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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予

防
の
マ
ス
ク
着
用
も
義
務
で
は
な
く

な
り
、
飲
食
店
の
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

も
取
り
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
も
収
束
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
よ

う
で
、
春
と
と
も
に
気
持
ち
も
晴
れ

や
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。
お
寺
で
そ
れ
を
感
じ
る

の
は
、
ご
法
事
の
お
参
り
の
方
の
人

数
が
少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
こ
と
、

法
要
後
の
会
食
を
さ
れ
る
方
が
増
え

て
い
る
こ
と
で
す
。

 
ﾇ 
ﾇ

禅
寺
の
三
食

そ
の
法
要
後
の
食
事
の
こ
と
を
「

お
斎

お

と

き

」
と
も
い
い
ま
す
。
禅
宗
の
お

寺
で
は
、
お
か
ゆ
を
い
た
だ
く
朝
食

の
こ
と
を
「
粥
座

し
ゅ
く
ざ

」
と
い
い
、
お
米

の
少
な
い
シ
ャ
バ
シ
ャ
バ
の
お
か
ゆ

と
梅
干
し
に
た
く
あ
ん
と
い
う
質
素

な
食
事
を
い
た
だ
き
ま
す
。
睡
眠
と

と
も
に
休
ん
で
い
た
胃
袋
に
優
し
い

軽
食
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う

か
。タ

イ
や
ミ
ャ

ン
マ
ー
な
ど
の

仏
教

国
で
は
、

朝
、
托

鉢

を

し

て
、
信

者

さ

ん

か
ら
い
た
だ
い

た
大
切
な
食
べ

物
を
昼
食
で
い

た
だ

き
ま
す
。

そ
の
昼
食
の
こ

と
を
臨
済
宗
で

は
「
斎
座

さ

い

ざ

」
と
い

い
、
正
式
な
食
事

と
い
う
意
味
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ら

の
国
で
は
、
昼
食

の
後
は
一
切
食
べ

物
を
国
に
し
て
は

い
け
な
い
戒
律
に

な
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
こ
れ
が
一
日
の
最
後
の
食
事
と

な
り
ま
す
。
高
温
多
湿
の
国
で
は
、

食
中
毒
な
ど
の
恐
れ
も
あ
る
の
で
、

朝
の
托
鉢
で
い
た
だ
い
た
食
べ
物
は

斎
座
で
い
た
だ
く
と
い
う
智
慧
も
あ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

中
国
に
伝
わ
っ
た
仏
教
は
、
時
の

国
家
の
庇
護
や
迫
害
の
歴
史
を
た
ど

る
う
ち
に
、
自
給
自
足
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
夕
食
も
必
要
と
な
っ
て
き
ま

す
。
最
初
の
う
ち
は
午
後
食
事
を
と

ら
な
い
と
い
う
戒
律
を
守
る
た
め

に
、
温
め
た
石
を
腹
に
抱
い
て
空
腹

を
し
の
い
だ
り
し
た
よ
う
で
す
が
、

そ
れ
で
は
自
給
自
足
す
る
体
力
を
維

持
で
き
な
い
と
い
う
の
で
薬
と
し
て

「
斎
会

さ

い

え

の
す
す
め
」

食
を
通
し
て
家
族
の
き
ず
な
を



圓福寺報                                第８３号

3

食
事
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ

こ

で
、
夕

食

の

こ

と

を
「

薬
石

や
く
せ
き

」
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

 
ﾇ 
ﾇ

斎
会
（
さ
い
え
）

皆
さ
ん
の
ご
縁
の
あ
る
方
が
亡
く

な

ら

れ

て
、
一

周

忌
・
三

回

忌
・
・
・
を
執
り
行
わ
れ
ま
す
が
、

お
寺
で
も
住
職
が
亡
く
な
っ
た
ら
同

じ
よ
う
に
お
参
り
を
い
た
し
ま
す
。

そ
の
和
尚
さ
ん
の
年
回
忌
の
法
要
を

「
斎
会
」
と
い
い
ま
す
。
お
斎
（
お

と
き
）
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
く

集
ま
り
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
そ
れ

だ
け
食
事
に
対
し
て
の
意
義
を
大
切

に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

以
前
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
フ
エ
と

い
う
古
都
に
行
っ
た
と
き
、
た
く
さ

ん
の
仏
教
徒
が
お
参
り
に
行
く
テ
ィ

エ
ン
ム
ー
寺
を

お
参
り
に
行
き

ま
し
た
。
大
き

な
川
を
渡
っ
て

お
寺
専
用
の
桟
橋
か
ら
門
を
く
ぐ
っ

て
い
く
の
で
す
が
、
歩
い
て
い
く
う

ち
に
、
ど
う
も
七
堂
伽
藍
の
よ
う
な

作
り
だ
な
あ
と
思
っ
て
、
一
番
奥
の

聖
地
だ
と
い
う
場
所
に
着
き
ま
し

た
。
そ
の
入
り
口
の
門
柱
に
、
漢
字

で
書
か
れ
た
「
聯れ

ん

」
と
い
う
も
の
が

掛
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
禅
の
言

葉
だ
っ
た
の
で
、
ガ
イ
ド
の
人
に
こ

こ
は
禅
宗
の
お
寺
で
す
か
と
聞
い
た

ら
、
ま
さ
に
禅
寺
だ
と
い
う
の
で

す
。道

理
で
山
門
・
仏
殿
・
法
堂
と
一

直
線
上
に
並
ん
で
い
る
七
堂
伽
藍
が

整
っ
て
い
る
と
合
点
が
い
き
ま
し

た
。
そ
の
伽
藍
の
左
側
に
庫
裏
の
よ

う
な
建
物
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
粗
末

な
テ
ー
ブ
ル
と
木
製
の
ベ
ン
チ
が
並

べ
ら
れ
て
屋
根
だ
け
か
か
っ
て
い
る

場
所
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
お
参

り
に
来
た
信
者
さ
ん
た
ち
に
食
事
を

食
べ
て
い
た
だ
く
場
所
だ
と
説
明
し

て
く
れ
ま
し
た
。
一
度
に
二
百
人
以

上
は
優
に
食
事
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
ほ
ど
の
広
さ
で
、
そ
れ
が
常
設
さ

せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
日
常
的
に

お
斎
の
集
ま
り
で
あ
る
「
斎
会
」
が

催
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
ま
し
た
。

 
ﾇ 
ﾇ

慈
悲
行

 
 
 
 

食
を
施
す

さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
も
落
ち
着
き

つ
つ
あ
り
、
お
寺
の
行
事
も
徐
々
に

再
開
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
七
月
に
は

施
餓
鬼
会
も
有
人
で
再
開
す
る
予
定

で
お
り
ま
す
。
施
餓
鬼
と
い
う
の

は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
飢
え
た
餓
鬼

に
食
べ
物
を

施
す
と
い
う

法
要
で
も
あ

り
、
同
時
に

お
参
り
に
来

ら
れ
た
方
々

に
も
食
べ
物
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を
分
け
与
え
る
と
い
う
慈
悲
の
行
事

で
も
あ
り
ま
す
。

日
本
に
伝
わ
っ
た
仏
教
は
大
乗
仏

教
と
い
わ
れ
、
慈
悲
の
心
を
大
切
に

い
た
し
ま
す
か
ら
、
積
極
的
に
施
す

と
い
う
行
を
大
切
に
し
て
、
施
餓
鬼

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
施
し
を
重
ん

じ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
お

寺
の
和
尚
さ
ん
方
の
法
要
は
「
斎

会
」
と
い
う
よ
う
に
、
お
斎
を
差
し

上
げ
る
法
要
と
な
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

 
ﾇ 
ﾇ

食
の
変
化

 
 
 
 

黙
食
・
個
食

そ
ん
な
食
事
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍

で
は
「
マ
ス
ク
会
食
」
な
ん
て
こ
と

が
言
わ
れ
た
り
、
学
校
で
は
、
し
ゃ

べ
ら
ず
に
食
べ
る
「
黙

食
」
な
ん
て
い
う
の
が

当
た
り
前
に
な
っ
た
り

し
ま
し
た
。
家
族

そ

ろ
っ
て
の
食
事
で
は
黙

食
で
は
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
子
ど
も
が

い
た
に
し
て

も
、
父

親

は

会
社
の
残
業

で
帰
り
が
遅

く

な

っ

て
、

一
人
で
食
事

を

す

る
「
個

食
」
、
子
ど
も
は
塾
が
あ
る
か
ら
と

親
よ
り
先
に
一
人
で
食
べ
る
「
個

食
」
、
家
族
の
変
化
に
よ
り
家
庭
で

の
食
事
風
景
は
ず
い
ぶ
ん
と
変
わ
っ

た
の
を
新
型
コ
ロ
ナ
を
き
っ
か
け
に

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

 
ﾇ 
ﾇ

二
世
信
者

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
ニ
ュ
ー

ス
と
同
時
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の

が
、
宗
教
二
世
と
か
二
世
信
者
の

ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
。
旧
統
一
教
会
の

信
者
の
元
に
生
ま
れ
た
子
は
、
当
た

り
前
に
信
者
に
さ
せ
ら
れ
、
親
が
多

額
の
寄
付
を
し
た
お
か
げ
で
満
足
な

生
活
が
で
き
な
か
っ
た
と
声
を
上
げ

ま
し
た
。

そ
の
二
世
信
者
と
い
う
の
が
問
題

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
寺

で
も
問
題
で
す
。
と
い
う
の
も
、
み

な
さ
ん
が
お
寺
を
探
さ
れ
る
と
き

に
、
実
家
の
菩
提
寺
が
臨
済
宗
だ
っ

た
か
ら
と
か
、
う
ち
は
先
祖
代
々
臨

済
宗
だ
か
ら
な
ん
て
い
う
の
で
、

ネ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ
ら
れ
て
圓
福
寺

に
連
絡
を
下
さ
い
ま
す
。
ひ
い
爺
さ

ん
が
臨
済
宗
で
お
葬
式
を
し
た
か
ら

と
か
、
ひ
い
ば
あ
さ
ん
の
お
墓
が
臨

済
宗
の
お
寺
に
あ
る
か
ら
な
ん
て
い

う
の
を
言
い
換
え
る
と
、
ひ
い
爺
さ

ん
か
ら
数
え
て
そ
の
方
は
臨
済
宗
の

四
世
信
者
と
な
り
ま
す
。
伝
統
的
仏

教
教
団
の 

ﾂ

世
信
者
は
、
そ
の
宗
派

に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
下
さ
る
の

に
、
新
興
宗
教
の
場
合
は
か
っ
て
に

そ
の
教
団
の
信
者
に
さ
せ
ら
れ
た
と

問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

今
の
若
者
に
と
っ
て
こ
れ
は
な
に
も

新
興
宗
教
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

昨
年
末
に
急
逝
さ
れ
た
檀
家
さ
ん

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
最
初
に

亡
く
な
っ
た
と
い
う
ご
連
絡
を
い
た
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だ
い
て
、
歳
の
暮
れ
に
大
変
な
こ
と

だ
な
あ
と
気
の
毒
に
思
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
一
向
に
日
程
の
ご
相
談
が

な
い
の
で
す
。
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
ら
、
娘
さ
ん
か
ら
電

話
が
来
て
、
兄
弟
で
相
談
し
て
無
宗

教
の
一
日
葬
で
行
い
ま
す
と
い
う
の

で
す
。
亡
く
な
っ
た
方
は
、
坐
禅
会

や
お
寺
の
行
事
な
ど
に
も
積
極
的
に

参
加
さ
れ
、
先
立
っ
た
息
子
さ
ん
と

奥
さ
ん
の
お
墓
も
圓
福
寺
に
あ
る
の

で
す
。
再
建
に
あ
た
っ
て
も
浄
財
を

寄
付
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
信
心
深
い

方
で
し
た
。
当
然
お
参
り
さ
せ
て
い

た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
故

人
の
お
寺
に
対
す
る
思
い
や
信
心
深

さ
を
無
視
し
て
、
お
や
じ
は
そ
う

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
俺
た

ち
兄
弟
は
別
に
関
係
な
い
じ
ゃ
な
い

か
と
、
無
宗
教
で
火
葬
だ
け
し
て
お

し
ま
い
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
れ
で
は
い
く
ら
な
ん
で
も
か

わ
い
そ
う
だ
と
思
い
、
お
寺
で
勝
手

に
お
参
り
し
て
、
戒
名
を
お
付
け
し

て
供
養
だ
け
は
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
お
そ
ら
く
、
遺
骨
は
故
人
が

住
ん
で
い
た
家
に
放
っ
て
あ
る
ん
だ

ろ
う
な
と
、
気
の
毒
で
仕
方
な
く

思
っ
て
お
り
ま
す
。

 
ﾇ 
ﾇ

斎
会
の
す
す
め

そ
ん
な
と
き
に
思
う
の
が
、
「
斎

会
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
常
生
活

で
い
つ
も
い
つ
も
一
緒
に
食
事
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
せ
め
て

亡
く
な
っ
た
親
族
の
年
に
一
度
の
祥

月
命
日
に
は
親
兄
弟
が
集
ま
っ
て

「
お
斎
」
を
共
に
す
る
。
家
族
同
士

だ
っ
た
ら
黙
食
な
ん
て
し
な
く
て
い

い
の
で
す
か
ら
、
そ
の
時
の
話
題
と

し
て
、
俺
は
ど
う
い

う
お
寺
と
お
付
き
合

い
が
あ
る
ん
だ
と

か
、
お
葬
式
は
こ
う

し
て
ほ
し
い
と
か
、

銀
行
口
座
は
ど
こ
と

ど
こ
に
あ
る
と
か
、

い
ろ
ん
な
お
話
が
で

き
る
と
思
う
の
で

す
。

女

房

が

亡

く

な
っ
て
ひ
と
り
身

に
な
っ
た
私
に
、

長
女
が
一
日
お
き

に
ラ
イ
ン
の
テ
レ

ビ
電
話
を
よ
こ
し

ま

し

た
。
曰

く
、

生
存
確
認
だ
そ
う

で
す
。
そ
ん
な
に

頻
繁
な
の
も
、
そ
の
う
ち
間
隔
が
あ

い
て
い
く
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、
年
一
回
ぐ
ら
い
、
だ
れ
か
の
命

日
だ
か
ら
と
「
斎
会
」
を
設
け
て
、

自
ら
の
思
い
や
考
え
、
現
状
報
告
を

す
る
食
事
の
集
ま
り
を
さ
れ
る
こ
と

を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。
ひ
い
て

は
、
ご
自
身
が
ご
縁
の
あ
る
お
寺
で

お
葬
式
を
き
ち
ん
と
し
て
い
た
だ
け

る
こ
と
、
相
続
争
い
が
起
き
な
い
こ

と
な
ど
に
つ
な
が
っ
て
い
く
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。

最
後
ま
で
お
読
み
い
た
だ
き
、

「
も
う
、
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
と
言
わ

れ
そ
う
な
の
で
、
お
話
を
終
わ
り
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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昨
春
よ
り
圓
福
寺
の
坐
禅
会
に
参

加
し
、
そ
の
後
、
朝
の
お
参
り
に
も

来
て
い
た
井
上
航
君
。
こ
れ
ま
で

に
、
住
職
長
男
宗
耕
禅
士
が
修
行
し

て
い
た
京
都
の
圓
福
僧
堂
の
大
接
心

に
も
出
か
け
て
、
修
行
の
厳
し
さ
も

体
験
し
て
き
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
三
月
半
ば
に
、
い

よ
い
よ
出
家
の
意
思
を
固
め
ま
し
た

の
で
、
三
月
二
十
五
日
に
、
ご
両
親

は
じ
め
坐
禅
会
の
有
志
、
四
国
歩
き

遍
路
で
同
行
の
方
々
に
ご
参
列
い
た

だ
き
、
出
家
得
度
式
を
執
り
行
い
、

晴
れ
て
僧
籍
の
末
席
に
加
わ
り
ま
し

た
。
四
月
よ
り
は
、
宗
耕
禅
士
が
修

行
し
て
い
た
京
都
の
圓
福
僧
堂
に
掛

搭
（
か
と
う
）
入
門
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

得
度
式
で
は
、
住
職
よ
り
僧
名

「
大
航
」
を
い
た
だ
き
、
大
航
禅
士

と
な
り
、
こ
れ
か
ら
長
い
修
行
生
活

に
入
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

平
成
元
年
、
千
葉
市
生
ま
れ
。
千

葉
大
学
教
育
学
部
卒
業
、
二
人
兄
弟

の
長
男
。

令和5年3月25日

井
上

航
君
、
出
家
得
度
式
次
第

 
 

「
得
度
式

開
式
の
こ
と
ば
」

 
 
 

戒
師
、
焼
香
三
拝

 
 
 

沙
弥

し

ゃ

み

、
焼
香
三
拝

 
 
 

沙
弥
、
戒
師
に
三
拝
、
戒
師
卓
前
に
立
定

 
 
 

戒
師
戒
文

か
い
も
ん

奉
読

 
 
 

「
十

仏

名

じ
ゅ
う
ぶ
つ
み
ょ
う

」
唱
和

 
 
 

戒
師
礼
讃
文

ら
い
さ
ん
も
ん

奉
読

 
 
 

法
衣
授
与

 
 
 

沙
弥
、
戒
師
に
礼
拝
後
、
父
母
に
養
育
報
恩
の
礼
拝

 
 
 

続
い
て
、
参
列
者
に
礼
拝

 
 
 

（
沙
弥
更
衣
）
改
め
て
入
堂
、
焼
香
三
拝

 
 
 

「
剃
髪
偈

て
い
は
つ
の
げ

」
に
よ
り
剃
髪

 
 
 

「
懺
悔
文

さ
ん
げ
も
ん

」
「
三
帰
戒

さ
ん
き
か
い

」

 
 
 

「
安
名

あ
ん
み
ょ
う

授
与
」

 
 
 

安

名

牒

あ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

・
袈
裟
・
持
鉢

じ

は

つ

授
与

 
 
 

沙
弥
、
戒
師
に
礼
拝
後
、
仏
前
に
三
拝

 
 
 

戒
師
焼
香
三
拝

 
 
 

「
般
若
心
経
」
「
消
災
呪
」
得
度
式
回
向

 
 
 

「
四
弘
誓
願
文

し
ぐ
せ

い
が

ん
も
ん

」

 
 
 

 
 
 

本
来
は
、
正
式
な
僧
侶
を
目
指

す
見
習
い
層
の
こ
と
で
す
。
ま
た

は
、
得
度
し
た
ば
か
り
の
僧
侶
の

位
。
沙
弥
職
。

沙
弥

し

ゃ

み

と
は
・
・
・

新
た
に
戒
を
い
た
だ
き
出
家
得
度

し
た
者
に
授
け
ら
れ
る
僧
侶
と
し
て

の
お
名
前
。

安
名

あ
ん
み
ょ
う

と
は
・
・
・
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【上右】白衣のまま戒文を拝聴

【上中】ご両親に礼拝

【上左】衣をいただく

【下右」剃髪

【下中】僧名をいただく

【下左】袈裟を身に付け三拝

四
月
七
日
の
掛
搭
（
入
門
）
に
あ
た
り
、

前
日
六
日
に
本
堂
で
本
尊
様
な
ら
び
に
歴
代

和
尚
に
諷
経
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
出
立

茶
礼
を
し
て
、
住
職
、
宗
耕
禅
士
、
ご
両
親

に
見
送
ら
れ
て
、
初
行
脚
に
出
立
、
と
思
っ

た
ら
、
預
か
り
保
育
の
子
ど
も
た
ち
も
お
見

送
り
に
来
て
く
れ
て
、
に
ぎ
や
か
な
出
立
と

な
り
ま
し
た
。

得 度 式

出
立
の
朝

自作の草鞋を履いて・・・。

右
か
ら
、
住

職

宗
格
和
尚

 
 

 
 
 

 
 
 

大
航
禅
士

 
 

 
 

兄
弟
子

宗
耕
禅
士
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修
行
道
場
の
生
活

番
外
「
四
国
行
脚
」
編
そ
の
三

住
職
長
男
、
宗
耕
禅
士
が
、
足
掛
け

七
年
に
及
ぶ
修
行
生
活
か
ら
、
昨
秋
お

寺
に
戻
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

修
行
丸
六
年
を
終
え
た
時
に
、
少
し

長
め
の
休
暇
を
い
た
だ
き
、
四
国
八
十

八
か
所
の
行
脚
の
旅
に
出
か
け
て
ま
い

り
ま
し
た
。

小
学
生
の
こ
ろ
に
住
職
に
連
れ
ら
れ

て
何
度
か
四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
に
行

き
ま
し
た
が
、
自
ら
が
僧
侶
と
な
っ
た

今
、
再
び
四
国
を
歩
い
て
感
じ
た
こ

と
、
考
え
た
こ
と
な
ど
を
書
き
残
し
て

く
れ
ま
し
た
。
前
号
に
続
い
て
の
「
四

国
行
脚
」
の
記
録
、
そ
の
三
で
す
。

足
摺
で
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
足
を

痛
め
て
引
き
ず
る
よ
う
に
し
て
歩
い
た

よ
う
で
す
。
な
ん
と
か
、
足
摺
の
三
十

八
番
金
剛
福
寺
を
お

参
り
終
え
、
愛
媛
県

に
入
り
、
松
山
手
前

あ
た
り
ま
で
を
ご
紹

介
い
た
し
ま
す
。

□
□

三
月
十
三
日

6
:
0
0
 

開
静
（
起
床
）

7
:
0
0
 

粥
座
（
朝
食
）

8
:
0
0
 

宿
発

1
7
:
0
0
 

市
野
瀬
公
衆
ト
イ
レ
着

野
宿

足
の
痛
み
は
少
し
は
良
く
な
っ
て
い
る
が
、

ま
だ
痛
い
。
宿
を
出
る
と
き
に
主
人
が
湿
布
を

く
れ
た
。
大
き
す
ぎ
る
の
で
と
い
う
こ
と
で
半

分
に
切
っ
て
い
た
だ
け
た
。
本
当
に
あ
り
が
た

か
っ
た
。
ま
た
女
将
が
お
ひ
る
ご
は
ん
に
お
に

ぎ
り
を
作
っ
て
く
れ
た
。
入
れ
物
の
巾
着
は
大

女
将
が
自
分
の
着
物
か
ら
作
っ
た
も
の
と
い
う

こ
と
で
有
難
す
ぎ
て
、
申
し
訳
な
く
も
思
っ

た
。
歩
き
は
じ
め
る
と
、
湿
布
を
張
っ
て
い
る

せ
い
か
、
思
い
の
ほ
か
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
来
た
道
を
引
き
返
す
つ
も
り
が
、
途
中

道
を
間
違
え
て
土
佐
清
水
市
街
の
方
に
行
っ
て

し
ま
っ
た
。
歩
け
る
こ
と
の
喜
び
を
感
じ
て
い

た
の
で
、
思
い
の
ほ
か
へ
こ
ま
な
か
っ
た
。
ま

た
、
下
ノ
加
江
の
コ
ン
ビ
ニ
で
カ
ブ
で
回
っ
て

い
る
印
西
市
の
高
齢
の
男
性
と
話
し
た
。
な
ん

だ
か
元
気
が
み
な
ぎ
っ
た
。
夜
、
公
衆
ト
イ
レ

横
の
ベ
ン
チ
で
寝
て
い
る
と
大
概
の
人
は
私
の

姿
を
見
て
ド
キ
っ
と
さ
れ
る
。
確
か
に
、
暗
が

り
の
ベ
ン
チ
に
ひ
げ
ま
み
れ
の
浮
浪
者
の
よ
う

な
坊
さ
ん
が
い
た
ら
妖
怪
に
し
か
見
え
な
く
、

怖
が
る
の
は
間
違
い
な
い
。
申
し
訳
な
い
。
あ

る
人
に
話
し
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
方
は
近
く
に

住
ん
で
い
る

よ

う

で
、
ひ

と
時
前

に
仕

事
を
や
め
ら

れ

て
、
遍

路

を
ま
わ
っ
た

そ

う

で
、
近

し
く
感
じ
た

よ

う

だ

っ

た
。
い

っ

た

ん
帰
ら
れ
た

が
、
そ

の

3
0

分
後
ぐ
ら
い

に
ま
た
や
っ

て
こ
ら
れ
て

お
に
ぎ
り
を

２
つ
い
た
だ

い

た
。
察

す

⑰ 3月14日

⑱ 3月15日

⑯ 3月13日
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柏
坂
へ
ん
ろ
道
「
つ
わ
な
奥
展
望
台
」
か
ら
の
景
色

る
に
、
ご
実
家
の
ほ
う
に

泊
め
さ
せ
よ
う
か
悩
ん
だ

挙

句
、
泊

め

さ

せ

ら

れ

ず
、
そ
の
代
わ
り
に
お
に

ぎ
り
を
わ
ざ
わ
ざ
買
っ
て

き
て
い
た
だ
け
た
の
か
と

思
う
と
、
な
ん
だ
か
涙
が

出
そ
う
な
ほ
ど
う
れ
し

か
っ
た
。
夜
は
や
は
り
寒

く
何
度
も
目
覚
め
た
。
起
き
る
と
体
中
が
痛

か
っ
た
。
し
か
し
い
ろ
ん
な
人
た
ち
に
支
え
ら

れ
た
一
日
を
思
い
返
す
と
と
て
つ
も
な
く
元
気

が
み
な
ぎ
り
、
や
る
気
に
満
ち
溢
れ
て
く
る
。

本
当
に
人
あ
っ
て
の
遍
路
だ
と
実
感
し
た
。

□
□

三
月
十
四
日

5
:
0
0
 

開
静
（
起
床
）

5
:
3
0
 

ト
イ
レ
発

 
 
 

三
十
九
番
延
光
寺

1
8
:
0
0
 

宿
着
(一
本
松

大
盛
屋
)

朝
か
ら
快
調
だ
っ
た
。
足
は
少
し
痛
い
が
気

分
が
上
向
き
な
の
で
気
に
な
ら
な
か
っ
た
。
宿

毛
は
か
な
り
風
が
強
か
っ
た
。
松
尾
峠
の
麓
の

時
点
で1

5
:
3
0

頃
だ
っ
た
の
で
か
な
り
急
ぎ
足
で

登
っ
た
。
途
中
銃
声
が
か
な
り
近
く
で
何
発
も

聞
こ
え
た
の
で
時
折
、
指
笛
を
鳴
ら
し
な
が
ら

歩
い
た
。
人
が
登
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の

か
疑
わ
し
い
ほ
ど
の
急
な
坂
だ
っ
た
。
宿
の
手

前
で
農
家
の
男
性
か
ら
お
布
施
で
小
銭
を
一
握

り
い
た
だ
い
た
。
あ
り
が
た
い
。

□
□

三
月
十
五
日

5
:
0
0
 

開
静
（
起
床
）

5
:
3
0
 

宿
発

 
 
 

四
十
番
観
自
在
寺

1
8
:
0
0
 

宿
着
 
(津
島
 
三
好
旅
館
)

昨
日
に
引
き
続
き
い
い
ペ
ー
ス
で
歩
け
た
。

柏
坂
は
松
尾
峠
ほ
ど
急
で
は
な
か
っ
た
が
か
な

り
の
坂
だ
っ
た
。
清
水
大
師
を
過
ぎ
て
少
し
視

界
の
開
け
た
と
こ
ろ
で
は
宇
和
島
の
景
色
が
見

れ
た
。
太
平
洋
と
は
全
然
違
う
海
の
色
、
陸
地

の
森
が
そ
の
ま
ま

海
に
入
っ
て
い
く

よ
う
な
景
色
に
息

を
の
ん
だ
。
夜
は

野
宿

も
考
え
た

が
、
あ
え
な
く
旅

館
に
泊
ま
っ
た
。

い
き
な
り
い
っ
た

の
に
泊
め
て
い
た

だ
け
て
あ
り
が
た

い
。

□
□

三
月
十
六
日

5
:
0
0
 

開
静
（
起
床
）

5
:
3
0
 

宿
発

 
 
 

四
十
一
龍
光
寺
、
四
十
二
番
仏
木
寺

 
 
 

四
十
三
番
明
石
寺

1
9
:
0
0
 

宇
和
高
校
前
公
園
野
宿

2
3
:
0
0
 

宇
和
 遍
路
小
屋

野
宿

い
よ
い
よ
宇
和
島
に
入
っ
た
。
市
街
地
を
歩

い
て
い
る
時
は
雲
水
と
い
う
こ
と
で
何
か
話
し

か
け
ら
れ
な
い
か
期
待
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

市
街
地
か
ら
龍
光
寺
ま
で
の
道
が
異
様
に
長
く

感
じ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
も
何
か
に
期
待
し

て
、
歩
く
こ
と
に
全
然
集
中
で
き
て
い
な
い
自

分
に
反
省
。
仏
木
寺
で
大
乗
寺
の
こ
と
を
尋
ね

た
が
ほ
ぼ
何
も
知
ら
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
難
所

の
歯
長
峠
は
一
部
通
行
止
め
で
車
道
を
歩
い

た
。
途
中
明
ら
か
に
ホ
ー
ム
レ
ス
の
方
が
キ
ャ

リ
ー
バ
ッ
グ
を
引
き
な
が
ら
遍
路
の
白
衣
だ
け

着
て
い
た
。
な
ん
だ
か

本
当
に
遍
路
な
の
か
、

遍
路
を
隠
れ
蓑
に
し
て

い
る
ホ
ー
ム
レ
ス
な
の

か
わ
か
ら
ず
、
複
雑
な

気
持
ち
に
な
っ
た
。
日

が
暮
れ
る
こ
ろ
に
明
石

寺
に
到
着
、
す
で
に
お

一
晩
お
世
話
に
な
っ
た
公
衆
ト
イ
レ
（
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
よ
り
）
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寺
の
事
務
所
含
め
人
の
気
配
が
な
い
。
野
宿
を

す
る
と
決
め
て
い
た
の
で
、
野
宿
で
き
る
場
所

を
求
め
て
さ
ま
よ
っ
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
公

園
の
ベ
ン
チ
が
あ
っ
た
の
で
そ
こ
で
横
に
な
っ

た
。
あ
ま
り
の
寒
さ
に
起
き
、
再
度
さ
ま
よ

う
。
寒
さ
と
眠
気
と
疲
れ
に
呆
れ
て
空
を
見
上

げ
る
と
巨
大
な
流
れ
星
を
み
た
。
「
き
れ
い
な

流
れ
星
」
と
い
う
よ
り
「
危
な
い
隕
石
」
と
い

う
よ
う
な
流
れ
星
だ
っ
た
。
ふ
ら
ふ
ら
に
な
り

な
が
ら
遍
路
小
屋
に
到
着
、
そ
の
ま
ま
倒
れ
る

よ
う
に
横
に
な
る
。
か
な
り
の
防
寒
対
策
を
し

た
が
、
あ
ま
り
に
も
寒
く
、
頻
繁
に
目
覚
め

た
。
時
計
を
見
る
た
び
に
う
れ
し
い
の
か
悲
し

い
の
か
わ
か
ら
な
い
感
情
と
共
に
何
度
も
寝
な

お
し
た
。
本
当
に
室
内
と
布
団
と
い
う
も
の
の

あ
り
が
た
さ
を
体
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本

当
に
つ
ら
か
っ
た
。

□
□

三
月
十
七
日

5
:
0
0
 

開
静
（
起
床
）

5
:
1
0
 

行
動
開
始

 
 
 

如
法
寺
（
祖
父
が
小
僧
を
し
た
寺
）

1
8
:
0
0
 

宿
着
(内
子
「
内
子
晴
れ
」
)

朝
は
か
な
り
の
ぐ
っ
た
り
の
状
態
だ
っ
た
。

な
か
な
か
ギ
ア
が
上
が
ら
な
い
状
態
で
歩
い
て

い
た
。
途
中
で
目
の
前
に
車
が
止
ま
り
、
運
転

席
か
ら
高
齢
の
女
性
が
「
接
待
さ
せ
て
く
だ
さ

い
」
と
の
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
。
ジ
ュ
ー

ス
と
お
菓
子
を
あ
り
が
た
く
い
た
だ
い
た
。
そ

の
女
性
い
わ
く
以
前
、
以
前
何
の
気
な
し
に
お

遍
路
さ
ん
に
接
待
し
た
こ
と
が
以
後
、
そ
の
ひ

と
の
大
き
な
心
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
そ
う

で
、
涙
な
が
ら
に
お
話
し
を
い
た
だ
い
た
。
接

待
の
文
化
は
す
る
側
も
さ
れ
る
側
も
お
互
い
に

と
っ
て
大
事
な
も
の
だ
と
思
っ
た
。
大
洲
市
に

入
っ
た
と
き
、
高
齢
の
女
性
に
如
法
寺
の
こ
と

を
尋
ね
る
と
聞
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
聞
い

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
雰
囲
気
を
感
じ
た
。
実
際

に
行
く
と
か
な
り
放
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
印

象
で
、
建
物
は
し
っ
か
り
と
し
た
も
の
が
あ
る

が
劣
化
し
て
い
る
部
分
が
多
々
あ
っ
た
。
仏
殿

は
き
れ
い
だ
が
、
ほ

か
の
部
分
は
見
る
か

ら
に
ガ
タ
が
き
て
い

る
の
が
分
か
る
。
立

派
な
お
寺
で
由
緒
も

正
し
い
の
に
か
な
り

残
念
な
気
持
ち
に

な
っ
た
。
庫
裡
を
尋

ね
て
み
て
も
誰
も
い

な
い
よ
う
な
の
で
、
広
場
の
切
株
に
腰
を
掛
け

て
し
ば
ら
く
一
休
。
大
洲
の
町
を
後
に
し
て
内

子
へ
と
歩
い
た
。
宿
の
内
子
晴
れ
は
ゲ
ス
ト
ハ

ウ
ス
だ
っ
た
。
申
し
訳
な
い
が
古
い
草
鞋
二
足

の
処
分
を
お
願
い
し
た
。
草
鞋
の
こ
と
を
い
ろ

い
ろ
聞
か
れ
た
。

□
□

三
月
十
八
日

5
:
0
0
 

開
静

5
:
3
0
 

宿
発 

 

大
雨

 
 
 

四
十
四
番
大
宝
寺

1
8
:
3
0
 

宿
着
(久
万
高
原
「
八
丁
坂
」
)

朝
か
ら
大
雨
だ
っ
た
。
一
日
か
け
て
長
い
登

り
と
峠
越
え
と
い
う
こ
と
で
草
鞋
を
新
調
し
た

が
、
早
速
大
ダ
メ
ー
ジ
で
朝
か
ら
気
分
が
上
が

ら
な
か
っ
た
。
雨
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
歩

く
ペ
ー
ス
が
上
が
ら
ず
、
日
没
ま
で
に
久
万
高

⑳ 3月17日

⑲ 3月16日

㉑ 3月18日

如
法
寺
山
門
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原
に
た
ど
り
着
け
る
か
不
安
で
ど
ん
ど
ん
焦
っ

て
い
っ
た
。
峠
道
も
雨
の
中
で
急
な
登
り
道
は

か
な
り
体
に
応
え
た
。
久
万
高
原
に
何
と
か
た

ど
り
着
き
大
宝
寺
に
投
宿
依
頼
を
す
る
と
き
っ

ぱ
り
と
断
ら
れ
て
少
し
苛
立
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
す
ぐ
後
に
自
分
が
勝
手
に
泊
ま
れ
る
も
の

だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
た
め
だ
と
反
省
。

□
□

三
月
十
九
日

5
:
3
0
 

開
静
（
起
床
）

6
:
0
0
 

宿
発

 
 
 

四
十
五
番
岩
屋
寺

 
 
 

四
十
六
番
浄
瑠
璃
寺

 
 
 

四
十
七
番
八
坂
寺

1
9
:
0
0
 

宿
着
「
長
珍
屋
」
（
ち
ょ
う
ち
ん
や
）

岩
屋
寺
ま
で
の
道
は
山
の
中
を
上
り
下
り
の

ハ
ー
ド
な
道
だ
っ
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
歩

く
こ
と
に
集
中
し
た
の
ち
に
感
じ
る
森
の
雰
囲

気
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
。
ま
っ

た
く
人
気
の
な
い
森
の
中
で
松
の
葉
の
積
も
っ

た
道
を
「
モ
ス
、
モ
ス
」
と
踏
む
音
だ
け
が
響

い
て
い
く
た
感
覚
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
岩
屋
寺

を
過
ぎ
た
の
ち
か
ら
は
ず
っ
と
焦
っ
て
い
た
。

峠
を
い
く
つ
か
越
え
な
が
ら
日
没
ま
で
に
町
に

出
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
間
に
合
う
か
不
安
だ
っ

た
。
当
初
八
坂
寺
の
通
夜
堂
に
投
宿
さ
せ
て
も

ら
う
予
定
だ
っ
た
が
、
実
際
に
行
く
と
鍵
が
か

か
っ
て
お
り
、
お
寺
を
尋
ね
て
も
不
在
の
よ
う

で
投
宿
で
き
な
か
っ
た
。
仕
方
な
く
浄
瑠
璃
寺

ま
で
戻
っ
て
申
し
訳
な
く
な
り
な
が
ら
長
珍
屋

を
尋
ね
る
と
投
宿
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
。
あ
り

が
た
い
。
不
思
議
な
こ
と
に
毎
晩
ど
こ
か
し
ら

泊
ま
る
こ
と
が
で
き
て
本
当
に
あ
り
が
た
い
。

□
□

三
月
二
十
日

5
:
0
0
 

開
静
（
起
床
）

5
:
3
0
 

宿
発

 
 
 

四
十
八
番
西
林
寺

 
 
 

四
十
九
番
浄
土
寺

五
十
番
繁
多
寺
(
托
鉢
)

五
十
一
番
石
手
寺

(
山
頭
火
一
草
庵
)

五
十
一
番
太
山
寺

五
十
二
番
圓
明
寺

1
9
:
0
0
 

宿
着
(
北
条
水
軍

Y
H
)

歩
く
距
離
も
あ
る
が
お
参
り
す
る
札
所
も
あ

り
、
松
山
市
内
を
托
鉢
し
た
、
忙
し
い
一
日
に

な
っ
た
。
松
山
市
内
の
閑
静
な
住
宅
街
を
一
時

間
ほ
ど
軒
鉢
し
た
が
、
ま
っ
た
く
反
応
が
な

か
っ
た
の
で
や
め
た
。
や
は
り
托
鉢
の
文
化
が

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
悲
し
い
。
道

後
温
泉
の
商
店
街
を
抜
け
た
通
り
道
沿
い
の
駐

車
場
で
若
い
男
性
二
人
組
が
い
た
。
一
人
が
そ

の
場
に
伏
し
て
嘔
吐
し
て
お
り
、
も
う
ひ
と
り

が
そ
れ
を
介
抱
し
つ
つ
周
り
に
見
ら
れ
な
い
よ

う
に
配
慮
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
。
私

は
そ
れ
を
横
目
に
見
つ
つ
通
り
過
ぎ
た
が
、
少

し
歩
い
て
い
る
と
、
何
か
で
き
た
の
で
は
な
い

か
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
を
渡
す
ぐ
ら
い
し
た

ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
は
、
と
い
う
気
持
ち
が

わ
い
て
き
て
悶
々
と
し
な
が
ら
歩
い
た
。
宿
の

ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
は
特
殊
だ
っ
た
。
大
型
犬
の

い
る
談
話
室
の
ソ
フ
ァ
で
寝
た
。

㉓ 3月20日

㉒ 3月19日
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令
和
五
年
二
月
十
七
日
～
十
九
日

す
で
に
な
じ
み
感
の
あ
る
松
山
空

港
、
松
山
駅
と
、
こ
こ
ま
で
は
難
な

く
た
ど
り
着
く
の
で
す
が
、
こ
こ
か

ら
今
回
メ
イ
ン
の
横
峯
寺
の
麓
ま
で

は
、
今
治
周
り
の
電
車
で
行
く
か
、

い
よ
て
つ
の
新
居
浜
特
急
バ
ス
を
利

用
し
て
東
に
直
進
す
る
か
迷
う
と
こ

ろ
で
す
。

今
回
は
、
札
所
至
近
に
バ
ス
停
が

あ
る
と
い
う
安
易
な
理
由
か
ら
、
特

急
バ
ス
を
利
用
し
ま
し
た
。
な
に
し

ろ
二
日
目
に
難
所
横
峰
寺
を
控
え
て

い
る
こ
と
を
考
え
、
初
日
は
体
力
温

存
を
優
先
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

さ
て
バ
ス
を
降
り
る
と12

時
近

く
、
昼
食
を
ど
う
し
よ
う
か
調
べ
る

と
、
こ
れ
ま
た
バ
ス
停
近
く
に
お
あ

つ
ら
え
向
き
の
讃
岐
う
ど
ん
の
店
を

見
つ
け
ま
し
た
。
伊
予
の
国
も
終
盤

に
差
し
掛
か
り
、
讃
岐
の
国
が
近
く

な
っ
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
て
も
く
れ

ま
し
た
。
「
こ
が
ね
製
麺
所
」
で
讃

岐
う
ど
ん
を
食
べ
て
、
二
日
目
の
難

所
に
向
け
て
、
足
慣
ら
し
と
で
も
い

う
平
地
の
歩
き
遍
路
が
始
ま
り
ま
し

た
。

 
ﾇ 
ﾇ

廃
仏
毀
釈
の
お
か
げ

前
神
寺
境
内

の
樹
木
の
茂
る

森
厳
な
雰
囲
気

の
中
で
お
参
り

し
た
後
、
石
鎚

神
社
本
殿
か
ら

の
開
放
的
な
景

色
を
見
る
と
、

か
つ
て
は
こ
の

開
放
的
な
景
色

が
前
神
寺
本
堂

か

ら

の

も

の

だ
っ
た
と
は
想

石
鎚
神
社
か
ら
瀬
戸
内
海
を
眺
め
る
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像
で
き
ず
、
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
前

神
寺
は
か
え
っ
て
厳
か
な
空
気
を
手

に
入
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
廃

仏
毀
釈
に
も
功
罪
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
た
の
で
し
た
。

 
ﾇ 
ﾇ

横
峰
寺
と
イ
チ
ゴ
の
思
い
出

一
人
初
遍
路
の
時
、
横
峰
寺
へ
の

遍
路
道
の
途
中
で
、
大
き
な
イ
チ
ゴ

の
パ
ッ
ク
を
二
つ
も
お
接
待
で
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
い
に
く
の
土
砂
降

り
の
日
で
、
難
所
を
目
前
に
し
て
手

荷
物
な
ど
極
力
な
い
方
が
い
い
に
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
今
の
よ

う
に
休
憩
所
が
整
っ
て
い
る
わ
け
で

も
な
く
、
雨
を
し
の
い
で
お
や
つ
タ

イ
ム
と
も
い
か
ず
、
大
き
な
イ
チ
ゴ

を
ほ
お
ば
り
な
が
ら
歩
い
た
の
で
し

た
。
山
に
入
る
と
、
遍
路
道
は
濁
流

が
流
れ
、
よ
う
や
く
の
思
い
で
横
峰

寺
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
し
た
。

宿
泊
し
た
「
し
こ
く
や
」
の
温
泉

で
英
気
を
養
っ
た
の
に
、
二
時
間
も

緩
や
か
な
舗
装
道
路
で
す
。
一
体
い

つ
に
な
っ
た
ら
、
難
所
に
ふ
さ
わ
し

い
山
道
に
な
る
の
か
、
舗
装
道
路
が

続
け
ば
続
く
ほ
ど
戦
々
恐
々
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
よ
い
よ
横
峰
寺
へ
の
山
道
入
り

口
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
「
湯
浪

休
憩
所
」
で
す
。
駐
車
場
に
は
何
台

も
車
が
止
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
う

や
ら
、
こ
こ
か
ら
横
峰
寺
へ
行
く
登

山
客
の
車
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

横
峰
寺
が
あ
る
山
に
向
か
っ
て
、
麓
の
舗
装
道
路
を
歩
く
。

突
き
当
り
の
山
の
ふ
も
と
ま
で
約
二
時
間
。
そ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
の
登
り
。
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ﾇ 
ﾇ

い
よ
い
よ
、
伊
予
の
難
所

湯
浪
の
休
憩
所
か
ら
距
離
に
す
れ

ば
三
・
五
㎞
で
す
が
、
標
高
七
四
五m

ま
で
の
横
峰
寺
ま
で
一
気
に
登
り
ま

す
。
湯
浪
の
標
高
が
三
〇
〇m

で
す
か

ら
、
そ
の
平
均
傾
斜
角
度
は
十
二
・

七
％
だ
そ
う
で
す
。
雪
が
積
も
っ
た

ら
自
動
車
が
登
れ
な
く
な
る
の
で
、

雪
国
の
道
路
で
は
考
え
ら
れ
な
い
角

度
で
す
。
急
坂
を
登
坂
す
る
能
力
は

人
間
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
ね
え
。

 
ﾇ 
ﾇ

札
所
と
、
同
行
の
仲
間
と

四
国
遍
路
を
し
て
な
に
か
変
わ
り

ま
し
た
か
？
と
い
う
質
問
を
よ
く
耳

に
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
な
た
は
一
生
で
な
に
を
得
ま
し
た

か
？
と
い
う
質
問
同
様
、
答
え
る
の

は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
山
中
の
険
し
い
遍
路
道

を
歩
い
て
感
じ
る
の
は
、
ま
ず
は
目

の
前
の
札
所
ま
で
た
ど
り
着
こ
う
と

す
る
身
近
な
目
標
に
向
か
っ
て
、
一

歩
一
歩
足
を
進
め
る
し
か
な
い
こ

と
。
そ
し
て
、
一
人
だ
と
あ
き
ら
め

て
し
ま
い
そ
う
な
と
き
も
、
一
緒
に

歩
く
仲
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
無

言
の
励
ま
し
に
な
る
こ
と
を
知
り
ま

す
。人

生
も
一
日
一
日
、
歩
き
も
一
歩

一
歩
、
そ
し
て
、
一
人
で
生
き
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
。

【
上
】
横
峰
寺
へ
の
遍
路
道
入
り
口
に
「
国
指
定
史
跡

伊
予
遍
路
道
」
と
あ

り
ま
し
た
。
【
下
右
】
後
か
ら
来
る
人
を
待
っ
て
、
一
緒
に
休
憩
。
【
下
中
・

下
左
】
山
門
ま
で
の
あ
と
わ
ず
か
な
階
段
な
の
に
、
な
か
な
か
足
が
踏
み
出
せ

な
い
ほ
ど
苦
し
い
の
で
す
。
先
着
組
か
ら
「
あ
と
少
し
ー
」
の
声
。



圓福寺報                                第８３号

15

横
峰
寺
か
ら
悪
路
に
な
っ
た
舗
装

道
路
を
下
る
こ
と1.2

㎞
。
遍
路
こ
ろ

が
し
の
入
り
口
は
、
舗
装
道
路
わ
き

に
忽
然
と
現
れ
ま
す
。
ご
親
切
に
、

香
園
寺
ま
で8.4

㎞
と
石
柱
に
刻
ん
で

あ
り
ま
す
。

舗
装
道
路
か
ら
、
底
の
見
え
な
い

緑
の
谷
底
め
が
け
て
自
ら
の
足
で
沈

ん
で
い
く
よ
う
な
感
じ
で
す
。
１
巡

目
も
２
巡
目
も
、
飛
ぶ
よ
う
に
下
る

こ
と
が
で
き
た
の

に
、
も
う
そ
ん
な

こ
と
は
で
き
な
い

と
感
じ
な
が
ら
慎

重
に
降
り
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
わ

が
身
を
痛
感
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。

１
巡
目
２
巡
目

で
、
今
回
の
私
の

年
齢
ぐ
ら
い
だ
っ

た
参
加
者
の
気
持

ち
が
よ
く
わ
か
る

よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
景
色
が
年
齢

に
よ
っ
て
見
え
方

が
違
う
よ
う
に
、
歩
き
方
も
年
齢
に

よ
っ
て
自
ず
と
違
っ
て
く
る
の
で
、

歩
き
遍
路
の
感
じ
方
も
違
っ
て
き

て
、
そ
れ
こ
そ
が
何
回
も
歩
く
こ
と

の
意
義
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

 
ﾇ 
ﾇ

三
日
目
は
雨

ホ
テ
ル
を
出
る
と
き
に
は
雨
が

降
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
天
気

予
報
は
雨
。
そ
の

予
報
通
り
、
戸
川

公
園
に
着
く
こ
ろ

か
ら
ぽ
つ
り
ぽ
つ

り
と
降
り
出
し
ま

し
た
。
途
中
、
集

落
を
抜
け
る
急
坂

が
あ
っ
た
も
の

の
、
高
台
に
出
た

ら
舗
装
道
路
を
だ

ら
だ
ら
歩
く
感
じ

で
し
た
。
き
つ
か
っ
た
の
は
山
門
へ

の
見
上
げ
る
石
段
で
し
た
。
し
か
も

雨
に
濡
れ
た
滑
り
そ
う
な
石
の
階

段
。
一
段
ご
と
も
高
さ
も
あ
り
、
わ

ず
か
な
長
さ
な
が
ら
、
合
羽
を
着
て

い
る
こ
と
も
あ
っ
て
す
ぐ
に
あ
え
い

で
し
ま
い
ま
し
た
。
  

横
峰
寺
か
ら
香
園
寺
に
下
る
「
へ
ん
ろ
こ
ろ
が
し
」
の
途
中

雨
の
中
、
三
角
寺
へ
の
最
後
の
急
な
石
段

三
角
寺
を
お
参
り
終
え
、
林
道
を
椿
堂
に
向
か
う
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宗耕禅士 掛搭
かとう

証明書を取得

【
掛
搭
証
明
書
】

専
門
道
場
で
何
年
修
行
し
た
か
を

記
し
た
臨
済
宗
の
公
的
な
証
明
書
 

【
最
初
掛
搭
】 

 
 

入
門
し
た
日

【
暫
暇
(
ざ
ん
か
)
】

僧
堂
を
出
た
日

【
掛
搭
年
限
】 

 
 

僧
堂
に
い
た
年
数

取
得
手
順
の
意
味

こ
の
度
、
宗
耕
禅
士
が
圓

福
寺
専
門
道
場
よ
り
掛
搭
証

明
書
を
拝
受
い
た
し
ま
し

た
。
こ
れ
で
、
僧
堂
で
六
年

六
カ
月
修
行
し
た
証
明
を
正

式
に
い
た
だ
け
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。

し
か
し
、
掛
搭
証
明
書
は

僧
堂
を
出
る
と
同
時
に
頂
け

る
も
の
で
は
な
く
、
幾
つ
か

の
手
順
を
踏
ま
な
け
れ
ば
取

得
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
ず
、

僧
堂
を
出
て
か
ら
三
カ
月
以

上
経
過
し
て
い
る
こ
と
。
そ

の
上
で
「
掛
搭
証
明
書
下
附

願
」
を
僧
堂
に
送
っ
て
老
師

に
掛
搭
証
明
を
お
願
い
致
し

ま
す
。
証
明
書
発
行
の
連
絡

が
入
っ
た
ら
、
直
接
老
師
に

ご
挨
拶
の
上
で
証
明
書
を
い

た
だ
い
て
参
り
ま
す
。

と
も
す
れ
ば
「
卒
業
証

書
」
と
も
取
れ
る
掛
搭
証
明

書
を
取
得
す
る
の
に
な
ぜ
こ

れ
だ
け
の
手
順
が
あ
る
か
と
い
う

と
、
「
証
明
書
取
得
を
目
的
に
修
行

を
す
る
な
。
」
と
い
う
戒
め
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。
修
行
を
す
る
こ
と
自

体
が
目
的
な
の
に
、
証
明
書
取
得
が

目
的
の
修
行
と
い
う
陳
腐
な
考
え
に

陥
っ
て
は
本
末
転
倒
で
す
。
そ
の
よ

う
な
戒
め
が
、
こ
の
掛
搭
証
明
書
の

取
得
に
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

掛
搭
証
明
書
の
必
要
性

な
ぜ
掛
搭
証
明
書
を
取
得
し
た
か

と
い
う
と
、
法
階
(
僧
侶
の
階
級
)
の

取
得
に
必
要
だ
か
ら
で
す
。
今
、
宗

耕
禅
士
の
法
階
は
先
日
得
度
し
た
、

井
上
大
航
禅
士
と
同
じ
、
知
客
職
(
し

か
し
ょ
く
)
と
い
う
階
級
で
す
の
で
、

副
住
職
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
掛

搭
証
明
書
を
本
山
に
提
出
し
て
、
所

定
の
研
修
と
届
け
を
す
る
こ
と
で
、

住
職
、
副
住
職
の
任
命
を
受
け
ら
れ

る
法
階
に
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
後
、
よ
う
や
く
副
住
職
に

な
る
申
請
が
で
き
ま
す
。
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「
間

抜

け

旅
」

 
 

 
 

（
令
和
四
年
十
一
月
の

「
園
だ
よ
り
」
か
ら
）

十
月
、
故
郷
岩
手
に
行
く
用
事
が
二
回

も
あ
っ
て
、
東
北
新
幹
線
に
乗
っ
た
。
切

符
は
「
え
き
ね
っ
と
」
で
予
約
し
て
、
手

持
ち
のS

u
ic

a

に
紐
づ
け
る
と
紙
の
切
符

は
不
要
で
、
ス
イ
カ
一
枚
で
文
字
通
り
ス

イ
ス
イ
カ
ー
ド
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の

田
舎
の
最
寄
り
駅
で
は
ス
イ
カ
は
使
え
ず

ス
イ
ス
イ
い
か
な
い
と
い
う
オ
チ
が
つ
い

た
。か

つ
て
岩
手
か
ら
上
野
に
出
て
く
る
の

に
、
夜
行
列
車
で
七
～
八
時
間
か
か
っ
た

気
が
す
る
。
し
か
も
、
寝
台
で
は
な
い
座

席
で
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
で
は
新
幹
線
の

最
寄
り
の
一
ノ
関
駅
ま
で
二
時
間
か
か
ら

ず
に
到
着
し
て
し
ま

う
。
隔
世
の
感
で
あ

る
。私

は
電
車
に
乗
る
と

車
窓
か
ら
外
を
眺
め
る
の
が
常
で
あ
る
。

景
色
を
見
な
が
ら
、
季
節
を
感
じ
、
地
方

色
を
見
、
そ
し
て
そ
の
土
地
の
生
活
を
想

像
す
る
の
が
好
き
な
の
で
あ
る
。
ま
だ
稲

刈
り
が
始
ま
っ
て
い
な
い
な
と
か
、
い
ま

だ
に
稲
を
天
日
干
し
し
て
い
る
な
あ
と

か
・
・
・
。
し
か
し
、
二
時
間
足
ら
ず
の

新
幹
線
で
は
、
ト
ン
ネ
ル
が
多
か
っ
た

り
、
時
速
三
〇
〇
キ
ロ
で
飛
び
去
る
景
色

は
動
体
視
力
が
落
ち
た
身
に
と
っ
て
は
想

像
を
楽
し
む
余
裕
が
な
い
。

詩
人
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
が
「
急
ぐ
」
と

い
う
詩
の
中
で
、

こ
ん
な
に
急
い
で
い
い
の
だ
ろ
う
か

田
植
え
を
す
る
人
々
の
上
を

時
速
二
百
キ
ロ
で
通
り
過
ぎ

私
に
は
彼
ら
の
手
が
見
え
な
い

心
を
思
い
や
る
暇
が
な
い

こ
の
速
度
は
速
す
ぎ
て
間
が
抜
け
て

い
る

と
歌
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
詩
が
歌
わ
れ
た

時
の
新
幹
線
は
時
速

二
百
キ
ロ
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

ふ
と
周
り
の
乗
客

を
見
る
と
、
ノ
ー
ト

パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ

て
キ
ー
ボ
ー
ド
を
カ

シ
ャ
カ
シ
ャ
打
っ
て

い
る
人
、
タ
ブ
レ
ッ

ト
に
く
ぎ
付
け
の
子

ど
も
、
ス
マ
ホ
を
い

じ
る
若
い
子
な
ど
、

早
す
ぎ
で
抜
け
て
し

ま
っ
た
間
を
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
た
。

全
国
旅
行
支
援
だ
そ
う
だ
。
車
窓
か
ら

見
え
る
人
た
ち
の
心
を
思
い
や
れ
る
よ
う

な
旅
を
、
子
ど
も
た
ち
に
は
味
わ
っ
て
ほ

し
い
と
思
う
。
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令
和
五
年
上
四
半
期

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄

3
月

２
月

１
月

2
6
日

2
5
日

2
3
日

1
8
日

1
6
日

1
3
日

1
2
日

5
日

４
日

2
8
日

2
7
日

2
0
日

1
7
日
～

1
9
日

1
6
日

1
3
日

9
日

6
日

5
日

４
日

３
日

3
0
日

2
6
日

2
2
日

2
1
日

１
７
日

１
6
日

１
3
日

1
2
日

１
日
～

３
日

１
日

茶
禅
会

台
湾
の
僧
侶
と
の
交
流
会

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

土
曜
会
「

彼
岸
法
話
会
」

幼
稚
園
、
「

卒
園
式
」

「

臨
済
録
」

勉
強
会
　
於
湯
島
麟
祥
院
　
宗
耕

茶
禅
会

春
彼
岸
法
要

写
経
会

幼
稚
園
、

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園
隊
」

幼
稚
園
、

会
計
監
査

茶
禅
会

幼
稚
園
、

年
長
「

卒
園
茶
会
」

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
（

三
巡
目
1
0
回
）

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

幼
稚
園
、

涅
槃
会

茶
禅
会

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

幼
稚
園
、

年
中
お
茶
の
お
け
い
こ

写
経
会

幼
稚
園
、

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園
隊
」

幼
稚
園
、

節
分

「

臨
済
録
」

勉
強
会
　
於
湯
島
麟
祥
院
　
宗
耕

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

花
園
会
新
年
会

幼
稚
園
バ
ザ
ー
「

く
す
の
き
ま
つ
り
」

幼
稚
園
、

年
中
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

幼
稚
園
、

年
長
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

幼
稚
園
、

年
中
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

修
正
会

新
春
ご
祈
祷

3巡目 四国あるき遍路の旅

第11回

四
国
あ
る
き
遍
路
も
、
讃
岐
の
国
に
足
を

踏
み
入
れ
ま
す
。
前
回
で
結
願
さ
れ
た
方

や
、
今
回
か
ら
参
加
予
定
の
方
な
ど
、
途
中

か
ら
の
参
加
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
思
い
立
っ

た
が
吉
日
、
挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
日
程
】
十
一
月
十
七
日
（
金
）

 
 
 
 
 
 
 

～
十
九
日
（
日
）

【
旅
程
】

【
第
１
日
】
高
松
空
港
か
ら
観
音
寺
ま
で
高
速
バ
ス

で
移
動
。
観
音
寺
市
内
の
68
番
神
恵
院
・
69
番

観
音
寺
・
70
番
本
山
寺
を
お
参
り
し
て
、
電
車

で
川
之
江
に
移
動
し
て
、
駅
前
の
ホ
テ
ル
泊
。

歩
く
距
離
は
約
11
㎞
。

【
第
２
日
】
雲
辺
寺
へ
の
峠
越
え
遍
路
道
の
麓
（
標

高
二
五
○
ｍ
）
ま
で
タ
ク
シ
ー
で
移
動
。
境
目

峠
道
を
歩
い
て
、
66
番
雲
辺
寺
（
標
高
九
一
〇

ｍ
）
参
拝
。
観
音
寺
市
内
に
向
け
て
下
り
約

九
㎞
、
67

番
大
興
寺
参
拝
後
、
観
音
寺
市
内

泊
。
歩
く
距
離
は
約
26
㎞
。

【
第
３
日
】
電
車
で
移
動
し
て
、
71
番
～
74
番
ま

で
巡
拝
。
善
通
寺
か
ら
高
松
空
港
に
向
か
い
帰

路
。
歩
く
距
離
は
約
11
㎞
。

【
参
加
費
】

六
万
円
前
後

（
花
園
会
員
は
補
助
あ
り
。
）

【
申
込
】
お
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー
ル

な
ど
で
、
お
寺
ま
で
お
申
込
下
さ
い
。

 
 

 

ご
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
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墓
地
の
空
き
が
あ
り
ま
す
。

墓
地
を
移
転
さ
れ
る
方
や
永
代
供
養
塔
「
涅
槃

精
舎
」
に
改
葬
さ
れ
る
方
が
い
ら
し
て
、
空
き
が

で
き
ま
し
た
。
ご
希
望
の
方
は
、
お
寺
ま
で
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

【
広
さ
】

五
尺
（
一
五 

ﾂ

㎝
）
×
三
尺
（
九 

ﾂ

㎝
）

【
区

画

数
】 

 

二
区
画

【
永
代
使
用
料
】 

 

一
〇
〇
万
円

【
墓
地
管
理
費
】 

 

年
三
千
円

【
花
園
会
費
】 

 
 

年
一
万
円

（
ど
う
し
て
も
広
い
区
画
を
ご
希
望
の
方
は
、
お

寺
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
）

別
世
帯
の
家
族
に
、

寺
報
を
送
り
ま
せ
ん
か
？

別
世
帯
の
ご
家
族
に
寺
報
を
送
っ
て
、
お

付
き
合
い
の
あ
る
お
寺
の
こ
と
を
知
っ
て
お

い
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。
送
料
は
、
お
寺
や
花
園
会
で
負
担
い

た
し
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
送
り
先
の
ご
住
所
、
お

名
前
、
続
き
柄
を
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

日
曜
朝
の
勤
行
と
坐
禅
、
そ
し
て
少
し
の

庭
掃
除
。
一
週
間
の
始
ま
り
を
お
寺
で
ス

タ
ー
ト
さ
せ
て
み
ま
せ
ん
か
？.

【
日
時
】

 
 

毎
週
日
曜
日

 
 

 

午
前
六
時
～
六
時
四
十
分

勤
行

 
 

 
 

 
 

 

～
七
時 

 
 

 
坐
禅

 
 

 
 

 
 

 

～
七
時
半 

 
 

随
意
坐

 
 

 
 

 
 

 

～
八
時 

 
 

 

庭
掃
除

【
会
費
】

 
 

特
に
な
し

【
そ
の
他
】

 
 

服
装
自
由

 
 

申
し
込
み
不
要

【
日
時
】
毎
月
第
一
日
曜

午
前
十
時
～

【
用
意
す
る
も
の
】

 
 

小
筆
、
硯
、
墨
、
半
紙

【
申
込
・
問
合
せ
】

 
 

お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

日
本
の
茶
道
は
深
く
臨
済
宗
の
教
え
を
随

所
に
体
現
し
て
お
り
ま
す
。
「
わ
か
り
や
す

い
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
基
本
を
大
切
に
し
た

茶
禅
会
を
目
指
し
ま
す
。
ウ
ン
十
の
手
習
い

で
も
構
い
ま
せ
ん
、
お
寺
で
茶
道
に
親
し
ん

で
み
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】

毎
月
第
二
・
第
四
月
曜
日
午
前
十
時
～

【
会
費
】

 
 

月
五
千
円

 
 

 

（
花
園
会
員
に
は
二
千
円
補
助
）

【
講
師
】

 
 

裏
千
家

小
林

宗
美
先
生

【
服
装
】

 
 

白
い
靴
下
（
そ
れ
以
外
は
自
由
。
）

【
用
意
す
る
も
の
】

 
 

裏
千
家
用
の
扇
子
・
帛
紗
・
懐
紙

 
 

（
茶
禅
会
で
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
）

【
定
員
】

 
 

五
～
六
名

【
申
込
】

 
 

お
寺
ま
で
ご
連
絡
を
！

 
 

ご
不
明
な
点
な
ど
、
何
な
り
と
お
寺
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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圓
福
寺
の
茶
室
、
「
円
庵
」
に

て
令
和
四
年
よ
り
行
わ
れ
て
い

る
、
小
林
宗
美
先
生
の
懇
切
丁
寧

な
ご
指
導
が
魅
力
の
茶
禅
会
。
茶

道
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
、

わ
た
く
し
、
宗
耕
が
お
邪
魔
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。

道
具
の
扱
い
は
慎
重
に

お
茶
の
お
稽
古
は
、
た
く
さ
ん
の

お
茶
道
具
の
準
備
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
経
験
が
必
要
な
炭
の
火
起
こ
し

な
ど
は
先
生
が
き
ち
ん
と
や
っ
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
炉
へ
の
炭
の
配
置

や
灰
の
整
え
方
な
ど
が
細
か
く
決

ま
っ
て
い
る
よ
う
で
、
出
来
上
が
っ

た
炉
は
芸
術
的
で
し
た
。
う
っ
か
り

と
し
ば
ら
く
見
と
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
私
は
釜
の
準
備
を
す
る
こ
と
に

な
り
、
触
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
先

生
か
ら
ご
指
摘
を
戴
き
ま
し
た
。
釜

を
素
手
で
は

触
る
と
手
垢

な
ど
で
錆
の

原
因
は
い
け

な
い
も
の
で

し
た
。
釜
を

触
る
の
も
金

色
の
輪
を
使
わ
な
い
と

い
け
な
い
。
道
具
一
つ

一
つ
の
扱
い
に
気
を
配

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
大
変
で
す
が
、

そ
こ
に
道
具
へ
の
ま
ご

こ
ろ
、
ひ
い
て
は
お
客
様
へ
の
お
も

て
な
し
の
心
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の

だ
な
ぁ
と
感
じ
ま
し
た
。

帛
紗
捌
き
 (ふ
く
さ
さ
ば
き
)

帛
紗
と
い
う
布
で
棗(

な
つ
め
、
抹

茶
の
粉
を
入
れ
る
器)

と
茶
杓(

ち
ゃ

し
ゃ
く)

を
拭
い
て
清
め
ま
す
。
先
生

の
袱
紗
の
扱
い
は
流
れ
る
よ
う
動
き

で
、
袱
紗
の
形
も
本
当
に
き
れ
い
で

し
た
。
い
ざ

私
が
や
る
と

な
る
と
、
こ

の
袱
紗
が
な

か
な
か
言
う

こ
と
を
聞
い

て

く

れ

な

い
。
ぐ
ち
ゃ

ぐ
ち
ゃ
の
袱

き
れ
い
に
形
作
ら
れ
た
炉
（
ろ
）

圓福寺中庭に面する茶室「円庵」

帛
紗
捌
き
を
教
わ
る
様
子
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体
験
を
振
り
返
っ
て

「
茶
道
は
型
式
張
っ
て
い
て
難
し

い
」
と
は
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、

「
難
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
先
行
し

す
ぎ
て
い
る
気
が
し
ま
し
た
。
確
か

に
「
難
し
い
」
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
や
っ
て
み
た
ら
そ
ん
な
感
じ
は

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
い
た
だ

く
お
茶
は
格
別
で
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

紗
を
見
て
、
先
生
が
懇
切
丁
寧
に
何

度
も
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
不

器
用
な
が
ら
も
少
し
き
れ
い
に
た
た

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

お
点
前
の
姿
も
お
も
て
な
し

先
輩
の
奥
山
さ
ん
の
お
点
前
を
客

席
で
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

先
輩
奥
山
さ
ん
の
お
点
前
の
様
子

(
奥

山

さ
ん
は
寺
庭
の
故
尚
美
の
時
代

か
ら
の
生
徒
さ
ん
で
す
。
)

小
林
宗
美
先
生

裏
千
家
学
園
茶
道
専
門
学

校
研
究
科
六
カ
月
コ
ー
ス
修
了

裏
千
家
専
任

講
師

溢
れ
る
茶
道
愛
か
ら
の
懇
切
丁
寧
な

指
導
が
魅
力

好
き
な
食
べ
物
・
餃
子

茶
禅
会

  

毎
月
第
二
・第
四
月
曜
日

  

午
前
十
時
か
ら
十
三
時
迄

(時
間

内

で
都
合
の
い
い
時
間
に
お
越

し
く
だ
さ
い
、お
稽
古
は
一
時
間
程
度
)

  

小
林
宗
美
先
生
(専
任
講
師
)

    

道
具
は
お
貸
し
し
ま
す

    

服
装
自
由

  

お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

た
。
自
分
で
お
点
前
を
や
っ
て
み
た

後
な
の
で
、
先
輩
の
奥
山
さ
ん
の
流

れ
る
よ
う
な
動
き
は
見
て
て
気
持
ち

が
ス
ー
っ
と
し
ま
し
た
。
お
茶
を
飲

ん
で
も
ら
っ
た
り
、
お
茶
道
具
を
飾

る
だ
け
で
な
く
、
お
茶
を
点
て
る
姿

が
何
よ
り
の
お
も
て
な
し
だ
と
感
じ

ま
し
た
。
そ
の
お
点
前
で
い
た
だ
い

た
お
茶
は
言
葉
に
で
き
な
い
格
別
な

も
の
で
し
た
。
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お
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

「
圓
福
寺
日
記
」

 
 

四
月
の
二
幅

令
和
五
年
四
月
一
日

こ
ん
に
ち
は
、
本
日
よ
り
４
月
、
卯
月
と

な
り
ま
す
。
卯
月
は
「
卯
の
花
が
咲
く
月
」

か
ら
来
た
言
葉
の
よ
う
で
す
が
、
な
に
も
卯

の
花
だ
け
で
は
な
く
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
花

が
咲
い
て
お
り
ま
す
。

公
園
に
行
け
ば
満
開
の
桜
の
下
で
ウ
グ
イ

ス
の
声
を
聴
き
な
が
ら
、
花
見
を
し
て
い
る

方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ま
さ
に

春
と
い
っ
た
陽
気
で
す
。

左
の
軸
は
玄
関
に
掛
け
た
軸
で
、

「
春
、
千
林
に
入
れ
ば
、
處
々
、
鶯
」

(
は

る

、
せ
ん
り
ん
に
い
れ
ば
、
し
ょ

し
ょ
、
う
ぐ
い
す
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

【
平
林
寺
放
牛
窟
老
大
師
御
染
筆
】

「
春
は
ど
こ
も
か
し
こ
も
喜
び
で
あ
ふ
れ

て
い
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
、
ま
さ
に
今
日

の
よ
う
な
日
を
表
し
た
軸
だ
と
思
い
ま
す
。

修
行
道
場
に
い
た
こ
ろ
は
冬
の
厳
し
い
寒

さ
を
全
身
で
感
じ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

「
早
く
春
よ
来
い 

'

早
く
来
い 

'

」
と
待
ち

わ
び
て
お
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
な
か
で
到
来
し
た
春
は
、
こ
の
上

な
い
喜
び
で
し
た
。
な
に
を
し
て
も
喜
び
に

み
ち
あ
ふ
れ
て
お
り
、
掃
除
中
に
小
汗
を
か

い
た
こ
と
で
さ
え
も
、
暖
か
く
な
っ
た
喜
び

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

今
、
春
に
喜
び
を
感
じ
る
の
は
冬
の
厳
し

さ
を
感
じ
た
自
分
が
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま

し
た
。

次
に
、
右
下
の
軸
は
隠
寮
に
掛
け
た
軸

で
、

「
春
水
、
四
澤
に
満
つ
」（

し
ゅ
ん
す
い
、
し

た
く
に
み
つ
）

と
書
か
れ
て
お
り
ま

す
。
【
元
妙
心
寺
派
管

長
又
玄
窟
河
野
太
通
老

大
師
御
染
筆
】

「
春
に
な
り
、
雪
解
け

水
が
い
た
る
と
こ
ろ
に

沢
を
満
た
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

冬
の
寒
さ
を
こ
ら
え
た
雪
や
氷
が
、
春
に

な
っ
て
氷
解
し
て
い
た
る
と
こ
ろ
に
美
し
い

沢
を
形
成
し
て
い
る
風
景
を
表
し
て
い
ま

す
。冬

の
厳
し
い
寒
さ
な
し
に
は
美
し
い
沢
は

形
成
さ
れ
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
に
厳
し
い
冬
で

も
や
が
て
春
が
来
る
よ
う
に
、
厳
し
い
状
況

も
や
が
て
転
じ
て
美
し
い
光
景
に
な
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 
 
 
 

合
掌

宗
耕
禅
士
が

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

圓
福
寺
日
記
を
頻

繁
に
更
新
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
ど

う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ

い
。
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