
今
年
五
月
十
一
日
私
が
禅
昌
寺
に
入
山
し
て
四
十
年
、

来
年
六
月
十
九
日
で
住
職
を
拝
命
し
て
満
四
十
年
を
迎
え

ま
す
。
あ
っ
と
い
う
間
の
四
十
年
で
し
た
。

仏
教
の
眼
目
は
七
仏
通
誡
の
偈
（
お
釈
迦
様
に
到
る
七
代

の
仏
様
の
、
仏
教
の
根
本
義
を
偈
文
に
し
た
も
の
）
に
、

諸
悪
莫
作

し
ょ
あ
く
ま
く
さ

諸
も
ろ
も
ろの

悪あ
く

は
作な

す
こ
と
な
か
れ

衆
善
奉
行

し
ゅ
う
ぜ
ん
ぶ
ぎ
ょ
う

衆
お
お
く
の
善ぜ

ん

を
奉
行

ぶ
ぎ
ょ
う

し

自
浄
其
意

じ
じ
ょ
う
ご
い

自
み
ず
か
ら
其そ

の
意

こ
こ
ろ
を
浄き

よ

う
す
る

是
諸
仏
教

ぜ
し
ょ
ぶ
っ
き
ょ
う

是こ

れ
諸
仏

し
ょ
ぶ
つ

の
教

お
し
え

で
あ
る

と
あ
り
、
宗
祖
道
元
禅
師
は

「
仏
道
を
な
ら
う
と
い
う
は
、
自
己
を
な
ら
う
な
り
。

自
己
を
な
ら
う
と
い
う
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。

自
己
を
わ
す
る
る
と
い
う
は
、
万
法

ま
ん
ぼ
う

に
証

し
ょ
う

せ
ら
る
る
な
り
。

万
法
に
証
せ
ら
る
る
と
い
う
は
、

自
己
の
身
心
、
お
よ
び
佗
己

た

こ

の
身
心
を
し
て

脱
落

だ
つ
ら
く
せ
し
む
る
な
り
。」

と
仏
道
修
行
の
用
心
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
仏
教
の
眼
目
も
道
元
禅
師
の
御
教
え
も
、
仏
様
の

道
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
凡
夫
と
懸
け
離
れ
た
、
身
心
の

他
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
天
地
い
っ
ぱ
い
に
生
か
さ
れ

て
、
天
地
い
っ
ぱ
い
に
還
え
っ
て
仏
と
な
る
、
在
り
の
ま

ま
を
素
直
に
受
け
と
め
て
行
く
こ
と
を
諭
し
て
お
ら
れ
ま

す
。

日
々
の
生
き
方
を
修
証
義
に
、

「
い
わ
ゆ
る
の
道
理
は
日
々
の
生
命
を
等
閑

な
お
ざ
り

に
せ
ず
、

私
に
費

つ
い
や

さ
ざ
ら
ん
と
行
持

ぎ
ょ
う
じ

す
る
な
り
。

光
陰

こ
う
い
ん

は
矢
よ
り
も
迅

す
み
や

か
な
り
、
身
命

し
ん
め
い

は
露つ

ゆ

よ
り
も
脆も

ろ

し
、

何
れ
の
善
巧
方
便

ぜ
ん
ぎ
ょ
う
ほ
う
べ
ん

あ
り
て
か

過す

ぎ
に
し
一
日
を
ふ
た
た
び
還か

え

し
得え

た
る
、

徒い
た
ずら
に
百
才

ひ
ゃ
く
さ
い
生い

け
ら
ん
は
恨う

ら

む
べ
き
日
月
な
り
、

悲か
な

し
む
べ
き
形
骸

け
い
が
い

な
り
、

た
と
い
百
才
の
日
月
は
声
色

し
ょ
う
し
き

の
奴
卑

ぬ

ひ

と
馳
走

ち
そ
う

す
と
も
、

其
中
一
日
の
行
持
を
行
取

ぎ
ょ
う
し
ゅ

せ
ば

一
生
の
百
才
を
行
取
す
る
の
み
に
非
ず
、

百
才
の
佗
生

た
し
ょ
う

を
も
度
取

ど
し
ゅ

す
べ
き
な
り
」

と
示
さ
れ
て
あ
り
ま
す
、

「
い
わ
ゆ
る
の
道
理
は
日
々
の
生
命
を
等
閑
に
せ
ず
、

私
に
費
さ
ざ
ら
ん
と
行
持
す
る
な
り
」

こ
れ
を
私
の
生
き
方
の
拠
り
所
と
し
て
来
ま
し
た
。
御
教

え
に
少
し
で
も
添
っ
た
生
き
方
を
し
た
い
と
願
い
な
が

ら
、
無
我
夢
中
の
四
十
年
だ
っ
た
と
申
し
た
い
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
が
。
や
は
り
我
見
我
慢

が
け
ん
が
ま
ん

の
日
々
で
あ
っ
た
こ
と

を
懺
悔

ざ
ん
げ

せ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

そ
ろ
そ
ろ
次
代
へ
の
禅
譲
を
考
え
る
齢
に
な
っ
て
こ
れ

ま
で
の
生
涯
を
振
り
返
え
っ
て
み
ま
す
と
。

「
我
が
生
命

い
の
ち

を
し
て
運
ば
さ
れ
て
い
る
生
命
」

と
い
う
自
分
を
深
く
感
じ
ま
す
。

「
我
が
生
命
の
営
み
」
を
自
己
の
名
聞
利
欲
の
自
我
を
中
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７
月
初
旬
帰
国
し
た
折
り
の
こ
と
で
す
が
、
広
島
の

蒸
し
暑
さ
に
驚
い
て
お
り
ま
し
た
。
周
り
の
人
に
聞
く

と
「
ま
だ
ま
だ
涼
し
い
ほ
う
で
す
よ
！
」
と
の
答
え
が

返
っ
て
き
ま
す
。
感
覚
と
い
う
の
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、

長
年
住
み
慣
れ
た
広
島
の
気
候
を
私
の
身
体
は
忘
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

こ
れ
は
身
体
ば
か
り
で
は
な
く
、
も
の
の
考
え
方
ま

で
が
以
前
の
自
分
と
は
違
っ
て
来
て
い
る
と
思
う
こ
と

が
よ
く
あ
り
ま
す
。
最
近
で
は
帰
国
子
女
受
け
入
れ
校

が
増
え
、
そ
の
対
応
も
充
実
し
て
き
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
帰
国
子
女
の
問
題
も
一
番
の
原
因
は
そ
こ
に
あ
る

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
海
外
で
の
暮
ら
し
が
長
く
な
り
、

特
に
布
教
活
動
な
ど
を
し
て
い
る
と
、
日
本
人
の
も
の

の
考
え
方
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
と

い
う
事
実
も
あ
り
ま
す
。
渡
米
し
て
最
初
の
３
年
間
は
、

毎
日
の
生
活
を
通
し
て
自
分
が
周
り
か
ら
否
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
辛
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
今

は
そ
の
逆
で
、
日
本
に
帰
っ
て
き
て
う
っ
か
り
ア
メ
リ

カ
と
同
じ
調
子
で
話
を
し
て
い
る
と
、
相
手
か
ら
否
定

的
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
時
に
は
言
葉

に
出
し
て
「
ア
メ
リ
カ
と
は
違
い
ま
す
か
ら
ね
！
」
と

か
「
帰
国
さ
れ
た
ら
そ
う
は
い
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
！
」
と
言
わ
れ
る
方
も
い
ま
す
。
自
分
が
認
め
て

も
ら
え
な
い
こ
と
や
、
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
こ
と

は
、
大
変
寂
し
い
こ
と
で
す
が
、
自
分
の
変
化
や
適
合

性
を
周
り
が
自
然
と
教
え
て
く
れ
る
の
で
す
か
ら
、
誠

に
有
難
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

仏
教
で
は
「
諸
行
無
常
」「
諸
法
無
我
」
等
と
説
く
た

め
か
西
洋
に
お
い
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
言
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
誤
っ
た
仏
教
の
理
解
で
あ
る
と

副住職 横山 泰賢
（北アメリカ開教センター勤務）

心
に
営
む
と
き
は
、
我
執
の
「
る
つ
ば
」
に
墜
ち
て
自
分

を
見
失
う
も
の
だ
と
知
り
。

「
我
が
生
命
の
営
み
」
は
如
何
に
在
る
べ
き
か
と
、
道
元

禅
師
の
お
言
葉

「
心
を
も
て
は
か
る
こ
と
な
か
れ
、

こ
と
ば
を
も
て
い
ふ
こ
と
な
か
れ
、

た
だ
我
が
身
を
も
心
を
も
、
は
な
ち
わ
す
れ
て
、

仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、

仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
て
、

こ
れ
に
い
た
が
い
も
て
ゆ
く
と
き
、

ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、

こ
こ
ろ
を
も
、
つ
ひ
や
さ
ず
し
て
、

生
死
を
は
な
れ
て
仏
と
な
る
」

に
添
っ
た
生
き
方
に
は
限
り
な
く
生
か
さ
れ
て
行
く
自
分

を
感
じ
ま
す
。

幸
い
に
檀
信
徒
の
皆
様
を
始
め
有
縁
の
方
々
と
の
勝
縁

は
、
伽
藍
の
移
転
復
興
、
再
移
転
、
道
場
の
建
設
、
末
寺

の
新
寺
建
立
等
々
今
思
い
ま
す
と
、
私
を
始
め
、
こ
れ
ら

の
事
業
に
携
わ
っ
た
者
の
知
恵
や
努
力
と
い
っ
た
、
人
間

的
計
ら
い
事
で
は
な
い
、
正
に
仏
天
の
御
加
護
の
賜
と
い

う
不
可
思
議
な
霊
機
の
な
し
た
わ
ざ
と
し
か
言
い
よ
う
が

あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
伽
藍
が
如
何
に
立
派
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に

集
う
宗
徒
が
少
な
い
よ
う
で
は
、
和
尚
の
不
徳
と
い
う
ほ

か
は
無
い
で
し
ょ
う
。
被
爆
前
は
二
百
戸
余
り
の
檀
信
徒

だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
私
が
入
山
し
た
当
時
約
七
十
戸
の

檀
信
徒
は
、
大
凡
六
倍
に
な
り
、
檀
信
徒
以
外
の
坐
禅
会
、

講
演
会
な
ど
に
登
録
さ
れ
て
い
る
信
者
は
約
百
名
、
檀
信

徒
外
の
墓
地
利
用
者
は
約
九
百
戸
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う

し
て
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
信
じ
が
た
い
勝
縁

を
感
謝
す
る
の
み
で
す
。
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思
い
ま
す
。「
諸
行
無
常
」
と
は
、
常
住
不
変
の
も
の
は
何

一
つ
な
く
、
常
に
移
り
ゆ
く
と
い
う
こ
と
。「
諸
法
無
我
」

と
は
、
あ
る
ゆ
る
も
の
に
実
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
世
の
真
実
を
覚
り
、
執
着
を
離
れ
苦
し
み
か

ら
解
脱
す
る
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

私
は
海
外
で
長
い
間
生
活
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
陰
で
、

色
々
な
角
度
か
ら
自
分
を
分
析
し
な
が
ら
、
諸
行
無

常
・
諸
法
無
我
を
身
体
と
心
で
実
践
す
る
こ
と
を
学
び

ま
し
た
。
日
本
に
帰
国
す
れ
ば
、
前
述
し
た
と
お
り
、

ま
た
同
じ
事
を
実
践
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
の
で
す
か
ら
、

言
い
換
え
れ
ば
仏
教
を
学
ぶ
ビ
ッ
グ
チ
ャ
ン
ス
を
２
回

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

異
国
に
行
け
ば
そ
の
国
な
り
の
生
活
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
し
、
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
考
え
方
も
変
わ

っ
て
い
き
ま
す
。
日
本
に
帰
国
す
れ
ば
、
日
本
な
り
の

生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
考
え
方
も
日
本
な

り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ど
こ
へ
行
っ
て
も
ど
の
よ
う
な

生
活
様
式
に
な
ろ
う
と
も
変
ら
ぬ
仏
法
だ
け
は
見
失
う

わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
や
習
慣
、

時
代
に
適
合
す
る
よ
う
変
化
し
て
当
然
で
あ
る
よ
う
に

も
思
い
ま
す
。
日
本
仏
教
の
伝
統
も
そ
の
よ
う
に
自
然

に
築
か
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
の
人
達
は
日
本
の
伝
統
の
お
仕
着
せ
、
特

に
形
式
に
対
し
て
大
き
な
違
和
感
を
感
じ
ま
す
。
そ
の

為
、
法
要
や
儀
式
を
日
本
と
同
じ
よ
う
に
行
お
う
と
は

し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
に
合
っ
た
よ
う
に
変
容

さ
せ
る
努
力
を
し
ま
す
。
お
寺
に
よ
っ
て
は
、
木
魚
の

代
り
に
オ
ル
ガ
ン
に
あ
わ
せ
て
、
英
訳
さ
れ
た
お
経
を

ゴ
ス
ペ
ル
調
で
歌
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
国

が
代
れ
ば
形
も
大
き
く
変
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
彼
ら
彼
女
ら
の
仏
教
の
理
解
が
間
違
っ
て
い
る
と

は
思
い
ま
せ
ん
が
、
将
来
的
に
変
容
し
て
い
く
恐
れ
が

あ
る
と
言
っ
て
い
る
学
者
も
お
ら
れ
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
達
は
伝
統
を
重
ん
じ
る
が
故
に
、

法
要
や
儀
式
も
日
本
と
全
く
同
じ
よ
う
に
行
お
う
と
努

力
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
る
曹
洞
宗
僧
侶
い
わ
く

「
日
本
の
伝
統
と
し
て
正
し
い
形
を
受
け
入
れ
て
お
け

ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
と
伝
統
に
揉
ま
れ
て
数
百
年

の
後
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
が
出
来
る
だ
ろ
う
」。
ア

メ
リ
カ
の
人
達
と
は
全
く
違
っ
た
姿
勢
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
自
分
た
ち
の
文
化
と
伝
統
に
対
す
る
信
頼
と
自

信
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
西
洋
に
お
け
る
仏
教
の
展
開
を
か
い
ま

見
な
が
ら
、
日
本
の
こ
と
も
外
か
ら
伺
う
こ
と
が
出
来

ま
す
。
昨
年
帰
国
し
た
折
り
、
久
し
ぶ
り
に
バ
ス
に
乗
っ

た
ら
大
人
料
金
と
小
児
料
金
の
他
に
「
６
歳
未
満
の
幼

児
に
つ
い
て
、
１
名
の
み
無
料
、
そ
の
他
は
小
児
料
金
」

と
書
い
て
あ
る
の
に
気
が
つ
き
、
日
本
も
変
わ
っ
て
き

て
い
る
な
と
感
じ
ま
し
た
。
言
葉
で
説
明
し
な
け
れ
ば

解
ら
な
い
、
行
動
に
移
せ
な
い
人
が
増
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
私
が
学
生
の
頃
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
書
い
て
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ま
る
で
私

達
が
欧
米
で
、
合
掌
や
礼
拝
の
意
味
を
説
明
し
な
け
れ

ば
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
国

内
に
お
け
る
共
通
の
価
値
観
と
い
う
も
の
が
変
っ
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
に
仏
教
が
伝
わ
っ
て
か
ら
１
５
０
０
年
、
時
代

と
共
に
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
変
化
し
て
き
た
は
ず
で
す
。

今
の
日
本
に
も
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
は
な
い

か
と
感
じ
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。
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「
春
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
人
生

の
出
発
点
。
新
入
学
や
就
職
で
、
親
元

か
ら
巣
立
っ
て
ひ
と
り
暮
ら
し
を
始
め

る
人
が
い
ま
す
。
経
済
不
況
で
、
就
職

浪
人
と
な
っ
た
不
運
な
方
も
い
る
で
し

ょ
う
し
、
人
事
異
動
や
転
勤
で
、
新
し

い
仲
間
や
上
司
・
先
輩
、
部
下
・
後
輩
を

迎
え
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま

で
と
違
う
社
会
に
移
れ
ば
、
い
や
で
も

新
た
な
人
間
関
係
が
増
え
る
。
そ
れ
が

日
一
日
と
増
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

減
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
は

未
知
の
人
々
と
の
出
会
い
と
期
待
に
胸

を
ふ
く
ら
ま
せ
ま
す
。
し
か
し
、
決
し

て
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
陰
湿
な
イ
ジ
メ
、
誤
解
や
嫉
妬
に

よ
る
軋
轢
は
職
場
で
あ
れ
ご
近
所
で
あ

れ
、
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
悩
み
、
苦

し
ん
で
ス
ト
レ
ス
が
鬱
積
す
る
と
”五
月

病
“
に
と
り
つ
か
れ
た
り
し
ま
す
。

私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
に
、
一
日
二

四
時
間
、
一
年
三
六
五
日
と
い
う
時
間

が
与
え
ら
て
い
ま
す
。
貧
乏
な
人
も
、

お
金
持
ち
も
、
美
人
も
そ
う
で
な
い
人

も
、
み
ん
な
平
等
。

そ
し
て
、
誰
の
上
に
も
ひ
と
し
く
、

晴
れ
の
日
や
雨
の
日
が
、
風
の
日
や
嵐

の
日
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
私
た
ち
が

ど
う
受
け
止
め
て
ゆ
く
か
で
、
そ
の
時

間
や
歳
月
を
喜
び
で
埋
め
て
ゆ
く
こ
と

に
も
、
逆
に
悲
し
み
の
涙
や
愚
痴
で
埋

め
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。」

庫
裏
（
住
職
の
住
ま
い
）
の
茶
室
に
仕

切
っ
た
囲
炉
裏
で
、
湯
が
沸
い
た
。
一
服

の
お
茶
で
く
つ
ろ
い
だ
あ
と
、
東
井
義

雄
先
生
の
詩
集
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

太
陽
は
夜
の
明
け
る
の
を
待
っ
て

昇
る
の
で
は
な
い

太
陽
が
昇
る
か
ら

夜
が
明
け
る
の
だ

仏
前
結
婚
の
導
師
を
頼
ま
れ
る
と
、

俊
董
さ
ん
は
こ
の
詩
を
色
紙
に
書
い
て
、

新
郎
新
婦
に
渡
す
こ
と
が
多
い
。
そ
し

て
、
こ
ん
な
言
葉
を
添
え
る
の
が
常
で

あ
る
。

《
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
時
、
人
は
と

か
く
他
に
責
任
を
転
嫁
し
ま
す
。
姑
さ

ん
が
悪
か
っ
た
、
上
司
が
悪
か
っ
た
。

学
校
が
社
会
が
悪
い
。
運
が
悪
か
っ
た

と
。
ど
ん
な
に
失
敗
の
原
因
を
他
に
転

嫁
し
て
み
て
も
、
問
題
は
解
決
し
ま
せ

ん
。
い
か
な
る
結
果
を
招
こ
う
と
、
積

極
的
に
自
分
の
責
任
と
し
て
背
負
っ
て

ゆ
く
。
こ
の
姿
勢
を
忘
れ
な
い
で
く
だ

さ
い
。
あ
な
た
方
の
家
族
を
、
職
場
を
、

そ
し
て
人
生
を
築
い
て
ゆ
く
主
人
公
は
、

他
の
誰
で
も
な
い
あ
な
た
方
自
身
で
す
。

誰
に
も
代
わ
っ
て
は
も
ら
え
ま
せ
ん
》

ピ
シ
ッ
と
背
筋
を
伸
ば
し
て
、
俊
董

さ
ん
は
、
つ
け
加
え
る
。

「
日
本
曹
洞
宗
の
開
祖
・
道
元
禅
師
が

中
国
に
渡
っ
て
禅
を
学
ば
れ
た
時
の
こ

と
で
す
。
あ
る
夏
の
昼
下
が
り
、
ひ
と

り
の
老
僧
が
、
竹
の
杖
で
体
を
支
え
な

が
ら
椎
茸
を
干
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

強
い
陽
光
は
よ
う
し
ゃ
な
く
照
り
つ

け
、
庭
に
敷
い
た
瓦
は
熱
く
焼
け
つ
い

て
い
ま
す
。
汗
が
滝
の
よ
う
に
流
れ
る

の
も
か
ま
わ
ず
、
作
業
に
打
ち
込
ん
で

お
ら
れ
る
姿
に
感
動
し
な
が
ら
も
、
道

元
禅
師
は
思
わ
ず
、
”
何
も
貴
僧
ご
自

身
が
な
さ
ら
な
く
て
と
も
、
若
い
人
と

か
下
働
き
の
人
に
命
じ
て
や
ら
せ
ら
れ

た
ら
よ
ろ
し
い
の
に
“
と
声
を
か
け
て

し
ま
い
ま
す
。
日
本
か
ら
は
る
ば
る
や

っ
て
き
た
若
い
修
行
僧
の
言
葉
に
対
し

て
返
っ
て
き
た
老
師
の
答
え
は
”他
は

是
れ
、
吾
に
非
ず
“
の
一
言
で
し
た
。

他
人
ま
か
せ
に
や
ら
せ
て
い
た
ら
、
や

っ
た
人
の
修
行
に
は
な
っ
て
も
、
私
の

修
行
に
は
な
ら
な
い
。
私
の
修
行
は
、

私
が
額
に
汗
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
い
ま
か
ら

約
八
〇
〇
年
前
の
お
言
葉
で
す
け
れ
ど

も
、
私
に
は
、
い
ま
も
新
鮮
そ
の
も
の

に
聞
こ
え
ま
す
。」

い
ま
愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
長
。
正
法

寺
、
無
量
寺
住
職
を
つ
と
め
る
俊
董
さ

ん
に
、
と
も
に
修
行
す
る
尼
僧
た
ち
は

「
老
師
さ
ま
」
と
呼
び
か
け
る
。
老
師
と

は
、
禅
宗
の
敬
称
で
あ
る
。

「
他
は
是
れ
、
吾
に
非
ず
。」

あ
な
た
の
人
生
を
決
め
る
の
は
、
あ
な
た
自
身
で
す
。

愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
頭

青
山
　
俊
董

他
は
是
れ

吾
に
非
ず
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俊
董
さ
ん
が
こ
の
無
量
寺
に
入
っ
た

の
は
、
ま
だ
数
え
年
の
五
歳
の
春
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

一
九
三
三
年
、
愛
知
県
一
宮
市
の
旧

家
に
生
ま
れ
た
俊
董
さ
ん
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
ご
縁
に
導
か
れ
て
故
郷
を
あ
と
に

す
る
日
、
母
は
悲
し
く
て
家
に
居
た
た

ま
れ
ず
、
一
日
裏
の
畑
に
隠
れ
て
泣
い

て
い
た
。
”も
う
一
度
だ
け
、
こ
の
手
で

わ
が
子
を
抱
き
し
め
た
い
“
と
、
そ
の

母
は
一
宮
か
ら
塩
尻
の
無
量
寺
ま
で
、

八
時
間
も
汽
車
に
乗
っ
て
訪
ね
て
来
た

こ
と
も
あ
る
。
病
弱
で
寝
た
き
り
の
父

と
、
老
衰
の
祖
母
を
看
護
し
な
が
ら
、

家
計
の
切
り
盛
り
も
す
べ
て
一
身
に
背

負
っ
て
働
き
と
お
し
た
母
。
小
柄
で
、

鶴
の
よ
う
に
痩
せ
て
い
た
母
。
そ
ん
な

母
が
三
十
年
前
に
亡
く
な
っ
た
。
後
に

は
、
俊
董
さ
ん
が
一
生
か
け
て
も
着
つ

く
せ
な
い
ほ
ど
の
着
物
が
残
し
て
あ
っ

た
。
決
し
て
袖
を
通
す
こ
と
の
な
い
、

金
襴
緞
子
の
花
嫁
衣
裳
ま
で
が
‥
‥
。

自
分
ひ
と
り
で
蚕
を
飼
い
、
糸
を
つ
む

ぎ
、
出
家
し
た
愛
娘
の
晴
れ
着
を
、
そ

っ
と
織
り
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
涙

を
ぬ
ぐ
っ
た
俊
董
さ
ん
は
、
さ
ら
に
厳

し
い
坐
禅
を
自
ら
に
課
し
、
お
釈
迦
さ

ま
の
教
え
を
、
古
今
の
名
僧
の
言
葉
を

見
つ
め
直
す
。

若
い
尼
僧
や
一
般
の
人
々
に
向
け
て
、

禅
、
茶
道
、
生
け
花
の
心
を
次
々
に
文

章
と
し
て
書
き
綴
っ
た
。
初
期
の
随
筆

集
『
美
し
き
人
に
』
は
、
五
ヵ
国
語
に

翻
訳
さ
れ
、
宗
教
の
違
い
を
超
え
て
世

界
中
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
て
い
る
ほ
ど

だ
。
三
年
前
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
な
ど

に
招
か
れ
て
行
っ
た
講
演
も
、
ア
メ
リ

カ
の
聴
衆
に
深
い
感
動
を
呼
び
起
こ
し
、

近
く
英
訳
出
版
さ
れ
る
。
日
本
一
の
尼

僧
は
、
い
ま
世
界
の

”Ｓ
Ｈ
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｏ

Ａ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
“
と
な
っ
た
。

開
け
放
っ
た
茶
室
の
窓
か
ら
残
雪
を

戴
く
信
州
の
山
々
が
見
え
る
。
そ
こ
に

母
の
面
影
を
探
す
よ
う
に
、
遠
く
を
見

や
り
な
が
ら
俊
董
は
言
う
。「
母
は
限
り

な
く
優
し
く
、
ま
た
厳
し
い
人
で
も
あ

り
ま
し
た
。
そ
ん
な
母
親
の
生
き
る
姿

勢
に
、
面
影
に
励
ま
さ
れ
て
、
私
は
修

行
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。」

「
こ
こ
で
お
茶
や
お
花
の
お
稽
古
を

し
て
い
ま
す
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
お
母

さ
ん
方
が
み
え
ま
す
。

つ
い
先
日
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
り
が
、

ご
自
分
の
母
親
の
思
い
出
話
を
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
お
方
の
お
母
さ

ん
は
、
毎
日
た
だ
の
一
度
も
子
供
た
ち

を
起
こ
そ
う
と
し
な
か
っ
た
し
、
お
弁

当
を
忘
れ
て
も
届
け
も
し
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。『
寝
坊
し
た
た
め
朝
ご
飯
が
食

べ
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
遅
刻
し
て
恥
ず

か
し
か
っ
た
ら
、
自
分
か
ら
起
き
て
ゆ

く
よ
う
に
な
る
。
お
腹
が
す
い
て
辛
い

思
い
を
す
れ
ば
、
次
か
ら
忘
れ
な
い
よ

う
に
な
る
。
そ
の
方
が
大
切
。
子
供
の

人
生
、
親
は
手
伝
う
こ
と
も
代
わ
っ
て

や
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
』
と
言
っ

て
。
そ
の
頃
は
「
な
ん
て
私
の
母
は
冷

た
い
の
だ
ろ
う
」
と
、
思
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
し
て
、
し
み
じ
み
と
、
こ
ん
な

ふ
う
に
言
う
の
で
す
。
”い
ま
に
し
て
思

え
ば
、
深
い
愛
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
厳
し

さ
だ
っ
た
ん
だ
な
、
と
母
親
に
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。
自
分
が
親
に
な
っ
て
初

め
て
わ
か
り
ま
す
。
朝
、
起
こ
し
て
し

ま
っ
た
方
が
気
が
楽
で
す
よ
。
お
腹
を

空
か
し
た
り
、
遅
刻
し
て
辛
い
思
い
を

し
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
黙
っ
て
見
て

い
る
の
は
、
本
人
よ
り
辛
い
。
で
も
自

分
の
人
生
を
よ
い
方
に
導
い
て
ゆ
く
の

も
、
駄
目
に
す
る
の
も
、
自
分
し
か
な

い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
、
切
な
る
母
親
の
思
い
が
今

こ
そ
わ
か
り
ま
す
。“
と
。

母
親
の
力
は
、
偉
大
で
す
。
そ
の
育

て
方
ひ
と
つ
で
、
子
供
は
ど
の
よ
う
に

も
変
わ
り
ま
す
。
二
一
世
紀
は
、
女
性

こ
そ
が
混
乱
し
き
っ
た
日
本
を
立
て
直

す
時
代
な
の
で
す
。
私
た
ち
女
性
は
そ

れ
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
物

や
お
金
、
美
貌
と
い
う
見
せ
か
け
の
幸

せ
ば
か
り
を
追
っ
て
、
本
来
の
姿
を
見

失
っ
て
い
た
の
で
す
。
日
本
の
子
供
た

ち
を
、
男
性
た
ち
を
、
社
会
を
変
え
て

い
く
た
め
に
、
ま
ず
私
た
ち
は
本
当
の

揺
る
ぎ
な
い
幸
せ
と
は
何
か
を
考
え
直

し
ま
し
ょ
う
。
と
同
時
に
、
女
性
は
も

っ
と
美
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
お
化
粧
の
よ
う
に
洗
え
ば
落
ち
て

し
ま
う
美
し
さ
で
は
な
く
、
本
当
の
美

し
い
人
に
‥
‥
」

※
こ
の
第
一
話
の
み
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式

に
な
っ
て
お
り
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
。）

二
一
世
紀
の
日
本
は

女
性
が
変
え
る
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酷
暑
の
候
、
皆
様
に
は
益
々
ご
清
祥
の
こ

と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

去
る
、
三
月
十
六
日
の
彼
岸
法
要
後
の
護

持
会
総
会
で
護
持
会
長
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

禅
昌
寺
山
門
近
く
に
お
寺
の
沿
革
が
記
し
て

あ
る
如
く
、
約
四
百
年
前
の
元
和
年
間
よ
り

歴
史
と
伝
統
と
由
緒
あ
る
お
寺
を
護
っ
て
行

く
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
、
責
任
の
重
大
さ

を
痛
感
し
て
い
ま
す
。
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま

す
が
、
禅
昌
寺
発
展
の
為
に
尽
力
す
る
所
存

で
す
の
で
、
今
後
と
も
皆
様
の
ご
指
導
、
ご

協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

三
月
二
十
二
〜
二
十
四
日
に
は
、
道
元
禅

師
七
百
五
十
回
大
遠
忌
参
拝
と
輪
島
へ
の
旅

行
に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
方
丈

様
が
全
国
一
万
六
千
余
の
末
寺
の
中
か
ら
推

薦
さ
れ
て
、
焼
香
師
の
大
役
を
お
勤
め
に
な

ら
れ
た
こ
と
は
私
達
に
と
り
ま
し
て
も
大
変

名
誉
な
こ
と
で
、
改
め
て
禅
昌
寺
の
檀
家
で

あ
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

永
平
寺
法
堂
で
の
法
要
は
約
六
十
〜
七
十

名
の
名
僧
・
雲
水
さ
ん
に
囲
ま
れ
た
、
荘
厳

で
厳
粛
な
雰
囲
気
の
中
で
行
わ
れ
、
私
は
身

の
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
て
、
心
が
洗
わ
れ

新
た
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

”禅
の
友
“
に
永
平
寺
宮
崎
貫
首
が
記
し
て
お

ら
れ
る
如
く
、
人
は
自
分
だ
け
の
身
勝
手
な

営
み
や
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
生
ま
れ
て
き

た
の
で
は
な
く
「
孝
順
は
至
道
の
法
な
り
、

孝
を
名
づ
け
て
戒
と
な
す
」
の
お
示
し
ど
う

り
、
先
祖
へ
の
恩
お
く
り
が
人
の
道
の
心
│

こ
れ
が
　
慕
古
心
　
か
と
考
え
な
が
ら
頭
を

垂
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
夜
、
能
登
半
島
輪
島
の
ホ
テ
ル
で
七

十
余
名
に
よ
る
会
食
・
懇
談
を
し
て
護
持
会

の
皆
様
と
改
め
て
結
束
を
強
く
し
、
禅
昌
寺

発
展
の
為
に
尽
力
す
る
気
持
ち
を
新
た
に
し

ま
し
た
。
楽
し
く
も
、
思
い
出
多
い
意
義
の

あ
る
旅
行
で
あ
っ
た
と
、
今
、
思
い
出
し
て

お
り
ま
す
。

今
後
の
、
禅
昌
寺
の
益
々
の
発
展
と
皆
様

の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
て
、

私
の
想
い
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

禅
昌
寺
・
護
持
会
長
に
な
っ
て
‥
‥

佐
伯
区
　
　
原
　
一
彦
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最
近
自
叙
伝
と
い
う
言
葉
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る

こ
と
が
時
々
あ
る
。
昨
年
の
年
賀
に
子
供
の
為
に
自
叙

伝
を
書
い
て
い
る
と
知
ら
せ
て
く
れ
た
人
が
あ
っ
た
。

私
に
は
人
に
誇
れ
る
様
な
も
の
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対

な
事
ば
か
り
で
、
自
叙
伝
等
書
く
勇
気
は
更
々
な
い
と

常
々
思
っ
て
い
た
。
然
し
先
日
、
和
尚
さ
ん
か
ら
、「
何

で
も
よ
い
か
ら
書
い
て
み
な
い
か
」
と
お
誘
い
が
あ
り
、

折
角
の
機
会
な
の
で
少
し
ば
か
り
書
い
て
み
よ
う
か
と

い
う
気
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
自
分
で
も
不
思
議
で
し

ょ
う
が
な
い
。

十
二
才
で
何
も
解
ら
な
い
ま
ま
、
父
か
ら
云
わ
れ
る

ま
ま
に
家
を
出
て
、
当
時
吉
島
に
あ
っ
た
県
工
の
寄
宿

舎
に
入
っ
た
。
二
年
位
た
っ
た
時
、
学
徒
動
員
で
観
音

町
に
あ
っ
た
三
菱
重
工
業
、
原
爆
一
ヶ
月
前
の
七
月
初

め
、
呉
海
軍
施
設
部
広
支
所
に
転
属
に
な
り
、
そ
こ
で

ピ
カ
に
あ
っ
た
。
戦
後
家
に
帰
り
学
校
に
復
帰
、
十
八

才
で
日
本
発
送
電
（
株
）
に
入
社
し
た
。
体
格
を
見
込

ま
れ
て
の
入
社
で
あ
っ
た
が
、
二
十
才
の
時
下
痢
と
肩

痛
が
ひ
ど
く
な
り
、
結
局
肺
浸
潤
と
云
う
こ
と
で
二
年

間
休
職
し
た
。
当
時
混
雑
の
ひ
ど
か
っ
た
芸
備
線
で
、

片
道
三
時
間
以
上
か
け
て
向
原
か
ら
の
通
学
通
勤
と
、

慣
れ
な
い
会
社
勤
め
の
重
圧
に
押
し
潰
さ
れ
た
の
だ
と

思
っ
て
い
る
。
原
爆
直
後
に
市
内
入
り
し
て
い
る
の
で

或
は
そ
の
後
遺
症
が
少
し
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
後
会
社
の
寮
に
入
り
二
四
才
で
結
婚
、
三
二
才
の

時
今
度
は
肺
結
核
で
又
二
年
間
の
休
職
、
五
九
才
癌
で

胃
の
全
摘
手
術
、
そ
の
他
小
さ
な
病
気
は
数
知
れ
ず
、

慢
性
の
下
痢
も
あ
り
、
退
職
ま
で
の
四
二
年
間
は
半
分

は
病
気
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
の
よ
う
に
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
か
ら
、
万
一
の
時

に
も
家
族
が
生
活
に
困
ら
な
い
程
度
の
財
は
残
し
て
お

い
て
や
り
た
い
と
云
う
思
い
が
常
に
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
に
は
と
酒
を
慎
み
、
ゴ
ル
フ
、
パ
チ
ン
コ
、
カ
ラ
オ

ケ
、
そ
の
他
遊
び
に
は
一
切
不
義
理
を
貫
き
、
節
約
第

一
に
努
め
て
き
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
、
二
人
の
子

供
も
立
派
に
成
長
し
、
そ
れ
ぞ
れ
伴
侶
を
得
て
幸
せ
に

暮
し
て
い
る
。
今
娘
夫
婦
と
孫
二
人
、
計
六
人
で
生
活

を
共
に
し
て
い
る
の
だ
が
安
心
し
て
総
て
を
任
せ
、
今

日
に
至
っ
て
い
る
。

蜜
柑
箱
を
食
台
代
わ
り
に
、
箸
一
膳
か
ら
揃
え
る
生

活
か
ら
出
発
し
、
周
り
に
不
義
理
を
重
ね
な
が
ら
も
よ

く
頑
張
り
、
ど
う
に
か
家
も
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
こ
迄
こ
れ
た
の
は
百
％
は
無
理
に
し
て
も
、
七
・
八

十
％
位
は
自
分
の
力
と
思
っ
て
き
た
。
退
職
後
心
の
余

裕
も
で
き
振
り
返
り
見
る
と
、
自
分
の
力
等
一
つ
も
無

く
総
て
肉
親
を
始
め
衆
恩
の
お
陰
で
あ
り
、
反
対
に
養

わ
れ
て
き
た
の
が
私
で
あ
っ
た
と
今
に
し
て
思
う
の
で

あ
る
。
今
更
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
子

供
達
が
良
く
し
て
く
れ
る
に
つ
け
、
愚
言
愚
行
を
繰
り

返
し
心
配
ば
か
り
か
け
、
孝
の
思
い
出
等
一
つ
と
し
て

な
い
両
親
に
対
し
、
全
く
相
済
ま
ぬ
事
だ
っ
た
と
後
悔

も
し
て
い
る
。

歳
を
と
る
と
云
う
こ
と
は
一
般
的
に
は
、
人
間
と
し

て
成
長
完
成
し
て
行
く
こ
と
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
私

の
場
合
退
職
後
の
十
一
年
間
は
、
自
分
の
愚
か
さ
に
気

付
か
さ
れ
、
教
え
ら
れ
て
き
た
歳
月
で
あ
っ
た
。
今
更

悔
ん
で
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
し
、
ま
し
て
未
来
の
事

等
解
る
は
ず
も
な
い
。
散
策
の
途
中
、
傘
を
差
し
て
い

る
牡
丹
に
会
っ
た
。「
雨
傘
の
下
で
微
笑
む
牡
丹
か
な
」

「
爛
熟
の
牡
丹
に
無
情
夜
の
雨
」
何
れ
の
道
に
な
る
か
は

牡
丹
の
預
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
く
和
尚
さ

ん
の
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た
そ
の
時
そ
の
場

所
を
有
難
く
戴
い
て
、
一
生
懸
命
生
き
る
だ
け
だ
と
思

う
の
で
あ
る
。
私
が
此
処
に
あ
る
の
は
、
愚
か
さ
に
な

か
な
か
気
付
か
ぬ
私
を
気
付
く
迄
待
ち
続
け
、
生
か
し

て
下
さ
っ
た
神
佛
の
お
陰
と
、
右
を
見
て
も
左
を
見
て

も
手
を
合
わ
す
こ
と
の
多
い
毎
日
で
あ
る
。

合
掌

東
区

平
田
　
喜
身
夫

愚
々
自
叙
伝

歳
を
と
る
と
云
う
こ
と
は
、

私
の
場
合
自
分
の
愚
か
さ
に
気
付
か
さ
れ
、

教
え
ら
れ
て
き
た
歳
月
で
あ
っ
た
。

今
更
悔
ん
で
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
し
、

ま
し
て
未
来
の
事
等
解
る
は
ず
も
な
い
。

与
え
ら
れ
た
そ
の
時
そ
の
場
所
を

有
難
く
戴
い
て
、

一
生
懸
命
生
き
る
だ
け
だ
と

思
う
の
で
あ
る
。
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毎
週
定
例
行
事

八
月
中
の
坐
禅
会
は
お
休
み
し
ま
す
。

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
け
っ
こ
う
で
す
お
寄
せ
下
さ
い
。

次
号
原
稿
締
切
は
九
月
末
日
に
お
願
い
し
ま
す
。

●

暁
天
坐
禅
会
月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
五
時
十
分
よ
り
五
十
五
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

毎
月
定
例
行
事

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
、

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
昼
ま
で

●

日
曜
坐
禅
会

第
一
日
曜
日

午
前
九
時
よ
り
坐
禅
・
茶

話
会
　
終
了
十
一
時

毎
年
定
例
行
事

●

盂
蘭
盆
会
法
要

八
月
六
日
　
午
前
十
時
半
よ
り
法
要
・
法

話
・
会
食
　
午
後
一
時
解
散

恒
例
行
事

●

登
山
の
会

九
月
七
日
土
曜
日
日
帰
り
　

行
き
先
　
石
槌
山
（
希
望
者
電
話
乞
う
）

●

青
山
俊
董
尼
老
師
講
演
会

九
月
三
十
日
午
前
十
時
半
よ
り

●

月
見
演
奏
会
「
Ｔ
ｓ
ｕ
ｋ
ｉ
ｍ
ｉ
ｉ
ｎ
寺
」

十
月
十
九
日
土
曜
日
午
後
六
時
半
よ
り

演
奏
者
　
フ
ル
ー
ト
　
大
代
啓
二
先
生

ハ
ー
プ
　
井
上
久
美
子
先
生

◆
行
事
案
内
◆
（
八
月
〜
十
月
）

「方丈専用E-mail：zenshoji@hicat.ne.jp 」

◆
道
心
・
趣
味
の
会
◆

「
家
族
を
偲
ん
で
」

●

死
に
近
き
老
い
た
る
母
は
横
た
う
る

息
そ
く
そ
く
を
蚕
の
眠
り

●

こ
れ
の
世
に
永
ら
う
と
せ
ず
弟
は

小
さ
き
点
の
み
宇
宙
に
残
す

●

あ
り
し
日
の
夫
の
机
上
は
そ
の
ま
ま
に

原
稿
箋
一
冊
年
ね
ん
黄
ば
む

東
区
　
矢
野
淑
子

●

切
り
干
し
の
大
根
乾
か
し

日
の
帰
る

●

母
の
日
や
　
母
音
大
事
に
　
歌
う
こ
え

安
佐
北
区
　
岡
村
竹
畔

●

気
休
め
に
飲
む
置
き
薬
は
し
り
梅
雨

●

廃
坑
の
　
間
府
に
涼
風
　
無
尽
蔵

東
区
　
河
野
貞
女

●

生
家
消
え
ど
く
だ
み
の
白
盛
ん
な
り

●

二
回
め
の
　
お
多
福
風
邪
や
　
葵
咲
く

南
区
　
　
田
村
圭
峰

●

蝉
時
雨
　
精
一
杯
に
　
今
を
生
き

禅
峰

短

歌

俳

句

核
家
族
少
子
化
時
代
が
生
み
出
し
た

「
孤
独
」、
こ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
淋
し
い

こ
と
で
あ
り
。
不
安
を
募
ら
せ
る
人
は
少

な
く
な
い
で
し
ょ
う
。

「
私
の
終
焉
は
誰
が
見
取
っ
て
く
れ
る
か
」

「
私
が
死
ん
だ
ら
誰
が
供
養
し
て
く
れ
る

か
」「
お
墓
を
建
て
た
と
し
て
も
、
子
供

が
い
な
い
の
で
祭
祀
し
て
く
れ
る
人
が
い

な
い
」「
一
人
娘
が
嫁
い
で
し
ま
い
、
お

墓
の
祭
祀
を
継
承
で
き
な
い
」「
一
人
息

子
は
外
国
に
移
り
住
ん
で
祖
先
の
お
墓
を

祭
祀
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
ん
な
相

談
を
持
ち
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り

ま
し
た
。

そ
ん
な
悩
み
を
持
つ
人
た
ち
が
集
ま
っ

て
「
同
じ
境
遇
の
家
族
の
会
」
を
作
り
、

自
分
た
ち
の
「
永
遠
の
眠
り
の
場
所
」
と

し
て
「
も
や
い
の
碑
」
共
同
で
お
墓
を
作

り
、
そ
れ
を
代
々
供
養
し
祭
祀
を
継
承
す

る
母
体
と
し
て
「
広
島
も
や
い
の
会
」
を

結
成
し
、
お
互
い
が
生
き
て
い
る
間
は
旅

行
・
ハ
イ
キ
ン
グ
・
登
山
等
な
ど
趣
味
を

通
じ
て
の
交
流
会
等
、
又
日
常
生
活
に
困

っ
た
時
な
ど
、
気
楽
に
人
手
を
借
り
た
り

で
き
る
互
助
の
会
と
し
て
、
ま
た
会
員
の

終
焉
に
当
た
っ
て
は
、
葬
儀
の
全
て
と
納

骨
後
の
祭
祀
に
到
る
ま
で
、
故
人
と
な
ら

れ
た
お
方
の
遺
志
を
「
も
や
い
の
会
」
が

尊
重
し
て
祭
祀
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
会
に

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

「
広
島
も
や
い
の
会
」
設
立
発
起
人

に
お
き
ま
し
て
は
、
本
事
業
の
運
営
に
当

た
っ
て
は
会
員
に
公
開
さ
れ
、
会
員
に
よ

る
運
営
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
従
っ
て
会
の
結
成
に
当
た
っ

て
、
本
趣
意
書
に
賛
同
下
さ
る
お
方
に
ご

参
集
願
い
、
会
則
案
・
参
加
費
・
運
営

費
・
運
営
方
法
・
事
業
等
々
を
お
諮
り

し
、
賛
同
者
の
決
議
を
も
っ
て
結
成
に
漕

ぎ
着
け
た
く
考
え
て
お
り
ま
す
。

結
成
に
当
た
っ
て
は
仏
教
（
宗
派
を

問
わ
な
い
）
を
拠
り
所
と
し
て
行
く
こ
と

に
賛
同
さ
れ
る
お
方
で
有
れ
ば
何
人
も
受

け
入
れ
ま
す
。

設
立
発
起
人
　
禅
昌
寺
住
職

横
山
正
賢

代
表
世
話
人

斉
藤
昭
夫

右
趣
意
書
に
賛
同
さ
れ
る
お
方
は
お
申

し
込
み
下
さ
い
。
追
っ
て
設
立
準
備
会
の

日
時
を
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

「
広
島
も
や
い
の
会
」
設
立
趣
意
書


