
謹
賀
新
春

悲
し
み
が
去
り
　

歳
新
し
く
な
る
と

福
の
神
が

幸
を
包
ん
で

龍
を
つ
れ
て
や
っ
て
く
る

シ
リ
ー
ズ
で
、
お
経
・

偈
文
な
ど
の
意
味
を
少

げ

も

ん

し
ず
つ
解
説
し
て
き
ま

し
た
。

「
五
観
の
偈
」
は
今

回
が
最
後
で
す
。

我
が
曹
洞
宗
の
開
祖

道
元
禅
師
が
説
か
れ
た

「
典
座
教
訓
」
と
い
う
、

て

ん

ぞ
き
ょ
う
く
ん

食
事
を
作
る
人
の
心
得

が
書
か
れ
た
も
の
と
、

「
赴
粥
飯
法
」
と
い
う

ふ

し
ゅ
く
は
ん
ぽ
う

食
事
の
際
の
心
得
を
書

か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
中
で
何
度
も

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
一
粒
の
米
、
一
滴
の

水
を
も
大
切
に
扱
い
な

さ
い
」
と
い
う
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。

物
の
大
切
さ
、
有
難

さ
を
伝
え
た
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は

最
後
で
す
。

「
食
事
の
偈
」
と
書

き
ま
し
た
が
、
こ
の
偈

文
を
唱
え
終
わ
っ
て
受

食
、
す
な
わ
ち
食
事
を

頂
き
ま
す
。

僧
堂
で
の
食
事
作
法

は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な

細
か
な
こ
と
ま
で
決
め

ら
れ
て
い
る
の
か
、
と

思
う
ほ
ど
き
び
し
い
食

事
作
法
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
道
元
禅

師
は
「
法
等
食
等
」
と

ほ

う

と

う

じ

き
と
う

示
さ
れ
ま
し
た
。
仏
の

教
え
が
本
当
に
身
に
備

わ
る
と
い
う
と
、
す
べ

て
の
縁
を
大
事
に
で
き

る
し
感
謝
の
日
暮
ら
し

が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

き
び
し
い
食
事
作
法
も

こ
な
せ
る
は
ず
だ
し
、

食
事
作
法
が
正
し
く
で

き
れ
ば
、
仏
の
作
法
も

身
に
つ
く
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
「
只
管
打
坐
」
の

し

か

ん

た

ざ

教
え
に
対
し
て
全
力
で

修
行
す
る
の
と
同
様
に
、

食
事
に
対
し
て
も
全
力

を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る

と
示
さ
れ
る
の
で
す
。

禅
門
の
食
事
作
法
の

最
後
に
は
、
食
器
を
て

い
ね
い
に
洗
い
清
め
、

そ
の
残
り
湯
を
棄
て
る

際
に
も
、
無
駄
に
棄
て

ず
に
、
見
え
な
い
世
界

の
霊
に
も
食
し
て
い
た

だ
く
、
供
養
さ
せ
て
い

た
だ
く
と
い
う
お
経
と

作
法
が
あ
り
ま
す
。
食

を
粗
略
に
扱
う
よ
う
で

は
人
格
や
仏
道
の
成
就

に
は
あ
り
得
な
い
と
示

さ
れ
ま
す
。

一
般
家
庭
で
「
五
観

ご

か

ん

の
偈
」
を
唱
え
る
こ
と

げ

は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、

せ
め
て
、
食
事
の
前
後

に
は
合
掌
し
て
「
い
た

だ
き
ま
す
」
「
ご
ち
そ

う
さ
ま
」
と
思
い
を
致

し
た
い
も
の
で
す
。
合

掌
と
は
、
手
の
こ
こ
ろ

を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ

と
で
、
ま
ご
こ
ろ
を
合

わ
せ
る
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
「
い
た
だ
き
ま

す
」
と
い
う
言
葉
は
、

た
く
さ
ん
の
い
の
ち
を
、

私
の
い
の
ち
に
、
生
か

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

と
い
う
こ
と
で
す
。完

次
回
は
、
経
文
で
す

ま
だ
ま
だ
だ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
大
法

要
が
今
年
に
な
り
ま
し

た
。

二

ペ
ー

ジ

め
の

「
曹
洞
宗
の
行
事
」
和

尚
の
第
一
歩
の
説
明
が

あ
り
ま
す
が
、
私
の
息

子
が
昨
年
の
お
盆
過
ぎ

に
そ
の
「
得
度
式
」
を

厳
修
い
た
し
ま
し
た
。

あ
の
最
後
の
一
結
び

周
羅
を
切
り
落
と
す
時

し

ゅ

う
ら

は
、
さ
す
が
の
私
も
感

極
ま
る
も
の
が
有
り
ま

し
た
。
安
名
（
僧
名
）

は
「
拓
郎
」
で
す
。

た

く

ろ
う

着
物
の
着
方
、
ま
し

て
や
、
衣
、
お
袈
裟
な

け

さ

ん
て
着
け
た
事
も
な
い

の
で
す
か
ら
、
ま
あ
な

ん
と
不
格
好
な
こ
と
・
・
・
。

で
も
こ
れ
が
、
法
戦
式

ほ

っ

せ

ん
し
き

そ
し
て
、
修
行
を
重
ね

て
行
く
と
立
派
な
和
尚

に
み
え
る
の
で
す
か
ら

不
思
議
な
も
の
で
す
。

曹
洞
宗
の
僧
侶
で
あ

れ
ば
必
ず
通
る
登
竜
門

の
ひ
と
つ
で
す
。

何
年
後
か
が
楽
し
み

で
す
。

小
坊

新
年
明
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
毎
年
の
事
で
す
が
、

今
年
こ
そ
は
良
い
年
だ

ろ
う
、
今
年
こ
そ
は
よ

い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う

に
と
祈
っ
て
新
年
を
迎

え
る
の
で
す
が
、
本
当

に
今
年
は
ど
ん
な
年
に

な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
。

去
年
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
余
り
に
も
色
々

な
こ
と
が
日
本
や
世
界

で
あ
り
過
ぎ
て
、
今
ま

で
経
験
し
た
事
の
無
い

年
で
し
た
。

世
界
的
に
み
て
も
余

り
に
も
衝
撃
的
な
出
来

事
が
、
私
達
日
本
の
、

東
日
本
大
震
災
発
生
、

福
島
源
発
で
高
濃
度
の

放
射
能
漏
れ
、
そ
し
て
、

相
次
い
だ
大
型
台
風
の

被
害
、
世
界
的
に
は
、

欧
州
の
財
政
危
機
の
拡

大
、
タ
イ
洪
水
被
害
、

中
東
各
地
に
広
が
っ
た

民
主
化
運
動
等
々
・
・
・
。

去
年

は

「
災

害
」

「
事
故
」
「
民
主
化
運

動

」
「

経

済
問

題
」

「
地
球
環
境
」
な
ど
が

キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
た

様
で
す
。

も
う
一
つ
の
キ
―
ワ
ー

ド
は
、
最
後
の
締
め
く

く
り
の
漢
字
一
字
「
絆
」

で
す
。
「
絆
」
と
は
、

断
つ
こ
と
の
で
き
な
い

人
と
人
と
の
結
び
つ
き
、

離
れ
な
い
様
繋
ぎ
と
め

る
綱
の
意
味
か
ら
家
族

や
友
人
な
ど
人
と
人
を

離
れ
が
た
く
し
て
い
る

結
び
つ
き
を
い
う
の
だ

そ
う
で
す
。

そ
れ
が
、
全
国
か
ら

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、

復
興
支
援
・
メ
ッ
セ
ー

ジ
、
義
援
金
、
励
ま
し

の
言
葉
な
ど
、
見
ず
知

ら
ず
の
方
々
か
ら
た
く

さ
ん
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

「
ま
だ
ま
だ
捨
て
た
も

ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
と
、
本

当
に
人
間
っ
て
い
い
な

あ
」
と
、
つ
く
づ
く
思

い
ま
し
た
。

代
償
は
大
き
か
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

忘
れ
か
け
て
い
た
何
か
、

忘
れ
て
い
た
人
と
人
と

の
、
「
絆
」
と
い
う
も

の
を
、
再
確
認
さ
せ
ら

れ
た
出
来
事
で
し
た
。

私
達
は
こ
の
出
来
事

を
絶
対
に
忘
れ
な
い
、

そ
し
て
、
こ
の
現
実

を
後
世
に
残
し
、
き
ち

ん
と
伝
え
て
行
く
事
が

使
命
だ
と
思
い
ま
す
。

互
い
に
握
り
合
っ
た

絆
と
い
う
手
を
絶
対
に

離
さ
な
い
よ
う
に
・
・
。

本
当
に
、
ほ
ん
と
う

に
、
今
年
こ
そ
は
、
良

い
年
で
あ
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

平
成
二
十
二
年
に
皆

さ
ん
に
ご
案
内
し
、
寄

付
の
お
願
い
を
し
ま
し

た
「
晋
山
・
結
制
、
庫

裡
・
位
牌
堂
増
築
落
慶

法
要
」
の
年
を
迎
え
ま

し
た
。

お
か
げ
さ
ま
で
、
昨

年
の
お
盆
前
に
新
位
牌

堂
が
完
成
し
、
年
末
に

は
位
牌
壇
が
設
置
に
な

り
増
築
工
事
関
係
は
全

て
完
了
い
た
し
ま
し
た
。

後
は

、
法

要

関
係

（
案
内
寺
院
、
仏
具
の

整
備
・
点
検
等
）
、
環

境
整
備
（
本
堂
内
・
境

内
地
の
整
備
等
）
、
の

二
つ
と
な
り
ま
し
た
。
。

正
月
早
々
に
、
お
金

の
事
で
大
変
申
し
わ
け

あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
と

ん
ど
の
方
々
が
三
回
、

も
し
く
は
一
括
で
納
金

し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ

一
回
も
協
力
を
い
た
だ

い
て
い
な
い
方
々
が
お

り
ま
す
。
雪
解
け
の
春

ま
で
に
は
協
力
を
い
た

だ
き
、
前
述
の
二
つ
の

目

標

を

成

し

遂

げ

た

い

と

思

い

ま
す
。

そ
し
て
、
寺
壇
一
緒

に
な
り
、
こ
の
〝
大
法

要
〞
を
成
就
さ
せ
た
い

と
お
も
い
ま
す
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啓
誠

「
赴
粥
飯
法
」
に
学
ぶ
⑸

「
食

事

の

偈

」

げ

上
分
三
宝
（じ
ょ
う
ぶ
ん
さ
ん
ぼ
う
）

上
は
仏
・法
・僧
の
三
宝
に
分
か
ち

中
分
四
恩
（ち
ゅ
う
ぶ
ん
し
お
ん
）

中
は
国
王
・父
母
・衆
生
・三
宝
の
恩
に
分
か
ち

下
及
六
道
（げ
ぎ
ゅ
う
ろ
く
ど
う
）

下
は
地
獄
・餓
鬼
・畜
生
・修
羅
・人
間
・天
井
の
六
道
に
あ
る

皆
同
供
養
（か
い
ど
う
く
よ
う
）

す
べ
て
の
も
の
に
も
同
じ
よ
う
に
供
養
致
し
ま
す
。

一
口
為
断
一
切
悪
（いっく
い
だ
ん
い
っさ
く
あ
く
）

一
口
に
は
悪
を
断
つ
た
め
に
、

二
口
為
修
一
切
善
（に
く
い
し
ゅ
い
っさ
いぜ
ん
）

二
口
に
は
す
べ
て
に
善
を
修
め
る
た
め
に

三
口
為
度
諸
衆
生
（さ
ん
く
い
ど
し
ょ
し
ゅ
じ
ょ
う
）

三
口
に
は
生
き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の
衆
生
を
救
う
た
め
に
、

皆
共
成
仏
道
（か
い
く
じ
ょ
う
ぶ
つ
ど
う
）

と
も
ど
も
に
仏
の
道
に
そ
った
平
和
な

日
暮
ら
し
が
出
来
る
よ
う
に
致
し
ま
す
。

「

五
観
の
偈

」
食
事
の
お
経

五
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新
し
い
年
を
迎
え
て

いよ
いよ

今
年
の
十
月

ー

十
九
年
振
り
の
大
法
要
ー



 
彼岸・お盆・

葬儀出入り口  普段のお参
り出入り口 

 ここで水を汲

んでください 

今
回
、
「
葬
儀
時
の

配
置
に
つ
い
て
」
と
「
お

参
り
の
事
に
つ
い
て
」
の
、

二
つ
の
事
に
つ
い
て
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま

す
。一

つ
目
は
「
葬
儀
時
の

配
置
に
つ
い
て
」
で
す
が
、

今
ま
で
は
、
お
骨
・
遺

影

等
を
御
本
尊
側
、

内
陣
の
須
弥
檀
に
飾

り
、
盛
篭
・
盛
花
な
ど

も
ふ
す
ま
側
に
配
置

し
ま
し
た
が
、
遺
族
、

会
葬
者
の
方
々
か
ら

「
遺
影
が
見
え
な
い
、

盛
篭
が
い
っ
ぱ
い
の
時

は
席
が
窮
屈
、
盛
篭
・

盛

花
の
名
前
が
見
え

な
い
」
な
ど
と
意
見
が

出
ま
し
た
の
で
、
今
回

は
、
上
図
の
様
に
今
ま

で
と
は
全
く
逆
方
向
に

祭
壇
を
設
置
し
、
今
ま

で
使
っ
て
い
た
法
事
の

間
は
使
わ
ず
、
開
か
ず

の
間
だ
っ
た
東
の
室
中

二
間
を
使
用
す
る
事

に
し
、
盛
篭
・
盛
花
は

廊
下
に
配
置
す
る
事

に
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
多
人

数
で
も
楽
に
座
れ
、
儀
式
中

で
も
遺
影
・
、
盛
篭
等
は
名
前

が
良
く
見
え
、
更
に
畳
、
ふ
す

ま
・
撞
幡
等
の
破
損
を
抑
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

葬
儀
の
祭
壇
は
、
お
寺
の
を

使
用
し
ま
す
の
で
、
ご
心
配

無
用
で
す
。

次
に
、
「
お
参
り
の
事
に
つ
い

て
」
で
す
が
、
本
堂
正
面
は
今

ま
で
通
り
、
彼
岸
・
お
盆
の
時

は
解
放
し
、
葬
儀
時
の
葬
列

の
出
入
り
だ
け
と
し
ま
す
。
い

ま
ま
で
は
、
正
面
入
っ
て
か
ら
、

左
側
（
西
側
）
の
部
屋
を
通
り

位
牌
堂
へ
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

新
位
牌
堂
が
完
成
し
ま
し
た

の
で
、
こ
れ
か
ら
は
、
正
面
を

入
り
、
ご
本
尊
さ
ま
を
拝
み
、

右
側
へ
進
み
、
北
側
廊
下
を

通
り
、
水
場
を
回
り
、
位
牌

堂
へ
行
く
様
に
お
願
い
致
し
ま

す
。
普
段
は
、
庫
裡
の
玄
関

を
解
放
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ

ち
ら
を
ご
利
用
下
さ
い
。

出
入
り
の
際
、
そ
の
都
度
内

線
で
の
連
絡
は
不
要
で
す
の

で
、
ご
自
由
に
お
参
り
下
さ
い
。

葬
儀
・
法
事
は
是
非
、
お

寺
を
ご
使
用
下
さ
い
。

不
明
な
点
は
、
お
寺
に
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

得
度
式
は
、
前
回
お

話
し
た
よ
う
に
大
き
く

「
剃
度
作
法
」
と
「
受

て

い

ど

さ

ほ

う

じ

ゅ

菩
薩
戒
法
」
の
二
つ
に

ぼ

さ

つ

か

い

ほ

う

分
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
最
初
の
「
剃
度

作
法
」
に
つ
い
て
お
話

し
し
ま
す
。
「
剃
度
作

法
」
で
は
、
お
坊
さ
ん

の
姿
に
な
る
儀
式
を
行

い
ま
す
。
さ
て
、
何
か

に
な
ろ
う
と
い
う
時
、

ま
ず
す
が
た
・
形
か
ら

入
っ
て
い
く
と
い
う
方

法
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
制
服
で
す
。
学
校

の
制
服
、
さ
ら
に
警
察

官
や
消
防
士
、
お
医
者

さ
ん
な
ど
、
そ
の
服
装

を
見
れ
ば
職
業
が
分
か

り
ま
す
。
こ
う
し
た
制

服
は
、
き
っ
ち
り
と
着

こ
な
す
こ
と
に
よ
り
、

着
て
い
る
本
人
の
自
覚

も
生
ま
れ
、
責
任
感
も

身
に
つ
く
の
で
す
。
だ

ら
し
の
な
い
格
好
で
は
、

自
分
の
気
持
も
し
っ
か

り
し
な
い
し
、
他
の
人

か
ら
信
用
さ
れ
な
い
で

し
ょ
う
。
同
じ
よ
う
に
、

姿
を
整
え
る
こ
と
は
、

＾
お
坊
さ
ん
と
し
て
の

第
一
歩
な
の
で
す
。

ま
ず
、
「
得
度
式
」

と

く

ど

し

き

を
受
け
る
人
は
、
白
衣

と
い
う
白
い
着
物
で
式

に
の
ぞ
み
ま
す
。
「
剃

度
作
法
」
で
は
、
最
初

に

「
奉
請
」

と
い
っ

ぶ

し

ょ
う

て
多
く
の
仏
さ
ま
、
代
々

の
祖
師
、
そ
し
て
道
元

ど

う

げ
ん

禅
師
・
瑩
山
禅
師
を
そ

ぜ

ん

じ

け

い

ざ

ん

ぜ

ん

じ

の
場
所
に
お
招
き
す
る

言
葉
を
師
僧
が
お
唱
え

し
ま
す
。
こ
れ
は
、
得

度
式
が
仏
さ
ま
に
見
守

ら
れ
て
、
無
事
に
行
え

る
よ
う
に
と
い
う
意
味

が
あ
る
の
で
す
。
次

に
、
「
礼
讃
文
」
と

ら

い

さ

ん
も
ん

い
う
得
度
の
功
徳
を

讃
え
る
長
い
文
を
、

師
僧
が
お
唱
え
し
ま

す
。
「
礼
讃
文
」
は

道
元
禅
師
の
定
め
た

『
出
家
略
作
法
』
と

し

ゅ

っ

け

り

ゃ

く
さ
ほ
う

い
う
書
物
の
中
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
続
い
て
、

頭
を
剃
る
偈
（
剃
髪
偈
）
、

げ

て

い

は

つ

げ

仏
の

修

行
に

進

む
偈

（
求
道
偈
）
を
唱
え
、

ぐ

ど

う

げ

髪
を
剃
る
作
法
を
行
い

ま
す
。
髪
の
毛
を
剃
り

落
と
す
の
は
、
私
達
を

取
り
巻
く
多
く
の
煩
悩

ぼ

ん

の
う

を
断
ち
き
り
、
一
生
懸

命
仏
さ
ま
の
教
え
を
歩

ん
で
い
こ
う

と
い

う
決
意
を
表

し
て

い
る
の
で
す

。
こ

の
と
き
、
頭
の
て
っ

ぺ
ん
に
一
結

び
だ

け
の
毛
を
残

し
て

お
き
ま
す
。

こ
れ

を
「
周
羅
」

と
い

し

ゅ

う
ら

い
ま
す
。
次
に
、
直
裰

じ

き

と
つ

と
い
う
黒
く
て
袖
の
大

き
な
衣
を
い
た
だ
き
ま

す
。
白
衣
の
上
に
着
ま

す
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど

残
し
て
お
い
た
「
周
羅
」

と
呼
ば
れ
る
最
後
の
一

結
び
を
剃
り
落
と
し
ま

す
。
こ
の
「
周
羅
」
を

剃
り
落
と
す
こ
と
が
で

き
る
の
は

、
仏
さ
ま

だ
け
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の

一
結
び
は
、
師
僧
が
仏

さ
ま
に
代
わ
っ
て
本
人

の
気
持
を
確
認
し
、
剃

り
落
と
す
重
要
な
髪
な

の
で
す
。

続
い
て
「
安
名
」
を
授

あ
ん
み
ょ
う

与
さ
れ
ま
す
、
こ
れ
は
、

そ
れ
ま
で
の
自
分
の
名

前
と
は
別
の
、
お
坊
さ

ん
と
し
て
の
名
前
を
新

た
に
授
け
ら
れ
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
お
坊
さ

ん
の
身
に
着
け
る
も
の

を
順
番
に
受
け
取
り
ま

す
。
そ
れ
は
「
坐
具
」

ざ

ぐ

「
袈
裟
」
「
応
量
器
」

け

さ

お

う

り

ょ
う
き

で
す
。
「
坐
具
」
は
、

礼
拝
の
時
に
用
い
る
四

ら

い

は
い

角
い
布
で
、
周
り
を
お

袈
裟
と
同
じ
黒
色
で
縁

取
り
し
て
い
ま
す
。
続

い
て
の
「
袈
裟
」
で
す

が
、
法
要
の
時
な
ど
に

直
裰
の
上
に
着
け
る

も
の
で
、
「
五
条
衣
」

「
七
条
衣
」
「
九
条
衣
」

の
三
種
類
が
あ
り
ま
す
。

こ

こ
で

授
け

ら

れ
る

「
五
条
衣
」
は
、
首
か

ら
か
け
る
「
絡
子
」
の

ら

く

す

こ
と
で
す
。
そ
し
て
最

後
の
「
応
量
器
」
は
、

食
事
の
道
具
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
を
受
け
取
る
と

き
に
、
必
ず
偈
文
と
呼

げ

も

ん

ば
れ
る
言
葉
を
唱
え
ま

す
。
そ
の
内
容
は
、
い

た
だ
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の

も
の
の
徳
を
讃
え
、
大

切
に
し
て
い
く
決
意
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。

「
剃
度
作
法
」
は
、
髪

て

い

ど

さ

ほ

う

の
毛
を
剃
る
（
煩
悩
な

ど
を
取
り
除
く
）
と
同

時
に
、
必
要
な
品
を
身

に
つ
け
る
こ
と
で
、
自

分
の
気
持
を
整
え
、
お

坊
さ
ん
と
し
て
の
自
覚

を
持
つ
の
で
す
。
し
か

し
、
姿
を
整
え
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
で
お
ぼ
う
さ

ん
に
な
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
実
際
に
は
、

お
坊
さ
ん
と
し
て
の

生
き
方
や
行
動
が
大

切
に
な
っ
て
き
ま
す
。

次
回
は
、
そ
の
行

動

を

決

め

る

規

則

（
戒
）
に
つ
い
て
の

か

い

お
話
で
す
。

和
尚
の

第
一
歩
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食事の道具 応量器
お う り ょうき

周羅を剃り落とす
し ゅ う ら

直裰を着た
じ き と つ

試
行
錯
誤
の
末
に

西
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