
志

賀

直

哉

と

禅

周
知
の
よ
う
に、
志
賀
直
哉
は
無
神
論
者
で
あ
り、
ま
た
弛
い
自
我
の
持

・
ち
主
で
あ
っ
た。
し
か
し、
無
神
除
者
の
作
り
上
げ
た
作
品
で
あ
る
志
賀
文

学
は
〈
神
様〉
と
無
縁
で
は
な
い。
そ
の
作
品
に
現
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
罪

意
識
へ
の
批
判、
及
ぴ
抑へ
の
＾
偏
愛〉
は、
い
ず
れ
も
志
賀
文
学
と
宗
教

的
な
も
の
と
の
深
い
因
縁
を
物
語
っ
て
い
る。
若
き
直
哉
の
建
長
寺
参
押
い

は、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
と
の
約
七
年
間
の
緑
を
切
ろ
う
と
す
る―
つ
の
前
触

れ
で
あ
り、
ま
た
彼
自
身
の
巡
命
の一
つ
の
転
機
で
あ
っ
た。
そ
の
後、
直

哉
は
終
生
自
己
流
の
や
り
方
で
禅
と
付
き
合っ
て
お
り、
ま
た
作
品
の
な
か

．
に
も
し
ば
し
ば
禅
を
取
り
込
ん
で
い
る。
本
小
綸
は
拙
稿
「
志
賀
直
哉
と
禅

ー—
叔
父
直
方
と
の
関
係
を
中
心
に
_
ー」
②
と
「『
暗
夜
行
路』
に
お
け

る
迎
命
の
超
克

1
禅
と
の
関
わ
り
を
中
心
に

ー」
③
に
続
く
も
の
で
あ

る
が、
こ
こ
で
は
前
両
論
を
踏
ま
え、
主
に
直
哉
の
好
き
な
禅
語
を
中
心
に

線
め
て
み
た
い
と
思
う。

志
賀
直
哉
が
も
っ
と
も
好
き
な
禅
語
と
言
え
ば、
＾徳
山
托
鉢〉
で
あ
ろ
う。

語

管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
言
う
と、
そ
れ
は
ま
ず
r
暗
夜
行
路』
の
中
で
触
れ
ら

れ、
昭
和
三
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
も
辻
悛
明
と
の
談
話「
徳
山
托
鉢
の
話」

い、
随
箪
『
老
廃
の
身」
（
昭
和
三
十
九
年一
月）
の
な
か
で
も
言
及
さ
れ

て
い
る。
こ
の
ほ
か
に
も、
さ
ら
に
い
く
つ
か
禅
と
関
辿
の
あ
る
作
品
が
挙

げ
ら
れ
る。
例
え
ば、
昭
和一一
十一
年
六
月
に
r
女
性
公
論」
創
刊
号
に
発

表
さ
れ
た
r
瀧
頭
蛇
尾』
と
い
う
随
箪
と、
昭
和
三
十
八
年
八
月
に
『
新
潮」

七
百
号
記
念
号
に
発
表
さ
れ
た
r
盲
亀
浮
木」
と
い
う
短
稲
が
あ
る。
こ
の

両
作
品
か
ら
少
な
く
と
も―
つ
の
共
通
項
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
思
う。
そ
れ

は
作
品
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る。
r
碧
巌
録」
第
十
則
の
頌
に

＄盆旧
也
善
雌
琢゚

争
奈
龍
頭
蛇
尾＞
（
遥
の
俯
也
善
＜
雌
琢
す。
争
奈
せ
ん
開
頭
蛇
尾
な
る
こ

と
を）
と
あ
り、
第
十
九
則
の
頌
に
〈
曾
向
泊
浪
下
浮
木。
夜
澁
相
共
接
盲

生〉
（
曾
て
泊
涙
に
向
つ
て
浮
木
を
下
す。
夜
蒻
相
共
に
盲
組
を
接
す）、
同

評
に
〈
於
生
死
海
中。
用一
指
頭
接
人。
似
下
浮
木
接
盲
磁
相
似〉
（
生
死

海
の
中
に
於
て、
一
指
頭
を
用
て
人
を
接
す。
浮
木
を
下
し
て
盲
絋
を
接
す

る
に
似
て
相
似
た
り）
と
あ
る。
削
ち、
両
作
品
は
ど
ち
ら
も
禅
語
で
タ
イ

ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る。
『
煎
頭
蛇
尾」
に
は、
大
人
と
悪
戯
な
子
供
と

ノ· ヽ

保

華
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あ
る。

の
交
渉
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
て
い
る
が、

禅
に
触
れ
る
話
は
全
然
入
っ

て
い
な
い。

『
盲
亀
浮
木」
は
あ
る
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
四
段
で
構
成
さ
れ、

そ
の
う
ち、

最
後
の
段
が
叔
父
志
賀
直
方
か
ら
開
い
た
神
の
話、
〈
盲
組
浮
木〉
を
持
っ

て
い
る。

そ
の
他、

志
賀
文
学
の
前
期、

明
治
四
十
四
年
十
月
に
r
白
椎』

第
二
巻

第
十
号
に
発
表
さ
れ
た
r
襖』
と
い
う
短
編
小
説
が
あ
る。

そ
の
中
に
は
、

．

祖
父
志
賀
直
道
か
ら
開
い
た
白
隠
禅
師
の
話
が
入
っ
て
い
る。

大
正
時
代
に

入
っ
て
か
ら、

長
年
不
和
で
あ
っ
た
志
賀
父
子
が
和
解
し
た
と
き
の
喜
ぴ
と

典
布
か
ら
一
気
に
十
五
日
間
で
柑
か
れ
た
中
福
小
説
『
和
照』
（
大
正
六
年

十
月
『
黒
潮」）

が
発
表
さ
れ、

そ
の
締
め
く
く
り
に
直
哉
は
叔
父
直
方
の

手
紙
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

も
っ
と
も
適
切
な
禅
語
「
時
節
因
緑
L

と
「
束
西
南
北
蹄
去
来

夜
深
同
見
干
岩
笞
L

を
引
く
こ
と
が
で
き
た
の
で

大
正
十
四
年
三
月
二
日
に
『
読
売
新
間』

の
r
a
み
ぶi
月
曜
附
録」

梱
に

志
賀
直
哉
の
「
柳
宗
悦
の
r
木
喰
上
人
の
研
究』

に
就
い
て」
と
い
う
ご
く

短
い
随
策
が
発
表
さ
れ
た。
こ
の
随
箪
の
な
か
の
＾
啄
そ
く
同
時〉

と
い
う

言
菜
に
つ
い
て
だ
が、

随
策
の
内
容
に
即
し
て
判
断
し
て
み
る
と、
＾
啄
そ

く
同
時〉
は
＾
眸
啄
同
時〉

と
い
う
禅
語
か
ら
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る。
〈
眸
啄
同
時〉
は
『
碧
骰
録」
の
第
十
六
則
「
鋭
消
眸
啄
機」
（
鋭
消

弊
啄
の
機）

の
評
唱
の
中
に
見
ら
れ
る。

大
凡
行
脚
人。

須
具
眸
啄
同
時
眼。

有
眸
啄
同
時
用。

方
稲
柄
佃゚

（
大
凡
そ
行
脚
の
人
は、

須
ら
く
膵
啄
同
時
の
眼
を
具
し、
眸
啄
同
時

の
用
有
つ
て、

方
に
柄
僧
と
稲
す
ぺ
し）

＾
晦〉
と
い
う
の
は
鶏
卵
が
孵
化
し
よ
う
と
す
る
と
き、

卵
の
中
の
雄
烏
が

内
側
か
ら
殻
を
こ
っ
こ
っ
と
つ
つ
く
こ
と
を
い
う。
〈
眸〉
の
恨
用
音
は
〈
そ

つ〉
で、
＾
そ
く〉

で
は
な
い。
〈
啄〉
と
い
う
の
は、

そ
の
と
き
に
母
鶏
が

外
か
ら
殻
を
つ
つ
く
こ
と
を
い
う。
＾
暉
啄
同
時〉

と
は、

雛
烏
の
〈
吟〉

と
親
烏
の
〈
啄〉

と
が
同
時
で、

し
か
も
同
じ一
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

両
者
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
ず
れ
て
い
た
り、

ず
れ
た
と
こ
ろ
を
つ
つ
い
た
の
で

は、

雄
は
卵
の
中
か
ら
誕
生
し
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る。
こ
の

梧
は、

禅
に
お
い
て
はへ

師
と
弟
子
と
が
お
互
い
に
息
が
合
っ
て
冊
然一
体

に
な
っ
て
い
る
と
き
の
み、

悟
り
の
機
緑
に
逢
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
い

う。
こ
の
随
箪
の
中
で、

直
哉
は
＾
眸
啄
同
時〉
の
〈
膵
啄〉
を
＾
啄
膀

に
変
え
た
だ
け
で
＾
啄
そ
く
同
時〉
と
な
し
た。

そ
こ
に
は
営
菜
を
駆
使
す

る
彼
の
機
知
が
目
立
ち、
こ
の
禅
語
に
お
け
る
本
の
意
味
は
見
ら
れ
な
い。

直
哉
が
こ
の
よ
う
に
巧
妙
に
禅
栢
を
変
え
た
目
的
は、

木
喰
上
人
発
見
の
親

で
あ
る
柳
宗
悦
の
努
力
を
強
閥
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

な
お、
〈
眸
啄〉
を
＾
啄
悴〉
に
換
え
る
と
き、
〈
そ
つ〉
を

敢え
て
〈
そ
く〉

に
し
た
と
こ
ろ
に
は、

何
か
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。

志
賀
文
学
の
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と、
「
志
賀
直
哉
と
宗
教」、

或

い
は
「
志
賀
文
学
と
宗
教」
と
い
う
よ
う
な
研
究
テ
！
マ
を
中
心
に
継
め
た
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研
究
論
文
は、
ほ
と
ん
ど
無
き
に
等
し
い
こ
と
が
わ
か
る。
志
賀
文
学
の
研

究
者
た
ち
が、
何
故
こ
の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
に
向
か
っ
て
い
な
い
の
か
と

言
う
と、
理
由
は、
案
外
に
簡
単
で
あ
ろ
う。
志
賀
直
哉
が
本
来
無
神
論
者

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
文
学
研
究
の
＾
門
外
渓〉
で
あ
っ
た
宗
教

家
の
辻
嬰
明
（
明
治
三
十
六
年
岐
阜
県
生
ま
れ）
は、
か
つ
て
「
志
賀
直
哉

氏
の
人
と
そ
の
宗
教
性」
⑤
と
い
う
文
卒
を
歯
い
て
い
る。
こ
れ
は
志
賀
文

学
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
で
は
な
い
が、
そ
の
な
か
に
は、
幾
つ
か
の
示
唆

に
宮
む
事
実
が
苦
か
れ
で
い
る。

辻
嬰
明
は、
若
き
こ
ろ
か
ら
鎌
倉
円
迂
寺
の
古
川
抱
迫
に
就
い
て
参
禅
し

は
じ
め
た。
雙
明
は、
師
の
風
骨
に
魅
了
さ
れ、
恩
師
が
昭
和
三
十
六
年
四

月
逝
去
す
る
ま
で、
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
古
川
発
道
に
師
事
し
て
い
た。

「
雙
明」
と
い
う
居
士
号
は、
昭
和
十
二
年一
月、
古
川
槌
道
に
よ
り
授
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る。
禅
の
道
へ
の
梢
進
が
機
縁
と
な
っ
て、
雙
明
は、
公

田
辿
太
郎、
鈴
木
大
拙、
柳
宗
悦
を
初
め
と
し
て、
多
く
の
優
れ
た
人
々
の

・
知
遇
の
恩
を
得
た。
雙
明
を、
志
賀
直
哉、
武
者
小
路
実
篤、
長
輿
普
郎
に

紹
介
し
た
の
は、
柳
宗
悦
で
あ
っ
た。
雙
明
の
手
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
禅
と

関
連
の
あ
る
本
が
数
冊
残
っ
て
い
る
が、
そ
の
な
か
に、
昭
和
三
十
五
年
十

一
月
発
行
の
r
禅・
宗
教
に
つ
い
て
の
十
五
章」
と、
昭
和
四
十一
年
三
月

発
行
の
r
抑
骨
の
人
々
ー
師
と
友
の
群
像
ー』
と
い
う
二
冊
が
あ
る。
前
者

の
な
か
に
は
志
賀
直
哉
の
辻
婆
明
に
答
え
た
談
話
「
内
村
鑑
三
先
生
の
こ
と

な
ど」、
後
者
の
な
か
に
は
辻
嬰
明
の
「
志
賀
直
哉
氏
の
人
と
そ
の
宗
教
性」

が
収
録
さ
れ
て
い
る。

辻
嬰
明
が
初
め
て
志
賀
直
哉
を
訪
ね
た
の
は、
昭
和一
＝
＋一
年
七
月
二
十

八
日
の
こ
と
だ
が、
そ
れ
以
前
に、
彼
は
す
で
に
直
哉
の
こ
と
に
典
味
を
抱

い
て
い
た。
談
話
「
内
村
鑑
三
先
生
の
こ
と
な
ど」
に
よ
る
と、
昭
和
三
十

年
の
秋
の
あ
る
日
斐
明
は、
柳
宗
悦
に
「r
白
樺」
の
方
々
の
中
で
は、
ど

な
た
が一
番
宗
教
的
で
し
ょ
う
か」
と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ、
柳
は
即
座
に
「
そ

り
や
あ、
志
賀
だ
ろ
う
な」
固
と
答
え
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
志
賀
文
学
の

本
質
に
関
す
る
問
題
に
対
し
て、
昭
利
三
十
三
年
六
月、
尾
崎一
維、
阿
川

弘
之
等
に
よ
る
r
志
賀
直
哉
日
記
を
め
ぐ
つ
て』
と
い
う
座
談
会
の
席
上、

直
哉
は、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る。

僕
は
宗
教
の
本
も
眼
ま
な
い
し、
さ
う
い
ふ
勉
強
は
し
た
事
は
な
い
が、

心
に
さ
う
い
ふ
要
求
は
若
い
時
か
ら
持
つ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い。
そ

れ
が
年
を
と
つ
て
自
然
に
段
々
強
く
な
っ
た。
し
か
も
そ
れ
は
キ
リ
ス

ト
で
い
ふ
神
を
信
ず
る
や
う
に
な
っ
た
と
か、
佛
教
の
佛
様
を
信
仰
す

る
と
い
ふ
の
で
な
く、
俯
皿
な
事
で
言
へ
ば
小
さ
な
品
な
ん
か
殺
す
の

が
大
嬰
い
や
に
な
っ
て
来
た
の
で
す。
（
略）

僕
は
無
神
論
者
だ
か
ら

．
宗
教
的
と
い
ふ
の
は
焚
な
の
で
す
が、
そ
れ
で
も一
種
宗
教
的
と
い
つ

て
も
い
い
や
う
な
氣
分
は
段
々
前
よ
り
弛
く
な
っ
て
来
た
と
自
分
で
も

思
ひ
ま
す。
（
志
賀
直
哉
全
集
第
十
四
巻一
八一
頁

傍
線
呉）

傍
線
を
施
し
て
い
る
「
僕
は
宗
教
の
本
も
照
ま
な
い
し、
さ
う
い
ふ
勉
強

は
し
た
事
は
な
い」
と
か、
或
い
は
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
「
佛
教
の
こ
と
は

知
ら
な
い」
と
い
っ
た
こ
と
を
志
賀
直
哉
は
よ
く
口
に
し
て
い
る
が、
尾
餞

一
雄
氏
の
言
説
を
借
り
て
言
え
ば、
そ
れ
は
〈
学
問
的
に
は〉
や
〈
専
門
家
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以
上〉
と
但
し
曹
き
を
つ
け
る
べ
き
も
の
で、
直
哉
の
考
え
方、
気
持
ち、

或
い
は
作
品
の
底
流
に
潜
ん
で
い
る
も
の
は
か
な
り
仏
教
的
で
あ
る
と
い
う。

こ
う
い
う
宗
教
的
な
も
の
は、
叔
父
志
賀
直
方
や
友
人
の
柳
宗
悦
か
ら、
或

い
は
読
曹
や
実
践
を
通
し
て、
教
理
は
と
も
か
く、
〈
感
じ〉
と
し
て
感
化

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
切。

志
賀
直
哉
は、
昭
和
九
年一
月
五
十一
歳
の
と
き
に、
r
背
臭
帖」
（
昭
和

十
二
年
四
月
r
中
央
公
論」）
と
い
う
随

策を
雹
い
た。
こ
の
作
品
の
な
か
で、

直
哉
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い一
節
を
残
し
て
い
る。

神
は
人
類
登
生
の
遥
か
以
前
よ
り、
そ
し
て
人
類
滅
亡
の
派
か
以
後
ま

で
の
存
在
な
り。

人
類
の
存
在
は
神
の
存
在
に
較
ぶ
れ
ば一
弥
指
の
間
な
り。

神
と
い
ふ
も
の
を
人
間
の
形
で
考へ
る
事
は
愚
な
事
な
り。

形
を
輿へ
れ
ば
限
定
さ
れ、
小
さ
な
も
の
に
な
る。
神
を
茫
淡
た
る
形

で
な
ら
ば
自
分
に
も
考へ
る
事
が
出
来
る。
（
志
賀
直
哉
全
集
第
七
巻

四
十
四＇
囚
十
五
頁）

さ
ら
に
談
話
「
内
村
鑑
三
先
生
の
こ
と
な
ど」
の
な
か
で、
こ
の一
節
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る。

人
間
が
神
さ
ま
を
考
え
る
と、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
信
徒
な
ら、
ひ
げ

の
生
え
た
あ
あ
い
う
人
を

考え
る。
け
れ
ど
も、
か
り
に
馬
が
神
さ
ま

を
考
え
る
と、
馬
の
顔
を
し
た
神
様
を
考
え
る
で
し
ょ
う
か
ら
ね。
⑧

志
賀
直
哉
は、
『
青
臭
帖』
の
な
か
で
も
「
内
村
鑑
三
先
生
の
こ
と
な
ど」

の
な
か
で
も
キ
リ
ス
ト
教
の
神
様
を
例
と
し
て、
ほ
ん
と
う
の
神
様
は
形
が

な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る。
我
々
が
そ
の

品品也
を
仏

様
に
変
え
て
理
解
し
て
も
直
哉
に
と
っ
て
は
差
し
支
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う。
直
哉
が
ど
ん
な
発
想
を
以
て
何
に
葵つ
い
て
こ
の
よ
う
な
モ
ッ
ト
ー
を

作
り
出
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が、
そ
れ
は
臨
済
宗
の
開
祖
で
あ
る
臨
済

義
玄
禅
師
（
臨
済
葱
照
禅
師）
の
唱
え
た
〈
真
仏
無
形〉
と
同
じ
趣
旨
の
も

の
で
あ
る。
＾
真
仏
無
形〉
に
照
ら
し
て、
初
め
て
『
青
臭
帖」
の
こ
の一

節
を
考
え
た
の
が
辻
雙
明
だ
っ
た。

r
臨
済
録」
（r
鎖
州
録
臨
済
惹
照
禅
師
語
録」）
は、
中
国
騒
末
の
禅
佃、

臨
済
義
玄
の
言
行
録
で
あ
り、
「
語
録
の
王」
と
い
わ
れ
た
く
ら
い
の
臨
済

宗
の
重
要
な
宝
典
で
あ
る。
r
臨
済
録』
に
つ
い
て、
西
田
幾
多
郎
膊
士
が

か
つ
て、
す
べ
て
の
世
物
が
な
く
な
っ
て
も
r
臨
済
録』
と
『
歎
異
抄』
さ

え
あ
れ
ば
自
分
は
滴
足
し
て
い
る
と
言っ
た
話
は、
有
名
で
あ
る。
『
暗
夜

行
路』
の
主
人
公
で
あ
る
時
任
謹
作
も、
こ
の
r
臨
済
録』
を
愛
読
し
て
い

た
ら
し
い。
彼
が
大
山
で
そ
れ
を
少
し
ず
つ
読
ん
で
い
る
う
ち
に、
「
氣
分

は
良
く
な
っ
た」
（
志
質
直
哉
全
集
第
五
巻
五
四
二
頁）
と
い
う。

r
臨
済
録』
の
「
示
衆」
の
十
九
の一
と
十
九
の
九
の
な
か
に
＾
真
仏
無

形〉
と
い
う
栢
句
が
見
ら
れ
る。
〈
哀
仏
無
形〉
と
は、
ほ
ん
と
う
の
仏
と

い、
？も
の
は
形
の
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
禅
で
は、
外
部
に
あ
る

他
者
的
な
神
様
や
仏
様
を
否
定
し
て
お
り、
自
己
の
ほ
か
に
呉
の
仏
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る。
志
賀
直
哉
は
無
神
論
者
だ
っ
た
が、
「
神

と
か
な
ん
と
か
あ
あ
い
う
も
の
を
想
像
し
な
く
た
っ
て、
自
分
の
ど
こ
か
に、

あ
あ
い
う
も
の
を
持っ
て
い
るし
⑨
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に、
彼
は、
〈
無
形〉
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の
〈
神
様〉
や
＾
仏
様〉
が
自
分
の
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
と
認
め
て
い

る。
こ
れ
は、
禅
で
い
う
「
自
己
の
ほ
か
に
真
の
仏
は
な
い」
と
い
う
こ
と

と
軌
を一
に
す
る
の
で
あ
る。
直
哉
の
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は、〈
真
仏
無
形〉

と一
脈
相
通
じ
る
と
考
え
ら
れ
る。
辻
嬰
明
の
指
摘
は
ま
こ
と
に
示
唆
に
富

む
も
の
と
言
え
よ
う。

志
賀
直
哉
は
か
つ
て
辻
雙
明
の
前
で、
中
国
禅
門
の
公
案、
丹
霰
天
然
禅

師の
「
丹
霞
焼
仏」
に
興
味
を
示
し
た
叫。
こ
の
公
案
は、
r
五
燈
台
元』

巻
五
の
「
丹
甑
章」
に
見
ら
れ
る。
こ
こ
で
r
祁
宗
辞
典』
（
山
田
孝
道
著`

一
九
七
四
年
六
月
刊、
国
柑
刊
行
会）
を
参
考
に
し
て、
そ
の
部
分
を
引
用

し
て
み
よ
う。

師、
一
日
慈
林
寺
に
於
て、
天
大
い
に

寒き
に
遇
ふ、
木
佛
を
取
り
て

火
に
向
つ
て
焼
く。
院
主
呵
し
て
曰
く、
何
ぞ
我
が
木
佛
を
焼
く
こ
と

を
得
た
る。
師、
杖
子
を
以
て
灰
を
撥
い
て
日
く、
吾
れ
焼
い
て
舎
利

を
得
た
り。
主
曰
く、
木
佛
何
ぞ
舎
利
有
ら
ん。
師
曰
く、
既
に
舎
利

無
し、
更
に
雨
涼
を
取
っ
て
焼
か
ん。
主
自
後
周
恨
阻
落
す。
（
七
0

六
頁）

こ
の一
節
を
俯
単
に
継
め
て
酋
え
ば、
す
な
わ
ち、
寒
け
れ
ば
木
仏
を
焼

い
て
身
体
を
暖
め
て
も
い
い
と
い‘
2意
味
で
あ
る。
丹
霞
天
然
禅
師
の
考
え

方
は、
他
の
仏
教
諸
流
派
の
他
力
本
額
な
る
考
え
方
と
異
な
り、
自
ら
の
カ

で
悟
り
を
開
こ
う
と
す
る
自
力
的
な
も
の
に
属
し
て
い
る。
そ
れ
は
〈
其
仏

無
形〉
の
そ
れ
と
同
じ
主
旨
の
も
の
で
あ
ろ
う。
直
哉
が
こ
の
椰
の
話
に
典

味
を
持
つ
理
由
は、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

前
に
も
触
れ
た
が、
志
賀
直
哉
が
も
っ
と
も
好
き
な
禅
語
と
言
え
ば、
「
徳

山
托
鉢
L

で
あ
る。
「
徳
山
托
鉢
L

は、
『
碧
巌
録』
第
五
十一
則
の
評
唱
に

見
ら
れ
る。
そ
れ
は、
徳
山
和
尚
が
ま
だ
食
事
の
時
間
に
な
ら
な
い
時
分、

鉾
を
持っ
て
食
堂
へ
向
か
っ
て
い
っ
た
の
を
他
の
佃
に
椰
か
わ
れ、
無
言
の

ま
ま
居
室
に
戻っ
て
き
た
話
で
あ
る。『
暗
夜
行
路』
に
お
け
る「
徳
山
托
鉢」

の
話
は、
す
で
に
拙
税
「r
暗
夜
行
路』
に
お
け
る
迎
命
の
超
克」
で
触
れ

た
が、
こ
こ
で
は
主
に
晩
年
の
直
哉
が
こ
の
禅
話
に
対
し
て
愛
滸
を
示
し
て

い
る
点
を一
瞥
し
て
み
た
い。

昭
和
三
十
三
年、
志
賀
直
哉
は
「
内
村
鑑
三
先
生
の
こ
と
な
ど
L

の
な
か

で、
〈
我
が
家〉
の
〈
徳
Jll
托
鉾
の
話〉
を
作
っ
た。
こ
こ
で
ま
ず
そ
の
全

文
を
引
用
し
て
み
よ
う。

一
咋
日、
末
の
娘
夫
婦
が
き
て
肉
を
食
い
た
い
と
い
う
の
で、
肉
の
す

き
焼
き
を
や
っ
た
ん
で
す
ね。
す
き
焼
き
の
と
き
な
ん
か、
い
つ
も
鍋

の
係
を
私
が
や
る
の
で
す
よ。
と
こ
ろ
が
疲
れ
て
い
て
早
く
麻
た
く
て

し
よ
う
が
な
い。
ち
ょ
う
ど
女
中
が
国へ
帰っ
て
い
て
家
内
と
四
人
だ

け
だ
っ
た。

「
こ
れ
を
頼
む
と
ぐ
あ
い
が
い
い」
と
婿
に
言っ
て、
そ
の
晩
二
人
と

も
泊
ま
る
も
の
で
す
か
ら、
私
は
い
い
加
減
に
し
た
ら
沿
に
入
ら
ず
に

庶
て
し
ま
お
う
と
思
っ
た。

と
こ
ろ
が、
湯
呑
の
茶
を
飲
も
う
と
思
っ
て
見
た
ら、
飛
ん
だ
油
が
ギ

ラ
ギ
ラ
浮
い
て
い
る。
す
き
焼
で
な
く、
バ
タ
焼
だ
っ
た
の
で、
こ
れ
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は
ず
い
ぶ
ん
自
分
も
油
を
か
ぶ
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。

翌
日
は
会
が
あ

る
か
ら、

外
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し、

油
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
行

く
の
は
気
持
が
悪
い
し、
「
風
呂
に
は
い
る
」

と
言
っ
た
。

と
こ
ろ
が、

用
事
が
忙
し
く
て
風
呂
水
を
汲
み
込
ん
で
い
な
い
。

家
内
が
ジ
ャ
ア

ジ
ャ
ア
水
を
汲
み
込
ん
で
い
る。

そ
れ
を
待
っ
て
い
る
と、

九
時
近
く

な
っ
て
し
ま
う。

婿
な
ん
か
と
話
し
て
い
な
が
ら、
「
早
く
沸
か
な
い
か
な
」

と
思
っ
て

い
た
。

そ
れ
で、

家
内
が
皿
な
ど
洗
っ
て
い
る
所
に
私
が
行
っ
て、

「
も
っ
と
早
く
わ
か
せ」

と
や
っ
た。

そ
う
し
た
ら
家
内
が、

「
ガ
ス
に
言
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
言
っ
た
。

早
く
わ
か
せ
と
言
っ
た
っ
て、

ガ
ス
で
し
て
い
る
も
の、

ガ
ス
に
言
う

よ
り
ど
う
も
仕
方
が
な
い
で
す
ね
。
「
ガ
ス
に
言
っ
て
く
だ
さ
い
」

と

や
ら
れ
て、

引
き
さ
が
っ
て
し
ま
っ
て、

ち
ょ
っ
と
面
白
か
っ
た。

我

が
家
の
「
徳
山
托
鉢」

で
す。

⑪

こ
こ
に
志
賀
直
哉
の
r
徳
山
托
鉢」

の
話
へ
の
愛
沿
振
り
が
窺
え
る
が、

本
物
の
「
徳
山
托
鉢」

の
話
に
お
け
る
禅
の
味
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し、

同
じ
談
話
の
な
か
で
「
徳
山
托
鉢」

に
つ
い
て
直
哉
は
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る。私

は
徳
山
托
鉾
の
話
が
好
き
で
す
ね。

あ
れ
は、

弟
子
が
一

喝
く
わ
し

た
ら、

徳
山
が
す
っ
と
引
っ
込
ん
で
行
っ
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う。

あ
の
弟
子
が
非
常
に
つ
ま
ら
ん
と
思
う。
一

種
の
覇
気
は
あ
る
け
れ
ど

も、

年
と
っ
た
人
の
気
持
な
ん
て、

ち
っ
と
も
わ
か
ら
な
い
。

年
を
と

る
と、

腹
が
減
る
と
我
慢
が
で
き
な
い
で
す
よ
。

だ
か
ら
作
り
か
け
て

い
て
も
「
ま
だ
で
き
ん
か」

と
言
い
た
く
な
る。

あ
れ
は
非
常
に
素
直
で
自
然
で
い
い
。

⑫
（
傍
線
呉）

「
徳
山
托
鉢」

の
話
へ
の
理
解
は
人
に
よ
っ
て
述
う
が、

志
賀
直
裁
の
場

合
は
徳
山
和
尚
の
r
紫
直」

で
「
自
然」

な
挙
措
に
一

種
の
感
動
を
党
え
て

い
る
。

俗
世
問
の
人
間
が
本
心
を
隠
し、

建
前
と
批
辞
を
以
て
行
動
す
る
と

き、

そ
の
＾
ご
ま
か
し〉

は
そ
の
ま
ま
そ
の
人
の
立
居
振
棉
・

言
梨
乃
至
そ

の
人
の
人
生
観
に
現
れ
て
く
る。

し
か
し、

禅
の
世
界
は
＾
ご
ま
か
し〉

の

な
い
批
界
で
あ
っ
て、

そ
の
世
界
の
本
物
の
禅
僧
は
本
心
を
以
て
も
の
を
言

い
行
動
す
る
人
側
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

日
常
に
現
れ
て
き
た
立
居
振
舞

等
も
そ
の
人
の
本
来
の
姿
で
あ
り、
「
素
直」

で
「
自
然し

な
も
の
で
あ
る
。

徳
山
和
尚
の
挙
措
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
＾
ご
ま
か
し〉

の
な
い、

素
直
な

も
の
で
あ
ろ
う。

前
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に、

志
賀
直
哉
は
特
別
に
禅
箱
を
読
ん
だ
の
で
は

な
く、

ま
た
わ
ざ
わ
ざ
仏
教
の
教
理
を
学
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

直
哉
は
こ
こ
で
意
識
的
に
そ
う
し
た
神
の
立
場
に
立
っ
て
徳

山
和
尚
の
そ
れ
を
捕
捉
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う。

し
か
し、

徳
山

和
尚
の
立
居
振
舞
を
「
素
直」

で
「
自
然」

な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
い

う
こ
と
は、

な
か
な
か
典
味
深
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

昭
和
三
十
九
年、

直
哉
は
随
箪
『
老
阪
の
身」

の
な
か
で、

徳
山
和
尚
の

挙
措
を
「
肉
骰
の
生
理
的
成
の
呆
と
い
ふ
や
う
な
も
の
」
（
志
賀
直
哉
全
集

第
七
巻
六
四
一

頁）

と
改
め
て
解
し
て
み
た
。

す
な
わ
ち、

年
を
と
っ
て、
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よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に、
志
賀
直
哉
に
は、
執
鉦
活
動
の
開
始
当
初
か
ら

晩
年
に
至
る
ま
で、
作
品
や
素
材、
人
生
批
評、
典
味
の
持
ち
方
な
ど
で、

著
し
い
変
化
は
ほ
と
ん
ど
な
く、
文
学
の
本
質
的
な
展
開
と
発
展
も
な
か
っ

た
の
で
あ
る。
特
に
晩
年
に
な
る
と、
い
わ
ゆ
る
作
品
ら
し
い
作
品
が
ほ
と

ん
ど
残っ
て
い
な
い。
彼
は
純
粋
な
生
活
人
と
し
て、
静
か
に
楽
し
く
晩
年

の
生
活
を
送っ
て
い
る。
直
哉
は
自
分
の
こ
の
よ
う
な
平
々
凡
々
た
る
何
気

な
い
生
活
を
「
日
々
是
れ
好
8」
と
柑
い
て
い
る。
⑬

「
日
々
是
れ
好
日」
は
r
碧
骰
録』
ほ
か
の
術
物
に
あ
り、
よ
く
知
ら
れ

た
公
案
で
あ
る。
『
碧
巌
録」
の
第
六
則
の
本
則
に
そ
れ
が
見
え
る。
次
に

そ
の一
節
を
引
用
し
て
み
る。

箕
門
垂
語
云。
十
五
日
已
前
不
問
汝。
十
五
日
巳
後
道
将一
句
来。
自

代
云。
日
日
是
好
日。

銀
門
垂
語
し
て
云
く、
十
五
日
已
前
は
汝
に
問
は
ず、
十
五
日
巳
後、

＊一
句
を
道
ひ
将
ち
来
れ。
自
ら
代つ
て
云
く、
日
日
是
れ
好
日。

「
猿
門」
と
は、
中
国
の
唐
代
末
の
禅
俯
裳
門
文
恨
の
こ
と
で
あ
る。
「
十

四

股
が
減っ
て
我
慢
が
出
来
な
く
な
る
と
き、
体
面
も
紐
わ
ず
う
わ
べ
も
飾
ら

ず
に
「
自
然」
に
飯
を
も
ら
い
に
行
く
の
だ
と
い
う。
一
見
極
め
て
単
純
な

見
解
だ
が、
そ
れ
は、
や
は
り
直
哉
が
長
年
に
わ
た
っ
て
自
ら
の
道
を
ひ
た

す
ら
に
歩
い
て
得
ら
れ
た一
種
自
己
流
の
〈
禅
的〉
見
解
で
は
な
い
だ
ろ
う

、。カ

五
日
已
前」
と
r
十
五
日
巳
後」
と
は、
そ
れ
ぞ
れ
悟
り
以
前
と
悟
り
以
後

と
い
う
意
味
で
あ
る。
こ
こ
で
雲
門
は、
悟っ
た
後、
ど
の
よ
う
な
慟
き
で

悟っ
た
と
判
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
弟
子
た
ち
に
問
い
か
け
た
の
だ。
し
か

し、
ま
だ
悟
っ
て
い
な
い
弟
子
た
ち
は
師
の
難
問
に
対
し
て
答
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
で、
雲
門
は
自
ら「
日
日
是
好
H」
と
答
え
た
閥。
「
日
日
是
好
日」

が
文
字
ど
お
り
理
解
さ
れ
れ
ば、
師
日
毎
日
が
楽
し
い
日
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
が、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
皮
相
浅
薄
な
も
の
で
あ
り、
こ
の
語
句

本来
の
深
意
を
履
き
述
え
て
い
る。
我
々
の
生
き
て
い
る
現
実
の
世
界
は、

一
般
の
立
楊
に
立
っ
て
考
え
て
み
れ
ば、
実
際
r
好
日」
よ
り
も
「
悪
日」

の
方
が
多
く
て、
悩
み
も
無
限
に
永
遠
に
続
い
て
い
る。
我
々
は
そ
の
無
限

な
悩
み
を
到
底一
っ―
つ
根
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で、
結
局
「
8
日

是
好
日」
も―
つ
の
永
遠
に
は
到
達
で
き
な
い
理
想
郷
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る。
し
か
し、
禅
に
お
い
て、
本
来
の
自
己
に
目
伐
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

な
ら
ば、
人
間
は
そ
の
無
限
な
悩
み
を
根
絶
す
る
こ
と
も
で
き、
「
日
日
始

好
日」
が
得
ら
れ
る
の
だ
と
い
う。

志
賀
直
哉
は
か
つ
て一
時
期、
創
作
活
動
を
自
分
の
生
活
の
す
ぺ
て
の
よ

う
に
し
て
行っ
た。
要
が
彼
の
前
で
子
供
の
病
気
の
こ
と
な
ど
を
話
す
と、

彼
は
子
供
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
と
怒
嗚っ
た。
し
か
し、

年
を
と
っ
て
か
ら
直
哉
は
心
境
が
すっ
か
り
変
わ
っ
て
き
て、
文
学
の
た
め

に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
と
言
い
た
い
ほ
ど
だ
っ
た。
辻
嬰
明
は
そ
れ

を
「
日
々
の
生
活、
こ
の
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
非
常
に
伐

い
こ
と
だ、
平
常
の
現
実
生
活
を
狙
ん
ず
る
と
い
う
意
味」
⑮
と
解
し
て
い
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る。

晩年
の
直
哉
が
ほ
ん
と
う
に
悟
っ
た
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て、
自
然

に
こ
の
「
日
日

是好
日」
を
口
に
し
た
当
時
の
彼
の
心
境
こ
そ、
ま
こ
と
に

貴
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

辻
雙
明
は
談
話
r
内
村
鑑
三
先
生
の
こ
と
な
ど」
の
な
か
で
「
老
倒
疎
拙

無事
の
日、
安
眠
高
臥
宵
山
に
対
す」
⑯
（『
五
燈
台
元』
巻
十
八）
と
い

う
禅
語
を
使
っ
た。
そ
れ
は
志
賀

直哉
の
晩
年
生
活
の
も
っ
と
も
真
実
の
姿

で
あ
ろ
う。
す
で
に
本
当
の
安
心
を
得
て、
も、

つ文
学
へ
の
何
の
執
箔
も
な

．

V
(
何
も
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が）
た
だ
身
体
を
横
た
え
て
脊
山
の
尿
色

を
安
ら
か
に
眺
め
な
が
ら、
今
日一
日
を
楽
し
く
送
っ
て
い
る。
こ
れ
は
禅

で
い
う
す
ぺ
て
の
悩
み
を
払
い
尽
く
し
た、
本
来
の
真
実
の
自
己
に
目
党
め

た
心
境
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
直
哉
は
本
当
の
「
安

眠高
臥」
を
狼
得
す
る

た
め
に、
若
い
と
き
か
ら
ず
い
ぶ
ん
歎
し
い

＾修行〉
を
行
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か。
彼
は

＾或
る
朝〉
か
ら
出
発
し
て、
〈
城
の
崎〉
を
経
て、

長
い
＾
暗
夜
行
路〉
を
歩
ん
で
き
て、
や
っ
と
「
安
眠
高
臥」
が
で
き
た
の

..
 yo
 
t

 

（
追
記）
本
小
論
は
拙
稿
「
志
賀
直
哉
と

禅1叔
父
直
方
と
の
関
係
を
中

心
に||

」
と
「『
暗
夜
行
路」
に
お
け
る
迷
命
の
超

克ーー
禅
と
の
関
わ

り
を
中
心
にー

」
に
絣
く
も
の
で
あ
る。
従
っ
て
（一
）
の
部
分
は
前
両

論
に
fil
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る。

(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (I)注 ＾
テ
キ
ス

ト＞

『

碧殿
録
上
中
下

租
発
行

r志
賀
直
哉
全
集」

岩波
也
店
一
九
七
三
年
六
月1一
九
八
三
年
九
月
刊

朝比
奈
宗
源
訳
注

岩
波
密
店
一
九
三
七
年
七
月第一

直
哉
は
明
治
四
十
年
九
月
二
十三
日
に
内
村鑑
三
を
訪
問
し、
自
家
女
中
と

の

恋愛
問
題
に
つ
い
て
の
悩
み
を
先生
に
打
ち
IJl
けた
が、
茫
三
か
ら

「周

困
の
者が
誰
も
認
め
な
い
う
ち
に

夫紐
関
係
が
出
来
れば、
そ
れ
は

矢張り

罪
だ」
と
酋
わ
れ
た。

直哉
は
餃
三
の
意
見
が

承知
出
来
ず、
五
日
後、
九

月
二
十
八
日
に
叔
父
志

償直
方
の
勧
め
に
応
じ
て
述
長
寺
に
出
向
き、

参神

し
は
じ
め
た。
十
月
二
日
に
帰
京
す
る。

『
岡
山
大

学大学院
文
化
科
学
研
究
科紀
炭』
第
六
号
(-
九
九
八

年十一

月）r

岡山
大
学
大
学
院
文

化科
学
研
究
利
紀
要』
第
七
号(-
九
九
九
年
三
月）

辻

雙
明
編
『
禅・
宗
教
に
つ
い
て
の
十
五
京』

春
秋
社
(-
九
六
三
年

三
月
「
内

村毀
三
先
生
の
こ
と
な
ど」

参
照

辻

嬰
明
『
禅
骨
の
人
々
ー
師
よ
友
の
群

像—』
所
収

春
秋
社
一
九
八

九
年
第
二
刷
発
行

注
固
に
同
じ、
一
三
六
頁

参
照

尾
崎一
雄
r

志賀
直
哉』
筑
庶
む
房
一
九
八
六
年
九
月
二
七
三・
ニ
八

一
頁

参
照

辻

挫
明

品・
宗
教
に
つ
い
て
の
十
五
章』
所
収
志

双直
哉
r
内
村
仕

三
先
生
の
こ
と
な
ど」
（
開
き
手・
辻
雙
明）
春
秋
社
一
九
六
0
年
十一

月
―
1
0
頁

参
照
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09 (13(13 (ll) （lo (9) 

注⑧
に
同
じ 、
一
ー
一
頁

参
照

注
に
同
じ 、
一
五
六
頁

参
照

注⑧
に
同
じ 、
一
―
七
頁

参
照

注⑧
に
同
じ 、
一
ー
六
頁

参
照

注
⑧
に
同
じ 、
一
ー
六
頁
参
照

平
田
精
耕
r

押
栢
事
典』
P
H
P
研
究
所

二
九一
頁

参
照

⑮

注
⑧
に
同
じ 、
一
ー
四
頁

参
照

⑯

注⑧
に
同
じ 、
一
ー
六
頁

参
照

（
ご

ほ
う
か

上
海
交
通
大
学
日
本
語
学
部
助
教
授）

一
九
八
八
年
八
月
二
九
〇·

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
N

関
西
外
国
語
大
学
留
学
生
別
科
日
本
語
教
育
論
集
（
関
西
外
国
語
大
学
留
学

生
別
科）
十
三

突
永
寺
蔵
天
海
版
木
活
字
を
中
心
と
し
た
出
版・
文
化
財
の
岡
査・
分
類·

保
存
に
関
す
る
総
合
的
研
究（
実
践
女
子
大
学
大
学
部
教
授・
渡
益
守
邦
氏）

季
刊
ぐ
ん
し
ょ

（
続
群
菌
類
従
完
成
会）
五
九 、
六一

、
六――

岐
早
女
子
大
学
紀
要
（
岐
阜
女
子
大
学）

三
二

岐
阜
大
学
国
栢
国
文
学
（
岐
阜
大
学
教
宵
学
部
国
語
教
育
講
座）

三
十

汲
古
（
汲
古
苔
院・
古
典
研
究
会
絹）

四
二 、
四
三

九
州
大
谷
情
報
文
化
（
九
州
大
谷
短
期
大
学
惜
報
文
化
学
会）
三一

紀
要
（
中
央
大
学
文
学
部）

一
九
四 、
一
九
五

国
語
研
究
（
横
浜
国
立
大
学
国
語・
日
本
語
教
育
学
会）

国
語
学
研
究
と
資
料
（
国
語
学
研
究
と
盗
科
の
会〉
二
六

国
栢
国
文
学
（
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
会）

十
六

四 共
同
研
究
報
告
翡
（
国
文
学
研
究
資
科
館）

京
都
語
文
（
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会）

＋

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
人
文・
社
会
（
京
都
府
立
大
学）

近
畿
大
学
日
本
語・
日
本
文
学
（
近
畿
大
学
文
学
部
文
学
科
日
本
文
学
専

金
城
国
文
（
金
城
学
院
大
学
国
文
学
会）

金
蘭
国
文
（
金
蘭
短
期
大
学
国
文
研
究
室）

け
や
き
道
（
園
田
学
園
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
文
化
学
科）
五

研
究
年
報
（
大
坂
女
子
大
学
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー）

四

言
語
科
学
論
集（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
言
語
科
学
専
攻）

言
語
学
論
叢
（
筑
波
大
学一
般・
応
用
言
語
研
究
室）

ニ―

言
語
表
現
研
究
（
兵
耶
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会）

十
九

言
語
文
化
(-
橋
大
学
語
学
研
究
室）

三
九

言
語
文
化
研
究
所
年
報
（
武
蔵
川
女
子
大
学）
一
三

高
知
大
国
文
（
高
知
大
学
国
語
国
学
会）

三
三

甲
南
国
文
（
甲
南
女
子
大
学
国
文
学
会）

五
十

語
学
と
文
学
（
群
馬
大
学
語
文
学
会）

三
九

国
語
学
研
究
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
r

国
語
学
研
究」
刊
行
会）

攻）

五

七
七
九

六

五
四

平
成
十
四
年
度
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