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眼げ
ん

蔵ぞ
う

会え

時
節
の
言
葉
で
芒ぼ
う

種し
ゅ

と
言
わ
れ
る
、
こ
の
季
節
の
永
平
寺
の
境
内
地
は
、

ま
さ
に
新
緑
一
色
に
包
ま
れ
、
深
呼
吸
を
す
る
と
、
ま
る
で
体
内
が
洗
い

清
め
ら
れ
る
よ
う
な
清
々
し
い
若
葉
や
、
新
芽
の
匂
い
が
山
内
を
漂
い
ま

す
。そ

う
し
た
時
期
、
こ
こ
永
平
寺
で
は
「
眼
蔵
会
」
と
言
わ
れ
る
講
座
が

行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
永
平
寺
を
お
開
き
に
な
ら
れ
た
高
祖
道
元
禅
師

が
残
さ
れ
た
、『
正し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

』
を
学
ぶ
講
座
の
こ
と
で
す
。『
正
法
眼
蔵
』

と
は
、
高
祖
さ
ま
自
身
と
そ
の
教
え
を
受
け
た
弟
子
の
方
々
に
よ
り
、
書

物
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
全
九
十
五
巻
か
ら
な
る
膨
大
な
も
の
で
す
。
し

た
が
っ
て
当
然
、
そ
の
内
容
は
、
高
祖
さ
ま
が
当
時
の
中
国
で
会
得
さ
れ

た
、
正
伝
の
仏
法
の
真
理
の
す
べ
て
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

約
一
週
間
に
わ
た
る
特
別
講
座
は
、
山
外
か
ら
特
別
な
講
師
を
お
招
き

し
、
厳
粛
に
開
講
の
諷ふ

経ぎ
ん

が
行
わ
れ
た
後
に
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
講
座
は
、

修
行
僧
だ
け
で
は
な
く
本
山
の
諸
役
寮
、
ま
た
希
望
す
る
一
般
の
檀
信
徒

の
方
々
も
受
講
し
研
鑽
を
深
め
ま
す
。
外
か
ら
の
清
涼
な
る
緑
風
を
受
け
、

正
伝
の
仏
法
を
学
ぶ
。
そ
の
時
の
感
覚
は
、
時
と
し
て
高
祖
さ
ま
か
ら
直

接
の
薫
陶
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
さ
え
陥
る
、
そ
れ
が
こ
こ
永
平

寺
の
「
眼
蔵
会
」
な
の
で
す
。
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大
本
山
總
持
寺

伝で
ん
光こ
う
会え

摂せ
っ
心し
ん
と
禅
カ
フ
ェ

六
月
は
「
伝
光
会
摂
心
」
の
月
で
す
。
こ
れ
は
昭
和
二
十
一
年
に
總
持

寺
独
住
第
十
七
世
の
渡わ
た

辺な
べ

玄げ
ん

宗し
ゅ
う

禅
師
が
私
財
を
投
じ
て
始
め
ら
れ
た
行ぎ
ょ
う

持じ

で
、
こ
の
春
に
新
し
く
入
山
し
た
修
行
僧
が
初
め
て
経
験
す
る
本
格
的
な

摂
心
（
集
中
坐
禅
修
行
）
で
す
。
同
時
に
、
ご
開
山
瑩
山
禅
師
の
主
著

『
伝
光
録
』
を
学
び
修
行
す
る
重
要
な
期
間
で
も
あ
り
ま
す
。

『
伝
光
録
』
は
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
連
綿
と
相そ
う

承じ
ょ
う

さ
れ
て
き
た
仏
祖
の
系
譜

と
教
え
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
道
元
禅
師
の
『
正し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

』
と
並
び

曹
洞
宗
の
二
大
宗し
ゅ
う

典て
ん

と
し
て
尊
重
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
修
行
僧
た
ち
は
六

月
の
じ
め
じ
め
と
し
た
蒸
し
暑
い
気
候
の
中
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
研
鑽
に

励
み
ま
す
。
な
お
、
一
般
の
参
禅
者
も
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
春
よ
り
Ｊ
Ｒ
鶴
見
駅
に
禅
文
化
を
取
り
入
れ
た
「
シ
ァ
ル

鶴
見
」
と
い
う
駅
ビ
ル
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
心
身

と
も
に
癒
さ
れ
る
場
所
と
時
間
」
で
、
總
持
寺
が
百
年
前
に
移
転
し
て
以

来
、
鶴
見
の
地
に
禅
文
化
が
根
付
い
て
い
る
こ
と
が
背
景
で
す
。

そ
の
五
階
に
「
坐ざ

月げ
つ

一か
ず

葉は

」
と
い
う
畳
敷
き
の
茶
室
、
坐ざ

蒲ふ

が
備
え
ら

れ
た
禅
カ
フ
ェ
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日
の
二
回
、

坐
禅
や
法
話
・
お
茶
会
な
ど
が
催
さ
れ
、
總
持
寺
の
ほ
か
鶴
見
大
学
・
駒

澤
大
学
・
鎌
倉
の
建
長
寺
・
円
覚
寺
が
交
代
で
担
当
し
て
お
り
ま
す
。

六
月
の
總
持
寺
担
当
は
十
一
日
（
火
）・
十
四
日
（
金
）・
二
十
五
日
（
火
）・

二
十
八
日（
金
）で
す
。
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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※
五
月
号
二
行
目
「
今
月
」
と
は
「
先
月
（
四
月
）」
の
誤
り
で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。



　

選
・
村
松
五
灰
子

啓け
い

蟄ち
つ

や
二
度
の
命
を
愛
ほ
し
む

千
葉
県

　鈴
木　

英
子

評

　病
み
抜
け
た
命
で
あ
る
。
春
を
迎
え
大
地
か
ら
這
い
出
す
虫
た
ち

や
空
を
舞
う
鳥
た
ち
、
見
る
も
の
、
心
ふ
れ
あ
う
人
々
も
懐
か
し
い
。

と
り
わ
け
蘇
っ
た
我
が
身
が
嬉
し
く
愛
し
い
。

梅
祭
甘
酒
を
吹
き
窪
ま
せ
て

東
京
都

　長
谷
川　

瞳

評

　梅
の
花
こ
ろ
は
未
だ
寒
い
日
が
多
い
。
梅
見
茶
屋
で
頂
く
熱
い
甘

酒
は
嬉
し
い
。「
窪
ま
せ
て
」
に
作
者
の
写
生
の
力
が
あ
る
。
園
の
雰

囲
気
と
ゆ
と
り
が
見
え
る
。
お
着
物
姿
で
あ
ろ
う
か
。

◆
春
泥
や
踵き

び
す

を
返
す
忘
れ
も
の 

静
岡
県

　渥
美
ふ
き
子

◆
白
梅
の
湯
島
に
渡
る
婦お
ん
な

坂ざ
か 

東
京
都

　伊
奈

　三
郎

◆
鉈な
た

漬づ
け

の
山
家
に
太
き
軒
氷
柱 

宮
城
県

　鎌
田
登
喜
子

◆
農
校
の
馬
借
り
祭
ら
し
く
な
る 

秋
田
県

　小
田
嶌
恭
葉

◆
三
山
の
見
え
る
施
設
の
妻
に
春 

群
馬
県

　山
本

　俊
久

◆
病
棟
に
隠
れ
た
ば
こ
や
春
の
雨 

埼
玉
県

　中
島

　新
一

◆
冬
帽
子
夢
に
働
く
亡
き
父
よ 

東
京
都

　斉
藤
ハ
ル
エ

◆
ぼ
ん
ぼ
り
に
目
覚
め
し
雛
の
穏
や
か
に 

埼
玉
県

　日
尾
野
安
子

◆
深
雪
晴
今
日
は
ふ
し
ぎ
な
暖
か
さ 

北
海
道

　川
上

　初
子

◆
雛
飾
る
母
が
一
番
う
れ
し
さ
う 

山
口
県

　糸
山

　栄
子

＊
選
者
吟

鮎
梁
に
妙
齢
の
脚
出
揃
ひ
し

五
灰
子

＊
作
句
小
見

高
濱
虚
子
の
事
実
小
説
『
虹
』
は
森
田
愛
子
、
伊
藤
柏
翠
共
に
福
井

県
三
国
で
暮
ら
す
結
核
の
二
人
と
、
虚
子
と
の
交
流
を
描
い
た
も
の
で

す
。
愛
子
は
才
媛
で
俳
句
も
書
も
良
く
出
来
ま
し
た
。
東
尋
坊
近
く
の

三
国
町
「
み
く
に
龍
翔
館
」
に
愛
子
の
達
筆
な
軸
が
柏
翠
と
共
に
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日

　二
十
九
才
没
。

　
　化
粧
し
て
病
み
こ
も
り
居
り
春
の
雪

　
　
　愛
子
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選
・
長
澤　

ち
づ

人
類
の
失
く
し
し
も
の
は
何
だ
ら
う
眠
れ
る
犬
の

尻
尾
が
う
ご
く 

福
岡
県

　三
吉　
　

誠

評

　大
き
な
命
題
か
ら
始
ま
っ
た
上
句
に
対
し
、
ご
く
ご
く
身
近
な
犬

の
姿
に
場
を
転
換
し
収
め
る
鮮
や
か
さ
。
そ
の
振
幅
の
は
ざ
ま
で
、
人

が
失
っ
て
し
ま
っ
た
原
初
的
な
も
の
に
想
い
を
馳
せ
る
。
犬
に
注
ぐ
眼

差
し
が
限
り
な
く
優
し
い
こ
と
に
も
惹
か
れ
た
。

東
京
の
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
と
満
月
が
け
ん
玉
し
て
い

る
夜
の
空
あ
お
く 

福
島
県

　大
槻　
　

弘

評

　東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
を
「
東
京
の
」
と
表
し
た
の

は
、
作
者
は
そ
の
夜
空
を
現
実
に
見
て
い
な
い
か
ら
。
映
像
で
見
た
同

じ
夜
、
同
じ
月
を
仰
い
で
い
る
の
だ
。
結
句
の
「
の
」
が
そ
う
教
え
る
。

　

◆
降
り
し
き
る
枯
葉
積
み
た
る
公
園
の
寂
し
さ
の
せ
る
白
い
鞦

※

韆

　

 

山
口
県

　中
井

　清
子

　

◆
ふ
る
里
に
風
の
澄
み
ゆ
く
処
あ
り
安
達
太
良
山
は
今
日
も
冴
え
い

　
　

る 

東
京
都

　鈴
木

　正
作

　

◆
ふ
る
里
の
風
に
呼
ば
れ
て
佇
み
ぬ
泥
鰌
こ
捕
り
て
育
ち
し
わ
た
し

 

静
岡
県

　青
山

　清
子

　

◆
新
し
く
布
巾
を
お
ろ
す
亡
き
母
の
縫
ひ
し
麻
の
葉
模
様
の
刺
子

 

東
京
都

　長
谷
川

　瞳

　

◆
坊
さ
ん
は
欲
の
な
い
字
を
書
く
ん
だ
ね
額
屋
に
言
わ
れ
嬉
し
く
な

　
　

り
ぬ 

兵
庫
県

　河
本
佐
知
代

　

◆
冷
や
汗
も
汗
も
流
れ
る
甲
子
園
テ
レ
ビ
の
画
面
を
打
球
抜
け
ゆ
く

 

秋
田
県

　小
田
嶌
恭
葉

　

◆
好
き
な
人
み
な
先
に
逝
き
細
き
雨
語
り
か
く
る
よ
思
い
出
ば
か
り

 

三
重
県

　尾
上
さ
だ
子

　

◆
茂
吉
忌
や
久
々
に
繰
る
『
白
き
山
』
行
間
に
最
上
の
流
れ
止
ま
ざ

　
　

り
ふ 

三
重
県

　小
阪

　
　晋

　

◆
老
顔
の
石
の
仏
の
前
に
立
ち
ひ
と
つ
減
ら
し
て
願
い
を
し
た
り

 

岐
阜
県

　柚
原

　重
治

　

◆
た
く
さ
ん
の
抽
き
出
し
を
持
つ
友
の
い
て
今
日
は
窓
辺
で
お
琴
を

　
　

さ
ら
ふ 

青
森
県

　風
間

　玲
子

＊
選
者
詠

爪
を
切
る
い
と
ま
の
な
く
て
時
過
ぎ
ぬ
足
袋
の
な

　か
に
て
ち
ぢ
こ
ま
る
足 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　今
月
は
ふ
っ
と
口
元
が
ほ
こ
ろ
ぶ
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
さ
せ
る

歌
が
い
く
首
か
あ
り
、
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

歌
の
良
さ
は
、
さ
り
気
な
さ
に
あ
る
の
で
言
い
過
ぎ
な
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
心
に
ゆ
と
り
を
も
っ
て
詠
い
た
い
も
の
で
す
。

※
鞦
韆
…
…
し
ゅ
う
せ
ん
・
ふ
ら
こ
こ
・
ぶ
ら
ん
こ
な
ど
と
読
む
、
春
の
季
語
。
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