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梅
の
花
〜
其
の
弐

　新
元
号
「
令
和
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
令
和
を
考
案

し
た
と
さ
れ
る
国
文
学
者
の
中
西
進
先
生
が
、
日
本
各
地
で

講
演
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
中
で
令
和
の
意
味
を
説

明
し
、
聖
徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
に
お
け
る
「
和
を
以
っ
て

貴
し
と
な
す
」
に
繋
が
る
も
の
だ
と
し
、
十
七
条
憲
法
を
尊

重
し
て
ほ
し
い
と
話
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　ま
た
、「
令
和
」
が
万
葉
集
の
梅
花
の
歌
の
序
文
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
、

「
春
に
な
る
と
ま
ず
咲
く
の
は
梅
の
花
。
そ
の
力
で
四
季
が
め
ぐ
る
」
と
し
た
曹
洞
宗
の

道
元
禅
師
を
紹
介
し
、「
こ
の
断
言
の
り
り
し
さ
に
私
は
や
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
。

　道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
あ
る
「
眼
睛
（
が
ん
ぜ
い
）」
の
巻
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
中
に
、―

「
雪
裡
梅
花
只
一
枝
（
せ
つ
り
の
ば
い
か
た
だ
い
っ
し
）」
な
る
眼
睛
あ
り
。

は
る
に
さ
き
だ
ち
て
、は
る
の
こ
こ
ろ
を
漏
泄
（
ろ
う
せ
つ
）
す
る
な
り ―

、と
あ
り
ま
す
。

　

※

眼
睛
は
、
瞳
・
目
玉
の
意

　

※

漏
泄
は
、
漏
洩
（
ろ
う
え
い
）
と
同
義
で
、
漏
れ
る
こ
と

　新
元
号
「
令
和
」
が
梅
花
に
関
わ
り
の
あ
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
を

考
案
し
た
と
さ
れ
る
中
西
進
先
生
が
道
元
禅
師
を
紹
介
し
、
そ
の
言
葉
に
感
動
し
た
こ

と
を
全
国
各
地
の
講
演
会
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

「
梅
花
流
」
の
名
称
の
有
難
さ
、
誇
ら
し
さ
を
改
め
て

感
じ
て
い
ま
す
。

　令
和
元
年
度
梅
花
流
秋
田
県
奉
詠
大
会
が
、
男
鹿
市

民
文
化
会
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
近
隣
の
寺
院
・

寺
族
の
皆
様
、
檀
信
徒
講
員
の
皆
様
に
は
、
何
か
と
お

世
話
に
な
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。
ま
た
、
県
内
の
講
員
の
皆
様
に
は
、
一
人

で
も
多
く
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

動

中

静

是

真

境

静

ど
う
ち
ゅ
う
の
せ
い
こ
れ
し
ん
き
ょ
う
の
せ
い

チベット・セラ寺院での多田等観
（1910年代前半頃。多田明子氏提供）

梅
花
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

梅
花
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

● 

令
和
元
年
度  

梅
花
流
秋
田
県
奉
詠
大
会

　・
期

　日

　十
月
二
日
（
水
）

　・
会

　場

　『
男
鹿
市
民
文
化
会
館
』

　
　
　

 

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
海
岸
通
り
二
号
十
四
ノ
五

　
　
　

 

☎
〇
一
八
五―

二
三―

二
二
五
一

　・
時

　間

　開
場
／
受
付…

午
前
九
時

　
　
　
　
　
　開

　
　
　会…

午
前
十
時
三
十
分

　
　
　
　
　
　終

　
　
　了…

午
後
三
時
（
予
定
）

　・
参
加
費

　二
、
〇
〇
〇
円

☞
梅
花
流
の
御
詠
歌
に
触
れ
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
す
の

で
、
興
味
を
持
っ
て
い
る
方
が
そ
ば
に
お
り
ま
し
た
ら
お
誘

い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　法
具
や
教
典
、
梅
花
流
関
連
用
品
を
取
り
揃
え
た
出
店
も

ご
ざ
い
ま
す
。

● 

令
和
元
年
度 

梅
花
流
宗
務
所
検
定
会

　◆
県
北
地
区

　

  

・
期
日

　九
月
五
日
（
木
・
友
引
）
午
前
九
時
集
合

　

  

・
会
場

　大
館
市
『
北
秋
く
ら
ぶ
』

　◆
中
央
・
県
南
地
区

　

  

・
期
日

　十
一
月
七
日
（
木
・
友
引
）
午
前
九
時
集
合

　

  

・
会
場

　秋
田
市
『
さ
と
み
温
泉
』

　

※

両
会
場
と
も
、
四
級
師
範
・
三
級
詠
範
・
二
級
教
範

　
　ま
で
受
験
可
能
で
す

　第
四
十
四
号
の
六
ペ
ー
ジ
目
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。
佐
藤
道
機
老
師
追
悼
文
の
三
段
目
、﹇
七
万
円
﹈と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
正
し
く
は
﹇
七
十
万
円
﹈
と
な
り
ま
す
。

関
係
者
の
皆
様
に
対
し
、
謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

お
詫
び
と
訂
正

☞
検
定
、
緊
張
し
ま
す
よ
ね
。
で
も
、
こ
れ
も
上
達
へ
の
ひ

と
つ
の
手
段
。
課
題
曲
が
発
表
さ
れ
た
ら
、
目
標
を
定
め
て

前
進
あ
る
の
み
。
県
内
師
範
・
詠
範
み
ん
な
が
応
援
し
て
い

ま
す
よ
！

表
紙
の
写
真
に
つ
い
て

　中
国
は
明
代
の
書
物
『
菜
根
譚
』
に
依
拠
し
た
言
葉

で
、「
活
動
（
目
ま
ぐ
る
し
い
、
落
ち
着
か
な
い
、
忙

し
い
等
）
の
中
で
も
心
の
静
け
さ
を
保
つ
こ
と
こ
そ
が
、

真
の
静
け
さ
の
境
地
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
聴

衆
を
前
に
し
て
お
唱
え
す
る
時
、
ど
う
し
て
も
心
拍
数

が
上
が
り
ま
す
よ
ね
。
そ
ん
な
時
は
こ
の
言
葉
を
心
の

片
隅
に
留
め
て
お
い
て
ほ
し
い
。
詠
道
精
進
の
そ
の
先

に
、
心
の
静
け
さ
の
境
地
が
待
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

※

多
田
等
観
さ
ん
は
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年

生
ま
れ
、
秋
田
市
土
崎
出
身
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の

僧
侶
で
す
。
縁
あ
っ
て
十
年
以
上
チ
ベ
ッ
ト
・
ラ
サ
の

僧
院
に
滞
在
し
修
行
を
積
み
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世

と
も
親
し
く
交
流
し
た
人
物
で
す
。
帰
国
に
際
し
多
数

の
教
典
を
持
ち
帰
り
、
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
多
大
な
る
功

績
を
残
し
ま
し
た
。
若
い
頃
、
来
日
し
た
チ
ベ
ッ
ト
人

に
日
本
語
を
教
え
た
も
の
の
、
そ
れ
は
立
派
な
秋
田
弁

で
、
周
囲
の
人
を
お
お
い
に
困
ら
せ
た
と
い
う
愉
快
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
有
名
で
す
。

☆
多
田
等
観
関
連
の
資
料
準
備
に
際
し
て
、
岩
手
県
・

花
巻
市
博
物
館
主
任
学
芸
員
の
小
田
桐
睦
弥
さ
ん
に
は

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

掛
け
軸
は
、編
集
者
自
坊
所
蔵
の
多
田
等
観
直
筆
の
書

た    

だ

　と
う
か
ん

さ
い
こ
ん
た
ん

い  

き
ょ

編

集

後

記

 

平
成
が
終
わ
り
を
告
げ
令
和
の
幕
が
開
け
た
五
月
も

下
旬
、
秋
田
県
梅
花
流
機
関
誌
『
同
行
』
の
編
集
を
、

前
任
者
の
亀
谷
隆
道
師
（
北
秋
田
市
・
太
平
寺
）
か
ら

引
き
継
い
だ
。
何
気
な
く
受
け
取
っ
た
創
刊
号
（
平
成

元
年
十
一
月
一
日
発
行
）
か
ら
順
番
に
綴
ら
れ
た
グ

レ
ー
の
フ
ァ
イ
ル
に
は
、
そ
の
ま
ま
秋
田
県
梅
花
流
の

歴
史
が
記
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
、
歴
代
編
集
者
の

方
々
の
苦
労
と
工
夫
も
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
度
に
ヒ
シ
ヒ

シ
と
伝
わ
っ
て
き
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
労
い
と
感
謝

の
言
葉
を
贈
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
当
に
お
疲
れ

さ
ま
で
し
た
。

　さ
て
、
私
の
手
に
渡
っ
た
広
報
部
の
仕
事
。
過
去
を

偲
び
い
つ
ま
で
も
し
み
じ
み
と
し
て
い
る
わ
け
に
も
い

か
な
い
。
何
せ
原
則
年
二
回
の
発
行
が
控
え
て
い
る
の

だ
。
第
十
号
（
平
成
七
年
）
の
発
行
部
数
は
約
四
千
三

百
部
と
あ
る
。
対
し
て
、
最
新
号
は
二
千
八
百
部
の
印

刷
と
な
る
。
年
々
購
読
者
や
県
内
檀
信
徒
講
員
さ
ん
の

数
は
減
る
一
方
。
し
か
し
、
御
詠
歌
に
懸
命
に
取
り
組

む
若
い
師
範
や
詠
範
さ
ん
は
確
実
に
増
え
て
い
る
の
も

事
実
だ
。
こ
の
機
関
誌
が
梅
花
の
奥
深
い
世
界
に
触
れ

る
ひ
と
つ
の
入
り
口
と
な
り
、
ま
た
、
読
者
の
さ
さ
や

か
な
楽
し
み
や
詠
唱
の
支
え
に
な
れ
ば
う
れ
し
い
。

　そ
し
て
、
今
回
か
ら
心
機
一
転
、
思
い
き
っ
て
初
の

全
カ
ラ
ー
印
刷
。
梅
花
に
携
わ
る
す
べ
て
の
方
々
と
共
に

充
実
し
た
誌
面
を
作
っ
て
い
け
た
ら
と
思
う
。（
俊
彦
）

秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会 

会
長

本

　間

　雅

　憲

が

　
　

  

け
ん

ほ
ん

　
　

  

ま
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見
聞
と
見
識 

〜
新
任
特
派
巡
回
を
終
え
て
〜

特派巡回

報告

　平
成
三
十
一
年
四
月
、
県
内
歴
代
十
三
人
目
の
特
派
師
範
と
し
て
、
清
水
道
広
師
範
が

本
庁
よ
り
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
度
、
記
念
す
べ
き
初
の
特
派
巡
回
を
終
え
て
ご
本
人

よ
り
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
感
想
を
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

　
私:

秋
田
か
ら
水
原
（
み
ず
は
ら
）
ま
で
下
さ
い
。
新

発
田
ま
で
は
新
幹
線
で
、
そ
こ
か
ら
は
在
来
線
で
す
。

　
職
員

:

は
い
、
水
原
（
み
ず
は
ら
）
で
す
ね
。…

…
、

お
客
様
、
水
原
（
み
ず
は
ら
）
と
い
う
駅
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
が
。

　
私:

い
え
い
え
、
在
る
は
ず
で
す
よ
。
こ
の
駅
で
す
。

　
五
月
三
十
一
日
か
ら
の
新
潟
県
巡
回
の
為
、
秋
田
駅
に

切
符
を
買
い
に
行
っ
た
際
の
一
幕
。
自
動
券
売
機
で
水
原

（
み
ず
は
ら
）
を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
ず
、
有
人
券
売
所

へ
向
か
っ
て
か
ら
の
や
り
取
り
。
し
か
し
職
員
さ
ん
も
見

つ
け
る
事
が
出
来
ず
、
水
原
（
み
ず
は
ら
）
の
字
を
見
せ

て
切
符
を
購
入

し
た
。
五
月
三

十
一
日
朝
、
お

寺
に
暫
し
の
別

れ
を
告
げ
て
、

私
は
車
上
の
人

と
な
っ
た
。
そ

う
い
え
ば
電
車
に
乗
る

の
は
何
年
ぶ
り
か
、
そ

ん
な
事
を
考
え
な
が
ら

の
旅
。
到
着
し
た
ら
、

そ
こ
か
ら
ど
ん
な
事
が

待
ち
受
け
て
い
る
の
か
、

考
え
れ
ば
そ
れ
だ
け
で

緊
張
に
襲
わ
れ
る
。
せ

め
て
気
を
逸
ら
そ
う
と
、

購
入
し
た
て
の
小
説
を
開
く
が
中
々
集
中
出
来
な
い
。

　
新
幹
線
か
ら
在
来
線
を
二
本
乗
り
継
ぎ
、私
は
水
原
（
み

ず
は
ら
）
の
駅
に
着
い
た
。
お
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
っ
た

方
丈
様
に
ご
挨
拶
し
、
そ
こ
で…

…

、「
み
ず
は
ら
」
で

は
な
く
「
す
い
ば
ら
」
で
あ
る
事
を
知
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、

い
く
ら
秋
田
駅
で
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
わ
け
だ
。

　
初
め
て
の
特
派
巡
回
で
、
見
聞
が
広
が
る
こ
と
に
感

謝
し
、
ま
た
多
く
の
見
識
の
必
要
性
を
感
じ
た
。
確
か

に
秋
田
を
巡
回
さ
れ
た
先
生
の
話
題
の
豊
富
さ
と
話
力

　
佐
藤
公
一
郎
さ
ん
と
の
出

会
い
は
遡
る
こ
と
二
十
年
前
、

彼
が
大
学
の
研
修
で
カ
ナ
ダ

に
住
ん
で
い
ら
し
た
時
で
し

た
。
共
通
の
知
り
合
い
の
プ

ロ
ス
キ
ー
ヤ
ー
か
ら
紹
介
さ

れ
、
ち
ょ
う
ど
私
も
カ
ナ

ダ
に
滞
在
し
て
い
た
た
め
（
と
は
い
え
六
〇
〇
㎞
も
離

れ
て
い
ま
し
た
が
）、
ご
自
宅
に
お
招
き
い
た
だ
い
た
の

が
き
っ
か
け
で
す
。

　
お
会
い
し
た
日
は
気
温
マ

イ
ナ
ス
二
十
六
℃
に
も
関
わ

ら
ず
、
庭
に
あ
る
ホ
ッ
ト
タ

ブ
（
露
天
風
呂
）
に
浸
か
り

夜
十
時
頃
か
ら
翌
朝
五
時
過

ぎ
ま
で
お
話
し
し
た
こ
と
を

懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

以
来
、
ス
キ
ー
を
通
じ
て
公

私
と
も
に
家
族
ぐ
る
み
の
お

付
き
合
い
を
し
て
参
り
ま
し

た
。

　
あ
る
時
「
秋
田
県
梅
花
講

の
歌
」
の
作
曲
者
を
探
し
て
い
る
と
聞
き
、
お
願
い
し
た

と
こ
ろ
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
制
作
過
程

で
は
、
プ
ロ
の
オ
ペ
ラ
歌
手
が
歌
い
録
音
し
た
デ
モ
を
い

た
だ
き
、
師
匠
（
柴
田
弘
一
正
伝
師
範
）
が
梅
花
の
「
ヨ

ナ
抜
き
音
」
で
と
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
、
再
度
作
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
思
い
出
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
生
前
の
ご
功
績
を
偲
び
、

衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

に
は
魅
了
さ
れ
た
。
豊
富
な
見
聞
と
見
識
が
人
間
の
幅

を
広
げ
る
の
だ
と
思
っ
た
。

　
さ
て
、講
習
を
重
ね
る
う
ち
に
口
癖
が
出
来
た
。
そ
れ
は
、

「
梅
花
流
の
講
習
は
楽
し
く
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
！
笑

顔
で
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！
」
で
あ
る
。
何
事
も
楽
し
く
な

け
れ
ば
続
か
な
い
。
楽
し
け
れ
ば
、
ま
た
次
の
講
習
会
に

も
参
加
し
て
く
だ
さ
る
。
巡
回
中
に
自
分
の
中
で
生
ま
れ

た
気
付
き
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
見
識
な
の
だ
ろ
う
。

　
見
聞
と
は
経
験
で
生
ま
れ
る
。
経
験
を
重
ね
る
こ
と

で
気
付
き
を
得
て
、
新
し
い
見
識
を
身
に
付
け
る
。
今

年
四
月
、
梅
花
流
特
派
師
範
を
拝
命
し
、
新
潟
と
神
奈

川
の
巡
回
を
終
え
た
。
新
潟
は
初
め
て
行
く
街
ば
か
り
。

神
奈
川
で
は
歴
史
と
文
化
に
触
れ
た
。
新
し
い
土
地
で

新
し
い
出
会
い
が
あ
り
、
そ
の
土
地
を
知
り
見
聞
を
広
げ
、

そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
会
話
の
中
で
ま
た
新
た
な
見
識
を

得
る
。
毎
日
の
講
習
会
の
中
で
、
経
験
と
共
に
見
識
は

よ
り
深
ま
っ
て
い
く
。

見
聞
と
見
識
。
特
派

師
範
と
し
て
、
先
ず

は
こ
の
二
つ
に
着
目

し
、
何
よ
り
も
参
加

さ
れ
る
講
員
さ
ん
が

楽
し
ん
で
く
れ
る
講

習
を
務
め
る
こ
と
を

大
切
に
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。

　
皆
さ
ま
、
新
米
特

派
師
範
を
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

北
秋
田
市
・
正
法
院
住
職

清

　水

　道

　広

し
ょ
う
ぼ
う
い
ん

し

　
　
　

 

み
ず

ど
う

　

   

　こ
う

清水道広特派師範

講習風景

無事講習を終えて（神奈川県小田原市・岩泉寺様にて）

追 

悼

佐
藤
公
一
郎
さ
ん
を
偲
ん
で

　平
成
の
時
代
も
い
よ
い
よ
幕
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日
、「
秋
田
県
梅
花
講
の
歌
」
作
曲
者
・

佐
藤
公
一
郎
氏
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
生
前
親
交
の
深
か
っ
た
柴
田
和
明
さ
ん
よ
り
佐
藤
氏
へ
の
追
悼
文

を
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
紹
介
い
た
し
ま
す
。
佐
藤
氏
の
多
大
な
ご
功
労
に
感
謝
し
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

秋
田
市
・
東
泉
寺
副
住
職

柴  

田  

和  

明

と
う
せ
ん
じ

し
ば      

た

わ    

み
ょ
う

〈 

佐
藤
公
一
郎
氏  

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル 

〉

昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
九
月
二
十
一
日
東
京
生
ま
れ

趣
味
／
ス
キ
ー
、
ゴ
ル
フ
、
旅
行
、
グ
ル
メ

性
格
／
明
る
く
て
社
交
的
、
教
え
子
か
ら
慕
わ
れ
人
望
が

あ
っ
た
、
自
分
の
信
念
を
貫
く
（
奥
様
談
）

経
歴
／
作
曲
家
・
末
吉
保
雄
氏
に
師
事
、
桐
朋
学
園
大
学

卒
業
、
桐
朋
学
園
音
楽
学
部
准
教
授
、
こ
ど
も
の
た
め
の

音
楽
教
室
の
部
長
、
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
二
年
・
カ
ナ
ダ

Ｂ
Ｃ
州
ケ
ロ
ウ
ナ
に
て
研
修
、
二
〇
〇
五
年
七
月
・
ウ
ィ

ー
ン
に
て
個
展
開
催
、
毎
年
Ｏ
Ｔ
Ｏ
の
会
演
奏
会
に
出
品

ピ
ア
ノ
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
チ
ェ
ロ
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
な

ど
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
多
数
作
曲

田
沢
湖
ス
キ
ー
場
に
て

右（
佐
藤
公
一
郎
さ
ん
）

中（
シ
ェ
ー
ン
・
ザ
ッ
ク
ス
さ
ん
）

左（
柴
田
和
明
さ
ん
）

佐
藤
氏
を
偲
び
、

　今
改
め
て
「
お
ら
ほ
の
県
の
歌
」
に

　
　親
し
ん
で
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か

佐藤公一郎 氏

※

作
詞
は
亀
谷
健
樹
老
師 

（
北
秋
田
市
・
太
平
寺
東
堂
）

さ    

と
う

こ
う  

い
ち  

ろ
う



ど う ぎ ょ う⑶ 第４５号 令和元年９月１日 ど う ぎ ょ う ⑹第４５号令和元年９月１日

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

由
利
本
荘
市
・
大
蔵
寺
梅
花
講
員

大

　場

　ミ
エ
子

だ
い
ぞ
う
じ

お
お

　
　
　

 

ば

　「
大
き
く
、
大
き
く
、
み
じ
ん
切
り
！
」

　「
エ
ー
ッ
サ
、
エ
ー
ッ
サ
、
エ
ッ
サ
ホ
イ
サ
ッ
サ
♪
」

歌
い
な
が
ら
、
本
堂
の
畳
を
、
丸
い
和
尚
さ
ん
が
ハ

ー
ハ
ー
飛
ん
で
跳
ね
て
。

お
料
理
の
お
勉
強

を
？

お
さ
る
の
か
ご
や

の
お
唄
を
？

　島
根
県
か
ら
足

を
お
運
び
く
だ
さ

っ
た
先
生
と
、
お

昼
は
仲
間
と
持
ち

寄
っ
た
お
弁
当
。

愉
し
い
一
日
で
し

た
。　静

岡
県
の
お
寺

さ
ん
で
生
ま
れ
た

梅
花
流
詠
讃
歌
と
同

じ
昭
和
二
十
五
年
生

ま
れ
で
、
六
十
過
ぎ

て
習
い
初
め
。
八
年

目
。
未
だ
紫
の
房
を

愛
お
し
く
持
ち
歩
く

私
は
、
梅
の
花
に
い

つ
か
何
か
を
語
り
か

け
て
も
ら
え
る
日
ま

で
寄
り
添
っ
て
み
よ

う
と
、
い
つ
で
も
初

心
の
講
員
で
す
。

　
　梅
は
、
厳
寒
を
越
え
て

　
　梅
は
、
め
で
た
く

　
　梅
は
、
春
の
希
望
で

　梅
花
の
ふ
る
さ
と
に
は
、「
青
い
目
の
人
形
」
「
し

ゃ
ぼ
ん
玉
」「
赤
い
靴
」
の
野
口
雨
情
の
名
も
見
つ
け
、

童
謡
の
世
界
に
ほ
っ
こ
り
と
心
抱
か
れ
る
温
も
り
も

覚
え
、
詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景
に
、
優
れ
た
人
格

者
だ
っ
た
と
讃
え
ら
れ
た
音
楽
の
専
門
家
が
い
ら
し

た
話
な
ど
。
き
っ
と
、
梅
の
花
は
高
貴
な
香
り
を
届

け
て
く
れ
る
御
仏
の
心
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　平
成
数
度
の
大
災
害
に
、
各
寺
院
・
青
年
僧
侶
さ

ん
が
迅
速
な
救
護
活
動
に
奔
走
し
、
供
養
か
ら
復
興

へ
希
望
と
願
い
を
込
め
て
。
心
ひ
と
つ
に
。
梅
花
の

応
援
も
篤
か
っ
た
と
知
り
ま
し
た
。

　さ
わ
や
か
で
い
て
、
優
し
く
、
穏
や
か
な
曲
に
追

慕
し
、
涙
し
な
が
ら
宗
務
所
に
一
人
車
を
走
ら
せ
た

日
も
あ
り
ま
し
た
。

　ま
だ
ま
だ
途
上
で
す
。

　梅
花
を
通
し
て
、
同
行
に
感
謝
し
、
自
身
の
心
が

何
か
を
拾
え
る
時
ま
で…

…

。

　『
心
ひ
と
つ
に
、
祈
り
の
梅
花
』
を
。

森山祐光特派師範

皆真剣に聴き入っています

時にユーモアも交えて

昼食の様子

インド仏教遺跡～釈尊六大聖地巡拝の旅～ レポートインド仏教遺跡～釈尊六大聖地巡拝の旅～ レポート

　平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日
、
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年

会
の
有
志
十
四
名
が
、
お
釈
迦
様
所
縁
の
イ
ン
ド
の
大

地
に
降
り
立
ち
ま
し
た
。
二
月
の
秋
田
は
大
雪
の
時
期

で
す
。
留
守
中
の
雪
寄
せ
や
家
族
の
心
配
、
近
隣
の
ご

寺
院
様
に
も
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
を
申
し
訳
な

く
思
い
な
が
ら
も
、
こ
の
機
を
逃
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、

巡
礼
の
旅
に
申
し
込
み
ま
し
た
。

　イ
ン
ド
の
人
口
は
世
界
第
二
位
で
、
ど
こ
に
行
っ
て

も
多
く
の
人
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
ま
し
た
。
ゴ
ミ
が
散

ら
か
る
街
並
み
、
ハ
エ
の
群
が
る
屋
台
、
交
通
規
則
の

無
い
道
路
、
深
緑
に
濁
っ
た
ガ
ン
ジ
ス
川
で
人
々
は
こ

れ
を
神
の
川
と
讃
え
て
沐
浴
さ
れ
て
い
る
姿
を
見
て
、

イ
ン
ド
の
カ
オ
ス
（
混
沌
）
を
身
を
も
っ
て
感
じ
ま
し
た
。

人
々
の
生
活
も
混
沌
と
し
て
お
り
、
カ
ー
ス
ト
制
度
は

根
強
く
残
り
、
生
ま
れ
の
差
別
、
男
女
の
差
別
、
幼
い

子
供
た
ち
が
労
働
し
物
乞
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

社
会
、
苦
し
み
と
喜
び
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
た
人
間

の
本
質
が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
の
地
で
、
苦
し
む
人
々
を

救
う
仏
様
の
教
え
「
仏
教
」
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
、
身

鷲
の
高
嶺
に
て

由
利
本
荘
市
・

　　　　　

永
泉
寺
副
住
職

猪  

股  

尚  

典

よ
う
せ
ん
じ

い
の     

ま
た

し
ょ
う   

て
ん

　平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
月
二
十
七
日
ま
で
七
泊
八
日
の
旅
程
で
、「
イ
ン
ド
仏
教
遺
跡

〜
釈
尊
六
大
聖
地
巡
拝
の
旅
〜
」
と
銘
打
ち
、
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
・
会
員
十
四
名
が
乾
季
の
イ
ン

ド
国
内
を
旅
し
ま
し
た
。
そ
の
壮
大
な
旅
の
一
幕
を
猪
股
師
範
に
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

わ
し

た
か
ね

を
も
っ
て
感
じ
ま
し
た
。

　さ
て
、
今
回
は
仏
教
六
大
聖
地
を
巡
礼
す
る
旅
で
し

た
が
、
そ
の
一
つ
に
梅
花
に
親
し
む
者
に
特
に
縁
の
あ

る
り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

霊
鷲
山
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
お
釈
迦
様
が
弟
子

た
ち
に
よ
く
説
法
さ
れ
た
山
で
あ
り
、
お
経
に
も
登
場

し
ま
す
。
今
回
参
加
者
の
半
数
以
上
が
梅
花
の
経
験
者

と
い
う
事
も
あ
り
、
霊
鷲
山
で
「
大
聖
釈
迦
牟
尼
如
来

讃
迎
御
詠
歌
（
高
嶺
）」
を

奉
詠
す
る
事
を
一
つ
の
目

的
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

　霊
鷲
山
は
あ
ま
り
木
々

の
生
え
て
い
な
い
ゴ
ツ
ゴ

ツ
と
し
た
岩
山
で
し
た
。

そ
の
頂
上
付
近
に
鷲
の
形

を
し
た
岩
が
あ
り
こ
の
山

の
名
前
の
由
来
と
な
っ
て

い
ま
す
。
今
回
は
山
頂
で

朝
日
が
昇
る
の
を
拝
む
た
め
、
早
朝
六
時
前
に
登
頂
が

始
ま
り
ま
し
た
。
参
道
の
入
り
口
か
ら
頂
上
ま
で
約
一

キ
ロ
、
高
低
差
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
道
の
り
を
三
十
分

ほ
ど
か
け
て
登
り
ま
し
た
。
朝
は
涼
し
く
、
二
千
五
百

年
前
お
釈
迦
様
も
登
ら
れ
た
道
を
一
歩
一
歩
踏
み
し
め

な
が
ら
登
り
ま
し
た
。

　山
頂
に
は
、
す
で
に
ス
リ
ラ
ン
カ
や
タ
イ
の
僧
侶
数

名
が
瞑
想
に
来
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
混
雑
す
る
こ
と

な
く
ゆ
っ
く
り
と
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

山
頂
の
一
画
に
お
釈
迦
様
が
坐
っ
て
説
法
さ
れ
た
と
い

わ
れ
る
レ
ン
ガ
で
囲
ま
れ
た
香
室
が
あ
り
、
そ
の
中
に

入
ら
せ
て
い
た
だ
き
一
同
礼
拝
読
経
し
、
い
よ
い
よ
高

嶺
の
奉
詠
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　今
も
な
お
鷲
の
高
嶺
に
月
ぞ
す
む

　
　
　
　
　
　人
は
入
佐
の
山
と
お
も
え
ど

　奉
詠
の
あ
と
、
山

頂
か
ら
見
え
る
イ
ン

ド
の
大
自
然
を
見
な

が
ら
皆
で
坐
禅
を
し

ま
し
た
。
そ
の
時
に

聞
こ
え
た
鳥
の
さ
え

ず
り
は
と
て
も
優
し

く
、
お
釈
迦
様
の
声
に
も
歌
に
も
聞
こ
え
ま
し
た
。
お

釈
迦
様
の
教
え
は
月
の
光
に
例
え
ら
れ
、
時
空
を
超
え

て
静
か
に
私
達
を
優
し
く
照
ら
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

そ
の
光
に
い
つ
も
私
た
ち
は
照
ら
さ
れ
て
い
る
は
ず
な

の
に
、
な
か
な
か
現
実
の
忙
し
さ
が
邪
魔
を
し
て
気
付

か
ず
に
生
活
し
て
い
ま
す
。
間
違
い
な
く
霊
鷲
山
に
は

お
釈
迦
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
私
達
が
信
じ
て

求
め
れ
ば
、
ど
こ
に
も
お
釈
迦
様
の
声
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
詠
讃
歌
に
は
そ
の
力
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
二
千
五
百
年
の
時
を
超
え
て
お
釈
迦
様

に
会
え
た
感
動
に
、
自
然
と
涙
が
こ
ぼ
れ
て
き
ま
し
た
。

鷲形の岩山

香室（お釈迦様の説法場所）

青年会有志１４名

坐禅中（荘厳です…）

だ
い
し
ょ
う
し
ゃ
か
む
に
に
ょ
ら
い

さ
ん
ご
う
ご
え
い
か

た
か
ね

こ
う
し
つ

い
ま

わ
し

た
か
ね

つ
き

ひ
と

や
ま

い
る
さ

　令
和
元
年
六
月
十
日
か
ら
六
月
十
五
日
に
か
け
て
、
今
年
も
県
内
十
六
教
場
に
て
梅
花
流
特
派
講
習
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
六
月
十
三
日
の
第
三
教
区
・
由
利
本
荘
市
西
目
町
・
円
通
寺
が
教
場
の
回

に
参
加
さ
れ
た
、
大
場
ミ
エ
子
さ
ん
よ
り
感
想
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　講
師
は
、
島
根
県
・
明
元
寺
住
職
・
森
山
祐
光
特
派
師
範
で
す
。
楽
し
く
充
実
し
た
講
習
の
様
子
が
伝
わ

っ
て
き
ま
す
ね
〜
♪

み
ょ
う
げ
ん
じ

も
り
や
ま

ゆ
う
こ
う
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　花
供
養
御
詠
歌

　
　こ
の
心
あ
ま
つ
空
に
も
花
供
ふ

　
　
　
　三
世
の
仏
に
奉
ら
ば
や

　道
元
禅
師
御
詠
歌

　

　梅
花
流
詠
讃
歌
の
中
に
「
花
供
養
御
和
讃
」（
山
上
曹

源
作
詞
）
と
「
花
供
養
御
詠
歌
」（
道
元
禅
師
御
詠
歌
）

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
は
寺
院
法
要
の
際
、
仏
前
に

お
供
え
も
の
を
す
る
場
合
な
ど
に
お
唱
え
す
る
こ
と
が

多
い
で
し
ょ
う
。「
花
供
養
御
和
讃
」
の
一
節
に
あ
る
「
色

と
り
ど
り
の
花
々
を
捧
げ
ま
つ
ら
ん
み
仏
に
」
の
歌
詞

の
よ
う
に
、
た
し
か
に
梅
花
流
の
詠
讃
歌
と
し
て
は
仏

前
に
お
花
を
捧
げ
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
す
。

　そ
の
一
方
で
、
も
と
も
と
道
元
禅
師
が
詠
ま
れ
た
和

歌
は
、
古
く
か
ら
坐
禅
の
心
境
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
曹

洞
宗
で
は
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
お
花
を
捧
げ
る
と

い
う
こ
と
と
坐
禅
と
ど
う
結
び
つ
く
の
か
、
ち
ょ
っ
と

不
思
議
な
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
こ
の
御
詠

歌
が
「
坐
禅
の
心
を
詠
ん
だ
歌
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　◇  

坐
禅
の
こ
こ
ろ 

◇

　こ
の
御
詠
歌
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
て
、
歌
の
最

初
に
「
こ
の
心
」
と
あ
り
ま
す
。
前
後
の
脈
絡
な
く
「
こ

の
心
」
と
言
わ
れ
て
も
す
ぐ
に
は
何
の
心
の
こ
と
か
わ

か
り
か
ね
ま
す
。
こ
れ
を
曹
洞
宗
で
は
伝
統
的
に
「
坐

禅
の
心
」
と
解
釈
し
て
き
ま
し
た
。

　昭
和
期
に
「
宿
無
し
興
道
」
と
呼
ば
れ
、
生
涯
を
坐

禅
一
筋
に
生
き
ぬ
い
た
清
僧
と
し
て
有
名
な
沢
木
興
道

老
師
が
い
ま
す
。
そ
の
沢
木
老
師
が
道
元
禅
師
の
こ
の

和
歌
を
採
り
あ
げ
解
説
し
て
い
る
文
章
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
『
大
般
若
経
』
の
理
趣
分
に
「
一
切
の
総
持

等
持
を
修
行
す
れ
ば
、
諸
の
如
来
に
於
て
広
く
供
養

を
説
く
」
と
。
つ
ま
り
諸
仏
如
来
を
供
養
す
る
の
に
、

坐
禅
の
三
昧
が
一
番
供
養
に
な
る
。
そ
れ
は
そ
う

じ
ゃ
。
わ
れ
わ
れ
が
仏
さ
ん
に
団
子
を
供
え
た
っ
て
、

功
徳
が
あ
る
か
な
い
か
わ
け
が
わ
か
ら
ん
。
飯
を
よ

そ
う
て
プ
ン
プ
ン
匂
を
さ
す
と
、
功
徳
が
あ
る
と
い

う
の
は
お
か
し
い
。
仏
法
に
一
番
功
徳
が
あ
る
の
は

な
ん
で
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
坐
禅
で
あ
る
。

「
弁
道
話
」
の
中
に
は
、
も
し
人
、
一
時
で
も
坐
禅

を
す
る
な
ら
ば
「
諸
仏
如
来
を
し
て
は
、
本
地
の
法

楽
を
ま
し
覚
道
の
荘
厳
を
あ
ら
た
に
す
」
と
あ
る
。

方
で
し
た
。
沢
木
師
が
引
用
し
て
い
る
『
大
般
若
経
』

や
『
弁
道
話
』
の
文
章
、
僧
遍
照
の
和
歌
は
い
ず
れ
も

そ
れ
以
前
よ
り
こ
の
歌
を
解
釈
す
る
際
に
引
用
さ
れ
て

き
た
も
の
で
し
た
。

　も
う
一
人
、
愛
媛
県
瑞
應
寺
の
住
職
で
大
本
山
永
平

寺
の
後
堂
職
も
勤
め
た
楢
崎
一
光
師
に
よ
る
こ
の
歌
の

解
説
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

仏
様
に
こ
ん
な
綺
麗
な
お
花
を
お
供
え
し
た
い
も
の

だ
、
と
坐
禅
の
心
の
花
を
讃
え
て
あ
る
の
で
す
。
花

の
よ
う
な
心
、
心
華
、
心
の
華
で
す
。
こ
の
心
と
い

う
の
は
坐
禅
の
心
、
三
昧
で
す
ね
。

坐
禅
の
功
徳
の
と
こ
ろ
に
、「
諸
仏
如
来
を
し
て
は

本
地
の
法
楽
を
ま
し
、
覚
道
の
荘
厳
を
あ
ら
た
に

す
」（
弁
道
話
の
巻
）
と
讃
え
て
あ
り
ま
す
。
私
ど

も
は
法
要
が
行
わ
れ
る
時
、
よ
く
坐
禅
を
す
る
の
で

す
。
例
え
ば
、
お
涅
槃
が
来
る
と
涅
槃
摂
心
を
し
て

ご
供
養
す
る
、
仏
祖
へ
の
報
恩
供
養
も
、
ご
先
祖
の

ご
供
養
も
一
番
よ
い
の
は
坐
禅
で
す
。

仏
様
へ
こ
の
心
の
華
を
捧
げ
る
こ
と
は
、
す
ば
ら
し

い
こ
と
で
す
。
華
も
香
り
が
あ
る
。
生
き
た
華
は
最

高
に
よ
い
の
で
す
。
仏
様
の
お
供
え
を
香
華
燈
燭
と

い
い
ま
す
が
、
お
香
や
と
も
し
び
や
お
華
を
差
し
上

げ
る
、
こ
れ
は
み
な
仏
様
の
ご
供
養
で
す
が
、
そ
の

一
番
根
本
に
な
る
の
は
心
を
こ
め
た
お
供
え
で
す
。

そ
の
心
が
乱
れ
て
い
た
ら
、
い
く
ら
よ
い
も
の
を
差

し
上
げ
て
も
仏
様
は
喜
ん
で
く
だ
さ
ら
な
い
。
心
の

こ
も
っ
た
も
の
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
坐
禅
が
一
番

よ
ろ
し
い
わ
け
で
す
。（
楢
崎
一
光『
は
し
ふ
る
つ
ゆ
』

一
九
八
六
年
　

※

引
用
者
に
よ
り
抄
出
）

　こ
の
よ
う
に
沢
木
師
・
楢
崎
師
の
例
に
見
る
通
り
、

近
現
代
を
代
表
す
る
禅
僧
の
例
で
は
、「
こ
の
心
」
を
坐

禅
の
心
と
捉
え
て
、
こ
れ
を
仏
に
供
養
す
る
と
い
う
説

明
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
道
元
禅
師
御
自

身
に
こ
う
し
た
お
考
え
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　◇  

道
元
禅
師
の
坐
禅
観  

◇

　そ
れ
を
知
る
た
め
に
道
元
禅
師
が
興
聖
寺
や
永
平
寺

に
お
い
て
、修
行
僧
た
ち
に
説
法
し
た
記
録
『
永
平
広
録
』

中
の
一
段
（
巻
七
・
五
二
二
上
堂
）
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
に
は
ま
ず
道
元
禅
師
が
ご
本
師
・
如
浄
禅
師
の
次

の
言
葉
を
引
い
て
い
ま
す
。

「
衲
僧
打
坐
の
正
に
恁
麼
の
時
、
乃
ち
よ
く
尽
十
方

世
界
の
諸
仏
諸
祖
を
供
養
す
。
悉
く
香
華
・
燈
明
・

珍
宝
・
妙
衣
・
種
種
の
具
を
も
っ
て
恭
敬
供
養
す
る

こ
と
間
断
な
し
」（
意
訳
　私
が
坐
禅
に
打
ち
込
ん

で
い
る
ま
さ
に
そ
の
時
、
あ
ま
ね
き
世
界
の
諸
仏
諸

祖
へ
の
供
養
と
な
る
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
香
華
・
燈
明
・

珍
宝
・
妙
衣
・
種
種
の
具
を
も
っ
て
仏
祖
を
恭
敬
供

養
す
る
こ
と
少
し
の
い
と
ま
も
な
い
）

　こ
れ
に
続
い
て
道
元
禅
師
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

「
衲
僧
打
坐
の
時
節
、
磨
磚
打
車
は
道
う
ま
で
も
な

く
、
十
方
の
仏
祖
に
、
妙
衣
・
珍
宝
・
香
華
を
供

養
す
」（
意
訳
　私
が
坐
禅
に
打
ち
込
ん
で
い
る
時
、

瓦
を
磨
き
車
を
打
つ
と
い
う
仏
行
で
あ
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
仏
祖
に
妙
衣
・
珍
宝
・

香
華
を
供
養
す
る
こ
と
で
あ
る
）

　こ
の
よ
う
に
道
元
禅
師
は
、
打
坐
す
な
わ
ち
ひ
た
す

ら
に
坐
禅
に
打
ち
込
む
こ
と
こ
そ
、
仏
祖
へ
妙
衣
・
珍
宝
・

香
華
を
供
養
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
如
浄
禅
師
の
坐
禅
の
考
え
方
を
承
け
継
い

だ
も
の
で
し
た
。
坐
禅
す
る
こ
と
が
仏
祖
へ
の
供
養
と

な
る
と
い
う
考
え
を
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
で
き
ま
す
。

　こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
道
元
禅
師
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た

「
こ
の
心
」
一
首
は
、
道
元
禅
師
の
坐
禅
観
、
す
な
わ
ち

坐
禅
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
世
諸
仏
に
供
養
す
る

と
い
う
趣
旨
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
曹
洞

宗
の
こ
の
和
歌
に
対
す
る
伝
統
的
な
解
釈
は
こ
の
意
味

に
お
い
て
正
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　梅
花
流
で
は
、
こ
の
道
元
禅
師
の
和
歌
を
「
花
供
ふ
」

の
語
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
花
供
養
御
詠
歌
」
と
し
て

取
り
入
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
単
に
き
れ

い
な
お
花
を
供
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら

ず
、
以
上
の
よ
う
な
道
元
禅
師
の
深
い
坐
禅
に
対
す
る

お
考
え
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

だ
か
ら
「
こ
の
心
天
つ
空
に
も
花
そ
な
ふ
、
三
世
の

仏
に
奉
ら
ば
や
」
仏
さ
ん
に
花
・
香
な
ど
を
供
養
す

る
よ
り
、
な
に
を
供
養
す
る
よ
り
、
一
番
功
徳
が
多

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
僧
遍
照
の
歌
に「
折

は
ま
た
手
掌
に
け
が
る
枝
な
が
ら
三
世
の
仏
に
は
な

た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
意
味
を
も

じ
っ
て
、
こ
の
心
、
す
な
わ
ち
坐
禅
の
心
、
す
な
わ

ち
王
三
昧
、
天
つ
空
に
も
花
そ
な
ふ
、
三
世
の
仏
に

奉
ら
ば
や
。
三
世
諸
仏
に
こ
の
坐
禅
の
心
を
供
養
し

た
な
ら
ば…

…

。
そ
れ
ゆ
え
坐
禅
は
な
ん
の
た
め
に

す
る
か
と
い
う
と
、
三
世
諸
仏
を
供
養
す
る
た
め
に

す
る
の
で
あ
る
。（
沢
木
興
道
『
傘
松
道
詠
講
話
』

一
九
四
〇
年
）

　こ
こ
に
見
え
る
沢
木
師
の
解
釈
は
、
師
が
独
特
に
行

な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
期
・
明
治
期
を
通
じ
て

曹
洞
宗
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
理
解
の
仕

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜 

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景 

〈
そ
の
二
十
三  

花
供
養
御
詠
歌
〉

ひ
た
す
ら
な
坐
禅
の
心
華
を
み
仏
へ

し
ん

　
　げ

沢木興道老師沢木興道老師

楢崎一光老師

の
う
そ
う
た
ざ

い
ん
も

こ
と
ご
と

す
な
わ

く
ぎ
ょ
う

の
う
そ
う
た
ざ

ま
せ
ん
た
し
ゃ

い

：

：
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　花
供
養
御
詠
歌

　
　こ
の
心
あ
ま
つ
空
に
も
花
供
ふ

　
　
　
　三
世
の
仏
に
奉
ら
ば
や

　道
元
禅
師
御
詠
歌

　

　梅
花
流
詠
讃
歌
の
中
に
「
花
供
養
御
和
讃
」（
山
上
曹

源
作
詞
）
と
「
花
供
養
御
詠
歌
」（
道
元
禅
師
御
詠
歌
）

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
は
寺
院
法
要
の
際
、
仏
前
に

お
供
え
も
の
を
す
る
場
合
な
ど
に
お
唱
え
す
る
こ
と
が

多
い
で
し
ょ
う
。「
花
供
養
御
和
讃
」
の
一
節
に
あ
る
「
色

と
り
ど
り
の
花
々
を
捧
げ
ま
つ
ら
ん
み
仏
に
」
の
歌
詞

の
よ
う
に
、
た
し
か
に
梅
花
流
の
詠
讃
歌
と
し
て
は
仏

前
に
お
花
を
捧
げ
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
す
。

　そ
の
一
方
で
、
も
と
も
と
道
元
禅
師
が
詠
ま
れ
た
和

歌
は
、
古
く
か
ら
坐
禅
の
心
境
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
曹

洞
宗
で
は
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
お
花
を
捧
げ
る
と

い
う
こ
と
と
坐
禅
と
ど
う
結
び
つ
く
の
か
、
ち
ょ
っ
と

不
思
議
な
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
こ
の
御
詠

歌
が
「
坐
禅
の
心
を
詠
ん
だ
歌
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　◇  

坐
禅
の
こ
こ
ろ 

◇

　こ
の
御
詠
歌
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
て
、
歌
の
最

初
に
「
こ
の
心
」
と
あ
り
ま
す
。
前
後
の
脈
絡
な
く
「
こ

の
心
」
と
言
わ
れ
て
も
す
ぐ
に
は
何
の
心
の
こ
と
か
わ

か
り
か
ね
ま
す
。
こ
れ
を
曹
洞
宗
で
は
伝
統
的
に
「
坐

禅
の
心
」
と
解
釈
し
て
き
ま
し
た
。

　昭
和
期
に
「
宿
無
し
興
道
」
と
呼
ば
れ
、
生
涯
を
坐

禅
一
筋
に
生
き
ぬ
い
た
清
僧
と
し
て
有
名
な
沢
木
興
道

老
師
が
い
ま
す
。
そ
の
沢
木
老
師
が
道
元
禅
師
の
こ
の

和
歌
を
採
り
あ
げ
解
説
し
て
い
る
文
章
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
『
大
般
若
経
』
の
理
趣
分
に
「
一
切
の
総
持

等
持
を
修
行
す
れ
ば
、
諸
の
如
来
に
於
て
広
く
供
養

を
説
く
」
と
。
つ
ま
り
諸
仏
如
来
を
供
養
す
る
の
に
、

坐
禅
の
三
昧
が
一
番
供
養
に
な
る
。
そ
れ
は
そ
う

じ
ゃ
。
わ
れ
わ
れ
が
仏
さ
ん
に
団
子
を
供
え
た
っ
て
、

功
徳
が
あ
る
か
な
い
か
わ
け
が
わ
か
ら
ん
。
飯
を
よ

そ
う
て
プ
ン
プ
ン
匂
を
さ
す
と
、
功
徳
が
あ
る
と
い

う
の
は
お
か
し
い
。
仏
法
に
一
番
功
徳
が
あ
る
の
は

な
ん
で
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
坐
禅
で
あ
る
。

「
弁
道
話
」
の
中
に
は
、
も
し
人
、
一
時
で
も
坐
禅

を
す
る
な
ら
ば
「
諸
仏
如
来
を
し
て
は
、
本
地
の
法

楽
を
ま
し
覚
道
の
荘
厳
を
あ
ら
た
に
す
」
と
あ
る
。

方
で
し
た
。
沢
木
師
が
引
用
し
て
い
る
『
大
般
若
経
』

や
『
弁
道
話
』
の
文
章
、
僧
遍
照
の
和
歌
は
い
ず
れ
も

そ
れ
以
前
よ
り
こ
の
歌
を
解
釈
す
る
際
に
引
用
さ
れ
て

き
た
も
の
で
し
た
。

　も
う
一
人
、
愛
媛
県
瑞
應
寺
の
住
職
で
大
本
山
永
平

寺
の
後
堂
職
も
勤
め
た
楢
崎
一
光
師
に
よ
る
こ
の
歌
の

解
説
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

仏
様
に
こ
ん
な
綺
麗
な
お
花
を
お
供
え
し
た
い
も
の

だ
、
と
坐
禅
の
心
の
花
を
讃
え
て
あ
る
の
で
す
。
花

の
よ
う
な
心
、
心
華
、
心
の
華
で
す
。
こ
の
心
と
い

う
の
は
坐
禅
の
心
、
三
昧
で
す
ね
。

坐
禅
の
功
徳
の
と
こ
ろ
に
、「
諸
仏
如
来
を
し
て
は

本
地
の
法
楽
を
ま
し
、
覚
道
の
荘
厳
を
あ
ら
た
に

す
」（
弁
道
話
の
巻
）
と
讃
え
て
あ
り
ま
す
。
私
ど

も
は
法
要
が
行
わ
れ
る
時
、
よ
く
坐
禅
を
す
る
の
で

す
。
例
え
ば
、
お
涅
槃
が
来
る
と
涅
槃
摂
心
を
し
て

ご
供
養
す
る
、
仏
祖
へ
の
報
恩
供
養
も
、
ご
先
祖
の

ご
供
養
も
一
番
よ
い
の
は
坐
禅
で
す
。

仏
様
へ
こ
の
心
の
華
を
捧
げ
る
こ
と
は
、
す
ば
ら
し

い
こ
と
で
す
。
華
も
香
り
が
あ
る
。
生
き
た
華
は
最

高
に
よ
い
の
で
す
。
仏
様
の
お
供
え
を
香
華
燈
燭
と

い
い
ま
す
が
、
お
香
や
と
も
し
び
や
お
華
を
差
し
上

げ
る
、
こ
れ
は
み
な
仏
様
の
ご
供
養
で
す
が
、
そ
の

一
番
根
本
に
な
る
の
は
心
を
こ
め
た
お
供
え
で
す
。

そ
の
心
が
乱
れ
て
い
た
ら
、
い
く
ら
よ
い
も
の
を
差

し
上
げ
て
も
仏
様
は
喜
ん
で
く
だ
さ
ら
な
い
。
心
の

こ
も
っ
た
も
の
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
坐
禅
が
一
番

よ
ろ
し
い
わ
け
で
す
。（
楢
崎
一
光『
は
し
ふ
る
つ
ゆ
』

一
九
八
六
年
　

※

引
用
者
に
よ
り
抄
出
）

　こ
の
よ
う
に
沢
木
師
・
楢
崎
師
の
例
に
見
る
通
り
、

近
現
代
を
代
表
す
る
禅
僧
の
例
で
は
、「
こ
の
心
」
を
坐

禅
の
心
と
捉
え
て
、
こ
れ
を
仏
に
供
養
す
る
と
い
う
説

明
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
道
元
禅
師
御
自

身
に
こ
う
し
た
お
考
え
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　◇  

道
元
禅
師
の
坐
禅
観  

◇

　そ
れ
を
知
る
た
め
に
道
元
禅
師
が
興
聖
寺
や
永
平
寺

に
お
い
て
、修
行
僧
た
ち
に
説
法
し
た
記
録
『
永
平
広
録
』

中
の
一
段
（
巻
七
・
五
二
二
上
堂
）
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
に
は
ま
ず
道
元
禅
師
が
ご
本
師
・
如
浄
禅
師
の
次

の
言
葉
を
引
い
て
い
ま
す
。

「
衲
僧
打
坐
の
正
に
恁
麼
の
時
、
乃
ち
よ
く
尽
十
方

世
界
の
諸
仏
諸
祖
を
供
養
す
。
悉
く
香
華
・
燈
明
・

珍
宝
・
妙
衣
・
種
種
の
具
を
も
っ
て
恭
敬
供
養
す
る

こ
と
間
断
な
し
」（
意
訳
　私
が
坐
禅
に
打
ち
込
ん

で
い
る
ま
さ
に
そ
の
時
、
あ
ま
ね
き
世
界
の
諸
仏
諸

祖
へ
の
供
養
と
な
る
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
香
華
・
燈
明
・

珍
宝
・
妙
衣
・
種
種
の
具
を
も
っ
て
仏
祖
を
恭
敬
供

養
す
る
こ
と
少
し
の
い
と
ま
も
な
い
）

　こ
れ
に
続
い
て
道
元
禅
師
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

「
衲
僧
打
坐
の
時
節
、
磨
磚
打
車
は
道
う
ま
で
も
な

く
、
十
方
の
仏
祖
に
、
妙
衣
・
珍
宝
・
香
華
を
供

養
す
」（
意
訳
　私
が
坐
禅
に
打
ち
込
ん
で
い
る
時
、

瓦
を
磨
き
車
を
打
つ
と
い
う
仏
行
で
あ
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
仏
祖
に
妙
衣
・
珍
宝
・

香
華
を
供
養
す
る
こ
と
で
あ
る
）

　こ
の
よ
う
に
道
元
禅
師
は
、
打
坐
す
な
わ
ち
ひ
た
す

ら
に
坐
禅
に
打
ち
込
む
こ
と
こ
そ
、
仏
祖
へ
妙
衣
・
珍
宝
・

香
華
を
供
養
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
如
浄
禅
師
の
坐
禅
の
考
え
方
を
承
け
継
い

だ
も
の
で
し
た
。
坐
禅
す
る
こ
と
が
仏
祖
へ
の
供
養
と

な
る
と
い
う
考
え
を
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
で
き
ま
す
。

　こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
道
元
禅
師
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た

「
こ
の
心
」
一
首
は
、
道
元
禅
師
の
坐
禅
観
、
す
な
わ
ち

坐
禅
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
世
諸
仏
に
供
養
す
る

と
い
う
趣
旨
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
曹
洞

宗
の
こ
の
和
歌
に
対
す
る
伝
統
的
な
解
釈
は
こ
の
意
味

に
お
い
て
正
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　梅
花
流
で
は
、
こ
の
道
元
禅
師
の
和
歌
を
「
花
供
ふ
」

の
語
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
花
供
養
御
詠
歌
」
と
し
て

取
り
入
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
単
に
き
れ

い
な
お
花
を
供
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら

ず
、
以
上
の
よ
う
な
道
元
禅
師
の
深
い
坐
禅
に
対
す
る

お
考
え
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

だ
か
ら
「
こ
の
心
天
つ
空
に
も
花
そ
な
ふ
、
三
世
の

仏
に
奉
ら
ば
や
」
仏
さ
ん
に
花
・
香
な
ど
を
供
養
す

る
よ
り
、
な
に
を
供
養
す
る
よ
り
、
一
番
功
徳
が
多

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
僧
遍
照
の
歌
に「
折

は
ま
た
手
掌
に
け
が
る
枝
な
が
ら
三
世
の
仏
に
は
な

た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
意
味
を
も

じ
っ
て
、
こ
の
心
、
す
な
わ
ち
坐
禅
の
心
、
す
な
わ

ち
王
三
昧
、
天
つ
空
に
も
花
そ
な
ふ
、
三
世
の
仏
に

奉
ら
ば
や
。
三
世
諸
仏
に
こ
の
坐
禅
の
心
を
供
養
し

た
な
ら
ば…

…

。
そ
れ
ゆ
え
坐
禅
は
な
ん
の
た
め
に

す
る
か
と
い
う
と
、
三
世
諸
仏
を
供
養
す
る
た
め
に

す
る
の
で
あ
る
。（
沢
木
興
道
『
傘
松
道
詠
講
話
』

一
九
四
〇
年
）

　こ
こ
に
見
え
る
沢
木
師
の
解
釈
は
、
師
が
独
特
に
行

な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
期
・
明
治
期
を
通
じ
て

曹
洞
宗
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
理
解
の
仕

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜 

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景 

〈
そ
の
二
十
三  

花
供
養
御
詠
歌
〉

ひ
た
す
ら
な
坐
禅
の
心
華
を
み
仏
へ

し
ん

　
　げ

沢木興道老師沢木興道老師

楢崎一光老師

の
う
そ
う
た
ざ

い
ん
も

こ
と
ご
と

す
な
わ

く
ぎ
ょ
う

の
う
そ
う
た
ざ

ま
せ
ん
た
し
ゃ

い

：

：
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梅
花
流
特
派
講
習
会
に
参
加
し
て

由
利
本
荘
市
・
大
蔵
寺
梅
花
講
員

大

　場

　ミ
エ
子

だ
い
ぞ
う
じ

お
お

　
　
　

 

ば

　「
大
き
く
、
大
き
く
、
み
じ
ん
切
り
！
」

　「
エ
ー
ッ
サ
、
エ
ー
ッ
サ
、
エ
ッ
サ
ホ
イ
サ
ッ
サ
♪
」

歌
い
な
が
ら
、
本
堂
の
畳
を
、
丸
い
和
尚
さ
ん
が
ハ

ー
ハ
ー
飛
ん
で
跳
ね
て
。

お
料
理
の
お
勉
強

を
？

お
さ
る
の
か
ご
や

の
お
唄
を
？

　島
根
県
か
ら
足

を
お
運
び
く
だ
さ

っ
た
先
生
と
、
お

昼
は
仲
間
と
持
ち

寄
っ
た
お
弁
当
。

愉
し
い
一
日
で
し

た
。　静

岡
県
の
お
寺

さ
ん
で
生
ま
れ
た

梅
花
流
詠
讃
歌
と
同

じ
昭
和
二
十
五
年
生

ま
れ
で
、
六
十
過
ぎ

て
習
い
初
め
。
八
年

目
。
未
だ
紫
の
房
を

愛
お
し
く
持
ち
歩
く

私
は
、
梅
の
花
に
い

つ
か
何
か
を
語
り
か

け
て
も
ら
え
る
日
ま

で
寄
り
添
っ
て
み
よ

う
と
、
い
つ
で
も
初

心
の
講
員
で
す
。

　
　梅
は
、
厳
寒
を
越
え
て

　
　梅
は
、
め
で
た
く

　
　梅
は
、
春
の
希
望
で

　梅
花
の
ふ
る
さ
と
に
は
、「
青
い
目
の
人
形
」
「
し

ゃ
ぼ
ん
玉
」「
赤
い
靴
」
の
野
口
雨
情
の
名
も
見
つ
け
、

童
謡
の
世
界
に
ほ
っ
こ
り
と
心
抱
か
れ
る
温
も
り
も

覚
え
、
詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景
に
、
優
れ
た
人
格

者
だ
っ
た
と
讃
え
ら
れ
た
音
楽
の
専
門
家
が
い
ら
し

た
話
な
ど
。
き
っ
と
、
梅
の
花
は
高
貴
な
香
り
を
届

け
て
く
れ
る
御
仏
の
心
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　平
成
数
度
の
大
災
害
に
、
各
寺
院
・
青
年
僧
侶
さ

ん
が
迅
速
な
救
護
活
動
に
奔
走
し
、
供
養
か
ら
復
興

へ
希
望
と
願
い
を
込
め
て
。
心
ひ
と
つ
に
。
梅
花
の

応
援
も
篤
か
っ
た
と
知
り
ま
し
た
。

　さ
わ
や
か
で
い
て
、
優
し
く
、
穏
や
か
な
曲
に
追

慕
し
、
涙
し
な
が
ら
宗
務
所
に
一
人
車
を
走
ら
せ
た

日
も
あ
り
ま
し
た
。

　ま
だ
ま
だ
途
上
で
す
。

　梅
花
を
通
し
て
、
同
行
に
感
謝
し
、
自
身
の
心
が

何
か
を
拾
え
る
時
ま
で…

…

。

　『
心
ひ
と
つ
に
、
祈
り
の
梅
花
』
を
。

森山祐光特派師範

皆真剣に聴き入っています

時にユーモアも交えて

昼食の様子

インド仏教遺跡～釈尊六大聖地巡拝の旅～ レポートインド仏教遺跡～釈尊六大聖地巡拝の旅～ レポート

　平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日
、
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年

会
の
有
志
十
四
名
が
、
お
釈
迦
様
所
縁
の
イ
ン
ド
の
大

地
に
降
り
立
ち
ま
し
た
。
二
月
の
秋
田
は
大
雪
の
時
期

で
す
。
留
守
中
の
雪
寄
せ
や
家
族
の
心
配
、
近
隣
の
ご

寺
院
様
に
も
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
を
申
し
訳
な

く
思
い
な
が
ら
も
、
こ
の
機
を
逃
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、

巡
礼
の
旅
に
申
し
込
み
ま
し
た
。

　イ
ン
ド
の
人
口
は
世
界
第
二
位
で
、
ど
こ
に
行
っ
て

も
多
く
の
人
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
ま
し
た
。
ゴ
ミ
が
散

ら
か
る
街
並
み
、
ハ
エ
の
群
が
る
屋
台
、
交
通
規
則
の

無
い
道
路
、
深
緑
に
濁
っ
た
ガ
ン
ジ
ス
川
で
人
々
は
こ

れ
を
神
の
川
と
讃
え
て
沐
浴
さ
れ
て
い
る
姿
を
見
て
、

イ
ン
ド
の
カ
オ
ス
（
混
沌
）
を
身
を
も
っ
て
感
じ
ま
し
た
。

人
々
の
生
活
も
混
沌
と
し
て
お
り
、
カ
ー
ス
ト
制
度
は

根
強
く
残
り
、
生
ま
れ
の
差
別
、
男
女
の
差
別
、
幼
い

子
供
た
ち
が
労
働
し
物
乞
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

社
会
、
苦
し
み
と
喜
び
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
た
人
間

の
本
質
が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
の
地
で
、
苦
し
む
人
々
を

救
う
仏
様
の
教
え
「
仏
教
」
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
、
身

鷲
の
高
嶺
に
て

鷲
の
高
嶺
に
て

鷲
の
高
嶺
に
て

鷲
の
高
嶺
に
て

鷲
の
高
嶺
に
て

鷲
の
高
嶺
に
て

鷲
の
高
嶺
に
て

鷲
の
高
嶺
に
て

鷲
の
高
嶺
に
て

由
利
本
荘
市
・

　　　　　

永
泉
寺
副
住
職

猪  

股  

尚  

典

よ
う
せ
ん
じ

い
の     

ま
た

し
ょ
う   

て
ん

　平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
月
二
十
七
日
ま
で
七
泊
八
日
の
旅
程
で
、「
イ
ン
ド
仏
教
遺
跡

〜
釈
尊
六
大
聖
地
巡
拝
の
旅
〜
」
と
銘
打
ち
、
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
・
会
員
十
四
名
が
乾
季
の
イ
ン

ド
国
内
を
旅
し
ま
し
た
。
そ
の
壮
大
な
旅
の
一
幕
を
猪
股
師
範
に
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

わ
し

た
か
ね

を
も
っ
て
感
じ
ま
し
た
。

　さ
て
、
今
回
は
仏
教
六
大
聖
地
を
巡
礼
す
る
旅
で
し

た
が
、
そ
の
一
つ
に
梅
花
に
親
し
む
者
に
特
に
縁
の
あ

る
り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

霊
鷲
山
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
お
釈
迦
様
が
弟
子

た
ち
に
よ
く
説
法
さ
れ
た
山
で
あ
り
、
お
経
に
も
登
場

し
ま
す
。
今
回
参
加
者
の
半
数
以
上
が
梅
花
の
経
験
者

と
い
う
事
も
あ
り
、
霊
鷲
山
で
「
大
聖
釈
迦
牟
尼
如
来

讃
迎
御
詠
歌
（
高
嶺
）」
を

奉
詠
す
る
事
を
一
つ
の
目

的
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

　霊
鷲
山
は
あ
ま
り
木
々

の
生
え
て
い
な
い
ゴ
ツ
ゴ

ツ
と
し
た
岩
山
で
し
た
。

そ
の
頂
上
付
近
に
鷲
の
形

を
し
た
岩
が
あ
り
こ
の
山

の
名
前
の
由
来
と
な
っ
て

い
ま
す
。
今
回
は
山
頂
で

朝
日
が
昇
る
の
を
拝
む
た
め
、
早
朝
六
時
前
に
登
頂
が

始
ま
り
ま
し
た
。
参
道
の
入
り
口
か
ら
頂
上
ま
で
約
一

キ
ロ
、
高
低
差
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
道
の
り
を
三
十
分

ほ
ど
か
け
て
登
り
ま
し
た
。
朝
は
涼
し
く
、
二
千
五
百

年
前
お
釈
迦
様
も
登
ら
れ
た
道
を
一
歩
一
歩
踏
み
し
め

な
が
ら
登
り
ま
し
た
。

　山
頂
に
は
、
す
で
に
ス
リ
ラ
ン
カ
や
タ
イ
の
僧
侶
数

名
が
瞑
想
に
来
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
混
雑
す
る
こ
と

な
く
ゆ
っ
く
り
と
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

山
頂
の
一
画
に
お
釈
迦
様
が
坐
っ
て
説
法
さ
れ
た
と
い

わ
れ
る
レ
ン
ガ
で
囲
ま
れ
た
香
室
が
あ
り
、
そ
の
中
に

入
ら
せ
て
い
た
だ
き
一
同
礼
拝
読
経
し
、
い
よ
い
よ
高

嶺
の
奉
詠
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　今
も
な
お
鷲
の
高
嶺
に
月
ぞ
す
む

　
　
　
　
　
　人
は
入
佐
の
山
と
お
も
え
ど

　奉
詠
の
あ
と
、
山

頂
か
ら
見
え
る
イ
ン

ド
の
大
自
然
を
見
な

が
ら
皆
で
坐
禅
を
し

ま
し
た
。
そ
の
時
に

聞
こ
え
た
鳥
の
さ
え

ず
り
は
と
て
も
優
し

く
、
お
釈
迦
様
の
声
に
も
歌
に
も
聞
こ
え
ま
し
た
。
お

釈
迦
様
の
教
え
は
月
の
光
に
例
え
ら
れ
、
時
空
を
超
え

て
静
か
に
私
達
を
優
し
く
照
ら
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

そ
の
光
に
い
つ
も
私
た
ち
は
照
ら
さ
れ
て
い
る
は
ず
な

の
に
、
な
か
な
か
現
実
の
忙
し
さ
が
邪
魔
を
し
て
気
付

か
ず
に
生
活
し
て
い
ま
す
。
間
違
い
な
く
霊
鷲
山
に
は

お
釈
迦
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
私
達
が
信
じ
て

求
め
れ
ば
、
ど
こ
に
も
お
釈
迦
様
の
声
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
詠
讃
歌
に
は
そ
の
力
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
二
千
五
百
年
の
時
を
超
え
て
お
釈
迦
様

に
会
え
た
感
動
に
、
自
然
と
涙
が
こ
ぼ
れ
て
き
ま
し
た
。

鷲形の岩山

香室（お釈迦様の説法場所）

青年会有志１４名

坐禅中（荘厳です…）

だ
い
し
ょ
う
し
ゃ
か
む
に
に
ょ
ら
い

さ
ん
ご
う
ご
え
い
か

た
か
ね

こ
う
し
つ

い
ま

わ
し

た
か
ね

つ
き

ひ
と

や
ま

い
る
さ

　令
和
元
年
六
月
十
日
か
ら
六
月
十
五
日
に
か
け
て
、
今
年
も
県
内
十
六
教
場
に
て
梅
花
流
特
派
講
習
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
六
月
十
三
日
の
第
三
教
区
・
由
利
本
荘
市
西
目
町
・
円
通
寺
が
教
場
の
回

に
参
加
さ
れ
た
、
大
場
ミ
エ
子
さ
ん
よ
り
感
想
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　講
師
は
、
島
根
県
・
明
元
寺
住
職
・
森
山
祐
光
特
派
師
範
で
す
。
楽
し
く
充
実
し
た
講
習
の
様
子
が
伝
わ

っ
て
き
ま
す
ね
〜
♪

み
ょ
う
げ
ん
じ

も
り
や
ま

ゆ
う
こ
う
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見
聞
と
見
識 

〜
新
任
特
派
巡
回
を
終
え
て
〜

特派巡回

報告

　平
成
三
十
一
年
四
月
、
県
内
歴
代
十
三
人
目
の
特
派
師
範
と
し
て
、
清
水
道
広
師
範
が

本
庁
よ
り
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
度
、
記
念
す
べ
き
初
の
特
派
巡
回
を
終
え
て
ご
本
人

よ
り
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
感
想
を
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

　
私:

秋
田
か
ら
水
原
（
み
ず
は
ら
）
ま
で
下
さ
い
。
新

発
田
ま
で
は
新
幹
線
で
、
そ
こ
か
ら
は
在
来
線
で
す
。

　
職
員

:

は
い
、
水
原
（
み
ず
は
ら
）
で
す
ね
。…

…

、

お
客
様
、
水
原
（
み
ず
は
ら
）
と
い
う
駅
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
が
。

　
私:

い
え
い
え
、
在
る
は
ず
で
す
よ
。
こ
の
駅
で
す
。

　
五
月
三
十
一
日
か
ら
の
新
潟
県
巡
回
の
為
、
秋
田
駅
に

切
符
を
買
い
に
行
っ
た
際
の
一
幕
。
自
動
券
売
機
で
水
原

（
み
ず
は
ら
）
を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
ず
、
有
人
券
売
所

へ
向
か
っ
て
か
ら
の
や
り
取
り
。
し
か
し
職
員
さ
ん
も
見

つ
け
る
事
が
出
来
ず
、
水
原
（
み
ず
は
ら
）
の
字
を
見
せ

て
切
符
を
購
入

し
た
。
五
月
三

十
一
日
朝
、
お

寺
に
暫
し
の
別

れ
を
告
げ
て
、

私
は
車
上
の
人

と
な
っ
た
。
そ

う
い
え
ば
電
車
に
乗
る

の
は
何
年
ぶ
り
か
、
そ

ん
な
事
を
考
え
な
が
ら

の
旅
。
到
着
し
た
ら
、

そ
こ
か
ら
ど
ん
な
事
が

待
ち
受
け
て
い
る
の
か
、

考
え
れ
ば
そ
れ
だ
け
で

緊
張
に
襲
わ
れ
る
。
せ

め
て
気
を
逸
ら
そ
う
と
、

購
入
し
た
て
の
小
説
を
開
く
が
中
々
集
中
出
来
な
い
。

　
新
幹
線
か
ら
在
来
線
を
二
本
乗
り
継
ぎ
、私
は
水
原
（
み

ず
は
ら
）
の
駅
に
着
い
た
。
お
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
っ
た

方
丈
様
に
ご
挨
拶
し
、
そ
こ
で…

…

、「
み
ず
は
ら
」
で

は
な
く
「
す
い
ば
ら
」
で
あ
る
事
を
知
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、

い
く
ら
秋
田
駅
で
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
わ
け
だ
。

　
初
め
て
の
特
派
巡
回
で
、
見
聞
が
広
が
る
こ
と
に
感

謝
し
、
ま
た
多
く
の
見
識
の
必
要
性
を
感
じ
た
。
確
か

に
秋
田
を
巡
回
さ
れ
た
先
生
の
話
題
の
豊
富
さ
と
話
力

　
佐
藤
公
一
郎
さ
ん
と
の
出

会
い
は
遡
る
こ
と
二
十
年
前
、

彼
が
大
学
の
研
修
で
カ
ナ
ダ

に
住
ん
で
い
ら
し
た
時
で
し

た
。
共
通
の
知
り
合
い
の
プ

ロ
ス
キ
ー
ヤ
ー
か
ら
紹
介
さ

れ
、
ち
ょ
う
ど
私
も
カ
ナ

ダ
に
滞
在
し
て
い
た
た
め
（
と
は
い
え
六
〇
〇
㎞
も
離

れ
て
い
ま
し
た
が
）、
ご
自
宅
に
お
招
き
い
た
だ
い
た
の

が
き
っ
か
け
で
す
。

　
お
会
い
し
た
日
は
気
温
マ

イ
ナ
ス
二
十
六
℃
に
も
関
わ

ら
ず
、
庭
に
あ
る
ホ
ッ
ト
タ

ブ
（
露
天
風
呂
）
に
浸
か
り

夜
十
時
頃
か
ら
翌
朝
五
時
過

ぎ
ま
で
お
話
し
し
た
こ
と
を

懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

以
来
、
ス
キ
ー
を
通
じ
て
公

私
と
も
に
家
族
ぐ
る
み
の
お

付
き
合
い
を
し
て
参
り
ま
し

た
。

　
あ
る
時
「
秋
田
県
梅
花
講

の
歌
」
の
作
曲
者
を
探
し
て
い
る
と
聞
き
、
お
願
い
し
た

と
こ
ろ
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
制
作
過
程

で
は
、
プ
ロ
の
オ
ペ
ラ
歌
手
が
歌
い
録
音
し
た
デ
モ
を
い

た
だ
き
、
師
匠
（
柴
田
弘
一
正
伝
師
範
）
が
梅
花
の
「
ヨ

ナ
抜
き
音
」
で
と
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
、
再
度
作
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
思
い
出
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
生
前
の
ご
功
績
を
偲
び
、

衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

に
は
魅
了
さ
れ
た
。
豊
富
な
見
聞
と
見
識
が
人
間
の
幅

を
広
げ
る
の
だ
と
思
っ
た
。

　
さ
て
、講
習
を
重
ね
る
う
ち
に
口
癖
が
出
来
た
。
そ
れ
は
、

「
梅
花
流
の
講
習
は
楽
し
く
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
！
笑

顔
で
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！
」
で
あ
る
。
何
事
も
楽
し
く
な

け
れ
ば
続
か
な
い
。
楽
し
け
れ
ば
、
ま
た
次
の
講
習
会
に

も
参
加
し
て
く
だ
さ
る
。
巡
回
中
に
自
分
の
中
で
生
ま
れ

た
気
付
き
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
見
識
な
の
だ
ろ
う
。

　
見
聞
と
は
経
験
で
生
ま
れ
る
。
経
験
を
重
ね
る
こ
と

で
気
付
き
を
得
て
、
新
し
い
見
識
を
身
に
付
け
る
。
今

年
四
月
、
梅
花
流
特
派
師
範
を
拝
命
し
、
新
潟
と
神
奈

川
の
巡
回
を
終
え
た
。
新
潟
は
初
め
て
行
く
街
ば
か
り
。

神
奈
川
で
は
歴
史
と
文
化
に
触
れ
た
。
新
し
い
土
地
で

新
し
い
出
会
い
が
あ
り
、
そ
の
土
地
を
知
り
見
聞
を
広
げ
、

そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
会
話
の
中
で
ま
た
新
た
な
見
識
を

得
る
。
毎
日
の
講
習
会
の
中
で
、
経
験
と
共
に
見
識
は

よ
り
深
ま
っ
て
い
く
。

見
聞
と
見
識
。
特
派

師
範
と
し
て
、
先
ず

は
こ
の
二
つ
に
着
目

し
、
何
よ
り
も
参
加

さ
れ
る
講
員
さ
ん
が

楽
し
ん
で
く
れ
る
講

習
を
務
め
る
こ
と
を

大
切
に
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。

　
皆
さ
ま
、
新
米
特

派
師
範
を
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

北
秋
田
市
・
正
法
院
住
職

清

　水

　道

　広

し
ょ
う
ぼ
う
い
ん

し

　
　
　

 

み
ず

ど
う

　

   

　こ
う

清水道広特派師範

講習風景

無事講習を終えて（神奈川県小田原市・岩泉寺様にて）

追 
悼

佐
藤
公
一
郎
さ
ん
を
偲
ん
で

　平
成
の
時
代
も
い
よ
い
よ
幕
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日
、「
秋
田
県
梅
花
講
の
歌
」
作
曲
者
・

佐
藤
公
一
郎
氏
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
生
前
親
交
の
深
か
っ
た
柴
田
和
明
さ
ん
よ
り
佐
藤
氏
へ
の
追
悼
文

を
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
紹
介
い
た
し
ま
す
。
佐
藤
氏
の
多
大
な
ご
功
労
に
感
謝
し
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

秋
田
市
・
東
泉
寺
副
住
職

柴  

田  

和  

明

と
う
せ
ん
じ

し
ば      

た

わ    

み
ょ
う

〈 
佐
藤
公
一
郎
氏  

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル 

〉

昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
九
月
二
十
一
日
東
京
生
ま
れ

趣
味
／
ス
キ
ー
、
ゴ
ル
フ
、
旅
行
、
グ
ル
メ

性
格
／
明
る
く
て
社
交
的
、
教
え
子
か
ら
慕
わ
れ
人
望
が

あ
っ
た
、
自
分
の
信
念
を
貫
く
（
奥
様
談
）

経
歴
／
作
曲
家
・
末
吉
保
雄
氏
に
師
事
、
桐
朋
学
園
大
学

卒
業
、
桐
朋
学
園
音
楽
学
部
准
教
授
、
こ
ど
も
の
た
め
の

音
楽
教
室
の
部
長
、
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
二
年
・
カ
ナ
ダ

Ｂ
Ｃ
州
ケ
ロ
ウ
ナ
に
て
研
修
、
二
〇
〇
五
年
七
月
・
ウ
ィ

ー
ン
に
て
個
展
開
催
、
毎
年
Ｏ
Ｔ
Ｏ
の
会
演
奏
会
に
出
品

ピ
ア
ノ
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
チ
ェ
ロ
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
な

ど
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
多
数
作
曲

田
沢
湖
ス
キ
ー
場
に
て

右（
佐
藤
公
一
郎
さ
ん
）

中（
シ
ェ
ー
ン
・
ザ
ッ
ク
ス
さ
ん
）

左（
柴
田
和
明
さ
ん
）

佐
藤
氏
を
偲
び
、

　今
改
め
て
「
お
ら
ほ
の
県
の
歌
」
に

　
　親
し
ん
で
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か

佐藤公一郎 氏

※

作
詞
は
亀
谷
健
樹
老
師 

（
北
秋
田
市
・
太
平
寺
東
堂
）

さ    

と
う

こ
う  

い
ち  

ろ
う
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梅
の
花
〜
其
の
弐

　新
元
号
「
令
和
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
令
和
を
考
案

し
た
と
さ
れ
る
国
文
学
者
の
中
西
進
先
生
が
、
日
本
各
地
で

講
演
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
中
で
令
和
の
意
味
を
説

明
し
、
聖
徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
に
お
け
る
「
和
を
以
っ
て

貴
し
と
な
す
」
に
繋
が
る
も
の
だ
と
し
、
十
七
条
憲
法
を
尊

重
し
て
ほ
し
い
と
話
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　ま
た
、「
令
和
」
が
万
葉
集
の
梅
花
の
歌
の
序
文
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
、

「
春
に
な
る
と
ま
ず
咲
く
の
は
梅
の
花
。
そ
の
力
で
四
季
が
め
ぐ
る
」
と
し
た
曹
洞
宗
の

道
元
禅
師
を
紹
介
し
、「
こ
の
断
言
の
り
り
し
さ
に
私
は
や
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
。

　道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
あ
る
「
眼
睛
（
が
ん
ぜ
い
）」
の
巻
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
中
に
、―

「
雪
裡
梅
花
只
一
枝
（
せ
つ
り
の
ば
い
か
た
だ
い
っ
し
）」
な
る
眼
睛
あ
り
。

は
る
に
さ
き
だ
ち
て
、は
る
の
こ
こ
ろ
を
漏
泄
（
ろ
う
せ
つ
）
す
る
な
り ―

、と
あ
り
ま
す
。

　

※

眼
睛
は
、
瞳
・
目
玉
の
意

　

※

漏
泄
は
、
漏
洩
（
ろ
う
え
い
）
と
同
義
で
、
漏
れ
る
こ
と

　新
元
号
「
令
和
」
が
梅
花
に
関
わ
り
の
あ
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
を

考
案
し
た
と
さ
れ
る
中
西
進
先
生
が
道
元
禅
師
を
紹
介
し
、
そ
の
言
葉
に
感
動
し
た
こ

と
を
全
国
各
地
の
講
演
会
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

「
梅
花
流
」
の
名
称
の
有
難
さ
、
誇
ら
し
さ
を
改
め
て

感
じ
て
い
ま
す
。

　令
和
元
年
度
梅
花
流
秋
田
県
奉
詠
大
会
が
、
男
鹿
市

民
文
化
会
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
近
隣
の
寺
院
・

寺
族
の
皆
様
、
檀
信
徒
講
員
の
皆
様
に
は
、
何
か
と
お

世
話
に
な
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。
ま
た
、
県
内
の
講
員
の
皆
様
に
は
、
一
人

で
も
多
く
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

動

中

静

是

真

境

静

ど
う
ち
ゅ
う
の
せ
い
こ
れ
し
ん
き
ょ
う
の
せ
い

チベット・セラ寺院での多田等観
（1910年代前半頃。多田明子氏提供）

梅
花
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

梅
花
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

● 

令
和
元
年
度  

梅
花
流
秋
田
県
奉
詠
大
会

　・
期

　日

　十
月
二
日
（
水
）

　・
会

　場

　『
男
鹿
市
民
文
化
会
館
』

　
　
　

 

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
海
岸
通
り
二
号
十
四
ノ
五

　
　
　

 

☎
〇
一
八
五―

二
三―

二
二
五
一

　・
時

　間

　開
場
／
受
付…
午
前
九
時

　
　
　
　
　
　開

　
　
　会…

午
前
十
時
三
十
分

　
　
　
　
　
　終

　
　
　了…

午
後
三
時
（
予
定
）

　・
参
加
費

　二
、
〇
〇
〇
円

☞
梅
花
流
の
御
詠
歌
に
触
れ
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
す
の

で
、
興
味
を
持
っ
て
い
る
方
が
そ
ば
に
お
り
ま
し
た
ら
お
誘

い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　法
具
や
教
典
、
梅
花
流
関
連
用
品
を
取
り
揃
え
た
出
店
も

ご
ざ
い
ま
す
。

● 

令
和
元
年
度 

梅
花
流
宗
務
所
検
定
会

　◆
県
北
地
区

　

  

・
期
日

　九
月
五
日
（
木
・
友
引
）
午
前
九
時
集
合

　

  

・
会
場

　大
館
市
『
北
秋
く
ら
ぶ
』

　◆
中
央
・
県
南
地
区

　

  

・
期
日

　十
一
月
七
日
（
木
・
友
引
）
午
前
九
時
集
合

　

  

・
会
場

　秋
田
市
『
さ
と
み
温
泉
』

　

※

両
会
場
と
も
、
四
級
師
範
・
三
級
詠
範
・
二
級
教
範

　
　ま
で
受
験
可
能
で
す

　第
四
十
四
号
の
六
ペ
ー
ジ
目
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。
佐
藤
道
機
老
師
追
悼
文
の
三
段
目
、﹇
七
万
円
﹈と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
正
し
く
は
﹇
七
十
万
円
﹈
と
な
り
ま
す
。

関
係
者
の
皆
様
に
対
し
、
謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

お
詫
び
と
訂
正

☞
検
定
、
緊
張
し
ま
す
よ
ね
。
で
も
、
こ
れ
も
上
達
へ
の
ひ

と
つ
の
手
段
。
課
題
曲
が
発
表
さ
れ
た
ら
、
目
標
を
定
め
て

前
進
あ
る
の
み
。
県
内
師
範
・
詠
範
み
ん
な
が
応
援
し
て
い

ま
す
よ
！

表
紙
の
写
真
に
つ
い
て

　中
国
は
明
代
の
書
物
『
菜
根
譚
』
に
依
拠
し
た
言
葉

で
、「
活
動
（
目
ま
ぐ
る
し
い
、
落
ち
着
か
な
い
、
忙

し
い
等
）
の
中
で
も
心
の
静
け
さ
を
保
つ
こ
と
こ
そ
が
、

真
の
静
け
さ
の
境
地
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
聴

衆
を
前
に
し
て
お
唱
え
す
る
時
、
ど
う
し
て
も
心
拍
数

が
上
が
り
ま
す
よ
ね
。
そ
ん
な
時
は
こ
の
言
葉
を
心
の

片
隅
に
留
め
て
お
い
て
ほ
し
い
。
詠
道
精
進
の
そ
の
先

に
、
心
の
静
け
さ
の
境
地
が
待
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

※

多
田
等
観
さ
ん
は
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年

生
ま
れ
、
秋
田
市
土
崎
出
身
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の

僧
侶
で
す
。
縁
あ
っ
て
十
年
以
上
チ
ベ
ッ
ト
・
ラ
サ
の

僧
院
に
滞
在
し
修
行
を
積
み
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世

と
も
親
し
く
交
流
し
た
人
物
で
す
。
帰
国
に
際
し
多
数

の
教
典
を
持
ち
帰
り
、
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
多
大
な
る
功

績
を
残
し
ま
し
た
。
若
い
頃
、
来
日
し
た
チ
ベ
ッ
ト
人

に
日
本
語
を
教
え
た
も
の
の
、
そ
れ
は
立
派
な
秋
田
弁

で
、
周
囲
の
人
を
お
お
い
に
困
ら
せ
た
と
い
う
愉
快
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
有
名
で
す
。

☆
多
田
等
観
関
連
の
資
料
準
備
に
際
し
て
、
岩
手
県
・

花
巻
市
博
物
館
主
任
学
芸
員
の
小
田
桐
睦
弥
さ
ん
に
は

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

掛
け
軸
は
、編
集
者
自
坊
所
蔵
の
多
田
等
観
直
筆
の
書

た    

だ

　と
う
か
ん

さ
い
こ
ん
た
ん

い  

き
ょ

編

集

後

記

 

平
成
が
終
わ
り
を
告
げ
令
和
の
幕
が
開
け
た
五
月
も

下
旬
、
秋
田
県
梅
花
流
機
関
誌
『
同
行
』
の
編
集
を
、

前
任
者
の
亀
谷
隆
道
師
（
北
秋
田
市
・
太
平
寺
）
か
ら

引
き
継
い
だ
。
何
気
な
く
受
け
取
っ
た
創
刊
号
（
平
成

元
年
十
一
月
一
日
発
行
）
か
ら
順
番
に
綴
ら
れ
た
グ

レ
ー
の
フ
ァ
イ
ル
に
は
、
そ
の
ま
ま
秋
田
県
梅
花
流
の

歴
史
が
記
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
、
歴
代
編
集
者
の

方
々
の
苦
労
と
工
夫
も
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
度
に
ヒ
シ
ヒ

シ
と
伝
わ
っ
て
き
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
労
い
と
感
謝

の
言
葉
を
贈
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
当
に
お
疲
れ

さ
ま
で
し
た
。

　さ
て
、
私
の
手
に
渡
っ
た
広
報
部
の
仕
事
。
過
去
を

偲
び
い
つ
ま
で
も
し
み
じ
み
と
し
て
い
る
わ
け
に
も
い

か
な
い
。
何
せ
原
則
年
二
回
の
発
行
が
控
え
て
い
る
の

だ
。
第
十
号
（
平
成
七
年
）
の
発
行
部
数
は
約
四
千
三

百
部
と
あ
る
。
対
し
て
、
最
新
号
は
二
千
八
百
部
の
印

刷
と
な
る
。
年
々
購
読
者
や
県
内
檀
信
徒
講
員
さ
ん
の

数
は
減
る
一
方
。
し
か
し
、
御
詠
歌
に
懸
命
に
取
り
組

む
若
い
師
範
や
詠
範
さ
ん
は
確
実
に
増
え
て
い
る
の
も

事
実
だ
。
こ
の
機
関
誌
が
梅
花
の
奥
深
い
世
界
に
触
れ

る
ひ
と
つ
の
入
り
口
と
な
り
、
ま
た
、
読
者
の
さ
さ
や

か
な
楽
し
み
や
詠
唱
の
支
え
に
な
れ
ば
う
れ
し
い
。

　そ
し
て
、
今
回
か
ら
心
機
一
転
、
思
い
き
っ
て
初
の

全
カ
ラ
ー
印
刷
。
梅
花
に
携
わ
る
す
べ
て
の
方
々
と
共
に

充
実
し
た
誌
面
を
作
っ
て
い
け
た
ら
と
思
う
。（
俊
彦
）

秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会 

会
長

本

　間

　雅

　憲

が

　
　

  

け
ん

ほ
ん

　
　

  

ま


