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謹
賀
新
年

　

旧
年
中
は
、
格
別
の
ご
厚
情

を
賜
り
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
も
皆
様
の
ご
多
幸
と
被

災
地
復
興
を
心
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　　

さ
て
、
新
年
を
迎
え
ま
し
た

が
、
日
本
に
は
二
つ
の
正
月
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
太
陽
暦

と
太
陰
暦
の
正
月
で
す
。　
　

　

古
来
よ
り
日
本
の
暦
は
、
月

の
動
き
を
主
と
し
て
太
陽
の
リ

ズ
ム
を
含
ん
だ
太
陰
暦
（
旧
暦

=

月
暦
）
で
し
た
。
し
か
し
、

明
治
六
年
よ
り
太
陽
暦
（
新
暦
）

が
採
用
さ
れ
、
太
陰
暦
が
今
忘

れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

太
陰
暦
は
、
祭
祀
や
農
耕
の

諸
行
事
が
天
候
や
自
然
と
生
活

に
密
接
な
関
係
で
し
た
。
し
か

し
、
古
来
よ
り
営
ま
れ
て
い
た

行
事
を
太
陽
暦
の
中
に
置
き
換

え
る
こ
と
は
行
事
の
真
実
味
を

欠
き
、
様
々
な
混
乱
が
起
き
、

伝
統
文
化
や
祭
祀
の
衰
退
、
地

域
社
会
の
崩
壊
に
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。　

　

例
え
ば
、
太
陽
暦
の
正
月
を

迎
え
「
迎
春
」
と
い
い
な
が
ら

春
を
感
じ
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
太
陰
暦
の
正
月
に
は
春
を

感

じ

始

め

ま

す

。
　

　

　

二
十
四
節
気
が
季
節
の
節
目

で
あ
る
よ
う
に
、
先
人
た
ち
は
、

太
陰
暦
の
月
を
中
心
に
農
耕
を

営
み
、
祭
り
ご
と
が
行
な
わ
れ

生
活
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。　

　

「
一
日
」
と
い
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
太
陰
暦
の
「
朔
日
」

か
ら
き
た
言
葉
で
す
。
月
が
立

つ
日
が
新
月
の
朔
日
で
一
日

な
の
で
す
。
朔
日
（
一
日
）

か
ら
月
の
再
生
が
始
ま
り
、
少

し
ず
つ
月
が
私
た
ち
に
姿
を
見

せ
、
三
日
月
か
ら
、
や
が
て
満

月
に
な
り
、
そ
し
て
少
し
ず
つ

私
た
ち
か
ら
姿
を
消
し
て
い
き
、

晦
日
（
毎
月
の
最
終
日
）
に
な

り
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
ま
す
。

月
は
毎
月
平
均
二
十
九
・
五
日

か
け
て
地
球
を
一
周
し
ま
す
。

　

元
旦
に
、
新
し
く
汲
む
水
を

「
若
水
」
と
い
い
ま
す
。
若

返
り
の
水
を
意
味
し
ま
す
。
東

大
寺
の
お
水
取
り
が
有
名
な
よ

う
に
、
新
年
に
新
し
い
水
を
汲

ん
で
祝
う
行
事
は
全
国
に
残
っ

て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
若
水
を
汲
ん
で
湯
を
わ

か
す
こ
と
を
「
福
沸
か
し
」

と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
神
前
に

供
え
た
餅
を
七
日
粥
や
十
五
日

粥
、
あ
る
い
は
雑
煮
な
ど
に
入

れ
て
食
べ
る
こ
と
も
福
沸
か
し

と
い
い
ま
す
。
水
道
水
で
あ
っ

て
も
、
元
日
の
朝
に
湯
を
沸
か

す
と
き
く
ら
い
は
、
「
福
沸
か

し
」
と
い
い
生
命
の
水
の
恵
み

げ
い
し
ゅ
ん

ふ
く
わ

み
そ
かわ

か
み
ず

に
思
い
を
よ
せ
た
い
も
の
で
す
。

「
兎
、
兎
な
に
み
て
跳
ね
る
十

五
夜
お
月
さ
ん
見
て
跳
ね
る
」

そ
ん
な
歌
を
子
供
の
頃
口
ず
さ

み
、
月
の
う
す
ぐ
ら
い
影
は

「
月
の
中
で
兎
が
餅
を
つ
い
て

い
る
姿
だ
よ
」
と
教
え
ら
れ
た

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。　

　

仏
教
説
話
の
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』

に
由
来
し
て
『
今
昔
物
語
集
』

巻
五
に
『
月
の
兎
』
の
物
語
が

あ

り

ま

す

。　

　

　

　

　

　

昔
、
兎
と
狐
と
猿
の
三
匹
が

ま
こ
と
の
信
心
か
ら
菩
薩
道
を

修
行
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を

見
た
帝
釈
天
が
、
彼
ら
の
本

心
を
試
す
た
め
老
人
に
化
け
ま

し

た

。　

　

　

　

　

　

　

　

三
匹
は
、
そ
の
老
人
に
出
会

い
ま
す
。
老
人
は
「
お
腹
が
す

い
て
動
け
な
い
の
で
、
何
か
食

べ
物
を
恵
ん
で
下
さ
い
。
」
と

言
い
ま
す
。
三
匹
は
老
人
の
た

め
に
食
べ
物
を
集
め
に
出
か
け

ま
し
た
。
猿
は
木
の
実
を
取
り
、

狐
は
川
原
か
ら
魚
を
く
わ
え
老

人
に
捧
げ
ま
し
た
。
し
か
し
、

兎
は
頑
張
っ
た
が
何
も
持
っ
て

く
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し

た

。
　

　

　

　

　

　

　

　

老
人
は
何
も
持
っ
て
こ
な
い

兎
を
見
る
と
「
お
前
は
他
の
二

匹
と
心
が
違
う
な
」
と
言
い
ま

し
た
。
す
る
と
、
兎
は
、
猿
に

柴
を
刈
っ
て
き
て
く
れ
、
狐
に

そ
れ
を
焚
い
て
く
れ
と
頼
み
ま

し
た
。
兎
は
「
ど
う
ぞ
私
を
食

べ
て
下
さ
い
」
と
言
い
、
燃
え

る
火
の
中
に
身
を
投
じ
老
人
に

捧
げ
ま
し
た
。
も
と
の
姿
に
戻
っ

た
帝
釈
天
は
、
そ
ん
な
兎
を

哀
れ
み
、
兎
を
月
の
中
に
移
し

て
ま
つ
り
ま
し
た
。　
　
　
　

　

兎
の
捨
て
身
の
行
為
が
、
慈

悲
行
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

先
人
た
ち
の
生
活
に
月
は
深

い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

　

現
代
に
お
い
て
、
全
て
太
陰

暦
で
営
む
こ
と
は
困
難
で
す
が
、

太
陰
暦
か
ら
、
先
人
の
智
慧
を

学
び
社
会
や
人
生
に
活
か
せ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
現
代
人

が
忘
れ
か
け
た
豊
か
な
人
生
の

送
り
方
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う

に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。　
　

　

本
年
の
旧
暦
正
月
は
、
新
暦

二
月
十
九
日
（
木
）
で
す
。

一
緒
に
御
祝
い
致
し
ま
し
ょ

う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
い
た
ち

つ
い
た
ち

つ
い
た
ち

つ
い
た
ち

つ
い
た
ち

ふ
く
わふ

く
わ

お

月

様

を

拝

む

た
い
し
ゃ
く
て
ん

た
い
し
ゃ
く
て
ん
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の
迎
え
方
を
し
ま
し
た
。
月
の
出

前
か
ら
待
っ
て
姿
を
現
わ
す
月
を

拝
む
と
い
っ
た
心
持
の
、
月
が
主

役
の
時
間
の
こ
と
で
す
。 

 

日
の
出
や
日
の
入
り
で
は
皆
さ

ん
体
験
が
お
あ
り
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
月
待
ち
と
い
う
こ
と
ば
は

ほ
と
ん
ど
の
方
が
ご
存
じ
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
歴
史
を

さ
か
の
ぼ
る
と
、
日
本
人
で
こ
の

体
験
の
な
い
人
は
い
な
い
と
い
え

る
よ
う
な
普
通
の
風
習
で
し
た
。

信
仰
的
な
意
味
が
あ
っ
た
風
習
で

し
た
が
、
今
回
は
月
待
ち
の
楽
し

さ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
綴
っ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

地
平
（
水
平
）
で
迎
え
る
月
は
、

ま
ず
色
が
楽
し
み
で
す
。
赤
に
金

が
入
っ
た
よ
う
な
独
特
の
色
合
い

で
出
て
く
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
、

私
は
と
く
に
そ
の
美
し
さ
が
好
き

で
す
が
、
上
が
る
に
つ
れ
て
だ
い

だ
い
や
黄
色
に
、
そ
し
て
最
後
は

白
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
の
妙
は
、
短
時
間
し
か
見

て
い
ら
れ
な
い
太
陽
と
は
比
較
に

な
り
ま
せ
ん
。
大
き
さ
や
速
さ
も

そ
う
で
す
。
大
気
の
状
態
な
ど
に

よ
っ
て
巨
大
な
月
に
ビ
ッ
ク
リ
す

る
こ
と
が
あ
り
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ

と
動
い
て
い
く
速
度
も
す
ご
い
も

の
で
す
（
月
の
時
速
は
三
千
キ
ロ
）
。

 

月
齢
に
よ
っ
て
当
然
月
の
形
が

違
い
ま
す
。
二
十
三
夜
な
ど
は
半

月
ほ
ど
の
下
弦
の
月
で
真
夜
中
に

出
て
き
ま
す
。
昨
年
こ
の
月
を
見

よ
う
と
大
勢
で
月
待
ち
を
し
た
と

き
は
、
左
上
側
の
尖
っ
た
一
点
だ

け
が
山
端
か
ら
ピ
カ
っ
と
現
わ
れ
、

み
ん
な
を
驚
か
せ
た
も
の
で
す
。

 

こ
の
よ
う
に
月
待
ち
は
一
回
一

回
違
う
月
と
の
出
会
い
を
楽
し
ま

せ
ま
す
。
人
び
と
と
待
っ
て
い
る

と
き
何
よ
り
楽
し
い
の
は
、
そ
の

に
ぎ
や
か
さ
。
晴
れ
な
の
に
地
平

に
雲
が
横
た
わ
っ
て
な
か
な
か
月

を
確
認
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
う

な
場
面
が
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
そ

ん
な
と
き
は
、
あ
れ
が
月
で
は
な

い
か
、
と
か
、
い
や
あ
っ
ち
が
そ

う
だ
、
と
か
、
と
に
か
く
ワ
イ
ワ

イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
な
の
で
す
。
そ
れ
が

 

甲
午
の
年
の
２
０
１
４
年
は
名

月
が
三
回
あ
っ
た
特
別
な
年
で
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
「
中
秋
の
名
月
」

（
西
暦
９
月
８
日
）
、
「
十
三
夜
」

（
１
０
月
６
日
）
、
「
後
の
十
三

夜
」
（
１
１
月
５
日
）
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
す
が
、
中
秋
の
名
月
は

お
寺
で
も
催
し
が
営
ま
れ
た
と
の

こ
と
、
ご
住
職
の
歓
び
に
満
ち
た

ご
報
告
に
接
し
、
感
動
を
共
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 
 
 
 
 
 
 
 

 

三
回
も
名
月
が
あ
る
機
会
は
生

き
て
い
る
間
は
も
う
な
い
も
の
と

心
し
て
観
月
に
臨
み
、
幸
い
三
夜

共
に
月
夜
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
と

く
に
、
中
秋
の
名
月
と
１
７
１
年

ぶ
り
の
機
会
と
な
っ
た
後
の
十
三

夜
は
、
大
勢
の
人
び
と
と
共
に

「
月
待
ち
」
と
い
う
伝
統
的
な
月

h t t p : / / t s u k i g o y o m i . j p

「
月
待
ち
」
の
楽
し
さ

ま
た
月
を
待
ち
望
む
精
神
の
高
揚

を
も
た
ら
し
ま
す
。
中
秋
の
と
き

も
そ
ん
な
月
待
ち
で
し
た
が
、
二
、

三
人
だ
け
が
見
え
た
と
い
い
、
全

員
は
確
認
で
き
な
い
ま
ま
で
し
た
。

し
か
し
、
目
の
い
い
カ
メ
ラ
は
し
っ

か
り
丸
い
月
を
捉
え
て
い
た
の
で

し
た
・
・
。 

 
 

（
文 

志
賀
勝
）

※

念
願
だ
っ
た
志
賀
勝
先
生
の
講
演

を
八
月
に
開
催
す
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
（
６
頁
）
志
賀
先
生
素
晴
ら
し

い
を
お
話
し
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
（
住
職
）

◎
「
月
と
季
節
の
暦
」

カ
レ
ン
ダ
ー
発
売
中
で
す
！

月
か
ら
季
節
を
学
ん
で
み
ま

せ
ん
か
？

◎
是
非
、
下
記
サ
イ
ト
ご
覧

下
さ
い
。
月
の
面
白
さ
、
暦

の
大
切
さ
が
満
載
で
す
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氏
に
教
え
て
頂
く
事
ば
か
り

で
す
。
少
林
寺
の
植
木
は
皆

の
思
い
出
が
込
め
ら
れ
た
草

木
で
す
。

　

あ
る
時
、
こ
ん
な
話
を
し

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

「
髙
本
さ
ん
、
上
手
に
木
を

伐
ら
れ
ま
す
け
ど
、
コ
ツ
が

あ
る
の
で
す
か
？
」

「
和
尚
さ
ん
、
そ
ん
な
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
」

と
謙
遜
さ
れ
る
髙
本
氏
。
き
っ

と
、
長
年
植
木
と
向
き
合
っ

て
培
わ
れ
て
こ
ら
れ
た
ご
経

験
で
、
自
然
に
身
体
が
動
か

れ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

髙
本
氏
は
、
現
在
満
八
十

六
歳
の
現
役
で
す
。
今
は
、

御
子
息
と
森
和
昭
氏
夫
婦
の

四
人
で
作
業
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

作
業
後
は
、
「
私
も
年
じ
ゃ

か
ら
な
。
段
々
頭
も
脚
も
動

か
ん
よ
う
に
な
っ
た
。
元
気

だ
っ
た
ら
ま
た
来
さ
し
て
下

さ
い
。
（
合
掌
し
て
）
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と

言
わ
れ
ま
す
。

　

黙
々
と
作
業
さ
れ
る
お
姿

は
、
ま
る
で
庭
を
修
行
の
場

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

（
住
職
合
掌
）

　

円
宗
流
庭
園
・
髙
本
稔
氏

（
津
山
市
坪
井
下
）
は
、
戦

地

か

ら

帰

郷

し

た

戦

後

、

円

宗

流

不

老

園

・

杉

山

秋
治
郎
氏
に
師
事
し
、
庭
師

の
修
行
に
入
り
技
術
を
習
得

さ
れ
独
立
さ
れ
ま
す
。

　

髙
本
氏
は
、
六
十
年
余
り

少
林
寺
の
庭
師
と
し
て
ご
尽

力
頂
い
て
お
り
ま
す
。
少
林

寺
の
植
木
の
由
来
は
髙
本
氏

に
尋
ね
る
と
す
ぐ
わ
か
り
ま

す
。
「
こ
れ
は
、
元
々
○
○

さ
ん
の
家
に
あ
っ
た
の
を
こ

こ
に
植
え
た
ん
で
。
こ
こ
の

は
、
△
△
さ
ん
か
ら
貰
っ
て

植
え
た
ん
で
。
こ
っ
ち
の
は
、

石
段
へ
あ
っ
た
の
を
こ
こ
に

移
し
た
ん
で
。
」
迂
闊
に
伐

る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
髙
本

五
観
の
偈

ご

か

ん

の

げ

【
現
代
語
訳
】

一
、
こ
の
食
事
が
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
た
か
を
考
え
、
自
然

 
 
 
 

の
恵
み
と
多
く
の
人
々
の
働
き
を
思
い
感
謝
致
し
ま
す
。

二
、
自
分
の
行
い
が
、
尊
い
生
命
と
労
力
で
出
来
た
食
を
頂
く

 
 
 
 

に
価
す
る
も
の
で
あ
る
か
反
省
し
、
供
養
を
受
け
ま
す
。

三
、
心
を
清
浄
に
保
ち
、
誤
ま
っ
た
行
い
を
避
け
る
た
め
に
、

 
 
 
 

三
毒
で
あ
る
貪
（ 

貪
り
）
瞋
（
い
か
り
）
痴
（
お
ろ
か
）

 
 
 
 

の
三
つ
の
過
ち
を
持
た
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

四
、
ま
さ
に
、
食
は
良
き
薬
で
あ
り
、
身
体
を
養
い
、
健
康
を

 
 
 
 

得
る
た
め
に
頂
く
の
で
す
。

五
、
仏
の
道
を
実
践
す
る
た
め
に
、
こ
の
食
事
を
有
り
難
く
頂

 
 
 
 

戴
致
し
ま
す
。

ど

う

せ

ん　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

ぶ

ん

り

つ

ぎ

ょ

う

じ

し

ょ

う

　

唐
代
の
南
山
律
宗
開
祖
、
道
宣
が
著
し
た
『
四
分
律
行
事
鈔
』

中
の
観
文
を
宋
代
に
黄
庭
堅
が
僧
俗
の
た
め
約
し
た
も
の
。
曹

洞
宗
開
祖
道
元
禅
師
の
著
作
『
赴
粥
飯
法
』
に
引
用
さ
れ
広
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
現
在
も
禅
寺
で
は
、
食
前
に
五

観
の
偈
を
お
唱
え
し
ま
す
。
食
事
も
大
事
な
修
行
な
の
で
す
。

【
原
文
】

一
に
は
、
功
の
多
少
を
計
り
彼
の
来
処
を
量
る
。

二
に
は
、
己
が
徳
行
の
全
欠
を
忖
っ
て
供
に
応
ず
。

三
に
は
、
心
を
防
ぎ
過
を
離
る
る
こ
と
は
貪
等
を
宗
と
す
。

四
に
は
、
正
に
良
薬
を
事
と
す
る
は
形
枯
を
療
ぜ
ん
が
為
な
り
。

五
に
は
、
成
道
の
為
の
故
に
今
此
の
食
を
受
く
。

こ

う

て

い

け

ん

ど

う

げ

ん

ぜ

ん

じ
　

　

　

　

　

　

　

　

ふ

し

ゅ

く

は

ん

ぽ

う

ひ

と

つ
　

　

　

　

　

　

こ

う　

　

た

し

ょ

う　

　

は

か　

　

　

か　

　

 

ら

い

し

ょ　

　

は

か

ふ

た

つ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お

の

れ 
 

 

と

く

ぎ

ょ

う 
 

ぜ

ん

け

つ

（

と

）

は

か 
 

 
 

 
 

 

く 
 

 
 

 
 

お

う

み

つ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し

ん 
 

 
 

 

ふ

せ 
 

 
 

と

が 
 

 
 

は

な 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

と

ん

と

う 
 

 

し

ゅ

う

よ

つ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま

さ 
 

 
 

り

ょ

う

や

く 
 

こ

と 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぎ

ょ

う

こ 
 

 
 

 

り

ょ

う

い

つ

つ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

じ

ょ

う

ど

う 
 

た

め 
 

 
 

 

ゆ

え

 
 

 
 

い

ま

こ

の

 
 

 
 

じ

き

 
 

 
 

 

う 
た

め

と

ん 
 

 
 

 

む

さ

ぼ 
 

 
 

 
 

 
 

じ

ん 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ち

え

ん

し

ゅ

う

り

ゅ

う

て

い

え

ん　

　

た

か

も

と

み

の

る

え

ん

し

ゅ

う

り

ゅ

う

ふ

ろ

う

え

ん
　

　

　

す

ぎ

ま

あ

き

じ

ろ

う 檀
信
徒
を
訪
ね
て

●
ご
意
見
ご
感
想
、
次
回

の
少
林
寺
た
よ
り
「
澤
龍
」

投
稿
募
集
中
で
す
！

（
歴
史
・
俳
句
・
川
柳
・

短
歌
・
豆
知
識
・
活
動
等

ジ
ャ
ン
ル
は
問
い
ま
せ
ん
）

晃輝和尚のブログ「覚禅堂」
http://ameblo. jp/seiryo-koki/

少林寺ホームページ更新中
http://www.shorinzenji .com/

曹洞宗澤龍山少林寺フェイスブック
https://www.facebook.com/shorinzenji



第７号 　4

●

総

供

養
　

　

　

　

　

　

六
月
十
五
日
、
恒
例
の
ご
先

祖
様
の
供
養
会
を
開
催
。
こ
の

度
は
、
岩
屋
出
身
の
日
本
民
話

の
会
会
長
、
立
石
憲
利
氏
に

民
話
「
り
ゅ
う
く
れ
、
も
と
く

れ
」
「
ミ
ミ
ズ
は
何
故
干
か
ら

び
て
死
ぬ
の
か
」
「
か
え
る
ぼ
た

も
ち
」
「
も
も
た
ろ
う
」
「
こ
り

ぁ
な
ん
ぼ
な
ら
？
」
「
鳴
き
女
」

を
し
て
頂
き
ま
し
た
。
へ
ぇ
～
と

う
な
ず
く
人
、
笑
う
人
、
み
ん
な

で
楽
し
い
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

「
ミ
ミ
ズ
は
何
故
干
か
ら
び
て

死
ぬ
の
か
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

▼ 

昔
な
。

動
物
い
う
な

ぁ
な
。
何
で

も
自
由
に
も

の
を
食
べ
る

こ
と
が
出
来

た
ん
じ
ゃ
な
。
み
ん
な
で
も
美

味
い
も
ん
が
食
い
た
か
ろ
う
。

動
物
も
美
味
い
も
の
、
美
味
い

も
の
、
美
味
い
も
の
、
み
ん
な

食
べ
る
も
ん
じ
ゃ
か
ら
段
々
段

々
美
味
い
も
ん
が
少
の
う
な
っ

て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
動
物

平
成
二
十
六
年
　

　
主
な
行
事
報
告

同
士
が
食
べ
物
で
喧
嘩
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
。
▼

そ
れ
を
見
た
お
釈
迦
様
が
動
物

が
食
べ
物
で
喧
嘩
を
す
る
の
は

良
く
な
い
。
其
々
喧
嘩
を
し
な

よ
う
に
食
べ
物
を
決
め
て
や
る
。

今
度
の
休
み
の
日
に
お
釈
迦
さ

ん
の
前
に
集
ま
れ
。
そ
う
い
う

フ
レ
を
だ
し
た
ん
じ
ゃ
。
そ
の

日
に
な
っ
た
ら
、
動
物
が
み
ん

な
お
釈
迦
様
の
前
に
集
ま
っ
た
。

お
釈
迦
様
が
、
お
前
は
何
を
食

え
。
お
前
は
何
を
食
べ
。
次
か

ら
次
に
決
め
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ

な
。
▼
馬
が
行
く
と
、
あ
り
ゃ
。

お
前
は
大
き
な
体
を
し
と
る
の
。

お
前
の
よ
う
に
大
き
な
体
を
し

と
っ
た
ら
、
食
う
も
の
も
よ
う

け
い
る
か
ら
、
よ
う
け
い
あ
る

草
を
食
え
。
と
い
う
こ
と
で
、

馬
は
草
を
食
う
よ
う
に
な
っ
た

ん
じ
ゃ
な
。
▼
次
に
牛
が
行
っ

た
ら
、
あ
り
ゃ
。
お
前
も
馬
に

負
け
ん
程
の
大
き
な
体
を
し
と

る
の
。
お
前
も
食
う
も
の
が
よ

う
け
ぇ
い
る
じ
ゃ
ろ
う
か
ら
、

よ
う
け
ぇ
あ
る
草
を
食
え
。
だ

け
ど
馬
と
喧
嘩
を
し
た
ら
い
け

ん
か
ら
、
馬
は
草
の
上
の
方
を

食
え
。
（
馬
が
草
を
食
べ
る
の

を
見
ら
れ
た
事
が
あ
る
と
思
い

ま
す
け
ど
、
葉
っ
ぱ
で
と
っ
た

ら
葉
っ
ぱ
を
す
ご
く
よ
う
に
し

て
食
べ
て
い
る
。
牛
は
草
の
下

の
方
を
食
べ
る
。
硬
い
所
を
一

回
食
べ
て
胃
の
中
へ
入
れ
て
、

横
に
な
っ
て
も
う
一
回
口
の
中

へ
出
し
て
練
り
出
す
。
反
芻

動
物
は
そ
う
な
ん
で
す
。
）
そ

う
い
う
よ
う
に
決
め
た
ん
じ
ゃ

な
。
▼
そ
れ
か
ら
山
羊
が
行
く

と
、
お
前
は
牛
と
馬
に
比
べ
た

ら
体
が
こ
ま
い
か
ら
牛
や
馬
が

食
べ
た
残
り
の
根
っ
子
の
方
を

食
え
。
（
山
羊
が
食
べ
と
る
の

を
見
る
と
根
っ
子
の
方
を
本
当

に
さ
ら
え
る
よ
う
に
し
て
食
べ

る
）
そ
う
い
う
よ
う
に
次
か
ら

次
に
食
べ
物
を
決
め
て
い
っ
た

ん
じ
ゃ
。
▼
ミ
ミ
ズ
が
、
ふ
っ

と
眼
を
覚
ま
す
と
、
も
う
外
が

明
る
う
な
っ
と
る
。
あ
り
ゃ
。

も
う
こ
り
ゃ
夜
が
明
け
た
ぞ
。

今
か
ら
行
っ
た
ら
も
う
遅
れ
る

ぞ
。
外
に
出
た
ら
お
天
さ
ん
が

頭
の
上
に
昇
っ
と
る
。
こ
り
ゃ

い
け
ん
。
今
か
ら
行
っ
た
ら
食

べ
る
も
の
が
の
う
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
で
、
ミ
ミ
ズ
は

顔
も
洗
わ
ず
に
お
釈
迦
様
の
前

に
行
っ
た
ん
じ
ゃ
な
。
▼
お
釈

迦
様
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
ら
よ

う
け
い
こ
と
動
物
が
並
ん
ど
っ

た
か
ら
、
一
番
後
ろ
に
並
ん
ど
っ

た
。
じ
ゃ
け
ど
一
番
後
ろ
じ
ゃ
っ

た
ら
食
べ
る
も
の
が
の
う
な
っ

て
し
ま
わ
へ
ん
か
と
思
っ
て
、

判
ら
ん
よ
う
に
そ
ー
と
列
を
割
っ

て
前
の
方
に
入
っ
て
知
ら
ん
顔

し
て
お
っ
た
ん
じ
ゃ
な
。
▼
し

ば
ら
く
し
た
ら
ミ
ミ
ズ
の
番
に

な
っ
た
。
お
釈
迦
さ
ん
、
お
釈

迦
さ
ん
、
私
は
ミ
ミ
ズ
で
す
け

ど
な
。
私
に
は
食
う
て
も
食
う

て
も
の
う
な
ら
ん
も
の
使
わ
さ

い
。
言
っ
た
ら
、
お
釈
迦
さ
ん

が
、
ミ
ミ
ズ
か
。
お
前
は
欲
張

り
じ
ゃ
の
う
。
じ
ゃ
け
ど
望
み

を
叶
え
て
や
ろ
う
。
食
う
て
も

食
う
て
も
の
う
な
ら
ん
も
の
を

や
ろ
う
。
お
前
は
泥
を
食
え
。

言
う
た
ん
じ
ゃ
な
。
▼
そ
う
し

た
ら
ミ
ミ
ズ
は
、
お
釈
迦
さ
ん
、

も
し
泥
が
の
う
な
り
そ
う
じ
ゃ
っ

た
ら
ど
う
し
た
ら
宜
し
い
で
し
ょ

う
か
？
お
前
は
欲
張
り
じ
ゃ
の

う
。
も
し
泥
が
な
く
な
る
と
思

う
た
ら
、
夏
の
土
用
の
最
中
に

道
の
上
に
出
て
お
天
道
様
に
聞

い
て
み
。
▼
そ
れ
か
ら
毎
日
ク

シ
ャ
ク
シ
ャ
ク
シ
ャ
ク
シ
ャ
泥

を
食
べ
る
。
だ
け
ど
、
も
う
泥

が
の
う
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

も
う
泥
が
の
う
な
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
。
心
配
で
心
配
で
し
ょ
う

が
な
い
。
▼
そ
う
じ
ゃ
、
お
釈

迦
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
っ

た
。
夏
の
土
用
の
最
中
に
道
の

上
に
出
て
、
お
天
道
様
聞
い
て

み
。
夏
の
土
用
が
来
る
の
を
待
っ

て
、
道
の
上
に
は
い
出
し
て
、

お
天
道
さ
ん
、
お
天
道
さ
ん
、

も
う
泥
が
の
う
な
り
そ
う
な
ん

で
す
が
、
次
は
何
を
食
う
た
ら

宜
し
い
で
し
ょ
う
か
。
▼
言
っ

た
ら
お
天
道
さ
ん
が
、
ミ
ミ
ズ

の
欲
張
り
め
！
お
前
の
様
な
も

の
は
干
か
ら
び
て
死
ん
で
し
ま

え
！
と
い
う
こ
と
で
干
か
ら
び

て
死
ん
で
る
ん
じ
ゃ
っ
て
。
干

か
ら
び
て
死
ん
で
い
る
ミ
ミ
ズ

は
欲
張
り
の
ミ
ミ
ズ
な
ん
じ
ゃ
っ

て
。　
　
　
　
　

昔
こ
っ
ぷ
り
。

そ

う

く

よ

う

た
て
い
し
の
り
と
し

は
ん
す
う



第７号 5

●

盂

蘭

盆

大

施

食

会　

　

　

八
月
十
八
日
、
毎
年
恒
例
の

法
話
と
お
盆
の
大
法
要
を
約
八

十
名
の
参
列
者
と
と
も
に
執
り

行
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　

　

法
話
は
、
源
福
寺
ご
住
職

小
谷
典
尚
師
（
倉
敷
市
真
備

町
）
が
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。
御

詠
歌
の
盂
蘭
盆
会
御
和
讃
の
解

説
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。　
　

《
盂
蘭
盆
会
御
和
讃
》

瞼
を
と
じ
れ
ば
在
り
し
日
の

面
影
浮
か
ぶ
み
ほ
と
け
を

法
悦
び
迎
え
し
盂
蘭
盆
会

い
の
ち
の
集
い
有
難
や

流
る
る
悠
久
の
歳
月
超
え
て

仏
法
に
目
覚
し
も
ろ
び
と
と

ご
先
祖
ま
つ
る
盂
蘭
盆
会

さ
さ
ぐ
誠
心
の
御
供
養

水
面
に
映
ゆ
る
灯
明
に

永
き
安
寧
願
い
こ
め

精
霊
送
る
盂
蘭
盆
会

尊
き
法
要
に
仏
道
を
知
る

《

解

説

》
　

　

　

　

　

　

瞼
を
と
じ
て
今
は
亡
き
人

の
面
影
を
偲
ぶ
と
、
あ
り
日
の

姿
や
声
が
思
い
出
さ
れ
す
ぐ
傍

に
い
る
よ
う
な
思
い
が
し
ま
す
。

ご
先
祖
様
は
私
の
命
の
源
で
す
。

私
に
尊
い
命
を
下
さ
っ
た
方
々

で
す
。
そ
の
有
り
難
さ
を
自
覚

し
、
命
の
集
い
で
あ
る
盂
蘭
盆

会
の
日
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来

た
ら
喜
び
で
一
杯
で
す
。　

　

お
釈
迦
様
の
教
え
は
悠
久
の

歳
月
の
流
れ
る
中
で
お
盆
行
事

と
な
り
、
ご
先
祖
様
が
そ
れ
ぞ

れ
お
勤
め
に
な
り
、
私
達
へ
と

受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
御
霊
祭
り
で
あ
る
と
と
も

に
、
私
達
が
貪
り
の
心
を
離
れ

る
行
い
の
供
養
で
も
あ
り
ま
す
。

ご
先
祖
様
に
報
恩
の
真
心
を
お

供
え
す
る
盂
蘭
盆
会
は
、
命
の

尊
さ
を
知
る
法
会
で
あ
り
、
ご

先
祖
様
か
ら
脈
々
と
続
く
永
遠

の
命
の
流
れ
に
目
覚
め
る
法
喜

な
の
で
す
。　
　
　
　
　
　

　

盂
蘭
盆
会
も
ア
ッ
と
い
う
間

に
過
ぎ
今
日
は
も
う
送
り
火
の

日
と
な
り
ま
し
た
。
夕
方
に
な

る
と
河
川
で
は
灯
籠
流
し
が
行

わ
れ
灯
籠
の
灯
が
水
面
を
明
る

く
照
ら
し
幻
想
的
な
雰
囲
気
を

か
も
し
出
し
ま
す
。
流
れ
ゆ
く

灯
籠
に
手
を
合
わ
せ
、
ご
先
祖

様
を
思
う
時
感
謝
の
気
持
ち
と

共
に
心
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
事
に

お
い
て
、
環
境
へ
の
配
慮
を
す

る
と
と
も
に
仲
良
い
暮
ら
し
を

お
誓
い
し
、
永
く
世
界
が
平
和

に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
願
わ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　

う

ら

ぼ

ん

だ

い

せ

じ

き

え

こ
た
に
て
ん
し
ょ
う

う

ら

ぼ

ん

え

ご

わ

さ

ん

ま
ぶ
た　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ　
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ね
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ま
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し

ま
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た



第７号 　6

●

禅

道

場

体

験　

　

　

　

　

八
月
二
十
一
日
、
第
三
回
禅

道
場
体
験
を
参
加
者
九
十
四
名

（
子
供
六
十
三
名
、
大
人
三

十

一

名

）

に

て

開

催

。　

　

読
経
、
坐
禅
、
法
話
、
月
の

お
話
し
、
素
麺
流
し
、
写
経
、

民
話
、
掃
除
。
一
日
修
行
致
し

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

民話の語り「いろりばた」

月のお話し：講師 志賀勝 氏



第７号 7

●
特
派
布
教
講
習
会

　

人
権
学
習
、
教
区
総
会

　

十
月
三
日
、
長
安
寺
（
津
山

市
西
寺
町
）
で
東
泉
寺
ご
住
職

関
水
俊
道
老
師
（
横
浜
市
）
が

「
布
施
は
人
々
を
救
済
す
る
こ

と
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
と

長
生
き
を
す
る
。
ス
ト
レ
ス
は

寿
命
を
縮
め
る
。
人
に
親
切
に

し
て
あ
げ
る
と
相
手
が
喜
ん
で

く
れ
、
自
分
も
幸
せ
に
な
れ
る
。
」

と
法
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
参
加

者
は
、
河
原
静
嘉
氏
、
出
平
俊

治
氏
、
住
職
の
三
名
。

●
禅
を
き
く
会

　

十
一
月
二
十
六
日
、
講
演

『
自
然
と
環
境
』
講
師
、
武
田

邦
彦
先
生
（
中
部
大
学
特
任
教

授
）
「
水
力
（
ダ
ム
）
は
、
河

川
を
駄
目
に
し
た
。
風
力
は
、

風
を
止
め
、
鳥
が
跳
べ
な
く
な

り
、
山
に
風
が
あ
た
ら
な
く
な
っ

た
。
太
陽
光
は
、
草
木
が
な
く

な
り
虫
達
が
住
め
な
く
な
る
。

多
く
の
人
は
目
先
の
事
に
惑
わ

さ
れ
て
い
る
。
長
い
年
月
で
地

球
環
境
を
考
え
て
欲
し
い
」
と

科
学
的
根
拠
か
ら
話
さ
れ
ま
し

た
。
参
加
者
は
、
福
島
鎭
夫
氏
、

河
原
静
嘉
氏
、
片
山
勇
氏
、

高
柳
泰
雄
氏
、
楽
万
真
一
氏
、

小
福
田
茂
利
氏
、
住
職
の
七
名
。

●
婦
人
会
清
掃
活
動

　

清
掃
活
動
を
中
北
上
地
区

（
六
月
十
五
日
）
、
中
北
下
地

区
（
八
月
十
七
日
）
、
坪
井
上

地
区
（
十
二
月
二
十
一
日
）

　

次
の
方
に
法
要
接
客
係
を
ご

奉
仕
頂
き
ま
し
た
。

『
総
供
養
』　

 

國
米 

貞
子 

 
 

様
（
多
田
）　

 

國
米 

由
美
子 

様
（
三
成
）

『
盂
蘭
盆
大
施
食
会
』

 

奥 

由
起
枝 

 
 
 
 

様
（
政
友
）

 

小
福
田 

由
美
子 

様
（
原
）

 

小
福
田 

佐
知
恵 

様
（
安
清
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●
家
族
が
増
え
ま
し
た

　

昨
年
十
一
月
、
縁
あ
っ
て
一

匹
の
犬
が
加
わ
り
ま
し
た
。

禅
（
ぜ
ん
）
と
い
い
ま
す
。

皆
様
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

●
お
月
見
坐
禅
会

 

「
中
秋
の
名
月
」
九
月
八
日

の
十
九
時
半
よ
り
、
「
お
月
見

坐
禅
会
」
坐
禅
、
民
話
（
田
村

洋
子
氏
）
、
お
月
見
を
参
加
者

四
十
名
（
子
供
二
十
一
名
、
大

人
十
九
名
）
に
て
開
催
致
し
ま

し
た
。

　

子
供
た
ち
と
作
っ
た
お
団
子
、

す
す
き
、
御
神
酒
を
お
月
様
に

御
供
え
致
し
ま
し
た
。

　

静
寂
な
月
の
明
か
り
に
照
ら

さ
れ
て
、
み
ん
な
背
筋
を
伸
ば

し
、
呼
吸
を
整
え
、
心
を
静
め

暫
く
の
坐
禅
。
そ
の
後
、
民
話

を
楽
し
み
、
御
供
え
物
を
頂
き
、

み
ん
な
で
と
て
も
贅
沢
な
時
間

を
共
有
し
、
お
月
様
の
お
陰
を

頂
き
ま
し
た
。
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