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先
日
書
店
に
立
ち
寄
っ
て
新
書
が
並
べ
ら
れ
て

あ
る
店
頭
で
「
不
安
の
力
」（
五
木
寛
之
著
）
が

目
に
つ
い
て
、
早
速
求
め
て
読
み
始
め
る
と

一
言
一
句

い
ち
ご
ん
い
っ
く

納
得
で
き
る
内
容
で
し
た
。

こ
の
書
は
、「
ぼ
く
は
こ
ん
な
ふ
う
に
不
安
を

生
き
て
き
た
」
と
い
う
見
出
し
に
始
ま
り
。

「
不
安
。
い
ま
ぼ
く
は
、
な
ん
と
も
い
え
な
い

不
安
の
中
に
生
き
て
い
る
。
不
安
。
そ
の
言
葉
に

は
、
ど
こ
か
重
苦
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

不
安
の
姿
を
は
っ
き
り
と
見
さ
だ
め
た
人
は
い
ま

せ
ん
。「
な
ん
と
な
く
」、
そ
し
て
「
言
い
表
し
よ
う

の
な
い
」、
そ
ん
な
不
気
味
で
曖
昧

あ
い
ま
い

な
感
覚
が
不
安

に
は
あ
り
ま
す
」
と
書
き
お
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
私
も
不
安
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
の
本
の
題
名
が
目
に
つ
い
た
と
き
、

外
に
は
目
も
く
れ
ず
手
に
し
ま
し
た
。

何
が
不
安
か
と
言
う
と
、
あ
れ
も
こ
れ
も
と
限

り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

今
春
よ
り
孫
と
暮
ら
す
よ
う
に
な
り
、
現
代
の

学
校
の
様
子
が
見
え
て
き
て
、
通
学
途
上
の
小
中

学
生
の
行
動
や
表
情
が
以
前
に
ま
し
て
目
に
つ
く

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

い
ま
小
中
学
生
の
間
で
い
じ
め
が
蔓
延

ま
ん
え
ん

し
て
い

る
と
聴
き
ま
す
。
児
童
生
徒
の
み
な
ら
ず
、
職
場

に
お
い
て
も
若
い
世
代
を
中
心
に
、
い
じ
め
が
あ

る
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
、
身
近
に
見
聞

み

き

き
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
元
に
は
、
不
安
を
抱か

か

え
る
者
ど
お
し

が
連つ

る

ん
で
、
目
障

め

ざ

わ

り
に
な
る
相
手
を
無
視
し
た
り

攻
撃
す
る
と
い
う
陰
湿

い
ん
し
つ

な
い
じ
め
が
あ
る
そ
う
で

す
。教

育
と
か
躾

し
つ
け

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
少
子

化
と
い
わ
れ
る
中
で
子
供
を
わ
が
ま
ま
に
育
て
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
で
す
。

高
齢
化
社
会
の
医
療
制
度
を
始
め
、
社
会
制
度

は
こ
れ
で
良
い
の
か
等
々
、
考
え
る
と
不
安
は
募つ

の

る
ば
か
り
で
す
。

寺
報
の
発
刊
は
私
自
身
の
不
安
解
消
の
手
段
と

し
て
思
い
立
っ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

寺
報
「
道
心
」
を
最
初
に
発
刊
し
た
の
は
昭
和

四
十
二
年
一
月
第
一
号
を
発
行
し
、
数
回
の
発
行

で
頓
挫

と

ん

ざ

し
ま
し
た
。
そ
の
後
昭
和
五
十
六
年
頃
、

禅
昌
寺
坐
禅
会
の
事
務
局
で
再
刊
さ
れ
数
年
続
き

ま
し
た
が
、
ま
た
も
や
休
刊
と
な
り
ま
し
た
。
原

因
は
原
稿
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

現
在
の
紙
面
の
構
成
で
再
刊
し
て
十
九
号
目
と

な
り
ま
す
が
、
原
稿
が
集
ま
ら
な
い
の
で
何
時

い

つ

ま

で
続
き
ま
し
ょ
う
か
？

浅
学
非
才

せ
ん
が
く
ひ
さ
い

の
自
分
を
啓
発

け
い
は
つ

す
る
こ
と
、
仏
法
の

学
び
や
日
常
の
あ
り
よ
う
な
ど
に
私
見

し

け

ん

を
述
べ
て

相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
、
書
く
側
読
む
側
双
方

の
刺し

激げ
き

と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
ど
れ
程
の
方
々
が
お
読
み
下
さ
り
、
ご

理
解
を
戴
け
て
い
る
か
は
知
れ
ま
せ
ん
。

孫
の
作
文
を
二
度
掲
載
し
た
折
に
、
お
読
み
下

さ
っ
た
方
々
か
ら
「
お
孫
さ
ん
可
愛
い
で
す
ね
」

等
の
反
応
が
あ
り
、
あ
る
程
度
読
ま
れ
て
い
る
と

い
う
実
感
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

お
寺
は
人
々
の
癒い

や

し
の
場
と
な
り
、
心
の
拠よ

り

所
と
な
り
、
僧
は
勝
友

し
ょ
う
ゆ
う

と
し
て
人
々
の
癒
し
の
介

助
者
で
あ
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
お
寺
の
行
事
に
直
接
的
に
参
加
す
る
人

は
檀
信
徒

だ
ん
し
ん
と

の
三
分
の
一
と
少
な
く
。
檀
信
徒
の
皆

様
は
生
活
の
中
で
菩
提
寺

ぼ

だ

い

じ

を
ど
の
よ
う
に
受
け
入

れ
て
下
さ
っ
て
い
る
の
か
自
問
自
答
し
、
己
の

非
力

ひ

り

き

に
む
ち
打
つ
と
こ
ろ
で
す
。

欧
米
に
あ
っ
て
も
若
者
の
教
会
離
れ
が
嘆な

げ

か
れ

て
い
る
と
聴
き
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
仏
教
へ
の
感

心
は
高
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
欧
米
の
主
要
大

学
に
は
仏
教
学
や
宗
祖
道
元

ど
う
げ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

の
研
究
が
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
何
故
だ
ろ
う
…

一
方
で
世
界
的
な
規
模
で
、
オ
カ
ル
ト
的
宗
教

や
迷
信
を
説
く
脅
迫

き
ょ
う
は
く

的
宗
教
に
傾
倒

け
い
と
う

す
る
人
が
多

い
と
い
わ
れ
る
元
に
は
「
不
安
」
か
ら
起
き
る
現

象
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
中
で
こ
の
本
と
出
会
い
、
ぜ
ひ
お
読
み

い
た
だ
き
た
い
と
ご
紹
介
す
る
次
第

し

だ

い

で
す
。

五
木
寛
之
さ
ん
は
敬
虔

け
い
け
ん

な
仏
教
徒
だ
と
思
い
ま

す
。
五
木
さ
ん
の
著
書
に
は
親
鸞

し
ん
ら
ん

上
人

し
ょ
う
に
ん

の
説と

か
れ

た
抄

し
ょ
う

な
ど
浄
土
真
宗

じ
ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

の
教
典
を
拠
り
所
と
さ
れ
た

比
喩

ひ

ゆ

（
例
え
話
）
が
多
く
出
て
き
ま
す
。

し
か
し
宗
派
に
こ
だ
わ
っ
た
仏
教
で
は
な
い
か

ら
論
説

ろ
ん
せ
つ

が
素
直
に
理
解
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

禅
昌
寺
の
坐
禅
会
や
講
座
に
来
ら
れ
る
浄
土
真

宗
の
門
徒
の
方
が
「
坐
禅

ざ

ぜ

ん

を
し
、
禅
の
講
座
を
聴

い
て
親
鸞
上
人
の
教
え
が
良
く
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

「
不
安
」
は
こ
だ
わ
り
無
く
縦
横

じ
ゅ
う
お
う

に
眼
を
開
き
、

素
直
に
耳
を
傾
け
る
と
き
、
生
き
る
力
と
な
る
こ

と
が
示
唆

し

さ

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
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ま
た
見
ん
と
　
思
ひ
し
と
き
の
　
秋
だ
に
も

今
宵

こ

よ

い

の
月
に
　
ね
ら
れ
や
は
す
る

越
前

え
ち
ぜ
ん

に
永
平
寺

え
い
へ
い
じ

を
お
開
き
に
な
っ
た
道
元

ど
う
げ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

は
九
月

二
十
九
日
に
五
十
四
才
の
若
さ
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま

し
た
。
悪
性
の
腫
瘍

し
ゅ
よ
う

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

禅
師
を
慕
う
多
く
の
弟
子
や
信
者
さ
ん
方
の
願
い
を
お
聞

き
入
れ
に
な
り
、
病
気
の
治
療
の
た
め
に
お
山
を
お
り
て

京
都
に
向
か
わ
れ
ま
し
た
。
木き

の
芽め

峠
で
仲
秋
の
名
月
に

出
会
わ
れ
、
澄す

み
渡
る
月
影
を
仰あ

お

ぎ
な
が
ら
思
わ
ず
口
ず

さ
ま
れ
た
の
が
冒
頭
の
お
歌
で
す
。
道
元
禅
師
は
ご
自
分

の
病
気
の
た
だ
な
ら
ぬ
こ
と
を
死
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る

こ
と
を
自
覚
し
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
再
び
迎
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
秋
、
今
生

こ
ん
じ
ょ
う

に
見
る
最
後
の
仲

秋
の
こ
の
名
月
、
ど
う
し
て
寝
て
お
ら
れ
よ
う
か
、
と
お

っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
禅
師
の
予
感
ど
お
り
、
京
都
に
入
ら

れ
て
一
週
間
ほ
ど
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
ま

し
た
。
今
か
ら
約
七
五
〇
年
前
の
こ
と
で
す
。
仲
秋
の
名

月
を
迎
え
る
た
び
に
こ
の
歌
を
思
い
出
し
、
そ
し
て
同
時

に
死
を
眼
前
に
見
据す

え
て
生
き
る
目
の
深
さ
を
思
う
こ
と

で
す
。

花
は
満
開
、
月
は
満
月
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か

『
徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

』
で
有
名
な
兼
好

け
ん
こ
う

法
師
の
言
葉
に
、

花
は
さ
か
り
を
、

月
は
隈く

ま

な
き
を
の
み

見
る
も
の
か
は

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
花
見
と
い
え
ば
満
開
の
桜
を
、

月
見
と
い
え
ば
満
月
を
賞め

で
る
も
の
と
、
普
通
は
思
っ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
兼
好
法
師
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
お
っ

し
ゃ
る
。
い
つ
咲
く
か
、
も
う
咲
く
か
と
蕾

つ
ぼ
み

が
ふ
く
ら
ん

で
ゆ
く
の
を
楽
し
み
、
一
輪
二
輪
と
咲
き
始
め
た
こ
と
に

心
躍お

ど

ら
せ
、
ほ
ん
の
一
時

い
っ
と
き

咲
い
た
だ
け
で
散
っ
て
ゆ
く
風

情
を
惜
し
み
、
さ
ら
に
は
葉
桜
を
紅
葉
を
そ
し
て
冬
の

裸
木

は
だ
か
ぎ

を
と
、
う
つ
ろ
い
ゆ
く
姿
の
す
べ
て
を
楽
し
み
、
味

わ
っ
て
ゆ
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
る
。
月
見
も

十
三
夜

じ
ゅ
う
さ
ん
や

を
楽
し
み
、
十
六
夜

い

ざ

よ

い

を
楽
し
み
、
弦
月

げ
ん
げ
つ

を
い
と
し

む
。
さ
ら
に
は
息
を
殺
し
て
月
の
出
る
の
を
待
つ
時
の
心

の
た
か
な
り
、
雲
間
に
見
え
隠
れ
す
る
月
の
面
白
さ
、
雨

雲
に
お
お
わ
れ
て
月
の
あ
り
か
を
さ
え
探
す
術す

べ

も
な
い
時

の
口
惜
し
さ
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
楽
し
ん
で
ゆ
こ
う
じ
ゃ

な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
旧
暦
八
月
十
五
日
の
仲

秋
の
名
月
の
頃
は
お
芋い

も

の
で
き
る
季
節
、
お
芋
を
供
え
る

の
で
芋
名
月

い
も
め
い
げ
つ

、
一
ヶ
月
遅
れ
て
旧
暦
九
月
は
十
三
夜
の
月

を
楽
し
み
、
枝
豆
を
供
え
る
か
ら
豆
名
月

ま
め
め
い
げ
つ

と
も
、
栗
の
季

節
で
栗
名
月

く
り
め
い
げ
つ

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
十
六
日
目
は
十
六

夜
、
十
七
日
目
は
「
い
ま
か
い
ま
か
と
立
っ
て
待
っ
て
い

る
う
ち
出
る
」
の
で
立
待

た

ち

ま

ち
月
、
十
八
日
目
は
座
っ
て
待

っ
て
い
る
の
で
居
待

い

ま

ち
月
、
十
九
日
目
は
も
う
立
っ
て
も

座
っ
て
も
待
ち
き
れ
な
い
か
ら
寝
待

ね

ま

ち
月
と
い
う
の
だ
そ

う
で
す
。
面
白
い
で
す
ね
。

自
然
も
人
生
も
人
間
の
思
い
と
は
関
係
な
く
一
刻
も
と

ど
ま
ら
ず
に
う
つ
ろ
う
て
ゆ
き
ま
す
。

そ
れ
を
仏
教
で
は
「
無
常

む
じ
ょ
う

」
と
い
い
ま
す
。

そ
の
う
つ
ろ
い
ゆ
く
す
べ
て
を
無
常
を
無
常
の
ま
ま
受
け

入
れ
、
そ
の
す
べ
て
を
む
し
ろ
積
極
的
に
楽
し
み
味
わ
っ

て
ゆ
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
姿
勢
が
こ
こ
に
見
ら
れ
ま

す
。

愛
と
憎
し
み
は
、
ひ
と
つ
の
心
の
裏
表

月
も
雲
間

く

も

ま

の
な
き
は
　
い
や
に
て
候

そ
う
ろ
う

こ
れ
は
室
町
時
代
、
茶
の
湯
の
開
山

か
い
ざ
ん

と
呼
ば
れ
た
村
田

む

ら

た

珠
光

し
ゅ
こ
う

の
言
葉
で
す
。
私
も
何
年
か
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
雨
の
た
め
仲
秋
の
名
月
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
嘆
く
雲
水

う
ん
す
い

た
ち
と
十
六
夜
の
月
を
楽
し
ん
だ
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

遠
い
山
の
端は

に
大
き
な
月
が
、
み
る
み
る
う
ち
に
そ
の

全
身
を
現
し
ま
し
た
。
一
人
の
雲
水
が
皆
を
呼
び
に
走
り

2
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ま
し
た
。
雲
水
た
ち
が
私
の
部
屋
に
集
ま
っ
た
時
に
は
、

早
く
も
月
は
厚
い
黒
雲
の
中
に
姿
を
隠
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
が
っ
か
り
し
な
が
ら
月
見
団
子
が
わ
り
の
お
菓
子
を

つ
ま
ん
で
い
る
と
黒
雲
の
蔭
か
ら
、
か
く
れ
ん
ぼ
し
て
い

る
坊
や
が
そ
っ
と
覗の

ぞ

き
見
し
て
い
る
よ
う
に
、
月
が
再
び

姿
を
現
し
始
め
た
の
で
す
。
皆
の
歓
声
の
中
に
姿
を
現
し

た
月
は
ま
た
ア
ッ
と
い
う
間
に
雲
に
隠
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
ま
る
で
雲
と
鬼
ご
っ
こ
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

く
も
の
あ
る
日
　
く
も
は
　
か
な
し
い

く
も
の
な
い
日
　
そ
ら
は
　
さ
び
し
い

こ
れ
は
八
木

や

ぎ

重
吉

じ
ゅ
う
き
ち

の
「
雲
」
と
い
う
詩
で
す
。
人
の
一

生
に
は
萌も

え
出い

づ
る
若
葉
の
よ
う
な
時
も
あ
り
ま
し
ょ

う
。
真
紅
に
紅
葉
し
あ
る
い
は
病
葉

わ
く
ら
ば

と
な
り
、
寒
風
に
吹

き
ち
ぎ
ら
れ
、
そ
し
て
雲
や
氷
雨

ひ

さ

め

に
閉
ざ
さ
れ
る
日
も
あ

り
ま
し
ょ
う
。
月
も
雲
間
が
あ
っ
た
方
が
楽
し
い
よ
う
に
、

人
生
の
旅
も
変
化
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
の
で
す
。
愛
す
る

日
が
あ
り
、
憎
し
み
あ
う
日
も
あ
り
、
生
ま
れ
た
と
喜
び
、

死
ん
だ
と
嘆
き
‥
‥
。
お
か
げ
で
七
十
年
八
十
年
の
人
生

も
退
屈
す
る
こ
と
な
く
過
ご
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
月
と
雲
と
空
と
、
さ
ら
に
地
上
の
山
や
す
す
き
と
、

全
体
が
ひ
と
つ
の
視
野
の
中
に
入
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
美

し
く
、
ま
た
楽
し
い
の
で
す
。

人
生
の
景
色
も
、
た
と
え
ば
愛
憎
に
し
て
も
、
愛
の
時

は
愛
の
み
に
と
ら
わ
れ
、
憎
し
み
に
変
わ
っ
た
ら
憎
し
み

の
み
で
他
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
楽
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。

愛
と
憎
し
み
は
ひ
と
つ
の
心
の
裏
表
と
、
一
方
の
姿
に

と
ら
わ
れ
ず
、
常
に
全
体
の
展
望
が
で
き
る
心
の
眼
の
高

さ
を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
人
生
の
味
わ
い

は
ま
だ
深
い
も
の
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

生
老
病
死
が
あ
っ
て
こ
そ
人
生
は
味
わ
い
深
い

私
の
教
え
子
の
Ｍ
さ
ん
は
、
結
婚
し
て
三
人
の
母
と
な

り
ま
し
た
。
老
人
性
痴
呆
症

ち
ほ
う
し
ょ
う

の
う
え
に
寝
た
き
り
と
な
ら

れ
た
ご
主
人
の
母
親
を
、
す
す
ん
で
引
き
取
り
看
病
し
て

お
ら
れ
ま
す
。

「
私
た
ち
夫
婦
と
子
供
三
人
と
い
う
核
家
族
の
中
で
し

か
育
っ
て
い
な
い
子
供
た
ち
に
、
老
い
の
日
の
あ
る
こ
と

を
、
病
む
日
の
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
死
ん
で
ゆ
く
と
は

ど
う
ゆ
う
こ
と
か
な
ど
を
学
ば
せ
る
よ
い
機
会
と
思
い
、

喜
ん
で
お
迎
え
し
看
病
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
」

本
当
は
疲
れ
き
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
に
、
そ
れ
を
少
し
も

見
せ
ず
、
む
し
ろ
感
謝
の
言
葉
を
持
っ
て
語
る
Ｍ
さ
ん
に

感
動
し
、
心
か
ら
の
拍
手
を
送
っ
た
こ
と
で
し
た
。
人
生

の
愛
憎
や
損
得
を
、
幸
不
幸
を
、
生
老
病
死
を
、
一
生
を
、

一
目

い
ち
も
く

の
う
ち
に
お
さ
め
た
う
え
で
、
今
日
こ
の
一
瞬
を
一

生
懸
命
に
生
き
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。

い
つ
ま
で
も
生
き
て
お
れ
る
、
い
つ
で
も
や
れ
る
、
と

思
う
心
の
姿
勢
が
、
つ
い
に
何
も
で
き
な
い
ま
ま
一
生
を

終
わ
る
と
い
う
結
果
を
招
き
ま
す
。

死
を
忘
れ
た
時
、
生
も
ぼ
け
る
。
死
を
凝
視
す
る
目
が

深
い
ほ
ど
、
い
ま
ひ
と
と
き
の
命
も
深
く
生
き
う
る
と
い

う
も
の
。
老
い
、
病
み
、
死
に
ゆ
く
日
の
あ
る
こ
と
の
展

望
が
で
き
た
時
、
そ
の
時
点
か
ら
省

か
え
り

み
て
初
め
て
い
ま
生

き
て
い
る
命
の
座
標
が
見
え
、
自お

の

ず
か
ら
い
ま
ど
う
生
き

る
べ
き
か
も
見
え
て
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「
人
生
は
な
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
い
い
ん
じ
ゃ
。
人
々

は
何
も
な
か
れ
と
願
う
け
ど
、
何
も
な
く
て
み
い
、
退
屈

で
か
な
わ
ん
ぞ
」

と
は
、
あ
る
老
師
が
人
生
に
悩
ん
で
い
る
一
人
の
青
年
に

お
っ
し
ゃ
っ
た
言
葉
で
す
。
う
つ
ろ
い
ゆ
く
す
べ
て
を
、

い
ろ
い
ろ
あ
る
人
生
の
す
べ
て
を
、
人
生
を
建
立

こ
ん
り
ゅ
う

す
る
大

切
な
道
具
だ
て
と
大
肯
定

だ
い
こ
う
て
い

し
、
積
極
的
に
味
わ
い
楽
し
ん

で
ゆ
こ
う
と
い
う
の
で
す
。

秋
の
名
月
は
単
に
美
し
い
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
の
人

生
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
を
、
そ
っ
と
語
り
か
け
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
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
。）



■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
六
時
〜
四
十
分
ま
で

●

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
二
又
は
第
四
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
下
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
、

禅昌寺通信「道心」第19号
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

●

虫
の
秋

か
な
し
き
記
憶

地
よ
り
来
る

●

人
恋
へ
ば

銀
漢
ま
み
眸
に

な
だ
れ
く
る

当
山
二
十
一
世
　
甲
田
良
由
（
苔
水
）

●

い
ろ
あ
す
る
本
に
残
れ
る
ペ
ン
の
文
字

逝ゆ

き
た
る
夫つ

ま

の

温ぬ
く

も
り
覚お

ぼ

ゆ

●

真
夜
に
飲
む

一
杯
の
水

寂
し
け
れ

の
み
ほ
す
ほ
ど
に
冷
た
く
胃
に
落
つ

東
区
　
矢
野

淑
子

●

虫
目
鏡

虫
を
大
き
く

し
て
見
せ
る

●

草
の
実
を

つ
け
て
犬
コ
ロ
現
れ
る

廿
日
市
市
　
佐
藤
　
歓
次

短
歌

◆
行
事
報
告
◆（
八
月
〜
十
月
）

◆
行
事
案
内
◆（
十
一
月
〜
正
月
）

「方丈専用E-mail：zenshoji@hicat.ne.jp 」

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
。

俳
句

●

八
月
六
日
（
土
）
盂
蘭
盆
会
法
要

今
年
は
被
爆
六
十
年
に
当
た
り
お
参
り

も
例
年
よ
り
も
多
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
も
三
十
六
人
巡
礼
者
が

あ
り
三
泊
四
日
寄
宿
さ
れ
た
。

●

九
月
三
十
日
（
金
）

青
山
俊
董
尼
老
師
講
演
会
百
人
ほ
ど
の

聴
衆
で
賑
わ
っ
た
。
中
国
新
聞
の
取
材
が

あ
り
、
十
月
十
七
日
の
「
洗
心
」
に
報
じ

ら
れ
た
。

●

十
月
二
十
二
日
（
土
）
月
見
演
奏
会

「
Ｔ
ｓ
ｕ
ｋ
ｉ
ｍ
ｉ
　
ｉ
ｎ
　
寺
」フ
ル
ー
ト
＆

ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
ハ
ー
プ

ジ
ョ
イ
ン
ト
コ
ン

サ
ー
ト
、
三
百
四
十
人
程
の
聴
衆
を
魅
了

し
た
。

お
寺
に
電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

■
毎
年
定
例
行
事

●

臘
八
摂
心
坐
禅
会

十
二
月
一
日
〜
八
日
（
朝
ま
で
）
午

前
六
時
よ
り
一

・
午
後
七
時
よ
り

二
（
年
内
の
坐
禅
会
は
八
日
の
摂
心
終
了

を
も
っ
て
お
休
み
し
ま
す
。）

●

新
春
坐
禅
会

平
成
十
八
年
元
旦
　
午
前
八
時
よ
り

●

新
年
の
ご
祈
祷
法
要

平
成
十
八
年
元
旦
　
午
前
十
時
よ
り

檀
信
徒
皆
様
の
一
年
の
ご
無
事
を
祈

願
す
る
法
要
で
す
。
お
参
り
さ
れ
た

方
に
お
札
を
差
し
上
げ
ま
す
。

（
古
い
お
札
を
ご
持
参
下
さ
い
。）

※
お
寺
の
寺
務
は
正
月
五
日
よ
り
通
常

に
戻
り
ま
す
。

■
恒
例
行
事

●

年
末
大
掃
除
の
ご
案
内

十
二
月
十
一
日
（
日
曜
日
）

午
後
一
時
〜
三
時
位
ま
で
　
終
了
後
、

希
望
者
に
よ
り
忘
年
懇
親
会
を
開
催

し
ま
す
。
会
費
　
千
円

お
申
込
み
は
当
日
で
結
構
で
す
。

一
年
の
ア
カ
を
落
す
つ
も
り
で
ご
家

族
ご
一
緒
に
ご
参
加
下
さ
い

第5回「 Tsukimi in 寺」コンサートトークも冴えた永山友美子先生

自
由
律
俳
句

◎
四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
礼
の
旅
満
願

●

平
成
十
五
年
十
一
月
十
五
日
〜
十
六
日

第
一
回
に
始
ま
り
、
平
成
十
七
年
十
一

月
五
日
〜
六
日
第
七
回
目
を
持
ち
ま
し
て

満
願
と
な
り
ま
し
た
。
足
か
け
三
年
の
間

一
人
も
欠
け
る
こ
と
な
く
満
願
出
来
ま
し

た
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。


