
は
泥
中
に
咲
く
蓮
の
花
に
た
と
え
て

説
か
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
心
し
て
受
け
と
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
２
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

１
つ
目
は
、「
泥
に
染
ま
ら
な
い
で
」
で
は
、
決
し
て
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

時
々
、

「
泥
の
中
に
あ
り
な
が
ら
泥
に
染
ま
ら
ず
、
あ
の
清
ら
か
な

花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に
、
人
々
も
世
の
中
の
泥
に
染
ま
ら

ず
、
美
し
く
生
き
ま
し
ょ
う
」

と
説
き
、
あ
る
い
は
受
け
と
め
て
い
る
方
に
よ
く
出
会

い
ま
す
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

そ
う
い
う
受
け
と
め
方
で
は
泥
は
汚
い
も
の
、
い
と
う

べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
染
ま
ら
ず
、
清
ら
か
に
生
き
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る
世
界
が
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
こ
を
求
め
て
ゆ
か
ね

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
響
き
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

い
ま
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、
家
族
、
あ
る
い

は
働
い
て
い
る
職
場
を
放
り
出
し
て
ど
こ
か
へ
と
探
し
に

出
か
け
る
姿
勢
で
あ
る
限
り
、
よ
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も

見
つ
か
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
泥
を
切
り
捨
て
た
ら

美
し
い
花
も
咲
き
ま
せ
ん
。
泥
が
大
切
で
あ
り
、
泥
あ
っ

て
こ
そ
初
め
て
開
く
蓮
の
花
な
の
で
す
。

２
つ
目
に
心
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
は
、
泥
が
ど

ん
な
に
大
切
で
、
泥
が
な
け
れ
ば
花
は
咲
か
な
い
と
い
っ

て
も
、
泥
イ
コ
ー
ル
花
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
泥
は
あ

く
ま
で
泥
で
あ
っ
て
、
花
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

泥
を
ど
う
肥
料
と
し
て
消
化
し
、
昇
華

し
ょ
う
か

し
て
、
美
し
い

花
を
咲
か
せ
た
ら
よ
い
か
。

貧
し
い
自
分
の
知
識
や
経
験
の
中
だ
け
で
こ
の
泥
に
対

し
て
い
た
ら
、
泥
の
中
を
堂
々
め
ぐ
り
し
て
い
る
だ
け
で

出
口
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。

太
陽
の
光
や
温
か
い
水
や
空
気
や
、
多
く
の
よ
き
縁
の

助
け
に
よ
っ
て
蓮
が
花
咲
か
せ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
も
よ

き
師
、
よ
き
友
、
よ
き
教
え
に
導
か
れ
、
助
け
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
中
の
、
あ
る
い
は
自
分
を
取
り
囲

む
泥
を
肥
料
と
転
じ
て
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。煩

悩

ぼ

ん

の

う

を
見
据
え
て
こ
そ
、

悟
り
も
あ
る

仏
教
の
言
葉
に
、「
煩
悩
即
菩
提

ぼ
ん
の
う
そ
く
ぼ
だ
い

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。

泥
に
あ
た
る
の
が
煩
悩
で
、
蓮
の
花
に
た
と
え
ら
れ
て

い
る
の
が
、
菩
提
と
思
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

煩
悩
の
な
い
と
こ
ろ
、
悩
み
や
苦
し
み
や
迷
い
の
な
い

と
こ
ろ
に
は
、
悟
り
も
喜
び
の
世
界
も
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
か
と
い
っ
て
苦
し
み
や
迷
い
が
、「
即
」
と
い
っ
て

も
そ
の
ま
ま
悟
り
で
も
救
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に

質
的
な
大
転
換
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。

私
の
泥
ん
こ
の
底
が

浄
土

じ
ょ
う
ど

の
入
口
に

な
っ
て
い
た

こ
れ
は
念
仏
行
者

ね
ん
ぶ
つ
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

、

榎
本
栄
一

え
の
も
と
え
い
い
ち

さ
ん
の
「
泥
ん

こ
」
と
題
す
る
詩
で
す
。

百
八
の
煩
悩
と
か
八
万

四
千
の
煩
悩
な
ど
と
い
わ

れ
て
、
泥
に
限
り
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
他
人
さ
ま
の
泥
を

借
り
て
き
て
も
仕
方
が
あ
り
ま

せ
ん
。
私
の
泥
こ
そ
大
切
で
あ
り
、

そ
の
泥
は
辛
い
ほ
ど
、
そ
の
苦
し
み
に
導
か
れ
て
ア
ン
テ

ナ
が
立
ち
、
聞
く
耳
が
開
け
る
の
で
す
。

私
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
辛
い
こ
と
、
い
ち
ば
ん
悲
し
い

こ
と
、
い
ち
ば
ん
逃
げ
た
い
こ
と
、
そ
こ
が
実
は
真
実
の

救
い
の
道
へ
の
、
仏
道
へ
の
入
口
な
の
で
す
。

我
が
非
を
、
我
が
泥
を
見
据

み

す

え
る
も
う
一
人
の
私
の
目

は
、
教
え
に
出
会
い
、
導
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
育
て
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
非
、
我
が
泥
に
気
づ
く
私
は
、

す
で
に
泥
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
闇
を
闇
と
知
ら
し
め
て
く

れ
る
の
は
光
で
あ
る
よ
う
に
、
我
が
泥
に
気
づ
く
私
は
、

泥
を
こ
え
た
浄き

よ

ら
か
な
私
な
の
で
す
。
泥
ん
こ
の
底
が
お

浄
土
の
入
口
で
あ
り
、
ど
真
ん
中
な
の
で
す
。

ま
だ
若
い
頃
、
農
業
に
う
と
い
私
は
、
草
は
何
で
も
捨

て
る
も
の
と
思
い
、
憎
い
も
の
を
除
く
よ
う
な
思
い
で
抜

い
て
は
捨
て
、
抜
い
て
は
捨
て
て
い
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
道
を
通
り
か
か
っ
た
篤
農
家

と
く
の
う
か

の
お
じ
い
ち
ゃ

ん
が
、

「
草
は
捨
て
て
は
も
っ
た
い
な
い
よ
。
草
を
育
て
る
養
分
も
、

作
物
を
育
て
る
養
分
も
同
じ
な
ん
だ
か
ら
、捨
て
ず
に
土
に

埋
め
て
お
や
り
な
さ
い
。
草
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

の
さ
ば
っ
て
作
物
を
駄
目
に
し
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
土
の

中
に
埋
め
て
さ
え
や
れ
ば
、
よ
い
肥
料
に
な
る
か
ら
ね
。」

と
、
親
切
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
い
ま
も
忘
れ

ま
せ
ん
。

田
の
草
を
　
と
り
て
そ
の
ま
ま
　
こ
や
し
か
な

と
か
、

し
ぶ
柿
は
　
し
ぶ
が
あ
る
と
て
捨
て
る
な
よ

そ
の
し
ぶ
さ
ゆ
え
に
　
甘
く
な
る

な
ど
と
、
日
本
で
も
昔
か
ら
諺

こ
と
わ
ざ
と
し
て
教
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。

稲
を
育
て
る
肥
料
も
、
雑
草
を
育
て
る
肥
料
も
同
じ
な

の
で
す
ね
。
雑
草
を
野
放
図

の

ほ

う

ず

に
し
て
お
け
ば
、
稲
を
駄
目

に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
雑
草
も
抜
い
て
地
中
深
く
埋

め
て
や
れ
ば
、
稲
を
育
て
る
肥
料
と
な
る
の
で
す
。

無
量
寺
に
咲
い
た
蓮
の
花
を
見
る
た
び
に
―
―
苦
に
導

か
れ
て
教
え
に
出
会
い
、
教
え
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
う
一
人
の
私
の
目
を
育
て
、
私
の
中
の
泥
ん
こ
に

気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
、
や
が
て
そ
の
泥
を
転
じ
て
、
私

な
り
の
花
を
開
か
せ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
こ
と
で
す
。

※
（
本
文
は
、
青
山
俊
董
尼
老
師
著

「
悲
し
み
は
あ
し
た
花
咲
く
」
光
文
社
よ
り

抜
粋
し
た
も
の
で
す
。）
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十
一
月
十
五
日
朝
、
Ｊ
Ｒ
安
芸
矢
口

駅
６
時
０
１
分
発
の
列
車
に
乗
る
べ
く

家
を
出
る
。
７
時
、
新
幹
線
口
バ
ス
タ

ー
ミ
ナ
ル
を
出
発
し
て
、
一
路
四
国
・

鳴
門
市
の
一
番
札
所
「
霊
山
寺

り
ょ
う
せ
ん
じ

」
へ
と

向
か
う
。

近
く
の
巡
拝
用
品
専
門

店
で
、
予
約
し
て
い
た
巡

拝
必
需
品
（
頭
陀
袋

ず
だ
ぶ
く
ろ

・
白は

く

衣え

・
金
剛
杖

こ
ん
ご
う
つ
え

等
）
を
購
入

し
、
昼
食
を
済
ま
せ
て
い

よ
い
よ
一
番
札
所
「
霊
山

寺
」
の
山
門
を
く
ぐ
る
。

宗
賢
さ
ん
か
ら
、
お
参
り
の
作
法

（
口
漱す

す

ぎ
・
巡
拝
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
・
納

め
札
・
お
賽
銭
・
読
経
）
の
指
導
を
受

け
、
初
め
に
本
堂
（
ご
本
尊
）、
次
に
大

師
堂
（
弘
法
大
師
）
に
参
拝
、
読
経
し

御
本
尊
真
言
と
御
宝
号
を
そ
れ
ぞ
れ
三

回
唱
和
す
る
。

二
〜
五
番
札
所
と
順
次
バ
ス
に
揺
ら

れ
て
霊
場
を

参
拝
「
家
内

安
全
・
健
康

増
進
・
子
孫

繁
栄
」
の
添

え
書
き
し

た
納
め
札

を
奉
納
・

読
経
を
重
ね
て
の
巡
礼

で
あ
る
。

そ
の
う
ち
に
、
隣
の

席
の
人
と
も
馴
染
み
が
出

来
て
、
四
方
山
話
を
聞
く
。

一
行
の
中
に
は
数
回
の
巡

拝
経
験
の
あ
る
人
（
白
髪

の
ご
婦
人
は
何
と
十
回
目

と
か
）
も
居
ら
れ
、
徒
歩

巡
礼
・
自
家
用
車
巡
礼
等

様
々
な
形
で
の
遍
路
、
熱

心
で
信
仰
の
厚
い
方
が
居
ら
れ
る
。

第
一
日
目
の
行
程
は
順
調
に
す
す
み
、

予
定
を
繰
り
上
げ
七
番
・
八
番
霊
場
を

先
に
済
ま
せ
、
午
後
四
時
半
頃
に
初
日

最
後
の
六
番
札
所
「
安
楽
寺

あ
ん
ら
く
じ

」
に
着
く
。

巡
拝
の
後
当
寺
の
宿
坊
で
靴
を
脱
ぐ
。

温
泉
の
あ
る
宿
坊
で
あ
る
。

入
浴
・
食
事
を
済
ま
し
て
か
ら
「
安

楽
寺
」
本
堂
に
入
室
し
て
、
全
員
で

「
般
若
心
経
」
一
巻
を
勧
行
し
た
後
、
住

職
の
法
話
を
聞
く
。「
安
楽
寺
」
の
由
来
、

巡
拝
の
功
徳
、
作
法
の
他
に
宝
物
（
仏

像
･
曼
陀
羅
）を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

二
日
目
（
十
六
日
）
は
、
心
配
し
た

天
候
も
晴
れ
て
、
朝
７
時
３
０
分
宿
房

の
皆
さ
ん
の
見
送
り
を
受
け
て
出
発
、

巡
礼
も
二
日
目
と
な
れ
ば
、
少
し
余
裕

が
出
来
お
遍
路
さ
ん
の
気
持
ち
に
浸
っ

て
行
く
。

一
行
で
歩
く
と
き
に
鳴
る
持
鈴

じ

れ

い

の
響

き
、
小
鳥
の
囀
り
・
周
囲
の
風
景
が
調

和
し
た
風
情

ふ

ぜ

い

は
、
将
に
同
行
二
人
（
御

大
師
さ
ま
と
）
過
去
・
現
在
・
未
来
に

亘わ
た

り
、
此
の
道
、
此
の
坂
を
歩
い
た
・

歩
く
で
あ
ろ
う
人
々
の
思
い
と
重
な
り
、

無
心
の
う
ち
に
、
情
景
を
想
像
す
る
。

心
が
素
直
に
な
っ
て
い
く
様
で
歩
き
遍

路
も
い
い
な
と
思
っ
た
り
す
る
。

十
番
札
所
「
切
幡
寺

き
り
は
た
じ

」
３
３
３
段
の

石
段
、
十
二
番
札
所
「
焼
山
寺

し
ょ
う
さ
ん
じ

」
の
二

寺
が
、
印
象
に
残
っ
た
。
山
深
い
処
の

お
寺
は
、
道
中
に
考
え
る
時
間
が
あ
り
、

趣
が
あ
る
。「
切
幡
寺
」
の
説
話
は
機
織

り
の
小
女
と
、
弘
法
大
師
と
の
出
会
い

に
纏ま

つ

わ
る
話
が
、
お
寺
の
縁
起
で
あ
る
。

布
施
の
功
徳
の
鑑

か
が
み

で
あ
る
。

「
焼
山
寺
」
は
、
八
十
八
ヶ
所
の
中
で
も

標
高
の
高
い
場
所
（
９
３
８
ｍ
の
八
合

目
）
で
、
今
は
車
が
近
く
ま
で
入
る
の

で
徒
歩
で
５
０
０
ｍ
く
ら
い
で
あ
る
が
、

樹
齢
３
０
０
年
の
杉
林
の
参
道
を
歩
く

巡
礼
者
の
じ
れ
い
持
鈴
の
澄
ん
だ
音
色

と
木
立
か
ら
漏
れ
て
く
る
日
射
し
の
中

で
の
人
々
の
姿
が
、
清
々

す
が
す
が

し
く
感
じ
ら

れ
る
。
千
二
百
年
前
に
万
人
を
救
う

方
便

ほ
う
べ
ん

究
竟

き
ゅ
う
き
ょ
う
の
世
界
を
四
国
の
地
に
開
拓

さ
れ
た
弘
法
大
師
の
偉
大
な
る
業
績
に

思
い
を
馳
せ
、
多
く
の
人
々
が
遍
路
に

訪
れ
る
所
以
を
思
い
な
が
ら
の
巡
礼
で

あ
っ
た
。

こ
の
度
の
巡
礼
は
、
十
二
番
札
所

「
焼
山
寺
」
が
最
後
で
、
午
後
二
時
過
ぎ

帰
途
に
つ
い
た
。
帰
り
の
バ
ス
の
中
で

の
一
行
の
皆
さ
ん
の
顔
が
、
御
大
師
様

の
こ
こ
ろ
を
受
け
て
か
何
と
な
く
、
穏

や
か
で
福
々
し
く
見
え
た
の
は
、
私
だ

け
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

Ｊ
Ｒ
広
島
新
幹
線
口
に
午
後
六
時
三

０
分
に
着
く
、
同
行
の
皆
さ
ん
と
次
回

の
参
加
を
楽
し
み
に
お
別
れ
す
る
。
今

回
、
禅
昌
寺
特
別
企
画
・
四
国
八
十
八

ヶ
所
巡
礼
の
旅
（
１
〜
１
２
番
）に
参
加

出
来
た
こ
と
、
又
、
同
行
（
三
十
二
名
）

の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
合
掌
。

「四国八十八箇所」（第一次）ご巡拝の旅

茅
原
　
　
愿

一番札所「霊山寺」

十一番札所「焼山寺」

十二番札所「焼山寺」
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毎
週
日
曜
日
は
、
裏
山
の
松
笠
山
に

登
り
一
日
を
過
ご
し
ま
す
。
松
笠
山
に

登
る
目
的
は
、
所
属
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

松
笠
山
の
会
（
松
笠
山
の
自
然
と
歴
史

を
守
る
会
）
が
主
催
す
る
登
山
道
の
整

備
や
清
掃
を
行
う
た
め
と
、
松
笠
観
音

寺
境
内
の
ト
イ
レ
掃
除
と
運
動
不
足
解

消
の
た
め
で
す
。

ト
イ
レ
掃
除
は
始
め
て
２
年
位
に
な

り
ま
す
、
山
の
上
に
あ
る
ト
イ
レ
な
の

で
汲
取
り
式
の
ポ
ッ
チ
ャ
ン
ト
イ
レ
で

す
。
ま
ず
は
便
器
を
タ
ワ
シ
で
こ
す
り

磨
き
ま
す
、
そ
の
後
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー
の
交
換
、
最
後
は
ト
イ
レ
の
裏
に

ま
わ
り
、
汲
取
り
を
行
い
ま
す
。（
最

初
は
大
変
勇
気
が
い
り
ま
し
た
）

ト
イ
レ
掃
除
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ

た
き
っ
か
け
は
、
家
内
か
ら
聞
い
た
ち

ょ
っ
と
し
た
話
で
す
。

そ
の
話
と
は
…
…

家
を
新
築
す
る
と
色
々
な
神
様
が
や

っ
て
来
て
、
最
初
に
来
る
神
様
は
一
番

良
い
部
屋
に
入
ろ
う
と
急
い
で
く
る
た

め
、
金
銀
財
宝
の
準
備
が
出
来
ず
身
軽

な
ま
ま
来
て
し
ま
い
ま
す
。
一
番
最
後

の
神
様
は
残
っ
た
ト
イ
レ
に
入
り
ま
す

が
、
ゆ
っ
く
り
来
る
の
で
金
銀
財
宝
も

い
っ
ぱ
い
持
っ
て
来
る
そ
う
で
す
。

（
ト
イ
レ
の
神
様
は
う
す
さ
ま
明
王
と

い
う
名
前
だ
そ
う
で
す
）
そ
の
た
め
ト

イ
レ
を
き
れ
い
に
し
て
い
る
と
、
神
様

が
喜
び
お
礼
を
く
れ
る
と
い
う
話
で

す
。こ

の
話
を
聞
い
た
あ
と
、
私
の
二
人

の
子
供
（
長
女
18
才
、
次
女
15
才
）
は

毎
日
ト
イ
レ
を
き
れ
い
に
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
か
ど
う
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
親
戚
か
ら
予
期

せ
ぬ
お
小
遣
い
を
も
ら
っ
た
り
、
家
内

の
習
字
の
先
生
か
ら
思
い
が
け
な
い
お

小
遣
い
を
も
ら
っ
て
、
臨
時
収
入
を
得

て
い
ま
し
た
。

私
も
こ
れ
に
あ
や
か
ろ
う
と
思
い
ま

し
た
が
、
家
の
ト
イ
レ
は
家
内
と
二
人

の
子
供
が
が
っ
ち
り
ガ
ー
ド
、
そ
こ
で

家
の
ト
イ
レ
は
あ
き
ら
め
松
笠
山
の
ト

イ
レ
を
掃
除
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
松
笠
山
の
ト
イ
レ
は
松
笠
山

の
会
の
会
員
が
２
ヶ
月
に
一
度
掃
除
と

汲
取
り
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
毎

週
掃
除
を
す
る
と
い
つ
も
き
れ
い
な
状

態
と
な
り
、
登
山
者
か
ら
も
喜
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し

た
こ
と
な
の
で
す
が
…
…

以
後
、
登
山
者
か
ら
は
き
れ
い
な
ト

イ
レ
が
あ
る
の
で
安
心
し
て
登
れ
る
、

松
笠
山
の
フ
ァ
ン
に
な
り
ま
し
た
と
い

う
言
葉
も
頂
い
て
い
ま
す
。

家
内
が
こ
の
話
を
仕
入
れ
た
本
に
も

旅
館
の
ト
イ
レ
を
き
れ
い
に
し
た
だ
け

で
お
客
が
増
え
た
と
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。
多
分
、
人
が
衛
生
に
一
番
気
に
な

る
ト
イ
レ
を
き
れ
い
に
し
、
一
番
嫌
が

る
ト
イ
レ
掃
除
を
行
う
こ
と
で
何
か
呼

び
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

私
も
ト
イ
レ
掃
除
を
始
め
て
２
年
に

な
り
ま
す
が
、
こ
の
２
年
間
、
私
が
勤

め
る
会
社
の
中
で
担
当
す
る
広
島
支
店

は
、
昨
年
は
20
支
店
あ
る
中
の
Ｍ
Ｖ
Ｐ

を
獲
得
し
、
今
年
も
連
続
し
て
Ｍ
Ｖ
Ｐ

が
取
れ
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
ト
イ
レ
掃

除
の
お
か
げ
で
し
ょ
う
か
。
う
す
さ
ま

明
王
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
年
も
多
事
多
難
な
年
の
幕
開
け
と
な

り
ま
し
た
。
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
・
パ
レ
ス

チ
ナ
等
々
世
界
の
情
勢
を
見
る
時
、
平
和

を
求
め
る
べ
き
宗
教
が
争
い
の
原
因
と
な

り
、
幸
福
を
追
い
求
め
て
き
た
文
化
又
は

科
学
が
環
境
破
壊
を
引
き
起
し
て
い
ま

す
。
常
に
相
手
以
上
の
物
を
求
め
て
競
争

し
、
力
で
押
さ
え
つ
け
よ
う
と
す
る
利
権

の
衝
突
か
ら
戦
場
と
な
り
、
テ
ロ
が
起
き

る
。
こ
の
よ
う
な
悪
循
環
を
繰
返
し
て
い

ま
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。

そ
の
根
本
原
因
に
、
我
良
し
、
と
す
る

各
国
の
エ
ゴ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
れ
を
断
ち
切
り
改
め
ら
れ
る
の
は
、
仏

教
の
「
利
他
先
」
の
思
い
や
り
の
心
以
外

無
い
と
思
う
の
で
す
が
。
そ
の
よ
う
な
中

で
日
本
は
ど
う
か
。
犯
罪
の
急
増
、
経
済

の
停
滞
、
北
朝
鮮
と
の
関
係
等
色
々
と
難

し
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
に
し
て
も
、
街

に
出
れ
ば
物
が
溢
れ
、
自
由
が
あ
り
、
平

和
が
保
た
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
、

自
衛
隊
派
遣
で
大
き
く
揺
れ
て
い
ま
す
。

米
国
と
の
友
好
関
係
、
憲
法
九
条
に
違

反
、
テ
ロ
の
恐
怖
、
私
達
は
再
び
日
本
が

戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
ぬ
よ
う
、
し
っ
か
り

物
事
を
判
断
し
、
見
て
ゆ
か
ね
ば
と
思
い

ま
す
。
で
は
私
に
何
が
で
き
る

か
と
云
う
と
、
何
の
力
も
あ
り

ま
せ
ん
。
せ
め
て
自
分
の
周
り

だ
け
で
も
、
明
る
く
楽
し
い
も

の
に
し
た
い
。
常
に
笑
顔
を
忘

れ
ず
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
こ
と

で
も
、
良
い
と
思
う
こ
と
は
進
ん
で
や
り
、

人
に
協
力
し
、
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
、
我

利
の
心
を
少
し
で
も
無
く
し
て
ゆ
き
た

い
。
そ
し
て
戴
い
て
い
る
こ
の
如
来
の
御

命
を
大
事
に
し
て
行
く
。

こ
れ
が
年
頭
に
あ
た
り
私
が
思
っ
た
こ

と
で
す
。

近
頃
は
め
っ
た
に
ペ
ン
を
執
る
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
惚
け
防
止
の

機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
和
尚
さ
ん
と
道

心
会
に
感
謝
致
し
ま
す
。

合
掌

ト
イ
レ
掃
除

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
松
笠
山
の
会
事
務
局

奥
村
　
浩
三

年
頭
所
感

東
区
　

平
田
　
喜
身
夫
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◆
道
心
・
趣
味
の
会
◆

天
地
一
杯

光
の
中
を

今
今
今
を

梅
は
梅
　
桜
は
桜

天
地
一
杯

恵
み
を
受
け
て

今
今
今
を

菊
は
菊
　
紅
葉
は
紅
葉

天
地
一
杯

救
い
の
も
と
に

今
今
今
を

神
は
私
を
　
私
は
神
に

天
地
一
杯

慈
愛
に
満
ち
て

今
今
今
を

仏
は
私
　
私
は
仏

南
区
　
斗
桝
　
輝
之

●

奥
山
に
神
宿
ら
ん
と
訪と

う
社

や
し
ろ

プ
ッ
セ
は
山
に
「
幸
い
」
尋と

め
き

●

比
治
山
に
あ
そ
び
に
し

彼か

の
少
女
の
日
へ

あ
る
日
一
気
に
駆
け
も
ど
り
た
き

東
区
　
矢
野
淑
子

短

歌
詩

◆
行
事
報
告
◆（
十
二
月
〜
正
月
）

◆
行
事
案
内
◆（
二
月
〜
四
月
）

「方丈専用E-mail：zenshoji@hicat.ne.jp 」

●

十
二
月
十
四
日
に
行
わ
れ
た
年
末
大
掃
除

で
は
四
十
余
名
の
方
が
参
加
さ
れ
ま
し

た
。
家
族
お
揃
い
で
の
ご
奉
仕
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

●

平
成
十
六
年
元
旦
の
年
頭
祈
願
法
要
は
、

晴
天
に
恵
ま
れ
家
族
連
れ
の
参
拝
者
で
賑

わ
い
ま
し
た
。

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。
次
号
原
稿
締
切
は
、

三
月
末
日
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。
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●

日
時

三
月
二
十
七
日
（
土
）
か
ら
二
十
八

日
（
日
）
ま
で

●

行
き
先

四
国
八
十
八
ヶ
所
・
十
三
番
大
日

寺
か
ら
二
十
三
番
薬
王
寺
ま
で

●

集
合
場
所
時
間

二
十
七
日
午
前
七
時
・

広
島
駅
新
幹
線
口
を
出
発
。
帰
着
は
翌
日
午

後
八
時
広
島
駅
新
幹
線
口
を
予
定
。

●

参
加
費

一
人
二
万
三
千
九
百
円
（
納
経

帳
・
軸
・
白
衣
は
別
途
必
要
）

※
旅
行
の
参
加
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

は
お
寺
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
（
詳
し

い
ご
案
内
を
お
送
り
し
ま
す
。）

申
込
み
期
限
二
月
末
日

電
話
〇
八
二
―

二
二
九
―

〇
六
一
八

四
国
八
十
八
ヶ
所
ご
巡
拝
の
旅

●

水
曜
坐
禅
会

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
　
終
了

八
時
半

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日
午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶

話
会
　
終
了
三
時
（
第
一
金
曜
日
の
み

坐
禅
の
後
、
写
経
、
茶
話
会
）

■
毎
月
定
例
行
事

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
　
第
三
金
曜
日
を
予
定
　
午

後
二
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ

も
り
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招

い
て
練
習
　
昼
ま
で

◎
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講

師
の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、
お
寺
に
電

話
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●

日
曜
坐
禅
会

第
一
日
曜
日
　
午
前
九
時
よ
り
坐
禅
・

茶
話
会
　
終
了
十
時
半

■
毎
年
定
例
行
事

●

春
彼
岸
法
要
及
び
護
持
会
総
会

三
月
十
四
日
（
日
）
午
前
十
時
半
よ
り

法
要
・
引
続
き
総
会
。

■
恒
例
行
事

●

青
山
俊
董
尼
老
師
講
演
会

二
月
二
十
九
日
（
日
）

■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
六
時
よ
り
四
十
分
ま
で
（
四
月
か

ら
は
毎
朝
五
時
十
分
よ
り
））

講
座
は
午
前
十
時
半
〜
十
二
時
・
昼

食
・
午
後
一
時
半
〜
三
時
ま
で
（
坐
禅

は
九
時
よ
り
）

会
費

二
千
円
（
午
前
の
み
午
後
の
み

の
方
は
千
円
）
昼
食
代
一
人
・
百
円

※
昼
食
は
持
参
さ
れ
て
も
結
構
で
す
。

（
お
茶
は
こ
ち
ら
で
用
意
い
た
し
ま
す
。）

◎
昼
食
が
必
要
な
方
は
必
ず
お
電
話
に
て

申
込
み
く
だ
さ
い
。

●

暁
天

ぎ
ょ
う
て
ん

の
　
き
ら
め
く
星
座
　
臘
八
会

ろ
う
は
ち
え

●

夜
咄

よ
ば
な
し

の
　
茶
会
に
侍は

べ

る
　
関
山
忌

か
ん
ざ
ん
き

東
区
　
青
笹
　
俊
枝

●

冬
桜
　
仰
ぎ
そ
れ
ぞ
れ
　
何
か
言
ふ

●

石
見
路
に
入
る
や
た
が
は
ず
時
雨

し

ぐ

れ

け
り

東
区
　
河
野

貞
女

俳

句


