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昨
年
は
、
私
に
と
り
ま
し
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
忙
し
い
年
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
為
か
、
坐
禅
を
組
ん
で
静
か
に
自
己
を
振
り
返
る
時
間
が
と
て
も
有
難
く

感
じ
た
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
心
を
静
め
て
自
他
を
見
渡
す
と
、

な
ん
と
ご
都
合
主
義
の
多
い
こ
と
か
、
自
分
の
独
断
的
偏
見
で
人
を
見
た
り
、

自
分
の
好
き
嫌
い
で
物
事
を
判
断
し
た
り
、
自
分
と
同
じ
価
値
観
や
経
験
知
識
を

持
た
な
い
人
を
見
下
し
た
り
、
た
っ
た
七
十
億
分
の
一
の
人
生
経
験
を

全
て
の
判
断
基
準
と
し
て
、　
断
定
的
な
判
断
を
し
て
し
ま
う
。
本
当
に
こ
れ
で
良
い
の
か
、

こ
れ
は
独
り
よ
が
り
な
考
え
で
は
な
い
か
、
こ
ん
な
言
い
方
を
し
た
ら
相
手
は

傷
つ
か
な
い
か
、
と
常
に
振
り
か
え
り
な
が
ら
、
何
度
も
何
度
も
自
分
の
心
を
静
め
て
は
、

進
ん
で
い
く
、
こ
う
い
う
姿
勢
が
大
切
だ
な
と
つ
く
づ
く
思
う
の
で
す
。

　
失
敗
し
た
ら
そ
の
人
は
ご
め
ん
な
さ
い
の
心
を
、
周
り
の
人
は
許
す
心
を
持
ち
。

人
の
欠
点
を
見
た
ら
、
そ
の
人
の
良
い
面
も
見
る
。
簡
単
に
人
に
対
し
て

断
定
的
な
判
断
を
し
な
い
。
そ
う
い
う
心
が
持
て
れ
ば
、
争
い
事
は
減
る
で
し
ょ
う
。

　
日
本
の
高
度
成
長
を
支
え
、
世
界
第
一
位
の
経
済
大
国
日
本
を
作
り
上
げ
た
時
代
に
は
、

何
で
も
行
け
行
け
ゴ
ー
ゴ
ー
で
、
こ
れ
が
絶
対
に
正
し
い
方
向
だ
と
い
う
こ
と
が

手
に
取
る
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
今
は
混
迷
の
時
代
で

憂
い
の
あ
る
人
も
多
い
の
で
す
。
お
寺
に
は
様
々
な
世
代
の
人
や

考
え
方
の
異
な
る
人
が
出
入
り
し
、
そ
の
全
て
の
人
々
が
、
お
互
い
か
ら
大
切
な
こ
と
を

学
び
合
う
仏
さ
ま
の
宝
で
す
。
私
も
何
度
も
何
度
も
自
己
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

大
き
く
寛
い
心
を
も
っ
て
、
縦
横
無
尽
に
そ
の
心
を
働
か
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う

精
進
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

改
歳
之
令
辰

旧
年
中
の
ご
厚
誼
に
感
謝
し
、

皆
様
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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お
詫
び

曹
洞
宗
で
は
、
日
本
全
国
を
九
つ
の
管
区
に
分

け
て
宗
派
と
し
て
の
本
部
布
教
を
推
進
し
、
教
化

活
動
に
必
要
な
研
究
や
情
報
の
収
集
を
行
っ
て
い

る
教
化
セ
ン
タ
ー
と
い
う
機
関
が
あ
り
ま
す
。

昨
年
四
月
、
私
は
こ
の
曹
洞
宗
中
国
管
区
教
化

セ
ン
タ
ー
の
主
監
と
い
う
お
役
目
を
拝
命
い
た
し

ま
し
た
。
任
期
は
二
年
で
す
が
、
山
積
み
さ
れ
て

い
る
課
題
が
多
く
あ
り
、
想
像
以
上
に
大
変
な
お

役
目
で
、
基
本
的
に
は
セ
ン
タ
ー
事
務
所
に
常
勤

し
、
中
国
地
方
各
地
を
飛
び
回
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
檀
信

徒
及
び
関
係
者
の
皆
様
に
は
、
ご
迷
惑
を
お
掛
し

て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

宗
門
か
ら
こ
の
お
話
が
あ
っ
た
時
、
私
は
度
々

お
断
り
い
た
し
ま
し
た
が
、
止
む
を
得
ず
お
引
き

受
け
し
た
次
第
で
す
。
何
卒
ご
理
解
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

禅
昌
寺
住
職
　
横
山
泰
賢 

合
掌

道心第42号_03.indd   1 12/12/20   10:16



禅昌寺通信「道心」第    号42

2

　
前
回
ご
紹
介
し
た
菩
薩
が
行
う
べ
き
六ろ

く
は
ら
み
つ

波
羅
蜜
の
修

行
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
︒

　
波
羅
蜜
と
は
︑
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
︵Pāram

itā,

︶
と

い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
漢
字
に
音
訳
し
た
言
葉

で
︑
到と

う

彼ひ
が
ん岸
又
は
完
成
と
い
う
意
味
で
︑
彼
岸
へ
到
る

た
め
の
六
つ
の
修
行
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　
仏
教
で
は
︑
自
分
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
右
往
左

往
し
︑
欲
望
が
満
た
さ
れ
な
い
と
苦
し
ん
だ
り
︑
怒
っ

た
り
︑
自
分
の
欲
望
が
満
た
さ
れ
る
と
︑
満
足
し
て
幸

福
を
感
じ
る
と
い
う
よ
う
に
︑
欲
望
に
振
り
回
さ
れ
︑

六ろ
く
ど
う道
輪り

ん
ね廻
︵
天
上
︑
人
間
︑
餓
鬼
︑
畜
生
︑
阿
修
羅
︑

地
獄
︶
を
流
転
す
る
世
界
を
此し

が
ん岸
と
い
い
ま
す
︒

　
そ
の
反
対
に
︑
自
分
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
生
き
る
の
で
は
な
く
︑
仏
さ
ま
の
道
を
求

め
︑
そ
の
こ
と
を
誓
願
と
し
て
生
き
る
世
界
を
彼ひ

が
ん岸
と

い
い
ま
す
︒

　
此
岸
も
彼
岸
も
六
道
輪
廻
も
私
達
の
生
き
る
姿
勢
の

問
題
な
の
で
す
が
︑
頭
で
理
解
す
る
だ
け
で
は
私
た
ち

の
生
き
る
姿
勢
や
価
値
観
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
︒
人
が
亡
く
な
る
こ
と
を
︑
涅
槃
に
入
る
と
か
彼
岸

へ
渡
る
と
か
い
い
ま
す
が
︑本
当
は
生
き
て
い
る
間
に
︑

私
た
ち
の
生
き
方
や
価
値
観
を
彼
岸
の
生
き
方
に
転
換

さ
せ
る
こ
と
が
彼
岸
に
渡
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒

そ
の
た
め
に
必
要
な
修
行
と
さ
れ
た
の
が
六
波
羅
蜜
の

修
行
な
の
で
す
︒

　
布ふ

せ施
と
は
︑
人
に
物
を
施
す
と
い
う
こ
と
で
す
が
︑

自
分
の
所
有
す
る
物
や
時
間
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
分
だ

け
の
も
の
だ
と
思
わ
ず
︑
困
っ
て
い
る
人
が
い
れ
ば
︑

そ
れ
を
惜
し
ま
ず
に
施
す
と
い
う
こ
と
で
す
︒
自
分
も

施
し
施
さ
れ
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
生

き
る
こ
と
が
大
切
で
す
︒
様
々
な
人
や
自
然
の
中
で
い

つ
の
間
に
か
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
が
居
る
こ
と
に
感

謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

　持じ
か
い戒
と
は
︑文
字
通
り
戒
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
︒

自
分
を
戒
め
振
り
返
り
な
が
ら
︑
規
則
正
し
い
生
活
を

し
︑
心
を
正
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
︑

謙
虚
な
生
活
態
度
で
す
︒
　
　
　

　忍に
ん
に
く辱
と
は
︑辛
抱
す
る
こ
と
で
す
︒自
分
以
外
の
人
々

と
共
存
し
て
い
く
か
ら
に
は
︑
辛
抱
が
必
要
で
す
︒
自

分
の
都
合
ば
か
り
を
主
張
し
て
い
て
は
︑
う
ま
く
和
合

で
き
ま
せ
ん
︒

　精し
ょ
う
じ
ん進
と
は
︑
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
︑
怠
け
な
い

で
前
向
き
に
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　禅ぜ
ん
じ
ょ
う定
と
は
︑
坐
禅
の
こ
と
で
す
︒
坐
禅
会
に
来
る
こ

と
が
難
し
い
人
で
も
︑
ご
自
宅
の
お
仏
壇
の
前
で
静
か

に
正
座
さ
れ
︑
心
に
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
を
掴
ま
ず
追

わ
ず
払
わ
ず
︑
只
管
坐
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
普
段
見

落
と
し
て
い
る
自
己
に
気
付
き
︑
自
分
自
身
を
振
り
返

る
機
会
と
な
り
︑
心
が
静
ま
り
ま
す
︒

　般は
ん
に
ゃ若
と
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
音
訳
し
た
言
葉

で
︑
智
慧
と
い
う
意
味
で
す
︒
し
か
し
︑
世
間
一
般
で

い
う
智
慧
で
は
な
く
︑
こ
の
世
を
あ
り
の
ま
ま
に
み
る

智
慧
で
あ
り
︑
般
若
経
が
説
く
﹁
空
﹂
を
み
る
智
慧
と

い
う
こ
と
で
す
︒
空
と
は
︑
私
た
ち
の
心
も
体
も
こ
の

大
宇
宙
も
そ
の
実
体
は
な
く
︑
様
々
な
条
件
や
要
素
の

寄
せ
集
め
︵
縁
起
︶
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
︒

　
例
え
ば
︑
私
自
身
を
分
析
し
て
み
ま
す
と
︑
広
島
の

お
寺
で
生
ま
れ
た
日
本
人
で
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
一
つ

の
条
件
が
違
っ
た
だ
け
で
︑
私
の
人
生
は
大
き
く
変

わ
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
︑
広
島
︑
お
寺
で
生

ま
れ
た
︑
日
本
人
と
い
う
三
つ
の
条
件
は
ど
れ
も
私
が

選
択
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
偶
然
整
っ
た
条
件

で
す
︒
そ
の
偶
然
に
︑勉
強
し
な
か
っ
た
・
悪
さ
を
い
っ

ぱ
い
し
た
・
本
を
い
っ
ぱ
い
読
ん
だ
・
修
行
し
た
・
外

国
生
活
を
し
た
・
結
婚
し
た
・
子
供
が
出
来
た
・
住
職

し
た
・
な
ど
様
々
な
条
件
が
重
ね
ら
れ
︑
そ
の
時
そ
の

時
に
見
た
も
の
・
聞
い
た
こ
と
・
嗅
い
だ
も
の
・
食
べ

た
も
の
・
触
っ
た
も
の
・
考
え
た
こ
と
・
な
ど
全
て
の

経
験
が
さ
ら
な
る
要
素
と
な
っ
て
︑
こ
の
自
分
を
創
り

だ
し
て
き
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
条
件
や
要
素
次

第
で
い
く
ら
で
も
移
り
変
わ
っ
て
い
く
﹁
無む

じ
ょ
う常
﹂
な
存

在
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　
ま
た
︑
こ
の
体
も
大
宇
宙
も
分
析
し
て
み
る
と
︑
分

子
︑
粒
子
︑
素
粒
子
︑
原
子
︑
細
胞
な
ど
︑
様
々
な

要
素
が
融
合
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
実
体
は

無
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
︒
こ
の
こ
と
を
仏
教
で
は

﹁
無む

が我
﹂
と
い
い
ま
す
︒

　
お
釈
迦
様
は
今
か
ら
二
千
五
百
年
前
に
︑
こ
の
無
常

無
我
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
悟
ら
れ
た
の
で
す
か

ら
︑
驚
か
さ
れ
ま
す
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
大
宇
宙
の
摂
理
を
よ
く
理
解
し
て
︑

人
と
接
し
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
人
へ
の
見
方
が
変
わ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
ま
た
︑
も
の
の
見
方
や
考

え
方
も
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　
人
間
な
ん
て
本
当
に
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で
︑
ど
ん

な
に
誇
り
に
思
え
る
人
生
を
送
っ
て
き
た
と
し
て
も
︑

た
っ
た
七
十
億
分
の
一
の
経
験
と
人
生
な
の
で
す
︒
本

当
に
偉
大
な
方
と
い
う
の
は
︑
常
に
謙
虚
で
︑
自
分
が

菩
薩
の
修
行

布ふ

せ施  

（
施
し
を
す
る
）

持じ
か
い戒  

（
戒
律
を
ま
も
る
）

忍に
ん
に
く辱  

（
辛
抱
す
る
）

精し
ょ
う
じ
ん進  

（
努
力
す
る
）

禅ぜ
ん
じ
ょ
う定  

（
坐
禅
す
る
）

般は
ん
に
ゃ若  

（
般
若
の
智
慧
）

禅
昌
寺
住
職

　横 

山 

泰 

賢
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衆し
ゅ
じ
ょ
う生

を
利り

益や
く

す
と
い
ふ
は
四
枚
の
般ぱ

ん
に
ゃ若

あ
り
、

一ひ
と
つ
に
は者

布ふ

せ施
、
二
者
愛あ

い
ご護

、
三
者
利り

ぎ
ょ
う行

、
四
者

同ど
う
じ事

、
是
れ
則
ち
薩さ

つ
た埵

の
行ぎ

ょ
う
が
ん願

な
り
、
其
の
布

施
と
い
ふ
は
貪む

さ
ぼ

ら
ざ
る
な
り
、
我
物
に
非あ

ら

ざ
れ

ど
も
布
施
を
障さ

へ
ざ
る
道
理
あ
り
、
其
物
の
軽

き
を
嫌
は
ず
、
其そ

の

功こ
う

の
実じ

つ

な
る
べ
き
な
り
、
然し

か

あ
れ
ば
則
ち
一い

っ
く
い
ち
げ

句
一
偈
の
法
を
も
布
施
す
べ
し
、

此し
し
ょ
う
た
し
ょ
う

生
佗
生
の
善ぜ

ん

種し
ゅ

と
な
る
、
一い

っ
せ
ん
い
っ
そ
う

銭
一
草
の
財
を

も
布
施
す
べ
し
、
此し

せ

た

せ

世
佗
世
の
善ぜ

ん
こ
ん根

を
兆き

ざ

す
、

法ほ
う

も
財た

か
ら

な
る
べ
し
、
財
も
法
な
る
べ
し
、
但
彼

が
報ほ

う
し
ゃ謝

を
貪む

さ
ぼ

ら
ず
、
自
か
ら
が
力
を
頒わ

か

つ
な

り
、
舟
を
置
き
橋
を
渡
す
も
布
施
の
檀だ

ん
ど度

な
り
、

治ち
し
ょ
う生

産さ
ん
ぎ
ょ
う業

固も
と

よ
り
布
施
に
非あ

ら

ざ
る
こ
と
無
し
。

仏
教
徒
の

行
願
の
実
践

東
堂

　
　横 

山 

正 

賢

修
証
義
第
四
章

発
願
利
生
　
　
第
二
十
一
節

　
直
訳
し
ま
す
と
︑
薩さ
つ
た埵

と
言
う
の
は
仏
道
修
行
者
又

仏
教
徒
の
こ
と
を
い
う
の
で
す
︑
従
っ
て
仏
教
徒
と
し

て
の
生
き
方
・
生
き
る
姿
勢
を
お
示
し
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
︑
衆
生
︵
生
き
と
し
生
け
る
も
の
︶
の
為
に
奉

仕
す
る
に
は
四
つ
の
大
事
な
智
慧
が
あ
る
と
︑
そ
の
一

つ
は
布
施
で
あ
り
ま
す
︑
お
坊
さ
ん
や
お
寺
に
対
し
て

す
る
お
布
施
は
︑
布
施
行
の
一
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
︑

布
施
と
い
う
意
味
は
も
っ
と
も
っ
と
広
い
行
為
を
い
う

の
で
す
︒
舟
を
置
き
︑橋
を
渡
す
も
布
施
の
行
為
で
あ
り
︑

政
治
も
産
業
を
営
む
こ
と
も
︑
人
に
対
す
る
奉
仕
の
全

て
に
布
施
の
精
神
で
営
む
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
︒

　
人
や
動
物
た
ち
な
ど
に
施
し
を
す
る
際
に
︑
し
て
あ

げ
る
と
か
︑
し
て
や
っ
と
る
と
か
︑
他
に
対
し
て
す
る

行
為
が
︑
対
価
を
期
待
し
て
す
る
行
為
を
貪
る
と
言
う

の
で
す
︒
そ
う
な
る
と
も
う
布
施
と
い
う
行
為
で
は
無

く
な
る
の
で
す
︒

﹁
我
物
に
非
ざ
れ
ど
も
布
施
を
障
へ
ざ
る
道
理
あ
り
︑
其

物
の
軽
き
を
嫌
は
ず
︑
其
功
の
実
な
る
べ
き
な
り
︑﹂
私

た
ち
は
︑
誰
も
が
こ
の
身
を
我
が
物
︑
我
が
命
と
受
け

と
め
︑
法
律
や
社
会
秩
序
か
ら
し
て
も
当
然
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
が
︑
佛
教
の
立
場
か
ら
申
し
ま
す
と
︑
全
て

は
天
地
の
恵
で
あ
り
︑
自
然
の
も
の
で
あ
り
︑
佛
の
御

命
で
あ
り
ま
す
︒

　
自
由
自
在
に
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
る
も
の
は
何
一

つ
無
い
の
で
あ
る
が
︑
布
施
の
真
心
さ
え
あ
れ
ば
︑
出

来
な
い
と
い
う
こ
と
は
無
い
︑
布
施
の
行
為
の
外
見
が

良
い
と
か
悪
い
と
か
︑
多
い
と
か
少
な
い
と
か
︑
重
い

と
か
軽
い
と
か
凡
夫
の
浅
ま
し
さ
を
無
く
し
た
︑
真
実

を
行
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒

　
折
し
も
衆
議
院
議
員
の
選
挙
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
り

ま
す
が
︑
ど
の
政
党
も
理
想
的
な
公
約
を
掲
げ
て
は
い

ま
す
が
︑
何
年
も
の
あ
い
だ
︑
目
先
の
欲
望
に
満
ち
た

国
民
の
要
望
に
応
え
ん
と
す
る
政
治
の
あ
り
方
が
︑
国

民
一
人
当
た
り
七
百
万
円
と
も
八
百
万
円
と
も
い
わ
れ

る
借
金
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

　
真
心
の
こ
も
っ
た
社
会
の
確
立
と
は
何
か
を
考
え
さ

せ
ら
れ
る
御
教
え
の
一
節
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

﹁
然
あ
れ
ば
則
ち
一
句
一
偈
の
法
を
も
布
施
す
べ
し
︑
此

生
佗
生
の
善
種
と
な
る
︑
一
銭
一
草
の
財
を
も
布
施
す

べ
し
︑
此
世
佗
世
の
善
根
を
兆
す
︑
法
も
財
な
る
べ
し
︑

財
も
法
な
る
べ
し
﹂
こ
の
一
節
は
非
常
に
大
切
な
こ
と

を
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　
何
事
に
も
大
き
な
こ
と
よ
り
も
︑
繊
細
な
こ
こ
ろ
ず

か
い
を
大
事
に
し
︑
此
生
佗
生
と
此
世
佗
世
は
同
じ
意

味
で
す
︑
現
代
と
将
来
︑
こ
の
世
と
次
の
世
の
こ
と
で
︑

今
行
う
布
施
の
行
為
が
︑
現
代
に
置
い
て
も
将
来
に
置

い
て
も
︑
こ
の
世
に
有
っ
て
も
次
の
世
に
有
っ
て
も
善

き
種
と
な
り
︑
善
き
根
っ
こ
と
し
て
︑
法
︵
教
え
︶
が

財
と
な
り
︑
財
が
法
︵
教
え
︶
と
な
っ
て
普
遍
し
て
い

く
生
き
方
を
諭
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
政
治
や
経
済
活
動
の
本
来
の
使
命
は
布
施
の
行
為
と

し
て
営
ま
れ
る
こ
と
を
念
願
い
た
し
ま
す
︒

一
番
正
し
い
と
い
う
態
度
を
と
ら
な
い
方
が
多
い
の
だ

と
思
い
ま
す
︒

　
こ
う
し
て
無
常
無
我
の
現
実
と
あ
ら
た
め
て
向
き

合
っ
て
み
る
と
︑
人
間
は
頼
り
な
い
存
在
で
す
︒
で
す

か
ら
︑
お
釈
迦
様
︵
仏
︶・
仏
様
の
教
え
︵
法
︶・
仏
様

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
︵
僧
︶
に
帰
依
を
し
︑
ま
た
こ
の

仏ぶ
っ
ぽ
う
そ
う

法
僧
を
仏
教
徒
の
三
宝
と
し
て
生
き
て
い
く
の
が
菩

薩
な
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
の
菩
薩
の
修
行
が
六
波
羅

蜜
の
修
行
で
あ
り
︑
般
若
の
智
慧
が
な
け
れ
ば
︑
前
の

五
つ
の
波
羅
蜜
も
空
回
り
の
修
行
と
な
る
で
し
ょ
う
︒

　
般
若
心
経
と
そ
の
実
践
を
通
し
て
皆
様
と
共
に
学
ん

で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
︒
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前
回
ご
紹
介
し
た
菩
薩
が
行
う
べ
き
六ろ

く
は
ら
み
つ

波
羅
蜜
の
修

行
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
︒

　
波
羅
蜜
と
は
︑
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
︵Pāram

itā,

︶
と

い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
漢
字
に
音
訳
し
た
言
葉

で
︑
到と

う

彼ひ
が
ん岸

又
は
完
成
と
い
う
意
味
で
︑
彼
岸
へ
到
る

た
め
の
六
つ
の
修
行
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　
仏
教
で
は
︑
自
分
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
右
往
左

往
し
︑
欲
望
が
満
た
さ
れ
な
い
と
苦
し
ん
だ
り
︑
怒
っ

た
り
︑
自
分
の
欲
望
が
満
た
さ
れ
る
と
︑
満
足
し
て
幸

福
を
感
じ
る
と
い
う
よ
う
に
︑
欲
望
に
振
り
回
さ
れ
︑

六ろ
く
ど
う道
輪り

ん
ね廻
︵
天
上
︑
人
間
︑
餓
鬼
︑
畜
生
︑
阿
修
羅
︑

地
獄
︶
を
流
転
す
る
世
界
を
此し

が
ん岸

と
い
い
ま
す
︒

　
そ
の
反
対
に
︑
自
分
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
生
き
る
の
で
は
な
く
︑
仏
さ
ま
の
道
を
求

め
︑
そ
の
こ
と
を
誓
願
と
し
て
生
き
る
世
界
を
彼ひ

が
ん岸

と

い
い
ま
す
︒

　
此
岸
も
彼
岸
も
六
道
輪
廻
も
私
達
の
生
き
る
姿
勢
の

問
題
な
の
で
す
が
︑
頭
で
理
解
す
る
だ
け
で
は
私
た
ち

の
生
き
る
姿
勢
や
価
値
観
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
︒
人
が
亡
く
な
る
こ
と
を
︑
涅
槃
に
入
る
と
か
彼
岸

へ
渡
る
と
か
い
い
ま
す
が
︑本
当
は
生
き
て
い
る
間
に
︑

私
た
ち
の
生
き
方
や
価
値
観
を
彼
岸
の
生
き
方
に
転
換

さ
せ
る
こ
と
が
彼
岸
に
渡
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒

そ
の
た
め
に
必
要
な
修
行
と
さ
れ
た
の
が
六
波
羅
蜜
の

修
行
な
の
で
す
︒

　
布ふ

せ施
と
は
︑
人
に
物
を
施
す
と
い
う
こ
と
で
す
が
︑

自
分
の
所
有
す
る
物
や
時
間
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
分
だ

け
の
も
の
だ
と
思
わ
ず
︑
困
っ
て
い
る
人
が
い
れ
ば
︑

そ
れ
を
惜
し
ま
ず
に
施
す
と
い
う
こ
と
で
す
︒
自
分
も

施
し
施
さ
れ
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
生

き
る
こ
と
が
大
切
で
す
︒
様
々
な
人
や
自
然
の
中
で
い

つ
の
間
に
か
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
が
居
る
こ
と
に
感

謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

　持じ
か
い戒
と
は
︑文
字
通
り
戒
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
︒

自
分
を
戒
め
振
り
返
り
な
が
ら
︑
規
則
正
し
い
生
活
を

し
︑
心
を
正
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
︑

謙
虚
な
生
活
態
度
で
す
︒
　
　
　

　忍に
ん
に
く辱
と
は
︑辛
抱
す
る
こ
と
で
す
︒自
分
以
外
の
人
々

と
共
存
し
て
い
く
か
ら
に
は
︑
辛
抱
が
必
要
で
す
︒
自

分
の
都
合
ば
か
り
を
主
張
し
て
い
て
は
︑
う
ま
く
和
合

で
き
ま
せ
ん
︒

　精し
ょ
う
じ
ん進
と
は
︑
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
︑
怠
け
な
い

で
前
向
き
に
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　禅ぜ
ん
じ
ょ
う定
と
は
︑
坐
禅
の
こ
と
で
す
︒
坐
禅
会
に
来
る
こ

と
が
難
し
い
人
で
も
︑
ご
自
宅
の
お
仏
壇
の
前
で
静
か

に
正
座
さ
れ
︑
心
に
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
を
掴
ま
ず
追

わ
ず
払
わ
ず
︑
只
管
坐
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
普
段
見

落
と
し
て
い
る
自
己
に
気
付
き
︑
自
分
自
身
を
振
り
返

る
機
会
と
な
り
︑
心
が
静
ま
り
ま
す
︒

　般は
ん
に
ゃ若
と
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
音
訳
し
た
言
葉

で
︑
智
慧
と
い
う
意
味
で
す
︒
し
か
し
︑
世
間
一
般
で

い
う
智
慧
で
は
な
く
︑
こ
の
世
を
あ
り
の
ま
ま
に
み
る

智
慧
で
あ
り
︑
般
若
経
が
説
く
﹁
空
﹂
を
み
る
智
慧
と

い
う
こ
と
で
す
︒
空
と
は
︑
私
た
ち
の
心
も
体
も
こ
の

大
宇
宙
も
そ
の
実
体
は
な
く
︑
様
々
な
条
件
や
要
素
の

寄
せ
集
め
︵
縁
起
︶
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
︒

　
例
え
ば
︑
私
自
身
を
分
析
し
て
み
ま
す
と
︑
広
島
の

お
寺
で
生
ま
れ
た
日
本
人
で
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
一
つ

の
条
件
が
違
っ
た
だ
け
で
︑
私
の
人
生
は
大
き
く
変

わ
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
︑
広
島
︑
お
寺
で
生

ま
れ
た
︑
日
本
人
と
い
う
三
つ
の
条
件
は
ど
れ
も
私
が

選
択
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
偶
然
整
っ
た
条
件

で
す
︒
そ
の
偶
然
に
︑勉
強
し
な
か
っ
た
・
悪
さ
を
い
っ

ぱ
い
し
た
・
本
を
い
っ
ぱ
い
読
ん
だ
・
修
行
し
た
・
外

国
生
活
を
し
た
・
結
婚
し
た
・
子
供
が
出
来
た
・
住
職

し
た
・
な
ど
様
々
な
条
件
が
重
ね
ら
れ
︑
そ
の
時
そ
の

時
に
見
た
も
の
・
聞
い
た
こ
と
・
嗅
い
だ
も
の
・
食
べ

た
も
の
・
触
っ
た
も
の
・
考
え
た
こ
と
・
な
ど
全
て
の

経
験
が
さ
ら
な
る
要
素
と
な
っ
て
︑
こ
の
自
分
を
創
り

だ
し
て
き
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
条
件
や
要
素
次

第
で
い
く
ら
で
も
移
り
変
わ
っ
て
い
く
﹁
無む

じ
ょ
う常
﹂
な
存

在
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　
ま
た
︑
こ
の
体
も
大
宇
宙
も
分
析
し
て
み
る
と
︑
分

子
︑
粒
子
︑
素
粒
子
︑
原
子
︑
細
胞
な
ど
︑
様
々
な

要
素
が
融
合
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
実
体
は

無
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
︒
こ
の
こ
と
を
仏
教
で
は

﹁
無む

が我
﹂
と
い
い
ま
す
︒

　
お
釈
迦
様
は
今
か
ら
二
千
五
百
年
前
に
︑
こ
の
無
常

無
我
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
れ
悟
ら
れ
た
の
で
す
か

ら
︑
驚
か
さ
れ
ま
す
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
大
宇
宙
の
摂
理
を
よ
く
理
解
し
て
︑

人
と
接
し
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
人
へ
の
見
方
が
変
わ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
ま
た
︑
も
の
の
見
方
や
考

え
方
も
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　
人
間
な
ん
て
本
当
に
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で
︑
ど
ん

な
に
誇
り
に
思
え
る
人
生
を
送
っ
て
き
た
と
し
て
も
︑

た
っ
た
七
十
億
分
の
一
の
経
験
と
人
生
な
の
で
す
︒
本

当
に
偉
大
な
方
と
い
う
の
は
︑
常
に
謙
虚
で
︑
自
分
が

菩
薩
の
修
行

布ふ

せ施  

（
施
し
を
す
る
）

持じ
か
い戒  

（
戒
律
を
ま
も
る
）

忍に
ん
に
く辱  

（
辛
抱
す
る
）

精し
ょ
う
じ
ん進  

（
努
力
す
る
）

禅ぜ
ん
じ
ょ
う定  

（
坐
禅
す
る
）

般は
ん
に
ゃ若  

（
般
若
の
智
慧
）

禅
昌
寺
住
職

　横 

山 

泰 

賢

ぼ
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衆し
ゅ
じ
ょ
う生

を
利り

益や
く

す
と
い
ふ
は
四
枚
の
般ぱ

ん
に
ゃ若

あ
り
、

一ひ
と
つ
に
は者

布ふ

せ施
、
二
者
愛あ

い
ご護

、
三
者
利り

ぎ
ょ
う行

、
四
者

同ど
う
じ事

、
是
れ
則
ち
薩さ

つ
た埵

の
行ぎ

ょ
う
が
ん願

な
り
、
其
の
布

施
と
い
ふ
は
貪む

さ
ぼ

ら
ざ
る
な
り
、
我
物
に
非あ

ら

ざ
れ

ど
も
布
施
を
障さ

へ
ざ
る
道
理
あ
り
、
其
物
の
軽

き
を
嫌
は
ず
、
其そ

の

功こ
う

の
実じ

つ

な
る
べ
き
な
り
、
然し

か

あ
れ
ば
則
ち
一い

っ
く
い
ち
げ

句
一
偈
の
法
を
も
布
施
す
べ
し
、

此し
し
ょ
う
た
し
ょ
う

生
佗
生
の
善ぜ

ん

種し
ゅ

と
な
る
、
一い

っ
せ
ん
い
っ
そ
う

銭
一
草
の
財
を

も
布
施
す
べ
し
、
此し

せ

た

せ

世
佗
世
の
善ぜ

ん
こ
ん根
を
兆き

ざ

す
、

法ほ
う

も
財た

か
ら

な
る
べ
し
、
財
も
法
な
る
べ
し
、
但
彼

が
報ほ

う
し
ゃ謝
を
貪む

さ
ぼ

ら
ず
、
自
か
ら
が
力
を
頒わ

か

つ
な

り
、
舟
を
置
き
橋
を
渡
す
も
布
施
の
檀だ

ん
ど度
な
り
、

治ち
し
ょ
う生
産さ

ん
ぎ
ょ
う業
固も

と

よ
り
布
施
に
非あ

ら

ざ
る
こ
と
無
し
。

仏
教
徒
の

行
願
の
実
践

東
堂

　
　横 

山 

正 

賢

修
証
義
第
四
章

発
願
利
生
　
　
第
二
十
一
節

　
直
訳
し
ま
す
と
︑
薩さ
つ
た埵
と
言
う
の
は
仏
道
修
行
者
又

仏
教
徒
の
こ
と
を
い
う
の
で
す
︑
従
っ
て
仏
教
徒
と
し

て
の
生
き
方
・
生
き
る
姿
勢
を
お
示
し
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
︑
衆
生
︵
生
き
と
し
生
け
る
も
の
︶
の
為
に
奉

仕
す
る
に
は
四
つ
の
大
事
な
智
慧
が
あ
る
と
︑
そ
の
一

つ
は
布
施
で
あ
り
ま
す
︑
お
坊
さ
ん
や
お
寺
に
対
し
て

す
る
お
布
施
は
︑
布
施
行
の
一
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
︑

布
施
と
い
う
意
味
は
も
っ
と
も
っ
と
広
い
行
為
を
い
う

の
で
す
︒
舟
を
置
き
︑橋
を
渡
す
も
布
施
の
行
為
で
あ
り
︑

政
治
も
産
業
を
営
む
こ
と
も
︑
人
に
対
す
る
奉
仕
の
全

て
に
布
施
の
精
神
で
営
む
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
︒

　
人
や
動
物
た
ち
な
ど
に
施
し
を
す
る
際
に
︑
し
て
あ

げ
る
と
か
︑
し
て
や
っ
と
る
と
か
︑
他
に
対
し
て
す
る

行
為
が
︑
対
価
を
期
待
し
て
す
る
行
為
を
貪
る
と
言
う

の
で
す
︒
そ
う
な
る
と
も
う
布
施
と
い
う
行
為
で
は
無

く
な
る
の
で
す
︒

﹁
我
物
に
非
ざ
れ
ど
も
布
施
を
障
へ
ざ
る
道
理
あ
り
︑
其

物
の
軽
き
を
嫌
は
ず
︑
其
功
の
実
な
る
べ
き
な
り
︑﹂
私

た
ち
は
︑
誰
も
が
こ
の
身
を
我
が
物
︑
我
が
命
と
受
け

と
め
︑
法
律
や
社
会
秩
序
か
ら
し
て
も
当
然
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
が
︑
佛
教
の
立
場
か
ら
申
し
ま
す
と
︑
全
て

は
天
地
の
恵
で
あ
り
︑
自
然
の
も
の
で
あ
り
︑
佛
の
御

命
で
あ
り
ま
す
︒

　
自
由
自
在
に
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
る
も
の
は
何
一

つ
無
い
の
で
あ
る
が
︑
布
施
の
真
心
さ
え
あ
れ
ば
︑
出

来
な
い
と
い
う
こ
と
は
無
い
︑
布
施
の
行
為
の
外
見
が

良
い
と
か
悪
い
と
か
︑
多
い
と
か
少
な
い
と
か
︑
重
い

と
か
軽
い
と
か
凡
夫
の
浅
ま
し
さ
を
無
く
し
た
︑
真
実

を
行
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒

　
折
し
も
衆
議
院
議
員
の
選
挙
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
り

ま
す
が
︑
ど
の
政
党
も
理
想
的
な
公
約
を
掲
げ
て
は
い

ま
す
が
︑
何
年
も
の
あ
い
だ
︑
目
先
の
欲
望
に
満
ち
た

国
民
の
要
望
に
応
え
ん
と
す
る
政
治
の
あ
り
方
が
︑
国

民
一
人
当
た
り
七
百
万
円
と
も
八
百
万
円
と
も
い
わ
れ

る
借
金
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

　
真
心
の
こ
も
っ
た
社
会
の
確
立
と
は
何
か
を
考
え
さ

せ
ら
れ
る
御
教
え
の
一
節
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

﹁
然
あ
れ
ば
則
ち
一
句
一
偈
の
法
を
も
布
施
す
べ
し
︑
此

生
佗
生
の
善
種
と
な
る
︑
一
銭
一
草
の
財
を
も
布
施
す

べ
し
︑
此
世
佗
世
の
善
根
を
兆
す
︑
法
も
財
な
る
べ
し
︑

財
も
法
な
る
べ
し
﹂
こ
の
一
節
は
非
常
に
大
切
な
こ
と

を
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　
何
事
に
も
大
き
な
こ
と
よ
り
も
︑
繊
細
な
こ
こ
ろ
ず

か
い
を
大
事
に
し
︑
此
生
佗
生
と
此
世
佗
世
は
同
じ
意

味
で
す
︑
現
代
と
将
来
︑
こ
の
世
と
次
の
世
の
こ
と
で
︑

今
行
う
布
施
の
行
為
が
︑
現
代
に
置
い
て
も
将
来
に
置

い
て
も
︑
こ
の
世
に
有
っ
て
も
次
の
世
に
有
っ
て
も
善

き
種
と
な
り
︑
善
き
根
っ
こ
と
し
て
︑
法
︵
教
え
︶
が

財
と
な
り
︑
財
が
法
︵
教
え
︶
と
な
っ
て
普
遍
し
て
い

く
生
き
方
を
諭
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
政
治
や
経
済
活
動
の
本
来
の
使
命
は
布
施
の
行
為
と

し
て
営
ま
れ
る
こ
と
を
念
願
い
た
し
ま
す
︒

一
番
正
し
い
と
い
う
態
度
を
と
ら
な
い
方
が
多
い
の
だ

と
思
い
ま
す
︒

　
こ
う
し
て
無
常
無
我
の
現
実
と
あ
ら
た
め
て
向
き

合
っ
て
み
る
と
︑
人
間
は
頼
り
な
い
存
在
で
す
︒
で
す

か
ら
︑
お
釈
迦
様
︵
仏
︶・
仏
様
の
教
え
︵
法
︶・
仏
様

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
︵
僧
︶
に
帰
依
を
し
︑
ま
た
こ
の

仏ぶ
っ
ぽ
う
そ
う

法
僧
を
仏
教
徒
の
三
宝
と
し
て
生
き
て
い
く
の
が
菩

薩
な
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
の
菩
薩
の
修
行
が
六
波
羅

蜜
の
修
行
で
あ
り
︑
般
若
の
智
慧
が
な
け
れ
ば
︑
前
の

五
つ
の
波
羅
蜜
も
空
回
り
の
修
行
と
な
る
で
し
ょ
う
︒

　
般
若
心
経
と
そ
の
実
践
を
通
し
て
皆
様
と
共
に
学
ん

で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
︒
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少
年
よ
大
志
を
い
だ
け

             

ク
ラ
ー
ク
博
士

︵
北
海
道
大
学
の
庭
に
胸
像
を
設
置
︶

︱
︱
︱
私
は
︑
こ
の
言
葉
も
ま
た
︑

                   
捨
て
が
た
い
の
で
す
︱
︱
︱

　
こ
れ
等
の
︑
詩
や
言
葉
は
︑
学
生
時
代
に

習
い
︑
ま
た
︑
習
っ
て
お
ら
れ
な
い
方
で
も
︑

ど
こ
か
聞
き
覚
え
の
あ
る
旋
律
に
︑
心
が
動

か
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
︒

　
学
問
と
同
様
に
︑
青
春
も
︑
又
︑
ま
た
た

く
間
に
︑
過
ぎ
去
っ
て
行
く
も
の
で
も
あ
り

ま
す
︒

　
広
島
が
生
ん
だ
﹁
倉
田
百
三
︵
著
・
出
家

と
そ
の
弟
子
・
庄
原
出
身
︶﹂
の
格
言
に
｜

　
青
春
は
短
い

　
宝
石
の
如
く
に
し
て

　
そ
れ
を
惜
し
め

　
夢
見
る
こ
と
を
忘
れ
た
と
き
　

　
青
春
は
終
わ
る
の
で
あ
る

　
青
春
は
当
り
前
で
︑
そ
れ
を
誰
し
も
が
気

に
も
止
め
ず
︑
短
い
時
間
だ
と
も
思
わ
ず
︑

ま
た
︑
そ
の
青
春
時
代
を
宝
石
と
も
思
わ
ず
︑

惜
し
み
も
せ
ず
に
過
ご
し
て
き
ま
し
た
︒

　
今
︑老
い
て
振
り
返
る
と
﹁
学
問
﹂﹁
青
春
﹂

﹁
歳
月
﹂
は
︑
人
生
に
於
て
︑
実
に
大
切
な

時
間
で
あ
っ
た
と
︑
深
く
痛
感
し
て
お
り
ま

す
︒

　
こ
れ
か
ら
︑
歳
を
重
ね
て
︑
よ
り
よ
い

人
生
を
送
る
た
め
に
も
︑
青
春
と
云
う
言
葉

を
︑
片
隅
に
於
て
︑
心
の
宝
石
を
磨
い
て
下

さ
い
｜
︒

　
合
わ
せ
て
︑
宝
石
の
よ
う
に
輝
く
︑
会
話

が
出
来
た
ら
︑
な
お
幸
せ
で
す
｜
︒

＊
刹
那
︱ 

き
わ
め
て
短
い
時
間
︒

                ﹃
仏
﹄
梵
語
ク
シ
ャ
ナ
の
音
訳

幼
少
よ
り
、
学
問
を
志
し
な
が
ら
、

そ
ろ
そ
ろ
老
い
を
迎
え
る
年
齢
に
な
っ
て
も
、

未
だ
、
大
き
な
成
果
を
果
た
せ
ず
に
い
る
。

も
は
や
、
残
り
少
な
い
人
生
だ
か
ら
こ
そ
、

ほ
ん
の
瞬
き
す
る
刹＊

那
で
す
か
ら
、

時
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

春
の
池
の
堤
に
、
萌
え
は
じ
め
た
若
草
の

ご
と
き
瑞
々
し
い
、
大
志
へ
の
夢
は
、

い
ま
も
変
わ
ら
ず
覚
め
て
い
な
い
の
に
、

ふ
と
気
が
つ
け
ば
、
石
段
の
脇
に
繁
る

梧
葉
の
葉
が
秋
の
訪
れ
で
、
い
つ
し
か

色
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
自
身
が

人
生
の
秋
と
も
い
う
べ
き
初
老
の
時
期
に

さ
し
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

あ
の
葉
が
や
が
て
、
儚
く
散
っ
て
ゆ
く
の
と

同
様
に
、
自
分
も
こ
の
ま
ま
、
志
を
遂
げ
る

こ
と
な
く
、
い
ず
れ
は
こ
の
世
を
去
る
ば
か
り

な
の
だ
ろ
う
か
。

止
め
る
す
べ
も
な
く
、
無
常
に
も
時
間
だ
け
が

移
ろ
い
、
た
だ
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
…
…
…
。

偶
成

矢

　野

　淑

　子

過
ぎ
行
く
時
の
無
常
さ
と

      

大
切
さ
を
謌
っ
た
名
詩

少
年
易
老
學
難
成

一
寸
光
陰
不
可
軽

未
覚
池
塘
春
草
夢

階
前
梧
葉
巳
秋
聲

4

42

ぐ
う
　
せ
い

少し
ょ
う
ね
ん年
老お

い
易や

す

く
　
学が

く

成な

り
難が

た

し

一い
っ
す
ん寸
の
光こ

う
い
ん陰

　
軽か

ろ

ん
ず
べ
か
ら
ず

池ち
と
う塘

の
春

し
ゅ
ん
そ
う

草
の
夢ゆ

め   
未い

ま

だ
覚さ

め
や
ら
ず
し
て

階か
い
ぜ
ん前

の
梧ご

葉よ
う

　
す
で
に
秋し

ゅ
う
せ
い

声

朱し
ゅ

熹き
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辞
世
詩

「
殉
忠
も
っ
て
父
母
の
恩
に
答
え
む
」

男
子
死
ヲ
決
ス
　
豈
言
論
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ

五
尺
ノ
体
　
何
ガ
タ
メ
カ
今
日
ニ
ア
リ

レ
イ
テ
湾
底
深
カ
ラ
ズ
米
英
ニ
恨
ミ
深
シ

     

〃 

誓
ッ
テ
敢
行
セ
ン
体
当
タ
リ

     

〃 

誓
ッ
テ
敢
行
セ
ン
体
当
タ
リ

青

　笹

　俊

　枝

5

追
憶

42

　
昭
和
二
十
年
四
月
七
日
の
新
聞
に
こ
の
遺

書
の
通
り
帝
都
空
襲
と
同
時
に
名
古
屋
地
区

に
Ｂ
２
９
が
侵
入
し
て
き
た
際
﹁
こ
れ
を
伊

勢
湾
上
空
に
迎
え
撃
っ
て
空
中
戦
の
壮
烈
な

体
当
た
り
を
敢
行
　
敵
機
を
粉
砕
の
後
　
護

国
の
花
と
散
っ
た
﹂
と
写
真
入
り
で
報
じ
ら

れ
た
︒
十
九
歳
の
航
空
曹
長
で
あ
っ
た
︒

　
小
学
校
三
年
生
の
と
き
転
校
し
て
き
た
男

の
子
︒
絣
の
着
物
を
着
て
︑
頭
に
ぐ
る
ぐ
る

巻
き
の
包
帯
を
し
て
い
た
︒
私
の
横
の
席
が

　
何
年
か
た
ち
私
は
台
湾
か
ら
帰
り
農
業
を

手
伝
っ
て
い
た
︒
カ
ツ
カ
ツ
と
軍
靴
の
音
が

近
づ
い
て
き
た
︒
凛
々
し
い
軍
服
姿
の
彼

だ
っ
た
︒
田
ん
ぼ
の
中
で
み
す
ぼ
ら
し
い
自

分
の
姿
に
身
が
す
く
ん
で
︑
会
い
に
出
る
事

が
出
来
な
か
っ
た
︒
親
類
に
挨
拶
に
い
っ
て

い
る
の
だ
と
分
か
っ
た
の
で
︑
帰
る
と
き
に

は
と
身
構
え
て
い
る
の
に
ど
う
し
て
も
体
が

動
か
ず
︑
と
う
と
う
出
る
こ
と
が
で
き
ず
︑

軍
靴
が
遠
ざ
か
る
の
を
涙
を
流
し
な
が
ら
見

え
な
く
な
る
ま
で
見
送
っ
て
い
た
︒

　
そ
れ
か
ら
一
个
月
後
の
戦
死
の
報
だ
っ

た
︒
ど
う
し
て
あ
の
と
き
飛
び
出
し
て
握
手

し
て
も
ら
い
﹁
元
気
で
帰
っ
て
来
て
﹂
と
言

え
な
か
っ
た
か
と
︑
残
念
で
残
念
で
二
三
日

食
も
と
れ
ず
笹
刈
り
に
行
く
と
言
っ
て
山
へ

行
き
︑
涙
を
流
し
な
が
ら
大
木
に
鎌
で
太
い

字
で
戦
死
し
た
日
と
名
前
を
彫
り
つ
け
て
来

た
︒
あ
の
日
の
大
木
の
墓
標
は
今
ど
う
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
六
十
八
年
前
の
事
で

あ
る
︒

　
伊
勢
湾
に
も
行
っ
て
み
た
が
何
処
へ
沈
ん

で
い
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
︒
静
か
で
綺

麗
な
海
だ
っ
た
︒
長
年
の
願
い
だ
っ
た
墓
参

り
が
今
年
や
っ
と
出
来
て
彼
と
一
杯
話
し
て

き
た
︒
も
う
夢
の
中
だ
け
で
な
く
︑
浄
土
で

逢
え
る
歳
に
な
っ
た
︒
い
ま
十
九
歳
の
彼
は

あ
の
最
後
に
見
た
軍
服
姿
で
き
っ
と
敬
礼
を

し
て
来
る
と
思
う
︒
そ
れ
に
返
礼
が
出
来
る

よ
う
今
か
ら
稽
古
し
て
置
こ
う
と
思
っ
て
い

る
︒

空
い
て
い
た
の
で
︑
先
生
が
優
し
く
し
て
あ

げ
て
ね
と
い
わ
れ
︑
そ
の
席
に
座
ら
せ
た
︒

私
は
可
哀
想
で
何
か
ら
何
ま
で
世
話
を
し

た
︒
お
と
な
し
く
て
私
の
こ
と
は
何
で
も
聞

い
て
く
れ
て
︑
勉
強
も
よ
く
で
き
た
︒
私
の

幼
い
初
恋
の
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

　
そ
れ
が
四
年
生
に
な
る
と
︑
急
に
小
さ
い

私
に
チ
ョ
ビ
と
仇
名
を
つ
け
て
︑
意
地
悪
が

は
じ
ま
り
︑
逃
げ
て
も
追
っ
か
け
て
き
た
り
︑

机
の
上
の
ノ
ー
ト
を
取
っ
て
逃
げ
た
り
し

た
︒
そ
の
ノ
ー
ト
の
裏
に
綺
麗
な
字
で
私
の

名
前
が
書
い
て
あ
っ
た
り
し
た
︒
私
は
ま
た

い
ら
ん
こ
と
を
と
思
っ
た
が
︑
そ
の
こ
と
だ

け
は
︑
少
し
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
︒

　
高
等
科
二
年
の
卒
業
近
い
日
︒
教
室
に
二

人
だ
け
に
な
っ
た
と
き
彼
は
急
に
﹁
僕
の
所

へ
お
嫁
さ
ん
に
来
て
く
れ
る
ん
だ
ろ
う
﹂
と

言
っ
た
︒
私
を
何
時
も
苛
め
て
ば
か
り
い
る

の
に
︑
ま
た
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
と
思
い

﹁
あ
ん
た
な
ん
か
の
所
へ
誰
が
行
く
も
ん
か
﹂

と
教
室
を
飛
び
出
し
て
い
た
︒
そ
の
あ
と
会

え
な
い
ま
ま
　
あ
れ
が
本
心
だ
っ
た
ら
　
あ

ん
な
こ
と
言
わ
ね
ば
よ
か
っ
た
と
後
悔
し

た
︒
ど
ん
な
こ
と
を
さ
れ
て
も
嫌
い
に
は
な

ら
な
い
彼
だ
っ
た
か
ら
︒

　
卒
業
後
︑
彼
は
工
業
学
校
へ
行
き
︑
私
は

台
湾
へ
奉
公
に
行
っ
て
い
た
︒
人
伝
に
彼
は

学
校
を
止
め
て
少
年
航
空
隊
へ
入
っ
た
と
聞

い
た
私
は
︑
自
分
が
言
っ
た
あ
の
暴
言
が
気

に
な
っ
た
︒
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少
年
よ
大
志
を
い
だ
け

             

ク
ラ
ー
ク
博
士

︵
北
海
道
大
学
の
庭
に
胸
像
を
設
置
︶

︱
︱
︱
私
は
︑
こ
の
言
葉
も
ま
た
︑

                   

捨
て
が
た
い
の
で
す
︱
︱
︱

　
こ
れ
等
の
︑
詩
や
言
葉
は
︑
学
生
時
代
に

習
い
︑
ま
た
︑
習
っ
て
お
ら
れ
な
い
方
で
も
︑

ど
こ
か
聞
き
覚
え
の
あ
る
旋
律
に
︑
心
が
動

か
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
︒

　
学
問
と
同
様
に
︑
青
春
も
︑
又
︑
ま
た
た

く
間
に
︑
過
ぎ
去
っ
て
行
く
も
の
で
も
あ
り

ま
す
︒

　
広
島
が
生
ん
だ
﹁
倉
田
百
三
︵
著
・
出
家

と
そ
の
弟
子
・
庄
原
出
身
︶﹂
の
格
言
に
｜

　
青
春
は
短
い

　
宝
石
の
如
く
に
し
て

　
そ
れ
を
惜
し
め

　
夢
見
る
こ
と
を
忘
れ
た
と
き
　

　
青
春
は
終
わ
る
の
で
あ
る

　
青
春
は
当
り
前
で
︑
そ
れ
を
誰
し
も
が
気

に
も
止
め
ず
︑
短
い
時
間
だ
と
も
思
わ
ず
︑

ま
た
︑
そ
の
青
春
時
代
を
宝
石
と
も
思
わ
ず
︑

惜
し
み
も
せ
ず
に
過
ご
し
て
き
ま
し
た
︒

　
今
︑老
い
て
振
り
返
る
と
﹁
学
問
﹂﹁
青
春
﹂

﹁
歳
月
﹂
は
︑
人
生
に
於
て
︑
実
に
大
切
な

時
間
で
あ
っ
た
と
︑
深
く
痛
感
し
て
お
り
ま

す
︒

　
こ
れ
か
ら
︑
歳
を
重
ね
て
︑
よ
り
よ
い

人
生
を
送
る
た
め
に
も
︑
青
春
と
云
う
言
葉

を
︑
片
隅
に
於
て
︑
心
の
宝
石
を
磨
い
て
下

さ
い
｜
︒

　
合
わ
せ
て
︑
宝
石
の
よ
う
に
輝
く
︑
会
話

が
出
来
た
ら
︑
な
お
幸
せ
で
す
｜
︒

＊
刹
那
︱ 

き
わ
め
て
短
い
時
間
︒

                ﹃
仏
﹄
梵
語
ク
シ
ャ
ナ
の
音
訳

幼
少
よ
り
、
学
問
を
志
し
な
が
ら
、

そ
ろ
そ
ろ
老
い
を
迎
え
る
年
齢
に
な
っ
て
も
、

未
だ
、
大
き
な
成
果
を
果
た
せ
ず
に
い
る
。

も
は
や
、
残
り
少
な
い
人
生
だ
か
ら
こ
そ
、

ほ
ん
の
瞬
き
す
る
刹＊

那
で
す
か
ら
、

時
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

春
の
池
の
堤
に
、
萌
え
は
じ
め
た
若
草
の

ご
と
き
瑞
々
し
い
、
大
志
へ
の
夢
は
、

い
ま
も
変
わ
ら
ず
覚
め
て
い
な
い
の
に
、

ふ
と
気
が
つ
け
ば
、
石
段
の
脇
に
繁
る

梧
葉
の
葉
が
秋
の
訪
れ
で
、
い
つ
し
か

色
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
自
身
が

人
生
の
秋
と
も
い
う
べ
き
初
老
の
時
期
に

さ
し
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

あ
の
葉
が
や
が
て
、
儚
く
散
っ
て
ゆ
く
の
と

同
様
に
、
自
分
も
こ
の
ま
ま
、
志
を
遂
げ
る

こ
と
な
く
、
い
ず
れ
は
こ
の
世
を
去
る
ば
か
り

な
の
だ
ろ
う
か
。

止
め
る
す
べ
も
な
く
、
無
常
に
も
時
間
だ
け
が

移
ろ
い
、
た
だ
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
…
…
…
。

偶
成

矢

　野

　淑

　子

過
ぎ
行
く
時
の
無
常
さ
と

      

大
切
さ
を
謌
っ
た
名
詩

少
年
易
老
學
難
成

一
寸
光
陰
不
可
軽

未
覚
池
塘
春
草
夢

階
前
梧
葉
巳
秋
聲

4

42

ぐ
う
　
せ
い

少し
ょ
う
ね
ん年
老お

い
易や

す

く
　
学が

く

成な

り
難が

た

し

一い
っ
す
ん寸
の
光こ

う
い
ん陰

　
軽か

ろ

ん
ず
べ
か
ら
ず

池ち
と
う塘

の
春

し
ゅ
ん
そ
う

草
の
夢ゆ

め   

未い
ま

だ
覚さ

め
や
ら
ず
し
て

階か
い
ぜ
ん前

の
梧ご

葉よ
う

　
す
で
に
秋し

ゅ
う
せ
い

声

朱し
ゅ

熹き
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辞
世
詩

「
殉
忠
も
っ
て
父
母
の
恩
に
答
え
む
」

男
子
死
ヲ
決
ス
　
豈
言
論
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ

五
尺
ノ
体
　
何
ガ
タ
メ
カ
今
日
ニ
ア
リ

レ
イ
テ
湾
底
深
カ
ラ
ズ
米
英
ニ
恨
ミ
深
シ

     

〃 

誓
ッ
テ
敢
行
セ
ン
体
当
タ
リ

     

〃 

誓
ッ
テ
敢
行
セ
ン
体
当
タ
リ

青

　笹

　俊

　枝

5

追
憶

42

　
昭
和
二
十
年
四
月
七
日
の
新
聞
に
こ
の
遺

書
の
通
り
帝
都
空
襲
と
同
時
に
名
古
屋
地
区

に
Ｂ
２
９
が
侵
入
し
て
き
た
際
﹁
こ
れ
を
伊

勢
湾
上
空
に
迎
え
撃
っ
て
空
中
戦
の
壮
烈
な

体
当
た
り
を
敢
行
　
敵
機
を
粉
砕
の
後
　
護

国
の
花
と
散
っ
た
﹂
と
写
真
入
り
で
報
じ
ら

れ
た
︒
十
九
歳
の
航
空
曹
長
で
あ
っ
た
︒

　
小
学
校
三
年
生
の
と
き
転
校
し
て
き
た
男

の
子
︒
絣
の
着
物
を
着
て
︑
頭
に
ぐ
る
ぐ
る

巻
き
の
包
帯
を
し
て
い
た
︒
私
の
横
の
席
が

　
何
年
か
た
ち
私
は
台
湾
か
ら
帰
り
農
業
を

手
伝
っ
て
い
た
︒
カ
ツ
カ
ツ
と
軍
靴
の
音
が

近
づ
い
て
き
た
︒
凛
々
し
い
軍
服
姿
の
彼

だ
っ
た
︒
田
ん
ぼ
の
中
で
み
す
ぼ
ら
し
い
自

分
の
姿
に
身
が
す
く
ん
で
︑
会
い
に
出
る
事

が
出
来
な
か
っ
た
︒
親
類
に
挨
拶
に
い
っ
て

い
る
の
だ
と
分
か
っ
た
の
で
︑
帰
る
と
き
に

は
と
身
構
え
て
い
る
の
に
ど
う
し
て
も
体
が

動
か
ず
︑
と
う
と
う
出
る
こ
と
が
で
き
ず
︑

軍
靴
が
遠
ざ
か
る
の
を
涙
を
流
し
な
が
ら
見

え
な
く
な
る
ま
で
見
送
っ
て
い
た
︒

　
そ
れ
か
ら
一
个
月
後
の
戦
死
の
報
だ
っ

た
︒
ど
う
し
て
あ
の
と
き
飛
び
出
し
て
握
手

し
て
も
ら
い
﹁
元
気
で
帰
っ
て
来
て
﹂
と
言

え
な
か
っ
た
か
と
︑
残
念
で
残
念
で
二
三
日

食
も
と
れ
ず
笹
刈
り
に
行
く
と
言
っ
て
山
へ

行
き
︑
涙
を
流
し
な
が
ら
大
木
に
鎌
で
太
い

字
で
戦
死
し
た
日
と
名
前
を
彫
り
つ
け
て
来

た
︒
あ
の
日
の
大
木
の
墓
標
は
今
ど
う
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
六
十
八
年
前
の
事
で

あ
る
︒

　
伊
勢
湾
に
も
行
っ
て
み
た
が
何
処
へ
沈
ん

で
い
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
︒
静
か
で
綺

麗
な
海
だ
っ
た
︒
長
年
の
願
い
だ
っ
た
墓
参

り
が
今
年
や
っ
と
出
来
て
彼
と
一
杯
話
し
て

き
た
︒
も
う
夢
の
中
だ
け
で
な
く
︑
浄
土
で

逢
え
る
歳
に
な
っ
た
︒
い
ま
十
九
歳
の
彼
は

あ
の
最
後
に
見
た
軍
服
姿
で
き
っ
と
敬
礼
を

し
て
来
る
と
思
う
︒
そ
れ
に
返
礼
が
出
来
る

よ
う
今
か
ら
稽
古
し
て
置
こ
う
と
思
っ
て
い

る
︒

空
い
て
い
た
の
で
︑
先
生
が
優
し
く
し
て
あ

げ
て
ね
と
い
わ
れ
︑
そ
の
席
に
座
ら
せ
た
︒

私
は
可
哀
想
で
何
か
ら
何
ま
で
世
話
を
し

た
︒
お
と
な
し
く
て
私
の
こ
と
は
何
で
も
聞

い
て
く
れ
て
︑
勉
強
も
よ
く
で
き
た
︒
私
の

幼
い
初
恋
の
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

　
そ
れ
が
四
年
生
に
な
る
と
︑
急
に
小
さ
い

私
に
チ
ョ
ビ
と
仇
名
を
つ
け
て
︑
意
地
悪
が

は
じ
ま
り
︑
逃
げ
て
も
追
っ
か
け
て
き
た
り
︑

机
の
上
の
ノ
ー
ト
を
取
っ
て
逃
げ
た
り
し

た
︒
そ
の
ノ
ー
ト
の
裏
に
綺
麗
な
字
で
私
の

名
前
が
書
い
て
あ
っ
た
り
し
た
︒
私
は
ま
た

い
ら
ん
こ
と
を
と
思
っ
た
が
︑
そ
の
こ
と
だ

け
は
︑
少
し
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
︒

　
高
等
科
二
年
の
卒
業
近
い
日
︒
教
室
に
二

人
だ
け
に
な
っ
た
と
き
彼
は
急
に
﹁
僕
の
所

へ
お
嫁
さ
ん
に
来
て
く
れ
る
ん
だ
ろ
う
﹂
と

言
っ
た
︒
私
を
何
時
も
苛
め
て
ば
か
り
い
る

の
に
︑
ま
た
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
と
思
い

﹁
あ
ん
た
な
ん
か
の
所
へ
誰
が
行
く
も
ん
か
﹂

と
教
室
を
飛
び
出
し
て
い
た
︒
そ
の
あ
と
会

え
な
い
ま
ま
　
あ
れ
が
本
心
だ
っ
た
ら
　
あ

ん
な
こ
と
言
わ
ね
ば
よ
か
っ
た
と
後
悔
し

た
︒
ど
ん
な
こ
と
を
さ
れ
て
も
嫌
い
に
は
な

ら
な
い
彼
だ
っ
た
か
ら
︒

　
卒
業
後
︑
彼
は
工
業
学
校
へ
行
き
︑
私
は

台
湾
へ
奉
公
に
行
っ
て
い
た
︒
人
伝
に
彼
は

学
校
を
止
め
て
少
年
航
空
隊
へ
入
っ
た
と
聞

い
た
私
は
︑
自
分
が
言
っ
た
あ
の
暴
言
が
気

に
な
っ
た
︒
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● 

年
頭
坐
禅
会

・
正
月
元
旦

　午
前
八
時
よ
り

   

海
外
の
方
も
含
め
、
五
名
程
度
の
参
加
者
で
し
た
が
、

清
々
し
い
念
頭
と
な
り
ま
し
た
。

● 

新
年
修
正
会
（
大
般
若
祈
祷
会
）

・
正
月
元
旦

　午
前
十
時
よ
り

   

厳
し
い
冷
え
込
み
の
中
、
家
内
安
全
、
災
障
消
除
、

諸
縁
吉
祥
を
お
祈
り
い
た
し
ま
し
た
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
二
月
二
十
八
日
（
火
）

   

正
法
眼
蔵
現
成
公
案
巻
の
御
提
唱

  

七
十
名
ほ
ど
の
参
加
者
が
あ
り
、

　皆
さ
ん
と
共

に
法
悦
に
浸
り
ま
し
た
。

● 

彼
岸
会
法
要
・
護
持
会
総
会

・
三
月
十
七
日
（
土
）
午
前
十
時
半
よ
り

  

百
五
十
名
ほ
ど
の
参
拝
者
が
あ
り
、
彼
岸
会
法
要

続
き
、
護
持
会
総
会
開
催
。
ま
た
、
四
月
に
開
催

さ
れ
た
広
島
和
太
鼓
の
演
奏
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

● 

爽
や
か
コ
ン
サ
ー
ト

・
四
月
二
十
一
日
（
土
）
午
後
六
時
よ
り

  

今
年
は
、
禅
昌
寺
檀
信
徒
で
安
佐
南
区
の
む
げ
ん
塾

塾
長
大
谷
浩
司
さ
ん
主
宰
の
「
広
島
太
鼓
友
の
会
」

に
よ
る
「
千
年
の
過
去
か
ら
千
年
の
未
来
へ
」
と

題
し
た
広
島
地
太
鼓
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
。
爽

快
で
パ
ワ
フ
ル
な
地
太
鼓
に
感
動
し
な
が
ら
、
伝

統
芸
能
を
味
わ
い
ま
し
た
。

● 

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

・
七
月
二
十
九
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り

三
十
名
の
ご
奉
仕
に
よ
り
一
時
間
半
程
で
終
わ
り
ま
し

た
。
ご
奉
仕
の
皆
様
お
疲
れ
様
で
し
た
。

● 

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日
（
月
）
午
前
十
時
半
よ
り

例
年
同
様
約
百
五
十
名
の
参
拝
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
九
月
三
十
日
（
日
）

正
法
眼
蔵
四
摂
法
巻
の
御
提
唱

六
十
五
名
ほ
ど
の
参
加
者
が
あ
り
、
大
変
分
か
り
易

い
老
師
の
お
話
を
聞
き
、
皆
が
法
悦
に
浸
り
ま
し
た
。

● 
お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト

・
十
月
六
日
（
土
）
午
後
十
八
時
半
よ
り

オ
ペ
ラ
歌
手
と
し
て
欧
州
の
舞
台
で
長
年
に
亘
り
ご

活
躍
さ
れ
た
番
場
ち
ひ
ろ
さ
ん
を
迎
え
し
て
開
催
。
番

場
さ
ん
の
ソ
プ
ラ
ノ
の
歌
声
に
、
約
二
百
七
十
名
の
参

加
者
は
魅
了
さ
れ
、
心
を
和
ま
せ
ま
し
た
。

● 

第
一
回

　北
陸
三
十
三
カ
所
観
音
霊
場
巡
り

・
十
月
二
十
四
日
（
水
）
～
二
十
六
日
（
金
）

第
一
番
中
山
寺（
福
井
県
）か
ら
第
十
四
番
観
音
院（
石

川
県
）を
参
加
者
十
五
名
の
皆
さ
ん
が
東
堂
夫
妻
と

共
に
巡
拝
さ
れ
ま
し
た
。

● 

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日
（
土
）
～
八
日
（
土
）

例
年
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
と
共
に
坐
ら
せ
て
い
た

だ
き
、
誠
に
有
り
難
い
摂
心
で
し
た
。

● 

年
頭
坐
禅
会

・
正
月
元
旦

　午
前
八
時
よ
り

● 

新
年
修
正
会
（
大
般
若
祈
祷
会
）

・
正
月
元
旦

　午
前
十
時
よ
り

新
年
の
ご
祈
祷
会
で
す
。
家
内
安
全
、
災
障
消
除
、

諸
縁
吉
祥
等
を
ご
祈
祷
い
た
し
ま
す
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
二
月
二
十
八
日
（
木
）

正
法
眼
蔵
四
摂
法
巻
の
御
提
唱

　午
前
の
部

　十
時
半
～
十
二
時

　午
後
の
部

　十
三
時
半
～
三
時

　参  

加  

費

　午
前
午
後

　各
千
円

　昼  

食  

代

　一
人

　
　百
円

＊
坐
禅
を
さ
れ
る
方
は
九
時
よ
り

＊
昼
食
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
予
め
電
話
に
て
お

申
し
込
み
下
さ
い
。

● 

彼
岸
会
法
要
・
護
持
会
総
会

・
三
月
十
七
日
（
日
）
午
前
十
時
半
よ
り

例
年
通
り
、
彼
岸
会
法
要
に
続
き
護
持
会
総
会
を
開

催
。
お
弁
当
と
お
茶
を
準
備
し
て
お
り
ま
す
。

● 

第
二
回

　北
陸
三
十
三
カ
所
観
音
霊
場
巡
り

・
四
月
十
八
日
（
木
）～
二
十
日
（
土
）

第
十
五
番
總
持
寺
祖
院（
石
川
県
）
か
ら
第
二
十
四

番
国
泰
寺
ま
で
十
ヶ
寺
を
温
泉
に
浸
か
り
な
が
ら

巡
り
ま
す
。
北
陸
の
美
し
い
豊
か
な
自
然
に
調
和

し
て
生
き
続
け
る
観
音
浄
土
の
霊
場
巡
り
で
す
。

    

参
加
費
は
二
十
名
の
場
合

　五
万
円

● 

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

・
七
月
二
十
八
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り

お
子
さ
ん
お
孫
さ
ん
と
ご
一
緒
に
ご
参
加
下
さ

い
。
二
時
間
ほ
ど
を
予
定
。
お
昼
を
準
備
し
て

お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

● 

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日
（
火
）
午
前
十
時
半
よ
り

法
要
引
き
続
き
法
話
が
ご
ざ
い
ま
す
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
九
月
三
十
日
（
月
）

正
法
眼
蔵
四
摂
法
巻
の
御
提
唱

　午
前
の
部

　十
時
半
～
十
二
時

　午
後
の
部

　十
三
時
半
～
三
時

　参  
加  

費

　午
前
午
後

　各
千
円

　昼  
食  
代

　一
人

　
　百
円

＊
坐
禅
を
さ
れ
る
方
は
九
時
よ
り

＊
昼
食
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
予
め
電
話
に
て
お

申
し
込
み
下
さ
い
。

● 

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト

・
十
月
五
日
（
土
）
～ 
予
定 
～

＊
現
在
、
内
容
や
日
程
に
つ
い
て
調
整
中

6

◆
行
事
報
告
◆
（
一
月
～
十
二
月
）

◆ 

道
心
・
趣
味
の
会 

◆

◆
行
事
案
内
◆
（
一
月
～
十
二
月
）

42

・
秋
の
陽
の
　
今
か
が
や
き
て
　
沈
み
ゆ
く
　
　

　
　
　
　
我
は
た
た
ず
む
　
永
平
の
道

・
電
話
越
し
　
孫
の
泣
き
ご
え
　
春
う
ら
ら
　
　

　
　
　
　
ま
め
に
育
て
よ
　
我
ら
を
越
え
て

・
か
し
わ
餅
　
母
の
姿
が
　
偲
ば
る
る

　
　
　
　
石
臼
を
ひ
き
　
小
皿
に
飴
盛
る

・
雨
の
咲
く
　
赤
む
ら
さ
き
の
　
あ
じ
さ
い
に
　

　
　
　
　
は
る
け
き
恋
を
　
語
り
綴
ら
ん

・
か
し
ま
し
き
　
蝉
の
声
過
ぎ
　
草
叢
の

　
　
　
　
す
ず
む
し
の
音
が
　
安
ら
ぎ
て
お
り

神
成
　
昭
治

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
。

● 

第
三
回

　北
陸
三
十
三
カ
所
観
音
霊
場
巡
り

・
十
一
月
中

第
二
十
五
番
蓮
華
寺
（
富
山
県
）
か
ら
第
三
十
三

番
法
福
院
（
富
山
県
）
ま
で
九
ヶ
寺
と
永
平
寺
を

巡
り
ま
す
。

＊
詳
細
に
つ
い
て
は
後
日
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

● 

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日
（
日
）
～
八
日
（
日
）

　午
前
五
時
半
よ
り
六
時
十
分
ま
で

　午
後
七
時

　よ
り
八
時
半
ま
で

＊
年
内
の
坐
禅
会
は
、
八
日
の
早
朝
坐
禅
を
も
っ

て
お
休
み
し
ま
す
。

毎
月
定
例
行
事

● 

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回   

第
四
金
曜
日
午
後
一
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
、
電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

毎
週
定
例
行
事

● 

暁
天
坐
禅
会
　月
曜
日
～
金
曜
日

　毎
朝
午
前
五
時
半
～
六
時
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
）
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