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道
心
ひ
そ
か
に
お
こ
れ
ば
、 

名
利
た
ち
ど
こ
ろ
に
解
脱
す
る
も
の
な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
重
雲
堂
式

じ
ゅ
う
う
ん
ど
う
し
き

」
の
中
の
初
め
の
方
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
重
雲
堂

式
」
と
い
う
巻
は
、
元
来
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
言

わ
れ
ま
す
。
単
独
に
、
「
一
、
何
々
、
二
、
何
々
」
と
い
う
箇
条
書
き
に
さ
れ
、
雲
堂

と
い
う
坐
禅
堂
で
坐
禅
を
す
る
者
の
心
構
え
を
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
最
初
の
く
だ
り
に
こ
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
道
心
の
あ
る
者
だ
け
が
こ
の
坐

禅
堂
に
入
る
べ
き
で
あ
る
。
道
心
の
な
い
者
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
！
」
と
い
う
意
味

で
す
。
道
心
は
人
に
見
せ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
誇
示
す
る
も
の
で
も
な
い
。
自
分

の
心
の
中
に
淡
々
と
し
て
ひ
そ
か
に
起
こ
る
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
で
な
く
て
は
、

ま
た
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

道
心
は
道
を
求
め
る
心
、
道
に
生
き
よ
う
と
す
る
心
で
あ
り
ま
す
。
今
、
こ
こ
で
お

坐
り
に
な
っ
て
い
る
方
々
は
、
ひ
そ
か
に
道
心
を
起
こ
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら

坐
っ
て
い
ら
れ
る
。
そ
の
道
心
と
い
う
も
の
が
ひ
そ
か
に
起
こ
っ
て
来
る
と
、
「
名
利

と
い
う
も
の
か
ら
解
き
放
た
れ
る
」
、
と
い
う
の
が
解
脱
で
あ
り
ま
す
。
「
名
前
を
高

め
よ
う
」
と
か
、
「
名
誉
を
得
よ
う
」
、
若
い
者
で
言
え
ば
、
「
目
立
つ
よ
う
に
な
ろ

う
」
。
名
利
は
な
ぜ
起
こ
る
か
？ 

こ
れ
は
我
で
あ
り
ま
す
。
吾
我

ご

が

、
自
分
の
深
い
と
こ

ろ
に
あ
る
本
能
的
な
我
欲
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
い
う
心
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
、
始
末
の

悪
い
も
の
で
す
ね
。 

で
す
か
ら
、
吾
我
と
い
う
も
の
と
名
利
と
は
裏
腹
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
始
末
の
悪
い

吾
我
、
「
自
分
の
思
い
通
り
に
し
た
い
、
な
り
た
い
！
」
、
こ
う
い
う
吾
我
の
思
い
。

現
実
に
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
現
実
で
あ
り
人
生
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

い
っ
た
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
か
、
ギ
ャ
ッ
プ
に
人
間
の
悩
み
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
す

ね
。
お
釈
迦
さ
ま
も
出
家
を
さ
れ
た
動
機
は
、
「
吾
我
と
い
う
も
の
を
、
ど
う
し
た
ら

い
い
の
か
？
」
と
い
う
悩
み
か
ら
出
家
さ
れ
、
そ
れ
を
見
事
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、

悟
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

今
、
こ
こ
で
私
共
が
坐
っ
て
い
る
坐
禅
は
、
そ
の
自
我
と
い
う
も
の
を
突
き
抜
け
て
、

自
我
を
殺
す
の
で
は
な
い
。
自
我
を
飛
び
越
え
る
、
突
き
抜
け
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、

「
大
自
然
の
大
い
な
る
い
の
ち
に
生
か
さ
れ
、
そ
の
中
で
自
分
も
生
き
て
い
る
ん

だ
！
」
、
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
も
ひ
そ
か
に
納
得
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
が
解
脱
！ 

け
っ
し
て
パ
ッ
と
閃

ひ
ら
め

く
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

妄
想

も
う
ぞ
う

坐
禅
を
し
て
は
い
け
な
い
し
、
頭
を
、
体
を
空
っ
ぽ
に
し
て
淡
々
と
坐
る
。
そ
れ

だ
け
で
自
然
の
波
長
と
一
つ
に
な
れ
る
。
そ
う
い
う
坐
禅
を
お
互
い
に
目
指
し
た
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

 
「
道
心
ひ
そ
か
に
お
こ
れ
ば
、
名
利
た
ち
ど
こ
ろ
に
解
脱
す
る
も
の
な
り
」 

平
成
二
四
年
一
月
二
二
日 

合
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上
智
下
愚
を
論
ぜ
ず
、
利
人
鈍
者
を
簡え

ら

ば
ず 

 

『
普ふ

勧か
ん

坐
禅

ざ

ぜ

ん

儀ぎ

』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
上
智
下
愚
、
上
と
下
、
な
に
が
上
と

下
か
と
言
い
ま
す
と
、
智
慧
の
あ
る
人
と
愚
か
な
人
、
そ
う
い
う
上
下
の
区
別
と
い
う

か
差
別
で
あ
り
ま
す
。
利
人
鈍
者
は
、
人
間
と
い
う
も
の
は
比
較
ば
っ
か
り
し
て
お
り

ま
す
か
ら
、
利
発
な
人
と
そ
う
で
な
い
人
と
を
区
別
あ
る
い
は
差
別
し
て
の
言
葉
。
こ

ん
な
こ
と
を
、
月
並
み
に
昔
か
ら
人
間
は
述
べ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
道
元
禅
師
の
こ
の
『
普
勧
坐
禅
儀
』
で
は
、
真
実
の
仏
法
、
正
伝
の
仏

法
、
釈
尊
か
ら
正
し
い
仏
法
を
受
け
ら
れ
て
き
た
一
番
中
心
・
中
核
的
な
も
の
を
行
ず

る
の
は
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

そ
う
で
あ
る
以
上
、
人
間
世
界
の
人
間
的
な
は
か
ら
い
を
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

利
人
だ
、
鈍
者
だ
、
上
智
下
愚
、
そ
ん
な
こ
と
は
人
間
が
勝
手
に
分
別
し
た
考
え
方
で

あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
全
部
と
っ
ぱ
ら
っ
ち
ゃ
わ
な
い
と
駄
目
だ
！ 

 

人
間
的
は
か
ら
い
、
想
い
、
分
別
、
こ
れ
を
全
部
止
め
る
の
が
坐
禅
！ 

 

止
め
て
天
地
宇
宙
世
界
の
真
実
の
有
様
、
ま
っ
さ
ら
に
真
実
の
有
様
と
一
体
に
な

る
！ 

 

そ
れ
は
あ
く
ま
で
成
道
す
る
も
の
の
姿
勢
で
あ
り
ま
す
。
こ
っ
ち
側
の
姿
勢
が
人
間

的
な
は
か
ら
い
を
坐
禅
の
場
に
持
ち
込
ん
だ
ら
駄
目
！ 

 

そ
れ
を
一
切
止
め
る
！ 

こ
う
い
う
姿
勢
に
な
っ
て
初
め
て
天
地
宇
宙
の
真
実
と
一
つ
に
な
れ
る
！ 

 

坐
禅
は
、
こ
う
い
っ
た
意
味
で
誠
に
稀
有
の
行
で
あ
り
、
釈
尊
の
教
え
に
直
結
す
る

正
伝
の
仏
法
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
上
智
下
愚
を
論
ぜ
ず
、
利
人
鈍
者
を
簡
ば
ず
」 

平
成
二
四
年
二
月
二
六
日 

合
掌  
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も
し
念
を
摂 お

さ

む
る
も
の
は
心
す
な
わ
ち
定

じ
ょ
う

に
あ
り
、 

心
定
に
在
る
が
故
に
、
よ
く
世
間
消
滅
の
法
相
を
知
る 

 

少
々
長
い
で
す
が
『
仏ぶ

つ

遺ゆ
い

教
き
ょ
う

経
ぎ
ょ
う

』
、
お
釈
迦
さ
ま
の
遺
言
の
お
経
と
言
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
『「

仏ぶ
っ

垂し

般は
つ

涅ね

槃は
ん

略
り
ゃ
く

説せ
つ

教
き
ょ
う

誡か
い

教
き
ょ
う

経
ぎ
ょ
う

』
と
い
う
正
式
な
名
前
の
付
け
ら
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
遺ゆ

い

教
き
ょ
う

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
お
経
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
も
し
念
を
摂お

さ

む
る
も
の
は
」
、
念
と
い
う
の
は
心
の
中
に
沸
き
起
こ
っ
て
く
る

諸
々
の
思
い
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
摂
め
る
。
様
々
な
考
え
、
思
い
、
こ
れ
を
坐
禅
中

は
止
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
「
心
即
ち
定
に
あ
り
」
、
定

は
戒か

い

定
慧

じ
ょ
う
え

、
三
学
の
一
番
大
切
な
処
で
あ
り
ま
す
。
心
が
定
、
禅
定
と
い
う
、
ま
わ
る

コ
マ
が
澄
ん
だ
よ
う
な
状
態
に
な
る
。 

「
よ
く
世
間
消
滅
の
法
相
を
知
る
」
。 

難
し
い
言
葉
で
す
が
、
こ
の
世
に
あ
る
、
存

在
し
て
い
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
真
実
の
姿
、
真
理
、
こ
う
い
う
も
の
が
全
て
分

か
っ
て
く
る
。
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
共
は
、
世
間
の
消
滅
す
る
現
象
の

有
様
と
い
う
も
の
が
分
か
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
か
ら
、
誤
っ
た
こ
と
を
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
何
も
明
日
の
天
気
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
そ
ん
な
予
言
的
な
こ
と
、

そ
れ
は
研
究
し
て
い
る
人
で
も
、
な
か

く
科
学
の
力
が
及
び
難
い
処
が
沢
山
あ
り
ま

す
。 ま

し
て
、
一
人
の
人
間
が
こ
ん
な
こ
と
が
全
て
分
か
る
訳
で
は
な
い
。
お
釈
迦
さ
ま

が
悟
ら
れ
た
内
容
は
、
こ
の
宇
宙
世
界
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
基
本
的
な
あ
り
さ

ま
、
根
本
的
な
動
き
、
こ
れ
を
悟
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
長
年
の
精

進
と
努
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
達
成
さ
れ
た
。
色
々
な
苦
行
を
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
最
後

は
禅
定
と
い
う
坐
禅
を
し
て
深
い
心
境
に
至
っ
て
、
初
め
て
真
実
真
理
を
見
極
め
ら
れ

た
！ 今

、
私
共
が
坐
禅
を
し
て
い
る
の
は
、
念
を
摂
め
る
行
で
あ
り
ま
す
。
念
を
摂
め
る

だ
け
で
、
心
は
定
に
な
る
。
そ
れ
に
徹
し
て
い
け
ば
、
真
実
真
理
の
あ
り
さ
ま
が
分
か

る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
間
違
え
な
い
対
応
、
生
活
、
そ
う
い
う
も
の
が
出
来
る
よ
う

に
な
る
。
人
間
の
一
番
素
晴
ら
し
い
生
き
方
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。 

こ
の
お
言
葉
に
続
い
て
お
釈
迦
さ
ま
は
、
「
だ
か
ら
こ
そ
常
に
精
進
し
、
諸
々
の
定

を
修

習

し
ゅ
じ
ゅ
う

す
べ
し
！
」
、
「
坐
禅
だ
け
で
は
な
い
よ
、
様
々
な
行
に
よ
っ
て
禅
定
を
習
っ

て
行
き
な
さ
い
！
」
、
こ
う
教
え
ら
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
心
の
中
に
湧
い
て
く
る

雑
念
な
ど
に
取
り
合
わ
な
い
。
そ
ん
な
も
の
を
止
め
て
本
来
の
素
晴
ら
し
い
自
己
、
自

己
と
言
っ
て
も
我
の
無
い
自
己
、
命
の
溢あ

ふ

れ
て
い
る
自
己
に
徹
す
る
！ 

こ
れ
が
定
で

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
坐
り
を
少
し
で
も
長
く
、
ぶ
っ
続
き
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま

す
。 

 「
も
し
念
を
摂
む
る
も
の
は
心
す
な
わ
ち
定
に
あ
り
、 

心
定
に
在
る
が
故
に
、
よ
く
世
間
消
滅
の
法
相
を
知
る
」 

平
成
二
四
年
三
月
二
五
日 

合
掌 
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不
思
量
底

ふ
し
り
ょ
う
て
い

如
何

い

か

ん

が
思
量
せ
ん
、
非
思
量 

 『
普ふ

勧か
ん

坐
禅

ざ

ぜ

ん

儀ぎ

』
の
有
名
な
一
節
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
の
時
の
心
の
状
態
を
ず
ば
り
と

お
示
し
な
さ
れ
た
お
言
葉
で
す
。
坐
禅
の
時
に
は
あ
れ
こ
れ
思
い
、
考
え
を
巡
ら
し
て

は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
不
思
量
で
あ
る
。 

不
思
量
と
は
、
考
え
る
こ
と
分
別
を
殺
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
普
段
の
生
活
は
し
ょ

っ
ち
ゅ
う
思
量
し
て
い
る
状
態
で
す
。
坐
禅
の
時
は
こ
れ
を
止
め
な
さ
い
と
言
う
の
で

は
な
い
。
止
め
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
ば
、
人
間
の
心
は
体
と
同

じ
よ
う
に
年
が
ら
年
中
働
い
て
い
る
。
体
は
と
く
と
く
と
血
液
が
巡
り
、
ど
ん
な
動
作

で
も
出
来
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
心
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
働
い
て
い
る
。
な

に
か
の
と
き
に
咄
嗟
の
判
断
を
し
て
自
分
を
守
っ
た
り
、
他
人

ひ

と

を
助
け
た
り
、
人
間
が

生
命
体
と
し
て
そ
の
生
命
を
存
分
に
発
揮
さ
れ
得
る
よ
う
に
、
体
も
心
も
つ
く
ら
れ
て

い
る
。
有
難
い
こ
と
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
「
坐
禅
中
は
考
え
ご
と
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
よ
く
申
し
ま
す
が
、

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
考
え
が
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
浮
か
ん
で
く
る
ん

で
す
が
、
浮
か
ん
で
く
る
も
の
を
故
意
に
止
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
す
。
募
ら
せ
な

い
、
追
い
か
け
な
い
こ
と
が
大
切
！ 

考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
根
本
を
断
と
う
と
し
て

も
駄
目
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
不
思
量
と
い
う
こ
と
ば
で
表
す
。 

そ
し
て
、
「
不
思
量
底
如
何
が
思
量
」
と
言
う
か
ら
分
か
り
づ
ら
い
。
考
え
な
い
考
え

を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
か
、
坐
禅
は
何
も
思
わ
な
い
と
い
う
思
い
で
あ
る
と
か
、

こ
ん
な
ふ
う
に
説
明
さ
れ
る
と
、
な
お
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

そ
う
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
思
い
の
ま
ま
で
い
い
、
思
い
が
浮
か
ん
で
く
る
ま
ま
で
い
い
。

あ
え
て
そ
ん
な
も
の
に
こ
だ
わ
ら
な
い
、
そ
れ
を
募
ら
せ
な
い
、
追
い
か
け
な
い
と
い

う
そ
れ
だ
け
で
い
い
！ 

こ
れ
を
非
思
量
と
い
い
ま
す
。
実
に
簡
単
明
瞭
で
す
。 

「
此
れ
乃
ち
坐
禅
の
要
術
な
り
」
こ
う
い
う
ふ
う
に
『
普
勧
坐
禅
儀
』
で
道
元
禅
師
は

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
「
坐
禅
の
要
術
は
非
思
量
の
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
だ
よ
！
」
、
「
生

ず
る
に
任
せ
、
滅
す
る
に
任
せ
て
お
け
ば
い
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

「
坐
禅
の
時
に
心
を
研
ぎ
澄
ま
す
」
だ
と
か
、
「
明
鏡
止
水
の
心
境
に
な
ら
な
い
と

駄
目
だ
」
と
か
、
と
ん
で
も
な
い
話
で
す
。
な
れ
っ
こ
あ
り
ま
せ
ん
。
「
透
明
な
心
」
、

何
が
透
明
な
心
！ 

そ
ん
な
も
ん
は
あ
り
ゃ
し
な
い
。
私
を
や
め
れ
ば
宜
し
い
。
私
と

い
う
も
の
は
自
分
だ
け
の
も
の
、
仏
祖
の
道
で
は
な
い
。
こ
の
私
だ
け
の
自
我
的
な
も

の
、
そ
ん
な
も
の
に
振
り
回
さ
れ
な
い
。 

要
す
る
に
、
何
が
頭
の
中
に
浮
か
ん
で
こ
よ
う
と
、
そ
ん
な
も
の
は
到
底
た
い
し
た

こ
と
で
は
な
い
、
そ
ん
な
も
の
に
捉
わ
れ
な
い
、
追
い
か
け
な
い
。
結
局
、
最
後
に
は

そ
こ
に
還
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
非
思
量
で
あ
り
ま
す
。 

調
身
調
息
が
整
っ
た
な
ら
ば
、
最
後
に
肝
腎
要
な
非
思
量
が
あ
る
。
そ
う
し
て
坐
禅

が
本
物
に
な
る
の
で
す
。 

 

「
不
思
量
底
如
何
が
思
量
せ
ん
、
非
思
量
」 

平
成
二
四
年
四
月
二
二
日 

合
掌 
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仏
道
を
伝
え
得
る
の
法
は
、 

聡
明
博
解

そ
う
め
い
は
く
げ

の
外 ほ

か

に
在
り 

『
学
道
用
心
集
』
の
中
の
一
段
で
あ
り
ま
す
。
『
学
道
用
心
集
』
は
道
元
禅
師
が
、

学
道
つ
ま
り
仏
道
を
学
ぶ
た
め
の
一
番
基
本
的
な
教
え
を
十
項
目
に
分
け
て
述
べ
ら
れ

た
撰
述
書
。
そ
の
お
終
い
の
方
の
第
八
条
に
あ
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

「
仏
道
を
伝
え
得
る
の
法
」
、
仏
道
を
受
け
伝
え
る
こ
と
が
可
能
な
法
、
法
は
真
実

の
世
界
、
本
当
の
世
界
、
つ
ま
り
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
伝
え
ら
れ
た
こ
の
仏
道
実
践
で
す
。

こ
れ
を
「
正
し
く
受
け
伝
え
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
は
何
か
？
」
。
こ
の
「
何
か
？
」

と
い
う
こ
と
が
大
切
。
「
聡
明
博
解
の
外
に
あ
り
」
、
聡
明
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
利

発
、
頭
脳
明
晰
と
い
う
と
き
の
聡
明
で
あ
り
ま
す
。
広
い
知
識
、
学
問
が
豊
か
で
あ
る
、

こ
れ
が
博
解
で
す
ね
。 

と
こ
ろ
が
、
仏
道
を
実
践
す
る
の
は
そ
う
い
う
の
で
は
な
い
と
言
う
ん
で
す
ね
。
「
そ

の
外
に
あ
り
」
、
知
識
や
博
学
や
色
々
な
教
養
や
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
逆
に
か
な
ぐ

り
捨
て
な
さ
い
。
博
覧
強
記

は
く
ら
ん
き
ょ
う
き

だ
の
豊
か
な
教
養
は
か
え
っ
て
害
に
な
っ
て
し
ま
う
。
仏

道
を
実
践
す
る
時
は
、
こ
れ
を
止
め
な
い
と
駄
目
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
全
部

か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
先
輩
の
教
え
に
従
っ
て
、
釈
尊
の
お
示
し
に
従
っ
て
、
た
だ
一
向

に
こ
れ
を
ひ
た
す
ら
実
践
す
る
の
み
で
あ
る
。 

「
そ
う
で
な
く
て
は
駄
目
だ
」
、
と
道
元
禅
師
は
こ
う
い
う
点
は
厳
し
く
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
「
仏
道
を
習
う
と
い
う
は
、
自
己
を
習
う
な
り
」
だ

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
を
習
う
、
身
に
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
己
自
身

を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
な
い
。
自
己
を
学
ぶ
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
学
問
知

識
、
教
養
を
か
な
ぐ
り
捨
て
な
さ
い
！ 

「
学
問
知
識
が
先
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
六
祖
と
神

秀

じ
ん
し
ゅ
う

の
事
例
が
あ
る
じ
ゃ

な
い
か
。
神
秀
さ
ん
は
、
学
問
素
養
第
一
の
方
で
、
五
祖
山
で
は
、
誰
し
も
が
一
目
も

二
目
も
置
い
て
い
る
方
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
文
字
も
読
め
な
か
っ
た
慧
能

え

の

う

さ
ん

が
弘
忍

こ
う
に
ん

禅
師
に
認
め
ら
れ
て
大
法
を
相
続
し
た
じ
ゃ
な
い
か
」
。
こ
う
い
う
故
事
が
、

道
元
禅
師
の
こ
の
お
言
葉
の
前
に
出
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
立
派
な
故

事
、
来
歴
が
よ
く
証
明
し
て
い
る
通
り
。
ま
し
て
や
我
々
は
、
本
物
を
得
よ
う
と
思
っ

た
ら
、
ち
っ
ぽ
け
な
学
問
知
識
・
教
養
を
全
て
止
め
な
さ
い
。 

坐
禅
は
行
道
で
あ
り
、
仏
道
実
践
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
、
只
こ
の
一
個
の
人
間

が
生
き
た
血
を
通
わ
せ
て
坐
っ
て
い
る
だ
け
。
他
の
も
の
全
部
を
投
げ
出
し
て
、
放
下

ほ

う

げ

し
て
坐
る
。
そ
れ
以
外
に
な
い
。
道
元
禅
師
の
仏
法
は
「
捨
て
る
仏
法
」
で
す
。
み
な

捨
て
ち
ゃ
う
、
そ
し
て
ひ
た
す
ら
坐
る
。
そ
れ
が
只
管
打
坐
の
骨
頂
で
あ
り
ま
す
！ 

 

中
々
言
う
は
易
く
出
来
難
い
。
し
か
し
、
道
元
禅
師
が
口
を
極
め
て
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
処
で
、
「
捨
て
る
仏
法
」
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
私
共
は
忠
実
に
素
直
に

受
け
止
め
て
実
践
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
仏
道
を
伝
え
得
る
の
法
は
、
聡
明
博
解
の
外
に
在
り
」 

平
成
二
四
年
五
月
二
七
日 

合
掌 
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坐
禅
は
三
界
の
法
に
あ
ら
ず
、
仏
祖
の
法
な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
道
心
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
道
心
」
の
巻
は
非
常
に
平
仮

名
が
多
く
、
分
か
り
易
く
、
し
か
も
短
く
、
親
し
み
易
い
一
卷
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

巻
に
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
基
本
的
な
行
、
基
本
的
な
修
行

の
根
幹
が
説
か
れ
て
い
る
一
卷
で
あ
る
、
と
言
っ
て
宜
し
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
中
に
「
坐
禅
は
三
界
の
法
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
三
界
と
は

専
門
的
に
は
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
と
い
う
、
イ
ン
ド
以
来
の
難
し
い
教
学
を
背
景
に

し
た
タ
―
ム
（
術
語
）
で
あ
り
ま
す
。
欲
界
が
人
間
世
界
で
あ
る
と
か
、
色
界
が
物
質

の
世
界
で
あ
る
と
か
、
無
色
界
が
物
質
の
な
い
精
神
の
世
界
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

今
は
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
ん
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
「
道
心
」
の
巻
で
道
元
禅
師
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
意
味
は
、
こ
の
三
界
（
三

界
を
世
間
と
い
い
替
え
て
も
宜
し
い
）
の
法
、
つ
ま
り
人
間
社
会
が
必
要
に
応
じ
て
お

互
い
の
き
ま
り
を
作
っ
た
ル
ー
ル
、
何
時
・
何
処
で
も
人
間
が
二
人
以
上
住
ん
で
い
る

所
で
は
、
必
ず
守
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ル
ー
ル
、
こ
の
よ
う
な
三
界
の
ル
ー
ル
と
坐
禅

の
そ
れ
と
は
全
く
違
う
ん
だ
！ 

そ
う
い
う
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

 

ど
う
違
う
か
？ 

「
仏
祖
の
法
な
り
」
、
仏
祖
の
法
と
は
仏
祖
が
等
し
く
守
っ
て
き
た
法
、
真
実
の
在

り
様
、
在
り
方
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
真
実
の
在
り
様
、
在
り
方
と
い
う
の
は
天

地
宇
宙
の
真
実
・
真
理
で
あ
り
ま
す
。 

暑
い
、
暑
い
夏
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
て
、
寒
い
冬
が
く

る
。
冬
が
長
か
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
急
に
暖
か
く
な
っ
て
花
が
一
斉
に
咲
き
、
そ
の
花

も
一
応
ひ
と
通
り
咲
き
終
わ
っ
て
、
い
つ
し
か
暑
い
日
が
あ
る
と
思
う
と
、
今
度
は
梅

雨
に
入
る
。
若
葉
、
緑
を
惜
し
み
な
く
照
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
し
ば
ら
く
梅

雨
が
続
い
た
後
、
暑
い
、
暑
い
夏
が
来
る
。 

人
間
の
い
と
な
み
と
は
関
係
な
い
。
我
々
の
心
の
動
き
と
も
関
係
が
な
い
。
こ
う
い

う
の
が
天
地
宇
宙
万
物
の
真
実
・
真
理
で
あ
る
。
仏
祖
の
法
と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
そ

う
い
う
も
の
！ 

こ
の
真
実
・
真
理
を
素
直
に
受
け
、
自
分
の
心
の
波
長
を
そ
れ
に
合
わ

せ
て
い
く
こ
と
、
そ
う
い
う
実
践
が
坐
禅
で
あ
る
！ 

道
元
禅
師
の
お
示
し
の
一
節
は

ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

私
ど
も
の
普
段
の
様
々
な
心
の
し
が
ら
み
、
色
々
な
い
い
こ
と
悪
い
こ
と
、
喜
怒
哀

楽
、
そ
う
い
っ
た
も
の
、
そ
れ
を
坐
禅
の
時
は
止
め
る
。
止
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
仏

祖
の
法
に
近
づ
く
、
叶
う
、
そ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
三
界
の
法

で
は
な
い
。
普
段
の
人
間
的
な
働
き
で
は
な
い
！ 

そ
う
い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

折
角
の
一
日
、
し
か
も
一
夜
接
心
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
貴
重
な
時
で
あ
り
ま
す
。

互
い
に
普
段
の
こ
と
は
放
下
し
、
か
な
ぐ
り
捨
て
、
真
実
の
法
、
そ
れ
は
私
ど
も
が
皆

等
し
く
持
っ
て
い
る
心
の
光
明
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
叶
う
一
夜
接
心
に
お
互
い
に
し

た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
坐
禅
は
三
界
の
法
に
あ
ら
ず
、
仏
祖
の
法
な
り
」 

平
成
二
四
年
六
月
九
日
（
一
夜
接
心
） 

合
掌 
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志
の
到
ら
ざ
る
こ
と
は
、
無
常
を
思
は
ざ
る
故
な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
、
ま
こ
と
に
分

か
り
易
く
、
字
句
の
意
味
は
ど
な
た
で
も
お
分
か
り
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
意
味

は
辛
辣
。
道
元
禅
師
の
険
峻
な
仏
道
を
示
す
に
十
分
な
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お

示
し
の
す
ぐ
前
に
は
こ
う
い
う
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

「
道
の
惜
し
む
に
は
あ
ら
ず
、
常
に
与あ

た

ふ
れ
ど
も
人
の
得
ざ
る
な
り
」
、
仏
道
と
い
う

も
の
は
、
道
の
方
か
ら
何
も
出
し
惜
し
ん
で
い
る
ん
で
は
な
い
。
何
時
も
丸
出
し
に
出

し
て
い
る
。
仏
道
と
い
う
も
の
は
、
あ
っ
け
ら
か
ん
で
、
常
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、

人
が
そ
れ
を
求
め
な
い
、
自
分
の
も
の
に
し
な
い
、
そ
ん
な
悲
し
み
が
あ
る
！ 

そ
う

い
う
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
す
。
そ
し
て
、
道
を
得
る
か
得
な
い

か
、
そ
れ
は
、
い
つ
に
精
進
す
る
か
怠
け
る
か
ど
ち
ら
か
に
懸
っ
て
い
る
。
精
進
す
れ

ば
必
ず
道
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
怠
け
れ
ば
絶
対
に
道
は
得
ら
れ
な
い
。
ま
こ
と
に

厳
し
い
こ
と
を
、
ず
ば
り
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
「
志
の
到
ら
ざ
る
こ
と
は
、
無
常
を
思
は
ざ
る
故
な
り
」
と
喝
破
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
志
、
そ
れ
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は

志
で
あ
り
ま
す
。
足
が
痛
い
痛
く
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
は
目
先
の
自
分
の
ち
っ
ぽ
け
な

こ
と
に
過
ぎ
な
い
、
問
題
に
も
な
ら
な
い
位
で
す
。
そ
れ
で
、
「
足
が
痛
い
か
ら
、

あ
ゝ
、
も
う
駄
目
だ
よ
」
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
何
を
や
っ
た
っ
て
道
な
ん
か
求
め
ら

れ
な
い
！ 

仏
道
を
身
に
つ
け
よ
う
、
仏
道
に
生
き
よ
う
と
い
う
か
ら
に
は
、
志
を
大
盤
石
に
し

な
い
こ
と
に
は
駄
目
で
あ
る
。
駄
目
と
言
っ
て
切
り
捨
て
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

少
々
の
こ
と
は
必
ず
乗
り
越
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
鉄
の
よ
う
な
志
を
懐
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
は
何
故
か
？ 

「
無
常
を
思
は
ざ
る
故
な
り
」 

先
般
、
「
一
夜
接
心
」
を
行
い
ま
し
た
。
確
か
、
二
六
回
目
に
な
り
ま
す
が
、
私
、

第
一
回
目
の
時
、
そ
れ
は
一
泊
坐
禅
と
い
っ
て
遠
方
の
寺
院
ま
で
バ
ス
で
行
っ
て
坐
っ

た
。
そ
の
時
の
写
真
を
見
て
驚
き
ま
し
た
。
二
〇
名
参
加
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
こ
こ

に
お
い
で
に
な
っ
て
い
る
方
は
四
名
。
第
二
回
目
の
時
は
二
五
名
位
の
中
で
や
は
り
四

名
で
す
。
二
六
年
の
間
に
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
！ 

物
故
さ
れ
た
方
も
お
ら
れ
る
し
、

ま
た
、
お
い
で
に
な
れ
な
く
な
っ
た
方
も
い
る
。 

す
る
と
、
な
ん
だ
か
ん
だ
言
っ
て
も
、
今
、
こ
こ
に
坐
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
大
変

な
こ
と
で
す
。
大
変
に
有
難
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
っ
た
ら
ば
、
渾
身
の
坐
禅
を
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
志
で
あ
り
ま
す
！ 

明
日
は
分
か
ら
ん
。
分
か
っ
て
も

分
か
ら
な
く
て
も
、
と
に
か
く
今
し
か
な
い
。
こ
う
い
う
つ
も
り
で
坐
る
。
そ
れ
が
志

で
あ
り
ま
す
！ 

只
、
暑
く
も
な
い
、
寒
く
も
な
い
、
絶
好
の
坐
禅
日
和
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
一
時
の

坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
お
互
い
に
志
を
た
て
、
確
り
と
坐
り
た
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

「
志
の
到
ら
ざ
る
こ
と
は
、
無
常
を
思
は
ざ
る
故
な
り
」 

平
成
二
四
年
六
月
二
四
日 

合
掌 
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学
道
の
人
は
、
吾
我
の
為
に
、
仏
法
を
学
す
る
事
な
か
れ 

 

『
正
法
眼
蔵
隨
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
吾
我
を
止
め
な
さ
い
」、
吾
我
、

自
分
の
我
で
す
ね
。
こ
う
い
う
教
え
が
一
番
多
い
ん
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
道
元
禅
師
も
、
お

若
い
こ
ろ
は
恐
ら
く
ご
自
分
で
吾
我
を
持
て
余
さ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。 

我
ぐ
ら
い
強
い
も
の
は
無
い
。
皆
様
方
と
て
、
思
い
は
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
歳
を
と

れ
ば
と
る
ほ
ど
我
が
強
く
な
る
人
が
い
る
。
ま
た
、
我
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
、「
あ

の
人
は
無
私

む

し

だ
、
私
と
い
う
も
の
を
決
し
て
立
て
な
い
方
だ
」、
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
方
も
い
る
。「
も
う
年
が
年
な
ん
だ
か
ら
、
今
の
内
に
言
っ
て
置
か
な
く
ち
ゃ
い
か

ん
！
」、「
俺
は
言
い
た
い
事
を
言
う
ぞ
！
」。 

何
の
こ
と
は
な
い
、
我
が
募
っ
て
い
る
だ

け
な
ん
で
す
ね
。 

と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
、「
学
道
の
人
は
、
道
を
学
ん
で
い
る
者
は
、
吾
我
の
た
め
に

仏
法
を
学
ん
じ
ゃ
い
か
ん
よ
」。 

自
分
の
為
、
自
分
な
ん
か
の
ち
っ
ぽ
け
な
目
的
の
為
、

そ
う
い
う
為
に
坐
禅
を
し
た
り
、
仏
教
の
書
物
を
読
ん
だ
り
、
話
を
聞
い
た
り
、
仏
像
を

見
た
り
、
そ
ん
な
事
を
し
ち
ゃ
い
け
な
い
。
今
、
坐
禅
と
い
う
も
の
だ
け
に
限
っ
て
申
し

ま
す
と
、
た
め
坐
禅
が
い
け
な
い
と
い
う
事
で
す
ね
。 

澤
木
興
道
老
師
は
、
私
も
坐
禅
を
初
め
て
教
え
ら
れ
た
偉
大
な
老
師
で
ご
ざ
い
ま
し
た

が
、
常
に
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。「
坐
禅
っ
て
何
の
た
め
に
す
る
ん
で
す
か
？ 

 

こ
う

い
う
質
問
を
生
涯
ど
れ
だ
け
受
け
た
か
分
か
ら
な
い
」。 

 

〝
宿
な
し
興
道
さ
ん
〟 

と
言
わ
れ
た
方
が
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
坐
禅
を
さ
れ
て
い
た
、
坐
禅
ま
た
坐
禅
の
生
涯
で
ご

ざ
い
ま
す
か
ら
よ
く
聞
か
れ
た
。
即
座
に
「
な
ん
に
も
な
ら
ん
よ
」、
と
答
え
た
。「
な
ん

に
も
な
ら
ん
よ
！
」、
と
い
う
こ
と
も
何
度
言
っ
た
か
分
か
ら
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
。
坐
禅
を
し
て
も
何
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
世
間
の
尺
度
か
ら
見
て
何
に
も
な

ら
な
い
ん
で
す
。
人
間
的
な
損
得
勘
定
の
物
差
し
の
世
界
、
人
間
社
会
と
い
う
の
は
そ
う

い
う
社
会
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
世
界
観
、
人
間
の
物
差
し
か
ら
す
れ
ば
何
に
も
な
ら

な
い
。 

そ
れ
で
は
な
ぜ
坐
禅
を
す
る
の
か
。
道
元
禅
師
は
い
み
じ
く
も
こ
の
お
言
葉
の
次
に
、

「
た
だ
仏
法
の
為
に
仏
法
を
学
ぶ
ん
だ
」、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
為
と
い
え
ば

仏
法
の
為
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
人
間
社
会
の
物
差
し
と
は
全
く
違
う
。
で
す
か
ら
、
私

ど
も
は
坐
禅
の
時
に
人
間
社
会
の
損
得
勘
定
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
法
の
為
に

仏
法
を
学
ぶ
！ 

こ
う
い
う
姿
勢
で
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。 

何
に
も
な
ら
な
い
行
で
あ
り
ま
す
。
何
に
も
な
ら
な
い
行
で
あ
り
ま
す
が
、
長
く
続
け

て
い
る
間
に
功
徳
と
い
う
も
の
が
備
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
功
徳
と
い
う
の
は
、
言
う
な
れ

ば
、
私
ど
も
が
生
き
て
い
く
た
め
の
基
本
的
な
軸
が
ぶ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ

う
い
う
も
の
が
長
く
仏
行
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
備
わ
る
。
こ
れ
が
修
行
の
力
で

あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
ん
な
力
を
求
め
た
く
な
る
。
な
お
い
け
な
い
。
自
分
で
求
め

た
ら
逃
げ
ち
ゃ
う
。
向
こ
う
か
ら
自
然
に
来
る
ん
で
す
。
長
く
や
ら
ん
と
駄
目
で
す
！ 

 
「
学
道
の
人
は
、
吾
我
の
為
に
、
仏
法
を
学
す
る
事
な
か
れ
」 

平
成
二
四
年
七
月
二
二
日 

合
掌 
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初
心
の
弁
道
す
な
は
ち
本
性
の
全
体
な
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
弁べ

ん

道
話

ど

う

わ

」
の
卷
の
有
名
な
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
初
心
の
弁
道
」
の
「
初
心
」
は
初
心
者
で
あ
り
ま
す
。
初
心
者
の
弁
道
―
道
を
学

ぶ
、
道
を
修
行
す
る
―
そ
の
弁
道
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

初
め
て
坐
禅
を
し
た
時
、
誰
し
も
不
安
と
期
待
と
入
り
混
じ
り
な
が
ら
、
初
め
て
懸

命
に
坐
る
―
ひ
た
む
き
と
い
う
言
葉
が
あ
る
―
そ
ん
な
坐
禅
を
し
た
筈
で
あ
り
ま
す
。

文
字
ど
お
り
本
日
、
あ
る
い
は
最
近
始
め
ら
れ
た
方
は
初
心
者
で
あ
り
、
初
心
者
の
弁

道
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
場
合
に
お
け
る
「
ひ
た
む
き
の
坐
禅
」
、
こ
れ
が
も
う
全

て
で
あ
る
！ 

と
い
う
こ
と
は
、
熟
練
者
、
古
参
の
方
、
何
年
も
や
っ
て
い
る
方
に
対

す
る
一
つ
の
警
鐘
で
あ
り
ま
す
。 

「
こ
う
い
う
風
に
坐
っ
て
い
れ
ば
、
あ
と
何
分
ぐ
ら
い
で
鐘
が
鳴
る
。
こ
ん
な
坐
禅

で
い
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
体
で
納
得
し
ち
ゃ
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
初
心
の
時

の
ひ
た
む
き
さ
に
な
れ
な
い
。
す
る
と
坐
禅
を
し
て
い
た
っ
て
、
単
な
る
慣
習
坐
禅
、

習
慣
性
で
も
っ
て
坐
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
時
間
を
空
費
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
初
心
の
と
き
に
戻
る
と
い
う
こ
と
が
常
に
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ

が
道
元
禅
師
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
じ
ゃ
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
今
日
で
お
し
ま
い
だ
！
次
の

機
会
は
な
い
ん
だ
！
」「
今
日
き
り
だ
！
こ
の
一
炷
だ
！
」
、
こ
う
い
う
気
持
で
な
い
と

駄
目
だ
。
そ
う
な
れ
ば
本
物
の
坐
禅
に
な
る
、
ひ
た
む
き
に
な
れ
る
。
そ
れ
が
道
元
禅

師
は
一
番
す
ば
ら
し
い
ん
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。 

「
初
心
の
弁
道
す
な
は
ち
本
性
の
全
体
な
り
」
と
言
わ
れ
る
。「
す
な
は
ち
」
と
は
、

イ
コ
ー
ル
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
初
心
の
坐
禅
が
イ
コ
ー
ル
本
性
の
全
体
で
あ
り
、

本
来
具
わ
っ
て
い
る
人
間
の
素
晴
ら
し
さ
・
素
晴
ら
し
い
姿
・
素
晴
ら
し
い
心
の
あ
り

方
、
そ
の
全
て
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

本
来
具
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
色
々
な
日
常
生
活
、
世
間
の
付
合
い
、
そ
の
他

諸
々
の
し
が
ら
み
に
よ
っ
て
様
々
な
垢
み
た
い
な
も
の
が
着
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
誰
で
も
そ
う
な
ん
で
す
。
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
色
々
な
も
の
が
心
に
染
み
着

い
て
い
る
。
そ
れ
を
坐
禅
の
時
は
止
め
な
さ
い
。
す
べ
て
取
っ
払
っ
て
、
真
っ
青
な
青

空
、
真
っ
白
な
白
雲
、
そ
う
い
う
心
に
な
り
な
さ
い
、
還
り
な
さ
い
。 

だ
か
ら
、
た
め
坐
禅
な
ん
て
も
っ
て
の
ほ
か
。
何
の
為
、
か
ん
の
為
、
そ
う
い
う
心

を
止
め
な
さ
い
。
そ
し
て
、
只
ひ
た
む
き
に
坐
る
。
「
暑
い
、
汗
が
流
れ
る
」
み
ん
な

そ
う
な
ん
で
す
。
「
足
が
痛
い
」
み
ん
な
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
。
只

ひ
た
む
き
に
坐
る
。
普
段
の
自
分
で
、
自
分
を
か
な
ぐ
り
捨
て
た
己
の
本
来
の
姿
に
し

て
し
ま
う
。
そ
れ
が
本
性
の
全
体
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
お
言
葉
の
前
に
「
仏
法
は
修
証
こ
れ
一
等
な
り
」
と
い
う
有
名
な
お
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
仏
法
と
は
悟
り
と
修
行
と
が
一
つ
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
や
っ
て
い
る
行
、
そ
れ
が

全
て
で
す
よ
。
暑
さ
に
も
、
ど
ん
な
も
の
で
も
、
そ
ん
な
も
の
に
は
全
く
動
ぜ
ず
、
本
性

の
己
の
坐
禅
を
行
じ
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
初
心
の
弁
道
す
な
は
ち
本
性
の
全
体
な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平
成
二
四
年
八
月
二
六
日 

合
掌 
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こ
の
身
未
だ
受
け
ず
、 

こ
の
体
未
だ
萌 き

ざ

さ
ざ
り
し
以
前
に
向
ひ
て
、 

親
し
く
眼

ま
な
こ

を
着 つ

く
べ
し 

『
傳
光
録
』
第
四
一
章
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
『
傳
光
録
』
と
い
う
書
物
は
、
總

持
寺
を
開
か
れ
た
瑩
山
禅
師
の
主
著
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
か
ら
、
イ
ン
ド
の
お
祖
師
方

二
十
八
祖
、
中
国
の
伝
燈
の
祖
師
二
十
三
祖
、
そ
し
て
道
元
禅
師
、
懐
弉

え
じ
ょ
う

禅
師
ま
で
、

合
計
五
十
三
名
の
方
々
、
仏
祖
の
お
悟
り
の
機
縁
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
悟
り
の
機
縁
を
中

心
に
し
て
、
そ
の
意
味
を
ご
提
唱
さ
れ
た
も
の
が
こ
の
『
傳
光
録
』。「
光
を
伝
え
る
録
」

と
い
う
撰
述
書
で
あ
り
ま
す
。 

ま
こ
と
に
格
調
高
く
、
そ
れ
ぞ
れ
素
晴
ら
し
い
お
言
葉
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
と
並
ん
で
宗
門
の
根
本
宗
典
と
さ
れ
る
由
縁
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
お
言
葉
の
前
に
、
「
こ
の
求
道

ぐ

ど

う

、
道
を
求
め
る
も
の
が
迷
い
を
離
れ
て
正

し
い
仏
道
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
」
と
い
う
意
味
の
お
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ

の
次
に
説
か
れ
て
い
る
所
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
身
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
な
い
、
こ

の
体
さ
え
未
だ
萌き

ざ

さ
ざ
り
し
以
前
、
自
分
の
意
識
す
る
以
前
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま

す
。 皆

様
方
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
自
分
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何
時
で
し

ょ
う
か
？ 

逆
に
自
分
の
事
を
覚
え
て
い
る
の
は
何
歳
か
ら
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
れ
以
前

は
天
真
爛
漫
、
命
の
限
り
成
長
し
て
い
た
幼
児
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
オ
ギ

ャ
ア
と
生
ま
れ
て
き
た
以
前
に
向
か
っ
て
」
、
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
全
く
人

間
の
分
別
意
識
の
起
こ
ら
な
か
っ
た
時
、
み
な
自
分
に
そ
う
い
う
時
代
が
あ
っ
た
。
分

別
意
識
が
全
く
起
こ
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
昔
々
に
向
か
っ
て
親
し
く
眼

ま
な
こ

を
つ
け
な
さ

い
！ 

眼
は
全
身
全
霊
で
あ
り
ま
す
。
全
身
全
霊
、
自
分
が
生
ま
れ
て
く
る
以
前
の
自

分
と
い
う
も
の
に
徹
し
な
さ
い
！ 

私
ど
も
は
分
別
意
識
で
ば
っ
か
り
生
き
て
い
る
。
仏
道
と
い
っ
た
っ
て
余
所

よ

そ

に
向
か

っ
て
、
外
に
向
か
っ
て
ば
か
り
求
め
て
い
る
。
こ
れ
を
全
部
止
め
て
自
分
の
内
側
、
内

側
の
深
い
処
に
方
向
を
逆
転
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
が
禅
の
修
行
、
仏
道
を
求

め
る
根
本
！ 

ち
ょ
う
ど
た
め
坐
禅
の
正
反
対
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
の
只
管
打
坐

の
坐
禅
、
正
に
そ
れ
な
ん
で
す
ね
。
瑩
山
禅
師
は
只
管
打
坐
と
は
言
わ
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
同
じ
意
味
の
事
を
こ
う
い
う
風
に
分
か
り
易
く
、
よ
り
幅
の
あ
る
お
言
葉
で
示
さ

れ
て
い
る
。 

思
え
ば
四
一
年
前
に
始
ま
っ
た
こ
の
参
禅
会
、
例
会
は
五
百
回
に
垂

な
ん
な

ん
と
な
り
ま

す
。
そ
の
他
の
も
の
を
合
わ
せ
て
六
、
七
百
回
、
今
回
は
こ
の
本
堂
で
行
う
最
後
の
坐

禅
！ 

さ
あ
、
分
別
を
や
め
、
己
の
、
己
と
い
う
も
の
を
萌
さ
な
か
っ
た
以
前
、
そ
こ

に
し
っ
か
り
と
全
身
全
霊
を
挙
げ
て
の
坐
禅
、
こ
れ
に
徹
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
「
こ
の
身
未
だ
受
け
ず
、
こ
の
体
未
だ
萌
さ
ざ
り
し
以
前
に
向
ひ
て
、 

親
し
く
眼
を
着
く
べ
し
」 

平
成
二
四
年
九
月
二
三
日 

合
掌 
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湘

南

し
ょ
う
な
ん

譚
北

た
ん
ほ
く

は
黄
金
の
国
、 

無
限
の
平
人

へ
い
じ
ん

陸
沈

り
く
ち
ん

せ
ら
る 

 こ
れ
は
、
道
元
禅
師
の
漢
文
の
語
録
を
集
め
た
『
永
平
広
録
』
一
〇
巻
が
ご
ざ
い
ま
す

が
、
そ
の
第
一
卷
の
最
初
の
上
堂
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
最
初
の
上
堂

の
お
言
葉
の
、
最
後
の
締
め
く
く
り
の
七
言
絶
句
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
、
道

元
禅
師
が
京
都
に
初
め
て
観
音
導
利
興
聖
宝
林
禅
寺
と
い
う
名
の
、
日
本
で
曹
洞
宗
最

初
の
お
寺
を
つ
く
ら
れ
て
、
そ
の
最
初
の
開
堂
語
録
と
い
う
、
そ
の
時
の
お
言
葉
で
あ

り
ま
す
。 

湘
南
は
、
神
奈
川
県
に
湘
南
と
い
う
地
域
が
あ
り
ま
す
が
、
中
国
の
湖
南
省
の
湘
南

を
と
っ
た
も
の
で
す
。
湘
水
と
い
う
大
河
が
洞
庭
湖
と
い
う
中
国
第
一
の
湖
に
流
れ
込

ん
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
譚
北
―
南
に
対
す
る
北
、
譚
北
は
広
西
省
の
中
央
を
流
れ

て
い
る
柳
江
と
い
う
大
河
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
湘
南
譚
北
と
い
い
ま
す
と
、
あ
る
地
域

を
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
も
う
中
国
全
土
い
た
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
が

黄
金
の
国
で
あ
る
。
な
に
も
極
楽
浄
土
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
仏
国
土
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
す
。
い
た
る
所
、
人
の
住
む
所
、
そ
れ
が
実
は
仏
国
土
な
ん
だ
。
そ
れ
が

「
湘
南
譚
北
は
黄
金
の
国
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

「
無
限
の
平
人
」
、
無
限
は
甚
だ
し
く
、
無
数
の
、
平
人
は
ど
ん
な
人
で
も
、
沢
山

の
一
般
民
衆
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
々
を
指
し
て
い
る
。
た
く
さ

ん
の
こ
の
世
に
人
が
い
る
が
ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
、
「
陸
沈
せ
ら
る
」
。 

こ
れ
は
故
事
が
あ
り
ま
す
が
、
長
く
な
る
の
で
こ
こ
で
は
略
し
ま
す
。
み
な
風
に
靡な

び

か

れ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
な
ん
で
す
が
、
禅
の
新
し
い
道
場
に
入
れ
ば
、
み
な
仏

法
に
嵌は

ま

り
込
ん
で
、
こ
の
仏
法
の
感
化
を
受
け
て
い
く
ん
で
あ
る
、
こ
う
い
う
意
味
で

道
元
禅
師
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
、
性
別
も
年
齢
も
キ
ャ
リ
ア
も
、
社
会
的
地
位
も
何
も
関
係

な
く
、
ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
道
場
に
入
っ
て
、
道
場
の
決
ま
り

を
守
っ
て
仏
法
を
行
ず
れ
ば
、
必
ず
仏
法
に
嵌
り
込
ん
で
感
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
！ 

こ
う
い
う
ま
こ
と
に
有
難
い
お
言
葉
が
、
京
都
の
宇
治
の
興
聖
寺
を
開
か
れ
た

時
に
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
龍
泉
院
七
六
〇
年
の
歴
史
で
、
坐
禅
堂
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
記
録
は
全
く
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
今
回
、
初
め
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
初
め
て
小
規
模
な
が
ら
正
規
の

形
に
準
じ
た
坐
禅
堂
が
つ
く
ら
れ
、
今
は
そ
の
最
初
の
一
炷
で
あ
り
ま
す
！ 

記
念
す
べ

き
一
炷
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
た
い
へ
ん
そ
の
意
味
で
幸
せ
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
一
炷
、
こ
れ
ま
で
の
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
生
き
ざ
ま
を
象
徴
さ
せ

る
よ
う
な
一
炷
に
い
た
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 「
湘
南
譚
北
は
黄
金
の
国
、
無
限
の
平
人
陸
沈
せ
ら
る
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
四
年
一
〇
月
二
八
日 

合
掌  
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今
案
ず
る
我
見

が

け

ん

の
身
を
す
て
て
、 

一
向

い
っ
こ
う

に
仏
制

ぶ
っ
せ
い

に
順

じ
ゅ
ん

ず
べ
き
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
、
我
見
の
身
を

捨
て
る
と
い
う
所
で
あ
り
ま
す
。
私
共
は
自
分
の
考
え
、
自
分
の
思
い
、
自
分
の
信
ず

る
所
、
そ
う
い
う
も
の
に
よ
っ
て
行
動
し
て
お
り
ま
す
が
、
「
仏
行
を
行
ず
る
時
は
そ

れ
を
全
部
止
め
な
さ
い
！
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
普
通
の
生
活
全
般
と
行
を

す
る
時
は
、
根
本
的
に
違
う
心
構
え
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
今
案
ず
る
我
見
」
、

今
頭
の
中
に
浮
か
ん
で
来
て
い
る
思
い
、
そ
れ
は
皆
、
仏
さ
ん
の
悟
り
の
世
界
か
ら
見

る
と
何
の
こ
と
は
な
い
、
我
見
に
す
ぎ
な
い
。 

例
え
ば
、
こ
の
新
し
い
坐
禅
堂
で
坐
っ
て
み
た
ご
感
想
を
、
こ
の
前
皆
さ
ん
が
述
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
中
に
、
「
大
変
窮
屈
な
思
い
に
駆
ら
れ
た
、
な
ん
か
狭
い
所
に

閉
じ
込
め
ら
れ
た
よ
う
な
」、
こ
う
い
う
声
が
二
、
三
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
通

り
な
ん
で
す
。
こ
れ
が
坐
禅
堂
な
ん
で
す
。
籠
の
鳥
な
ん
で
す
。
鳥
が
籠
の
中
に
入
る
。

こ
れ
は
も
う
、
「
凡
夫
が
仏
さ
ん
の
世
界
に
入
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
ん

で
す
ね
。
だ
か
ら
、
狭
い
広
い
と
い
う
感
覚
は
捨
て
て
頂
か
な
い
と
駄
目
で
す
。 

日
本
全
国
各
地
に
曹
洞
宗
の
坐
禅
堂
は
七
、
八
百
あ
り
ま
す
が
、
恐
ら
く
こ
こ
は
平

均
よ
り
も
広
い
ん
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
雲
水
が
修
行
し
て
い
る
所
で
も
、
こ
の

位
の
坐
禅
堂
は
結
構
あ
る
ん
で
す
。 

坐
禅
堂
で
就
寝
と
食
事
と
坐
禅
、
こ
の
三
つ
が
完
全
に
出
来
る
の
を
僧
堂
と
い
う
ん

で
す
。
こ
れ
が
曹
洞
宗
の
特
徴
で
あ
り
ま
し
て
、
臨
済
宗
で
は
そ
れ
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
、
た
だ
坐
禅
を
や
る
だ
け
の
お
堂
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
禅
堂
と
い

う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
唐
の
時
代
か
ら
の
伝
統
を
一
番
踏
ま
え
て
い
る
の
は
曹
洞
宗

の
僧
堂
な
ん
で
す
。 

龍
泉
院
の
坐
禅
堂
は
、
僧
堂
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
食
事
は
す
る
つ
も
り
な
ら
、
こ

こ
で
も
出
来
ま
す
。
そ
し
て
経
行

き
ん
ひ
ん

も
中
で
出
来
る
。
で
す
か
ら
僧
堂
と
禅
堂
と
の
中
間

的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
こ
れ
を
作
る
た
め
に
は
、
建
設
委
員
会
の
大
変

な
お
骨
折
り
、
何
度
そ
の
図
面
を
書
き
換
え
、
「
小
さ
な
面
積
で
大
勢
収
容
出
来
な
い

だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
を
苦
心

く

し

ん

惨
憺

さ
ん
た
ん

し
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
苦
心

惨
憺
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
所
に
思
い
を
馳
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

狭
い
だ
と
か
、
窮
屈
だ
と
か
、
そ
ん
な
言
葉
が
出
て
く
る
は
ず
が
な
い
。 

「
一
向
に
仏
制
に
順
ず
べ
き
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

仏
様
の
決
ま
り
に
順
応
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
「
我
を
捨
て
な
さ
い
！
」
、
全
く
そ

の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
我
を
主
張
す
る
世
界
は
争
い
と
憎
し
み
で
あ
り
ま
す
。
我
を
殺

す
世
界
が
、
お
互
い
に
協
和
し
協
調
し
仲
良
く
や
っ
て
い
く
世
界
で
あ
り
ま
す
。 

 「
今
案
ず
る
我
見
の
身
を
す
て
て
、
一
向
に
仏
制
に
順
ず
べ
き
な
り
」 

平
成
二
四
年
一
一
月
二
五
日 

合
掌 
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明
星
正
に
現
じ
て
、
仏
、
成
道
す
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

雪
裏

せ

つ

り

の
梅
花
た
だ
一
枝 

『
永
平
広
録
』
の
巻
五
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
お
釈

迦
さ
ま
の
一
見
明
星
成
道
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
建

長
元
年
（
一
二
四
九
年
）
道
元
禅
師
五
〇
歳
の
一
二
月
八
日
、
永
平
寺
の
成
道
会
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
た
上
堂
と
い
う
法
堂

は
っ
と
う

に
上
っ
て
の
公
の
説
法
の
た
め
に
述
べ
ら
れ
た
お

言
葉
で
あ
り
ま
す
。
実
は
大
変
長
い
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
結
び
の
一
句
な
の
で

あ
り
ま
す
。 

禅
門
の
伝
統
で
は
、
成
道
会
に
は
必
ず
上
堂
説
法
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
説
法
の
場
に
は
、
修
行
し
て
い
る
雲
水
の
ほ
か
、
一
般
の
信
者
の
方
々
も
聞
き
に

来
て
も
い
い
。
そ
ん
な
に
大
勢
は
来
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
い
わ
ゆ
る

公
の
上
堂
説
法
で
あ
り
、
そ
の
時
に
お
釈
迦
さ
ま
の
一
見
明
星
成
道
の
意
味
を
、
詳
し

く
優
し
く
道
元
禅
師
が
お
説
き
に
な
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

「
雪
の
中
に
梅
花
が
一
花
び
ら
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
悟
り
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
苦
し
み
や
悩
み
に
満
ち
満
ち
た
、
あ
る
い
は
色
々
な
矛

盾
や
ら
妄
想
や
ら
そ
う
い
っ
た
も
の
に
満
ち
て
い
る
世
間
、
そ
の
中
で
お
釈
迦
さ
ま
が
、

ふ
っ
と
明
星
を
ご
覧
に
な
っ
て
お
悟
り
を
ひ
ら
か
れ
た
。
そ
の
お
悟
り
の
内
容
と
い
う

も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
苦
悩
を
断
ち
切
り
断
絶
し
た
、
苦
し
み
を
乗
り
越
え
、
悩
み

を
乗
り
越
え
、
そ
う
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
だ
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
新
た

に
、
知
恵
と
福
徳
と
い
う
力
を
が
っ
ち
り
と
具
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
一
切
の
欲
望
の
世
界
の
誘
惑
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
悩
み
や

苦
し
み
の
原
因
は
欲
望
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
欲
望
の
世
界
の
誘
惑
を
超
え
た
、
完
全
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
、
そ
れ
が
お
釈
迦
さ
ま
の
お
悟
り
で
あ
っ
た
の
だ
！ 

と
明
瞭

に
お
説
き
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
誠
に
有
難
い
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、 

「
明
星
正
に
現
じ
て
、
仏
、
成
道
す
。
雪
裏
の
梅
花
た
だ
一
枝
」 

こ
の
お
言
葉
に
続
い
て
も
う
一
句
、 

「
草
木
も
大
地
も
有
情
は
全
て
同
時
に
成
道
し
た
。
そ
し
て
今
や
至
福
の
時
を
得
た
の

で
あ
る
」 

と
い
う
意
味
の
お
言
葉
が
こ
こ
に
続
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

本
日
成
道
会
に
ち
な
み
ま
し
て
、
永
平
寺
の
道
元
禅
師
が
は
じ
め
ら
れ
た
こ
の
成
道

会
、
時
代
は
違
い
ま
す
が
、
場
所
も
違
う
、
時
も
陰
暦
と
陽
暦
で
は
一
カ
月
以
上
の
違

い
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
こ
の
新
し
い
坐
禅
堂
で
今
こ
こ
に
坐
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
幸
せ
を
、
と
も
に
感
じ
、
と
も
に
喜
び
な
が
ら
、
本
日
の
成
道
会
を

内
容
の
濃
い
も
の
に
し
て
参
り
た
い
、
か
よ
う
に
念
じ
て
こ
の
お
言
葉
を
申
し
上
げ
る

の
で
あ
り
ま
す
。 

「
明
星
正
に
現
じ
て
、
仏
、
成
道
す
。
雪
裏
の
梅
花
た
だ
一
枝
」 

平
成
二
四
年
一
二
月
二
日
（
成
道
会
） 

合
掌 
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非
思
量
、
此
れ
乃
ち
坐
禅
の
要
術
な
り 

か
の
有
名
な
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
中
の
中
心
的
な
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

『
普
勧
坐
禅
儀
』
は
、
道
元
禅
師
が
中
国
で
正
伝
の
仏
法
を
受
け
継
が
れ
て
日
本
へ

帰
朝
さ
れ
、
日
本
国
の
そ
れ
ま
で
の
仏
法
の
中
に
正
し
い
坐
禅
が
行
わ
れ
て
い
な
い
！

こ
れ
で
は
い
け
な
い
！
と
い
う
こ
と
か
ら
、
『
普
勧
坐
禅
儀
』
―
普
く
坐
禅
を
勧
め
る

そ
の
文
・
規
則
―
と
い
う
も
の
を
作
ら
れ
、
広
め
よ
う
と
さ
れ
た
、
こ
れ
が
『
普
勧
坐

禅
儀
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。
短
い
文
体
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
中
に
坐
禅
の
大
切
な

こ
と
が
皆
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。 

坐
り
方
な
ん
か
も
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
、
そ
の
足
を
組
み
、
手
を
交
し
、
息
の
仕
方

な
ど
様
々
述
べ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
最
も
肝
心
要
で
あ
る
頭
の
中
の
処
理
を
ど
う
す
る

の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
「
非
思
量
で
あ
る
、
こ
れ
が
坐
禅
の
要
術
な
ん
だ
！
」
と
、
坐

禅
で
一
番
大
事
な
こ
と
は
非
思
量
で
あ
る
と
い
う
お
示
し
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
直
前

に
は
、「
兀
兀
と
坐
定
し
て
、
不
思
量
を
思
量
し
な
さ
い
」
。
不
思
量
を
ど
う
思
量
す
る

の
か
と
い
え
ば
、
「
非
思
量
、
此
れ
乃
ち
坐
禅
の
要
術
な
り
」
と
い
う
こ
と
。
思
量
だ
、

不
思
量
だ
と
か
、
要
す
る
に
考
え
を
起
こ
す
と
か
起
こ
さ
な
い
と
か
、
こ
ん
な
こ
と
は

様
々
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
は
非
思
量
！ 

思
量
や
不
思
量
は

わ
れ
わ
れ
人
間
世
界
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

坐
禅
堂
は
一
名
「
選
仏
場
」
と
も
言
う
。
こ
れ
は
仏
さ
ま
を
選
ぶ
場
所
と
い
う
意
味

よ
り
も
、
「
仏
さ
ん
を
つ
く
り
出
す
所
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
選
仏
場

で
す
。
仏
さ
ん
が
こ
の
坐
禅
堂
で
つ
く
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
つ
く
る
た
め
の
大
切
な
要

術
が
非
思
量
で
す
。 

非
思
量
と
は
何
か
？ 

人
間
的
な
考
え
る
、
考
え
な
い
と
い
う
量
ら
い
を
全
部
止
め

て
し
ま
う
、
こ
れ
が
非
思
量
で
あ
り
ま
す
。
か
の
「
現
成
公
案
」
の
巻
に
「
佛
道
を
な

ら
ふ
と
い
う
は
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
、
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
自
己
を
わ
す
る
る
な

り
」
と
、
非
常
に
有
名
な
お
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
「
自
己
を
わ
す
る
る
」
と

い
う
は
、
天
地
宇
宙
、
大
自
然
の
も
の
の
中
に
没
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
を
な
く

す
こ
と
が
非
思
量
で
あ
る
。
た
だ
人
間
的
考
え
、
量
ら
い
を
止
め
ち
ゃ
う
。
言
葉
で
い

え
ば
至
っ
て
簡
単
！ 

自
分
が
思
い
を
こ
ら
す
、
自
分
が
考
え
る
、
そ
ん
な
こ
と
を
止

め
ち
ゃ
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
自
ず
か
ら
仏
さ
ん
の
境
涯
で
あ
り
ま
す
。
だ

か
ら
坐
禅
堂
は
選
仏
場
な
ん
で
す
。
仏
さ
ん
が
こ
し
ら
え
ら
れ
る
、
仏
さ
ん
に
人
間
が

な
る
、
な
っ
て
し
ま
う
。 

な
お
言
う
な
ら
ば
、
も
う
坐
禅
を
す
る
こ
と
だ
け
が
全
て
、
そ
の
他
に
目
的
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
「
坐
禅
の
た
め
に
坐
禅
を
す
る
！
」
そ
れ
し
か
な
い
。
こ
こ
か
ら
無
所
得
無

所
悟
と
も
言
わ
れ
る
、
つ
ま
り
仏
法
世
界
に
入
る
。
こ
の
坐
禅
堂
は
仏
法
の
世
界
で
あ

る
。
だ
か
ら
聖
な
る
所
と
い
わ
れ
る
。
聖
な
る
所
に
入
っ
て
人
間
を
止
め
る
。
こ
れ
は

何
度
で
も
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
仏
さ
ん
の
世
界
、
も
う
人
間
的
な
量

ら
い
は
お
互
い
に
止
め
ま
し
ょ
う
！ 

そ
こ
に
私
ど
も
の
坐
禅
の
骨
頂
が
あ
る
ん
で
す
。

有
難
い
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

「
非
思
量
、
此
れ
乃
ち
坐
禅
の
要
術
な
り
」 

平
成
二
四
年
一
二
月
二
三
日 

合
掌 
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一
、
『明
珠
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一
、
『口
宣
』 

 [
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事] 
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一
夜
接
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一
、
成
道
会

じ
ょ
う
ど
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一
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の
行
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月
例
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毎
月
第
四
日
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午
前
九
時
（
初
参
加
者
は
八
時
半
）上
山
、
正
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解
散 

坐 
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口
宣

く

せ
ん

・
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禅
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ん
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ん
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の
順
（
坐
禅
は
一
炷

ち
ゅ
う

三
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分
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行
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一
〇
分
） 

講 

義 
 

 
 

木
版
三
通
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開
経
偈
・
『
正
法
眼
蔵
』
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提
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自
己
紹
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・
お
知
ら
せ
・喫
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一
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自
由
参
禅 
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毎
月
第
二
土
曜
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
（六
月
と
一
二
月
は
休
み
） 

坐 

禅 
 

 
 

九
時
か
ら
一
一
時
ま
で
（
経
行
時
間
は
自
由
） 
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務 
 

 
 

一
一
時
か
ら
正
午
ま
で
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禅
堂
掃
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※
会
費
無
料
、
性
別
・年
齢
な
ど
一
切
不
問
、
初
心
者
に
は
懇
切
に
指
導 

龍 

泉 

院 

参 

禅 

会 

簡 

介 

 

年
二
回
（四
月
八
日
と
一
〇
月
五
日
に
発
行
） 

年
一
回
（二
月
に
発
行
） 
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一
泊
し
坐
禅
七
炷
と
提
唱
な
ど
、
本
年
は
六
月
八
～
九
日 

坐
禅
二
炷
・
法
要
・問
答
・法
話
・
点
心
な
ど
、
本
年
は
一
二
月
八
日 

涅
槃
会

ね

は

ん

え

（
二
月
一
五
日
）
と
花
ま
つ
り
（
四
月
八
日
）は
梅
花
講
と
共
催
で
法
要
と
法
話
と
坐
禅
一
炷
。 

施
食
会

せ

じ

き

え

（
八
月
一
六
日
）
手
伝
い
。
歳
末
煤す

す

払
い
（
一
二
月
例
会
後
）、
そ
の
他 

毎
月
第
一
と
第
三
金
曜
及
び
第
二
土
曜
に
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
境
内
の
掃
除
等 
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