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最
近
、
本
当
は
恵
ま
れ
て
い
る
の
に
「
な
い

も
の
ね
だ
り
を
し
て
い
る
な
」
と
思
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
忙
し
い
と
暇
が
欲
し
い
、
暇
だ
と

忙
し
く
な
り
た
い
。
あ
れ
も
し
た
い
、
こ
れ
も

し
た
い
。
皆
さ
ん
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
た

り
は
し
ま
せ
ん
か
？ 

先
日
、
何
か
面
白
い
事
は
な
い
か
と
手
に
取

っ
た
本
に
、
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
し
た
。 

海
に
一
匹
の
魚
が
い
ま
す
、
そ
の
魚
は
「
こ

の
海
は
私
の
求
め
て
い
る
海
で
は
な
い
！
」
と

言
っ
て
、
自
分
の
理
想
の
海
を
探
し
に
出
か
け

ま
す
。「
ど
こ
に
私
の
探
し
て
い
る
海
が
あ
る
の

だ
ろ
う
？
」
魚
は
必
死
に
探
し
回
り
ま
す
。
探

せ
ば
探
し
た
だ
け
色
々
な
も
の
が
見
え
て
き

て
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
魚
は
遠
く
ま
で
泳
い

で
い
き
ま
す
。 

青
い
所
も
あ
れ
ば
、
き
れ
い
な
緑
色
の
所
も

あ
る
。
ゴ
ミ
だ
ら
け
で
な
ん
だ
か
変
な
臭
い
の

す
る
所
も
あ
る
。「
う
ー
ん
。
一
体
ど
れ
が
本
物

の
海
な
の
だ
ろ
う
？
私
の
行
き
た
い
海
は
ど
こ

だ
ろ
う
？
」
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
う
ち

に
、
魚
は
考
え
す
ぎ
て
も
う
何
が
何
だ
か
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
青
い
所
が
い
い
と
思

っ
て
い
た
の
に
、
や
っ
ぱ
り
緑
も
い
い
と
思
っ

た
り
、離
れ
る
と
ま
た
青
が
恋
し
く
な
っ
た
り
。

し
か
し
そ
ん
な
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
ら
、

魚
は
だ
ん
だ
ん
と
疲
れ
て
し
ま
い
、
つ
い
に
眠

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
よ
う
や
く
眠
り
か
ら
目
を
覚
ま
し

た
魚
は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
に
気
が
付
き
ま

す
。
自
分
が
ず
っ
と
探
し
て
い
た
海
の
中
に
、

最
初
か
ら
ず
っ
と
自
分
は
抱
か
れ
て
い
た
の
だ

と
い
う
こ
と
に
。 

「
あ
ぁ
、
こ
れ
で
良
か
っ
た
ん
だ
」 

あ
れ
じ
ゃ
な
い
こ
れ
じ
ゃ
な
い
。
あ
れ
が
欲

し
い
こ
れ
が
欲
し
い
と
思
う
こ
と
も
時
に
は
あ

り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
本
を
読
ん
で
み
て
、

今
身
近
に
あ
る
も
の
へ
の
感
謝
は
絶
対
に
忘
れ

ず
に
い
よ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 

◆
大
澤

お
お
さ
わ

香こ
う

有ゆ
う 

 

   

彼
岸
が
過
ぎ
、
よ
う
や
く
秋
ら
し
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。 

 

秋
と
い
え
ば
、
食
欲
の
秋
・
読
書
の
秋
・

ス
ポ
ー
ツ
の
秋
な
ど
様
々
な
過
ご
し
方
が

あ
り
ま
す
。
私
の
場
合
、
今
年
は
「
紅
葉
の

秋
」
で
す
。
長
野
県
の
実
家
に
い
た
時
は
、

当
た
り
前
だ
っ
た
山
の
紅
葉
。
東
京
に
来
て

ま
だ
半
年
で
す
が
、
山
が
恋
し
い
…
。
田
舎

が
恋
し
い
…
。
と
い
う
こ
と
で
、
今
年
は
生

ま
れ
て
初
め
て
、
紅
葉
を
見
る
た
め
に
旅
行

に
出
か
け
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

皆
さ
ん
は
今
年
、
ど
ん
な
秋
を
お
過
ご
し

に
な
り
ま
す
か
？ 

 

季
節
の
変
わ
り
目
。
体
調
を
壊
さ
な
い
よ

う
用
心
し
な
が
ら
、
共
に
「
○
○
の
秋
」
を

楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 
 

◆
竹
村

た
け
む
ら

信
彦

し
ん
げ
ん 

 

な
い
も
の
ね
だ
り 

 

 

発
行 

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
教
化
研
修
部
門 

 
 
 

〒
一
〇
五
‐
八
五
四
四 

 
 
 

東
京
都
港
区
芝
二
‐
五
‐
二
曹
洞
宗
宗
務
庁
内 

 
 
 
 
 
 

 
 

☎
〇
三
‐
三
四
五
四
‐
六
八
四
四 

ぶ
っ
た
に
ゃ
ん
の 

 
 
 
 
 

ひ
だ
ま
り
仏
教
ク
イ
ズ 

問 

題 

曹
洞
宗
で
は
「
両
祖
」
と
し
て
二
人
の
僧
侶
を
仰
ぎ
敬
っ
て
い
ま
す
。
一
人
は
道
元
禅
師
、

で
は
も
う
一
人
は
誰
で
し
ょ
う
？ 

① 

瑩
山

け
い
ざ
ん

禅
師 

 
 
 
 
 

 

②
達 だ

る

摩 ま

大
師 

 
 
 
 

 
 

③
良

り
ょ
う

寛 か
ん

禅
師 

先
月
の
答
え
は
お
彼
岸
で
し
た
。
お
彼
岸
は
日
本
の
暦
と
関
係
し
て
お
り
、
春
分
の
日
と

秋
分
の
日
を
中
日
と
し
た
前
後
三
日
間
を
言
い
ま
す
。
現
在
で
は
お
彼
岸
の
季
節
に
な
る
と

多
く
の
人
々
が
お
墓
参
り
に
出
か
け
、
ご
先
祖
様
に
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
ま
す
。
ま
た
、

昔
か
ら
日
本
で
は
種
ま
き
と
収
穫
の
時
期
に
あ
た
る
こ
の
時
期
に
豊
作
を
祈
り
、
食
べ
物
を

生
み
出
す
自
然
に
感
謝
を
し
て
き
ま
し
た
。 

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
生
活
に
根
付
い
た
仏

教
行
事
で
あ
る
「
お
彼
岸
」。
ご
先
祖
様
や
自
然
に
対
し
て
想
い
を
寄
せ
る
こ
と
で
、
自
分

自
身
の
生
き
方
を
見
つ
め
直
す
大
切
な
期
間
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

九
月
号
の
答
え 

②
番 

お
彼
岸 

 

編
集
後
記 
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今
月
は
お
酒
好
き
の
心
強
い
味
方
、
し
じ
み
汁
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
栄

養
た
っ
ぷ
り
の
し
じ
み
汁
は
肝
機
能
を
高
め
二
日
酔
い
に
効
果
抜
群
。
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
鉄
分
が
豊
富
で
貧
血
に
も
効
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。 

島
根
県
に
あ
る
宍
道

し

ん

じ

湖こ

は
、
全
国
シ
ェ
ア
四
割
を
超
え
る
日
本
一
の
し

じ
み
の
産
地
で
す
。
そ
ん
な
宍
道
湖
の
し
じ
み
の
特
徴
は
、
何
と
言
っ
て

も
海
水
と
淡
水
が
混
じ
り
あ
う
環
境
で
育
ま
れ
た
独
特
の
「
旨
み
」
で
す
。 

し
じ
み
は
真
水
に
浸
か
る
と
旨
み
成
分
が
逃
げ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
宍

道
湖
は
日
本
海
か
ら
流
れ
こ
む
海
水
の
影
響
で
、
し
じ
み
の
発
育
に
丁
度

良
い
塩
分
濃
度
が
保
た
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
大
振
り
で
旨
み
の
詰

ま
っ
た
し
じ
み
が
沢
山
と
れ
る
の
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
す
で
に
皆

さ
ん
も
宍
道
湖
の
し
じ
み
を
使
っ
た
し
じ
み
汁
を
召
し
上
が
っ
た
こ
と
が

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

◆
堀
江

ほ

り

え

紀
宏

き

こ

う 

 

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
馬
頭
観
音
で
す
。
馬
頭
観
音
は
そ
の
名
の
通

り
、
馬
の
頭
を
持
っ
た
仏
様
で
す
。
そ
の
姿
か
ら
、
交
通
の
足
と
し
て
使

わ
れ
た
馬
の
安
全
を
祈
願
す
る(

交
通
安
全
の)

仏
様
と
し
て
道
に
お
祀 ま

つ

り

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

で
は
、
な
ぜ
馬
の
頭
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
馬
頭
の
本

意
は
、
馬
が
草
を
貪
り
食
う
よ
う
に
、
人
々
の
煩
悩
を
取
り
払
い
苦
し
み

か
ら
救
う
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
馬
頭
観
音
の
表
情
を
見
る
と
他
の
穏
や

か
な
観
音
様
と
は
違
い
、
憤
怒

ふ

ん

ぬ

の
表
情
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
馬
頭
観
音
は
親
が
子
を
叱
り
諭
す
よ
う
に
、
人
々
が
道
を
誤
ら
ぬ
よ

う
、
時
に
厳
し
い
眼
で
人
々
を
見
守
っ
て
下
さ
る
仏
様
な
の
で
す
。 

 

体
裁
を
気
に
し
て
し
ま
う
あ
ま
り
、
人
に
毅
然
と
注
意
で
き
な
い
私
に

と
っ
て
、
馬
頭
観
音
の
厳
し
い
眼
光
は
、
形
だ
け
の
優
し
さ
で
は
な
い
、

真
に
人
を
思
う
温
か
な
眼
差
し
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

 

◆
畔
栁
公

く
ろ
や
な
ぎ
こ
う

潤
じ
ゅ
ん 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

『馬ば

頭と
う

観
音
菩
薩
』 

一
年
度 

國
生

く

に

き

徹て

つ

雄ゆ

う 

 

『
行
持

ぎ
ょ
う
じ

』 

皆
さ
ん
は
「
行
持
」
と
い
う
言
葉
を
ご
存
知
で

す
か
？
「
行
事・

」
と
い
う
言
葉
は
よ
く
耳
に
し
ま

す
が
、
こ
の
「
行
持・

」
は
聞
き
な
れ
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。「
行
持
」
と
は
仏
道
の
修
行

を
常
に
怠
ら
ず
に
続
け
る
こ
と
で
す
。
仏
道
の
修

行
と
い
う
と
、
お
経
を
唱
え
た
り
、
坐
禅
を
し
た

り
す
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
日
々
の
生
活
の
中
で
出
来
る
自
分

が
良
い
と
思
う
行
い
や
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に

な
る
行
い
も
仏
道
の
修
行
な
の
で
す
。 

私
は
今
年
の
五
月
に
祖
父
を
亡
く
し
ま
し
た
。

祖
父
は
僧
侶
で
、
住
職
は
次
の
代
に
譲
っ
て
い
ま

し
た
が
、
境
内
の
草
取
り
や
植
木
の
手
入
れ
を
し

た
り
、
塔
婆
を
書
い
た
り
と
い
っ
た
事
は
そ
の
後

も
し
て
い
ま
し
た
。 

私
は
大
本
山
總
持
寺
で
の
修
行
を
終
え
、
二

十
五
歳
の
時
、
祖
父
の
お
寺
に
半
年
ほ
ど
住
ん

で
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
祖
父
は
朝
起
き
る

と
、
天
候
の
悪
い
日
以
外
は
毎
日
外
に
出
て
草

取
り
を
す
る
の
が
日
課
で
し
た
。
私
も
そ
こ
に

い
る
間
は
祖
父
と
一
緒
に
草
取
り
を
し
て
い
ま

し
た
。
あ
る
日
、
一
緒
に
草
取
り
を
し
て
い
る

時
に
、
祖
父
に
こ
の
よ
う
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。 

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
も
う
八
十
歳
に
な
る
の
に

毎
日
草
取
り
を
し
て
大
変
じ
ゃ
な
い
の
？
」 

す
る
と
、
祖
父
は
ニ
ッ
コ
リ
と
笑
い
な
が
ら

次
の
よ
う
に
答
え
た
の
で
す
。 

「
境
内
の
草
取
り
は
自
分
が
好
き
で
や
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
大
変
で
は
な
い
ん
だ
よ
」 

こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
境
内
を
綺
麗
に
保
つ

こ
と
が
祖
父
に
と
っ
て
の
生
き
が
い
で
あ
り
、

仏
道
の
修
行
な
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
し
か
し
、

い
く
ら
自
分
が
好
き
な
事
と
は
い
え
、
八
十
歳

と
い
う
年
齢
で
、
毎
日
草
取
り
を
す
る
こ
と
は

容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
毎

日
同
じ
こ
と
を
コ
ツ
コ
ツ
や
っ
て
い
く
。
私
か

ら
見
て
祖
父
は
ま
さ
に
「
行
持
」
の
人
で
し
た
。 

祖
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、

お
寺
に
行
き
ま
し
た
。
境
内
を
見
て
み
る
と

所
々
に
草
が
生
え
て
い
ま
す
。
祖
父
が
生
き
て
い

た
時
に
は
見
る
こ
と
が
無
か
っ
た
光
景
で
し
た
。

「
自
分
が
草
取
り
を
し
な
く
て
は
」
ふ
と
私
は
そ

の
よ
う
に
思
い
、
草
取
り
の
道
具
を
手
に
と
っ
て

草
取
り
を
始
め
ま
し
た
。
境
内
を
少
し
で
も
綺
麗

に
す
れ
ば
、
亡
く
な
っ
た
祖
父
も
き
っ
と
喜
ん
で

く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。 

『
修
証
義
』
と
い
う
お
経
に
、
次
の
よ
う
な
一
文

が
あ
り
ま
す
。 

 徒
い
た
ず

ら
に
百
歳
生
け
ら
ん
は
恨
む
べ
き
日
月

じ

つ
げ

つ

な

り
、
悲
む
べ
き
形
骸

け

い
が
い

な
り 

 

こ
の
一
文
は
、
何
か
を
為
す
こ
と
も
な
く
、
う

か
う
か
と
百
歳
ほ
ど
長
生
き
し
た
と
し
て
も
そ

れ
は
後
悔
の
多
い
月
日
で
あ
り
、
充
実
し
た
生
き

方
を
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
悲
し
む
べ
き
人
生
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。 

皆
さ
ん
は
毎
日
継
続
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
か
？
あ
る
人
は
こ
れ
か
ら
も
続
け
て
い
く

べ
き
で
し
ょ
う
。
な
い
人
で
も
決
し
て
遅
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
命
に
は
限
り
が
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
を
ど
う
生
き
る
か
考
え
、

実
践
し
て
い
く
事
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

法
の
お
話 

い
ろ
ん
な
仏
様 

ひ
だ
ま
り 

ご
当
地
グ
ル
メ 

島根県より 

『しじみ汁』 

 


