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五う

る

さ
月
蠅
い

　
騒そ
う
ぞ
う々
し
い

　
騒さ
わ
が
し
い

　
喧や
か
まし
い

　
囂
か
ま
び
すし
い

　
姦か
し
まし
い

　
喧け
ん
そ
う騒
の
中
に

　
身
を
置
く
な
か
れ

　
喧
騒
は

　
不
安 

怖お
そ
れ
か
ら
の

　
一
時
の
忘ぼ
う
き
ゃ
く却　

　
静せ
い
じ
ゃ
く寂は

　
安あ
ん
じ
ん心
を
育は
ぐ
くむ

　
智
慧
の
揺よ
う
ら
ん籃

　
心
静
か
に

　
仏
法
の
声
を
聴
け

http://www.ne.jp/asahi/choonji/namo/ 　ナモの寺  検索

撮影：超空正道
河津桜とメジロ　

【
語
意
】
心
静
か
に
瞑
想
し
、
真
理
を
観
察
す
る
こ
と
。



般は
ん
に
ゃ若
波は

ら

み

つ

羅
蜜 

⑥ 

禅ぜ
ん
じ
ょ
う定

　
禅
定
と
い
う
語
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語dhya -na

（
デ
ィ
ヤ
ー
ナ
）、
パ
ー

リ
語jha -na
（
ジ
ャ
ー
ナ
）
の
音
写
で

あ
る
「
禅
」
と
い
う
語
と
、
そ
の
意
味

を
と
っ
て
訳
し
た
「
定
」
と
い
う
語
を

複
合
し
た
こ
と
ば
で
す
。
語
義
は
、
心

静
か
に
瞑
想
し
、
真
理
を
観
察
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て

心
身
と
も
に
動
揺
す
る
こ
と
が
な
く
な

り
、
安
定
し
た
状
態
を
い
い
ま
す
。

　
道
元
禅
師
の
『
正し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

法
眼
蔵
』（
八は
ち
だ
い大

人に
ん
が
く覚

）
に
、「
三
つ
に
は
楽
ぎ
ょ
う
じ
ゃ
く
じ
ょ
う

寂
静
。
諸
も
ろ
も
ろ

の
憒か
い
に
ょ
う鬧を

離
れ
、
空く
う
げ
ん閑

に
独ど
く
し
ょ処

す
。
楽

寂
静
と
名
づ
く
」
と
あ
り
ま
す
。
ち
な

み
に
、「
楽ぎ
ょ
う」は
願
う
と
い
う
意
味
で
す
。

ま
た
、親
鸞
聖
人
も
『
教
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

行
信
証
』（
顕

浄
土
真
仏
土
文
類 

）
に
お
い
て
、『
涅ね

槃は
ん
ぎ
ょ
う
経
』
を
引
用
し
、「
涅
槃
の
性し
ょ
うこ
れ

大だ
い
じ
ゃ
く
じ
ょ
う

寂
静
な
り
。
な
に
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ

に
、
一
切
憒
鬧
の
法
を
遠お
ん
り離

せ
る
ゆ
ゑ

に
。
大だ
い
じ
ゃ
く寂を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
大だ
い
ね
は
ん

涅
槃

と
名
づ
く
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
、「
憒
か
い
に
ょ
う鬧

」
と
い
う
あ
ま
り

見
慣
れ
な
い
文
字
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

「
憒
」
は
、
心
乱
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

「
鬧
」
の
部
首
「
鬥と
う

」
は
、
と
う
が
ま
え

と
か
、
た
た
か
い
が
ま
え
と
い
っ
て
、

そ
の
字
形
は
武
器
を
持
っ
た
二
人
が
た

た
か
う
様
子
を
象
か
た
ど

っ
た
も
の
で
、
や
か

ま
し
い
と
か
、
騒
が
し
い
と
い
う
意
味

に
な
り
ま
す
。

　
要
す
る
に
、
内
的
に
は
心
の
ざ
わ
つ

き
や
乱
れ
、
外
的
に
は
騒
々
し
さ
か
ら

解
放
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
禅
定
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
状
態
が
寂

静
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
憒
鬧
か
ら
完

全
に
解
放
さ
れ
た
と
き
涅
槃
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
茶
道
に
お
い
て
、
そ
の

心
得
と
し
て
「
和わ
け
い
せ
い
じ
ゃ
く

敬
清
寂
」（
四し

き規
）

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
お
互
い

仲
良
く
（
和
）、
敬
い
あ
っ
て
（
敬
）、

見
た
目
だ
け
で
な
く
心
も
清
ら
か
に

（
清
）、
何
事
に
も
動
じ
な
い
心
（
寂
）

を
持
っ
て
、
お
手て
ま
え前

を
す
る
と
き
も
、

お
茶
を
い
た
だ
く
と
き
も
心
が
け
な
さ

い
と
い
う
の
で
す
。

　
茶
道
は
、
仏
道
、
と
り
わ
け
禅
と
の

関
わ
り
が
深
く
、
和
敬
清
寂
の
「
寂
」

は
、
こ
の
禅
定
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、留
意
す
べ
き
は
、「
寂
」

は
、
和
・
敬
・
清
と
別
個
に
切
り
離
さ

れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
つ
ま
り
、「
寂
」
は
、
た
だ
己
お
の
れ

一
人
が
心
静
か
に
し
て
居
れ
ば
よ
い
と

い
う
の
で
は
な
く
、
和
・
敬
・
清
の
心

得
が
整
っ
て
、
初
め
て
実
現
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、武
道
に
お
い
て
は
「
動
中
静
」

と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
確
か

に
、剣
道
や
柔
道
の
達
人
と
い
う
の
は
、

動
き
が
ど
っ
し
り
し
て
い
ま
す
。
鍛
錬

THE CHOUONJI DAYORI



に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
場
合
に
も
対
応
で

き
る
だ
け
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
よ

く
、
独こ

ま楽
に
譬た
と

え
ら
れ
ま
す
。
独
楽
は

勢
い
よ
く
回
っ
て
い
る
と
き
は
、
あ
た

か
も
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。
バ
タ
バ
タ
、
ド
タ
ド
タ
す
る
の
は

し
っ
か
り
回
っ
て
い
な
い
か
ら
で
、
要

は
、
不
完
全
、
未
熟
で
あ
る
こ
と
に
他

な
り
ま
せ
ん
。

　
茶
道
に
お
い
て
も
、
武
道
に
お
い
て

も
、「
寂
・
静
」
と
い
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
芸
道
探
究
の
目

標
点
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
に
お
い
て
の

「
寂
静
」
は
、
真
理
探
究
の
目
標
点
で

あ
り
ま
す
。
目
標
に
向
か
っ
て
、
芸
道

は
日
々
稽
古
と
い
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、

仏
道
に
お
い
て
も
、
日
々
、
仏
法
に
耳

を
傾
け
、
禅
定
波
羅
蜜
に
心
が
け
る
こ

と
こ
そ
、
肝
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
現
代
人
は
喧
騒
の
中
で
生
活
し
て
い

ま
す
。
常
に
不
平
不
満
を
抱か
か

え
、
声
が

大
き
い
方
が
勝
ち
と
ば
か
り
に
、
声
を

張
り
上
げ
、
我が

な鳴
り
た
て
て
い
ま
す
。

ま
た
、
不
安
や
怖お
そ

れ
か
ら
か
、
あ
え
て

喧
騒
の
中
に
身
を
置
き
、
一
時
の
忘
却

に
現う
つ
つを
抜
か
し
て
お
り
ま
す
。し
か
し
、

心
の
平
安
、
仏
教
用
語
で
は
「
安あ
ん
じ
ん心
」

を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
禅
定
波
羅

蜜
な
く
し
て
あ
り
え
ま
せ
ん
。

　
具
体
的
に
は
、詳
細
は
省
き
ま
す
が
、

釈
尊
が
最
初
の
説
法
（
初し
ょ
て
ん
ぼ
う
り
ん

転
法
輪
）
で

説
か
れ
た
「
四し
し
ょ
う
た
い

聖
諦
」（
苦く
た
い諦

・
集じ
っ
た
い諦

・

滅め
っ
た
い諦
・
道ど
う
た
い諦
）、
そ
し
て
、
根
本
教
理

で
あ
る
「
三さ
ん
ぼ
う
い
ん

法
印
」（
諸し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
・
諸し
ょ

法ほ
う
む
が
無
我
・
涅ね
は
ん
じ
ゃ
く
じ
ょ
う

槃
寂
静
）
の
体
得
に
あ
り

ま
す
。
こ
の
仏
法
の
智
慧
は
、
禅
定
波

羅
蜜
に
よ
っ
て
育は
ぐ
くま

れ
ま
す
。

　
た
だ
、『
維ゆ
い
ま
き
ょ
う

摩
経
』
に
、
面
白
い
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

　
釈
尊
が
、
智
慧
第
一
と
い
わ
れ
た
舎し
ゃ

利り
ほ
つ弗
に
、
病
で
伏
し
て
い
る
維ゆ
い
ま摩
を
見

舞
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
舎
利
弗
は
、「
維ゆ
い
ま
こ
じ

摩
居
士
の
と
こ

ろ
行
く
こ
と
だ
け
は
許
し
て
い
た
だ
き

た
い
」
と
い
う
の
で
す
。
弁
解
の
理
由

は
こ
う
で
す
。

　
あ
る
と
き
、
林
の
中
で
坐
禅
を
し
て

い
た
と
き
で
す
。維
摩
が
や
っ
て
き
て
、

「
坐
禅
と
は
、
林
の
中
だ
け
で
す
る
も

の
で
は
な
い
。
日
常
の
振
る
舞
い
、
世

間
の
つ
と
め
を
果
た
し
な
が
ら
、
悟
り

へ
の
道
を
実
践
す
る
の
が
本
当
の
坐
禅

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
返
す
言
葉
が
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　
つ
ま
り
、
俗
世
間
か
ら
離
れ
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
積
極
的
に
か
か
わ

る
中
で
、
宗
教
的
境
地
を
求
め
よ
と
い

う
わ
け
で
す
。
こ
れ
こ
そ
大
乗
仏
教
の

基
本
ス
タ
ン
ス
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
に

お
け
る
禅
定
波
羅
蜜
が
い
か
な
る
も
の

か
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
示し

さ唆
を
与

え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
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大
き
さ
は
不
明
だ
が
、
手
巾
は
不
浄

の
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
染
め
て
か

ら
用
い
る
決
ま
り
と
な
っ
て
い
た
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』早
わ
か
り
事
典
）

　

▼
雨
傘

　
長
年
使
っ
て
い
た
雨
傘
の
骨
が
、

ポ
ッ
キ
リ
折
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

二
十
年
以
上
も
使
っ
て
い
る
と
か
え
っ

て
愛
着
が
わ
き
、
諦
め
き
れ
ず
修
理
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
洋
蘭
の
支
柱
と
荷
札
の
針
金
を
使
っ

て
悪
戦
苦
闘
の
末
、
何
と
か
直
り
ま
し

た
。
ま
だ
し
ば
ら
く
使
え
そ
う
で
す
。

▼
メ
ジ
ロ

　
当
方
の
庭
に
、
メ
ジ
ロ
が
よ
く
飛
ん

で
き
ま
す
。
た
だ
、
ウ
グ
イ
ス
の
季
題

は
春
で
す
が
、
メ
ジ
ロ
は
な
ぜ
か
秋
。

◆
出し
ゅ
っ
た
つ
立
や
娘こ

の
無
事
願
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
荷に
づ
く
ろ繕
い
　
沐
魚

　
現
在
我
々
は
、
座
る
蒲
団
の
こ
と
を

「
座ざ
ぶ
と
ん

蒲
団
」
と
呼
ぶ
が
、
元
来
の
蒲
団
と

は
、
こ
の
座
蒲
団
の
こ
と
を
指
す
の
だ
。

　
ち
な
み
に
、
イ
ン
ド
の
仏
教
修
行
者

は
こ
の
蒲
団
を
用
い
な
い
。
彼
ら
が
座

る
の
は
長
方
形
の
布
地
の
敷
具
。
し
か

し
、
こ
の
長
方
形
と
い
う
形
状
の
ほ
う

が
、
我
々
が
現
在
睡
眠
用
に
使
う
蒲
団

に
似
て
い
る
の
だ
か
ら
お
も
し
ろ
い
。

◎
手し
ゅ
き
ん巾

　
手
ぬ
ぐ
い
の
こ
と
。
こ
れ
も
ま
た
仏

道
修
行
に
必
要
な
十
八
物
の
一
つ
で
、

手
や
顔
を
ふ
く
た
め
に
持
ち
歩
く
こ
と

が
許
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
布
は
す
べ

て
使
い
古
し
を
用
い
る
の
が
原
則
。
現

在
の
雑ぞ
う
き
ん巾

と
い
っ
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し

い
か
も
し
れ
な
い
。「
手
巾
」
は
、
釈

迦
の
弟
子
迦か
し
ょ
う葉
が
、
山
か
ら
下
り
る
と

き
、
汗
が
目
に
入
り
、
目
を
痛
め
た
た

め
、
釈
迦
が
持
ち
歩
く
こ
と
を
許
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。

◎
蒲ふ
と
ん団

　「
布
団
」
と
書
く
場
合
も
あ
る
が
、

あ
れ
は
あ
く
ま
で
当
て
字
。も
ち
ろ
ん
、

寝
具
を
指
す
こ
と
ば
だ
が
、実
は
こ
れ
、

元
来
は
坐
禅
に
用
い
た
敷
物
の
こ
と
を

意
味
し
た
語
な
の
で
あ
る
。

　
本
来
、「
蒲
団
」
は
丸
い
も
の
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、「
団
」
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も

の
を
集
め
て
丸
く
し
た
も
の
を
い
う
。

た
と
え
ば
「
一
団
」。
こ
れ
は
、
多
く
の

人
間
が
集
ま
っ
て
一
つ
の
固
ま
り
に
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
じ
よ
う
に「
団

子
」
も
、
丸
い
固
ま
り
状
の
も
の
を
指

す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
こ
で
蒲
団
で
あ
る
。
蒲
と
は
、
水

草
の
蒲が
ま

の
こ
と
。
こ
の
蒲
を
干
し
て
丸

く
編
ん
だ
の
が
蒲
団
だ
。
も
ち
ろ
ん
扁

平
で
か
た
く
、
こ
ん
な
も
の
の
上
で
は

安
眠
は
不
可
能
。
僧
侶
た
ち
は
、
こ
の

蒲
団
を
坐
禅
の
際
に
座
る
席
と
し
た
の

で
あ
る
。
別
名
「
坐ざ

ぶ蒲
」。
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