
南
宋
国
に
お
け
る
道
元
禅
師

い
ま
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　

脚
本　

戸
張
道
也

　
　
　
　
　
　
　

道
元
『
典
座
教
訓
』
他
よ
り

こすもす文庫 ③

次頁へ



次頁へ 前頁へ

こ
す
も
す
文
庫　

③
南
宋
国
に
お
け
る
道
元
禅
師

い
ま
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　

脚
本　

戸
張
道
也

　
　
　
　
　
　
　

道
元
『
典
座
教
訓
』
他
よ
り
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次頁へ 前頁へ
5 目次に戻る

　
　
　
　

│　
第
一
場　
│　
　
　
　
　
　
　
　

「
典
座
教
訓
」
よ
り

南
宋
国
、
慶
元
港
に
て

潮
騒
の
音

背
景
に
慶
元
の
町
と
山
並

倭
船
の
中

加
藤
四
郎
左
衛
門
景
正
（
道
元
従
者　

尾
張
国
瀬
戸
の
住
人
）
踊
り
歌
う

遊
び
を
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
む

戯
れ
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
ん

遊
ぶ
子
ど
も
の
声
き
け
ば

わ
が
身
さ
へ
こ
そ
ゆ
る
が
る
れ

　

・　
　

・　
　

・

舞
へ
舞
へ　

蝸
牛



次頁へ 前頁へ
6 目次に戻る

舞
は
ぬ
も
の
な
ら
ば

馬
の
子
や
牛
の
子
に
蹴
さ
せ
て
け
ん

踏
み
破
ら
せ
て
ん

ま
こ
と
に
美
し
く
舞
う
た
ら
ば

華
の
園
ま
で
遊
ば
せ
ん

　

・　
　

・　
　

・

わ
れ
を
頼
め
て
来
ぬ
男

角
三
つ
生
ひ
た
る
鬼
に
な
れ

さ
て　

人
に
疎
ま
れ
よ

霜　

雪　

霰　

降
る
水
田
の
鳥
と
な
れ

さ
て　

足
冷
た
か
れ

池
の
浮
草
と
な
り
ね
か
し

と
揺
り　

か
う
揺
り　

揺
ら
れ
歩
け

も
う
一
人
の
従
者　
　

さ
て
景
正
殿
、
戯
れ
歌
を
…
。

加
藤
四
郎
左
衛
門
景
正　
　

こ
れ
は
、
い
ま
は
や
り
の
今
様
で
ご
ざ
る
。
私
も
宋



次頁へ 前頁へ
7 目次に戻る

国
の
陶
芸
の
巧
み
を
学
び
郷
里
瀬
戸
の
地
に
、
創
業
し
よ
う
と
励
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
つ
い
こ
の
暑
さ
に
浮
か
れ
て
。

加
藤
四
郎
左
衛
門
景
正
、
宋
国
の
壺
を
も
っ
て
去
る
。

下
手
よ
り
、
六
十
才
ば
か
り
の
宋
の
老
僧
が
や
っ
て
く
る
。

典
座
（
阿
育
王
山
天
童
寺
典
座
）　
　

頼
み
ま
す
。

も
う
一
人
の
従
者　
　

こ
れ
は
、
ど
な
た
様
で
す
か
。

典
座　
　

私
は
、
阿
育
王
山
天
童
寺
の
典
座
で
す
。
倭
船
が
椎
茸
を
積
ん
で
慶
元

の
港
に
着
い
た
と
知
り
、
僧
堂
で
振
舞
う
麺
汁
に
し
た
い
と
思
い
急

ぎ
買
い
に
参
り
ま
し
た
。

も
う
一
人
の
従
者　
　

そ
れ
は
そ
れ
は
。
し
ば
ら
く
お
待
ち
の
ほ
ど
を
。

船
長　
　

こ
れ
に
椎
茸
を
一
か
ご
持
っ
て
き
ま
し
た
。
代
金
は
宋
銭
十
両
で
ご
ざ

い
ま
す
。

典
座　
　

で
は
代
金
を
お
受
け
取
り
下
さ
い
。

船
長　
　

一
二
三
、
四
五
六
、
七
。
今
何
時
だ
。
九
、
十
。
や
や
一
両
多
い
ぞ
。



次頁へ 前頁へ
8 目次に戻る

も
う
一
人
の
従
者　
　

船
長
、
そ
れ
は
、
買
い
手
の
や
り
口
だ
。

船
長　
　

そ
う
か
仕
舞
っ
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

船
長
去
る
。

道
元
（
入
宋
時
二
十
四
才
）
現
れ
、
典
座
に
話
し
か
け
る
。

道
元　
　

私
は
日
本
国
よ
り
、
佛
道
参
学
の
た
め
参
り
ま
し
た
道
元
と
申
す
も
の

で
す
。
ど
う
ぞ
こ
ち
ら
で
お
茶
で
も
一
服
い
か
が
で
す
か
。

も
う
一
人
の
従
者
お
茶
を
持
参
す
る
。

典
座　
　

こ
れ
は
忝
な
い
。
頂
き
ま
す
。

道
元　
　

貴
僧
は
ど
ち
ら
か
ら
お
出
で
で
す
か
。

典
座　
　

私
は
、
阿
育
王
山
天
童
寺
の
典
座
で
ご
ざ
い
ま
す
。
郷
里
、
西
蜀
を
離

れ
て
四
十
年
、
六
十
一
才
に
な
り
ま
し
た
。
諸
方
の
僧
堂
を
巡
り
ま

し
た
が
、
先
年
孤
雲
道
潅
師
の
も
と
に
お
り
ま
し
た
。
育
王
山
を
尋



次頁へ 前頁へ
9 目次に戻る

ね
た
折
り
よ
り
、
天
童
寺
を
住
居
と
し
仏
道
修
行
の
日
々
を
過
ご
し

て
参
り
ま
し
た
。
い
ま
典
座
の
職
に
就
い
て
お
り
ま
す
。
明
日
、
五

月
五
日
に
あ
た
り
、
麺
汁
を
作
り
僧
衆
に
供
養
し
た
い
と
思
い
ま
し

た
が
、
よ
い
具
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
船
に
椎
茸
が
あ
る
こ
と
を
知

り
、
早
速
買
い
に
参
り
ま
し
た
。

道
元　
　

そ
れ
は
、
そ
れ
は
。
阿
育
王
山
を
何
時
立
た
れ
た
の
で
す
か
。
こ
こ
ま

で
何
里
の
道
程
で
す
か
。

典
座　
　

朝
食
の
す
ぐ
後
出
立
し
ま
し
た
。
三
十
四
五
里
ほ
ど
の
道
程
で
す
。

道
元　
　

何
時
お
帰
り
に
な
ら
れ
る
の
で
す
か
。

典
座　
　

只
今
、
椎
茸
を
買
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
の
で
、
直
ぐ
帰
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

道
元　
　

思
い
も
か
け
ず
貴
僧
に
お
会
い
で
き
、
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
折
角
の

好
い
機
会
で
す
。
今
宵
は
こ
の
道
元
が
貴
僧
を
供
養
し
た
い
と
存
じ

ま
す
。
是
非
仏
道
や
祖
師
の
語
録
な
ど
、
懇
ろ
に
お
話
し
を
伺
い
た

い
と
存
じ
ま
す
が
。

典
座　
　

い
や
、
誠
に
忝
な
い
こ
と
で
す
が
、
急
ぎ
僧
堂
に
立
ち
戻
り
、
明
日
の



次頁へ 前頁へ
10 目次に戻る

食
事
を
整
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

道
元　
　

食
事
の
世
話
な
ど
、
貴
僧
が
な
さ
ら
な
く
て
も
、
代
わ
り
が
お
ら
れ
る

で
し
ょ
う
。
佛
道
の
た
め
に
さ
ほ
ど
の
こ
と
と
も
覚
え
ま
せ
ん
が
。

典
座　
　

私
は
老
年
に
な
っ
て
、
こ
の
典
座
の
職
に
充
て
ら
れ
ま
し
た
。
老
い
ぼ

れ
の
大
切
な
修
行
弁
道
で
す
。
ど
う
し
て
他
人
に
譲
る
こ
と
が
で
き

ま
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
こ
ち
ら
に
参
る
に
あ
た
り
宿
泊
の
許
可
も
得

て
お
り
ま
せ
ん
。

道
元　
　

典
座
殿
。
ど
う
し
て
座
禅
を
し
た
り
、
祖
師
方
の
話
頭
を
学
ば
な
い
で
、

煩
わ
し
い
典
座
の
職
な
ど
、
雑
事
に
専
念
し
よ
う
と
な
さ
る
の
で
す

か
。

な
に
か
好
い
こ
と
で
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

典
座　
　

は
は
は
は
！
外
国
の
好
き
若
き
僧
よ
。
あ
な
た
は
ま
だ
仏
道
の
な
ん
た

る
か
を
学
ん
で
お
ら
れ
ぬ
よ
う
だ
。
文
字
や
学
問
が
仏
道
修
行
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
。

道
元　
　

文
字
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
弁
道
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

老
典
座　

そ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
な
く
て
、
ど
う
し
て
仏
道
修
行
の
人
と
言
え
ま



次頁へ 前頁へ
11 目次に戻る

し
ょ
う
。

道
元　
　

│
無
言
│

典
座　
　

い
ま
だ
お
分
か
り
な
け
れ
ば
、
他
日
阿
育
王
山
天
童
寺
に
お
尋
ね
下
さ

れ
。
共
に
文
字
弁
道
の
道
理
を
語
り
合
い
ま
し
ょ
う
。
あ
あ
も
う
日

が
暮
れ
そ
う
だ
。
で
は
、
さ
ら
ば
で
す
。

典
座
、
椎
茸
の
か
ご
を
担
い
で
去
る
。

道
元
、
見
送
る
。

│　
第
一
場
お
わ
り　
│

│　
注　
│

（
注
一
）
典
座
教
訓

道
元
が
宋
国
の
風
に
習
い
、
永
平
寺
に
お
け
る
食
事
を
掌
る
典
座
の
た
め
の
規

則
を
作
っ
た
。
簡
潔
で
配
慮
に
富
ん
だ
言
葉
に
満
ち
て
い
る
。



次頁へ 前頁へ
12 目次に戻る

（
注
二
）
道
元

永
平
寺
開
祖　

正
法
眼
蔵
九
十
五
巻
、
永
平
広
録
等
を
著
す
。
日
本
思
想
史
上

の
巨
人
と
も
称
さ
れ
る
。
久
我
通
具
（
大
納
言
）
を
父
と
し
京
都
に
生
ま
れ
る
。

深
信
因
果
（
仏
教
の
縁
起
説
）
に
も
と
づ
き
一
切
衆
生
を
度
さ
ん
と
す
る
「
大

悲
」
を
先
と
す
る
「
誓
度
一
切
衆
生
之
坐
禅
」
、
「
自
未
得
度
先
度
他
」
を
説

く
。

（
注
三
）
典
座

僧
堂
の
食
事
を
掌
る

（
注
四
）
南
宋

中
国
は
当
時
北
方
民
族
に
圧
せ
ら
れ
、
北
宋
か
ら
南
宋
と
言
わ
れ
る

（
注
五
）
時
代

北
条
氏
鎌
倉
時
代

（
注
六
）
今
様
三
首　

「
梁
塵
秘
抄
」
よ
り
（
平
安
末
期
女
芸
人
た
ち
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
歌
謡
を

集
め
た
も
の
。
後
白
河
院
撰
）



次頁へ 前頁へ
13 目次に戻る

　
　
　
　

│　
第
二
場　
│　
　
　
　
　
　
　
　

「
宝
慶
記
」
よ
り

如
浄
和
尚
と
道
元
禅
師
と
の
対
話

阿
育
王
山
天
童
寺
如
浄
和
尚
の
方
丈
に
て

静
寂
、
堂
に
み
つ
る
。

（
参
問
）

道
元　
　

和
尚
様
、
外
国
遠
方
の
若
輩
で
あ
る
私
が
、
時
候
に
拘
わ
ら
ず
、
威
儀

を
具
せ
ず
度
々
方
丈
に
伺
い
、
拝
問
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
無
常
は

迅
速
に
し
て
生
死
は
大
事
で
あ
り
ま
す
。
時
は
人
を
待
ち
ま
せ
ん
。

貴
方
様
の
も
と
を
去
れ
ば
必
ず
後
悔
す
る
で
し
ょ
う
。
ど
う
か
道
元

が
佛
法
を
問
う
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。

如
浄　
　

君
の
参
問
を
許
す
。
今
よ
り
後
、
昼
夜
時
候
に
拘
わ
ら
ず
、
服
装
に
か

ま
わ
ず
我
が
方
丈
に
来
り
道
を
問
う
て
よ
い
。
父
親
が
子
の
無
礼
を

許
す
よ
う
に
し
よ
う
。



次頁へ 前頁へ
14 目次に戻る

（
古
貌
賛
嘆
）

如
浄　
　

君
は
年
小
だ
け
れ
ど
も
、
す
こ
ぶ
る
古
仏
の
風
貌
が
あ
る
。
す
み
や
か

に
深
山
幽
谷
に
居
住
し
て
佛
祖
と
な
る
べ
き
身
体
を
大
切
に
し
修
行

し
な
さ
い
。
必
ず
古
徳
の
証
し
た
結
果
を
得
る
で
あ
ろ
う
。

道
元　
　

│
足
下
に
礼
拝
す
る
│

如
浄　
　

│
「
能
礼
所
礼
性
空
寂
、
感
応
道
交
難
思
議
」
と
唱
え
、
広
く
西
天
東

地
の
佛
祖
の
修
行
生
活
を
説
か
れ
た
│

道
元　
　

│
感
涙
襟
潤
│

（
因
果
）

道
元　
　

因
果
と
い
う
も
の
は
必
ず
あ
る
と
感
得
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

如
浄　
　

原
因
と
結
果
（
仏
道
の
修
行
と
証
果
）
を
感
得
す
べ
き
で
あ
る
。

な
に
も
存
在
し
な
い
と
言
う
「
空
」
の
理
解
は
因
果
を
否
定
す
る
も

の
で
あ
り
、
修
行
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
災
い
を
招
く
。

仏
道
の
人
で
は
な
い
。



次頁へ 前頁へ
15 目次に戻る

（
身
心
脱
落
）

如
浄　
　

参
禅
は
身
心
脱
落
な
り
。
焼
香
・
礼
拝
・
念
仏
・
修
懺
・
看
経
を
用
い

ず
。
祗
管
に
打
坐
す
る
だ
け
で
あ
る
。

道
元　
　

身
心
脱
落
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

如
浄　
　

身
心
脱
落
と
は
坐
禅
で
あ
る
。
祗
管
に
坐
禅
す
る
時
、
五
欲
を
離
れ
、

五
蓋
を
除
く
の
で
あ
る
。

（
感
応
道
交
）

道
元　
　

和
尚
が
説
か
れ
て
い
る
「
能
礼
所
礼
性
空
寂
、
感
応
道
交
難
思
議
」
と

言
う
言
葉
は
深
い
意
味
の
あ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
解

釈
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

如
浄　
　

君
は
感
応
道
交
の
意
味
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
感
応
道
交

が
な
け
れ
ば
、
諸
仏
も
こ
の
世
に
出
現
せ
ず
、
達
磨
大
師
も
イ
ン
ド

か
ら
西
来
し
な
い
。
礼
拝
す
る
者
と
礼
拝
さ
れ
る
者
、
衆
生
と
仏
と

は
必
ず
感
応
道
交
で
あ
る
。
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（
五
蓋
六
蓋
を
除
く
秘
術
）

道
元　
　

和
尚
の
大
慈
大
悲
を
蒙
り
、
未
だ
か
つ
て
聞
か
な
い
と
こ
ろ
を
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
五
蓋
六
蓋
（
食
欲
・
ね
た
み
い
か
り
・
睡
眠
・

悔
や
み
・
疑
い
・
無
明
）
を
除
く
の
に
秘
術
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

如
浄　
　

│
和
尚
微
笑
し
て
言
わ
れ
る
に
は
│

君
は
こ
れ
ま
で
の
工
夫
弁
道
で
な
に
を
し
て
き
た
か
。
六
蓋
を
は
な

れ
る
法
で
あ
ろ
う
。
祗
管
打
坐
し
て
功
夫
し
、
身
心
脱
落
す
る
こ
と

こ
そ
が
秘
術
で
あ
り
、
こ
の
外
に
、
一
切
別
事
は
な
い
。
ま
っ
た
く

一
個
の
秘
術
も
な
い
。

（
柔
軟
心
）

如
浄　
　

い
わ
ゆ
る
佛
祖
の
坐
禅
は
、
初
発
心
よ
り
一
切
諸
仏
の
法
を
集
め
ん
こ

と
を
願
う
。 

坐
禅
の
中
に
お
い
て
、
衆
生
を
忘
れ
ず
、
衆
生
を
捨

て
ず
、
な
い
し
、
昆
虫
に
ま
で
も
、
常
に
慈
念
を
拾
い
て
、
誓
っ
て

済
度
せ
ん
こ
と
を
願
い
、
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
一
切
に
廻
向
す
る
な
り
。

世
々
に
諸
々
の
功
徳
を
修
し
て
、
心
の
柔
軟
な
る
こ
と
を
得
る
な
り
。
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道
元　
　

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
心
の
柔
軟
な
る
こ
と
を
得
る
の
で
し
ょ
う
か
。

如
浄　
　

佛
々
、
祖
々
の
身
心
脱
落
を
弁
え
肯
定
す
る
の
が
、
す
な
わ
ち
柔
軟
心

で
あ
る
。
こ
れ
を
呼
ん
で
佛
祖
の
心
印
と
す
る
。

道
元　
　

│
礼
拝
す
る
│

（
風
鈴
の
頌
）

渾
身
似
口
掛
虚
空　

不
問
東
西
南
北
風

一
等
為
他
談
般
若　

滴
丁
東
了
滴
丁
東

道
元　
　

和
尚
の
風
鈴
の
頌
を
承
る
に
「
渾
身
口
に
似
て
虚
空
に
掛
か
る
」
と
あ

り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
虚
空
と
は
、
虚
空
色
を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。

如
浄　
　

虚
空
と
は
般
若
（
佛
法
の
根
本
原
理
と
し
て
さ
と
り
の
心
）
で
あ
る
。

虚
空
色
（
青
空
と
い
う
か
た
ち
）
で
は
な
い
。

道
元　
　

和
尚
の
風
鈴
の
頌
は
、
最
好
の
な
か
の
最
上
で
す
。
幸
い
に
、
私
は
こ

れ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
、
歓
喜
し
、
感
涙
衣
を
湿
し
、
昼
夜
に
こ

れ
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。
端
直
で
曲
調
が
あ
り
ま
す
。



次頁へ 前頁へ
18 目次に戻る

如
浄　
　

│
和
尚
ま
さ
に
駕
籠
に
乗
ら
ん
と
す
る
と
き
、
笑
み
を
ふ
く
ん
で
│

君
が
言
っ
た
こ
と
、
深
う
し
て
抜
群
の
気
宇
が
あ
る
。
未
だ
嘗
て
こ

の
よ
う
に
解
釈
し
て
く
れ
た
者
は
い
な
い
。
我
れ
、
天
童
老
僧
、
君

の
眼
識
を
許
す
。

天
童
如
浄
和
尚
去
る

　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

一
二
二
五
年
五
月
一
日
、
道
元
禅
師
は
天
童
山
如
浄
和
尚
に
相
見
参
禅
、
天
童
山
に

と
ど
ま
り
、
一
二
二
七
年
、
如
浄
和
尚
の
嗣
書
を
受
け
て
日
本
に
帰
国
し
た
の
で
あ
る
。

│　
第
二
場
お
わ
り　
│

（
識
語
）

一
二
五
三
年
十
二
月
十
日
、
越
州
吉
祥
山
永
平
寺
の
方
丈
に
て
、
こ
れ
を
書
写

す
る
。
右
は
先
師
永
平
道
元
古
佛
の
御
遺
書
の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
。
こ
れ
を
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草
し
始
め
給
い
、
な
お
余
残
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
恨
む
ら
く
は
、
完
全
を
期

し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
悲
涙
千
万
端
と
流
れ
る
。

懐
奘

│　
注　
│

（
注
一
）
宝
慶
記

道
元
が
宋
国
の
宝
慶
年
間
（
一
二
二
五
│
一
二
二
七
）
に
天
童
山
の
如
浄
と
の

問
答
を
記
録
し
た
も
の
。
道
元
没
後
永
平
寺
方
丈
の
遺
書
か
ら
発
見
さ
れ
懐
奘

に
よ
り
浄
書
さ
れ
た
。

（
注
二
）
如
浄

天
童
山
景
徳
寺
（
中
国
浙
江
省
、
太
白
山
下
、
晋
の
恵
帝
三
〇
四
年
に
開
山
）

の
住
持
。
す
べ
て
の
名
利
を
超
越
し
た
修
行
坐
禅
を
実
行
し
た
南
宋
末
期
の
禅

僧
。
一
二
二
七
年
道
元
禅
師
に
法
統
を
伝
え
た
の
ち
ま
も
な
く
没
し
た
。

（
注
三
）
懐
奘
（
一
一
九
八
│
一
二
八
〇
）

一
二
三
四
年
、
深
草
の
興
聖
寺
に
道
元
禅
師
を
た
ず
ね
入
門
し
た
。

一
二
五
三
年
、
道
元
禅
師
が
没
す
る
ま
で
二
十
数
年
師
に
仕
え
た
。

永
平
三
祖
。
「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」
「
宝
慶
記
」
を
編
集
し
た
。
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│　
第
三
場　
│　
　
　
　
　
　
　
　

「
典
座
教
訓
」
よ
り

越
前
国
永
平
寺
僧
堂

松
籟
の
音

背
景　

越
前
の
山
と
谷

僧
堂
に
て
、
正
法
眼
蔵
を
著
述
す
る
道
元
（
晩
年
）
南
宋
に
お
け
る
若
き
日
を
回
想
す

る
。

朗
読　

道
元
回
想

　

私
が
宋
国
天
童
寺
に
在
り
し
時
、
用
典
座
が
職
に
当
っ
て
お
ら
れ
た
。
食
事

の
後
、
東
廊
下
を
過
ぎ
院
に
向
か
う
途
中
、
用
典
座
は
仏
殿
の
前
で
、
海
の
り

を
晒
し
て
い
た
。
笠
も
か
ぶ
ら
ず
、
竹
杖
を
携
え
炎
天
の
下
、
地
は
熱
し
、
汗

が
流
れ
落
ち
て
い
た
が
、
力
を
励
ま
し
て
、
晒
し
て
い
た
。
大
変
辛
そ
う
で
あ
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っ
た
。
背
骨
は
弓
の
よ
う
に
曲
が
り
、
鶴
の
よ
う
に
痩
せ
て
い
た
。
私
は
、
典

座
の
御
年
を
尋
ね
た
。
用
典
座
い
わ
く
六
十
八
才
と
。
私
は
言
っ
た
。
ど
う
し

て
使
用
人
を
使
わ
な
い
の
で
す
か
。
用
典
座
は
言
っ
た
。「
他
は
こ
れ
吾
に
あ

ら
ず
。」
と
。
私
は
言
っ
た
。「
御
老
体
を
労
わ
ら
な
け
れ
ば
。
太
陽
が
こ
ん
な

に
照
り
つ
け
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
お
休
み
に
な
ら
な
い
の
で
す
か
。」
用
典

座
は
言
っ
た
。「
さ
ら
に
い
ず
れ
の
時
を
か
待
た
ん
。」
と
。

　

私
は
一
言
も
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
廊
下
を
歩
み
な
が
ら
、
用
典

座
の
至
言
な
る
こ
と
を
悟
っ
た
。

　

又
、
阿
育
王
山
天
童
寺
に
修
行
し
た
折
、
か
の
慶
元
港
の
船
中
で
会
っ
た
老

典
座
が
尋
ね
て
き
た
。
い
ま
典
座
の
職
を
退
き
故
郷
に
帰
る
と
こ
ろ
で
す
。
是

非
お
会
い
し
て
お
話
を
し
た
い
と
の
こ
と
。
私
は
喜
び
感
激
し
て
、
老
典
座
と

語
り
あ
っ
た
。
先
日
の
船
上
で
の
文
字
弁
道
の
因
縁
を
語
っ
た
。
老
典
座
い
わ

く
「
文
字
を
学
ぶ
者
は
、
文
字
の
故
を
知
ら
ん
と
為
す
。
弁
道
を
務
む
る
者
は
、

弁
道
の
故
を
肯
わ
ん
と
要
す
。」
私
は
問
う
た
。「
如
何
に
あ
ら
ん
か
こ
れ
文

字
。」
老
典
座
「
一
二
三
四
五
。」
ま
た
問
う
。「
如
何
に
あ
ら
ん
か
こ
れ
弁
道
。」

老
典
座「
偏
界
曾
つ
て
蔵
さ
ず
。（
こ
の
世
界
に
な
に
も
隠
さ
れ
た
も
の
は
無
い
。
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眼
前
に
真
理
が
満
ち
て
い
る
。）」
私
が
い
さ
さ
か
文
字
を
知
り
、
弁
道
を
理
解

出
来
た
の
は
、
か
の
老
典
座
の
大
恩
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

吟
詠
五
首　
　

道
元
禅
師
和
歌
集

　

題
法
華
経

　

渓
に
響
き　

峯
に
鳴
猿
妙
妙
に　

只
此
経
を　

説
く
と
こ
そ
聞
け

　

宝
治
元
丁
未
年
、
在
鎌
倉
西
明
寺
殿
北
御
方
道
歌
を
御
所
望
の
時

　

荒
磯
の　

浪
も
え
よ
せ
ぬ
高
岩
に　

か
き
も
つ
く
べ
き　

法
な
ら
ば
こ
そ

　

建
長
五
年
八
月
初
五
日
、
開
山
御
上
洛
ノ
其
日
御
頌
・
歌
在
之

　

草
の
葉
に　

か
ど
で
せ
る
身
の　

木
部
山　

そ
ら
に
を
か
あ
る

　

心
ち
こ
そ
す
れ



次頁へ 前頁へ
23 目次に戻る

　

御
入
滅
之
年
八
月
十
五
日
夜
、
御
詠
歌
に
云

　

又
見
ん
と　

思
ひ
し
時
の　

秋
だ
に
も　

こ
よ
い
の
月
に　

ね
ら
れ
や
は
す

る　

詠
本
来
面
目

　

春
は
花　

夏
ほ
と
と
ぎ
す　

秋
は
月　

冬
雪
き
え
で　

す
ず
し
か
り
け
り

　

永
平
広
録
第
九
風
鈴
頌

　

渾
身
こ
れ
口　

虚
空
を
判
ず

　

居
起
す　

東
西
南
北
の
風

　

一
等
に
玲
瓏
と
し
て　

己
語
を
談
ず

　

滴
丁
東
了　

滴
丁
東

│　
了　
│
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読
書
余
滴

　

須
田
剋
太
画
伯
の
色
紙
と
修
証
義
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私
の
所
持
す
る
須
田
剋
太
画
伯
の
色
紙
「
河
童
天
国
」
に
修
証
義
よ
り
と
記

入
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
修
証
義
と
は
明
治
二
十
三
年
に
編
集
さ
れ
た
も
の

で
、
曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
祖
師
の
著
書
「
正
法
眼
蔵
」
の
内
容
を
解
り
や
す
く

し
た
も
の
で
曹
洞
宗
で
重
用
さ
れ
る
も
の
だ
そ
う
で
す
。
全
五
章
三
十
一
節

三
七
〇
四
文
字
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

修
証
義
の
第
一
章　

総
序　

三
行
目
に
「
人
身
得
る
こ
と
難
し
、
仏
法
値
う

こ
と
希
れ
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　

須
田
剋
太
画
伯
の
色
紙
に
は
「
人
身
得
ル
コ
ト
難
ク
万
法
値
ヒ
難
シ
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
世
に
人
身
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
河

童
達
が
も
の
を
食
べ
よ
う
と
し
た
り
、
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
っ
た
り
し
、
そ
れ
を
鰐

た
ち
が
う
ら
や
ま
し
そ
う
に
眺
め
て
い
る
様
が
画
か
れ
て
い
ま
す
。

　

「
こ
の
世
に
人
間
と
し
て
生
を
受
け
る
こ
と
は
、
極
め
て
希
な
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
世
で
真
理
を
感
得
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
・
動
物
・
植
物
・
自
然
に

出
会
う
機
会
を
持
つ
こ
と
も
人
知
を
超
え
て
貴
重
な
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う

意
味
と
思
い
ま
す
。
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各種パーティ、ご宴会のご予約を承ります。

戸張　公認会計士　事務所税　理　士
税務・経営・監査

こすもす簿記システム（当社開発自計用簿記）導入指導
〒213－0002 川崎市高津区二子 5－1－15　高津駅 3分
TEL 044－833－4361㈹　FAX 044－844－6035
ＨＰアドレス（URL）：www.tobari-kaikei.com

こすもす教室
パソコン、生花、茶道、料理、英会話教室などにご利用い
ただけます。午前、午後、夜、曜日別月契約となります。

所在地：川崎市高津区二子 5－1－15　高津駅 3分
お申し込みは戸張会計事務所：電話 044－833－4361

　　こすもすホール（貸ホール）
www.cosmos-shop.com/hall1/

ダンス、バレー、リトミック、気功、ピアノ、カラオケ、コーラス、
パソコン教室、簿記教室、料理教室などにご利用いただけます。

午前、午後、夜、曜日別月契約となります。

ひさもと：川崎市高津区久本 2－ 2－ 1　洗足学園手前
さかど　：川崎市高津区坂戸 1－ 6－ 9　イトーヨーカ堂先
お申し込みは戸張会計事務所：電話 044－833－4361
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