
青目

泉

院

参
禅
会
会
報

円
後
に
答
う
ず
。）
遂
に
江
を
渡
り
、
少
林
に
至

っ
て
面

壁
九
年
す
。

（
家
に
滞
貨
無
け
れ
ば
冨
ま
ず
。）

〔頌
〕
　

頌
に
云
く
、
廓
然
無
聖
。

２

廻
水
を
飲
ん

で
一
廻
喧
に
著
く
。
）

来
機
運
庭
。

（面
の
赤
き
は
語
の

直
き
に
如
か
式
）
得
は
鼻
を
犯
す
に
非
ず
し

て
斤
を
揮

い
、
（好
手
手
中
、
好
手
に
誇
る
。
）
失
は
頭
を
廻
ら
さ
ず

し

て
甑
を
堕
す
。
（己
往
は
咎
め
ず

。
）
蓼
蓼
と
し
て
少

林

に
冷
坐
し
、
（老
い
て
心
を
歌
め
ず
。）
黙
黙
と
し
て
正

令
を
全
提
す
。
（猶
お
自
ず
な
ら
兵
機
を
説
く
。）
秋
清
う

し
て
月
霜
輪
を
転
じ
、
（高
く
眼
を
著
け
て
看
よ
。
）
河
淡

う
し
て
斗
夜
柄
を
垂
る
。

（
誰
か
敢
て
承
撹
せ
ん
。
）
縄

縄
と
し
て
衣
鉢
児
孫
に
付
す
、
（妄
想
す
る
ア」
と
莫
れ
。）

此
れ
よ
り
人
天
薬
病
と
成
す
。

（天
行
已
に
過
ぐ
、
使

者
須
ら
く
知
る
べ
し
。）

昭和60年 10月 5日

従
容
録
に
学
ぶ

l― l

第
二
則
　
達
磨
廓
然

〔示
衆
〕
　

衆

に
示
し
て
云
く
、
下
和
三
た
び
献
ず
、

未
だ
刑

に
遭
う
こ
と
を
免
れ
ず
。
夜
光
人
に
投
ず
、

制
を
按
ぜ
ざ
る
こ
と
鮮
し
。
卒
客
に
卒
主
な
し
、
仮

に
宜
し
う
し

て
真
に
宜
し
か
ら
ず
。
差
珍
異
宝
、
用

う
る
こ
と
著
ず
、
死
猫
児
頭
、
拮
出
す
看
よ
。

〔本
則
〕
　

挙
す
、
梁

の
武
帝
、
達
磨
大
師
に
問
う
。

（清
旦
に
起
き
来
っ
て
、
曽
っ
て
市
に
利
を
り
ず
Ｊ
如
何
な

る
か
是
れ
聖
諦
第

一
義
。
（且‐
く
第
一
一頭
に
向

っ
て
叩
え
Ｊ

磨
云
く
、
廓
然
無
聖
。
（労
腹
剣
心
。）
帝
云
く
、
朕
に

対
す
る
者

は
誰
そ
。
（鼻
塾
異
に
牙
を
認
む
。）

磨
云
く
、

不
識
。

（脳
後
に
肥
を
見
る
。）

帝
、
契
わ
ず
。
（方
木
は

①

レ



『
従
容
録

』
六
巻

は
、
南
宋
の
嘉
定

一
六
年

（
一
三
二
三
）
に
曹
洞
宗
の
万

松
行
秀
が
燕
京

父
「‘の
北
京
）
報
恩
院

の
従
容
庵
で
撰
述
し
た
書
物

で
す
。
万

松

（
一　
一
六
六
～

一
二
四
六
）
は
、
黙

照
禅
の
巨
匠
、
宏
智
正
覚

（
一
〇
九
〇

～

一
一
五
七
）
が
古
来

の
禅
書

か
ら
古

則
百
項
目
を
選
ん
で
頌
を

つ
け
た

「
頌

古
百
則
」
を
も
と
に
、
円
悟
の

『
碧
厳

録

』
に
な
ら

っ
て
、
示
衆

・
著
語

・
評

唱
な
ど
を
加
え
ま
し
た
。

従
来
、

『
碧
厳
録

』
も

『
従
容
録

』

も
、
ほ
ぼ
同

一
形
式
を
も

っ
た
中
国
禅

の
文
学
作
品
と
し
て
、
禅
門
で
愛
好

さ

れ
て
き
ま
し
た
。

も

っ
と
も
、
前
者
が

「
宗
門
第

一
の
書
」
と
し
て
、
臨
済

ｏ

曹
洞
の
別
な
く
広
く
流
行
し
た
の
に
対

し
て
、
後
者
は
曹
洞
宗
だ
け
に
用

い
ら

れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
多
く
の
注
釈

書
が
あ
り
、
禅
の
思
想

や
風
光

に
親
し

む
た
め
の
、
恰
好

の
書
と
い
え
ま
す
。

『
従
容
録

』
の
原
本

は
、
全
百
則
の

一
々
に
、
Ｏ
示
衆
、
②
本
則

（
著
語
）
、

０
評
唱
、
四
頌
古

（
著
語
）
、
旧
評
唱

と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

０
と
０
の
評
唱
は
非
常

に
長

い
た
め
、

通
常

は
こ
れ
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
百
則
中

か
ら

い
く

つ
か

を
抄
出
し
、
眼
目
と
す
る
と
こ
ろ
を
学

び
た
い
と
思

い
ま
す
。
漢
文
体
は
読
み

下
し
に
直
し
、
著
語
に
は

（
　
）
を
付

け
て
区
別
し
ま
し
た
。

ま
ず
、
達
磨
忌
に
ち
な
み
、
第
二
則

の

「
達
磨
廓
然
」
で
す
。

『
碧
厳
録

』

で
は
第

一
則
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
有
名
な

公
案
で
す
。

示
衆
は
、
万
松
が
自
分
の
宗
旨

の
根

本
を
の
べ
た
も
の
で
、
難
解
な
語
は
み

な
故
事

に
基
づ
く
か
ら

で
す
。
下

和
の

玉
も
夜
光

の
玉
も
、
す

べ
て
本

モ
ソ
を

知
ら
ず

に
い
る
お
ろ
か
さ
を
指
摘
し
た

も
の
。
仮
と
真

は
、
た
と
え
ば
泥
酔
中

と
坐
禅
中
ほ
ど
の
違

い
。
宝
石
も
死
猫

の
頭
も
、
価
値
観

の
発
生
以
前
の
、
生

き
る
事
実

の
す
ば
ら
し
さ
を
知
ら
し
め

る
序
説
、
と
い
え
ま
し

ょ
う
。

本
則
は
、
グ

ル
マ
が
海
を
渡

っ
て
シ

ナ
に
着

き
、
梁
の
国
の
武
帝
と
の
問
答

の
、話
。
時
代
は
六
世
紀
初
め
、
場
所
は

南
京
。
多
く
の
寺
を
造
り
、
僧
を
度
し
、

崇
仏
の
ほ
ま
れ
高

い
武
帝
が
、
ダ

ル
マ

に

「
無
功
徳
」
と
や
り

こ
め
ら
れ
、
そ

れ
に
続
く
両
者

の
問
答
。

「
聖
な
る
仏

法

の
奥
義

は
何
か
ピ

「
ど
こ
に
も
聖
な

ぞ
な
い
ピ

「
で
は
、
朕

の
前
に
い
る
そ

な
た
は
誰
だ
ピ

「
考
え
て
も
わ
か
ら
ん
ロ

こ
う
し
て
、
グ

ル

マ
は
揚
子
江
を
渡
り

北
魏

へ
行
き
、
面
壁
九
年

に
入
る
。

こ
の
公
案

の
眼
目
は
、
ダ

ル
マ
の
「
廓

然
無

聖

」

と

「
不

識

」
で
す
。

「
廓

然
」
と
は
、

カ
ラ
リ
と
澄
み
き

っ
た
大

空

の
よ
う
に
、
迷

悟

・
是
非

・
善
悪
な

ど
の

一
切
の
対
立

を

こ
え
た
状
態
を

い

い
ま
す
。

「
無
聖
」
も
、

凡

聖
を

こ
え

た
絶
対
の
境
地
。　
つ
ま
り
、
ダ

ル
マ
の

仏
法
は
空
、

そ
れ

も
絶
対
空

の
立
場
を

表
わ
し
た
も

の
で
す
。

私
は
昨
年
夏
、
痛
風
を
患

っ
て
か
ら

し
ば
ら
く
歩
行

が
不
自
由
な
た
め
、
常

に
足
を
意
識

し
気

が
か
り

で
し
た
。
昨

今

は
養
生
し
た
せ

い
か
、
ほ
と
ん
ど
意

識
し
な
く
な
り
ま

し
た
。
同
じ
こ
と
が
、

目
や
耳
や
鼻

や
、

か
ら
だ
全
体

に

つ
い

て
も
い
え
る
で
し

ょ
う
。

そ
し
て
、
断

一百
で
き
ま
す
。

心

に
何

の
ひ

っ
か
か
り

も
な
い
の
が
空

な

の
だ
と
。
空

と

は
す

ば
ら
し
い
状
態
な

の
で
す
ね
。

武
帝
の

「
対
朕
者
誰
」
は
、

か
な
ら

ず
し
も
悪
い
問

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ダ

ル
マ
さ
ん
、
無
聖
と

い
う
け
れ
ど
、

こ
こ
に
相
対
し
て

い
る
貴
公

は
、

悟

っ

て
い
る
聖
人
さ
ん
で
は
な

い
の
か
ね
、

と
い
う
素
朴
な
問

い
だ

か
ら

で
す
。

し

か
し
、
理
論
と
現
実
と
を
ゴ

ッ
チ

ャ
に

し
、
文
字
の
ぬ
か
る
み
に
落

ち
て
い
る

か
ら
、
所
詮
ダ

ル

マ
の
仏
法

と
は
か
み

あ
い
ま
せ
ん
。

ダ

ル
マ
の

「
不
識
」
、

こ
れ
は

「
知

ら

ん
」
と
い
う

こ
と

で
は
な
く
、

ぎ
り

ぎ
り

の
仏
法

は
思
慮
分
別
を
絶

し
た
と

こ
ろ
に
あ
る

こ
と
を
、
再
び
教
え

て
や

っ
た
一言
葉

で
す
。
だ
か
ら
、
万
松
は
同
脳

の
後
ろ

に
臆
を
見
る
」
と
著
語

し
た
の

で
す
。

頭

の
後

ろ
に
あ
ご

が
あ
る
と
は
、

思
慮
分
別
存
こ

え
た
立
場

で
す
。
私

た

ち

は
、

い
か
に
お
ろ
か
な
私
見

や
私
観

に
お
ち

い

っ
て
い
る

こ
と

か
。

も
う

一
つ
、

こ
の
公
案

の
痛
快
な
と

こ
ろ
は
、　
一
介

の
沙
門
が
帝
王
に
勝

っ

た
と

い
う

こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
禅

の

俗
界

に
対
す

る
優
位
性
、

俗
世
間

の
中

に
真
実

を
見

よ
う
と
す
る
立
場

を
示
す

も
の
、

と

い
え
ま
す
。

こ
う
し
た
立
場

は
、
時
代
を

こ
え
て
今

日
の
私

た
ち

に
、

か
ぎ
り
な

い
心
の
希
望
を
与
え

て
く
れ

る
も
の
で
す
。

頌
古

の
部
分

は
、
宏
智

の
格
調
高
く

す
が
す
が
し
い
頌
と
、　
そ
れ
に
対
す

る

万
松

の
著
語

で
す
。
宏
智

は
、
特

に
ダ

ル

マ
が
少
林
寺

で
ひ
と
り
静
か
に
黙
坐

し
た
消

息
を
讃
嘆
し
て
い
ま
す
。

そ
し

て
、
そ
れ
が
縄

々
と
し
て
衣
鉢
を
児
孫

に
付
し
た
、　
つ
ま
リ
ダ

ル

マ
の
観
り

の

法
門
が
連
綿
と
し
て
今

日
ま
で
伝
わ

っ
た

と

い

っ
て
い
る
の
で
す
。
逆

に

い
え

ば

坐
禅
を
お
ろ
そ
か
に
す
れ

ば
、
禅
門

の

命

派
は
絶
え
る
と

い
う

こ
と
で
す
ね
。

肝

に
銘
じ
て
、
し

っ
か
り
坐
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
龍

泉

院

山
主
）

‐■■■|■■‐:∵t
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嵩山少林寺の山門



中
国
仏
教
寺
院

の
現
況

椎

名

宏

雄

こ
の
九
月

二
日
か
ら

二
五
日
ま
で
の

二
週
間
、
第
七
次

の
駒
沢
大
学
中
国
仏

教
史
蹟
参
観
団
の

一
員
と
し
て
、
大
陸

の
仏
蹟
を
訪
れ
て
き
た
。
今
回
の
団
は
、

特

に
浙
江
省
に
遺
る
道
元
禅
師
と
如
浄

禅
師
ゆ
か
り
の
寺
院

ｏ
寺
蹟
を
中
心
に

踏
査
し
よ
う
と
す
る
計
画
で
あ

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
に
は
道
元
禅
師
が

本
師
如
浄
に
よ

っ
て
身
心
脱
落

の
徹
底

を
え
た
、
天
童
寺
も
含
ま
れ
て
い
た
。

た
だ
、
外
国
人
に
よ
る
中
国
旅
行

は
、

今
な
お
原
則
と
し
て
解
放
地
だ
け
に
限

ら
れ
て
お
り
、
両
禅
師
の
遺
蹟
中
に
は

未
解
放
地
が
少
な
く
な
い
の
で
、
要
望

の
実
現
の
た
め
に
費
し
た
団
三
役
の
苦

心
は
、
推

し
て
知
る
べ
し
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
、
参
観
が
不
能
と
な

っ
た

雁
蕩
山
と
寧
波
の
両
瑞
厳
寺
、
奉
化
県

の
岳
林
寺
、
郵

県
の
大
慈
寺
な
ど
を
除

き
、
禅
門

五
山

の
す

べ
て
を
含
む
三
二

の
寺
院

・
寺
蹟
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
中
に
は
、

こ
れ
ま
で
邦
人
未

紹
介

の
温
州
江
心
寺
・
天
台
山
万
年
寺

・

奉
化
県
雪
賣
寺

・
郵
県
大
梅
山

・
寧
波

招
宝
山
、
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

も
と
よ
り
、

子
っ
し
た
踏
査
旅
行

は
、

通
常

の
観
光
と
は
趣
を
異
に
し
、
熱
風

の
夜
行
列
車
、
往
復

一
〇
時
間
の
渡
海
、

高
所

へ
の
登
山
、
大
河

の
渡
河
、　
一
日

何
百
キ

ロ
の
バ
ス
移
動
な
ど
、　
ハ
ー
ド

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
の
連
日
で
あ

っ
た
。
だ

が
、

こ
ん
な
労
苦
に
よ

っ
て
こ
そ
、
昔

日
の
禅
の
山
河
の
た
た
ず
ま

い
を
、
わ

が
足
で
踏
み
し
め
、
わ
が
目
に
や
き

つ

け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
仏
天
の
加
護
を

感
謝
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

中
国
の
仏
教
界

の
現
状
を

一
言
で
い

え
ば
、
今

や
完
全
に
復
興
期

に
入

っ
た

と
い
え
よ
う
。
約

二
〇
年
ほ
ど
前
か
ら

数
年
間
続

い
た
文
化
大
革
命

の
嵐

は
、

仏
教
寺
院
や
僧
侶
に
大
打
撃
を
与
え
た
。

仏
像

・
仏
具

・
経
典

の
大
半
は
破
壊

・

焼
却
さ
れ
、

僧
侶

の
多
く
は
還
俗
し
労

働
者
と
な

っ
た
。
無
数

の
伽
藍
も
壊
さ

れ
た
が
、
優
秀
な
建
物

は
破
壊
を
ま
ぬ

が
れ
、
そ
の
多
く
は
工
場

・
学
校

・
病

天
童
寺
羅
漢
堂

院

・
民
家
な
ど
に
転
用
さ
れ
て
き
た
。

四
人
組
が
処
刑
さ
れ
、　
四

つ
の
現
代

化
が
推
進

さ
れ
る
近
年
、
年
ご
と

に
宗

教
政
策

は
緩
和

の
傾
向

に
あ
る
。

仏
教

寺
院

も
、。
昔
か
ら

の
名

刹
や
大
都
市

で

は
、

す
で
に
完
全

に
復
興
さ
れ
た
大
伽

藍
に
大
勢

の
僧
侶
を
擁
し
、
多
く

の
仏

像
や
位
牌
を
ま

つ
り
、
盛
大

な
法

要
を

営
み
、
ま

た
、
観
光
客

で
混
雑
す

る
寺

が
増

え

つ
つ
あ
る
。
今

回

の
訪
問
先

で

は
、

天
台
山
国
清
寺

・
寧
波
七
塔
寺

・

鄭
県

阿
育

王
寺

・
同
天
童
寺

・
普

陀
山

法
雨
寺

ｏ
同
普
済
寺

ｏ
上
江
彰

矛
寺

・

同
玉
仏
寺

ｏ
同
静
安
寺
、
な
ど
が
そ
れ

で
あ

っ
た
。
中

で
も
、

七
塔
寺

で
は
七

日
間
連
続

の
水

陸
会

（
セ
ガ
キ
）

が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。

も

っ
と

も
、
法
事

の
施
主

は
里
帰
り

の
華
僑
が
多
く
、

そ
の
費
用

は

一
万
元

（
一
元
は
約
八
〇
円
）
以
上

で
、

と
て

も

一
般
人
民

の
拠
出

で
き
る
額

で
は
な

い
。

大
陸
人
は
、
各
自

一
〇
〇
元
ほ
ど

を
出

し
合

い
、
何
十
人

か
合
同

で
な
け

れ
ば
法
事

が
営

め
な

い
の
で
あ
る
。
ま

た
、

僧
た
ち

は
法
要

の
ほ
か
に
、
寺

の

外

で
の
布
教

は
禁
止
が
解

か
れ
て
は
い

る
が
、
実
際

に
は
何
も
し
て
い
な

い
よ

う

で
あ
る
。
葬
儀

は
、

僧
侶

ヌ
キ
で
行

わ
れ

て
い
る
の
だ
。

目
下
、
政
府

は
巨
費

を
投

じ
て
、
全

国
的

に
寺
院

の
修
覆
を
進
め

て
い
る
。

た
だ
そ
れ

は
、
観
光

の
対
象
と
、
法
要

儀
式

の
要
望

が
強

い
寺
院

が
優
先
で
あ

る
ら
し

い
。

寺
を
整
え
れ

ば
、
僧
が
必

要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

僧
侶
の
養
成

も

急
務
で
あ
り
、
北
京

や
南
京
に
は
仏
教

の
専
門
学
校

が
造
ら
れ
、

た
し
か
に
若

者
の
出
家
者

も
増

え

つ
つ
あ
る
。

し
か

し
、
日
本
と
比
較
す
る
と
、
ま
だ

一
握

り
に
す
ぎ
な

い
数

の
僧
た
ち
に
し
て
、

そ
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
用

い
る
仏
教
書

は
、
質
量
と
も
に
不
足

し
て
い
る
。

現

に
、
七
塔
寺

や
育

王
寺

の
僧
た
ち
が
常

用
し
て
い
る
儀
軌
本

は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
香
港
か
ら

の
輸

入
書

で
あ

っ
た
。

上
海
で
最
大

の
書
店

の
中
を
探
し

て

も
、　
一
般
向

き
の
仏
教
書

は
皆
無
で
あ

る
。
図
書
館

や
大
学

の
書
架
も
、
仏
教

書

は
古
く
、

し
か
も
数

が
少
な

い
。

し
。

た
が

っ
て
、

仏
教
は
歴
史
上
の
遺
物

と

し
か
教
育

さ
れ
て

い
な

い
若

い
世
代

は
、

説
法
を
聞
く

こ
と
も
、

仏
書
を
手

に
す

る

こ
と
も
不
可
能

に
近

い
現
在
、
仏
教

の
教
え
な
ど
知
り
よ
う

も
な

い
、
と

い

う
の
が
現
状

で
あ
る
。

こ
う

し
た
状
況

は
、
ま
だ
当
分
続

く
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
寺
院

へ
の
参
詣

人
は
、
数

年
前
の
比

で
は
な
く
、
香

姻
の
絶
え

ぬ

堂
宇
に
五
体
投
地

の
礼
拝
を
す
る
姿

は

も
は
や
珍
ら

し
く
な

い
。

そ

こ
に
は
、

政
治
体
勢
を

こ
え

て
、

仏
菩
薩

へ
の
救

い
を
求
め
、
現
世

の
福
果

を
願
う
民
衆

の
心
を
み
る
思

い
で
あ

っ
た
。

③



龍

泉

院

の
地

獄

絵

図

千

葉

市

提
唱
を
待

つ
間
、
正
面
の
床
の
間
に

掛

っ
て
い
る
地
獄
の
図
の
軸
が
目
に
入

っ
て
参
り
ま
す
。

中
央
上
の
方
に
、
閣
魔
様
が
、
何
と

な
く
憎
め
な
い
顔
で
、
法
廷
で
行
わ
れ

寺

田

哲

朗

て
い
る
い
ろ
ん
な
刑
を
見

つ
め
て
い
ま

す
。
手
前

の
方
、

つ
ま
り
軸
の
下
の
方

で
は
、
話

に
き
く
針
の
山

や
、
釜
ゆ
で

の
場
面
、
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
軸
を
見
る
度
に
、
昔
、
小
学
校

一
年
の
頃
読
ん
だ
童
話
を
思

い
出
し
ま

す
。
軽
業
師
、
薬
屋
、
あ

ん
ま
師

の
三

人
が
地
獄
に
落
ち
た
が
、
軽
業

師
が
二

人
を
背
負

っ
て
針

の
山
を
渡
り
、
薬
屋

が
釜
ゆ
で
に
も
や
け
ど
し
な

い
薬
を
供

し
、
最
後
に
、
閣
魔
大
王
に
呑

み
込
ま

れ
た
時
、
按
摩
師
が
大
王

の
腹
内

の
筋

を
引

っ
ば

っ
て
、　
つ
い
に
二
人
共
吐
き

出
さ
れ
て
助
か
る
と

い
う
面
白
風
の
話

で
し
た
が
、
幼
年

の
私

に
と

っ
て
は
、

大
変
怖
い
身
近
な
話

で
し
た
の
で
、
龍

泉
院

に
伺
う
度

に
、
当
時

の
情
景

が
浮

び
ま
す
。

さ

て
軸

の
右
方

に
は
、
白
鬼
に
髪
を

つ
か
ん
で
鏡

の
前

に
吊

さ
れ

て
い
る
人

が
い
ま
す
。

こ
の
人
は
今
、
自
分

で
は

気
付

い
て
な
か

っ
た
。

ま
た
は
見

た
く

な

い
過
去

の
姿
を
あ
り
あ
り
と
見

せ

つ

け
ら
れ
て
い
る

の
で
し

ょ
う
。
針

の
山

や
釜
ゆ
で
の
よ
う
な
、
身
体

の
刑

は
勿

論

で
す
が
、
過
去

か
ら

の
自
分

の
姿
を

見
せ
ら
れ
る
の
も
人
に
よ

っ
て
は
辛

い

事

で
し

ょ
う
。

鏡
は
他

な
ら

ぬ
自
分

の

記
憶

で
あ
り
、
普
段

は
意
識

の
底

に
し

ま

い
込
ま
れ
て
い
て
も
、

こ
の
画

の
よ

う

に
、
何

か
の
機

縁

で
、
　
望

む

と
望

ま

ぬ
と
に
拘
ら
ず
、
見
る

こ
と
に
な
る

の
で
し

ょ
う
。

さ

て
、
老
師
様

は
、

い

つ
も

「
何

々

の
為

の
坐
禅

は
本
物

で
は
な

い
」
と
仰

さ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
も
私

の
場
合

は
、

「
何

か
」
を
期
待

し

つ
つ
続

い
て

い
る

と

い
う

の
が
正
直

の
処

で
す
。

上

の
地
獄
絵
図

は
、
龍
泉
院
に
伝
わ

る
古
図

で
、
作
者

も
年
代

も
不
明

で
す

が
、

江
戸

中
期

か
ら
後
期

に
か
け

て
の

作
品

と
推
定

さ
れ
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な

地
獄

の

情
景
を

一
枚

に
描

い
た
大
幅
と

し
て
は
、

近
在

に
な

い
珍
ら

し

い
も
の

と

い
わ
れ
ま
す
。
例
年
、
夏

に
は
本
堂

内

に
掛
け
ら
れ
ま
す
。

④



平

和

の

陰

に

…

戦
後
四
〇
年
の
歳
月
を
経
て
、
現
在

で
は
終
戦
記
念
日
の
近
く
を
除

い
て
は
、

あ
ま
り
戦
争
と
い
う
言
葉
も
耳
に
す
る

事
が
、
な
く
な
り
ま
し
た
。
私

の
両
親

は
、
戦
争

の
体
験
者

の

一
人
で
す
。
私

は
、
そ
の
両
親
か
ら
、
戦
前

・
戦
中

・

戦
後
と
そ
の
苦
し
い
体
験
を
、
折

に
ふ

れ
て
聞
か
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
と

は
い

っ
て
も
、
私
自
身

は
戦
後

の
生
ま

れ
で
あ
り
、
戦
争
そ
の
も
の
を
体
験
し

た
訳
で
も
な
く
、
大
変
漠
然
と
し
た
も

の
と
し
て
、
想
像
の
世
界

で
戦
争
を
理

解
し
て
き
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
私

に
、
大
き
な
影
響
を
与
え

た
の
が
、
昨
年
の
五
月
に
、
祖
父
の
郷

里
鹿
児
島

へ
の
旅

で
、　
〃
知
覧
の
特
攻

隊
基

地

〃
を
訪
ね
た
事
で
し
た
。
明
日

の
出
撃
を
目
前
に
し
て
、
整
然
と
両
親

に
別
れ
の
手
紙
を
認
め
、
翌
朝
、

日
本

の
国
の
為

に
と
、
大
空

に
飛
び
た

っ
て

い

っ
た
特
攻
隊
の
皆
様
の
姿
に
は
、
心

を
う
た
れ
ま
し
た
。

二
〇
歳
そ
こ
そ
こ

で
、
命
を
か
け
て
大
空

に
飛
び
た
た
れ

た
、
あ
る
特
攻
隊
員

の
方

の
遺
書
を
、

バ
ス
の
ガ
イ
ド
嬢
の
朗
読
で
、
拝
聴
さ

せ
て
い
た
だ

い
た
の
で
す
が
、
溢
れ
る

凸
口

市

有

村

明

子

涙
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
今
ま
で
戦
没
者
と
か
、
軍
人
と

い
う
言
葉
に
、
正
直

い

っ
て
異
和
感
を

感
じ
て
い
た
私
で
す
が
、

こ
の
知
覧
の

地
を
訪
れ
る
縁
を

い
た
だ
い
た
お
陰
で
、

軍
人
と
し
て
戦
没
さ
れ
た
方

々
が
、
妻

子
や
親

の
幸

せ
を
念
じ
な
が
ら
、
そ
の

最
愛

の
人
が
住
ん
で
い
る
処
で
あ
る
が

為
に
、

こ
の
日
本
の
国
を
守
ら
ん
と
し

て
、
戦

い
、
傷

つ
き
、
死
ん
で
い

っ
た

尊

い
命

の
犠
牲
者

で
あ
ら
れ
た
こ
と
を
、

今
さ
ら
な
が
ら
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
大
戦
で
犠
牲
と
な

ら
れ
た
の
は
、
軍
隊
に
い
た
方

々
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
広
島

・
長
崎
の
原

爆
、
ま
た
東
京
大
空
襲
を
は
じ
め
と
し

て
各
地
方
都
市
の
空
襲
な
ど
で
は
、
多

く
の
尊

い
命

が
失
な
わ
れ
ま
し
た
。
か

つ
て
、
広
島

の
地
を
訪
ず
れ
、
夜
空
に

照
ら
し
出
さ
れ
た
原
爆
ド
ー

ム
を
目
の

あ
た
り
に
し
た
時
、
恐
怖
に
も
に
た
戦

慄
を
覚
え
、
眠
れ

ぬ
夜
を
す
ご
し
た
事

が
あ
り
ま
し
た
。
資
料
館
に
展
示
さ
れ

た
多
く
の
被
爆
し
た
品

々
の
中
に
は
、

思
わ
ず
、
目
を
覆

い
た
く
な
る
様
な
も

の
も
あ
り
ま
し
た
。
平
和
公
園
の

一
角

で
、
今
も
燃
え
続
け
て
い
る
平
和

の
炎

が
、
私
の
訪
れ
た

一
〇
数
年
前
に
も
、
多

く
の
犠
牲
者
の
冥
福
を
祈
る
か
の
様
に
、

静
か
に
燃
え
て
お
り
ま
し
た
。
爆

心
地

に
い
な
が
ら
、
今

な
お
生
存

さ
れ

て
い

る
方

々
の
証
言
が
、

テ

レ
ビ
で
放
映
さ

れ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
る
被
爆

者
の
方
が
、

「
被

爆
し
た
当
時

の
事
は
、

あ
ら
ゆ
る
言
葉
を

つ
く
し
て
語

っ
た
と

し
て
も
、
ほ
ん
の

一
部

を
語

っ
て

い
る

に
し
か
す
ぎ
ま
せ

ん
」
そ
ん
な
意
味

の

事
を
語

っ
て
お
ら
れ
た
の
が
、
今

も
印

象
に
残

っ
て
お
り
ま
す
。

広
島
市
平
和
公
園

平
和
な
時
代
に
生
ま
れ
育

っ
た
私
達
、

戦
後
世
代
の
大
部
分

は
、
今

の
平

和
な

時
代
の
ほ
ん
の
少

し
前

に
、
多
く

の
人

々
が
戦

い
傷

つ
き
死
ん
で
い

っ
た
時
代

が
存
在
し
、
そ
の
時
代

に
巡
り
合

わ
せ

た
人
々
の
尊

い
犠
牲
の
う
え
に
、
現
在

の
平
和
が
成
り
た

っ
て
い
る
事
を
忘
れ

が
ち
で
す
。
知
覧

の
地
を
訪
れ
る
ま
で
、

私
も
こ
の
平
和
を
、
当
然

の
権
利

の
ご

と
く
、
平
然
と
受

け
と
め
て
お
り
ま
し

た
。
し
か
し
、

こ
の
平

和
の
陰

に
、
死

の
直
前
ま
で
、
最

愛
の
人
を
思

い
続
け
、

日
本
の
国
の
為
に
と
若

い
命
を
散
ら
し

て
い
っ
た
人
達
が
存
在

し
て
い
た
、

そ

の
事
実
を
目
の
あ

た
り

に
し
た
時
、
私

は
自
分

の
生

き
て
き
た
様
を
、
反
省
せ

ず
に
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。

思
わ

ず
数
珠
を
と
り
だ
し
、
戦
死
さ
れ
た
特

攻
隊
員

の
皆
様
の
御
冥
福
を
祈
り
、
合

掌
し
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
平
和

の
陰

に
、
戦
争

に
よ

っ
て

命

を
落

さ
れ
た
多

く
の
人

々
が
、
存
在

す
る
事
を
忘

れ
る

こ
と
な
く
、

そ
の
方

々
の
分
ま
で
も
、　
一
所
懸
命

に
、
生

か

さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
、
今
、
私

に

さ
せ
て
い
た
だ
け
る
、
戦
没
さ
れ
た
多

く

の
方

々

へ
の
、
唯

一
の
御
供
養
と
な

る
の
で
は
な

い
か
、
そ
ん
な
事

を
思
う

今

日
こ
の
頃

で
ご
ざ

い
ま
す
。

こ
の
平

和
に
感
謝
を

こ
め

て
合

掌

⑤



―
恒
例
の
筍
掘
り
―

長
か

っ
た
冬
も
、
よ
う
や
く
終
り
を
告
げ
た
四
月

二
八
日
、
ご
住
職
様
の
ご

好
意
に
よ
り
、
龍
泉
院
の
裏
の
竹
藪

で
、
恒
例
の
筍
掘
り
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

暖
い
春
日
和
の
中
、
参
禅
者
二
七
名
が
参
加
し
て
、
竹
藪

の
中
に
、
柔
か
な
産

毛
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
筍
を
掘
り
だ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
持
ち
き
れ
な
い
く
ら

い
、
沢
山
の
お
み
や
げ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今

こ
こ
に
改
め
て
自
然

の
恵
み
と
、
ご
住

職
様
の
ご
好
意
に
感
謝
し
て
、
あ
の
時

の
思

い
出
を
お
二
人
に
綴

っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

用
意

も
し

て
い
な

い
が
、

ベ
テ
ラ

ン
の

一旬
　
掘
Ⅷ
　
（ヽり
　
雑
私　
一記
　
　
　
　
方
々
は
ゴ
ム
長
に
鍬
や
ス
コ
ッ
プ
な
ど

用
意
周
到
怠
り
無

し
で
あ
る
。

柏

一巾

五
十

嵐

嗣

郎

　
　
　
泉
肺
型
御
囃

ス 手
⇒
れ
期
劉
れ
は
］
ド
嘲

ヽ

力
ま
か
せ
に
掘

っ
て
い
る
と
、

ベ
テ
ラ

今

日
の
参
禅
会

は
、

い

つ
も
の
厳
し
　

　

ン
さ
ん
が
筍
の
少
し
傾

い
て
い
る
所
に

い
雰
囲
気
と
異
な
り
、
な
に
か
ウ
キ
ウ
　
　
鍬
を
あ
て
、
　
Ｔ
ン
」
に

一
発
か
ま
せ
る

キ
し
た
所
が
あ
る
。

子

供

が
遠

足

に
　
　
と
簡
単

に
掘
れ
る
」
と
教
え
て
く
れ
る
。

行
く
時

の
様
子
に
ち

ょ

っ
ぴ
り
似
た
感
　
　
何
事

に
も
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
も

の
で
、

じ
が
し
て
、
な
ん
と
も
面
白

い
。
　

　

　

　

世
間

で
は
こ
れ
を

ノ
ウ

ハ
ウ
と
呼
ん
で

坐
禅
後
、
老
師
に
よ
る

「
一
顆

明
珠
」
　

ぃ
る
。

の
講
義
も
今

日
は
短
時
間
に
切
り
上
げ
、
　

　

小
生

は
、
中
国
の
故
事
や
、
母
親
が

い
よ
い
よ
筍
掘
り
が
始
ま

っ
た
。
小
生
　
　
生
前
に

「
筍
は
土

の
中
か
ら
掘
り
出
し

は
筍
掘
り

が
初
め

て

な
の
で
、　
何
の
　
　
た
も
の
が
柔
か
く
て
お
い
し
い
」
と
言

っ
て
た
記
憶
か
ら
、
わ
ず
か
に
顔
を
出

し
て
い
る
筍
を
選
ん
で
は
掘

っ
て
い
た
。

し
か
し
、
家
で
料

理
し
て
食
べ
た
所
、

掘
り
上
げ
直
後

で
は
、
か
な
り
大
き
な

筍
も
十
分
柔
か
く
、
お

い
し
い
こ
と
を

発
見
し
た
。
経
験
に
よ
ら
な
い
生
半
可

な
知
識
は
、

い
か
に
不
正
確
で
あ
る
か

を
知
ら
さ
れ
た
。

大
き
な
竹
薮
の
筍
も
さ
す
が

一
時
間

ほ
ど
で
掘
り
上
げ
ら
れ
た
。　
一
人
平
均
、

大
小
合
わ
せ
十
本
ほ
ど
の
筍
を
お
土
産

に
い
た
だ
き
、
御
近
所

の
方
に
も
お
分

け
し
た
所
、
皆
さ
ん
か
ら
お

い
し
か

っ

た
と
お
礼
を
言
わ
れ
、
来
年
も
よ
ろ
し

く
と
注
文

（
？
）
さ
れ
た
方
も
あ

っ
た

次
第
で
す
。

因
に
、
当
日
の
我
家
の
筍
料
理
は
、

た
け
の
こ
ご
は
ん

（
極
め
て

一
般
的
）

若
竹
汁
　

　

　

（
一
般
的
）

た
け
の
こ
の
土
佐
煮

（簡
　
単
）

姫
皮
の
磯
辺
あ
え

（
こ
れ
は
珍
味
）

我
家

の
愚
妻
よ
り

一
言
。

「
新
鮮
な

筍
は
、　
エ
グ
ミ
が
な
く
、
反
対
に
甘
み

が
あ

っ
て
、
お
い
し
い
わ
、
来
年
は
も

っ
と
も
ら

っ
て
ら

っ
し

ゃ
い
。
御
近
所

の
奥
様
に
も
喜
ば
れ
る
ん
で
す
も
の
」

で
す

っ
て
。

小
生
が
参
禅
に
行
く
の
が

ど
れ
だ
け
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
疑

問
視
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

・
・
ｏ
ｏ

ホ

ン
ト
。

筍
掘
り
に
寄

せ
て

印

西
町

｛［田
田
文

子

龍
泉
院
の
裏
山
の
筍
掘
り
は
、
寒
さ

の
た
め
例
年
よ
り
遅
れ
て
四
月
の
末
と

⑥
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な
り
ま
し
た
。
当
日
は
、
午
前
九
時

か

ら
坐
禅
、
そ
し
て

『
正
法
眼
蔵

』
の
講

義
と
続
き
、
お
わ
り

の
座
談
を
短

か
く

は
し

ょ
っ
て
、
参
禅
者

一
同
、
軽

装

で

裏

の
竹
薮
に
集
り
ま
し
た
。

そ
こ
、　
こ

こ
に
顔
を
出
す
筍
を
見
て
、　
一
同

大
喜

び
、
そ
の
き
き
と
し
て
い
る
姿
は
ま
さ

に
童
心
そ
の
も
の
で
し
た
。

こ
ん
も
り
と
盛
り
上
る
わ
く
ら

葉

の

下
を
払

い
の
け
る
と
、　
一
〇
セ

ン
チ
く

ら

い
の
筍
が
顔
を
出
し
ま
す
。
筍
掘
り

の
上
手
な
寺
田
さ
ん
は
、

ス
コ
ッ
プ

を

二
回
程
土

の
中
に
入
れ
た
か
と
思
う
と
、

こ
ろ

っ
と
掘
り
出

し
て
し
ま

い
ま
す
。

私

は
思
わ
ず

「
名

人
で
す
ね
」
と
言

っ

て
し
ま

い
ま

し
た
。

寺

田
さ
ん
の
話

に

よ
り
ま
す
と
、
筍

の
皮

の
先

の
向

き
を

見

て
掘
れ

ば
、
竹

の
根
を
楽

に
切
る

こ

と
が
で
き
る
と

の

こ
と

で
し
た
。

た
ち

ま
ち
沢
山

の
筍
が
掘
り
出

さ
れ
、
小
山

に
分
け
ら
れ

て
い
き
ま
す
。

百
本
程

も

あ

っ
た
で
し

ょ
う

か
。

ご
住
職

さ
ん
は
、

私
達

の
た
め

に
、

筍
を
入
れ
る
袋
ま

で

用
意

し
て
下

さ

い
ま
し
た
。
帰
り
道
、

お
友
達

の
家

に
寄

り
、
筍
を
お
頒
け

し

た
ら
、
待

っ
て
い
て
く
だ
さ
り
、
大
変

喜

ば
れ
ま

し
た
。

我

が
家

で
は
、
当
分

新
鮮

な
筍
料

理
が
続

き
ま

し
た
。

本
当

に
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

た
だ
坐
禅

の
最
中

に
、

筍
掘
り

が
浮

か
ん
で
、
無

心

に
な
れ
な
か

っ
た
自
分

を
、
深
く
反

省

い
た
し
ま
し
た
。

転

機

と

坐

禅

我

孫

子

市

誰
で
も
転
機
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

誰
で
も
社
会

人
に
な
る
時
、　
一
生
の
中

で

一
番
大
き

い
転
機

で
は
な
い
で
し

ょ

う
か
。
ま
た
、
社
会
人
に
な

っ
て
か
ら

も
外
的
や
内
的
な
要
因
に
よ
り
、
転
機

を
む
か
え
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

転
機
が

「
良
か

っ
た
の
か
」
ま
た
、

「
悪
か

っ
た
の
か
」
は
、　
一
生
を
清
算

し
て
み
な
い
こ
と
に
は
分
ら
な
い
こ
と

で
あ
り
ま
す
し
、　
一
方
よ
り
よ
い

一
生

を
お
く
る
た
め
の
精
進
が
転
機

で
あ
る

七
月
の
定
例
参
禅
会

〓
一　

町
　
　
　
勲

と
も
言
え
ま
す
。

私
は
、
工
作
機
械

（
鉄
を
削
る
機
械
）

の
製
作
業
の
技
術
屋
と
し
て
二
〇
数
年

の
長
い
間
、
開
発
設
計
の
道
を
ひ
た
す

ら
歩
ん
で
き
ま
し
た
。
毎

日
が
、
新
商

品
、
開
発
、
創
造
、
探
究
、

調
査
、
競

争
等
の
言
葉
と
行
動
の
中
の
生
活
で
あ

り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
三
年
前

に
突
如
と
し
て
品

質
保
証
部
門
に
転
籍
と
な
り
ま
し
た
。

職
場
や
環
境

が

一
変
し
た
の
で
す
。
毎

日
が
、
品
質
、
検
査
、
保
証
、
お
客
、

ク
レ
ー

ム
、
信
頼
性
等
の
言
葉
や
行
動

の
渦
に
没
入
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で

す
。
そ
し
て
、

「
過
去
の
技
術
は
生
か

せ
る
だ
ろ
う
か
」
の
不
安
、

「
新
し
い

職
場
に
お
け
る
知
識

の
吸
収
」
の
あ
せ

り
、
過
去
の
足
跡

へ
の
執
着
心
、
現
状

へ
の
険
悪
感
等
が
錯
綜
し
て
心
が
曇
る

ば
か
り
で
し
た
。

そ
ん
な
或
る
日
、
私
と
全
く
同
じ
境

遇
の
中
に
あ

っ
て
、
暗
い
生
活
を
打
開

す
る
た
め
に
、
日
本
中
の
高
い
山
に
登

る
こ
と
を
決
心
し
、
実
行
し
た
人
の
述

懐
の
記
事

に
接
し
た
の
で
す
。

「
よ
し

心
に
柱
を
た
て
よ
う
」
。
こ
の
気
持

が
参

禅

へ
の
発
心
と
な

っ
た
の
で
す
。
過
去

に
、
友
人
に
紹
介

さ
れ
て
鎌
倉

の
円
覚

寺
で
参
禅
し
た
の
が
、

こ
の
道

へ
こ
だ

わ
り
な
く
入

っ
て
行
け
た

理
由

で
も
あ

り
ま
す
。

龍
泉
院
の
参
禅
会

の
門
を

た
た
い
て
、

は
や
二
年
半
が
経
過

し
た
現
在
、
参
禅

は
私

の
大
き
な
転
機

で
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
の
で
す
。

つ
ま
り
参
禅
を
通
し
て

の
日

々
の
生
活
の
中

で
、

「
自
分

の
在

る
べ
き
姿
の
ま

ゝ
で
、
即
ち
、
自
然

の

姿
で
物
事
に
処
す
る
」
心
情
が
芽
生
え
、

日
増

し
に
強
く
な
り
、
心

の
柱

の
土
台

と
な

っ
て
く
れ
た
の
で
す
。

科
学
や
技
術
が
進

む
に

つ
れ
、
わ
れ

わ
れ
を
取
り
巻
く
事
象
が
、　
マ
ク

ロ
か

ら

ミ
ク

ロ
に
な

っ
て
行

き
ま
す
。

そ
し

て
、　
一
人

一
人

の
役
割

も
、
数

々
ミ
ク

ロ
化

さ
れ
、　
一
人

一
人
の
気
持

が
狭
く

な
る
よ
う

な
気

が
し
ま
す
。

そ
ん
な
世

の
中

で
役
割

は
た
と
え
ミ
ク

ロ
に
な

っ

て
も
、
参
禅
を
通
し
て
常

に
心
は
広
く

遠
大

に
持

ち
続

け
た

い
も
の
で
す
。

⑦



さ
さ
や
か
な
私

の
信
心

■
口

一巾

今

か
ら

二
〇
数
年
も
前
に
な
り
ま
す

が
、
私

は
東
北
電
力
を
停
年

で
退
職
し
、

新
居
を
構
え
て
柏
市
に
移
り
住
む
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
生
れ
て
か
ら
旧
制

の

中
学

を
出
る
迄
し
か
住
ん
で
い
な

い
、

生
れ
故
郷
の
越
後
高
田
よ
り
も
、
柏
で

の
生
活

の
方
が
長
く
な
り
、
名
実
共

に

私
に
と

っ
て
は
第
二
の
故
郷

で
あ
る
わ

け
で
す
。

二
〇

年
も
経
て
ば
、
当
時

の
新
居
で

も
大
分
古
め
か
し
く
な
り
、
周
囲
に
は

立
派
な
住
宅
が
建
ち
並
ん
で
、
近
頃
は

す

っ
か
り
縮

こ
ま

っ
て
い
る
よ
う

に
感

じ
ら
れ
ま
す
。
然
し
、

こ
ん
な
わ
が
家

に
も
、　
一
つ
だ
け
他
に
は
な

い
と
思
う

珍
し
い
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。
暗

い
台

所
に
、
余
程
注
意
し
な

い
と
気
が

つ
か

な
い
額

か
か
け
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

こ
の
家

の
新
築
記
念
に
、
私

か
心
を
こ

め
て
清
書
し
て
掲
げ
た
五
観

の
偶

で
す
。

最
初

の
頃
は
台
所
で
食
事
を
し
て
い
た

の
で
、
家
族
全
員
唱
和
し
な
か
ら
有
難

く
ご
飯
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
か
、

や
か
て
長
男
は
亡
く
な
り
、
娘
は
他
家

に
嫁
ぎ
、
食
事
も
居
間
で
す
る
よ
う
に

変
る
な
ど
し
て
、
そ
の
後

は
さ

っ
ぱ
り

神
　
一戸
　
　
　
正

活
用
さ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
台
所

の

水
道
工
事
に
来
た
職
人
さ
ん
が
、
ふ
と

こ
の
額
を
な
か
め
て
思
案
顔

に
、

「
お

宅
は
お
坊
さ
ん
の
出
で
す
か
」
と
家
内

に
尋
ね
た
そ
う

で
す
。

な
ん
と
か
孫
達

で
も
今
少
し
大
き
く
な

っ
た
ら
、
額

の

模
様
替
え
で
も
し
て
、
昔
の
様
に
み
ん

な
で
五
観

の
儡

を
唱
和
し
な
か
ら
、
有

難
く
ご
飯
を
い
た
だ
き
た
い
も
の
だ
と

念
願
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
昭
和

一
〇
年
頃
だ

っ
た
と
思

い
ま
す

が
、

そ
の
当
時
、

私
は
信
州

の

高
瀬
川
系
の
発
電
所

に
勤
務
し
て
お
り

ま
し
た
。

確
か
こ
の
地
域

の
産
業
報
国

会

か
催
し
た
行
事
だ

っ
た
と
思

い
ま
す
。

大
町
市
の
郊
外
に
あ
る
大
沢
寺
と
い
う

曹
洞
宗

の
お
寺
に
、
企
業

の
幹
部
職
員

を
集
め
て
、

二
泊
位

い
の
参
禅
会
が
あ

り
ま
し
た
。
私
も
初
め
て
こ
の
参
禅
会

な
る
も
の
に
参
加
し
て
、
ど
ん
な
こ
と

を
し
た
の
か
、
細

か
い
こ
と
は
忘
れ
て

し
ま

い
ま
し
た
か
、
兎
に
角
、
自
然

に

身

か
引
き
締
る
程
の
卓
越
し
た
行
事

の

連
続

で
、
感
激
し
て
帰
宅
し
た
こ
と
を

は

っ
き
り
憶
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
時
、

五
観

の
偶

を
喝
和
し
な
か
ら
合
掌
し
て

ご
飯
を
い
た
だ
い
た
事
な
ど
、
特

に
印

象
に
残

っ
て
い
た
も
の
で
す

か
ら
、

そ

の
後
三
〇
年
を
経
た
わ

か
家

の
新
築
記

念
に
、
自
作

の
額

か
出
来

た
わ
け
な
ん

で
す
。

尚
こ
の
大
沢
寺
は
、
私

が
現
在

世
話
人
を
し
て
い
る
長
全
寺
の
、
亡
く

ら
れ
た
先
住
谷
内
老
師

か
立
身

の
寺

で

あ
る
と
承
り
、
因
縁

の
深

さ
を
痛
感

い

た
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
増
し

て
、
現

在
お
世
話

に
な

っ
て
お
り
ま
す
龍
泉
院

参
禅
会

の
ご
住
職
、
椎
名
老
師
と
亡
く

な
ら
れ
た
谷
内
老
師
と
は
、
最

も
深

い

関
係

か
お
あ
り
に
な
り
ま
す
の
で
、
更

に
更
に
仏
縁
の
深

き
を
感
ず
る
次
第

で

あ
り
ま
す
。

柏
の
長
全
寺
で
も
、
船
本
老

師

の
頃
、

坐
禅
と
詩
吟
の
会
と

い
う
企
画

か
出
来

て
、
渡

辺
慧
教
さ
ん
ご
兄
弟
に
ご
指
導

を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
有
難

い
こ
と
だ
と
感
謝

し
て
お
り
ま
し
た

か
、

色

々
な
ご
事
情
も
あ

っ
た

の
で
し

ょ
う
、

余
り
長
く
続

か
ず

に
尻
切
れ
と

ん
ぼ
に

終
り
ま
し
た
。

そ
の
頃
、

又
渡

辺
慧
教

さ
ん
の
瑞
世
式

か
永
平
寺

で
行

わ
れ
ま

し
た
。
ど
ん
な

こ
と
を
な
さ
る

の
か
興

味
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、

お
伴

を
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
こ
と

か
あ
り
ま
す
。
確

か
三
日
間
位

で
あ

っ
た
と
記
憶
し
て
お

り
ま
す
。
そ
の
儀
式

た
る
や
、
実

に
す

ば
ら
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の

間
、
出
来
る
だ
け
修
行
僧

の
方

々
と
行

動
を
共
に
し
、
朝
夕

の
坐
禅
な
ど
も

一

緒

に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
在
家

で
は
出
来
な

い
、　
ほ
ん
と
う
に
す
が
す
が

し

い
山
内

の
気
分

を
味
わ

ゝ
せ
て
い
た

だ
き
、
此
の
上
な
き
感
激

で
し
た
。

昨
年
の
五
月

に
は
、
千
葉
県

で
行
わ

れ
た
授
戒
式
に
参
加

し
て
、
お
血
脈
と

か
安
名

を

い
た
だ
き
、
私

の
八
〇
年
の

人
生

に
も
さ

ゝ
や
か
な
か
ら
信
心

の
灯

し
火

か
か
か
や
き
だ
し
た
よ
う

に
思

い

ま
す
。
折
角

の
こ
の
灯
し
火

を
大
切
に

守
り
な
か
ら
、

龍
泉
院
参
禅
会

の
導
師

様

の
ご
高
徳
に
ひ
た
り
、
優
秀
な
会
員

の
皆
様
の
ご
指
導

に
よ
り
、

こ
れ

か
ら

の
余
生
を
た
の
し
く
感
謝

し

て
送
り
た

い
も
の
だ
と
念

じ
て
お
り
ま
す
。

龍

泉
院
参
禅

会
、

『
禅
文
化

』

誌
上
で
紹
介

さ
れ
る

禅
文
化
の
啓
蒙
誌
と
し
て
知
ら
れ
る

『
禅
文
化
』
第

一
一
七
号

（
一
九
八
五

年
七
月
刊
）
誌
上
に
、
当
龍
泉
院
参
禅

会
の
概
要
が

一
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。
本
誌
は
、
京
都
の
花
園

大
学
内
に
あ

っ
て
、
禅
の
学
術
研
究
と

文
化
の
向
上
を
目
ざ
す
財
団
法
人
禅
文

化
研
究
所
発
行
の
季
刊
誌
で
す
。

③



作
刀
と
坐
禅

国

釈
迦
如
来

・
達
磨
大
師

・

御
師
家
様

に
詫

び
る

船
橋
市

森

岡
　
俊
雄

結
論
を
先
に
申
し
ま
す
と
、
私
は
馬

鹿
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
お
聞
き
下
さ
い
。

も
う
三
年
も
前
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
、

拙
出
が
猛
練
習
を
し
て
も

一
向
に
腕
が

上
ら
ず
困

っ
て
い
た
時
の
話
で
す
。

昔
か
ら

「
釈
迦
は
六
年
、
達
磨
は
九

年
」
と
申
し
ま
す
。
月
例
坐
禅
の
茶
話

会
の
席
で

「
六
年
だ
の
、
九
年
だ
の
と

全
く
腹
が
立

つ
、
私
は
五
〇
年
近
く
作

刀
を
重
ね
て
全
々
駄
目
だ
」
、
と
発
言

い
た
し
ま
し
た
。
意
に
ま
か
せ
た
不
用

意

の
発
言
と
は
い
え
、
お
釈
迦
様
と
達

磨
大
師
を
引
合

い
に
し
て
拙

工
と
比
較

し
よ
う
と
言
う

の
で
す
か
ら
、
世
の
中

に
こ
れ
程
失
礼
な
発
言
は
あ
り
ま
せ
ん
。

後

で
段

々
と
気
が

つ
い
て
き
た
の
で

す
が
、
何
故
釈
迦
如
来
は
六
年
の
御
修

行

で
成
道
し
、
拙

工
の
刀
は
五
〇
年
間

や

っ
て
み
て
、
何
故
駄
目
な
の
か
。

こ

こ
が
判
り
ま
せ
ん
と
、

こ
の
非
礼

に
対

し
て
お
詫
び
に
は
な
ら
な

い
と
思

っ
た

の
で
す
。

そ
こ
で
、

や

っ
と
そ
れ
が
判

っ
て
参

り
ま
し
た
。
と
申
し
ま
す
の
も
、　
一
〇
年

も

〃
チ

ン
グ
ラ
、
チ

ン
ダ
ラ

〃
の
坐
禅

が
全
然
成

っ
て
な
い
の
が
判

っ
て
き
た

か
ら
で
す
。

よ
く
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
坐
禅
は

「
調
身
」
、

「
調
息
」
、

「
調
心
」
、

す
な
わ
ち
姿
勢
、
呼
吸
、
心
、
と
入

っ

て
行
く
の
で
し

ょ
う
が
、
拙

工
は
も
う

姿
勢

の
点

で
駄
目
で
、
呼
吸
だ
の
心
だ

の
の
段
階
で
は
な
い
の
で
す
。

―
―
‐
　
坐
禅
の
型
が

な

っ
て
い
な
い
　
―
―
―

こ
ゝ
ま
で
判

っ
て
参
り
ま
す
と
、
拙

工
は
刀
工
を
し
て
刀
を
打

つ
型
が
な

っ

て
い
な

い
。

こ
の
辺
の
と
こ
ろ
で
す
。

釈
迦
如
来

や
達
磨
大
師

の
坐
禅

は
、

「
型
」
と

「
呼
吸
」
と

「
心
」
が
完
璧

で
あ
る
。
だ
か
ら
拙
工
は
、
刀
を
打

つ

型

の
完
成
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と

つ
く
づ
く

に
合
点
し
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
本
堂

に
行

き
釈
迦
如
来

に

お
詫
び
を
し
、
席

に
戻

っ
て
師

に
詫
び
、

家
に
帰

っ
て
永
平

寺
の
楢
崎
通
元
老
師

が
画
か
れ
た

「
結
果
自
然
」

の
賛

が
あ

る
達
磨
大
師

の
像

に
お
詫
び
し
ま
し
た
。

だ
が
こ
れ

で
お
詫
び

が
済

ん
だ
と

は

思

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
現
在
手

に
入
る

材
料

の

「
玉
鋼

」
は
、
砂
鉄
採
集

の
段

階

で
昔
通
り

の
も
の
で
は
な
く
、
誰
れ

が
打

っ
て
も
相
州
伝

の
極
意
を
行
く
刀

は
出
来
ま

せ
ん
の
で
、

そ
れ
に
追
る
刀

が
拙

工
に
出
来
た
時
、
本
当

の
お
詫
び

が
出
来
る
、
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

禾日

パ

ン

⑨

和
服
が
通
常

の
服
装
で
あ

っ
た
昔
、

商
家

の
小
僧
さ
ん
た
ち
は
板
の
間
に
正

坐
し
て
食
事
さ
せ
ら
れ
た
と
か
、
女
学

校
で
は

「
礼
法
」
と
い
う
礼
儀
作
法
を

教
え
る
時
間
が
あ

っ
た
と
か
、

き
ち
ん

と

「
坐
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
生
活

の

中

の

一
つ
の

マ
ナ
ー
と
し
て
大
切
に
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
椅
子

の
生
活

が
普
及
し
、

ジ
ー
パ
ン
の
出
現
す
る
時

代
に
な
り
ま
し
た
。
女
性
も
内
股
で
歩

く
必
要
が
な
く
な

っ
た
わ
け
で
す
。

坐
る
と
脚
の
恰
好
が
悪
く
な
る
、　
ス

タ
イ

ル
が
悪
く
な
る
と
、

親
も
娘
を
な

る

べ
く
坐
ら
せ
ま
い
と
す
る
よ
う
に
な

り
、

「
坐
り
だ

こ
」
は
年
輩

の
女
性
た

ち
だ
け

の
知

っ
て
い
る
も

の
に
な

っ
て

し
ま

い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が

一
方
、

近
来
、
成
人
式
や

大
学

・
短
大

の
卒
業
式
に
な
る
と
、

ほ

と
ん
ど

の
若

い
女
性
が
和
服
を
着
る
の

が
流
行

に
な
り
ま
し
た
。
お
茶
や
お
花

な
ど
の
稽
古
ご
と
も
、

年
ね
ん
盛
ん
に

な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、

そ
れ

は
、

た
だ
流
行
だ
か
ら
だ
と
か
、

見
栄

か
ら
だ
、

と
ば
か
り
は
い
え
な
い
の
で

は
な
い
で
し

ょ
う

か
。

「
和
服
」
と

「
洋
服
」
の
違
い
は
、

洋
服
が
あ
く
ま
で
も

「
立
ち
姿
」
を
想

定
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

和
服
の
方
は

「
立
ち
姿
」
を
も
ち
ろ
ん

考
慮
し
て
い
ま
す
が
、

同
時

に

「
坐
り

姿
」
の
美
し
さ
に
充
分

に
気
を

つ
か

っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、

と
い
ゎ
れ
て

い
ま
す
。

と
す
る
と
、

彼
女
た
ち
が
、

和
服
に
関
心
を
抱
く
そ
の
背
後
に
は
、

無
意
識

の
う
ち
に

「
坐
る
」
こ
と

の
よ

さ

・
美
し
さ
を
求
め
た
い
と

い
う
気
持

ち
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ

な
の
に
、
坐
る
た
め
の
マ
ナ
ー
は
教
え

ら
れ
て
い
な

い
、

そ
こ
に
問
題
が
あ
る

わ
け
で
す
。

（
曹
洞
宗

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
２
「坐
る
」
よ
り
）

院 き」を入れる森岡さん



沼

南

雑

記

〔参
禅
会
記
録
×

丙
ほ

座
談
の
司
会
者

四
月
二
八
日
　
晴
　
一
一九
名

（
藤
原
　
公
）

終
了
後
裏
山
に
て
〃
筍
掘
り
修
乞
行
う

五
月
二
六
日
　
墨
〓　
二
五
名

（
富
田
文
子
）

六
月
二
三
日
　
晴
時

々
曇
　
一
一
五
名

（
沢
村
国
勝
）

七
月
二

一
日
　
晴
　
一
一
五
名

（
三
町
　
勲
）

八
月
二
五
日
　
晴
　
一壬
二
名

（
高
間
利
介
）

九
月
二
二
日
　
墨
本　
一
一
五
名

（
森
岡
俊
雄
）

成
道
会
坐
禅
、
本
年
は

一
二
月

八
日

（
日
曜
）
に
開
催
決
定
。
実
行
委
員

は

寺
田
健
二
、
徳
山
浩
の
両
氏

に
お
願

い

い
た
し
ま
し
た
。

古
来
、

『
碧
厳
集

』
と
共

に
禅
門

の

双
璧
と
称
さ
れ
る
二
大
祖
録

の

一
で
、

特

に
洞
門

で
重

ん
じ
ら
れ
た
の
が

『
従

容
録

』
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
会
員

の

皆
様
に
紹
介
し
た
い
旨
を
お
願

い
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、

「
従
容
録

に
学

ぶ
」
の

玉
稿
を
頂

き
、

こ
こ
に
連
載

い
た
し
ま

ま
す
。
第

一
回
は
達
磨
忌

（
一
〇
月

五

日
）
に
ち
な
み
、

「
達
磨
廓
然
」

で
す
。

難
し
い
漢
語
は
現
代
人
に
は
仲

々
な
じ

み
ま
せ
ん
が
、
椎
名
老
師

の
解
説

と
相

●
発

●
印

ま

っ
て
禅

の
風
光
を
味
わ

っ
て
頂

き
た

く
存

じ
ま
す
。

八
月

一
六

日
、
恒
例

の
大
施
餓
鬼
会

が
行

わ
れ
た
。

炎
熱
下
、
蝉

し
ぐ
れ
、

人
い
き
れ

の
中

に
導
師

の
香
語
を
読
む

声

が
朗

々
と
響

い
た
。

こ
の
中
で

「
如

何
が
相
通
ぜ
ん
」
と
述

べ
ら
れ
た

一
語

が
、
特

に
味
わ

い
深
く
感
じ
ら
れ
た
。

前

日
は
終
戦
記
念

日
、
戦
後
四
十
年

目
の
記
念

日
を
猛
暑

の
内

に
迎
え
た
が
、

戦
後
体
験

の
あ
る
世
代

は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
過

ぎ
来
し
方

に
想

い
を
寄

せ
た
に
違

い
な

い
。
今
回

の
戦
争
を
知
ら
な

い
世

代

の
有
村

さ
ん
が
、
先

の
戦
争

に
思

い

を
馳
せ
て
感
銘
深

い

一
文
を
寄

せ
ら
れ

た
。

ま
た
最
年
長

で
お
ら
れ
る
神
戸
氏

は
、

む
し
ろ

「
さ

ゝ
や
か
」

の
表
題

は

取
り
去

っ
た
方

が
適
切
な

「
信
」

の
足

跡
を
披
渥

し
て
下
さ

っ
た
。

そ
し
て
、

各
世
代

の
方

々
が

そ
れ
ぞ
れ

に
自
己
を

真
実
語

で
語

っ
て
下
さ
る
と

き
、

世
代

を
越

え
て
、
何

か

「
相
通
じ
る
」
世
界

が
し
て
な
ら
な

い
。

道
元
禅
師
は

「
諸
時

と
ま
ど
か
に
通

ず
る
が
ゆ
ゑ
に
」
と

い

っ
て
ぉ
ら
れ
る
。

男
女
、
老
若
を
越
え
、
場
所

と
し

て
は

「
こ

ゝ
」
、
時
間
的

に
は

「
い
ま
」
、

全

て
こ
と
ご
と
く
現
成

し
、

通
じ
合

っ

て
い
る
と

こ
ろ
＝

坐
禅

か
ら

の
出
発
が

「
如
何
相
通
」
と
言

わ
し
め
る
の
か
も

し
れ
な

い
。
　

　

　

（
節
光
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記
）
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