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『
伊
豆
の
踊
子
』
の
初
代
監
督
で
あ
る
五
所
平
之
助
と
い

う
人
の
句
に
「
生
き
る
こ
と
一
と
筋
が
よ
し
寒
椿
」
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
木
枯
ら
し
の
吹
く
寒
風
の
な
か
に
、

可
憐
に
花
を
開
く
寒
椿
は
、
厳
し
い
気
候
に
負
け
じ
と
紅

い
花
を
付
け
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
姿
は
器
用
に
生

き
る
こ
と
な
く
、
一
筋
に
一
つ
の
目
標
に
向
か
っ
て
生
き

る
生
き
方
そ
の
も
の
で
す
。
ど
ん
な
職
業
も
道
を
全
う
す

る
に
は
、
ひ
と
一
倍
の
努
力
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
厳

し
い
職
務
。
一
筋
に
情
熱
を
傾
け
る
姿
に
、
監
督
は
美
し

い
も
の
を
見
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

花
は
寒
さ
の
な
か
で
も
精
一
杯
生
き
て
い
ま
す
。
精
一

杯
と
い
う
思
い
も
持
た
ず
、
不
平
を
言
っ
た
り
、
ふ
て
腐

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
代
人
は
い
ま
多
様
な
社
会
に
生
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、

多
く
の
情
報
が
あ
る
と
そ
の
中
で
何
を
選
ん
で
良
い
の
か
、

余
り
に
も
選
択
肢
が
多
い
た
め
か
、
却
っ
て
迷
う
こ
と
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

よ
く
人
生
は
「
運
」「
根
」「
鈍
」
だ
よ
。
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
優
秀
で
な
ん
で
も
器
用
に
こ
な
す
人
を
、
現
代

で
は
褒
め
そ
や
す
風
潮
が
あ
り
ま
す
が
、
志
を
立
て
、
志

を
ま
も
り
、
志
を
貫
き
と
お
す
人
に
「
運
」
を
つ
か
ま
え

る
力
が
自
然
と
身
に
つ
い
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
チ
ャ
ン
ス
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
「
運
」
な

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

道
元
禅
師
も
「
雪せ
つ

裡り

の
梅ば
い

花か

只た
だ

一い
っ

枝し

」
と
述
べ
て
お
ら

れ
ま
す
。

住 

職
　

松
　
倉
　
太
　
鋭

一
筋
が
よ
し
寒
椿
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参
禅
会
よ
り

　

長
光
寺
で
行
っ
て
い
る
坐
禅
会
も
毎

回
大
勢
の
方
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
毎

回
参
加
す
る
方
は
坐
禅
が
終
わ
る
と
道

元
禅
師
の
著
作
で
あ
る
「
正し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

」

と
い
う
、
禅
の
奥
義
を
述
べ
た
書
物
を

参
加
者
で
参
究
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
ま
で
は
「
従し
ょ
う

容よ
う

録ろ
く

」
と
い
う

百
則
（
百
の
公
案
）
の
講
義
を
続
け
て

お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
公
案
と
い
う
方

法
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
の
人
生

に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
す

の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
故
事
が
毎
回
登
場

す
る
の
で
興
味
も
あ
っ
て
か
、
比
較
的

大
勢
の
参
加
者
が
お
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
現
在
は
「
正
法

眼
蔵
」
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

　

本
来
な
ら
ば
禅
は
不
立
文
字
を
建
前

と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
講
義
は
ど

う
し
て
も
理
論
と
な
り
や
す
い
の
で
、

や
っ
て
よ
い
や
ら
、
悪
い
や
ら
、
戸
惑

う
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
参
加

者
の
方
々
は
知
識
や
経
験
も
豊
富
の
方

も
多
い
の
で
、
坐
禅
だ
け
で
は
、
参
加

者
も
減
っ
て
く
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

実
践
も
大
切
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

取
り
つ
く
し
ま
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

あ
く
ま
で
も
参
禅
の
指
針
と
な
れ
ば
と

思
い
講
義
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

毎
月
第
一
土
曜
と
第
三
土
曜
の
二
時

よ
り
は
毎
回
参
加
の
方
々
、
三
時
半
よ

り
初
心
者
の
方
々
の
指
導
を
行
っ
て
い

ま
す
。

（
第
二
土
曜
と
第
四
土
曜
は
団
体
の
み
）

長光寺ホームページ　http://www.chokoji.net/ または「長光寺」で検索して下さい。

長
光
寺
の
歴
史

　

長
光
寺
の
開
基
（
寺
を
建
立
し
た
寄
進
者
）

は
甲
州
の
武
田
氏
の
遺
臣
（
法
名
は
直
心
軒
祖

道
円
成
居
士
）
で
あ
る
こ
と
は
前
回
述
べ
ま
し

た
。
し
か
し
、
法
名
は
分
か
り
ま
し
た
が
、
肝

心
か
な
め
の
氏
名
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
最
中
、
本
堂
建
築
の
た
め
に
旧
本
堂

の
裏
手
に
あ
る
石
仏
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
偶

然
に
も
石
仏
群
の
一
隅
に
、
開
基
家
の
供
養
墓

を
発
見
い
た
し
ま
し
た
。
長
い
こ
と
石
仏
の
な

か
に
埋
も
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
よ
く
ぞ

四
百
年
も
の
間
残
っ
て
い
て
く
れ
た
と
い
う
思

い
が
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
観
音
様
を
刻
ん
だ

石
像
が
、
ひ
っ
そ
り
と
長
光
寺
の
か
た
す
み
で

歴
史
を
眺
め
て
い
た
か
と
思
う
と
感
無
量
で

す
。
そ
れ
に
つ
け
『
文
政
寺
社
書
上
』
と
い
う

古
文
書
の
発
見
は
有
り
難
い
ご
縁
で
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
の
文
書
の
中
に
記
述
さ
れ
た
開
基
さ

ん
の
没
年
が
「
慶
長
二
酉
年
三
月
朔
日
卒
」

（
一
五
九
七
年
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
寺
に
現

存
す
る
供
養
石
像
に
は
「
□
保
十
九
寅
年
正
月

四
日
」（
一
七
三
四
年
）
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
□
保
」
は
推
察
す
る
に
「
享
保
」
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
本
体
の
建
立
年
号

は
石
が
欠
損
し
て
判
読
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か

し
、「
保
」
と
「
十
九
年
」
が
判
れ
ば
お
お
よ

そ
の
推
察
が
可
能
で
す
。
享
保
十
九
年
に
こ
の

供
養
塔
が
造
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
確
実
で
す
。

た
だ
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
百
三
十
七
年
後
に
供

養
塔
を
建
立
し
た
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
当
然
在
る
べ
き
開
基
さ
ん

の
お
墓
が
長
光
寺
に
無
い
の
は
腑
に
落
ち
な
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

推
察
す
る
に
、
開
基
さ
ん
は
滅
亡
し
た
武
田

家
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
長
光
寺
を
建
立
し
ま

し
た
が
、自
身
は
そ
の
後
江
戸
に
と
ど
ま
ら
ず
、

郷
里
（
自
身
の
領
地
）
へ
帰
っ
た
の
で
は
な
い

玄
の
百
回
忌
を
甲
州
の
恵
林
寺
で
お
こ
な
っ
た

と
こ
ろ
、
各
地
の
大
名
た
ち
に
仕
え
て
い
る
子

孫
が
五
百
九
十
二
人
集
ま
っ
た
と
い
う
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。
勇
猛
果
敢
な
騎
馬
戦
を
得
意

と
し
た
武
田
家
の
遺
臣
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ

て
も
、
公
然
と
参
集
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と

は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
す
。

　

開
基
さ
ん
の
墓
が
長
光
寺
に
無
い
の
で
、
享

保
十
九
寅
年
正
月
四
日
に
時
の
住
職
で
あ
る
四

世
実
州
祐
山
和
尚
が
供
養
塔
を
墓
地
に
建
立

し
、
開
基
さ
ん
の
功
績
を
讃
え
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
寺
を
建

立
す
る
と
い
う
事
業
を
成
す
だ
け
の
、
経
済
力

を
持
っ
た
身
分
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

　

本
堂
工
事
を
し
な
が
ら
も
、
開
基
さ
ん
の
墓

所
と
氏
名
を
調
べ
る
た
め
に
、
山
梨
県
立
の
博

物
館
へ
伺
っ
た
り
、
武
田
家
の
菩
提
寺
で
あ
る

山
梨
市
の
永
昌
寺
（
信
玄
公
以
前
の
墓
所
）
と

甲
府
市
の
大
泉
寺
（
信
玄
公
以
後
の
菩
提
所
）

に
行
っ
て
み
ま
し
た
が
、
そ
ち
ら
に
も
資
料
が

無
い
と
い
う
返
事
。
さ
ら
に
手
掛
か
り
を
求
め

て
、
甲
府
の
武
田
家
の
屋
敷
跡
で
あ
っ
た
と
い

う
神
社
ま
で
行
っ
て
み
ま
し
た
が
、
手
掛
か
り

す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
や
む
な
く
途
中
で
調
査
を

打
ち
切
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
開
基
家
の

墓
所
を
探
す
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
調

査
を
続
け
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

開
基
さ
ん
が
没
し
た
慶
長
二
年
と
い
う
年
は
、

秀
吉
の
第
二
次
の
朝
鮮
出
兵
が
な
さ
れ
た
時
（
慶

長
の
役
）
で
、
翌
年
の
慶
長
三
年
に
は
豊
臣
秀

吉
が
失
意
の
裡
に
没
し
て
い
ま
す
。
朝
鮮
で
の
戦

況
が
膠
着
す
る
中
で
、
天
下
の
流
れ
が
徳
川
氏
に

移
行
す
る
過
渡
期
で
あ
り
ま
し
た
。

で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
で
墓
所
は
武
田

家
が
滅
亡
し
た
甲

州
以
外
の
甲
信
越

圏
の
い
ず
こ
か
に

あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

武
田
家
は
滅
び

ま
し
た
が
、
家
臣

た
ち
は
主
と
し
て

徳
川
氏
に
仕
え
た

と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

時
は
流
れ
、
信

長光寺 開基家の供養塔



２０１３（平成２５）年１月１日3

　

料
理
研
究
家
の
辰
巳
芳
子
さ
ん
の
映
画
『
天
の
し

ず
く
』
を
見
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
病
床
の
父
親

に
工
夫
を
凝
ら
し
た
「
い
の
ち
の
ス
ー
プ
」
を
作
っ

て
看
護
し
た
と
い
う
、
食
と
い
う
も
の
が
織
り
な
す

人
生
模
様
を
描
い
た
内
容
で
し
た
。
ダ
シ
を
と
る
「
天

つ
ゆ
」
は
「
天
の
一
滴
の
し
ず
く
」
と
い
う
も
の
で
、

大
地
の
慈
し
み
と
い
う
も
の
に
感
謝
し
て
い
た
だ
き
、

食
の
原
点
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
、
医
食
同
源
と

い
う
語
に
相
応
し
い
も
の
で
し
た
。

　

辰
巳
芳
子
さ
ん
と
い
う
と
、
世
の
女
性
た
ち
の
手

抜
き
の
料
理
を
厳
し
い
言
葉
で
叱
咤
し
て
、
苦
言
を

呈
す
る
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
最
初
に
浮
か
ん
で
し

ま
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
映
画
で
初
め
て
知
っ
た
こ
と
で
す
が
、
辰

巳
さ
ん
の
結
婚
は
戦
時
中
で
、
相
手
は
す
ぐ
に
出
征
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
沖
で
戦
死
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん

な
こ
と
を
予
見
し
た
父
親
は
結
婚
に
強
く
反
対
。
親

で
あ
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
辰
巳

さ
ん
は
そ
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
結
婚
し
た
の
で
す
。

　

冬
の
寒
さ
に
も
似
た
凛
と
し
た
辰
巳
さ
ん
の
生
き

方
の
裏
に
は
、
こ
ん
な
悲
し
い
出
来
事
が
あ
っ
た
の

で
す
。

　

食
材
そ
の
も
の
や
農
業
へ
の
感
謝
を
忘
れ
そ
う
に

な
る
現
在
。
と
く
に
便
利
に
馴
れ
て
し
ま
っ
た
若
い

女
性
に
は
、
是
非
と
も
見
て
ほ
し
い
作
品
で
す
。

『
天
の
し
ず
く
』
を
観
て

　

去
る
五
月
九
日
（
水
）
に
檀
信
徒
の
方
、
梅
花
講
、
写
経
会
、

参
禅
会
の
有
志
で
秩
父
観
音
霊
場
の
巡
礼
に
出
か
け
ま
し
た
。
昨

年
二
十
五
番
ま
で
回
っ
た
の
で
、
今
回
は
二
十
六
番
か
ら
最
後
の

三
十
四
番
の
満
願
結
縁
札
所
ま
で
の
行
程
で
し
た
。

　

二
回
目
の
巡
礼
に
は
予
想
す
ら
出
来
な
い
東
日
本
大
震
災
が
起

こ
り
、
延
期
す
る
事
態
も
あ
り
ま
し
た
が
、
三
回
と
も
あ
り
が
た

い
程
の
天
候
に
恵
ま
れ
、
念
願
の
桜
の
季
節
に
お
参
り
が
か
な
い

ま
し
た
。

　

途
中
か
ら
参
加
し
て
下
さ
っ
た
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
三
回
目

は
山
の
上
ま
で
登
る
と
い
う
難
所
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
参
加
を

見
合
わ
す
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
梅
花
講
の
皆
さ
ん
は

健
脚
で
は
人
後
に
落
ち
な
い
と
い
う
若
さ
で
、
見
事
に
全
部
の
札

所
を
回
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

三
十
四
番
の
札
所
を
参
拝
す
る
と
き
に
は
、
全
部
を
ま
わ
っ
た

と
い
う
満
足
感
と
達
成
感
が
交
差
し
、
有
り
難
い
と
い
う
気
持
ち

が
沸
々
と
わ
い
て
く
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

　

い
ろ
い
ろ
と
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
き
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

秩
父
観
音
霊
場
を

満
願
し
ま
し
た

平成24年10月2〜3日 永平寺にて、東京都梅花大会

平成24年12月3日 鎌倉お寺巡りと忘年会 長崎にて

亀山社中の跡

　

十
一
月
中
旬
、
宗
門
の
用
事
で
長
崎
に
あ
る
皓
台
寺
と
い
う
修
行

道
場
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
思
案
橋
に
近
い
寺
町
に
は
各
宗
派
の
寺

が
建
っ
て
お
り
ま
す
。

　

長
崎
と
い
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
会
や
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
遺
跡
が
思

い
出
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、仏
教
も
こ
れ
に
負
け
じ
と
寺
院
を
建
立
し
、

布
教
に
つ
と
め
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

当
初
は
キ
リ
シ
タ
ン
信
者
に
よ
っ
て
焼
き
討
ち
に
あ
っ
た
寺
も

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
後
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
よ
っ
て

形
勢
は
逆
転
。
正
に
こ
の
世
の
有
為
転
変
を
見
る
思
い
で
す
。

　

せ
っ
か
く
長
崎
に
来
た
の
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
皓
台
寺
の
近
く
の
坂
本
竜
馬
の
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
亀
山
社
中

へ
行
っ
て
み
ま
し
た
。
皓
台
寺
の
門
前
か
ら
西
に
歩
く
こ
と
一
キ
ロ

弱
で
入
り
口
の
看
板
が
立
っ
て
い
ま
す
。
山
頂
近
く

に
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
坂
を

上
っ
て
み
る
と
想
像
以
上
に
、
不
便
で
難
儀
な
住
ま

い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
日
本
で
最
初

の
商
社
と
、
も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は

脱
藩
浪
士
で
の
活
動
で
、
潜
伏
生
活
で
あ
っ
た
こ
と

が
偲
ば
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
皓
台
寺
の
墓
地
に
は
竜
馬
の
片
腕
で

あ
っ
た
近
藤
昶ち
ょ
う（
長
）次じ

郎ろ
う

の
墓
が
あ
り
ま
し
た
。
土

佐
の
餅
菓
子
屋
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
、
幕
末
の
激

動
の
中
を
駆
け
抜
け
た
志
士
で
す
が
、
残
念
な
こ
と

に
隊
規
違
反
を
問
わ
れ
て
切
腹
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
志
の
高
い
生
涯
に
は
心
打
た
れ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。

梅花講の活動
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形
の
大
切
さ

　
　
　
坐
禅
で
き
る
有
り
難
さ
と

坐
禅
す
る
有
り
難
さ
と
　
　

慚
　
愧
　
三
　
郎

　

三
年
有
余
、
玉
寶
山
長
光
寺
の
道
場
に
坐
り
、
改
め
て
、

坐
禅
で
き
る
有
り
難
さ
と
坐
禅
す
る
有
り
難
さ
を
想
い
ま
す
。

そ
し
て
、
坐
禅
の
為
の
大
宇
宙
、
大
空
間
・
大
時
間
を
御
用

意
下
さ
る
長
光
寺
様
へ
の
感
謝
を
厚
く
致
し
て
い
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
で
あ
る
老
生
、
定
年
退
職
後
、
年
来
の
望
み

が
叶
っ
て
、
諸
の
善
知
識
に
親
近
し
、
佛
の
教
え
を
学
ん
で

参
り
ま
し
た
。
当
山
の
、
前
の
従
容
録
と
現
の
正
法
眼
蔵
の

提
唱
。
他
処
の
、
例
え
ば
大
方
廣
佛
華
厳
経
の
説
く
壮
大
な

佛
の
世
界
と
菩
薩
の
修
行
、
悲
華
経
や
妙
法
蓮
華
経
の
慈
悲
、

漢
訳
前
の
佛
の
言
説
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
、
八
大
人
覚
を
含

む
佛
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
、
唯
識
の
頌
、
無
門
関
等
。

　

世
上
、
今
、
佛
教
に
関
す
る
出
版
物
は
溢
れ
、
様
々
な
組

織
に
よ
る
様
々
な
行
事
も
枚
挙
に
暇
無
い
よ
う
で
す
。

　

そ
の
様
な
今
、
私
は
、
師
・
黄
檗
希
運
の
伝
心
法
要
の
一

節
を
非
忘
の
戒
め
と
観
念
し
て
い
ま
す
。

…
今
時
人
祇
欲
得
多
知
多
解
。
廣
求
文
義
、
喚
作
修
行
。
不

知
多
解
飜
成
壅
塞
。
…

…
今
時
の
人
は
祇タ
ダ

多
知
多
解
な
ら
ん
こ
と
を
欲ホ
ッ得
し
て
、
廣

く
文
義
を
求
む
る
こ
と
を
喚
ん
で
修
行
と
な
し
、
多
知
多
解

の
飜カ
エ

っ
て
壅
塞
と
成
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
…

　

こ
の
文
句
に
突
き
当
る
度
に
、
瞬
時
に
長
光
寺
道
場
が
想

起
さ
れ
、
そ
の
存
在
の
有
り
難
さ
、
懐
か
し
さ
と
共
に
無
量

の
大
き
さ
に
思
い
至
り
ま
す
。
そ
し
て
師
・
道
元
の
教
え
る

如
く
言
を
尋
ね
語
を
逐
う
こ
と
を
休
し
、
師
・
智
顗
の
説
く

身
調
和
・
息
調
和
・
心
調
和
を
図
り
…
…
。
と
求
め
る
こ
と

切
な
が
ら
、
老
骨
図
り
難
く
残
念
な
こ
と
で
す
。

　

実
際
の
辺
、
道
場
の
壁
板
に
対
し
な
が
ら
、
絶
え
ず
腰
は

　

坐
禅
会
に
出
て
い
る
こ
と
を
親
し
い
人
に
話
し
た
ら
「
悟

り
た
い
た
め
で
す
か
」
と
問
わ
れ
て
答
え
に
窮
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
大
そ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
心
の

平
安
を
保
て
た
ら
、
と
い
う
ぐ
ら
い
の
つ
も
り
だ
っ
た
の
で

何
か
後
ろ
め
た
い
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

マ
ス
コ
ミ
が
坐
禅
を
も
て
は
や
し
始
め
た
こ
ろ
、
新
聞
紙

上
で
、
悟
り
を
目
指
す
こ
と
も
な
く
、
た
だ
流
行
に
乗
っ
て

坐
禅
す
る
こ
と
の
愚
か
し
さ
を
批
判
す
る
識
者
や
、
ま
た
逆

に
、
目
的
を
も
っ
た
坐
禅
は
邪
道
だ
と
主
張
す
る
方
も
い
て
、

坐
禅
と
い
う
の
も
な
か
な
か
難
し
い
も
の
な
の
だ
と
思
い
ま

し
た
。

　

実
は
就
職
し
た
て
の
若
い
頃
、
会
社
の
新
人
教
育
の
一
環

で
、
あ
る
禅
寺
に
三
泊
四
日
の
参
禅
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
手
加
減
さ
れ
た
修
業
だ
っ
た
は
ず
で
す
が
骨
身
に
し
み

る
厳
し
さ
で
、
泣
き
言
や
不
平
ば
か
り
言
っ
て
す
ご
し
ま
し

た
。
最
終
日
に
お
坊
さ
ん
か
ら
「
自
宅
で
も
一
日
何
分
で
も

い
い
か
ら
坐
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
終
っ
て
し

ま
え
ば
お
定
ま
り
の
な
り
ゆ
き
で
、
そ
の
う
ち
念
頭
か
ら
消

え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
事
が
思
い
出
さ
れ
る
と
、
ま

た
後
ろ
め
た
い
気
持
に
な
る
の
で
す
。

　

老
い
の
気
配
を
自
覚
し
だ
し
た
頃
、「
紅
顔
い
ず
く
へ
か
去

り
に
し
、
尋
ね
ん
と
す
る
に
蹤
跡
な
し
」
と
い
う
道
元
禅
師

の
言
葉
が
ひ
と
き
わ
心
に
し
み
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
参

禅
の
記
憶
が
甦
り
、
当
時
あ
れ
ほ
ど
苦
痛
だ
っ
た
坐
禅
が
何

か
懐
か
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
は
じ
め
た
の
で
す
。
そ
ん

な
経
験
を
し
ま
す
と
流
行
に
乗
っ
た
体
験
坐
禅
も
悪
い
こ
と

ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
な
気
も
し
て
き
ま
す
。

　

坐
禅
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く

は
昔
と
同
様
、
た
だ
痛
く
辛
い
だ
け
で
す
。
坐
れ
ば
古
い
記

坐
禅
会
で
、
た
だ
坐
る

匿
　
　
　
　
名

憶
が
次
々
に
甦
っ
て
き
て
振
り
ま
わ
さ
れ
心
の
平
穏
ど
こ
ろ

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
四
年
経
っ
て
い

ま
し
た
。

　

道
場
の
あ
る
長
光
寺
で
は
、
ご
住
職
の
『
正
法
眼
蔵
』
の

講
義
が
人
気
で
す
が
、
か
な
し
い
か
な
私
に
は
難
解
す
ぎ
て

未
だ
よ
く
分
り
ま
せ
ん
。
坐
る
こ
と
に
は
少
し
慣
れ
ま
し
た

が
深
い
こ
と
は
よ
く
分
り
ま
せ
ん
。
難
し
い
事
は
考
え
ず
た

だ
分
ら
な
い
ま
ま
に
坐
る
、
と
い
う
の
が
私
の
流
儀
と
な
り

ま
し
た
。
で
も
一
つ
だ
け
は
っ
き
り
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
坐
禅
終
了
後
に
実
感
す
る
心
身
に
満
遍
な
く

行
き
わ
た
っ
た
清
浄
感
で
す
。
そ
れ
は
他
で
は
得
ら
れ
な
い

も
の
で
、
こ
れ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
有
難
く

感
謝
の
気
持
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

坐禅堂の文殊菩薩像
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る
思
い
を
致
し
ま
す
。
そ
の
上
で
、
佛
縁
を
得
て
坐
禅
で
き

る
有
り
難
さ
と
坐
禅
す
る
有
り
難
さ
を
、
深
く
徹
し
て
感
じ

て
い
ま
す
。

　

私
が
初
め
て
坐
禅
を
し
た
の
は
、
一
九
六
五
年
四
月
、
会

社
の
入
社
研
修
で
、
岡
山
の
総
社
に
在
る
、
宝
福
寺
で
一
泊

体
験
を
し
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
五
年
程
、
月
に
一
〜

二
回
通
っ
て
い
た
。
森
に
囲
ま
れ
た
静
か
な
環
境
の
中
、
と

て
も
落
ち
着
い
て
坐
れ
た
記
憶
が
有
る
。
し
か
し
、
二
十
歳

代
の
血
気
盛
ん
な
頃
で
あ
り
、
元
々
技
術
屋
な
の
で
、
ど
う

し
て
も
頭
脳
先
行
で
、
そ
の
上
、
碧
厳
録
の
難
解
さ
に
つ
い

て
行
け
ず
、
少
し
ず
つ
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
後
四
十
年
、
会
社
生
活
に
明
け
暮
れ
、
あ
る
時
は
真
剣

坐
禅
と
私

冨
　
井
　
敏
　
弘

曲
っ
て
い
な
い
か
、
耳
と
肩
は
正
対
し
て
い
る
か
、
呼
吸
は

吐
き
切
っ
て
い
る
か
等
々
、
形　

姿
勢
の
チ
ェ
ッ
ク
専
心
の

裡
に
放
禅
鐘
を
聞
く
の
が
毎
度
の
経
緯
で
、
坐
禅
法
楽
・
身

心
脱
落
・
正
法
現
前
な
ど
身
近
か
の
こ
と
と
も
覚
え
ず
、
僅

か
に
数
日
、
放
禅
鐘
一
鳴
を
得
た
時
、
坐
し
た
こ
と
の
楽
し

さ
と
嬉
し
さ
を
同
時
に
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
程
度
の
有
様
で

す
。

　

た
だ
、
師
・
懐
奘
は
随
聞
記
一
之
五
で
「
…
身
の
威
儀
を

改
む
れ
ば
、
心
も
随
っ
て
転
ず
る
也
。
…
」
と
記
し
、
同
三

之
廿
一
の
「
得
道
の
こ
と
は
、
心
を
も
て
得
る
か
、
以ミ
ヲ
モ
ッ
テ

レ
身
得

る
か
。」
の
中
で
「
…
然
れ
ば
、
道
を
得
る
こ
と
は
、
正
し
く

身
を
以
て
得
る
也
。
…
」
と
筆
録
し
て
、
姿
勢
の
大
切
さ
を

指
摘
す
る
師
・
道
元
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
多

少
の
慰
め
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
思
巡
し
て
き
ま
す
と
、
文
殊
菩
薩
の
支
配
す

る
大
宇
宙
が
、
今
、
新
宿
の
一
角
に
貴
重
に
存
在
す
る
と
い

う
有
り
得
る
こ
と
の
難
し
さ
、
有
り
難
さ
に
改
め
て
目
覚
め

◎
お
塔
婆
は
施
主
家
が
立
て
て
下
さ
い
。

　

五
月
二
十
三
日
の
お
施
食
会
の
お
塔
婆
で
す
が
、
長

光
寺
で
は
い
ま
ま
で
寺
が
立
て
る
と
い
う
習
慣
に
な
っ

て
お
り
ま
す
が
、
本
来
は
御
自
身
の
手
で
、
感
謝
の
気

持
ち
を
以
て
お
墓
に
立
て
る
の
が
、
一
番
大
切
な
こ
と

で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
寺
で
は
欠
席
の
場
合
は
、
後
日
お

施
主
さ
ん
が
お
寺
に
来
て
自
身
の
手
で
立
て
て
お
り
ま

す
。
出
来
得
る
な
ら
ば
法
要
に
参
加
し
て
法
話
に
耳
を

傾
け
、
そ
の
後
墓
参
を
す
る
習
わ
し
が
必
要
で
す
。
ぜ

ひ
本
年
は
ご
自
身
の
手
で
お
立
て
に
な
っ
て
下
さ
い
。

に
、
あ
る
時
は
流
さ
れ
、

二
〇
〇
六
年
に
定
年
を
迎
え

た
。

　

同
じ
町
内
に
住
ん
で
い
な

が
ら
、
長
光
寺
を
知
っ
た
の

は
、
一
九
八
五
年
五
月
、
母

が
亡
く
な
っ
た
時
、
来
て
下

さ
っ
た
僧
侶
と
、
何
故
か
、

葬
儀
の
後
、
一
緒
に
お
参
り

を
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ

る
。
確
か
、
三
田
の
玉
鳳
寺

の
村
山
住
職
と
言
わ
れ
た
と

思
う
。
そ
の
頃
の
お
寺
は
、

今
の
様
に
立
派
で
無
く
、
木

造
の
寺
に
、
老
婦
人
が
一
人

居
ら
れ
た
記
憶
が
有
る
。

　

そ
れ
か
ら
二
十
年
、
定
年

に
な
っ
た
年
、
又
坐
禅
を
と
思
い
、
探
し
た
ら
、
門
前
に
坐

禅
道
場
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
、
歩
い
て
来
れ
る
と
い
う
手

軽
さ
も
有
り
、直
ぐ
に
お
願
い
し
た
。
坐
禅
堂
の
落
ち
着
き
と
、

住
職
の
法
話
の
面
白
さ
に
、
い
つ
の
間
に
か
六
年
続
い
て
い

る
。
し
か
し
、
相
変
わ
ら
ず
技
術
屋
の
性サ
ガ

と
い
う
か
、
頭
先

行
で
、
無
心
に
は
程
遠
い
日
々
が
続
い
て
い
た
。

　

所
が
、
あ
の
３
・
11
の
大
地
震
の
後
、
一
瞬
に
二
万
有
余

の
方
が
亡
く
な
り
、
そ
の
現
場
に
立
っ
た
時
、
唯
、
立
ち
す

く
む
だ
け
の
自
分
が
い
て
、
残
さ
れ
た
人
々
の
声
を
聞
い
て

い
る
内
、
何
か
が
私
の
中
で
変
わ
っ
た
と
感
じ
た
。

 

「
こ
ん
な
事
に
な
る
な
ん
て
・
・
・
こ
ん
な
事
に
な
る
ん
な

ら
・
・
・
」

 

「
生
き
て
い
る
内
に
・
・
・
出
来
る
間
に
・
・
・
や
っ
て
あ
げ

と
い
た
ら
・
・
・
声
を
か
け
て
た
ら
」

　

因
果
は
め
ぐ
る
と
い
う
連
続
性
と
、
刹
那
消
滅
の
、「
今
」

し
か
。
そ
の
一
瞬
一
瞬
を
生
き
る
。

　

何
か
を
感
じ
た
一
瞬
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
っ
と
、

よ
わ
い
七
十
に
し
て
、
坐
っ
て
い
て
、
少
し
楽
に
な
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
。
理
屈
を
抜
け
出
た
、
ひ
と
り
の
人
に
戻
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
出
来
る
だ
け
、
長
光
寺
に
参
禅
に
通
お
う

と
思
う
。
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長
光
寺
の
徒
弟
松
倉
徳と
く

允い
ん

は
福
井
県
に
あ
る
大
本
山
永
平
寺
へ
上
山
し
て
よ
り
早
二
年
目
と
な

り
ま
し
た
。
本
年
六
月
ま
で
宗
祖
の
廟
所
の
侍
真
寮
と
い
う
場
所
に
お
り
ま
し
た
が
、
現
在
不
老
閣

と
い
う
場
所
で
役
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
場
所
は
永
平
寺
貫
首
（
禅
師
）
の
居
住
す
る
寮

舎
で
、
禅
師
さ
ま
の
身
の
回
り
の
お
世
話
を
す
る
行あ
ん

者じ
ゃ

と
い
う
役
を
こ
の
初
夏
か
ら
勤
め
て
い
ま
す
。

永
平
寺
の
禅
師
は
現
在
曹
洞
宗
管
長
を
兼
ね
て
い
ま
す
の
で
、
毎
日
が
多
忙
を
極
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
全
国
を
廻
る
仕
事
も
多
く
、
と
く
に
九
月
二
十
九
日
は
宗
祖
の
命
日
に
あ
た
り
一

週
間
の
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
を
御ご

征し
ょ
う

忌き

と
言
い
ま
す
が
、
全
国
か
ら
寺
院
並
び
に
檀

信
徒
が
法
要
に
参
列
す
る
た
め
に
上
山
し
ま
す
の
で
対
応
に
大
わ
ら
わ
で
す
。

　

い
ま
ま
で
の
役
と
今
回
の
仕
事
内
容
が
違
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
掃
除
を
し
た
り
お
茶
を

入
れ
た
り
、料
理
を
つ
く
っ
て
出
し
た
り
、

墨
を
磨
っ
て
揮
毫
の
手
伝
い
を
し
た
り
、

禅
師
さ
ま
の
支
度
を
手
伝
っ
た
り
、
ま
っ

た
く
気
を
抜
く
こ
と
の
で
き
な
い
役
目
で

す
。
普
段
経
験
の
で
き
な
い
こ
と
の
仕
事

で
す
の
で
、
こ
の
冬
も
今
の
ま
ま
の
役
で

越
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
更
に
精
進
し
て

宗
祖
の
精
神
を
学
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。

長
光
寺
の
年
間
行
事（
平
成
25
年
）

▽
長
光
寺
の
い
ま
。

　

寺
の
裏
手
に
大
き
く
な
っ
た
楠
の
木
が

あ
り
ま
す
。
当
初
、
小
ぶ
り
の
木
で
あ
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
現
在
で
は
大
き

く
な
っ
て
、
幹
回
り
も
太
く
な
り
、
た
く

ま
し
く
成
長
し
て
い
ま
す
。
常
緑
樹
の
楠

で
す
か
ら
秋
の
紅
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。
春

先
に
落
葉
が
あ
っ
て
掃
除
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
毛
虫
が
発
生
す
る
わ
け

も
な
く
、
春
先
の
剪
定
以
外
は
比
較
的
手

が
か
か
ら
な
い
樹
で
も
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
大
き
く
伸
び
る
に
従
い
、
カ
ラ

ス
が
巣
を
作
っ
て
皆
様
に
迷
惑
を
か
け
た

り
、
近
隣
の
家
か
ら
は
枝
落
と
し
を
し
よ

う
と
し
た
ら
「
木
陰
で
夏
は
助
か
る
の
で

木
を
落
と
さ
な
い
で
下
さ
い
」
と
い
う
要

望
が
届
い
た
り
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
大
き
く
な
る
に
従
い
、
落
ち

葉
は
気
に
し
な
い
の
で
す
が
、
近
く
に
あ

る
墓
石
を
動
か
し
た
り
、
参
道
の
敷
石
を

も
ち
あ
げ
た
り
す
る
、
困
っ
た
こ
と
も
起

き
ま
す
。

　

い
つ
か
は
決
断
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
や
む
を
得
ず
伐
採
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
す
。
都
会
の
緑
が
段
々
少
な
く
な

り
残
念
で
す
が
。
ご
理
解
の
程
を
お
願
い

致
し
ま
す
。
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永
平
寺
だ
よ
り

一
月
朔
日
〜
三
日

　
　

新
年
祈
祷
と
年
頭
行
事

二
月
一
日
〜
七
日

　
　

報
恩
摂
心
（
一
週
間
の
坐
禅
会
で
す
）

二
月
十
五
日

　
　

涅
槃
会
（
お
釈
迦
さ
ま
の
入
滅
の
日
）

三
月
二
十
日

　
　

春
の
彼
岸
会　

四
月
八
日

　
　

花
祭
り
（
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
の
日
）

五
月
二
十
三
日

　
　

恒
例
の
施
食
会
（
法
話
と
法
要
）

　
　
（
皆
様
の
御
先
祖
さ
ま
へ
報
恩
供
養
す
る

大
法
要
で
す
。
御
法
話
と
御
詠
歌
を
お

と
な
え
い
た
し
ま
す
）

七
月
十
三
日
〜
十
六
日

　
　

盂
蘭
盆
会
（
お
盆
の
行
事
で
す
）

九
月
二
十
二
日

　
　

秋
の
彼
岸
会

十
二
月
一
日
〜
八
日

　
　

臘
八
摂
心
（
一
週
間
の
坐
禅
会
で
す
）

十
二
月
八
日

　
　

成
道
会
（
お
釈
迦
さ
ま
の
悟
り
の
日
）

◎
そ
の
他
の
月
例
行
事
と
し
て
、

　

 

第
一
、
第
三　

土
曜
日　

参
禅
会
（
個
人
）

　

 

第
二
、
第
四　

土
曜
日　

団
体
並
び
に

　
　
　
　
　
　
　

 
学
校
の
参
禅
会

　

 

第
二
、
第
四　

月
曜
日　

梅
花
流
詠
讃
歌

　
　
　
　
　
　

 　

練
習
、
写
経
会


