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お
ご
ら
ず 

人
と
比
べ
ず 

面
白
が
っ
て 

平
気
に
生
き
れ
ば
い
い 

 
 
 
 
 
 
 
 

女
優 

樹
木 

希
林 

 私
た
ち
は
時
と
し
て
、
自
分
の
地
位
や
力
や
財

産
、
そ
し
て
才
能
な
ど
を
誇
っ
て
、
思
い
上
が
っ

た
振
る
舞
い
を
し
て
し
ま
う
と
き
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
つ
い
つ
い
人
様
と
自
分
の
あ
れ
こ
れ
を
比

べ
て
、
一
喜
一
憂
す
る
毎
日
。
そ
う
い
っ
た
無
意

識
の
習
慣
を
意
識
的
に
止
め
て
、
も
っ
と
安
楽
な

気
持
ち
で
生
き
よ
う
よ
、
と
い
う
提
案
。
仏
教
に

も
深
く
通
底
す
る
考
え
方
で
す
。 

 

季
節
は
秋
。
少
し
ず
つ
色

づ
き
始
め
た
木
の
葉
や
虫
の

声
、
涼
し
い
秋
風
と
い
っ
た

秋
の
気
配
を
感
じ
な
が
ら
、

自
己
を
静
か
に
見
つ
め
、
こ

う
し
た
自
分
の
心
の
ク
セ
を

一
つ
で
も
手
放
し
て
い
き
た

い
も
の
で
す
ね
。 

合 

掌 

『
生
き
る
力
vol.
１
１
４

』
送
付
と 

弘
法
大
師
空
海
さ
ん
に
つ
い
て 

真
言
宗
智
山
派
で
発
行
し
て
お
り
ま
す
冊
子

「
生
き
る
力
vol.
１
１
４
」
を
お
届
け
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。 

特
集
に
も
あ
り
ま
す
が
、
宗
祖
弘
法
大
師
空
海

様
の
ご
生
誕
千
二
百
五
十
を
祝
う
各
大
行
事
も

そ
れ
ぞ
れ
無
事
挙
行
さ
れ
、
慶
祝
の
年
が
過
ぎ
行

こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
と
同
じ
一
人
の
人

間
で
あ
っ
た
空
海
と
い
う
人
は
い
っ
た
い
ど
ん

な
方
で
あ
っ
た
の
か
。
様
々
な
語
ら
れ
方
が
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
空
海
さ
ん
は
９
つ
の
顔
を
持
つ
、

現
代
で
い
う
マ
ル
チ
ク
リ
エ
イ
タ
ー
（
複
数
の
分

野
で
自
分
の
技
能
を
駆
使
し
て
様
々
な
発
想
を

具
現
化
す
る
人
）
で 

あ
っ
た
と
い
う
評
価 

が
あ
り
ま
す
。 

  ①
僧
侶
と
し
て 

 

当
時
の
日
本
に
は
ま
だ
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ

た
最
新
の
仏
教
「
密
教
」
を
持
ち
込
み
広
め
ま
し

た
。
高
野
山
を
開
山
し
た
ほ
か
、
京
都
の
東
寺
を

下
賜
さ
れ
、
日
本
国
を
護
り
祈
る
中
心
寺
院
と
し

て
確
立
し
ま
し
た
。
入
滅
後
は
、「
お
地
蔵
さ
ま
」

の
よ
う
に
「
お
大
師
さ
ま
」
と
し
て
民
間
信
仰
の

対
象
に
も
な
り
ま
し
た
。 

 

②
詩
人
と
し
て 

空
海
さ
ん
は
表
現
豊
か
な
詩
歌
が
挿
入
さ
れ

た
著
書
や
、
漢
詩
を
多
く
残
し
て
お
り
、
そ
れ
が

高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。 

仏
教
の
心
理
は
論
理
を
超
え
た
部
分
も
あ
る

た
め
、
散
文
で
論
理
的
に
語
る
だ
け
で
は
な
く
、

詩
歌
の
感
性
で
表
現
す
る
必
要
も
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。 

③
編
集
者
と
し
て 

 

日
本
初
の
辞
典
を
誕
生
さ
せ
た
優
秀
な
編
集

者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
空
海
さ
ん
は
「
人
々
を
教

え
導
く
根
底
に
は
文
字
や
文
章
が
あ
る
」
と
い
う

考
え
か
ら
、
言
葉
を
重
視
し
ま
し
た
。
語
学
の
天

才
で
も
あ
り
、
中
国
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を

自
在
に
操
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
才
能
を
い
か

し
、
中
国
南
北
朝
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
辞
典
を
も

と
に
し
た
漢
字
辞
典
や
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を

読
み
解
く
梵
漢
解
説
書
を
編
纂
し
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
後
の
仏
教
経
典
研
究
を
飛
躍
的
に
進
歩
さ

せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

④
教
育
者
と
し
て 

 

庶
民
に
開
か
れ
た
日
本
初
の
総
合
大
学
を
創

設
し
ま
し
た
。
当
時
の
学
校
と
い
え
ば
、
役
人
養

成
機
関
で
あ
る
大
学
や
、
氏
族
が
入
る
私
立
学
校

を
指
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
空
海
さ
ん
は
身
分

に
関
係
な
く
庶
民
に
開
か
れ
た
仏
教
的
総
合
大

学
「
綜
芸
種
智
院
」
を
創
設
し
ま
し
た
。
自
分
の

専
門
で
あ
る
密
教
以
外
の
教
養
を
排
斥
し
な
い

空
海
さ
ん
の
理
想
が
反
映
さ
れ
、
仏
教
の
他
に
も

儒
教
や
道
教
も
教
え
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

 

⑤
書
家
と
し
て 

 

こ
と
わ
ざ
「
弘
法
に
も
筆
の
誤
り
」
の
弘
法
と

は
空
海
さ
ん
の
事
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど

に
名
筆
家
で
し
た
。
そ
の
証
と
し
て
、
嵯
峨
天
皇
、

橘
逸
勢
と
と
も
に
日
本
三
筆
の
一
人
に
数
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
達
筆
な
だ
け
で
は
な
く
、
相

手
の
状
況
に
合
わ
せ
て
様
々
な
書
体
を
自
在
に

使
い
分
け
て
い
ま
し
た
。 

 

⑥
芸
術
家
と
し
て 

 

密
教
の
伝
統
と
し
て
、
そ
の
神
秘
的
な
世
界
観

を
広
く
届
け
る
た
め
に
、
文
字
で
は
伝
え
き
れ
な

い
奥
深
い
内
容
を
、
曼
荼
羅
を
使
っ
て
表
現
し
て

い
ま
し
た
。
空
海
さ
ん
は
、
自
ら
も
曼
荼
羅
を
描

い
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
仏
像
を
彫
る
な
ど
、
芸

術
的
な
力
や
セ
ン
ス
を
も
ち
合
わ
せ
た
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
と
し
て
の
顔
も
見
せ
て
い
ま
す
。
こ
う
い

っ
た
表
現
力
の
豊
か
さ
が
、
他
の
宗
教
家
と
は
一

線
を
画
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

⑦
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
（
土
地
、
街
の
開
発
事
業
者
）

と
し
て 

寺
院
の
建
立
で
自
ら
設
計
に
か
か
わ
る
な
ど
、

多
く
の
土
木
事
業
を
行
い
ま
し
た
。 

中
で
も
故
郷
で
あ
る
香
川
県
の
満
濃
池
の
修

築
は
逸
話
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
巨
大
な
満
濃

池
は
、
し
ば
し
ば
決
壊
し
て
被
害
を
出
し
て
い
た

た
め
に
、
住
民
が
「
故
郷
の
誉
れ
」
と
仰
ぐ
空
海

さ
ん
に
堤
防
修
築
を
依
頼
し
ま
し
た
。
空
海
さ
ん

は
現
地
に
着
く
と
大
き
な
岩
の
上
に
修
法
の
壇

を
設
け
、
護
摩
法
を
も
っ
て
祈
祷
し
ま
し
た
。
ま

た
当
時
で
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
強
度

の
あ
る
設
計
を
提
案
。
そ
れ
を
知
っ
た
人
々
が
全

国
か
ら
集
ま
り
工
事
に
協
力
。
わ
ず
か
三
カ
月
で

修
築
を
完
結
さ
せ
た
と
い
い
ま
す
。 

知
識
と
技
術
、
そ
し
て
人
徳
を
い
か
し
て
成
し

遂
げ
た
治
水
事
業
で
し
た
。 

 ⑧
文
筆
家
と
し
て 

空
海
さ
ん
は
語
学
堪
能
な
こ
と
か
ら
通
訳
と

し
て
も
活
躍
し
ま
し
た
が
、
自
身
も
乗
船
し
た
遣

唐
使
船
が
中
国
へ
漂
着
し
た
際
に
は
、
遣
唐
大
使

に
代
わ
っ
て
現
地
の
観
察
使
へ
手
紙
を
書
き
ま

し
た
。
空
海
一
団
の
存
在
が
不
審
だ
と
見
な
さ
れ

た
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
文
章
は
整
然
と
し
た
論

理
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
韻
を
踏
ん
だ
華
麗
な
文

体
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
文
章
を
重
ん
じ
る
中
国

人
も
こ
の
書
に
感
銘
を
受
け
、
長
安
へ
の
入
京
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

文
字
の
美
し
さ
の
み
な
ら
ず
、
中
国
の
古
典
を

踏
ま
え
た
教
養
あ
ふ
れ
る
文
書
を
書
く
こ
と
も

で
き
た
の
で
す
。 
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⑨
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
（
表
現
活
動
家
）

と
し
て 

当
時
、
経
典
は
僧
侶
が
都
の
大
き
な
寺
に
出
向

い
て
写
経
し
、
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
地
元
で
布
教

す
る
ス
タ
イ
ル
が
一
般
的
で
し
た
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
空
海
さ
ん
は

経
典
の
写
経
や
そ
の
目
録
を
持
た
せ
た
弟
子
を

全
国
に
派
遣
し
て
布
教
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

行
い
多
く
の
人
に
密
教
を
広
め
ま
し
た
。 

全
国
に
弟
子
を
派
遣
し
た
布
教
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
。
日
本
全
国
に
弘
法
大
師
伝
説
が
今
で
も
残
っ

て
い
る
一
因
に
は
、
こ
う
し
た
弟
子
達
の
活
躍
が

あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
こ
う
し
て
列
記
し
て

み
る
と
、
い
か
に
人
間
空
海
さ
ん
と
い
う
方
が
、

多
分
野
で
そ
の
力
を
発
揮
さ
れ
た
方
で
あ
る
か

が
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
見
え
て

く
る
人
物
像
は
、
伝
統
的
な
文
化
も
大
切
に
し
な

が
ら
も
新
し
い
技
術
等
も
柔
軟
に
取
り
入
れ
、
目

的
達
成
の
た
め
に
様
々
な
手
段
を
臨
機
応
変
に

操
る
自
由
な
お
人
柄
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
き

っ
と
フ
ァ
ン
も
多
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。 

空
海
さ
ん
が
日
本
に
広
め
た
真
言
宗
に
縁
の

あ
る
私
た
ち
も
、
そ
の
存
在
に
あ
や
か
り
、
今
の

時
代
を
少
し
で
も
軽
や
か
に
賢
く
愉
快
に
生
き

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
皆
さ
ん
の
菩
提
寺
と
し

て
、
空
海
さ
ん
の
恩
恵
を
諸
行
事
や
発
行
物
を
通

じ
て
発
信
し
て
参
り
ま
す
。 ※

参
考
：D

isco
v
e
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a
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a
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秋
彼
岸
会 

中
日
法
要
の
ご
案
内 

恒
例
の
秋
彼
岸
会
法
要
を
海
禅
寺
本
堂
に
て

お
勤
め
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
出
か
け
く
だ
さ

い
。（
申
込
不
要
） 

日 

程
：
令
和
５
年
９
月
２３
日
（
土
・
祝
日
） 

時 

間
：
受 

付 

午
前
１０
時
～ 

 
 
 
 

法 

要 

午
前
１０
時
半
～ 

※
お
彼
岸
中
日
の
午
前
中
は
、
本
堂
前
で
お
焼
香

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
準
備
を
い
た
し
ま
す
。 

※
法
要
終
了
後
に
お
時
間
の
許
す
方
は
、
会
議
室

で
ご
歓
談
し
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。
粗
菓

粗
茶
も
ご
準
備
い
た
し
ま
す
。 

※
彼
岸
会
法
要
の
供
養
塔
婆
を
ご
希
望
の
方
は
、

１９
日
（
火
）
夕
刻
ま
で
に
電
話
ま
た
は
フ
ァ

ッ
ク
ス
で
、
寺
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

（
供
養
塔
婆
料 

一
基 

３
０
０
０
円
） 

※
境
内
墓
地
を
お
持
ち
の
方
は
、
お
寺
に
お
い
で

に
な
ら
な
く
と
も
供
養
塔
婆
を
墓
前
に
手
向

け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、

供
養
塔
婆
料
を
添
え
て
お
申
し
出
下
さ
い
。 
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総
本
山
智
積
院
『
集
議
』
列
座 

す
で
に
ご
案
内
の
通
り
、
海
禅
寺
住
職
は
京
都

総
本
山
智
積
院
の
要
職
で
あ
る
、
菩
提
院
結
衆
の

一
人
と
し
て
お
役
目
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
度
、
菩
提
院
結
衆
の
更
に
上
位
に
あ
る

『
集
議
』（
し
ゅ
ぎ
）
席
に
列
座
（
選
任
さ
れ
る

こ
と
）
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
真

言
宗
智
山
派
の
高
僧
二
十
名
が
在
任
し
て
お
り
、

川
崎
大
師
平
間
寺
の
御
貫
首
や
、
成
田
山
新
勝
寺

の
御
貫
首
方
も
名
を
連
ね
ま
す
。
今
後
、
諸
行
事

等
に
出
仕
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
も
増
え
る
か

と
存
じ
ま
す
が
、
皆
様
の
海
禅
寺
の
益
々
興
隆
の

た
め
、
ま
た
宗
派
お
よ
び
社
会
の
た
め
に
精
進
し

て
参
る
所
存
で
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
へ
、
こ
こ
に

感
謝
と
共
に
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

  

 

本
堂
に
エ
ア
コ
ン
設
置 

こ
こ
数
年
、
夏
の
猛
暑
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を

知
り
ま
せ
ん
。
今
年
も
大
変
に
暑
い
夏
で
し
た
。

海
禅
寺
の
本
堂
は
こ
れ
ま
で
複
数
台
の
扇
風
機

で
そ
の
暑
さ
を
し
の
い
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
ご

参
拝
い
た
だ
く
檀
信
徒
の
皆
様
の
健
康
を
考
え

る
と
、
現
状
の
ま
ま
で
は
危
険
を
感
じ
る
程
の
室

温
と
な
る
日
も
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

そ
こ
で
こ
の
度
思
い
切
っ
て
、
本
堂
に
業
務
用

の
大
型
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
三
台
を
設
置

い
た
し
ま
し
た
。 

                 

 
こ
れ
に
伴
い
消
費
電
力
も
大
き
く
な
る
た
め
、

業
務
用
電
源
で
あ
る
三
相
へ
変
更
す
る
工
事
も

い
た
し
ま
し
た
。
寺
の
建
物
構
造
上
、
難
し
い
工

事
と
な
り
ま
し
た
が
、
関
係
業
者
の
努
力
の
お
陰

で
無
事
設
置
工
事
は
完
了
し
、
こ
の
度
引
き
渡
し

と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
夏
は
涼
し
く
、

冬
も
こ
れ
ま
で
よ
り
暖
か
な
本
堂
で
ご
法
事
を

は
じ
め
と
し
た
仏
事
、
諸
行
事
を
営
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。
菩
提
寺
の
本
堂
で
す
。
ど
う
ぞ
御
法
事

な
ど
の
折
り
に
触
れ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

尚
、
今
回
か
か
っ
た
費
用
の
全
て
は
、
住
職
か

ら
の
寄
贈
と
い
た
し
ま
す
。
前
述
の
総
本
山
智
積

院
集
議
席
列
座
に
つ
い
て
、
檀
信
徒
の
皆
様
、
そ

し
て
海
禅
寺
へ
の
御
礼
と
感
謝
の
気
持
ち
と
し

て
納
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

合 

掌 

 

第
３９
回 

人
形
供
養
会 

毎
年
１１
月
の
勤
労
感
謝
の
日
に
行
っ
て
い
る

人
形
供
養
会
を
今
年
も
勤
修
い
た
し
ま
す
。
今
年

も
集
ま
っ
た
お
人
形
さ
ん
を
す
べ
て
お
飾
り
し

た
上
で
、
修
験
道
の
秘
法
・
柴
燈
護
摩
供
に
よ
っ

て
懇
ろ
に
供
養
を
お
勤
め
し
ま
す
。
合
わ
せ
て
檀

信
徒
の
皆
さ
ま
の
、
家
内
安
全
と
心
願
成
就
も
御

祈
念
い
た
し
ま
す
。 

 日 

程
： 

令
和
５
年
１１
月
２３
日
（
木
・
祝
日
） 

時 

間
： 

〔
受
付
〕
午
前
９
時
半
～ 

〔
雅
楽
奉
納
演
奏
〕
午
前
１０
時
４０
分
～ 

〔
人
形
供
養
法
要
〕
午
前
１１
時
～ 

 

生
老
病
死
を
語
り
合
お
う 

『
生
ま
れ
る
こ
と
、
老
い
る
こ
と
、
病
気
に
な

る
こ
と
、
そ
し
て
死
に
ゆ
く
こ
と
』 

こ
の
世
に

生
を
受
け
た
後
、
誰
も
が
自
分
の
思
う
よ
う
に
な

ら
な
い
老
・
病
・
死
と
い
う
一
大
事
を
背
負
っ
て

日
々
歩
ん
で
い
ま
す
。 

な
か
な
か
答
え
の
出
な
い
事
だ
か
ら
こ
そ
、
ま

ず
は
語
り
合
う
こ
と
か
ら
始
め
ま
せ
ん
か
？ 

あ
な
た
の
思
い
悩
む
あ
れ
こ
れ
は
、
誰
か
の
あ

れ
こ
れ
と
通
じ
合
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん 

場 

所
：
海
禅
寺
本
堂  

会 

費
：
５
０
０
円 

日 

程
：
令
和
５
年
９
月
１７
日
（
日
） 

時 

間
： 

午
後
２
時
～
４
時
（
開
場
１
時
４５
分
） 

申
込
み
：
不
要 

発
行
元 

海
禅
寺 

海 禅 寺 新 聞 ほっこり安らぐ皆さんの故郷のような寺でありたい 

告
知 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

新
田
の
風 


