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仏
暦
２
５
６
０
年

旧
正
月
元
旦
（
西
暦
２
０
１
６
年
２
月
８
日
）

新
春
を
迎
え  

皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
三
年
に
亘
り
準
備
を
進
め
て

ま
い
り
ま
し
た
当
山
開
創
四
百
年
記
念

行
事
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

慶け
い
さ
ん讃
法
要
当
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
、
各

記
念
行
事
に
は
大
勢
の
参
加
者
が
有
り
、

心
の
ふ
れ
あ
い
と
絆
を
深
め
る
大
変
有
意

義
な
行
事
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
記
念

事
業
と
し
て
建
立
さ
れ
た
観
音
菩
薩
像
は

平
和
観
音
と
命
名
さ
れ
、
大
本
山
永
平
寺

貫
首
福ふ
く
や
ま
た
い
ほ
う

山
諦
法
禅ぜ
ん

師じ

の
揮き

毫ご
う

に
よ
る
平

和
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
平
和

観
音
に
お
参
り
す
る
遊
歩
道
に
は
橋
を
架

け
、
新
た
に
修
景
造
園
工
事
を
施
し
、
し

だ
れ
桜
や
も
み
じ
な
ど
多
く
の
樹
木
が

植
樹
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
記
念
事
業
並
び
に
記
念
行

事
を
無
事
円
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
の
は
、
檀
信
徒
及
び
当
山
有
縁
の
皆
様

の
ご
法
愛
の
賜
と
深
く
感
謝
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

　

今
年
か
ら
次
の
百
年
に
向
け
新
た
な

一
歩
を
踏
み
出
し
た
禅
昌
寺
で
あ
り
ま

す
が
、
日
本
伝
統
仏
教
の
理
解
を
深
め
、

親
し
み
を
感
じ
て
頂
け
る
よ
う
更
に
精

進
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
引
続
き

何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

  

禅
昌
寺
住
職　

横
山
泰
賢 

合
掌
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禅
昌
寺
開
創
四
〇
〇
年

慶
讃
記
念
事
業
の
回
想
実
行
委
員
会
会
長　

中
山 

俊
郎

“
道
心
”
読
者
の
皆
様
に
は
二
〇
一
六
年
の
新
春
を
安
穏
に
迎
え
ら

れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

昨
年
十
二
月
二
〇
一
五
年
を
表
す
漢
字
は
「
安
」
で
し
た
。
色
々

理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
本
年
も
「
安
」
穏
に
過
し
た
い

も
の
で
す
。

　

さ
て
、
昨
年
四
月
十
八
日
禅
昌
寺
開
創
四
〇
〇
年
記
念
行
事
も
晴

天
に
恵
ま
れ
各
行
事
が
予
定
通
り
無
事
円
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
改
め
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

思
い
起
こ
せ
ば
早
や
十
ヶ
月
に
な
り
ま
す
。

永
平
寺
貫
首
福
山
諦
法
禅
師
様
の
拝
請

　

平
成
二
十
六
年
十
月
方
丈
さ
ん
を
始
め
責
任
役
員
の
皆
様
と
共
に

永
平
寺
に
参
籠
、
翌
朝
不
老
閣
に
赴
む
き
福
山
諦
法
禅
師
様
と
対
面

し
趣
意
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
禅
師
様
よ
り
「
謹
し
ん
で
お
引
受
い

た
し
ま
す
」
と
の
お
言
葉
を
頂
き
大
変
感
謝
致
し
ま
し
た
。

禅
昌
寺
開
創
四
〇
〇
年
慶
讃
記
念
事
業
の
協
力
金

　

平
成
二
十
二
年
十
月
禅
昌
寺
第
二
十
三
世
退
薫
。
第
二
十
四
世
晋

山
記
念
事
業
が
あ
り
、
当
時
奉
賛
会
が
結
成
さ
れ
檀
信
徒
の
皆
様
に

は
多
額
の
寄
付
金
を
納
め
て
頂
き
ま
し
た
。
此
の
後
又
寄
付
金
を
お

願
い
す
る
の
は
大
変
心
苦
し
く
、
協
議
の
結
果
記
今
事
業
で
あ
る
観

世
音
菩
薩
立
像
の
建
立
と
関
連
遊
歩
道
整
備
の
お
施
主
様
に
な
っ
て

頂
き
、
ご
協
力
金
を
納
め
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
昨
年
六
月

会
計
報
告
と
お
礼
の
文
書
を
お
送
り
い
た
し
ま
し
た
通
り
、
檀
信
徒

の
皆
様
に
は
多
く
の
方
に
お
施
主
様
に
な
っ
て
頂
き
予
定
以
上
の
ご

協
力
金
を
納
め
て
頂
き
ま
し
た
。

禅
昌
寺
開
創
四
〇
〇
年
慶
讃
記
念
行
事

　

昨
年
四
月
十
八
日
記
念
行
事
当
日
は
前
述
の
通
り
又
と
な
い
天
候

に
恵
ま
れ
、
平
和
観
音
菩
薩
の
開
眼
法
要
か
ら
始
ま
り
、
永
平
寺
貫

福山禅師ご到着

平和観音開眼法要
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首
福
山
諦
法
禅
師
様
に
よ
る
開
創
四
〇
〇
年
記
念
お
祝
の
法
要
が
厳

粛
に
取
り
行
わ
れ
、
禅
師
様
よ
り
有
難
い
お
言
葉
を
賜
り
ま
し
た
。

そ
の
後
感
謝
状
の
贈
呈
式
、
因
脈
会
、
記
念
撮
影
、
祝
斎
、
緑
日
等

回
想
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
夕
方
か
ら
の
記
念
コ
ン
サ
ー
ト
で
全
て
の

行
事
を
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

クラシック、ジャズ、映画音楽…
2ヴァイオリンとピアノ、魅力の「生音」は聴衆を虜にして離さない

【主催】宗教法人  日光山 禅昌寺

コンサートプログラム

KENTA（Vn） SUGURU（Pf） TAIRIKU（Vn）

年4月 日（土）182015

日光山 禅昌寺 本堂
午後5時半開場（午後6時開演）

日光山禅昌寺開創400年記念コンサート

記念行事として、檀信徒の皆さんに
よる趣味の作品展や記念コンサート
が行われた。

平和観音全体像

福山禅師因脈会御垂示 感謝状贈呈式

記念撮影、1列正面福山禅師、2列正面高瀬総代長、右隣中山会長
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今
年
は
西
暦
に
よ
る
２
０
１
６
年
と
な
り
ま

す
が
、
西
暦
と
は
、
皆
さ
ん
ご
承
知
の
よ
う
に
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
翌
年
を
元
年

と
す
る
紀
年
法
で
、
一
宗
教
に
基
づ
い
た
紀
年

法
が
世
界
で
最
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

普
段
私
た
ち
は
あ
ま
り
意
識
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
紀
年
法
、
暦
法
に
は
左
ペ
ー
ジ
の
よ
う
に

様
々
あ
り
ま
す
。

　

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
を
は
じ
め
紀
元
前

２
０
０
０
年
と
い
う
古
来
よ
り
エ
ジ
プ
ト
を
除

く
ユ
ー
ラ
シ
ア
で
は
、
太
陰
太
陽
暦
が
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
人
が
農
耕
を
中
心
と

し
て
暮
ら
す
た
め
に
季
節
を
認
識
す
る
こ
と
が

必
要
不
可
欠
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

紀き

年ね

ん

ほ

う法
と
暦れ

き

ほ

う法
に
学
ぶ　

　

ま
た
、
中
国
に
お
い
て
は
古
来
よ
り
太
陰
太

陽
暦
を
利
用
し
つ
つ
も
、
二
十
四
節
気
を
も
う

け
一
年
を
24
に
分
け
、
更
に
季
節
を
明
確
に
し

た
生
活
が
根
付
い
て
い
ま
し
た
。
農
耕
を
中
心

に
生
き
る
た
め
の
工
夫
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
で
も
農
耕
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
は
ご
承
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
古
く

は
１
年
３
６
０
日
と
い
う
変
則
的
な
太
陰
暦
が

使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
紀
元
前
３
５
０
０
年
頃
に
灌
漑
が
始
ま
り
、

ナ
イ
ル
川
の
氾
濫
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
に
悩

ま
さ
れ
、
そ
の
氾
濫
の
時
期
を
正
確
に
知
る
た

め
、
の
ち
に
太
陽
暦
（
実
際
に
は
太
陰
暦
と
の

二
重
構
造
に
な
っ
て
い
た
エ
ジ
プ
ト
暦
）
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ら
、
農
耕
に
根
ざ
し
た
生
活
を
中
心
と

し
た
人
々
と
は
対
照
的
に
、
現
在
中
東
と
呼
ば

れ
る
地
域
で
は
砂
漠
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め

に
必
要
な
教
え
か
ら
イ
ス
ラ
ム
教
が
起
こ
り
、

生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
最
も
必
要
と
さ
れ
た

月
の
運
行
が
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。

　

砂
漠
で
は
農
耕
は
出
来
ま
せ
ん
し
、
自
分
達

の
所
在
地
じ
た
い
も
月
の
運
行
や
星
を
み
て
把

握
す
る
よ
り
他
に
方
法
が
無
い
の
で
す
。
そ
う

し
た
過
酷
な
環
境
で
生
き
る
た
め
の
教
え
と
し

て
起
こ
っ
た
の
が
イ
ス
ラ
ム
教
で
す
。
で
す
か

ら
否
が
応
で
も
厳
し
く
絶
対
的
な
も
の
に
成
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
現

在
も
尚
太
陰
暦
を
利
用
し
て
い
る
の
は
そ
れ
が

イ
ス
ラ
ム
圏
の
人
々
の
生
活
に
根
ざ
し
て
い
る

か
ら
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
、
極
め
て
大
雑
把

な
太
陰
暦
が
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
後

に
太
陰
太
陽
暦
の
形
が
整
え
ら
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
共
和
制
で
あ
っ
た
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治

家
の
都
合
で
閏
日
が
挿
入
さ
れ
た
り
さ
れ
な

か
っ
た
り
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
暦
の
上
の
日
付
と
季
節
が
ま
っ
た

く
合
致
し
な
く
な
り
、
末
期
に
は
90
日
の
ず
れ

が
生
じ
て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
ユ
リ
ウ

ス
・
カ
エ
サ
ル
が
エ
ジ
プ
ト
を
征
服
し
た
紀
元

前
46
年
に
エ
ジ
プ
ト
暦
を
改
良
し
、
紀
元
前
45

年
か
ら
ユ
リ
ウ
ス
暦
（
太
陽
暦
）
が
採
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
か
ら
古
代

ロ
ー
マ
で
は
月
の
動
き
を
完
全
に
暦
法
か
ら
排

除
し
ま
し
た
。
こ
の
ユ
リ
ウ
ス
暦
は
実
際
の
一

太
陽
年
に
比
べ
て
０
．０
０
７
８
日
長
く
計
算

さ
れ
て
い
た
た
め
、
約
１
２
８
年
で
１
日
分

だ
け
早
ま
る
こ
と
に
な
り
、
16
世
紀
末
に
は
10

日
も
ず
れ
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

１
５
８
２
年
ロ
ー
マ
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
13
世

が
ユ
リ
ウ
ス
暦
を
改
良
し
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
グ
レ
ゴ
リ

オ
暦
（
西
暦
）
が
今
日
最
も
広
く
世
界
で
利
用

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
農
耕
民
族
に
と
っ
て
も
狩
猟
民
族

に
と
っ
て
も
四
季
を
容
易
に
把
握
す
る
こ
と
が

出
来
、
人
間
の
煩
悩
を
極
力
差
し
挟
む
こ
と
を

避
け
る
こ
と
が
出
来
る
最
も
合
理
的
な
暦
法
で
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紀
年
法

 

今
年
の
暦

   

何
を
紀
元
と
し
て
い
る
か

西　
　

   

暦

２
０
１
６
年

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
翌
年
を
元
年
と
す
る

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦

１
４
３
７
年

イ
ス
ラ
ム
暦
、
予
言
者
ム
ハ
マ
ド
が
マ
ッ
カ
か
ら
マ
デ
ィ
ー
ナ
へ
聖

遷
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
）
し
た
年
を
元
年
と
す
る

仏　
　
　

暦

２
５
６
０
年

お
釈
迦
様
入
滅
の
年
（
又
は
そ
の
翌
年
）
を
元
年
と
す
る

皇　
　
　

紀

２
６
７
６
年

神
武
天
皇
の
即
位
紀
元
を
元
年
と
す
る

和　
　
　

暦

平
成
２
８
年

元
号
の
改
元
に
よ
っ
て
年
を
表
現
す
る
日
本
独
自
の
紀
年
法

   

暦
　
法

　
由
　
来

太た
い
い
ん
れ
き

陰
暦

月
の
満
ち
欠
け
の
周
期
を
基
に
し
た
暦
法
。
そ
の
周
期
は
ほ
ぼ
一
定
で
、
平
成
27
年

時
点
で
は
２
９
．５
３
０
５
８
９
日
と
な
り
、
こ
れ
に
12
ヶ
月
を
掛
け
る
と
３
５
４
．

３
６
７
０
７
日
と
な
る
た
め
、
29
日
の
月
と
30
日
の
月
を
各
６
回
ず
つ
設
け
１
年
を

３
５
４
日
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
計
算
で
は
３
年
で
30
日
以
上
の
誤
差
が
出

る
た
め
、
例
え
ば
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
は
30
年
間
に
11
回
閏
日
を
設
け
、
補
正
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
球
が
太
陽
の
周
り
を
回
る
公
転
周
期
（
凡
そ
３
６
５
日
）
よ
り
１
年
が
11

日
短
い
こ
と
か
ら
、
特
定
の
月
日
の
季
節
は
、
そ
の
年
に
よ
り
変
動
し
、
約
８
年
で

四
季
一
つ
ぶ
ん
早
く
な
る
。
ラ
マ
ダ
ン
な
ど
月
の
運
行
に
合
わ
せ
て
祭
事
が
行
わ
れ

る
イ
ス
ラ
ム
教
国
で
主
に
利
用
さ
れ
て
い
る

太た
い
い
ん
た
い
よ
う
れ
き

陰
太
陽
暦

太
陰
暦
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
３
年
に
一
回
閏
月
を
挿
入
し
て
実
際
の
季
節
と
の
ず
れ

を
補
正
し
た
暦
法
。
日
本
の
旧
暦
は
太
陰
太
陽
暦
に
よ
る
暦
法
で
あ
る

太た
い
よ
う
れ
き

陽
暦

地
球
が
太
陽
の
周
り
を
回
る
周
期
を
基
に
し
た
暦
法
で
、
１
周
期
は
３
６
５
．

２
４
２
１
９
日
と
な
り
、
１
年
を
３
６
５
日
と
し
、
４
年
に
１
日
以
上
の
ず
れ
が
生
じ

る
た
め
４
年
に
一
度
閏
日
を
設
け
て
、
そ
の
ず
れ
を
補
正
し
て
い
る
。
現
在
日
本
で
利

用
さ
れ
て
い
る
西
暦
は
こ
の
太
陽
暦
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
13
世
が
制

定
し
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
あ
る

※
紀
年
法
と
暦
法
に
関
す
る
内
容
は
ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
る
説
明
を
簡
単
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

あ
る
か
ら
だ
思
う
の
で
す
。

　

更
に
、
紀
年
法
に
つ
い
て
も
ア
ジ
ア
の
多
く

の
国
で
は
仏
暦
が
、中
東
で
は
イ
ス
ラ
ム
暦
が
、

そ
し
て
日
本
で
は
和
暦
が
そ
れ
ぞ
れ
西
暦
（
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
）と
共
に
併
用
さ
れ
、現
在
に
至
っ

て
も
尚
そ
の
文
化
的
・
宗
教
的
背
景
を
失
う
こ

と
な
く
継
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

と
そ
の
地
域
の
人
々
を
理
解
す
る
上
で
大
変
重

要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
界
の
暦
と
そ
の
歴
史
か

ら
、
私
た
ち
人
類
は
大
自
然
と
共
に
こ
の
大
宇

宙
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

　

人
間
は
海
か
ら
あ
が
っ
て
き
た
脊
椎
動
物
が

進
化
し
て
人
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
潮
の
満
ち
引
き
、
月
の
満
ち
欠
け
が
人
間

の
体
の
リ
ズ
ム
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と

が
解
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
満
月
の
日
に
は
交

通
事
故
が
多
発
す
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
り
、

大
潮
の
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
る
方
が
多
い
の

も
事
実
で
す
。
ま
た
、
人
を
含
む
脊
椎
動
物
の

生
命
の
リ
ズ
ム
は
、
月
の
公
転
時
間
の
影
響
を

受
け
た
24
時
間
の
リ
ズ
ム
で
体
内
時
計
（
脳
）

に
刻
ま
れ
て
お
り
、
日
光
の
刺
激
に
よ
り
細
胞

や
遺
伝
子
、
神
経
に
到
る
ま
で
様
々
な
影
響
を

与
え
て
い
る
こ
と
が
解
っ
て
い
ま
す
。
い
つ
も

よ
り
遅
い
時
間
ま
で
眠
る
と
、
そ
の
分
遅
い
時

間
に
眠
く
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
生
活
の
仕
方

で
そ
の
リ
ズ
ム
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
も
脳
に

刻
ま
れ
た
体
内
時
計
の
働
き
で
す
。

　

こ
う
し
て
私
た
ち
人
間
は
、
月
や
太
陽
、
大

宇
宙
の
影
響
を
受
け
て
刻
ま
れ
た
生
命
の
リ
ズ

ム
に
よ
り
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。し
か
し
、

近
代
化
が
進
ん
だ
現
代
で
は
、
電
気
製
品
な
ど

の
発
達
に
よ
り
太
陽
の
光
だ
け
で
は
な
く
、
照

明
器
具
や
テ
レ
ビ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
い
っ

た
光
を
放
つ
器
具
を
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る

た
め
、
視
覚
か
ら
不
規
則
な
光
の
影
響
を
受
け

る
こ
と
に
よ
り
、
生
命
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、

私
た
ち
の
心
身
に
様
々
な
障
害
を
も
た
ら
し
て

い
る
こ
と
も
否
め
ま
せ
ん
。

　

古
来
よ
り
私
た
ち
は
大
自
然
と
共
に
こ
の
大

宇
宙
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ

る
こ
と
な
く
、
現
代
文
明
に
振
り
ま
わ
さ
れ
過

ぎ
な
い
生
活
を
心
が
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
改

め
て
思
う
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

完

禅
昌
泰
賢 

合
掌
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新
し
き
　
年
の
始
め
の
　
初
春
の

　
今
日
降
る
雪
の
　
い
や
重
け
吉
事

―
大
伴
家
持
―

現
存
最
古
の
歌
集
と
し
て
、
万
葉
集
に
収
め

ら
れ
て
い
る
、
最
後
を
飾
る
の
が
、
こ
の
大

伴
家
持
（
７
１
８
年
頃
～
７
８
５
年
）
の
右

の
歌
―
。

こ
の
歌
は
、
家
持
が
因
幅
国
に
左
遷
さ
れ
失

意
の
中
で
迎
え
た
、
７
５
９
年
の
元
旦
、
目
を

覚
ま
す
と
、
木
々
、
建
物
、
田
ん
ぼ
、
全
て

雪
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
家
持
は
雪
を
眺
め
、

今
年
は
、
ど
う
か
吉
事
が
重
な
る
良
い
年
で

あ
る
よ
う
、
願
い
を
込
め
て
、
こ
の
歌
を
詠

ん
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
（
初
春
の
雪
は
、
古
来
吉
兆
の
知
ら
せ
と
言
わ
れ
て
い
る
）

何
と
な
く
、今
年
も
良
い
事
、あ
る
ご
と
し

　
　
　
　
元
旦
の
朝
　
晴
れ
て
風
な
し

―
詩
人　

石
川
啄
木
―

二
十
代
半
ば
、
啄
木
は
苦
し
い
生
活
だ
っ
た
。

折
角
、
得
た
仕
事
も
休
み
が
ち
に
な
り
、
不

如
意
の
日
々
―
。
そ
れ
で
も
、
正
月
の
穏
や

か
さ
に
、
喜
び
を
感
じ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
事

に
も
、
希
望
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
、
詩
人

の
心
の
在
り
方
と
、
心
の
豊
か
さ
を
、
見
る

こ
と
が
出
来
ま
す
―
。

初
春
に
寄
せ
て

尾
崎
放
哉
と
種
田
山
頭
火

東
区　

矢
野
淑
子

尾
崎
放
哉
（
明
治
十
八
年
・
一
月
二
〇
日
生
）

現
（
鳥
取
市
吉
方
町
）
出
身
。

東
京
帝
国
大
学 

法
科
・
政
治
学
科
卒
業

大
正
十
四
年
・
四
〇
才
、
井
泉
水
の
京
都
東
山

の
橋
畔
亭
に
同
居
。
そ
の
後　

小
豆
島
に
旅
立

つ
。
大
正
十
五
年
・
四
十
一
才
「
入
庵
雑
誌
」

等
の
記
載
を
始
め
る
が
、
左
湿
性
肋
膜
炎
が
悪

化
。
四
月
七
日
、
小
豆
島
土
庄
町
・
西
光
寺
で

死
去
。

種
田
山
頭
火
（
明
治
十
五
年
・
十
二
月
三
日
生
）

現
（
防
府
市
八
王
子
市
）
出
身
。

早
稲
田
大
学
文
学
部
に
、
第
一
回
生
と
し
て
入

学
、
明
治
四
十
四
年
、
郷
土
文
芸
誌
「
青
年
」
に
、

参
加
山
頭
火
の
雅
号
で
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
ー
フ
の

翻
訳
、
そ
の
他
を
発
表
す
る
ー
。

大
正
十
四
年
・
四
十
三
才
、
報
恩
寺
（
曹
洞
宗
）

に
出
家
と
得
度
し
、
耕
畝
と
改
名
。

大
正
十
五
年（
昭
和
元
年
）、
四
十
四
才　

山
林

独
旅
が
始
ま
る
。

昭
和
十
五
年
十
月
十
一
日　

五
十
八
才
死
去
―
。

*

両
者
と
も
、
独
り
ぽ
っ
ち
の
生
活
の
中
か

ら
定
型
俳
句
を
越
え
、
独
特
の
自
由
律
句

に
よ
り
染
み
入
る
孤
独
を
表
現
し
、
破
天

荒
に
生
き
た
生
活
、
文
学
、
思
想
が
彷
彿

と
す
る
句
が
、
伺
え
ま
す
―
。

彷
彿
―
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
ぶ
様
子
（
仏
語
）

【
放
哉
の
抜
粋
句
】

　
代
表
句
　

　
咳
を
し
て
も
一
人

た
っ
た
一
人
に　
　
　　

山
に
登
れ
ば

な
り
切
っ
て
夕
空　
　　

村
が
み
ん
な
見
え
る

一
つ
湯
呑
を
置
い
て　　

犬
よ
ち
ぎ
れ
る
程

む
せ
て
い
る　
　
　
　　

尾
を
ふ
っ
て
く
る

わ
が
か
ら
だ
焚
火
に　　

つ
め
た
い
風
に
耳

う
ら
お
も
て
あ
ぶ
る　　

二
つ
か
た
く
つ
い
て
い
る

つ
く
づ
く 

淋
し
い
我
が
影
よ 

動
か
し
て
み
る

【
山
頭
火
の
抜
粋
句
】

　
代
表
句
　

　
分
け
入
っ
て
も 

　
　
　
分
け
入
っ
て
も
　
青
い
山

笠
に
と
ん
ぼ
を　
　
　
　

雨
だ
れ
の
音
も

と
ま
ら
せ
て
歩
く　
　
　

年
を
と
っ
た

泊
め
て
く
れ
な
い　
　
　

後
ろ
す
が
た
の

村
の
時
雨
を
歩
く　
　
　

時
雨
て
ゆ
く
か

と
ほ
ざ
か
る　
　
　
　
　

酒
飲
べ
ば
涙
な
が

後
ろ
姿
の
夕
や
け　
　
　

る
る 

お
ろ
か
な
秋

年
を
と
れ
ば
故
郷 

こ
い
し
い  

つ
く
つ
く
ぼ
う
し

高
齢
化
社
会
に
於
て
、
淋
し
い
生
活
に
落
ち

入
っ
て
も
、
こ
の
句
の
様
に
物
事
を
見
つ
め
る

事
が
出
来
た
ら
、
幸
い
で
す
。

6



禅昌寺通信「道心」第    号

パ
ビ
リ
オ
ン
ゼ
ロ

    （
国
連
館
）

　

現
在
世
界
中
で
１
年

間
に
１
５
０
０
万
人
以

上
の
人
が
飢
餓
で
亡
く

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

う
ち
七
割
は
子
供
だ
そ

う
で
す
。
世
界
の
穀
物

生
産
量
は
24
億
ト
ン
、

こ
の
量
は
世
界
中
の

人
々
が
生
き
て
い
く
上

で
必
要
な
量
の
お
よ
そ

２
倍
に
あ
た
り
ま
す
。

私
た
ち
人
類
は
、
飢
餓

で
苦
し
み
亡
く
な
っ
て

い
く
人
が
毎
日
３
万
人

か
ら
４
万
人
世
界
中
に

い
る
と
い
う
の
に
、
必

要
以
上
の
食
料
を
生
産

し
、
そ
の
３
割
以
上
を

廃
棄
し
て
い
る
の
で
す
。

　

国
連
主
催
の
パ
ビ
リ
オ
ン
ゼ
ロ
で
は
、「
古
来

よ
り
人
間
が
生
き
る
為
に
何
を
し
て
き
た
か
、

そ
し
て
今
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
食

の
歴
史
が
良
く
理
解
で
き
る
よ
う
工
夫
を
こ
ら

し
た
展
示
や
映
像
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
食
糧
事
情
と
そ
の
矛
盾
に
強
い
衝
撃

を
受
け
、
ネ
ッ
ト
で
日
本
の
食
糧
事
情
を
調
べ

て
み
る
と
、
な
ん
と
日
本
は
食
料
廃
棄
率
が
世

界
第
１
位
か
第
２
位
と
い
う
自
慢
で
き
な
い
状

況
で
し
た
。
年
間
５
５
０
０
万
ト
ン
の
食
料
を

輸
入
し
、
１
８
０
０
万
ト
ン
の
食
料
を
廃
棄
し

て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
内
１
０
０
０
万

ト
ン
が
家
庭
で
捨
て
ら
れ
た
食
料
だ
そ
う
で
す
。

最
近
、
廃
棄
食
品
転
売
事
件
な
ど
も
あ
り
ま
し

た
が
、
食
料
に
対
す
る
私
た
ち
の
認
識
が
問
わ

れ
て
い
る
の
で
す
。

ス
ロ
ー
フ
ー
ド
館（
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
協
会
）

　

イ
タ
リ
ア
に
は
１
９
８
７
年
に
ス
ロ
ー
フ
ー
ド

協
会
が
設
立
さ
れ
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
発
祥
の
地

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ス
ロ
ー
フ
ー
ド

協
会
の
設
立
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
イ
タ
リ
ア

出
店
へ
の
反
対
が
発
端
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

ス
ロ
ー
フ
ー
ド
と
は
つ
ま
り
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー

ド
の
よ
う
に
、
素
早
く
大
量
に
生
産
さ
れ
る
食

料
品
で
は
な
く
、
小
規
模
で
も
無
農
薬
で
丁
寧

に
時
間
を
掛
け
人
間
の
体
の
こ
と
を
考
え
て
作

ら
れ
る
食
材
や
食
品
の
こ
と
で
す
。
実
際
に
無

農
薬
で
少
量
多
品
種
の
生
産
が
可
能
で
あ
る
こ

と
や
、
大
量
生
産
さ
れ
る
穀
物
が
自
然
破
壊
に

繋
が
っ
て
い
る
実
情
、
食
肉
に
使
わ
れ
る
家
畜

が
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
を
投
与
さ
れ
急
激
に
太
ら

さ
れ
て
い
る
実
体
な
ど
が
、
パ
ネ
ル
を
使
っ
て

紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

特
に
、
食
品
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
飼
料

と
し
て
世
界
中
で
利
用
さ
れ
て
い
る
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
の
生
産
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
近
年
バ
イ
オ
燃
料
と
し
て
も

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ガ

ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
と
ガ

ソ
リ
ン
を
混
合
し
た
燃
料
が
普
通
に
売
ら
れ
て

い
る
ほ
ど
で
す
。
こ
の
為
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
ア

マ
ゾ
ン
の
森
林
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
農
場
と
し
て

開
発
さ
れ
生
態
系
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
の
で
す
。

　

こ
の
館
を
訪
れ
本
来
人
間
が
生
き
る
た
め
に

必
要
と
さ
れ
て
い
た
食
物
や
食
肉
が
、
利
益
至

上
主
義
の
道
具
と
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

強
く
感
じ
ま
し
た
。
同
時
に
そ
れ
は
、
地
球
で

生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
大
自
然
の
破

壊
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
食
糧
問
題
と
は
逆
に
、
近
年
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
食
物
を
利
用
し

て
丁
寧
に
作
ら
れ
た
食
事
を
提
供
す
る
レ
ス
ト

ラ
ン
が
話
題
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
安
価
に
食
糧

問
題
に
貢
献
で
き
る
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
だ
と
感

心
し
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
館

　

ア
メ
リ
カ
館
は
、
こ
の
万
博
で
待
ち
時
間
無

く
簡
単
に
入
れ
る
唯
一
と
い
っ
て
も
よ
い
パ
ビ

リ
オ
ン
で
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
ス
ロ
ー
フ
ー

ド
の
真
逆
で
、
将
来
の
地
球
の
た
め
に
90
億
人

分
の
食
料
を
確
保
す
る
と
い
う
目
標
の
下
、
遺

伝
子
組
み
換
え
が
将
来
の
食
に
と
っ
て
重
要
だ

と
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
大
農
場
で

大
量
に
生
産
さ
れ
て
い
る
穀
物
や
大
量
に
飼
育

45

ミ
ラ
ノ
国
際
博
覧
会
に
つ
い
て

坐禅解説

　

昨
年
５
月
１
日
か
ら
10
月
31
日
ま
で
ミ
ラ
ノ

万
博
が
イ
タ
リ
ア
共
和
国
ミ
ラ
ノ
市
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。「
地
球
の
食
料
を
、
生
命
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
」
と
い
う
「
食
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
万

博
で
、
世
界
各
国
の
食
文
化
や
伝
統
が
紹
介
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
食
料
の
大
量
廃
棄
や
持
続

的
な
食
料
供
給
を
す
る
た
め
に
自
然
破
壊
が
進

ん
で
い
る
こ
と
な
ど
、
総
合
的
に
は
将
来
の
地

球
の
た
め
に
何
が
必
要
な
の
か
多
く
の
課
題
を

伝
え
て
い
ま
し
た
。

7
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さ
れ
て
い
る
牛
の
写
真
が
載
っ
た
パ
ネ
ル
な
ど

が
展
示
し
て
あ
り
、
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
を
推

奨
す
る
よ
う
な
展
示
も
目
立
ち
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
大
量
生
産
、
大
量
消
費
の
構
造

は
ア
メ
リ
カ
の
農
家
を
豊
に
す
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
穀
物
生
産
量
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
ア
メ

リ
カ
が
世
界
に
与
え
る
影
響
は
大
き
く
、
例
え

ば
ア
メ
リ
カ
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
生
産
量
が
世

界
中
の
食
肉
の
値
段
に
ま
で
影
響
し
て
い
る
の

で
す
。
つ
ま
り
世
界
中
の
多
く
の
国
々
が
家
畜

の
飼
料
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を

輸
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
因
み
に
日

本
で
も
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
大
豆
の
90
％
は
ア
メ

リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

食
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
の
万
博
に
お
け
る
ア

メ
リ
カ
館
の
不
人
気
ぶ
り
が
、
将
来
の
食
に
つ

い
て
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
し
た
。

日
本
館

　

日
本
館
は
「
共
存
す
る
多
様
性
」
を
テ
ー
マ

に
食
材
と
自
然
が
調
和
し
て
い
る
日
本
の
食
文

化
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、自
然
と
技
術
の「
調
和
」

と
い
う
点
が
評
価
さ
れ
、
展
示
デ
ザ
イ
ン
部
門

で
金
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
万
博
開
催
中
日
本

館
へ
の
来
場
者
は
２
２
８
万
人
で
、
１
４
０
ヶ

国
が
参
加
し
て
い
た
こ
の
万
博
で
は
群
を
抜
い

た
人
気
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
万
博
後
半
の
10

月
は
、
平
日
で
４
時
間
か
ら
６
時
間
、
週
末
と

も
な
る
と
６
時
間
か
ら
８
時
間
の
待
ち
時
間
と

い
う
状
況
で
、
10
月
24
日
に
は
待
ち
時
間
10
時

間
と
い
う
看
板
が
出
て
い
た
ほ
ど
で
す
。

　

実
は
こ
の
10
月
24
日
（
土
）、
私
は
日
本
館
の

イ
ベ
ン
ト
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
万
博
会
場
に
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
福
井
県
が
「
禅
と
精
進
料
理

の
福
井
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
10
月
24
日
か
ら

27
日
ま
で
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

こ
の
福
井
県
の
イ
ベ
ン
ト
に
大
本
山
永
平
寺
も

協
力
し
て
お
り
、
私
は
御
本
山
の
非
常
勤
講
師

と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

福
井
県
の
お
米
、
日
本
酒
、
昆
布
、
胡
麻
豆
腐
、

和
紙
、
漆
器
、
打
ち
刃
物
な
ど
様
々
な
物
産
が

日
本
館
の
イ
ベ
ン
ト
ス
テ
ー
ジ
で
来
館
者
に
紹

介
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
福
井
県
の
観
光
資
源
で

あ
り
、
世
界
中
か
ら
禅
の
聖
地
と
目
さ
れ
て
い

る
永
平
寺
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
観
光

資
源
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
禅
や
精
進
料
理
の

意
味
が
伝
わ
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
坐
禅
体
験

が
一
日
三
回
、
精
進
料
理
の
実
演
が
一
日
二
回

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

既
に
世
界
語
に
な
っ
て
い
る
「
禅
」
の
言
葉

に
引
か
れ
た
の
か
、
開
催
初
日
の
24
日
に
は
待

ち
時
間
10
時
間
の
長
蛇
の
列
が
日
本
館
を
取
り

囲
み
、
西
洋
の
人
々
の
日
本
文
化
へ
の
憧
れ
と

興
味
の
大
き
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に

西
洋
の
人
々
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
だ
け
の
日

本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
る
よ
う
な
緊
張

感
を
味
わ
い
ま
し
た
。

　

坐
禅
体
験
で
は
、
お
釈
迦
様
か
ら
道
元
禅
師

に
到
る
ま
で
、
曹
洞
禅
の
歴
史
や
意
味
、
そ
し

て
今
な
お
そ
の
坐
禅
が
実
践
さ
れ
日
本
人
の
生

活
習
慣
に
禅
の
教
え
が
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

等
が
説
明
さ
れ
、
来
場
者
に
も
数
分
間
の
坐
禅

を
体
験
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
精
進
料
理
の
実
演
で
は
、
精
進
の
意

味
と
料
理
を
作
る
こ
と
自
体
が
大
切
な
禅
の
修

行
で
あ
り
、
そ
の
教
え
と
実
践
は
生
活
全
般
に

通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
、
胡
麻

豆
腐
の
作
り
方
が
実
演
さ
れ
ま
し
た
。
来
場
者

に
も
胡
麻
豆
腐
が
配
ら
れ
、
初
め
て
味
わ
う
食

感
に
舌
鼓
を
打
っ
て
い
ま
し
た
。

　

大
本
山
永
平
寺
か
ら
は
、
代
表
と
し
て
布
教

部
長
の
渡
辺
宣
昭
老
師
、
臨
時
典て

ん

座ぞ

と
し
て
元

大
本
山
永
平
寺
典て

ん

座ぞ

（
料
理
長
）
の
二
瓶
法
道

老
師
、
そ
し
て
私
が
臨
時
講
師
と
し
て
派
遣
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
二
瓶
老
師
の
ア
シ
ス
タ
ン

ト
と
し
て
静
岡
県
龍
雲
寺
徒
弟
村
松
龍
樹
師
が

参
加
さ
れ
、
現
地
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
イ
タ
リ
ア

普
伝
寺
の
グ
ワ
レ
ス
キ
ー
泰
天
住
職
他
５
名
の

現
地
人
僧
侶
に
も
お
手
伝
い
を
頂
き
ま
し
た
。

　

私
た
ち
が
行
っ
た
イ
ベ
ン
ト
で
の
説
明
の
一

部
を
こ
こ
で
皆
様
に
も
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

坐
禅
体
験
解
説
よ
り
抜
粋

　

普
段
私
た
ち
は
、
こ
の
身
体
を
使
っ
た
行
動

や
こ
の
口
で
し
ゃ
べ
っ
た
内
容
、
心
に
思
い
浮

か
べ
た
事
な
ど
が
原
因
と
な
っ
て
、
何
ら
か
の

結
果
を
私
た
ち
の
人
生
に
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
因
果
応
報
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
私

た
ち
が
坐
禅
の
実
践
を
し
て
い
る
と
き
、
こ
の

身
体
は
足
を
組
み
、
手
は
法ほ

っ
か
い界

定じ
ょ
う

印い
ん

（
印
を
結

び
）、
背
筋
を
伸
ば
し
、
目
は
半は

ん
が
ん眼
、
正

し
ょ
う

身し
ん

端た
ん

坐ざ

の
姿
勢
で
す
。
ま
た
口
は
黙
っ
て
何
も
し
ゃ

べ
ら
ず
閉
じ
て
い
ま
す
。
心
に
は
様
々
な
思
い

が
浮
か
ん
で
き
て
も
こ
れ
を
追
わ
ず
払
わ
ず
相

手
に
し
ま
せ
ん
。
ほ
っ
て
お
く
と
自
然
に
消
え

て
な
く
な
る
。
こ
の
繰
り
返
し
で
す
。
つ
ま
り

坐
禅
を
組
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
以
外
何
も
し

て
い
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
坐
禅
が
お
釈

迦
様
の
菩ぼ

提だ
い

樹じ
ゅ

下げ

の
坐
禅
と
何
ら
変
わ
る
こ
と

の
な
い
、
正
伝
の
仏
法
と
し
て
の
坐
禅
で
あ
り
、

仏
の
実
践
で
あ
り
ま
す
。
…
…
…
…
…

　

私
た
ち
の
肉
体
は
、
臓
器
か
ら
細
胞
に
至
る
ま

で
私
た
ち
の
思
い
通
り
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

臓
器
や
細
胞
は
こ
の
大
宇
宙
の
一
部
と
し
て
大
自

然
の
力
に
よ
り
動
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

人
間
に
は
脳
の
働
き
が
あ
り
、
こ
の
頭
で
あ
れ
こ

れ
と
考
え
、
悩
み
苦
し
み
ま
す
。
そ
う
し
た
思
い

ミラノ万博・日本館前にて
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に
振
り
回
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
生
命
の
実

物
と
し
て
の
（
大
宇

宙
に
生
か
さ
れ
て
い

る
）
本
来
の
自
己
に

気
づ
き
、
一
刻
一
刻

と
移
り
行
く
無
常
の

現
実
と
し
っ
か
り
と

向
き
合
い
な
が
ら
生

き
て
い
く
、
こ
れ
が

禅
の
生
き
方
で
す
。

　

で
す
か
ら
道
元
禅

師
は
24
時
間
の
営
み

す
べ
て
が
禅
の
修
行

で
あ
る
と
説
か
れ
、

坐
禅
は
基
よ
り
洗
面
、

歯
磨
き
、
食
事
の
作

り
方
、
食
事
の
頂
き

方
、
就
寝
の
方
法
に

至
る
ま
で
、
す
べ
て

の
作
法
を
書
物
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
こ
の
度
皆
様
に
ご
紹
介

し
て
い
る
日
本
の
伝
統
文
化
と
食
、
ま
た
今
日

日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
生
活
習
慣
の
礎
と
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

精
進
料
理
実
演
解
説
よ
り
抜
粋

　

道
元
禅
師
は
、
典
座
（
料
理
長
）
の
お
役
だ

け
で
は
な
く
禅
の
修
行
道
場
で
責
任
の
あ
る
役

職
に
就
く
僧
侶
の
心
構
え
と
し
て
喜き

心し
ん

、
老ろ

う
し
ん心
、

大だ
い
し
ん心
と
い
う
三さ

ん

心し
ん

の
教
え
を
示
し
て
お
ら
れ
ま

す
。

●  

喜き

心し
ん

と
は
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
、（
お
釈
迦

様
の
教
え
に
出
会
い
、
仏
道
を
志
す
）
人
々

の
お
役
に
立
て
る
こ
と
を
喜
ぶ
心
で
す
。

●  

老ろ
う
し
ん心
と
は
、
父
母
の
心
で
あ
り
、
親
は
自
ら

の
貧
富
を
顧
み
ず
、
吾
子
の
成
長
を
願
い
、

子
が
寒
け
れ
ば
着
物
を
脱
い
で
子
に
着
せ
、

暑
け
れ
ば
陰
を
つ
く
っ
て
や
る
と
い
う
よ
う

な
親
の
心
で
す
。

●  

大だ
い
し
ん心
と
は
、
そ
の
心
を
大
山
や
大
海
の
よ
う
に

大
き
く
持
ち
、
偏
る
こ
と
な
く
へ
つ
ら
う
こ
と

の
な
い
、
分
別
を
超
え
た
心
の
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
三
心
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し

た
三
つ
の
心
で
は
な
く
、
父
母
の
心
を
も
っ
て

物
事
に
接
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
喜
び
と
し
、
大

き
な
心
で
偏
る
こ
と
な
く
へ
つ
ら
う
こ
と
の
な

い
よ
う
精
進
し
な
さ
い
と
い
う
大
切
な
お
示
し

で
す
。

　

最
後
に
精
進
料
理
を
食
べ
る
側
の
心
構
え
に

つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
道
元
禅
師
は
「
赴ふ

粥し
ゅ
く

飯は
ん
ぽ
う法

」
と
い
う
書
物
の
中
で
次
の
五
つ
の
教
え

を
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

一
つ
に
は
巧こ

う

の
多た

少し
ょ
うを

計は
か

り
彼か

の
来ら

い
し
ょ所

を
量は

か

る
。

●  

こ
の
食
事
が
で
き
る
ま
で
に
関
わ
っ
た

人
々
や
私
た
ち
と
同
じ
平
等
な
命
で
あ
る

自
然
の
恵
、
食
材
に
思
い
を
は
せ
ま
す
。

二
つ
に
は
己お

の
れ

が
徳と

く

行ぎ
ょ
うの
全ぜ

ん
け
つ欠
を
忖は

か

っ
て
供く

に
応お

う

ず
。

●   

今
日
一
日
、
自
分
が
行
う
べ
き
こ
と
を
ち
ゃ

ん
と
（
正
し
く
）
行
っ
た
か
を
省
み
、
い

た
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
補
う
た
め
に
も

食
事
を
い
た
だ
き
ま
す
。

三
つ
に
は
心し

ん

を
防ふ

せ

ぎ
過と

が

を
離は

な

る
る
こ
と
は
貧と

ん

等と
う

を
宗し

ゅ
う

と
す
。

●  

「
お
い
し
い
か
ら
た
く
さ
ん
食
べ
る
、
お
い

し
く
な
い
か
ら
あ
ま
り
食
べ
な
い
」
と
い

う
よ
う
な
執
着
を
離
れ
、
貪
り
の
心
に
注

意
し
、
ど
の
よ
う
な
も
の
も
心
穏
や
か
に

い
た
だ
き
ま
す
。

四
つ
に
は
正ま

さ

に
良

り
ょ
う

薬や
く

を
事こ

と

と
す
る
は
形

ぎ
ょ
う

枯こ

を
療

り
ょ
う

ぜ
ん
が
為た

め

な
り
。

●   

空
腹
を
満
た
す
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
腹

八
分
目
を
心
掛
け
、
心
身
を
養
う
薬
と
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

五
つ
に
は
成

じ
ょ
う

道ど
う

の
為た

め

の
故ゆ

え

に
い
ま
こ
の
食じ

き

を
受う

く
。

●   

社
会
や
家
族
に
一
生
懸
命
つ
く
す
た
め
に
、

い
ま
こ
の
食
事
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

永
平
寺
で
は
こ
の
五
つ
の
教
え
を
「
五
観
の

偈
」と
し
て
、毎
日
食
事
を
頂
く
前
に
お
唱
え
し
、

感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
自
ら
を
振
り
返
る
大

切
な
修
行
と
し
て
お
食
事
を
い
た
だ
く
の
で
す
。

（
以
上
、
福
井
県
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
解
説
よ
り
抜
粋
）

　

こ
の
万
博
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
利
益
を
上
げ
、

経
済
を
成
長
さ
せ
、
簡
単
で
便
利
に
す
る
こ
と

が
、
人
類
に
と
っ
て
の
本
当
の
豊
か
さ
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
度
、
日
本
館
が

金
賞
を
受
賞
し
群
を
抜
い
た
人
気
を
集
め
て
い

た
の
は
、
伝
統
的
な
和
食
と
禅
の
教
え
を
礎
と

し
た
日
本
の
文
化
や
習
慣
に
、
本
当
の
豊
か
さ

の
答
え
が
あ
る
か
ら
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

横
山
泰
賢　

合
掌

精進料理実演

坐禅紹介
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◆
行
事
報
告
◆

（
平
成
二
十
七
年
一
月
～
二
十
八
年
一
月
）

● 

青
山
俊
董
老
師
　
講
演
会

・
二
月
二
十
八
日（
日
）

正
法
眼
蔵
生
死
巻
の
御
提
唱

　

午
前
の
部　

十
時
半
～
十
二
時

　

午
後
の
部　

一
時
半
～
三
時

● 

彼
岸
会
法
要
・
護
持
会
総
会

・
三
月
十
七
日
（
木
）
午
前
十
時
半
よ
り

例
年
通
り
、
彼
岸
会
法
要
、
引
き
続
き

護
持
会
総
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

● 

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

・
七
月
三
十
一
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
で
終
わ
り
ま
す
。

● 

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日
（
土
）
午
前
十
時
半
よ
り

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
九
月
三
十
日
（
金
）

正
法
眼
蔵
生
死
巻
の
御
提
唱

　

午
前
の
部　

十
時
半
～
十
二
時

　

午
後
の
部　

一
時
半
～
三
時

● 

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト

・
十
月
一
日
（
土
）
～
予
定
～

＊
現
在
、内
容
や
日
程
に
つ
い
て
調
整
中
。

● 

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日
（
木
）
～
八
日
（
木
）

● 

年
末
諸
堂
大
掃
除

・
十
二
月
四
日
（
日
）
午
後
一
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
で
終
わ
り
ま
す
。

● 

年
頭
坐
禅
会

・
正
月
元
旦
　
午
前
八
時
よ
り

　

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
、
大
勢
の
参
拝

者
で
賑
わ
い
、
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
（
土
）

　
正
法
眼
蔵
四
摂
法
巻
の
御
提
唱

　

七
０
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
（
火
）
午
前
十
時
半
よ
り

　

百
五
０
名
ほ
ど
の
参
拝
者
が
あ
り
、
例

年
通
り
彼
岸
会
法
要
、
引
き
続
き
護
持

会
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

● 

開
創
四
百
年
記
念
「
趣
味
の
作
品
展
」

・
四
月
十
一
日（
土
）
～ 

十
八
日（
土
）

　
四
０
０
年
を
記
念
し
て
檀
信
徒
の
方
々
が

制
作
さ
れ
た
作
品
の
展
示
会
を
開
催
し
、

二
四
五
名
の
来
場
者
が
あ
り
ま
し
た
。
特

に
近
隣
住
民
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
禅
昌
寺

を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
良
い
機
会
と

な
り
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様

大
変
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

● 

開
創
四
百
年
記
念
慶
讃
法
要

・
四
月
十
八
日（
土
）
午
前
十
時
よ
り

　

大
本
山
永
平
寺
貫
首
福
山
諦
法
禅
師
を
お

迎
え
し
、
大
法
会
を
行
い
、
約
二
五
０
名

の
檀
信
徒
の
皆
様
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
豚
汁
や
お
茶
席
、
飲
物
や
ゲ
ー
ム

コ
ー
ナ
ー
な
ど
の
縁
日
も
開
催
さ
れ
、
大

変
賑
わ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
夜
に
は
ツ
ケ

メ
ン
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
行
わ
れ
、
こ
れ
も

二
二
０
名
を
超
え
る
来
場
が
あ
り
、
大
変

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ
い

た
皆
様
の
お
蔭
を
も
ち
ま
し
て
大
変
充
実

し
た
四
０
０
年
の
記
念
行
事
を
行
う
こ
と

が
で
き
、
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

● 
お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

・
七
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り

　

三
０
名
程
の
ご
奉
仕
に
よ
り
一
時
間
半

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
（
木
）
午
前
十
時
半
よ
り

　

例
年
同
様
約
百
五
０
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
（
水
）

　
正
法
眼
蔵
生
死
巻
の
御
提
唱

　

七
０
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
三
日（
土
）
午
後
六
時
半
よ
り

  

今
年
は
、
大
代
啓
二
先
生
の
お
力
添
え
に

よ
り
、
R  

C 

C
テ
レ
ビ
番
組
「
元
就
」
に

元
就
公
の
声
と
し
て
出
演
し
て
お
ら
れ

る
高
尾
六
平
さ
ん
を
お
迎
え
す
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
高
尾
さ
ん
は
舞
台
や

テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
様
々
な
分
野
で

活
躍
し
て
お
ら
れ
、
歎
異
抄
の
朗
読
な

ど
を
通
し
て
広
島
仏
教
界
で
も
著
名
な

方
で
す
。
大
代
先
生
の
フ
ル
ー
ト
と
河
越

先
生
の
ピ
ア
ノ
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は

来
場
者
に
深
い
感
動
を
与
え
て
く
れ
ま

し
た
。

● 

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日
（
火
）
～
八
日
（
火
）

例
年
通
り
坐
禅
会
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
末
諸
堂
大
掃
除

・
十
二
月
六
日
（
日
）
午
後
一
時
よ
り

二
十
五
名
程
の
ご
奉
仕
に
よ
り
一
時
間
ほ

ど
で
終
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
日
護

寺
会
役
員
様
と
霊
園
運
営
委
員
の
皆
様
に

お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
霊
園
墓
地
の
名
義

人
に
関
す
る
確
認
作
業
も
合
わ
せ
て
行
わ

れ
ま
し
た
。
ご
奉
仕
の
皆
様
お
疲
れ
様
で

し
た
。

● 

平
成
二
十
八
年 

年
頭
坐
禅
会

・
正
月
元
旦
　
午
前
八
時
よ
り

　

七
名
の
参
加
者
が
あ
り
、
清
々
し
い
年

頭
と
な
り
ま
し
た
。

● 

新
年
修
正
会
（
新
年
御
祈
祷
会
）

・
正
月
元
旦
　
午
前
十
時
よ
り

　

今
年
の
お
正
月
は
暖
か
く
大
勢
の
参
拝

者
で
賑
わ
い
、
家
内
安
全
、
災
障
消
除
、

諸
縁
吉
祥
を
お
祈
り
い
た
し
ま
し
た
。

◆
行
事
案
内
◆

（
平
成
二
十
八
年
二
月
～
十
二
月
）
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