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□印 

「
松
濤
」
は
、
し
ょ
う
と
う

と
お
読
み
し
て
、
松
の
梢
を

渡
る
風
の
音
を
い
い
ま
す
。

そ
の
音
が
、
波
の
音
に
聞
こ

え
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
表

現
し
た
も
の
で
す
。 

 

ご
染
筆
は
、
妙
心
寺
専
門

道
場
、
天
授
院
の
元
師
家
、

臥
雲
庵
松
山
寛
恵
老
大
師
。

天
授
院
を
退
隠
後
、
同
じ
く

妙
心
寺
山
内
の
東
海
庵
の
住

職
を
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
二

年
宇
都
宮
市
生
、
平
成
六
年

か
ら
十
四
年
ま
で
妙
心
寺
派

管
長
。
平
成
三
十
年
五
月
逝

去
、
世
壽
九
十
歳
。 
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お
経
と
言
っ
て
ま
ず
は
じ
め
に
思
い
つ

く
の
は
「
般
若
心
経
」
だ
と
思
い
ま
す
。

般
若
心
経
は
日
本
の
多
く
の
宗
派
で
読
ま

れ
て
い
る
お
経
で
、
皆
様
の
中
で
も
お
馴

染
み
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
内

容
を
一
言
で
い
う
と
「
空
（
く
う
）
に
つ

い
て
の
お
経
」
で
す
。 

 

今
回
か
ら
、
般
若
心
経
に
つ
い
て
、
少

し
ず
つ
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
お

話
を
交
え
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く
連
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
と
は
い
え
、
般
若

心
経
に
限
ら
ず
、
お
経
で
最
も
大
事
な
の

こ
と
は
内
容
の
理
解
の
み
で
は
な
く
、
読

経
を
聞
い
た
り
、
自
ら
読
ん
だ
り
ま
た
写

経
し
た
り
す
る
「
行
」
（
ぎ
ょ
う
）
を
通

し
て
、
皆
様
の
心
が
平
穏
に
な
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
の
連
載
が
少

し
で
も
皆
さ
ん
の
心
に
響
け
ば

嬉
し
く
思
い
ま
す
。 

  

般
若
心
経
の
成
り
立
ち 

 

般
若
心
経
は
、
西
暦
〇
年
前
後
か

ら
四
〇
〇
年
に
イ
ン
ド
で
編
纂
さ
れ

た
「
般

若

経
」
（
は

ん

に

ゃ

き

ょ

う
）
と
呼
ば
れ
る
非
常
に
長
い
経
典

の
中
の
お
経
で
、
中
国
語
で
二
六
二

字
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の

非
常
に
長
い
「
般
若
経
」
で
す
が
、

実
は
皆
さ
ん
の
多
く
の
方
が
目
に
し

た
こ
と
の
あ
る
も
の
で
す
。
と
い
う

の
も
、
平
成
三
十
一
年
の
圓
福
寺
落

慶
法
要
の
際
に
た
く
さ
ん
の
和
尚
さ

ん
方
が
転
読(

て
ん
ど
く)

と
い
っ
て

「
ギ
ャ
ー
テ
ー
ギ
ャ
ー
テ
ー
・
・
・
」
と

お
唱
え
し
な
が
ら
パ
ラ
パ
ラ
と
め

く
っ
て
い
た
も
の
が
「
般
若
経
」
の

ひ
と
つ
で
あ
る
「
大
般
若
経
」
で

す
。
そ
の
数
な
ん
と
六
百
巻
に
も
及

び
ま
す
。
そ
の
転
読
の
前
に
は
大
般

若
経
一
巻
を
掲
げ
て
「
大
般
若
波
羅

蜜
多
経
（
だ
い
は
ん
に
ゃ
は
ら
み
た

き
ょ
う
）
巻
第
◯
巻
、
唐
の
三
蔵
法

師
玄
奘
奉
詔
訳
（
と
う
の
さ
ん
ぞ
う

ほ
う
し
げ
ん
じ
ょ
う
ぶ
じ
ょ
う
や

 
 

 
最
強
の
二
六
二
字
・
般
若
心
経 

般
若
心
経
に
隠
さ
れ
た
篤
い
気
持
ち
と
心
髄 
第
一
回 

圓福寺本堂の襖「般若心経」 斎藤佳代子さん筆 



圓福寺報                                第８７号 

3 

く
）
」
と
大
声
で
お
唱
え
し
ま
す
。

漢
字
を
見
て
お
分
か
り
の
通
り
、
こ

の
大
般
若
経
を
古
代
の
イ
ン
ド
の
言

葉
か
ら
中
国
語
に
翻
訳
し
た
の
が

「
三
蔵
法
師
玄
奘(

さ
ん
ぞ
う
ほ
う
し 

げ
ん
じ
ょ
う)
」
で
あ
り
ま
す
。
三
蔵

法
師
と
い
え
ば
、
「
西
遊
記
」
を
連

想
さ
れ
る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
の
と
お
り
で
、
三
蔵
法
師
の

玄
奘
が
唐
か
ら
イ
ン
ド
へ
般
若
経
を

い
た
だ
き
に
行
く
往
復
の
道
中
を

ベ
ー
ス
に
し
た
物
語
が
西
遊
記
で

す
。
も
ち
ろ
ん
孫
悟
空
た
ち
が
出
て

く
る
西
遊
記
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

す
。
ち
な
み

に
三
蔵
法
師

は
仏
教
を
深

く
学
ん
だ
方

の
敬
称
で
、

必
然
的
に
翻

訳
を
す
る
こ

と
も
多
く
あ

り
ま
し
た
。

一
口
に
三
蔵

法
師
と
言
っ

て
も
一

七
〇
人

ほ
ど
の

方
が
該

当
し
て
、
全
員
男
で
し
た
。 

 

こ
の
三
蔵
法
師
の
一
人
、
玄
奘
が

貞
観
三
年
（
六
二
九
）
、
唐
の
皇
帝

太
宗
に
イ
ン
ド
の
経
典
を
唐
に
広
め

た
い
と
お
許
し
を
願
い
ま
す
が
、
当

時
の
イ
ン
ド
ま
で
行
く
の
は
命
が
け

で
し
た
の
で
、
優
秀
な
玄
奘
を
危
険

な
目
に
合
わ
せ
た
く
な
い
皇
帝
太
宗

は
、
唐
に
仏
教
を
広
め
た
い

思
い
は
有
り
ま
し
た
が
絶
対

に
許
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も

玄
奘
は
な
ん
と
し
て
も
イ
ン

ド
の
経
典
を
唐
に
広
め
た
い

と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た

の
で
密
か
に
出
国
し
て
、
命

が
け
で
イ
ン
ド
へ
向
か
い
ま

し
た
。
唐
の
首
都
の
長
安(

現

在
の
西
安)

か
ら
ゴ
ビ
砂
漠
や

中
央
ア
ジ
ア
を
抜
け
て
イ
ン

ド
ま
で
の
道
中
、
言
葉
に
で

き
な
い
ほ
ど
の
厳
し
さ
で

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
に
難
く
有
り
ま

せ
ん
。
そ
の
旅
を
経
て
イ
ン
ド
で
語

学
と
経
典
を
学
び
、
大
般
若
経
を
含

む
、
膨
大
な
数
の
経
典
を
唐
の
長
安

に
持
ち
帰
り
ま
し
た
。
皇
帝
の
太
宗

は
非
常
に
喜
び
、
持
ち
帰
っ
た
経
典

を
翻
訳
す
る
こ
と
を
国
家
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
し
て
、
「
翻
経
院
」
（
ほ
ん

ぎ
ょ
う
い
ん
、
訳
経
院
と
も
）
と
い

う
お
寺
を
建
て
て
た
く
さ
ん
の
人
を

集
め
て
翻
訳
に
努
め
ま
し
た
。
そ
れ

と
同
時
に
翻
訳
さ
れ
た
お
経
が
残
る

よ
う
に
、
写
経
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
も
立
ち
上

げ
た
と
伝
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
玄
奘
は

皇
帝
の
太
宗
が
亡
く

な
る
直
前
に
、
お
見

舞
い
と
し
て
般
若
心

経
を
翻
訳
し
た
と
も

言

わ

れ

て

お

り

ま

す
。
玄
奘
が
生
涯
で

訳
し
た
経
典
は
大
般

若
経
六
百
巻
を
含
む

一
三
三
五
巻
に
も
及

旅
姿
の
三
蔵
法
師
玄
奘 

(
wik

ipe
dia

よ
り
転
載) 

平
成
三
一
年
落
慶
法
要
の
転
読
の
様
子 

三
蔵
法
師
玄
奘
の
移
動
ル
ー
ト

(Googlemap
よ
り) 
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ん

だ

と

い

い
ま
す
。 

 

玄

奘

の

遺

骨

は

日

本

に

も

分

骨

さ

れ

て

い

て
、
奈

良

の

薬

師

寺

や

さ

い

た

ま

市

の

天

台

宗

慈

恩
寺
と
い
う
お
寺
に
安
置
さ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。
玄
奘
が
国
家
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
大
般
若
経
を
翻
訳

し
、
そ
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
が

「
般
若
心
経
」
で
、
そ
れ
を
二
六
二

字
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
ち
な
み

に
古
代
イ
ン
ド
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
）
で
書
か
れ
た
般
若
心
経
の
原

本
は
法
隆
寺
に
あ
る
も
の
が
世
界
最

古
の
も
の
で
、
発
見
さ
れ
た
当
時
は

古
代
イ
ン
ド
文
学
史
に
衝
撃
が
走
っ

た
そ
う
で
す
。 

 

普
段
、
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
般
若

心
経
で
す
が
、
そ
の
お
経
は
六
百
巻

の
大
般
若
経
の
要
約
で
、
成
り
立
ち

に
は
三
蔵
法
師
玄
奘
の
篤
い
思
い
、

西
遊
記
で
描
か
れ
る
よ
う
な
厳
し
い

旅
路
、
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
背
景

に
隠
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

  

経
名
「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」 

 

続
い
て
般
若
心
経
の
名
称
に
つ
い

て
見
て
ま
い
り
ま
す
。
臨
済
宗
で
は

「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」
と
言

い
ま
す
が
、
宗
派
に
よ
っ
て
は
「
仏

説
摩
訶
・
・
・
」
と
い
う
よ
う
に
、

頭
に
「
仏
説
」
と
い
う
文
字
が
つ
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
文
字
通

り
「
仏
陀
が
説
い
た
教
え
」
で
あ
る

こ
と
の
強
調
で
、
こ
の
「
仏
陀
お
墨

付
き
」
と
い
う
宣
伝
文
句
が
つ
く
こ

と
で
お
経
へ
の
信
頼
を
高
め
る
た
め

の
形
容
語
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
「
仏

説
」
と
つ
い
た

か

ら

と

い

っ

て
、
内
容
に
相

違
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

「
摩
訶
」 

 

最

初

の

「
摩

訶
」
で

す
が
、
こ
れ

は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の

「
マ
ハ
ー
」

を
音
訳
し
た

も
の
で
、
意

味
は
「
大
い

な
る
」
と
な

り
ま
す
。
日
常
の
言
葉
で
も
「
摩
訶

不
思
議
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
「
と
て
も
不
思
議
」
と

い
う
よ
う
に
訳
せ
ま
す
。
原
文
の

「
マ
ハ
ー
」
に
は
「
大
い
な
る
・
多

い
・
勝
る
」
の
意
味
が
有
り
、
単
純

に
「
大
」
と
訳
さ
ず
、
原
文
な
ら
で

は
の
意
味
を
活
か
し
て
、
「
摩
訶
」

と
い
う
訳
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

実
は
「
摩
訶
」
は
三
蔵
法
師
玄
奘
が

訳
し
た
も
の
に
は
な
く
、
元
は
「
般

若
波
羅
蜜
多
心
経
」
で
し
た
。
大
陸

を
渡
り
、
時
間
が
経
過
す
る
中
で
、

般
若
心
経
の
あ
り
が
た
み
を
引
き
立

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
般
若
心
経 

(

文
化
庁H

P

よ
り
転
載)

 

摩訶不思議！ 
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た
せ
る
た
め
に
、
つ
ま
り
は
「
仏

説
」
を
つ
け
る
の
と
同
じ
意
味
で
、

「
摩
訶
」
と
い
う
文
字
が
加
わ
っ
た

よ
う
で
す
。 

  
 

「
般
若
」 

 

次

の
「
般

若
」
は
、
サ

ン

ス

ク

リ
ッ
ト
語
で
「
パ
ン
ニ
ャ
ー
」
や

「
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
」
の
音
訳
で
、

仏
教
用
語
の
「
智
慧
」
の
こ
と
で

す
。
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
言
葉
で

す
が
、
こ
れ
は
知
識
や
教
養
で
な

く
、
「
物
事
を
正
し
く
見
て
判
断
す

る
力
」
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
考
え

で
は
も
と
も
と
人
は
智
慧
を
持
っ
て

い
て
、
物
事
を
正
し
く
見
て
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
が
煩
悩
と
い
う
汚
れ
に
よ
っ
て
、

ま
る
で
メ

ガ
ネ
に
汚

れ
が
付
着

す
る
か
の

よ
う
に
、

物
事
を
正

し
く
見
る

こ
と
が
で
き

な
い
た
め
に

苦
し
む
と
い

う
よ
う
に
言

わ
れ
て
お
り

ま
す
。
そ
の

心
の
汚
れ
で

あ
る
煩
悩
を

取
り
除
く
の

が
修
行
で
あ

り
、
坐
禅
や

写
経
で
あ
り

ま
す
。 

 

こ
の
「
般
若
」
で
思
い
起
こ
す
の

が
、
お
能
の
「
般
若
の
お
面
」
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
の
般
若
の
お
面
の
由

来
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
面
打
師
が

智
慧
（
般
若
）
を
働
か
せ
て
作
っ
た

こ
と
か
ら
般
若
の
面
と
言
う
説
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
煩
悩
な
く
物
事
を

あ
り
の
ま
ま
に
見
る
眼
差
し
を
「
慧

眼
」(

え
げ
ん)

と
い
い
ま
し
て
、
圓
福

寺
の
大
師
堂
の
入
口
に
掲
げ
て
あ
り

ま
す
。 

 

 
 

「
波
羅
蜜
多
」 

 

次
の
「
波
羅
蜜
多
」
は
「
パ
ー
ラ

ミ
タ
ー
」
の
音
訳
で
、
直
訳
す
る
と

「
彼
岸
に
至
る
」
、
意
訳
し
て
「
完

成
し
た
」
と
い
う
意
味
で
す
。
イ
ン

ド
の
人
は
対
岸
が
見
え
な
い
ほ
ど
の

遠
い
向
こ
う
岸
を
み
て
、
「
あ
っ
ち

の
岸
は
き
っ
と
争
い
の
な
い
、
豊
か

で
極
楽
の
国
だ
ろ
う
。
」
と
希
望
を

抱
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
で
す
の
で

向
こ
う
岸
、
彼
の
岸
に
行
く
こ
と
が

理
想
の
状
態
が
叶
う
こ
と
と
な
り
、

仏
教
の
修
行
で
理
想
の
状
態
が
叶
う

こ
と
は
お
悟
り
を
完
成
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
彼
岸
に
至
る
＝
完

成
と
訳
さ
れ

ま

す
。
他

の

宗
派
で
は
彼

の
岸
を
極
楽

と
い
う
理
想

の
場
所
と
し

て
、
理

想

の

場
所
に
行
く

こ
と
が
目
標

と
い
う
場
合

般
若
の
面(

智
慧
を
働
か
せ
て
作
っ
た)

 

大
師
堂
の
扁
額
「
慧
眼
」 
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も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
臨
済
宗
で
は

理
想
の
場
所
に
行
く
こ
と
で
は
な

く
、
今
い
る
場
所
が
理
想
の
場
所
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
事
が
目
標
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
今
い
る
こ
ち

ら
の
岸
（
此
岸
）
が
既
に
向
こ
う
岸

（
彼
岸
）
で
あ
る
と
気
付
く
の
が
臨

済
宗
の
考
え
で
す
。
理
想
は
多
く
て

キ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
理
想
が
持
つ

の
は
問
題
有
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
理

想
と
現
状
と
比
較
し
て
今
自
分
の

持
っ
て
い
る
現
状
に
不
満
を
持
つ
の

で
は
な
く
、
満
足
す
る
こ
と
こ
そ

が
、
此
岸
を
彼
岸
と
し
て
考
え
る
、

臨
済
宗
の
考
え
で
あ
り
ま
す
。 

  
 

「
心
経
」 

 

最
後
に
「
心
経
」
。
「
心
」
は
中

心

の

心

で
「
肝

心
、
要
」
の

意

味

で
、
「
経
」
は
も
ち
ろ
ん
「
お
経
」

の
意
味
で
す
。
こ
の
「
経
」
の
原
語

を
た
ど
る
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

「
ス
ー
ト
ラ
」
と
い
う
も
の
に
た
ど

り
着
き
ま
す
。
こ
れ
は
布
を
縦
方
向

に
貫
く
、
「
縦
糸
」
と
い
う
意
味
で

す
。
布
は
縦
糸

と
横
糸
で
紡
ぎ

合
わ
さ
れ
て
で

き
て
い
ま
す
。

縦
糸
は
そ
の
布

の
始
ま
り
か
ら

終
わ
り
ま
で
同

じ

糸

で

貫

か

れ
、
横
糸
は
縦

糸
に
織
り
込
ま

れ
る
形
で
布
を
何
回
も
往
復
し
ま

す
。
縦
糸
が
途
中
で
途
切
れ
て
し
ま

え
ば
そ
の
布
は
バ
ラ
バ
ラ
に
成
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
布
自
体
を

「
仏

教
」
、
縦

糸

を
「
仏

教

の

教

え
」
、
横
糸
を
「
修
行
や
活
動
」
と

し

て

例

え

て
、
「
縦

糸
（
ス

ー

ト

ラ
）
」
を
「
仏
教
の
教
え
」
＝
「
お

経
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

縦
糸
が
途
切
れ
た
ら
仏
教
の
教
え
が

途
切
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
、
そ
し

て
横
糸
が
な
け
れ
ば
布
そ
の
も
の
が

成
り
立
た
な
い
よ
う
に
、
仏
教
そ
の

も
の
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
布
が
用

途
や
見
た
目
に
合
わ
せ
て
横
糸
を
変

え
て
い
く
よ
う
に
、
仏
教
も
時
代
に

合
わ
せ
て
修
行
や
活
動
を
変
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中

で
も
布
の
縦
糸
に
当
た
る
、
仏
教
の

教
え
は
終
始
一
貫
し
て
通
す
こ
と
、

こ
の
よ
う
に
し
て
仏
教
と
い
う
き
れ

い
な
布
が
脈
々
と
続
い
て
お
り
、
こ

の
先
も
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
布
と
糸
の
話
か
ら
中
島
み
ゆ

き
さ
ん
の
有
名
な
曲
「
糸
」
が
頭
に

浮
か
ん
だ
方
も
多
い
か
と
思
い
ま

す
。
縦
の
糸
、
横
の
糸
で
紡
が
れ
た

布
は
時
と
し
て
人
を
暖
め
、
時
と
し

て
は
人
の
傷
を
か
ば
う
。
そ
れ
は
人

と
人
と
の
縁
で
紡
が
れ
る
こ
の
世
界

そ
の
も
の
で
す
。
布
か
ら
ほ
つ
れ
る

横
糸
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
糸
は
丈
夫

な
縦
糸
に
支
え
ら
れ
、
細
か
な
糸
の

紡
ぎ
合
わ
せ
に
よ
っ
て
大
き
な
布
が

成
り
立
ち
、
そ
こ
に
無
駄
な
糸
な
ど

な
い
の
だ
と
勇
気
づ
け
て
く
れ
る
の

は
、
ま
さ
に
お
経
と
同
じ
働
き
が
あ

る
と
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。 

【
次
号
に
つ
づ
く
。
】 
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令
和
六
年
二
月
十
六
日
～
十
八
日 

 

善
通
寺
と
い
え
ば
、
大
本
山
ら
し

い
広
大
で
荘
厳
な
た
た
ず
ま
い
や
五

重
塔
を
思
い
起
こ
し
ま
す
が
、
も
う

一
つ
有
名
な
の
が
「
カ
タ
パ
ン
」
だ

と
思
い
ま
す
。
日
露
戦
争
の
時
の
兵

隊
さ
ん
の
携
行
食
だ
っ
た
と
い
わ
れ

る
、
固
ー
い
パ
ン
で
す
。
当
時
の
ま

ま
の
製
法
を
守
り
、
陳
列
ケ
ー
ス
か

ら
紙
袋
に
入
れ
て
売
っ
て
く
れ
ま

す
。
四
国
歩
き
遍
路
の
道
中
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
に
残
る
食
べ
物
も

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
カ
タ
パ
ン
」

も
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
の
歯

で
か
じ
る
と
、
割
れ
た
時
の
衝
撃
が

骨
伝
導
し
て
脳
天
に
ま
で
伝
わ
る
逸

品
で
し
た
。 

甲
山
寺
に
て
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
お
遍
路
さ
ん
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

81番札所白峯寺への参道「どこまでも続く石段」 

 

回
を
重
ね
て
、
今
回
十
二
回
目
と
な
り
ま
し

た
。
善
通
寺
を
お
参
り
し
て
、
高
松
手
前
の
山

中
の
札
所
を
お
参
り
し
て
来
ま
し
た
。 

 

初
参
加
の
人
も
二
人
加
わ
り
、
十
三
名
の
歩

き
遍
路
と
な
り
ま
し
た
。 

 

難
所
は
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
の

に
、
八
十
一
番
白
峯
寺
へ
の
参
道
の
石

段
に
、
全
員
青
息
吐
息
で
し
た
。 
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□
□ 

道
し
る
べ

に
ご
用
心
！ 

 

七
十
六
番
金
倉

寺
か
ら
七
十
七
番

道
隆
寺
ま
で
の
古

い
遍
路
道
は
、
自

動
車
道
の
整
備
や

新
興
住
宅
地
の
開

発
な
ど
で
、
ず
い

ぶ
ん
わ
か
り
に
く

く
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ

の

た

め
、

地
元
の
人
が
手
作

り
の
道
し
る
べ
を

立
て
て
く
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
古
く
か
ら

の
遍
路
道
を
案
内

す
る
の
か
、
あ
る

い
は
新
し
い
道
を

使
っ
て
近
道
を
さ

せ
る
の
か
、
統
一

性
が
な
い
た
め
に

右
に
行
く
矢
印
が

あ

っ

た

り
、

左
を
指
し
た

矢
印
が
あ
っ

た

り

で
、
さ

ら
に
迷
う
元

に
な
っ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。 

 

そ
れ
で
も
、
古
く
か
ら
の
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
の
神
社
の
社
叢
な
ど
が
か
ろ

う
じ
て
残
っ
て
い
て
、
多
少
遍
路
道

を
は
ず
れ
て
も
、
な
ん
と
か
札
所
に

た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
し

た
。 

 

□
□ 

「
四
国
健
康
村
」 

 

歩
き
遍
路
の
旅
程
を
作
る
上
で
、

グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
は
強
い
味
方
で

す
。
昼
ご
は
ん
や
宿
泊
場
所
を
探
す

の
に
大
助
か
り
で
す
。
一
日
目
の
宿

は
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
し
か
な
い
な
と

あ
き
ら
め
つ
つ
、
地
図
を
見
て
い
る

と
「
四
国
健
康
村
」
と
い
う
日
帰
り

入
浴
施
設
を
見
つ
け
ま
し
た
。
調
べ

て
み
る
と
、
宿
泊
も
で
き
る
と
い
う

の
で
、
歩
い
た
疲
れ
を
癒
す
の
に
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喫
茶
店
の
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー

ビ
ス
の
よ
う
に
、
朝
の
う
ど
ん

は
格
安
で
、
な
ん
と
か
け
う
ど

ん
二
百
十
円
！
ね
ぎ
や
揚
げ

玉
、
わ
か
め
な
ど
は
か
け
放

題
！
讃
岐
う
ど
ん
は
、
日
本
の

フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
で
す
。 

持
っ
て
来
い
と
思
っ
て
早
速
予
約
し

た
の
で
し
た
。 

 

し
か
も
、
館
内
で
食
事
ま
で
済
ま

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
さ
ら
に
好

都
合
。
あ
ま
り
都
合
が
よ
す
ぎ
て
、

飲
み
過
ぎ
に
な
っ
た
人
も
い
た
よ
う

で
す
が
・
・
・
。 

 

 

□
□ 

讃
岐
で
「
朝
う
ー
」 

 

宿
泊
し
た
「
四
国
健
康
村
」
は
朝

食
が
な
い
の
で
、
向
か
い
の
「
こ
が

ね
製
麺
所
」
で
う
ど
ん
の
朝
食
で

す
。
な
ん
と
朝
六
時
か
ら
営
業
し
て

い
ま
す
。
朝
か
ら
ラ
ー
メ
ン
を
「
朝

ラ
ー
」
と
い
う

そ
う
で
す
が
、

私
た
ち
の
二
日

目
は
、
朝
か
ら

う
ど
ん
で
「
朝

う
ー
」
で
始
ま

り
ま
し
た
。 

□
□ 
昔
は
高
照
院
と
言
っ
た
、 

 
 

 
 

 
 

 

七
十
九
番
天
皇
寺 

 

七
十
九
番
天
皇
寺
を
後
に
し
て

ま
っ
す
ぐ
行
く
と
、
正
面
に
屏
風
の

よ
う
に
台
地
状
の
山
並
み
が
望
め
ま

す
。
そ
の
山
中
に
八
十
一
番
白
峯
寺

と
八
十
二
番
根
来
寺
が
あ
り
ま
す
。

順
番
通
り
で
行
け
ば
、
先
に
八
十
番

と
な
る
の
で
す
が
、
日
程
と
行
程
の

都
合
で
、
先
に
八
十
一
番
を
お
参
り

す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。 

 

な
か
な
か
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
か

ら
行
く
場
所
を
俯
瞰
で
き
る
場
所
も

な
い
の
で
、
山
並
み
を
見
て
も
ら
い

な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
ど
う
歩
い
て
い

く
か
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
や
る
気
が
出
た
か
、
う
ん
ざ
り

し
た
か
、
が
っ
か
り
し
た
か
は
不
明

で
す
。 

 

□
□ 

想
定
外
の
連
続 

 

札
所
の
順
序
を
変
え
た
の
で
、
白

峯
寺
へ
の
道
は
遍
路
道
か
ら
そ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
標
高
二
八
〇
ｍ
ほ
ど

だ
か
ら
と
高
を
く
く
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
舗
装
道
路
か
ら
参
道
に
入
る

と
先
の
見
え
な
い
ほ
ど
の
石
段
が
続

い
て
い
て
、
想
定
外
の
難
所
が
待
ち

構
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
白

峯
寺
で
お
参
り
を
済
ま
せ
る
と
時
刻

は
午
後
三
時
。
こ
こ
か
ら
、
あ
の
急

な
下
り
石
段
を
含
め
て
、
二
日
目
の

宿
ま
で
九
・
五
㎞
を
歩
く
と
な
る

と
、
優
に
三
時
間
強
か
か
る
と
予
想
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さ
れ
ま
し
た
。
下
り
切
っ
た
ら
あ
と

は
平
坦
な
道
、
と
高
を
く
く
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
な
に
し
ろ
、
通
常

の
歩
き
遍
路
は
、
国
分
寺
か
ら
登
っ

て
山
中
「
十
九
丁
」
の
分
岐
か
ら
白

峯
寺
に
向
か
い
、
お
参
り
を
終
え
た

ら
十
九
丁
ま
で
戻
っ
て
根
香
寺
を
め

ざ
す
の
で
す
。
つ
ま
り
、
あ
の
き
つ

い
石
段
が
続
く
白
峯
寺
の
参
道
は
、

四
国
の
み
ち
に
選
定
は
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
遍
路
道
で
は
な
く
、
実
は
私

も
始
め
て
歩
く
道
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

と
い
う
わ
け
で
、
白
峯
寺
か
ら
は

想
定
外
の
タ
ク
シ
ー
移
動
と
な
り
ま

し
た
。
タ
ク
シ
ー
で
も
三
十
分
か

か
っ
て
ホ
テ
ル
に
到
着
。
少
し
早
す

ぎ
る
気
も
し
ま
す
が
、
歩
き
遍
路
の

宿
到
着
は
大
体
午
後
四
時
く
ら
い
が

目
安
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
フ
ロ
ン

ト
に
行
く
と
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
下
ろ

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
カ
ウ
ン
タ
ー
に

「
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
は
午
後
六
時
か

ら
。
」
と
掲
示
さ
れ
て
い
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
な
ん
と
チ
ェ
ッ
ク
イ

ン
時
間
も
想
定
外
に
で
し
た
。
普
通

の
宿
な
ら
当
然
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
で
き

る
と
疑
い
も
し
な
か
っ
た
ミ
ス
で
し

た
。
そ
う
い
え
ば
、
こ
の
宿
は
昔

モ
ー
テ
ル
だ
っ
た
そ
う
で
、
部
屋
は

き
れ
い
に
改
装
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
フ
ロ
ン
ト
業
務
は
昔
の
ま
ま
の

シ
ス
テ
ム
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

時
間
も
早
い
事
な
の
で
、
三
日
目

に
お
参
り
予
定
の
八
十
番
国
分
寺
の

お
参
り
を
先
に
済
ま
す
こ
と
に
し
ま

し
た
。 

 

□
□ 

三
日
目
朝
食
は
「
朝
マ
ッ
ク
」 

 

食
事
の
な
い
ホ
テ
ル
で
の
朝
食
と

い
え
ば
、
す
ぐ
コ
ン
ビ
ニ
と
思
う
の

で
す
が
、
十
三
人
も
食
べ
ら
れ
る

イ
ー
ト
ス
ペ
ー
ス

は
あ
り
ま
せ
ん
。

屋
外
は
さ
す
が
に

寒
い
し
、
と
マ
ッ

プ
を
眺
め
て
い
た

ら
、
マ
ッ
ク
を
見

つ
け
ま
し
た
。
そ

う
い
え
ば
、
マ
ク

ド
ナ
ル
ド
に
「
旅

の

前

の

朝

マ

ッ

一
本
松
か
ら
十
九
丁
に
向
か
う
山
中
の
遍
路
道 

ク
」
と
い
う
Ｃ
Ｍ
が
あ
っ
た
と
思
い

出
し
ま
し
た
。
そ
う
だ
、
「
遍
路
の

前
の
朝
マ
ッ
ク
」
に
し
よ
う
！
と
、

新
命
さ
ん
に
ネ
ッ
ト
オ
ー
ダ
ー
を
し

て
、
温
か
い
朝
食
を
い
た
だ
い
て
三

日
目
の
始
ま
り
と
な
り
ま
し
た
。 

 

□
□ 

無
人
接
待
所 

 

一
本
松
で
県
道
の
舗
装
道
路
を
横

切
る
と
、
遍
路
道
は
森
の
中
に
入
っ

て
い
き
ま
す
。
土
の
道
か
ら
地
面
の

柔
ら
か
さ
が
足
に
伝
わ
っ
て
来
て
、

足
に
優
し
い
遍
路
道
で
す
。 

 

一
本
松
か
ら
約
一
・
二
㎞
ほ
ど

で
、
白
峯
寺
と
の
分
岐
点
で
あ
る

「
十
九
丁
」
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。

分
岐
点
は
少
し
広
く
な
っ
て
い
て
、
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今
回
最
後
の
お
参
り
を
し
た
根
香
寺
山
門
前
に
て 

休
憩
用
の
ベ
ン

チ
も
た
く
さ
ん

設
置
さ
れ
て
い

ま
し
た
。 

 

ベ

ン

チ

脇

に
、
コ
ン
テ
ナ

ボ
ッ
ク
ス
が
積

み
上
げ
ら
れ
て

い
て
、
ボ
ッ
ク

ス
に
張
り
紙
が

し
て
あ
り
ま
し
た
。
「
景
子
ち
ゃ
ん

の
接
待
所
」
と
読
め
ま
す
。
積
み
上

げ
ら
れ
た
ボ
ッ
ク
ス
を
見
て
、
こ
ん

な
と
こ
ろ
で
何
か
売
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
何
か
の
無
人
販
売
な
の
だ

ろ
う
か
と
い
ぶ
か
し
く
思
い
な
が

ら
、
ほ
か
の
張
り

紙
も
見
る
と
、
ひ

と
り
一
本
お
取
り

く
だ
さ
い
と
書
い

て
あ
り
、
無
人
の

お
接
待
所
だ
と
よ

う
や
く
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
感
謝
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
い
た
だ

い
た
よ
う
で
し
た
。 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

□
□ 

最
後
の
想
定
外 

 

根
香
寺
か
ら
鬼
無
（
き
な
し
）
に

向
か
っ
て
の
山
道
の
下
り
に
想
定
以

上
の
時
間
を
要
し
、
途
中
で
昼
食
の

場
所
を
マ
ッ
プ
で
探
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
麓
ま
で
下
り
れ
ば
い
ろ
い

ろ
あ
る
よ
う
で
し
た
が
、
山
を
下
る

前
に
パ
ン
屋
さ
ん
が
あ
る
こ
と
を
知

り
、
う
ど
ん
う
ど
ん
の
小
麦
粉
つ
な

が
り
で
パ
ン
の
昼
食
も
い
い
か
と
、

パ
ン
屋
さ
ん
を
目
指
し
ま
し
た
。 

 
営
業
時
間
も
確
認
し
て
、
焼
き
立

て
パ
ン
の
香
り
を
想
定
し
な
が
ら
歩

き
ま
し
た
。
先
頭
グ
ル
ー
プ
が
パ
ン

屋
さ
ん
の
案
内
看
板
の
前
に
つ
い
て

い
る
の
に
中
に
入
っ
て
い
こ
う
と
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
遠
慮
し
て
い
る
の

か
な
と
思

い
な
が
ら

看
板
の
所

に
た
ど
り

着
く
と
、

「
終
了
し
ま
し
た
。
」
の
立
て
看
板

が
無
情
に
も
立
て
か
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
ど
う
や
ら
、
売
り
切
れ
と
い

う
想
定
外
の
事
態
で
、
結
局
麓
ま
で

下
っ
て
、
今
回
四
度
目
の
讃
岐
う
ど

ん
で
の
食
事
と
な
り
ま
し
た
。 

 

い
ろ
い
ろ
想
定
外
の
多
い
旅
と
な

り
ま
し
た
が
、
無
事
お
参
り
し
て
く

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

「
景
子
ち
ゃ
ん
の
接
待
所
で
す
。 

た
ど
り
つ
い
た
ら
、
売
り
切
れ
だ
っ
た
パ
ン
屋
さ
ん
の
看
板 
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■
十
一
月
四
日 

午
前
六
時 

宿
発 

午
後
五
時
半 

富
士
駅
前
着 

(

グ
リ
ー

ン
ホ
テ
ル
フ
ジ) 

 

今
日
は
距
離
が
三
十
六
㎞
ほ
ど
あ

る
の
で
早
め
出
発
。
早
い
朝
は
歩
い

て
い
て
気
持
ち
が
い
い
が
、
左
足
外

側
が
痛
い
。
終
始
ぐ
っ
た
り
と
し
て

し
ま
っ
た
。
学
生
は
す
れ
違
う
た
び

不
審
な
目
で
見
る
。
都
会
の
人
は
警

戒
心
が
強
い
。
九
時
過
ぎ
ご
ろ
小
学

生
の
女
の
子
が
話
し
か
け
て
き
た
。

学
校
へ
行
っ
て
な
さ
そ
う
だ
っ
た
。 

 

興
津
の
清
見
寺

※

は
東
海
道
に
面
し

て
高
い
と
こ
ろ
に
構
え
て
い
た
。
東

海
道
を
通
る
者
に
に
ら
み
を
利
か
せ

て
い
る
よ
う
で
、
見
附
の
よ
う
で

あ
っ
た
。
前
を
通
る
と
き
は
少
し
息

が
詰
ま
る
よ
う
な
気
が
し
た
。 

 

薩
陀
峠
は
崖
に
沿
っ
て
上
り
下
り

が
あ
っ
た
。
由
比
側
は
ミ
カ
ン
畑
の

中
を
進
む
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
少

し
目
を
や
れ
ば
真
っ
青
な
駿
河
湾
が

一
面
に
広
が
り
、
遠
く
に
目
を
や
れ

ば
伊
豆
半
島
、
冠
雪
し
た
富
士
山
が

あ
り
、
と
て
も
い
い
景
色
の
道
だ
っ

た
。
富
士
山
信
仰
も
納
得
だ
っ
た
。

歩
く
横
を
バ
イ
ク
や
ロ
ー
ド
バ
イ
ク

が
多
く
走
り
去
っ
て
い
っ
た
。
峠
が

終
わ
っ
て
由
比
の
宿
に
着
く
こ
ろ
に

は
脚
の
痛
み
に
苦
し
ん
で
い
た
。
足

薩
埵
峠
か
ら
の
富
士
山
の
眺
め 

 
番
外
「
東
海
道
～
千
葉
へ
行
脚
の
旅
」
（
そ
の
三
） 

【
清
見
寺
】
清
水
興
津
に
あ
る
妙
心
寺
派
の
お

寺
。
足
利
尊
氏
や
今
川
義
元
、
徳
川
家
康
な
ど
の

帰
依
し
た
名
刹
。
本
堂
に
家
康
公
手
習
い
の
間
が

現
存
し
て
い
ま
す
。
開
創
は
七
世
紀
後
半
、
「
清

見
関
」
の
鎮
護
堂
と
し
て
建
立
さ
れ
ま
し
た
。 
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箱
根
旧
街
道
の
石
畳
道 

に
む
く
み
と
い
う
よ
り
も
疲
れ
が
パ

ン
パ
ン
に
た
ま
っ
て
い
る
の
を
感
じ

た
。
路
地
裏
の
ヘ
リ
に
腰
か
け
て
三

十
分
ほ
ど
寝
て
し
ま
っ
た
。
少
し
弱

気
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
静
岡

県
に
入
っ
て
か
ら
は
毎
日
一
人
は
お

布
施
を
い
た
だ
け
る
。
土
地
柄
な
の

か
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
。 

 

■
十
一
月
五
日 

午
前
六
時
四
十
分 

宿
発 

午
後
四
時
半 

三
島
宿
着 (

旅
館
山
月) 

 

心
地
の
い
い
朝
だ
っ
た
。
左
足
の

痛
み
を
慣
ら
し
な
が
ら
歩
く
と
、
富

士
山
が
き
れ
い
に
見
え
た
。
何
度
も

見
よ
う
と
も
登

ろ
う
と
も
知
り

尽
く
せ
な
い
奥

深
さ
が
あ
る
。

と
て
も
富
士
山

は
魅
力
的
だ
と

感
じ
た
。
富
士

山
の
見
晴
し
ポ

イ
ン
ト
の
よ
う

な
も
の
が
あ
っ

た
が
、
周
り
が
工
場
に
囲
ま
れ
て
い

て
全
く
見
え
な
か
っ
た
。 

 

元
吉
原
宿
か
ら
の
海
岸
近
く
の
道

は
狭
い
歩
道
・
海
風
・
車
の
風
・
閉

鎖
感
で
歩
く
の
に
難
儀
に
感
じ
、
と

て
も
時
間
が
過
ぎ
る
の
が
遅
く
感
じ

た
。
四
国
の
最
御
崎
寺
ま
で
の
道
を

彷
彿
さ
せ
た
。
松
蔭
寺

※

の
前
の
白
隠

生
誕
の
地
で
大
悲
呪
一
巻
、
休
憩
。

昔
は
こ
の
あ
た
り
の
軒
下
一
帯
に
大

勢
の
雲
水
が
い
た
と
考
え
る
と
身
が

引
き
締
ま
る
思
い
だ
。
臨
済
宗
の
お

寺
も
多
く
気
が
抜
け
な
い
。 

 
■
十
一
月
六
日 

午
前
六
時
四
十
分 

宿
発 

午
後
四
時 
箱
根
宿
着 (R

o
h
eN

) 

 

少
し
寒
い
朝
だ
。
歩
く
の
に
ち
ょ

う
ど
い
い
。
痛
み
は
ほ
ぼ
な
い
。
き

れ
い
に
整
備
さ
れ
た
三
島
の
町
を
歩

き
、
三
島
大
社
前
に
て
お
布
施
有
。

大
社
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
面
構
え
も

壮
大
だ
。
し
ば
ら
く
歩
く
と
坂
道
に

入
っ
て
い
っ
た
。
富
士
山
も
ま
た
農

村
の
風
景
に
溶
け
込
ん
で
本
当
に
美

し
い
。
坂
道
は
ほ
と
ん
ど
が
き
れ
い

に
整
備
さ
れ
た
石
畳
だ
っ
た
。
道
の

脇
も
き
れ
い
に
刈
り
込
ま
れ
て
い
て

気
持
ち
よ
く
歩
け
た
。
し
か
し
、
石

畳
が
無
限
に
あ
る
か
の
ご
と
く
続

く
。
太
も
も
の
乳
酸
を
感
じ
つ
つ
歩

を
進
め
た
。
途
中
杉
林
の
森
も
ま
た

美
し
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
の

距
離
の
石
畳
を
整
備
す
る
の
は
到
底

【
松
蔭
寺
】
静
岡
県
沼
津
市
原
に
あ
る
臨
済
宗
の

古
寺
で
す
。
約
七
百
年
の
歴
史
を
持
ち
、
「
白
隠

禅
師
坐
禅
和
讃
」
と
お
経
の
題
目
に
も
そ
の
名
を

冠
し
て
い
る
名
僧
・
白
隠
慧
鶴(

は
く
い
ん
え
か

く)

が
住
職
を
務
め
た
寺
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
墓
所
も
境
内
に
あ
り
ま
す
。  
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簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
ん
で
も

な
い
労
力
の
上
を
歩
か
せ
て
も
ら
っ

た
。 

 
歩
く
に
つ
れ
て
寒
さ
も
増
し
、
息

も
つ
ら
く
な
っ
て
く
る
。
よ
う
や
く

た
ど
り
着
い
た
峠
の
ピ
ー
ク
は
パ
ー

キ
ン
グ
エ
リ
ア
に
な
っ
て
お
り
、
た

く
さ
ん
の
人
で
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
。

芦
ノ
湖
の
周
り
も
日
曜
日
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
人
と
車
で
ご
っ
た
返
し

て
い
た
。
円
安
の
影
響
も
あ
っ
て
か

外
国
人
が
多
く
見
え
た
。
関
所
は
き

れ
い
に
観
光

地
と
し
て
整

備
さ
れ
て
い

た
。
通
る
に

は
通
行
料
が

取
ら
れ
た
。

ち
ょ
う
ど
通

る
際
に
関
所

の
ジ
オ
ラ
マ
で
劇
団
員
の
方
が
江
戸

時
代
の
寸
劇
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ

の
横
を
雲
水
の
姿
を
し
て
通
っ
た
の

で
、
観
光
客
の
方
に
劇
団
員
と
思
わ

れ
た
よ
う
で
、
写
真
を
お
願
い
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
修
学
旅
行
の
小
学
生

も
多
く
、
関
所
を
じ
っ
く
り
と
み
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

 
恩
賜
公
園
で
し
ば
ら
く
芦
ノ
湖
を

眺
め
て
い
た
。
日
の
光
、
湖
面
、
山

の
緑
、
紅
葉
の
色
と
美
し
い
秋
そ
の

も
の
だ
っ
た
。
宿
に
風
呂
が
な
か
っ

た
の
で
他
の
宿
の
日
帰
り
入
浴
で
芦

ノ
湖
を
見
な
が
ら
温
泉
に
浸
か
っ

た
。 

  

■
十
一
月
七
日 

午
前
六
時
四
十
分 

宿
発 

午
後
三
時
半 

鴨
宮
駅
前
着 

(

ド
レ

イ
ク
イ
ン
鴨
宮) 

 

出
発
前
に
宿
の
ラ
ウ
ン
ジ
で
囲
炉

裏
の
薪
の
火
を
眺
め
な
が
ら
お
に
ぎ

り
を
食
べ
た
。
こ
ん
な
に
の
ん
び
り

と
し
た
贅
沢
な
時
間
を
過
ご
し
て
い

い
の
か
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
。
歩
き

出
す
と
、
足
の
痛
み
は
ほ
ぼ
な
く
、

草
鞋
を
変
え
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
快
調
に
歩
け
た
。
箱
根
の
小
田
原

側
へ
の
道
も
石
畳
が
敷
き
詰
め
ら
れ

て
い
る
箇
所
が
多
く
、
先
人
の
苦
労

を
踏
み
し
め
な
が
ら
進
ん
だ
。
看
板

を
見
る
と
、
ど
う
や
ら
江
戸
幕
府
が

整
備
を
進
め
た
よ
う
だ
っ
た
。
と
て

も
急
で
長
い
坂
だ
っ
た
の
で
さ
す
が

に
腿
が
震
え
た
。

箱
根
駅
伝
は
道
路

の
道
だ
が
、
走
っ

て
降
り
る
と
考
え

る
と
と
て
も
想
像

で
き
な
か
っ
た
。 

 

箱
根
湯
本
を
抜

箱
根
越
え
の
旧
東
海
道
と
そ
の
高
低
図 
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け
る
と
小
田

原

の

町

だ
。

城
下
町
と
い

う

こ

と

も

あ
っ
て
昔
の

情
緒
を
ど
こ
か
残
し
て
い
る
と
こ
ろ

を
感
じ
た
。
途
中
で
元
養
鶏
農
家
の

方
か
ら
お
布
施
を
い
た
だ
い
た
。
そ

の
方
は
た
く
さ
ん
の
鳥
の
い
の
ち
の

お
か
げ
で
生
き
て
い
る
た
め
、
そ
の

供
養
の
た
め
に
お
寺
に
よ
く
い
く
と

言
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
お
寺
へ

の
信
仰
の
あ
り
方
も
あ
る
の
だ
な
と

し
み
じ
み
思
っ
た
。
昨
日
と
今
日
と

少
し
の
ん
び
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
明
日
か
ら
は
い
つ
も
通
り
の
距

離
を
歩
く
。
ま
た
明
日
か
ら
頑
張
ろ

う
。 

 

■
十
一
月
八
日 

午
前
六
時
半 

宿
発 

午
後
三
時
十
分 

藤
澤
宿 (

わ
た
屋) 

 

昨
日
の
山
下
り
の
せ
い
か
ふ
く
ら

は
ぎ
が
張
っ
て
い
た
が
歩
い
て
い
く

う
ち
に
な
く
な
り
、
軽
快
に
歩
く
こ

と
が
で
き
た
。
神
奈
川
県
と
も
あ

り
、
見
慣
れ
た
地
名
も
多
く
ど
こ
と

な
く
安
心
感
を
感
じ
た
。
国
府
津
付

近
で
は
日
光
と
海
面
か
ら
の
反
射
で

と
て
も
ま
ぶ
し
く
も
気
持
ち
よ
く
歩

け
た
。
松
林
が
い
く
つ
か
保
護
さ
れ

て
い
て
ど
れ
も
大
き
な
松
で
立
派
な

並
木
と
な
っ
て
い
た
。 

 

終
始
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
道
の
た
め

か
、
脚
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
多
い
、
宿

に
着
く
こ
ろ
に
は
く
た
く
た
に
な
っ

て
い
た
。
宿
は
民
泊
の
よ
う
な
と
こ

ろ
で
、
宿
主
は
中
年
の
中
国
人
の
女

性
で
お
ひ
と
り
で
切
り
盛
り
さ
れ
て

い

る

よ

う

だ

っ

た
。

到

着

す

る

な

り

と

て

も

歓

迎

さ

れ

た
。
素

泊

ま

り

で

あ

っ

た

が
、
夕

食

を

用

意

し

て

く

だ

さ

る

こ

と

に

な

り
、
水

餃

子

を

い

た

だ

い

た
。
現

地

の

香

辛

料

と

酢

が

使

わ

れ

て

い

て
、
独

特

な

香

り

で

と

て

も

お

い
し
か
っ
た
。
餃
子
の
皮
も
自
家
製

の
よ
う
で
も
ち
も
ち
と
し
て
お
い
し

か
っ
た
。
ま
た
宿
の
隣
が
時
宗
の
本

山
の
清
浄
光
寺(

遊
行
寺)

で
、
宿
に
入

る
前
に
お
参
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。 

    

【
遊
行
寺
】
（
ゆ
ぎ
ょ
う
じ
）
藤
沢
に
あ
る
時
宗

の
総
本
山
。
踊
念
仏
を
広
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

一
遍
上
人
ゆ
か
り
の
お
寺
。
正
式
名
称
は
、
清
浄

光
寺
（
し
ょ
う
じ
ょ
う
こ
う
じ
）
。
箱
根
駅
伝
八

区
で
最
大
の
難
所
と
言
わ
れ
る
「
遊
行
寺
の
坂
」

で
有
名
。 

 

こ
れ
ま
で
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し

て
き
た
「
東
海
道
～
千
葉
へ
行
脚
の

旅
」
は
、
次
回
、
圓
福
寺
に
た
ど
り
着

い
て
連
載
終
了
と
な
る
予
定
で
す
。 
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「
夏
の
師
走
」 

 
 

 
 

（
令
和
五
年
八
月
の 

「
園
だ
よ
り
」
か
ら
） 

  

お
寺
で
は
七
月
の
初
旬
に
、
施
餓
鬼
と

い
う
法
要
が
あ
り
ま
す
。
四
年
ぶ
り
の
開

催
と
な
っ
た
今
年
は
、
百
五
十
名
ほ
ど
の

お
参
り
の
方
、
お
坊
さ
ん
も
全
員
で
十
七

名
と
い
う
大
行
事
で
し
た
。 

 

こ
の
行
事
を
皮
切
り
に
、
七
月
盆
の
棚

経
・
お
泊
り
保
育
・
圓
福
寺
寺
子
屋
「
禅

童
会
」
、
八
月
盆
の
棚
経
・
地
蔵
盆
な
ど

な
ど
と
、
お
寺
の
夏
は
駆
け
抜
け
て
い
き

ま
す
。
本
当
の
師
走
よ
り
も
忙
し
い
、
夏

の
師
走
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
の

た
め
に
、
い
ろ
ん

な
行
事
が
中
止
さ

れ
、
そ
の
分
の
ん

び

り

さ

せ

て

も

ら
っ
た
と
こ
ろ
も

あ
る
の
で
、
行
事

を
再
開
す
る
と
、
こ
ん
な
に
忙
し
か
っ
た

の
か
と
我
な
が
ら
驚
い
て
い
ま
す
。 

 

子
育
て
の
先
輩
た
ち
が
よ
く
い
い
ま

す
。
「
子
ど
も
が
小
さ
く
て
忙
し
い
時
が

一
番
よ
か
っ
た
わ
よ
、
夫
婦
二
人
だ
け
に

な

る

と
、
会

話

も

少

な

く

な

る

し

ね

え
。
」
と
。 

 

こ
れ
か
ら
長
い
夏
休
み
で
す
。 

 

朝
昼
晩
の
食
事
の
支
度
だ
け
で
も
大
変

な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
幼
稚
園
が
あ
れ

ば
、
お
昼
は
少
し
楽
が
で
き
た
の
に
、
今

日
の
お
昼
ご
飯
は
何
に
し
よ
う
か
と
、
頭

を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
も
、
い
つ
ま
で
も
続
く
わ
け
で

は
な
く
、
夏
休
み
の
間
だ
け
で
す
。
忙
し

い
時
が
一
番
だ
と
い
う
子
育
て
の
先
輩
た

ち
の
言
葉
を
信
じ
ま
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
あ
ふ
れ
る
子
ど
も

た
ち
は
、
日
ご
ろ
幼
稚
園
で
、
た
く
さ
ん

の
お
友
だ
ち
と
思
う
存
分
遊
ん
で
、
有
り

余
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
夏
休
み
に
な
っ

た
と
た
ん
、
運

動
量
が
激
減
し

て
、
エ

ネ

ル

ギ
ー
を
持
て
余

し
て
し
ま
う
の

で

は

な

い

で

し
ょ
う
か
。
そ

し
て
不
機
嫌
に

な
っ
た
り
、
外
に
行
き
た
い
と
駄
々
を
こ

ね
た
り
・
・
・
。
で
も
、
夏
前
か
ら
の
酷

暑
、
熱
中
症
が
心
配
だ
し
、
子
ど
も
だ
け

で
遊
び
に
行
か
せ
る
の
も
心
配
と
、
つ
い

つ
い
い
ら
い
ら
し
た
り
、
声
を
あ
ら
げ
て

し
ま
っ
た
り
し
が
ち
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
ん
な
と
き
も
、
「
子
育
て
し
て

い
る
時
が
花
よ
。
」
と
い
う
先
輩
た
ち
の

言
葉
を
思
い
出
し
た
い
も
の
で
す
。 

 

私
も
、
忙
し
い
時
が
一
番
い
い
時
だ
と

い
う
先
輩
た
ち
の
言
葉
を
信
じ
て
、
夏
の

師
走
を
乗
り
切
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
お
た
が
い
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。 
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令
和
六
年
上
四
半
期 

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄 

3巡目 四国あるき遍路の旅 

第13回 

 

三
巡
目
の
四
国
あ
る
き
遍
路
も
、
今
回
で
88

番
大
窪
寺
に
た
ど
り
着
き
結
願
を
迎
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
今
回
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
。
な
お
、
航
空
券
の
手
配
の
都
合
で
、
お

申
し
込
み
は
八
月
末
日
ま
で
に
。 

 

次
の
14
回
で
高
野
山
と
妙
心
寺
へ
の
お
礼
参

り
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
令
和
七
年

秋
か
ら
四
巡
目
が
は
じ
ま
り
ま
す
。 

【
日
程
】
十
一
月
十
五
日
（
金
） 

 
 
 
 
 
 
 

～
十
七
日
（
日
） 

【
旅
程
】 

 

【
第
１
日
】
高
松
空
港
か
ら
83
番
一
宮
寺
を
お
参

り
。
琴
電
を
利
用
し
て
84
番
屋
島
寺
・
85
番
八

栗
寺
・
86
番
志
度
寺
ま
で
お
参
り
し
て
、
志
度

の
遍
路
宿
泊
。
歩
く
距
離
は
約
13
㎞
。 

 

 

【
第
２
日
】
路
線
バ
ス
で
87
番
長
尾
寺
。
88
番
大

窪
寺
へ
の
山
越
え
遍
路
道
の
入
口
ま
で
タ
ク

シ
ー
移
動
。
女
体
山
を
越
え
て
大
窪
寺
に
て
結

願
。
門
前
の
遍
路
宿
泊
。
歩
く
距
離
は
約

12

㎞
。 

 

【
第
３
日
】
タ
ク
シ
ー
・
電
車
・
バ
ス
で
移
動
し

て
、
徳
島
へ
の
県
境
の
峠
越
え
を
歩
い
て
３
番

金
泉
寺
か
ら
１
番
霊
山
寺
を
お
礼
参
り
。
そ
の

後
、
鳴
門
に
出
て
徳
島
空
港
か
ら
帰
路
歩
く
距

離
は
約
18
㎞
。 

【
参
加
費
】 

五
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
。 

3
月

２
月

１
月

2
8
日

2
5
日

2
3
日

2
2
日

2
1
日

1
7
日

1
6
日

9
日

４
日

３
日

2
6
日

2
2
日

2
0
日

1
6
日
～

1
8
日

1
3
日

１
５
日

１
２
日

5
日

４
日

３
日

１
日

2
7
日

2
5
日

2
2
日

2
1
日

１
9
日

１
5
日

1
2
日

1
１
日

１
日
～

３
日

１
日

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
「

写
経
会
」

宗
耕

茶
禅
会

取
手
長
禅
寺
春
彼
岸
会
　
住
職
出
頭

土
曜
会
「

彼
岸
法
話
会
」

幼
稚
園
、

六
年
生
同
窓
会
お
茶
会

春
彼
岸
法
要

幼
稚
園
、
「

卒
園
式
」

幼
稚
園
、

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園
隊
」

「

臨
済
録
」

勉
強
会
　
於
湯
島
麟
祥
院
　
宗
耕

写
経
会

茶
禅
会

千
葉
市
仏
教
会
　
宗
耕

幼
稚
園
、

会
計
監
査

東
京
教
区
第
七
部
部
内
会
　
於
佐
倉
報
恩
寺

幼
稚
園
、

年
長
「

卒
園
茶
会
」

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
（

三
巡
目
1
2
回
）

茶
禅
会

幼
稚
園
、

涅
槃
会

「

臨
済
録
」

勉
強
会
　
於
湯
島
麟
祥
院
　
宗
耕

茶
禅
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
年
長
組
、

お
茶
の
お
け
い
こ

幼
稚
園
バ
ザ
ー
「

く
す
の
き
ま
つ
り
」

幼
稚
園
、

年
中
お
茶
の
お
け
い
こ

茶
禅
会
、

初
釜
お
茶
事

花
園
会
新
年
会

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

幼
稚
園
年
長
組
、

お
茶
の
お
け
い
こ

修
正
会

新
春
ご
祈
祷
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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
。 

 

 

法
話
会
は
、
「
延
命
十
句
観
音

経
」
読
経
裡
に
巡
教
師
さ
ん
が
入
堂

さ
れ
、
本
尊
様
に
五
体
投
地
の
三
拝

を
し
て
い
た
だ
き
、
講
演
席
に
お
立

ち
頂
き
ま
し
た
。 

 

講
演
台
に
「
花
園
法
皇

は
な
ぞ
の
ほ
う
お
う

御
宸
翰

ご
し
ん
か
ん

」

が
運
ば
れ
、
講
演
に
先
立
ち
、
ご
宸

翰
の
ご
奉
読
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
の
ご
宸
翰
は
、
花
園
法
皇
が

妙
心
寺
の
開
山
様
に
残
さ
れ
た
御
遺

言
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の

で
、
妙
心
寺
の
再
興
と
そ
の
教
え
が

永
劫
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
わ
れ

た
も
の
で
す
。 

 

続
い
て
、
管
長
様
か
ら
法
話
会
参

集
の
方
々
は
じ
め
、
花
園
会
員
の
み

な
さ
ん
へ
の
ご
挨
拶
が
読
み
上
げ
ら

れ
、
法
話
へ
と
会
は
進
み
ま
し
た
。 

 

時
に
ユ
ー
モ
ア
あ
り
、
ダ
ジ
ャ
レ

あ
り
。
実
体
験
の
ご
披
露
や
た
と
え

話
な
ど
も
交
え
て
、
「
学
ん
で
・
気

法門無量誓願学
ほうもんむりょうせいがんがく

 
学んで、気づいて 

 

毎
年
恒
例
の
「
春
彼

岸
法
話
会
」
が
、
三
月

二
十
二
日
（
金
）
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。 

 
毎
年
春
に
、
大
本
山

妙
心
寺
か
ら
派
遣
さ
れ

る
布
教
師
さ
ん
に
よ
る

定
期
巡
教
と
い
わ
れ
る

も
の
で
、
今
年
の
布
教

師
さ
ん
は
福
岡
市
の
龍

松
寺
住
職
、
武
久
寛
海

師
で
し
た
。 

 

本
山
の
定
期
巡
教
と

し
て
、
「
法
門
無
量
誓

願
学 

学
ん
で
・
気
づ

い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
、
約
一
時
間
の
法
話

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
法
話
後
、
お
よ
そ

三
十
名
ほ
ど
の
参
加
者

は
、
布
教
師
さ
ん
を
囲

ん
で
の
和
や
か
な
懇
親

会
と
な
り
、
心
も
身
も

豊
か
な
時
間
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 
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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
○
㎝
）×

三
尺
（
九
○
㎝
） 

【
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
。
） 

能
登
半
島
地
震
の 

義
援
金
を
お
送
り
し
ま
し
た
。 

 

春
彼
岸
法
要
の
受
付
脇
に
、
能
登
半
島
地

震
義
援
金
受
付
を
設
け
ま
し
た
。
法
要
に
ご

参
加
の
方
々
の
義
援
金
が
、
六
千
四
百
十
五

円
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

早
速
、
日
本
赤
十
字
社
を
通
し
て
、
能
登

半
島
地
震
の
義
援
金
と
し
て
寄
付
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

づ
い
て
」
の
法
話
を
わ
か
り
や
す
く

お
解
き
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
中
で
、
誰
も
が
感
銘
を
受
け

て
、
「
気
づ
き
」
の
実
体
験
と
な
っ

た
詩
を
ご
紹
介
し
て
、
法
話
会
の
開

催
御
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 

 

花
は
枝
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ 

 

枝
は
幹
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ 

 

幹
は
根
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る 

 
土
に
か
く
れ
る
根
は
見
え
な
い 

 

外
か
ら
は
何
も
見
え
な
い 

 

咲
い
た
花
を
見
て
喜
ぶ
な
ら
ば 

 

育
て
た
根
も
と
の
恩
を
知
れ 

 

藤
野
良
典
師
（
浄
土
宗
僧
侶
） 

  

 

本
山
の
布
教
師
さ
ん
が
来
る
と
い
う
の
で
、
少
し

緊
張
し
た
面
持
ち
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、
お
席
は
イ
ス
で
す
し
、
程
よ
く
暖
房
の
効
い
た

本
堂
は
、
ゆ
っ
た
り
と
法
話
を
聞
く
の
に
最
適
で
し

た
。
毎
年
三
月
二
十
二
日
が
ほ
ぼ
定
例
の
日
で
す
の

で
、
来
年
は
ぜ
ひ
お
出
掛
け
し
て
み
て
下
さ
い
。 



圓福寺報                                第８7号 

20 

お
点
前
を
す
る
副
住
職 

 

茶
禅
会
初
釜 

 
 

 

兼

副
住
職
就
任
お
茶
会
に
参
加
し
て 

奥
山 

幸
代
さ
ん 

 

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
、
初
め

て
の
お
茶
会
に
参
加
し
ま
し
た
。 

 

待
合
で
身
支
度
を
整
え
、
お
湯
を

頂
い
た
後
、
腰
掛
待
合
へ
和
尚
さ
ん

と
進
む
。 

 

ご
亭
主
（
茶
会
の
主
催
者
の
こ

と
。
今
回
は
新
命
さ
ん
）
の
迎
え
を

受
け
、
蹲
（
つ
く
ば
い
）
で
手
を
清

め
、
に
じ
り
口
へ
進
み
ま
す
。
（
上

手
に
、
あ
の
狭
い
入
口
か
ら
入
れ
る

の
か
と
心
配
に
な
り
ま
し
た
。
） 

 
席
入
り
す
る
と
、
新
命
さ
ん
の
炭

手
前
（
す
み
で
ま
え
）
が
始
ま
り
、

い
ろ
い
ろ
な
形
の
炭
を
置
き
、
最
後

に
香
を
炉
中
で
焚
き
ま
し
た
。 

 

香
合
（
こ
う
ご
う
）
の
拝
見
で

は
、
亭
主
と
正
客(
し
ょ
う
き
ゃ
く
。

主
賓
の
こ
と
で
、
今
回
は
和
尚
さ
ん)

そ
し
て
、
小
林
先
生
を
交
え
て
、
香

合
の
染
付
か
ら
、
四
国
遍
路
の
染
付

タ
イ
ル
の
お
風
呂
へ
と
、
話
題
が
つ

な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
煮
物
椀
が
運
ば
れ
汁
椀

の
蓋
を
開
け
て
び
っ
く
り
！
な
ん

と
、
お
碗
の
中
の
景
色
が
素
晴
ら
し

い
の
で
す
。(

初
め
て
の
茶
事
、
一
番

の
感
激
で
し
た
。)

先
生
と
新
命
さ
ん

の
手
作
り
と
伺
っ
て
、
二
度
び
っ
く

り
し
ま
し
た
。
そ
の
間
は
、
釜
の
松

風
（
鉄
釜
で
お
湯
の
沸
く
音
）
を
聴

き
な
が
ら
、
幸
せ
に
満
ち
た
心
持
ち

に
な
り
ま
し
た
。 

 

膳
が
下
が
る
と
、

お
菓
子(

花
び
ら
餅)

が
運
ば
れ
、
い
よ
い

よ
、
濃
茶
点
前
（
こ

い
ち
ゃ
で
ま
え
）
で

す
。
お
茶
の
稽
古
を

博
多
聖
福
寺
芙
蓉
庵
老
大
師
「
一
期
一
会
」 
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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 

始
め
て
か
ら
の
私
は
、
濃
茶
が
大
好

き
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
お
干
菓
子
（
今
年
は
辰

年
、
お
正
月
に
ち
な
ん
だ
色
々
な

形
）
が
運
ば
れ
、
薄
茶
手
前
（
う
す

ち
ゃ
で
ま
え
）
へ
と
移
り
ま
し
た
。

先
生
か
ら
『
薄
茶
の
間
は
、
く
つ
ろ

い
で
、
和
や
か
に
』
と
、
お
話
が
あ

り
、
掛
け
軸
や
お
花
、
故
尚
美
先
生

の
思
い
出
話
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
話

題
が
広
が
り
、
和
敬
静
寂
の
精
神
の

一
端
に
触
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し

た
。 

 

茶
事
が
終
わ
り
、
再
び
に
じ
り
口

か
ら
出
ま
す
。
こ
れ
が
入
る
と
き
よ

り
も
大
変
そ
う
に
見
え
ま
し
た
が
、

無
事
ク
リ
ア
。
一
礼
の
後
、
待
合
に

戻
り
、
す
べ
て
が
終
了
し
て
ホ
ッ
と

し
ま
し
た
。
一
期
一
会
の
貴
重
な
体

験

を

さ

せ

て

い

た

だ

き
、
皆

様

に

感

謝

で

す
。 

（
追
記
） 

以
前
の
お
稽
古
場
の
本
棚
に
置
か
れ
て
い

た
漫
画
本
「
へ
う
げ
も
の
」
（
山
田
芳
裕
）

は
、
私
を
お
茶
か
ら
歴
史
（
ち
ょ
っ
と
大
袈

裟
）
へ
と
、
先
輩
方
の
着
物
姿
は
、
着
物
教

室
へ
と
、
関
心
を
持
た
せ
て
く
れ
る
も
の
で

あ
り
ま
し
た
。 

茶
禅
会
は
、
お
茶
の
稽
古
を
通
し
て
皆
様

の
人
生
を
、
よ
り
豊
か
に
し
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。 

 

新
命
さ
ん
が
、
お
茶
を
始
め
て
一

年
余
り
で
亭
主
を
務
め
ら
れ
た
こ
と

は
流
石
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
圓
福
寺
の
幼
稚
園
の
園
児

さ
ん
た
ち
も
、
お
茶
を
た
し
な
み
素

敵
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

私
は
、
寺
報
の
茶
禅
会
の
ご
案
内

に
誘
わ
れ
て
、
ウ
ン
十
の
手
習
い
で

お
茶
の
稽
古
を
始
め
ま
し
た
。
中
断

を
含
め
年
数
は
長
い
の
で
す
が
、
お

手
前
は
、
ま
だ
ま
だ
で
す
。
私
一
人

で
は
未
だ
に
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
ず
、

先
生
の
手
順
の
お
声
に
頼
っ
て
い
る

次
第
で
す
。 

 
お
菓
子
と
お
話
（
お
し
ゃ
べ
り
）

を
楽
し
む
ば
か
り
で
、
月
二
回
の
稽

古
を
、
キ
ョ
ウ
イ
ク
（
今
日
、
行
く

と
こ
ろ
が
あ
る
）
と
、
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ

（
今
日
、
用
事
が
あ
る
）
を
兼
ね
て

続
け
て
い
ま
す
。 

 

皆
様
も
是
非
、
お
寺
で
お
茶
（
本

格
的
茶
室
で
）
始
め
て
み
ま
せ
ん

か
？
！ 
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