
去
る
十
一
月
十
六
日
、歓
喜
寺
様
を
会
場
に

お
借
り
し
、第
二
十
七
回
「
随
聞
会
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

講
師
に
は
第
四
教
区
長
禅
寺
住
職
・金
子
宗

元
師
を
お
迎
え
し
「
正
法
眼
蔵
」
袈
裟
功
徳
と

い
う
演
題
で
ご
講
義
を
頂
き
ま
し
た
。
翌
十
七

日
は
会
場
を
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
秋
田
に
移
動
し
、

引
き
続
き
講
義
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

「
随
聞
会
」
に
よ
せ
て

長
禅
寺
住
職

博
士（
佛
教
學
）

金

子

宗

元

こ
の
度
、「
随
聞
会
」
と
い
う
ご
縁
を
頂
戴
し
、

私
自
身
改
め
て
『正
法
眼
蔵
』「
袈
裟
功
徳
」
巻

を
紐
解
き
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
、仏
教
に
つ
い
て
講

義
を
行
う
場
合
、教
理
教
学
を
中
心
に
お
話
し

さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
多
か
っ
た
私
に
と
っ
て
、ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
学
者
的
な
立
場
で
『正
法
眼
蔵
』

を
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
り
ま
す

が
、今
回
は
、私
自
身
の
曹
洞
宗
僧
侶
と
し
て
の

信
仰
を
試
さ
れ
る
か
の
思
い
で
、皆
様
の
前
に
立

た
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

と
い
い
ま
す
の
も
、今
回
、題
材
と
さ
れ
ま
し
た

『正
法
眼
蔵
』「
袈
裟
功
徳
」
巻
は
、道
元
禅
師
の

独
自
の
仏
教
解
釈
が
哲
学
的
に
展
開
さ
れ
て
い

く
他
の
『正
法
眼
蔵
』の
巻
々
と
は
、明
ら
か
に
異

な
り
、道
元
禅
師
御
自
身
の
袈
裟
に
対
す
る
御

信
仰
、更
に
は
仏
教
観
が
吐
露
さ
れ
た
巻
で
あ
っ

て
、必
然
的
に
、こ
の
巻
を
紐
解
く
道
元
禅
師
の

法
孫
た
る
我
々
に
と
っ
て
は
、こ
の
巻
に
説
示
さ
れ

る
言
葉
を
ど
の
様
に
各
自
の
中
で
受
け
止
め
、如

何
な
る
決
意
で
袈
裟
を
著
用
し
て
い
く
の
か
を
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講師・金子宗元師にご講義をいただく

お
り
ま
す
。そ
し
て
さ
ら
に
宿
善
に
よ
り
お
袈
裟

を
頂
戴
で
き
た
と
の
べ
ら
れ
、宿
善
の
な
き
も
の
は
、

一
生
二
生
乃
至
は
無
量
生
を
経
歴
し
た
と
し
て

も
、袈
裟
を
見
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
袈
裟
を
か
け

る
こ
と
も
な
い
し
、着
る
こ
と
も
な
い
。
賢
い
と
か

愚
か
と
か
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
た
だ
た
だ
宿
善

に
よ
る
も
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
お
袈

裟
は
諸
仏
の
尊
重
し
帰
依
し
ま
し
ま
す
と
こ
ろ

で
、仏
身
で
あ
り
、仏
心
で
あ
る
。解
脱
服
、福
田

衣
、忍
辱
衣
、大
慈
大
悲
衣
と
し
て
頂
戴
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
道
元
禅
師
に
と
っ
て
お
袈
裟
は
仏
法

そ
の
も
の
で
あ
り
如
来
世
尊
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
、我
々
は
改
め
て
師
匠
か
ら
頂
い
た
お
袈
裟

を
前
に
し
て
、道
元
禅
師
の
御
心
に
少
し
で
も
近

づ
き
、も
う
一
度
仏
道
を
行
じ
て
い
く
大
切
さ
を

感
じ
取
り
、「
仏
祖
の
行
履
に
随
う
べ
し
」
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

第
十
三
教
区

洞
泉
寺

小

嶋

良

晃

坊
主
憎
け
り
ゃ
袈
裟
ま
で
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

お
袈
裟
は
僧
侶
に
と
っ
て
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。随

聞
会
で
は
こ
の
「
お
袈
裟
」
に
つ
い
て
講
演
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

私
た
ち
僧
侶
が
普
段
袈
裟
を
着
け
る
場
面

と
い
う
の
は
、そ
れ
は
日
々
の
勤
行
の
場
で
あ
り
、

法
事
や
葬
式
な
ど
の
法
要
の
場
で
あ
り
、ま
た
僧

侶
と
し
て
立
ち
会
う
公
共
の
場
で
あ
る
。講
演
を

受
け
私
が
ま
ず
感
じ
た
の
は
、袈
裟
を
日
頃
か
ら

身
に
付
け
て
い
る
の
に
関
わ
ら
ず
、自
分
は
袈
裟

の
こ
と
を
あ
ま
り
意
識
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
。

講
演
の
中
で
袈
裟
の
起
源
を
知
り
、歴
史
を

知
り
、袈
裟
に
関
し
て
の
理
解
を
深
め
て
い
く
こ

と
で
、改
め
て
そ
の
大
切
さ
を
知
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。思
い
返
す
と
、得
度
し
て
僧
侶
と
な
り
、

法
戦
式
で
問
答
を
交
わ
し
、修
行
道
場
で
座
禅

を
組
み
、現
在
に
至
る
過
程
で
、袈
裟
は
僧
侶
と

し
て
の
自
分
に
よ
り
身
近
な
も
の
へ
と
な
っ
て
き
た

と
感
じ
ま
す
。

ま
た
本
講
演
に
お
い
て
の
金
子
老
師
の
お
話

は
大
変
理
解
し
易
く
、連
綿
と
受
け
継
が
れ
て

き
た
袈
裟
の
有
り
様
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
貴

重
な
時
間
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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問
い
糺
す
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
実
際
に
私
は
、昨
年
度
ま
た
一
昨
年
度
と
、

曹
洞
宗
が
フ
ラ
ン
ス
禅
道
尼
苑
に
開
単
し
た
宗

立
専
門
僧
堂
に
於
い
て
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
か
ら
、

自
ら
把
針
し
た
袈
裟
を
搭
け
た
掛
搭
僧
達
を

目
の
当
た
り
に
し
、彼
ら
の
志
と
そ
の
姿
に
感
銘

を
受
け
た
経
験
も
あ
り
、思
い
起
こ
す
度
に
、既

製
の
袈
裟
を
搭
け
る
自
分
自
身
が
恥
ず
か
し
く

思
わ
れ
る
程
で
も
あ
り
ま
す
。

講
義
で
は
、「
袈
裟
功
徳
」
巻
を
読
む
に
あ
た
っ

て
の
予
備
的
学
習
と
し
て
、イ
ン
ド
仏
教
教
団
に

お
け
る
袈
裟
に
関
し
て
の
概
説
と
、道
元
禅
師
が

「
袈
裟
功
徳
」
巻
を
著
述
さ
れ
た
御
意
図
に
関

し
て
確
認
し
ま
し
た
。抑
も
、仁
治
元
年（1

2
4
0

）

十
月
、宇
治
興
聖
寺
に
於
い
て
の
示
衆
に
基
づ
く

『
正
法
眼
蔵
』
「
伝
衣
」
巻
が
御
座
い
ま
す
が
、こ

れ
を
禅
師
御
自
身
が
修
訂
加
筆
さ
れ
た
も
の
が

「
袈
裟
功
徳
」
巻
で
あ
り
ま
す
。従
っ
て
、修
訂
加

筆
の
御
意
図
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、そ

し
て
、そ
の
作
業
が
為
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
時

期
に
著
述
さ
れ
た
十
二
巻
本
『正
法
眼
蔵
』の
説

相
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
お
話
し
た
つ
も
り
で
す
。

ま
た
、「
袈
裟
功
徳
」
巻
を
読
み
進
め
る
作
業

と
し
て
は
、今
回
は
、明
石
会
長
の
ご
意
向
で
、参

加
者
に
は
水
野
弥
穂
子
先
生
の
著
作
「
『
正
法

眼
蔵
袈
裟
功
徳
』を
読
む
」（
大
法
輪
閣
刊
）が

配
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、基
本
的
に
翻
訳
は

水
野
先
生
の
御
訳
を
皆
様
は
参
照
出
来
る
状

態
で
あ
り
ま
し
た
。従
い
ま
し
て
私
か
ら
は
、先
生

の
御
本
の
中
で
充
分
に
解
説
さ
れ
て
い
な
い
部
分

や
、先
生
と
は
異
な
る
見
方
な
ど
も
紹
介
し
な

が
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、仏
教
思
想
史
や
曹
洞
宗
学
に

お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
柄
に
関
し
て
は
詳

し
く
解
説
を
加
え
、ま
た
、道
元
禅
師
に
よ
る
独

自
の
解
釈
や
、禅
師
の
他
の
著
述
の
中
で
の
言
及
、

更
に
は
、そ
れ
ら
を
一
般
檀
信
徒
に
対
す
る
教

化
の
現
場
で
援
用
す
る
際
の
留
意
点
な
ど
に
関

し
て
、資
料
を
作
成
配
付
し
、お
話
し
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

こ
の
『正
法
眼
蔵
』「
袈
裟
功
徳
」
巻
は
、我
々

に
対
し
て
、袈
裟
を
ど
の
様
に
、或
い
は
ど
の
様
な

袈
裟
を
、著
用
し
て
い
く
べ
き
か
、ま
た
、一
般
檀

信
徒
に
対
す
る
教
化
の
一
媒
体
と
し
て
、ど
の
様

に
袈
裟
を
位
置
づ
け
て
い
く
の
か
等
、様
々
な
課

題
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。

是
非
こ
れ
を
機
会
に
、こ
の
巻
が
皆
様
の
参
学
の

指
針
に
加
え
ら
れ
、読
み
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈

念
い
た
し
ま
す
。

＊
講
師
・金
子
宗
元
老
師
の
ご
紹
介

由
利
本
荘
市
・長
禅
寺
住
職
。
仏
教
学
博
士
。

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
・曹

洞
宗
こ
こ
ろ
の
問
題
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
座
長
・

曹
洞
宗
紹
介
の
為
の
視
聴
覚
教
材
制
作
に
関

す
る
企
画
政
策
委
員
会
座
長
・曹
洞
宗
広
報
委

員
。分
担
執
筆
『禅
の
思
想
辞
典
』（
東
京
書
籍
）・

『
訓
註

曹
洞
宗
禅
語
録
全
書
〈
中
世
編
〉
第

１
２
巻

円
通
松
堂
禅
師
語
録
（
一
）（
二
）
』

（
四
季
社
）等
。
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分かりやすい言葉で講義される金子師

随
聞
会
に
参
加
し
て

第
一
教
区
源
正
寺
徒
弟

村
松
玉
宗

今
回
の
随
聞
会
は
前
回
の
弁
道
会
に
引
き
続

き
、お
袈
裟
に
主
題
を
お
き
、由
利
本
荘
市
、長

禅
寺
御
住
職
金
子
宗
元
師
に
ご
講
義
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

『正
法
眼
蔵
』に
は
「
伝
衣
」
の
巻
と
「
袈
裟
功
徳
」

の
巻
の
二
つ
が
存
在
す
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま

す
が
、そ
の
二
つ
に
ど
の
よ
う
な
関
係
性
が
あ
る

か
は
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今

回
ま
ず
一
番
初
め
に
そ
の
違
い
を
説
明
し
、後
に

本
文
の
解
説
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
袈
裟
功
徳
」
の
巻
の
中
で
道
元
禅
師
は
、お

袈
裟
と
は
、そ
の
素
材
、作
り
方
、種
類
、か
け
方
、

洗
い
方
、お
袈
裟
の
功
徳
な
ど
を
懇
切
丁
寧
に

示
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、な
か
で
も
や
は
り
お
袈

裟
の
功
徳
に
つ
い
て
様
々
な
引
用
を
用
い
な
が
ら

示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。さ
ら
に
も
う
一
点
重
要
な

事
は
宿
善
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
は
、我
々

宗
侶
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
し
た
。

道
元
禅
師
に
と
っ
て
正
法
と
は
坐
禅
で
あ
り
、

お
袈
裟
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。大
宋
国
の
僧

堂
に
お
い
て
搭
袈
裟
の
作
法
を
見
て
感
激
さ
れ

た
こ
と
は
有
名
な
逸
話
で
も
あ
り
ま
が
、そ
れ
よ

り
前
の
文
章
に
は
、自
分
こ
そ
は
仏
祖
正
伝
の
正

法
の
継
承
者
と
し
て
日
本
で
こ
の
作
法
を
受
け

継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
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