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一
休
宗
純
は
室
町
時
代
の
臨
済

宗
禅
僧
で
、
京
都
大
徳
寺
第
48
世

住
持
で
あ
る
。
と
ん
ち
の
一
休
さ

ん
と
し
て
馴
染
み
深
く
、
後
小
松

天
皇
の
御
落
胤
と
も
い
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
と
ん
ち
話
は
主
に
江

戸
時
代
の
庶
民
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。 

酬
恩
庵
一
休
寺
は
京
都
府
京
田

辺
市

薪
た
き
ぎ

に
あ
り
、
学
研
都
市
線
Ｊ

Ｒ
京
田
辺
駅
で
下
車
す
る
。
街
並

を
抜
け
る
と
、
急
に
静
か
な
田
園

の
風
景
が
拡
が
り
、
酬
恩
庵
の
門

前
に
出
る
。
当
寺
は
一
休
が
大
応

国
師
の
恩
に
酬
い
る
意
味
で
酬
恩

庵
と
命
名
し
た
と
い
う
。 

総
門
を
く
ぐ
り
、
静
寂
な
境
内

の
緩
や
か
な
参
道
を
上
が
る
と
、

扉
に
菊
の
御
紋
が
透
か
し
彫
に
な

っ
た
閉
ざ
さ
れ
た
門
が
あ
る
。
標

示
板
に
「
後
小
松
天
皇
皇
子
宗
純

王
墓 

宮
内
庁
管
轄
」
と
あ
る
。

一
休
の
墓
所
で
あ
る
。
そ
の
前
を

通
り
過
ぎ
、
石
段
を
少
し
下
が
っ

た
檜
皮

ひ

わ

だ

屋
根
の
庫
裏
の
玄
関
か
ら

あ
が
る
。
方
丈
の
艶
光
り
し
た
廊

下
か
ら
、
奥
に
安
置
さ
れ
た
一
休

禅
師
の
木
像
を
拝
す
る
。
一
休
は

入
寂
の
年
に
自
分
の
髭
を
抜
い
て

像
に
植
付
け
さ
せ
、
二
体
の
等
身

大
の
像
を
造
ら
せ
た
。
も
う
一
体

は
一
休
ゆ
か
り
の
京
都
大
徳
寺
の

塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う

真
珠
庵
に
あ
る
。
真
珠
庵
を

拝
観
し
た
折
、
禅
師
の
木
像
を
間

近
に
拝
し
た
が
、
威
厳
に
圧
倒
さ

れ
髭
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

酬
恩
庵
の
気
品
あ
る
方
丈
庭
園

を
参
観
の
後
、
庫
裏
を
出
て
一
休

の
頂
相

ち
ん
ぞ
う

（
肖
像
画
）
が
あ
る
宝
物

殿
に
入
っ
た
。
唐
木
順
三
氏
は
、

こ
の
ざ
ん
ば
ら
髪
で
無
精
髭
を
伸

ば
し
た
狂
僧
の
顔
を
「
近
代
人
の

顔
で
す
べ
て
を
見
抜
く
力
を
具
え

て
い
る
」
と
い
う
が
、
鋭
い
な
か

に
も
温
か
な
眼
差
し
を
感
じ
た
。

し
か
し
二
度
目
に
行
っ
た
と
き
は

無
視
さ
れ
た
。
同
じ
絵
が
複
数
あ

り
毎
月
替
え
て
い
る
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
目
が
違
う
の
で
あ
る
。

や
は
り
一
休
は
「
無
類
の
す
ね
者
」

の
目
の
方
が
よ
い
。 

一
休
は
名
利
に
か
ら
ま
ず
日
常

の
民
衆
の
な
か
で
禅
を
説
い
た
。

ま
た
茶
の
湯
の
祖
・
村
田
珠
光
、

能
の
金
春
禅
竹
、
連
歌
の
宗
祇
・

宗
長
ら
に
慕
わ
れ
た
。
そ
し
て
応

仁
の
乱
で
焼
失
し
た
大
徳
寺
の
再

建
を
果
た
す
と
、
乱
が
終
わ
っ
た

４
年
後
の
文
明
13
年(

１
４
８
１)

88
歳
の
時
、
酬
恩
庵
で
入
寂
し
た
。 

宝
物
殿
を
出
る
と
、
凛
々
し
い

青
年
一
休
の
像
、
さ
ら
に
進
む
と

箒
を
持
っ
た
か
わ
い
ら
し
い
少
年

一
休
の
像
が
あ
る
。
そ
の
後
ろ
に

「
こ
の
は
し
わ
た
る
な
」
の
立
て

札
と
小
さ
な
橋
が
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
真
ん
中
を
渡
る
と
、
二
十
一
世

紀
の
森
に
続
き
、
愛
ら
し
い
童
の

像
が
あ
ち
こ
ち
に
点
在
し
て
い
る
。 

快
い
思
い
に
浸
り
な
が
ら
酬
恩

庵
を
後
に
し
て
、
奈
良
に
向
か
う

た
め
Ｊ
Ｒ
京
田
辺
駅
を
通
過
し
、

近
鉄
京
都
線
新
田
辺
駅
ま
で
歩
い

た
。
な
ん
と
駅
前
で
酬
恩
庵
と
同

じ
少
年
一
休
像
が
迎
え
て
く
れ
た
。 
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正
月
の
デ
パ
ー
ト
で
、
一
番
売

れ
て
い
る
の
は
福
袋
だ
。
人
は
な

ぜ

福

袋

を

買

う

の

だ

ろ

う

か

。

「

買

う

も

の

が

な

い

か

ら

だ

」

「
欲
し
い
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い

か
ら
だ
」
で
も
「
何
か
を
買
い
た

い
」
の
だ
。
モ
ノ
を
買
い
続
け
る

よ
う
に
〝
教
育
〟
さ
れ
て
し
ま
っ

た
今
の
消
費
者
は
、
何
か
を
買
わ

な
い
と
、
イ
ラ
イ
ラ
し
て
く
る
の

だ
。
一
種
の
〝
買
い
物
依
存
症
〟

な
の
だ
。 

最
近
、
米
国
で
は
仲
間
で
レ
ス

ト
ラ
ン
に
行
っ
た
際
、
参
加
者
に

ス
マ
ホ
を
提
出
さ
せ
机
に
積
み
上

げ
る
の
が
流
行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

う
っ
か
り
食
事
中
に
ス
マ
ホ
を
見

た
人
が
罰
と
し
て
食
事
代
を
全
部

払
う
そ
う
だ
。 

確
か
に
目
の
前
に
は
語
り
合
う

べ
き
人
が
い
る
の
に
、
ス
マ
ホ
の

画
面
の
向
こ
う
の
誰
か
と
つ
な
が

ろ
う
と
す
る
な
ん
て
失
礼
千
万
。

人
間
と
し
て
当
た
り
前
の
「
誠
実

さ
」
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

だ
。 も

し
、
幸
福
が
消
費
の
度
合
い

に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
な
ら
、

我
々
は
す
で
に
十
分
幸
福
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
本
も
米
国
も

経
済
が
成
長
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

生
活
の
満
足
度
が
低
下
す
る
傾
向

に
あ
る
。 

穏
や
か
な
社
会
環
境
が
取
り
柄

だ
っ
た
日
本
も
、
人
殺
し
が
増
え
、

い
じ
め
が
増
え
、
自
殺
が
増
え
、

な
ん
だ
か
み
ん
な
目
つ
き
が
悪
く

な
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。 

民
俗
学
者
の
『
宮
本
常
一
が
撮

っ
た
昭
和
の
情
景
』
の
写
真
集
に

は
、
一
九
五
五
年
か
ら
二
五
年
間

に
わ
た
り
、
全
国
を
く
ま
な
く
歩

い
て
庶
民
の
暮
ら
し
を
撮
り
続
け

た
一
〇
万
点
の
う
ち
八
五
〇
点
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
今

の
日
本
人
と
は
目
の
光
が
違
う
こ

と
に
気
付
く
と
云
う
の
で
あ
る
。 

仮
に
人
間
の
幸
福
度
は
欲
望
を

満
た
す
こ
と
と
定
義
し
た
ら
ど
う

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
満
た
さ
れ
な

い
欲
望
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
求
め

ね
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
疲
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。 

参
考
：
天
野
祐
吉
『
成
長
か
ら

成
熟
へ
』 

（
ユ
ー
カ
リ
が
丘 

板
井 

省
司
） 

   

こ
れ
か
ら
の
お
話
は
50

年
も
前

の
出
来
事
で
す
。
し
た
が
っ
て
記

憶
が
定
か
で
な
い
面
も
あ
り
ま
す
。 

23
時
45
分
発
の
夜
行
列
車
で
新

宿
を
出
発
、
小
渕
沢
で
小
海
線
に

乗
り
換
え
、
信
濃
川
上
で
下
車
。

朝
は
ま
だ
早
か
っ
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
バ
ス
に
乗
っ
た
登
山
客

は
数
人
で
し
た
。
「
秋
山
中
央
」

で
下
車
し
た
の
は
私
だ
け
で
し
た
。

私
は
い
つ
も
の
様
に
重
い
「
黄
色

い
キ
ス
リ
ン
グ
」
を
背
中
に
し
て

歩
き
始
め
ま
し
た
。 

昼
食
を
済
ま
せ
、
暗
く
な
る
前

に
「
大
弛

お
お
だ
る
み

小
屋
」
に
到
着
す
れ
ば

良
い
と
、
軽
い
気
持
ち
で
斜
面
が

急
に
な
っ
て
き
た
山
道
を
歩
き
始

め
ま
し
た
。 

斜
面
の
所
々
に
雪
が
見
え
始
め

ま
し
た
。
標
高
２
０
０
０
㍍
位
の

北
側
斜
面
で
す
。
残
雪
が
あ
っ
て

も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
急
に

単
独
行
の
寂
し
さ
と
気
温
の
低
下

に
不
安
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
登
山
道
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る

内
は
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
残
雪

が
多
く
な
り
登
山
道
が
見
え
な
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。
登
山
者
の
踏

み
跡
も
な
く
木
立
の
形
状
で
登
っ

て
い
き
ま
し
た
。
雪
用
の
ス
パ
ッ

ツ
を
着
け
、
上
を
目
指
し
ま
し
た
。 

も
う
だ
め
か
と
思
い
始
め
た
時
、

上
の
方
の
木
の
間
に
「
黄
色
い
キ

ス
リ
ン
グ
」
が
チ
ラ
チ
ラ
と
見
え

ま
し
た
。
ホ
ッ
と
し
て
、
そ
の
方

向
に
向
か
っ
て
歩
き
ま
し
た
。
不

思
議
な
こ
と
に
足
跡
が
有
り
ま
せ

ん
。
私
の
は
残
雪
に
バ
ケ
ツ
の
様

な
足
跡
で
す
。
上
の
キ
ス
リ
ン
グ

の
人
は
ど
う
や
っ
て
歩
い
て
い
る

の
か
？ 

と
疑
問
に
思
い
な
が
ら

何
と
か
大
弛
小
屋
に
到
着
出
来
ま

し
た
。 

小
屋
の
親
父
さ
ん
に
そ
の
話
を

す
る
と
、
今
の
時
期
に
こ
の
道
か

ら
来
る
の
は
誰
も
い
な
い
し
、
今

日
の
客
は
お
前
だ
け
だ
と
言
わ
れ

ま
し
た
。 

あ
の
「
黄
色
い
キ
ス
リ
ン
グ
」

は
誰
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
？ 

 

（
山
崎 

中
村 

庄
治
） 
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自
分
史
を
残
そ
う
と
思
い
立
っ

て
か
ら
６
年
が
過
ぎ
た
。
写
真
、

日
記
帳
、
手
紙
、
手
帳
、
卒
業
・

修
了
証
書
、
通
信
簿
、
社
歴
書
、

給
料
明
細
書
、
資
格
証
、
パ
ス
ポ

ー
ト
、
古
新
聞
の
収
集
な
ど
種
々

雑
多
な
資
料
を
整
え
、
年
表
作
成

に
５
年
を
要
し
た
。
年
表
に
記
入

し
な
が
ら
、
追
想
に
一
喜
一
憂
し

た
。 今

ま
で
殆
ん
ど
忘
れ
か
け
て
い

た
が
、
小
学
校
５
年
の
時
、
町
内

小
・
中
学
校
の
全
員
が
出
品
す
る

習
字
大
会
が
実
施
さ
れ
た
。
習
字

の
苦
手
な
小
生
は
、
他
人
の
失
敗

作
を
貰
い
受
け
、
そ
れ
を
な
ぞ
っ

て
書
い
た
贋
作
が
優
秀
賞
に
選
ば

れ
て
し
ま
っ
た
。
当
時
純
情
少

年
？
で
あ
っ
た
小
生
は
、
事
の
次

第
を
父
親
に
話
し
、
教
師
宅
へ
行

き
事
情
を
説
明
し
て
一
件
落
着
と

な
っ
た
が
、
ほ
ろ
苦
い
経
験
で
あ

る
。 １

９
９
４
年
10
月
に
３
日
程
嘔

吐
と
腹
痛
が
続
き
、
食
事
も
摂
れ

な
く
な
り
、
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
、

３
日
間
の
検
査
入
院
で
、
結
腸
の

一
部
摘
出
を
宣
告
さ
れ
た
。 

術
後
10

日
目
に
「
回
盲
部
結
腸

腫
瘍
」
で
あ
っ
た
が
、
初
期
の
為

完
全
摘
出
し
た
の
で
再
発
の
心
配

は
ま
ず
無
い
と
云
わ
れ
た
。
そ
の

時
の
メ
モ
が
残
っ
て
い
る
が
、
相

当
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。 

其
の
後
、
定
期
検
診
で
６
年
間

通
院
し
た
が
、
入
院
中
に
メ
モ
し

た
用
紙
や
退
院
後
の
日
記
帳
を
読

み
返
す
と
、
健
康
体
で
早
く
３
年

が
過
ぎ
て
く
れ
、
５
年
が
過
ぎ
て

く
れ
と
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
来
る
。 

54

日
間
の
入
院
生
活
で
あ
っ
た

が
、
家
族
の
看
護
と
多
く
の
知
人

の
激
励
は
、
忘
れ
ま
い
。 

自
分
史
は
記
録
に
残
す
だ
け
で

な
く
、
年
表
に
列
記
さ
れ
た
事
項

の
一
つ
一
つ
を
想
い
出
し
、
自
然

体
で
感
じ
る
事
に
大
き
な
意
味
が

あ
る
。
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
。

ほ
の
か
な
哀
愁
と
郷
愁
に
駆
り
立

て
ら
れ
る
昨
今
で
あ
る
。 

 

（
中
志
津 

茂
木 

一
典
） 

 

   

昔
々
の
お
話
で
す
。
今
と
な
っ

て
は
ほ
ぼ
昔
々
と
な
る
の
が
少
々

引
っ
か
か
り
ま
す
が
。
私
の
息
子

が
３
歳
に
な
っ
た
頃
、
次
の
子
の

出
産
の
た
め
に
１
カ
月
程
実
家
に

帰
っ
て
い
た
時
の
話
で
す
。 

私
の
実
家
は
東
京
都
墨
田
区
の

東
向
島
と
い
う
所
に
あ
り
ま
し
た
。

実
家
で
は
毎
日
銭
湯
通
い
を
し
て

い
ま
し
た
。
息
子
に
と
っ
て
は
プ

ー
ル
通
い
の
よ
う
な
感
覚
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
我
が
家
と

違
っ
た
広
い
浴
場
で
、
嬉
々
と
し

て
湯
船
に
向
か
い
走
っ
て
転
ぶ
姿

に
、
ア
ッ
頭
を
打
た
な
い
か
な
？

打
っ
た
か
な
？
打
っ
た
か
も
。
ど

う
し
よ
う
私
の
よ
う
な
頭
に
な
っ

た
ら
等
、
懐
か
し
い
シ
ー
ン
や
思

い
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。 

そ
ん
な
あ
る
日
、
お
風
呂
か
ら

上
が
り
早
く
に
服
を
着
せ
た
息
子

は
、
私
の
帰
り
支
度
を
待
ち
な
が

ら
脱
衣
所
を
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
し
て

い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
私

の
許
に
き
て
、
不
思
議
そ
う
に
こ

う
言
う
の
で
す
。 

「
マ
マ
、
こ
げ
た
金
魚
が
い
る
よ
」

う
ん
？
息
子
が
指
さ
し
た
方
を
見

る
と
、
そ
の
銭
湯
の
脱
衣
所
の
隅

に
は
ガ
ラ
ス
戸
で
少
し
仕
切
っ
た
、

涼
を
よ
ぶ
ス
ペ
ー
ス
に
小
さ
な
池

が
あ
り
ま
し
た
。
私
も
の
ぞ
い
て

見
て
息
子
が
言
っ
た
意
味
が
わ
か

り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
何
匹
か
の

鯉
が
放
さ
れ
、
ゆ
っ
た
り
と
泳
い

で
い
た
の
で
す
。
そ
う
錦
鯉
で
す
。

子
供
の
眼
に
は
そ
の
ま
ん
ま
東
か
、

西
か
？
あ
り
の
ま
ま
に
映
る
の
で

す
ね
。
私
は
親
馬
鹿
チ
ャ
ン
リ
ン
、

う
ち
の
子
は
何
て
可
愛
い
視
点
で

み
る
の
な
ん
て
。 

あ
れ
か
ら
40
年
、
40
年
ち
ょ
い
。

そ
の
子
も
３
児
の
父
に
な
り
、
小

さ
な
池
は
卒
業
し
、
世
間
と
い
う

名
の
大
海
で
日
々
泳
い
で
い
ま
す
。 

時
は
少
し
も
じ
っ
と
し
て
い
ま

せ
ん
。
そ
し
て
時
代
は
今
、
錦
織

圭
に
な
り
ま
し
た
。 

「
マ
マ
、
こ
げ
た
金
魚
が
い
る
よ
」 

 

（
上
座 

岩
井 

糸
子
） 

自
分
史
の
一
部
か
ら 

こ
げ
た
金
魚 



－４－ 

 

『
な
か
ま
』
へ
の
ご
投
稿
を 

お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。 

 

お
蔭
さ
ま
で
、
小
誌
は
今
月
で

４
６
０
号
の
発
行
を
迎
え
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。 

 

こ
れ
も
、
偏
に
皆
さ
ま
方
の
ご

支
援
の
賜
物
と
感
謝
申
し
上
げ
、

編
集
部
一
同
、
次
の
大
台
の
５
０

０
号
を
目
指
し
て
邁
進
し
て
参
る

所
存
で
す
が
、
そ
れ
に
は
何
と
申

し
ま
し
て
も
皆
さ
ま
方
か
ら
の
ご

投
稿
が
大
き
な
決
め
手
で
す
。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 
 

「
さ
く
ら
道
」
の
原
稿
提
出
日

が
迫
っ
て
来
た
の
で
、
机
に
向
か

っ
て
思
案
す
る
。
書
く
こ
と
が
決

ま
ら
ず
、
時
だ
け
が
過
ぎ
て
ゆ
く
。 
 

気
分
転
換
に
、
近
所
の
上
手
繰

川
沿
い
に
散
歩
に
出
か
け
た
。
周

辺
の
「
ひ
つ
じ
田
」
は
雀
や
キ
ジ

バ
ト
等
の
野
鳥
の
格
好
の
餌
場
に

な
っ
て
い
る
。
冬
鳥
の
ツ
グ
ミ
の

飛
来
は
未
だ
な
の
か
。 

（
仮
称
）
佐
倉
西
部
自
然
公
園
の

林
の
中
か
ら
は
、
コ
ジ
ュ
ケ
イ
の

鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
生
谷

橋
か
ら
臼
井
西
中
学
校
の
間
に
は
、

５
、
６
羽
の
カ
ワ
セ
ミ
が
生
息
し

て
い
る
が
、
今
日
は
そ
の
姿
を
目

に
で
き
ず
に
残
念
だ
。
川
の
辺
ほ
と
り

に

は
、
じ
っ
と
う
ず
く
ま
っ
て
い
る

数
羽
の
鴨
が
い
る
。
鯉
も
泳
い
で

い
る
。 

 

冬
の
新
鮮
な
空
気
を
胸
い
っ
ぱ

い
吸
い
込
み
、
豊
か
な
自
然
に
ひ

た
り
な
が
ら
家
路
に
就
い
た
。 

（
長
谷
川 

祐
作
） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

広
く
、
若
者
や
ご
年
配
の
方
々

に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
懐
か
し
く

心
に
残
っ
て
い
る
思
い
出
話
や
経

験
談
な
ど
、
明
る
い
話
題
の
ご
投

稿
を
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。 

 

な
お
、
ご
投
稿
は
、
政
治
や
宗

教
に
関
す
る
こ
と
や
団
体
へ
の
勧

誘
、
個
社
名
や
個
別
の
商
品
名
の

他
、
他
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
な

ど
は
、
ご
投
稿
出
来
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
難
し
い
語
句
は
避
け
て
、

気
軽
に
読
め
る
明
る
く
、
ユ
ニ
ー

ク
な
内
容
が
お
薦
め
で
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
田
中 

修
司
） 

2 月の黒板 

 

『なかま』の２ページと３ページは佐倉市民の皆さんから投稿いた 

だいた記事を掲載しております。 

 『なかま』の原稿は、自由テーマを原則としています。「出会いと別れ」、「旅の 

思い出」、「祭り」、「私のふるさと」、「私の健康法」など何でも構いません。また、 

日常での出来事で発見したこと、気付いたこと、経験や感想などもご随意にお書き 
ください。 
原稿の字数は、650 字（13 字×50 行）以内です。また、掲載するにあたり常用漢 

字への変更や、句読点等の修正をさせていただくことがあります。 

問い合わせ先 
 佐倉市立中央公民館 TEL０４３－４８５－１８０１ 

〒２８５－００２５ 佐倉市鏑木町１９８－３ 
ＵＲＬ  http://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/16-1-0-0-0_1.html 

あ
と
が
き 

 


