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容
録
を二

学
ぶ

(Ell

第

二

一
則
　
帯云
巌
掃
地

〔
示
衆

〕

衆

に
示
し

て
云
く
、
迷
悟

を
脱
し
、
聖

凡
を
絶
す
れ

ば
、
多
事

な
し
と
雖

も
、
主
賓
を
立

て
貴
賤
を
分

つ

こ
と
は
、
別
に
是

れ

一
家

な
り
。
材
を
量

っ
て
職

を

授
く
る

こ
と
は
即
ち

な
き

に
あ
ら
ず
。
同
気
連
枝

、

作
磨

生

か
会
す
。

〔
本
則

〕

挙
す
、
雲
巌
掃

地

の
次

い
で
、

（
沙
弥

・
行
童

、
気

力
を
得
ず
。
）
道
吾

云
く

、
太
区
区
生
。

（
兵
を
埋

ん

で
闘

を
挑

む
。
）
巌

云
く
、
須

ら
く
区
区

な
ら
ざ

る
者
あ
る

こ
と
を
知

る

べ
し
。

（
惜
じ
む
べ
し
、
話

両
檄

と
作

る

こ
と
を
。
）

吾
云
く
、
懲
藤
霧

ら
ば
則

ち
第

二
月
ぁ
り

や
。
　
Ｔ
一里
に
第

二
に
止
ま
ら

ん
や
、

百
千

万
箇

。
）
巌

、
掃
等

を
提
起

し

て
云
く
、
這
箇

は
是
れ
第
幾
月

ぞ
パ
水
昌
宮
裏

よ
り
出
頭

し
来

る
じ

吾
、
便
ち
休

し
去

る
パ
尽
く
不
言

の
中

に
在
り
。
）

玄
沙

云
く
、
正
に
是
れ
第

二
月
。

（
一
人
虚
を
伝

う

れ
ば
、
万
人
実

を
伝

う
。
）
雲
門

云
く
、
奴
は
婢

を

見

て
殷
勤
。

（
邪
に
随

っ
て
簸
箕

を
撲

つ
。
）

雪
Ｊ晟
尋
化

①



雲
巌
曇
晟
禅
師
（
七
八
二
～
八
咽
江
短

紐
諄
呻
紳
暉
師
艦

Ю
雲。系
輛

曇。で
誡
ド
断
面

良
倫
、
と
い
う
地
位
に
あ
る
重
要
な
祖

師

で
す
。

『
従
容
録

』
で
こ
の
方
を
テ

ー

マ
と
す
る
則
は
、

ほ
か
に
第
五
四
則

の

「
雲
巌
大
悲

」
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
曇
晟
さ
ま
が
禅
道
場
を
開
か

れ
た
雲
巌
山
は
、
湖
南
省
酷
陵
県

の
中

心
か
ら
西
南
四
七
キ
ロ
に
位
置
し
ま
す
。

わ
た
く
し
が

一
九
八
三
年

の
秋
に
訪
れ

た
時
、
寺
址
は
水

口
山
林
場
事
務
所
と

な

っ
て
い
て
、
寺

の
建
物
は
荒
れ
は
て

た
鶴
音
台

一
棟
を
残
す
だ
け
で
し
た
。

た
ず
ね
当
て
た
歴
住
者

の
石
塔
は
、
事

務
所

の
右
隣
り
に
立

つ
小
学
校

の
庭
で
、

テ
ー
ブ

ル
と
イ

ス
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、

こ
こ
は

一
千
年
以
上
も
前

に
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
洞
山

・
道
吾

・
石

霜
な
ど
が
修
行
し
た
道
場
で
あ
り
、
山

は
九
峰
が
と
り
囲
む
景
勝

の
聖
地
で
す
。

本
則
に
み
え
る
道
吾

は
、
道
吾
山

の

円
智

で
、
雲
巌

の
実
兄
と
さ
れ
る
人
。

玄
沙
は
か

の
「
尽
十
方
世
界

一
顆
明
珠

」

を
説

い
た
玄
沙
師
備
、
雲
門
は
雲
門
宗

を
開

い
た
雲
門
文
侶

の
こ
と
で
、
と
も

に
唐
代

の
禅
匠
た
ち

で
す
。

ま
ず
、
雲
巌

の

〔
示
衆

〕
の
大
意
は
、

迷
悟
や
凡
聖
な
ど

の
相
対
を
離
れ
た
心

こ
そ
大
安
心

の
世
界

で
あ
る
が
、
平
等

の
中

に
も
差
別

の
あ
る
道
理
が
わ
か
る

か
、
と
い
う
問

い
か
け
で
す
。
同
気
連

枝
と
は
、
異
体
同
心
の
兄
弟

の
こ
と
。

宏
智

の

〔
本
則

〕
は
、

こ
れ
を
う
け

た
公
案

で
す
。
雲
巌
が
掃
除
を
し
て
い

た
時
、
道
吾
が
大
区
区
生
、
つ
ま
り
「
大

へ
ん
ご
苦
労
さ
ま

」
と
ね
ぎ
ら

っ
た
。

す

る
と
雲
巌
は
、

「
一
向

に
骨
の
折
れ

な

い
も

の
も
あ
り
ま
す
よ

」
と
い
う
と
、

道
吾

「
そ
れ
な
ら
ば
、
区

々
と
不
区

々

の
二

つ
に
な
り
ま
し
ょ
う

」
と
。
第
二

月
と
は
、

目
を

こ
す

っ
て
月
を
み
る
と
、

あ
た
か
も

二

つ
の
月

の
よ
う
に
み
え
る

こ
と
。
そ

こ
で
雲
巌
は
、
持

っ
て
い
た

等
木
を
さ
し
上
げ

て
、

「
こ
の
第
木
は

幾
月
か
な

」
と
い
う
と
、
道
吾
は
静
か

に
黙
し
た
、
と
い
う
話
で
す
。

後
に
玄
沙
が

コ
メ
ン
ト
を

つ
け
て
、

わ
し
か
ら
み
れ
ば
や
は
り
第

二
月
だ
、

と

い
い
、
雲
門
は
、
下
男
と
下
女

の
親

交
す
る
場
所
は
主
人
の
出
る
幕
で
は
な

い
、
と
面
白

い
評
を
く
だ
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
万
松
は
雲
巌

の

「
第
幾
月
ぞ

」

と
道
吾

の
黙
し
た
態
度
を
高
く
評
し
、

玄
沙

の

コ
メ
ン
ト
は
邪
法
、
雲
門

は
大

言
に
す
ぎ
る
と
評
し
て
い
ま
す
。

こ
れ

は
、
け
な
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
大

宗
匠
た
ち
は
み
な
第

一
義
か
ら
そ
れ
て

は
い
な

い
、
と
ほ
め
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
本
則

の
眼
目
は
、
雲
巌
が
、
本

来

の
面
目
以
外
に
、
も
う

一
人
の
自
分

な
ど
あ
り
え
な

い
こ
と
を
教
え
た
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
。
と
同
時
に
、
ま

っ
さ

ら
で
平
等

一
色

の
本
来
面
目
も
、
具
体

的
に
は
千
差
万
別

の
現
象
と
し
て
現
わ

れ
て
い
る
道
理
を
も
示
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、

こ
う
し
た
深

い
仏
法

の
第

一

義
を
、
唐
代

の
禅
者
た
ち
は
、
あ
り
ふ

れ
た
清
掃
作
務
を
し
な
が
ら
、
互

い
に

確
か
め
あ

っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
し
て

出
家
は
雲
巌
が
先

で
す
か
ら
、
法

の
上

で
は
兄
弟
子

で
、
法
を
求
め
る
仲
間
同

志
の
親
切
さ
に
打
た
れ
る
思
い
が
し
ま

す
。雲

巌

の
も
と
か
ら
、
曹
洞
宗
を
開

い

た
洞
山
が
打
ち
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。
洞

山
は
、
雲
巌
か
ら
無
情
説
法

の
道
理
を

聞

い
て
悟
れ
ず
、
そ

の
も
と
を
去

っ
て

大
河
を
渡
る
と
き
、
水
に
映
る
己
れ
の

影
を
み
て
大
悟
徹
底
し
、
有
名
な

「
洞

山
過
水
偶

」
を
詠

じ
ま
し
た
。

ま
だ
雲
巌

に
学
ん
で
い
た
こ
ろ
、
施

主
か
ら
チ

マ
キ
の
ふ
る
ま
い
が
あ
り
ま

し
た
。
五
月
五
日
の
端
午

の
節
句
で
、

禅
寺

で
は
た

い
へ
ん
な
ご
馳
走
で
す
。

雲
巌
が
大
衆

に
く
ば

っ
た
時
、
洞
山
だ

け
は
ま
た
手
を
出
し
、

「
も
う

一
人
お

り
ま
す
。
」
雲
巌
「
だ
れ
か
ま
だ
食

べ
な

い
の
か
ね
。
」
「
い
え
、
い
た
だ
い
た
ら

食
べ
ま
す

」
と
。

お
わ
か
り
で
し

ょ
う
か
。

両
者

は
チ

マ
キ
に
ち
な
ん
で
、
や
は
り
本
来

の
面

目
に

つ
い
て
確
か
め
合

っ
て
い
る

の
で

す
。

『
祖
堂
集

』
と
い
う
禅
語
録
に
出

て
い
る
間
答
で
す
が
、

こ
ん
な
話
し
は

無
数
に
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
唐
代

の
禅

者
た
ち
が
、
何
と
も
大
ら
か
で
く

っ
た

く

の
な

い
ま
ま
に
、
あ
り
ふ
れ
た
日
常

生
活
を
、
す

べ
て
道

の
た
め
に
生
き
、

法
の
た
め
に
行
じ
た
生
き
ざ

ま
が
感
じ

ら
れ
、
す
が
す
が
し
い
ば
か
り
で
す
ね
。

わ
た
く
し
た
ち
も
、
道
を
求
め
れ
ば
、

そ
れ
は
脚
下
に
あ
り
ま
す
。
掃
き
掃
除

を
す
る
と
き
、
わ
た
く
し
は
い
つ
も
師

匠
が

「
筆
木
を
使
う

の
は
字
を
書
く

の

と
同
じ
さ

」
と
い

っ
て
い
た

の
を
思
い

出
し
ま
す
。
す
る
と
、
草
と
り
や
庭
は

き

の
作
務
が
あ
り
が
た
く
な
り
ま
す
。

こ
の
、
あ
り
が
た

い
と
思
う
心
こ
そ
、

本
来

の
面
日
で
は
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。

「
行
も
ま
た
禅
、
坐
も
ま
た
禅

」

と

い
い
ま
す
。
少
し
で
も
坐
と
同
じ

レ
ベ

ル
で
、
生
活
を
行
じ
た
い
も

の
で
す
。

雲巌山の現況

②
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第四回成道会参加者―同 (S61.12。 7)

第
四
回
成
道
会
を
厳
修

昨
年

一
二
月
七
日

（
日
）
午
前
九
時

か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま

の
成
道
を
祝
し
て
、

参
禅
会
員
四

一
名

（
男
三
二
、
女
九
）

が
龍
泉
院
に
集

い
、
御
老
師
な
ら
び
に

二
名

の
随
喜
僧

の
ご
指
導
を

い
た
だ
き
、

第
四
回
成
道
会
が
厳
粛
に
行
な
わ
れ
ま

し
た
。

行
事
は
、
三
〇
分
ず

つ
の
報
恩
坐
禅

を
二
回
、
間
に

一
〇
分
間

の
経
行

（
歩

行
禅
）
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

つ
づ

い

て
お
釈
迦
様

の
成
道
を
た
た
え
る
読
経

供
養
が
あ
り
、
最
後

に
御
老
師
よ
り
法

話
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
御
法
話

の
中

で
特
に
心
に
残
り
ま
し
た
こ
と
は
、

■
　
苦
し
み
、
悲
し
み
は
、
ま
た

一
つ

の
道
を
開
か
せ
て
も
ら
え
る
も

の
で

あ
る
こ
と
。

２
．

参
禅
会
に
集
ま
る
人

々
は
、
皆
求

道
者
で
あ
り
、
求
道
者

の
い
ち
ば
ん

心
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
、

思

い
あ
が
り
で
あ
り
、
ど
う

い
う
心́

が
ま
え
で
、
何
を
す
る
か
、
常

に
謙

虚

で
な
く
て
は
、
正
し
く
物
を
見
る

こ
と
が

で
き
な
い
。

な
ど
を
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
、
八
正

道
の
実
践
を
あ
ら
た
め
て

一
同
、
心
い

た
し
ま
し
た
。

終

っ
て
昼
食
、
記
念
撮
影
、
反
省
会

の
順
序
で
午
後

一
時
半
に
終
了

い
た
し

ま
し
た
。
食
事
は
、　
一
緒

に

「
五
観

の

偶
文

」
を
唱
え
、
精
進
料
理
を
お
い
し

く
い
た
だ
き
、
心
新
た
な

一
日
を
終
り

ま
し
た
。

〔
参
加
者

〕

木
村
誠
治
、
宗
藤
幸
生

（
以
上
僧
職
）

青
柳
守
英
、
安
野
昌
彦
、
安
野
み
ね
子
、

五
十
嵐
嗣
郎
、
石
井
勇
、
小
畑
節
朗
、

新
井
徹
、
新
井
み
ち
子
、
片
桐
亮
、

加
藤
健
之
、
金
崎
央
、
川
上
寿
美
子
、

河
谷
博
、
久
保

田
ア
ヤ
、
杉
浦
上
太
郎
、

神
戸
正
、
高
野
千
代
子
、
武
山
喜
代
子
、

小
嶋
進
、
小
嶋
喜
子
、
上
平
瀬
浩
、

佐
藤
征
志
、
沢
村
国
勝
、
塩
崎
康
之
、

四
宮
清
二
、
下
村
忠
男
、
添

田
昌
弘
、

高
間
利
介
、
武
田
博
志
、
寺
田
健
二
、

富
田
文
子
、
平
沢
満
代
、
森
岡
俊
雄
、

原
力
三
郎
、
三
浦
邦
彦
、
村
井

ハ
マ
、

三
町
勲
、
森
正
、
徳
山
浩
、
渡
来
正
夫
、

八
木
下
真
司

（
以
上
会
員
、
順
不
同
）

③



成

道

会

の

ご

挨

拶

成
道
会
も
だ
ん
だ
ん
に
回
を
重
ね
る

に

つ
れ
て
風
格
が
出
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
は
、

日
頃

の
老
師

の
真
摯
な

ご
薫
陶
と
み
な
さ
ま
の
精
進

の
結
果

の

賜
と
同
慶
に
存
じ
ま
す
。

さ

て
、
先
日
バ

ス
の
中

で
小
耳
に
は

さ
ん
だ
乗
客

の
話
を
お
伝
え
し
ま
す
。

多
分
ど
こ
ぞ

の
学
校

の
先
生
と
若

い
生

徒
と
推
察
し
ま
す
が
、

「
蛍
校

の
校
風
、
即
ち
文
化
的
伝
統

が

で
き
上
る
に
は
二
〇
年
か

ゝ
る
。
創

立
時
代
、
校
長

の
苦
労
は
こ
の
基
礎
作

り
の

一
点

に
集
中
さ
れ
る
ど
と

い
う

こ

と
で
、

わ
た
く
し
は

「
な
る
程
大
切
な

こ
と
だ
」
と
思

っ
て
聞

い
て
お
り
ま
し

た
。こ

ち
ら

の
参
禅
会
は
始
ま

っ
て
漸
く

一
六
年
、

こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
龍
泉
院

の
、

い
や
千
葉
県

の
伝
統
的
文
化
行
事

に
な
る
。

ひ

ょ
っ
と
す
る
と
、
わ
れ
わ

れ
同
人
が

二

一
世
紀
に
贈
る
最
大
遺
産

の

一
つ
に
な
る
。

こ
う
考
え
て
今
後

の

精
進
に
努
め
た

い
も

の
と
存

じ
ま
す
。

ま
た
、
来
年
か
ら
は
わ
れ
わ
れ

の
重

要
行
事
と

い
う
か
、　
一
里
塚
と
し
て

一

泊
参
禅
、
大
施
餓
鬼
会
、
成
道
会
、

こ

の
三

つ
の
山
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
な
す
と

い
う

の
で

沼
南
町
　
　
一呂
　
間
　
利
　
介

は
な
く
、
自
然
発
生
的

に
こ
う
な
る
の

で
は
な

い
か
と
考
え
る
次
第

で
あ
り
ま

す
。今

日
の
洵
に
意
義
あ
る
参
禅

に
今
後

の
報
恩
を
誓
う
と
共
に
愚
考

の

一
端
を

述
べ
、
老
師
、
諸
先
輩

の
お
導
き
に
感

謝
申
し
上
げ
、
幹
事
、
裏
方
を

つ
と
め

ら
れ
た
御
方

々
の
ご
苦
労
に
も
、
今
後

お
か
え
し
の
努
力
を
続
け
る
こ
と
を
お

誓
い
致
し
ま
す
。

寒
さ
を
忘
れ
る

一
瞬

ご
縁
が
有
り
ま
し
て
、
昨
夏
よ
り
共

に
坐
ら
せ
て
頂

い
て
お
り
ま
す
。
以
前

か
ら
い

つ
か
は
坐
り
た

い
と

思
い
つ
つ

も
、
と
り
あ
え
ず
書
物
を
読
み
な
が
ら

数
年
を
過
し
ま
し
た
。

「
書
物
禅

」
と
言
え
ば
、
「
野
狐
禅
」

ほ
ど
で
は
な

い
に
し
て
も
、
蔑
称

に
は

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
蔑
視

の
対
象
は
あ
く
ま
で

「
書
物
禅

」
で
あ

り
、

「
書
物

」
で
は
な

い
こ
と
に
最
近

気
付
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

昨
年

『
碧
巌

』
の
釈
註
本
を
入
手
し

読
み
進
む
う
ち
、
椎
名
老
師
様

の
文
献

が
引
用
さ
れ

て
い
る
の
を
見

つ
け
ま
し

た
。
成
道
会

の
点
心

の
後
で
そ
の
本
を

お
見
せ
し
ま
し
た
所
、
公
案
集
を
読
み

切
る
た
め
の
要
点
等
を
御
指
導
下
さ
り
、

最
後
に

「
良

い
本
、
本
物
を
読
ま
な

い

と
い
け
ま
せ
ん

」
と
お

っ
し

ゃ

っ
て
下

さ
い
ま
し
た
。

昨
今

の
仏
教
書
ブ
ー
ム
で
、
書
店

に

行
く
と
沢
山

の
本
が
並
ん
で
お
り
、
中

で
も
禅
関
係

の
書
物
が

一
番
多

い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
印
度
か
ら
中
国

に
禅
が
伝
わ

っ
て
間
も
な
く

の
頃
か
ら
、

「
不
立
文
字

」
の
禅
に
文
書
が
多

い
こ

と
も
、
―
後
世

の
求
道
者

へ
何
か
を
伝

え
ず
に
は
お
ら
れ
な
か

っ
た
御
先
達

の

船
橋
市
　
　
加
　
藤
　
健
　
之

大
慈
悲
心
の
結
晶
―
と
有
難
く
受
け
と

め
た
い
と
思

い
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も

本

の
数
が
多
く
、
全
て
を
読
破
す
る
こ

と
な
ど
、
死
神
と
競
争
し
て
も
無
理
の

よ
う
で
す
。

「
本
物
を
読
ま
な

い
と
い
け
ま
せ
ん

」

↓

「
真
贋
を
見
分
け
る
眼
が
要
り
ま
す
」

↓

「
ま
ず
坐
り
な
さ
れ

」
と
凡
夫

の
連

想
が
回
り
出
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
老
師

様
は
も

っ
と
も

っ
と
深
い
真
実
を
伝
え

て
い
ら

っ
し

ゃ
る

の
で
し

ょ
う
が
、
小

生
の
表
現
力
で
は
こ
こ
が
限
界
で
す
。

書
物

の
挿
絵
を
見
な
が
ら
、
家
で
数

回
坐

っ
て
見
ま
し
た
。
お
寺
様
に
来
て

坐
り
か
た
を
正
式

に
な
ら
い
ま
し
た
が

大
き
な
誤
ち
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
も
家
で
坐
り
ま
す
。

お
寺
様
に

来
る
前
と
同
じ
坐
相
だ
と
思

い
ま
す
が

大
き
な
安
心
を
い
た
だ
い
て
坐

っ
て
い

る

こ
と
が
、
決
定
的
に
違

っ
て
い
る
の

に
気
が

つ
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
精

進
し
て

一
日

一
日
を
努
力
し
て
行
き
た

い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

坐

り

は

じ

め

の

こ

と

④



イ

ン

ド

旅

行

記

０

１
ベ
ナ
レ
ス
の
仮
眠
室
で
―

し
て
駅

の
二
等
仮
眠
室

に
、
ホ
テ
ル
の

六
分
の

一
の
料
金
で
体
を
休
め
る
こ
と

に
な

っ
た
。

七
日
前

に
歩
き
回

っ
た
こ
と
も
あ

っ

て
、
親
し
み

の
あ
る
こ
の
地
で
何
人
か

の
リ
キ
シ
ャ
ワ
ー
ラ
ー
と
怒
鳴
り
あ

っ

た
。
陽
焼
け
し
た
細

い
足

で
穴
だ
ら
け

の
砂
利
道
を
人
力
車
引
き
は
大
変
に
違

い
な

い
。
し
か
し
降
り
際
、
交
渉
し
て

了
解
し
た
運
賃
を
と
ば
け
た
り
嘘
を

つ

く

の
で

つ
い
大
声
を
あ
げ

て
し
ま
う
。

時
間

の
観
念
は
既

に
イ

ン
ド
化
し
て
、

私
は
丹
念
に
乗
る
前

の
様
子
を
繰
り
返

え
す
。
発
音
が
悪
く
て
聞
き
違
え
た
と

言
訳
さ
え
す
る
。
根
負
け
す
る
の
は
い

つ
も
日
本
人

ツ
ー
リ

ス
ト
。
わ
ず
か
な

金
銭

で
解
決
す
る
な
ら
喧
嘩
は
避
け
、

言
い
値
を
払

っ
て
さ

っ
さ
と
日
程
を

こ

な
し
た
い
と
考
え
る
。
白
人
は
決
し
て

一
歩
も

ひ
か
ず
大
き
な
身
振
り
で
大
騒

ぎ
を
し
て
約
束
を
守
ら
せ
る
。

イ

ン
ド
人
同
士

で
は
、

ツ
ー
リ
ス
ト

の
半
分

の
料
金
で
乗
物
を
使
う
。
稀

に

顔
を
く

っ
つ
け
て
怒
鳴
り
合

っ
て
い
る

の
は
、
細
か

い
身
分

の
近

い
こ
と
を
示

し
て
い
て
あ

っ
さ
り
数
分
で
解
決
す
る
。

市
場
で
店
を
張
る
の
に
い
が
み
合

っ
た

り
邪
魔
を
す
る
と
、
喧
嘩

の
根
も
深
く
、

一
時
間
以
上
も
言
い
争

っ
て
い
る
。
四

〇
人
ほ
ど

の
大
き
な
人

の
輪

の
中
央
で

な
ん
と
も
必
死

の
形
相
、
警
官
が
輪

の

外
で

ニ
ヤ

ニ
ヤ
見
物
し
て
い
る
。
喧
嘩

の
当
人
た
ち
は
滅
多
に
手
を
出
さ
な

い
。

傍
を
通
り
か
か
る
人
た
ち
が
人
垣
を
大

き
く
し
、

こ
の
人
垣
を
見

つ
け

て
ス
リ

が
集
ま
る
。
な
ん
と
も
あ
か
ら
さ
ま
な

人
間
模
様
が
展
開
さ
れ
る
。

釈
尊

は
出
家
前
、
王
宮
か
ら
庶
民

の

様
子
を
み
て
考
え
込
ん
だ
と
い
う
。
説

話
に
し
て
も
、
イ

ン
ド
で
は
鮮
烈
な
光

景
に
い
つ
も
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。

い

わ
ば
原
色

の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
に
あ
る
。

街
は
雑
然
と
し
て
い
て
、
決
し
て
清
潔

で
は
な

い
が
、
事
物

の
実
体
は
む
き
出

し
で
あ
る
。
私

の
色
彩

へ
の
平
衡
感
覚

が
揺
ら
ぎ
だ
し
、
イ

ン
ド

の
色
に
鈍
感

に
な

っ
て
い
く
と
、
自
分
を
失

い
か
け

て
い
る
。
あ
る
韓
国
人
は
北

の
脅
威
を

説
き
な
が
ら
も
朝
鮮
人
と
し
て
の
同
胞

意
識
を
高
ら
か
に
言

い
放

っ
た
し
、
あ

る
ド
イ
ツ
人
は
ゲ

ル
マ
ン
の
血
を
誇
り

に
し
た
。
私
は
と

い
え
ば
、
他
国

で
パ

ス
ポ
ー
ト
の
番
号
を
記

入
す
る
と
き
だ

け

一
人

の
日
本
人
に
な
る
と

い
う
風
な

の
だ
。

開
け

っ
ぱ
な
し
の
三
階

の
窓
か
ら
、

絶
え
ま
な
く
汽
笛
が
聞

こ
え
、
白
煙
が

噴
き
上
が
る
。
照
明
の
消
え
た
大
部
屋

に
は
二
人
の
旅
行
者
が
綿

の
シ
ー
ツ
を

す

っ
ぽ
り
被

っ
て
眠

っ
て
い
る
。
窓
際

に
立

つ
と
大
き
な
黒

い
汽
車
が
ひ

っ
き

り
な
し
に
行
き
来
し
て
い
る
。
汽
笛
は

日
本

の
そ
れ
よ
り
優
し
い
音
色

で
長
く

鳴

っ
て
い
る
。
構
内
を
照
ら
す
電
灯

の

ネ
パ
ー
ル
か
ら
空
路

で
聖
地
バ

ナ
ラ

シ

（
ベ
ナ
レ
ス
）
に
舞

宝
戻

っ
て
き
た
。

し
と
し
と
降
る
雨
は
イ

ン
ド
で
は
珍
し

く
、
気
温
も

二
四
度
と
か
な
り
低
く
、

肌
寒
く
感
じ
る
。

空
港

か
ら
街
ま
で
は
タ
ク
シ
ー
で
四

〇
分
ほ
ど
、
鉄
道

の
駅
舎
が
近
づ

い
た

の
で
料
金
を
払
お
う
と
す
る
と
、
某

ホ

テ

ル
に
泊
れ
と
言

い
張
る
ば

か
り
で
受

詢
ら

な

い
。
そ

の
ま
ま

ホ
テ

ル
の
入

口

ま
で
運
ば
れ
て
車
を
止
め
た
。
翌
日
ガ

ャ
ー
ま
で
行
き
た
か

っ
た

の
で
、
と
に

か
く
駅
ま
で
行

っ
て
汽
車

の
時
刻
を
調

べ
予
約
を
取
る
こ
と
に
す
る
。

大
都
市

柏

市

　

武

田

博

志

で
あ

っ
て
も
汽
車
は

一
日
数
便
だ
け
、

曜

日
に
よ

っ
て
は
な
い
汽
車
も
あ
り
、

夜
行
は
必
ず
予
約
が
必
要

で
あ
る
。

ホ
テ

ル
の
前

で
所
在
な
げ

に
立

っ
て

い
た
大
男
が
、
駅
ま
で
案
内
す
る
、
と

走
り
寄

っ
て
き
た
。
プ
ラ

ッ
ト
ホ
ー
ム

の
端
を
よ
じ
登

っ
て
構
内
に
入
り
、
時

刻
表
の
前

に
立

つ
。
夜
行
は
翌
日
に
な

る
の
で
早
朝

の
列
車

に
乗
る
こ
と
に
し

た
。
さ

っ
そ
く
リ
タ
イ
ア

ニ
ン
グ

ル
ー

ム

（仮
眠
室
）

の
空
き
を
尋
ね
に
い
く
。

髭
を
蓄
え
た
浅
黒

い
男
が
椅
子
を
勧
め
、

待
て
と
言

っ
て
受
付
を
出
て
い

っ
た
。

や
が
て
白

い
イ

ン
ド
服

の
老
人
が

一
緒

に
入

っ
て
き
て
手
招

き
す
る
。

ホ
テ
ル
の

大
男

に
こ

っ
ち

へ
泊

地
　
る
よ
と
い
う
と
目
を

喘
　む
い
て呪
み、
く
や

ス
　
し
そ
う

に
ド

タ
バ

タ

ル
　
と
帰
って
い
った
。

べ
　
約
束

し
た

タ
ク
シ
ー

料
金

は
駅

の
構
内

で

強
引

に
手
渡

し
て

い

た
。か

く

し

て
、

安

心

⑤



下
で
、
巨
大
な

エ
ネ

ル
ギ
ー
の
塊
が
動

き
回

っ
て
い
る
。　
一
階
に
は
足

の
踏
み

場
も
な

い
ほ
ど
汽
車
待
ち

の
客
や
駅
を

寝
場
所
と
決
め
て
い
る
乞
食
た
ち
が
、

薄
布

や
毛
布

に
く
る
ま

っ
て
横
た
わ

っ

て
い
る
。
イ

ン
ド
の
活
気
を
集
約
し
た

よ
う
な
駅

の
様
子
で
あ
る
。
駅

の
ざ
わ

め
き
が
神
社

の
お
祭
り
を
思

い
出
さ
せ

た
。夕

食
を
摂
り
に
駅
前

の
食
堂
街
に
出

か
け
た
。

チ

ャ
ー
イ

（
ミ
ル
ク
テ
ィ
）

が

お
い
し
く
三
杯
も
お
か
わ
り
を
し
た

ら
笑
わ
れ
て
、
店

の
人
た
ち
と
仲
良
く

な

っ
た
。

ヒ
ン
デ

ィ
語
を
習
う
と
、
そ

れ
に
隣

の
老
人
が
得
意
気
に
英
語

の
解

説
を
す
る
。
夕
暮

の
安
食
堂
は
ゆ

っ
た

市
場
の
風
景

り
と
し
た
人
な

つ
っ
こ
い
顔

に
あ
ふ
れ

て
い
る
。
店

の
奥

の
椅
子
を
勧
め
ら
れ
、

後
か
ら
入

っ
て
き
た
紳
士
も
加
わ
り
賑

や
か
な
も

の
だ
。
話
に
夢
中
に
な

っ
て

一
時
間
半
も
そ
こ
に
い
た
。
あ
あ
バ

ナ

ラ
シ
は
素
敵
な
街
だ
。

こ
う
し
て
静
か

に
イ

ン
ド
の
濃
密
な
空
気
に
浸

っ
て
、

ゆ

っ
く
り
時
が
流
れ
て
い
く
。
ベ
ナ
レ

ス
の
仮
眠
室
で
私
は
な
ぜ
か
幸
福
だ

っ

た
。「

す
わ
り
な
お
せ
ば
仏
の
坐
」
を
発
刊

本
年

一
月
二
日
、
故
秦
慧
玉
禅
師

の

三
回
忌
命

日
を
期
し
て
、
龍
泉
院
よ
り

Ａ
五
版

一
五
頁

の
小
冊
子
が
発
刊
さ
れ

ま
し
た
。

本
書
は
、
昭
和
五
九
年
五
月
二
五
日
、

鴨
川
市
永
明
寺
で
行
わ
れ
た
大
授
戒
会

の
第
二
日
目
に
、
秦
禅
師
が

四
〇
分
間

に
亘

っ
て
ご
垂
示
さ
れ
た
内
容
で
す
。

本
会
員

の
藤
原
公
さ
ん
が
録
音
さ
れ
、

同
じ
く
小
畑
節
朗
さ
ん
が
テ
ー
プ
を
原

稿
化
し
、
龍
泉
院
住
職
が
編
集
し
、
小

畑
さ
ん

の
実
姉
で
あ
る
小
畑
美
津
子
さ

ん
の
浄
財
寄
捨
に
よ
る
施
印

で
し
た
。

作

Ｌ
Ｃ

―

刀

鍛

冶

の

心

術

―

こ
の
辺
で
、
鍛
刀
と
禅

の
関
係
を
書

い
て
見
ま
す
。
な
に
も
刀
を
作
る
時
だ

け
で
な
く
、

日
本
古
来

の
作
業
法
は
す

べ
て
を

「
感

」
に
頼
り
ま
す
。

ま
ず
、
鉄
を
火
炉
に
入
れ
送
風
し
ま

す
と
、
火
炉

い

っ
ぱ

い
の
炭
が
段

々
と

減

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
段
々
に
羽

口
（
送

風

口
）
上
部
ま
で
減

っ
た
時
が
、
最
高

の
温
度
に
な
り
ま
す
。

こ
の
送
風

の
時

間
と
炭

の
減
り
具
合
と
鉄
鋼

の
沸
き
具

合
が

一
致
す
る
の
が
難
し
い
。

こ
れ
が

ピ

ッ
タ
リ
と

一
致

し
た
時
は
、
銀
冶
屋

の
極
意

の

一
つ
と
思
い
ま
す
。

仕
事

に
対
し
て
横
座

（
鍛
冶
屋
の
親

方

の
座
る
位
置
）

に
坐

っ
た
時
、
何
時

も
平
常
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ

う
し
な
け
れ
ば
駄
目
な

の
は
判

っ
て
お

り
ま
す
が
、

こ
れ
が
ま
た
難
し
い
。
作

業
が
う
ま
く

い

っ
て
い
る
時
は
割
合

い

と
誰
れ
で
も
平
常

心
で
お
れ
ま
す
が
、

う
ま
く

い
か
な
い
時
、
瞬
間
に
見
抜

い

て
作
業
を
平
常
に
持

っ
て
い
く
に
は
、

ど
う
し
て
も
坐
禅

の
心
得
が
必
要
で
あ

る
。
且

つ
正
師
に
付
か
な
け
れ
ば
駄
目

で
あ
る
。
正
師
に
付
か
な
け
れ
ば
駄
目

と
い
う

の
は
、
坐
禅
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ

船
橋
市
　
　
森
　
岡
　
俊
　
雄

る
ス
ポ
ー
ツ
も
武
道
も
み
な
同
じ
で
あ

り
ま
す
。

さ
て
釈
迦
枷
挟

は
六
年
で
成
道
さ
れ

ま
し
た
が
、
拙
工
は
五
〇
有
余
年
や

っ

て
も
成
業
し
な

い
。

こ
れ
は
い
か
な
る
理
由
か
徹
底
的

に

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
自

分
に
天
分
が
な
い
と
考
え
て
は
な
ら
な

い
と
思
う
。
な
ぜ
か
。
外
典
に
も

「
信

無
く
ん
ば
立
た
ず

」
と
あ
る
。

こ
れ
は

二
人
以
上

の
場
合
を

い
う

の
で
し
ょ
う

が
、
自
分

の
天
分
に
自
分
で
信
を
置
か

な
け
れ
ば
全
然
駄
目
で
し

ょ
う
。
大
体

拙

工
は
、
自
分

の
天
分
は

「
有
り
と
観

ず
れ
ば
有
り
、
無
し
と
観
ず
れ
ば
無

‐
し
」

と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
が
正
し
い

か
否
か
は
別
と
し
て
、
自
分
と
し
て
は

こ
れ
を
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

い
つ
か
御
老
師
様
は
岡
潔
博
士

の
例

を
引
か
れ
て
、
数
学
が
判
る
か
否
か
は

零
が
判
る
か
否
か
で
あ
る
と
教
え
ら
れ

ま
し
た
。
作
刀
の
場
合
で
も

こ
れ
が

い

え
る
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
刀
の
二
大

流
派
、
あ
る
い
は
三
大
流
派

の
共
通
点

の
極
意
が
、
自
分

の
作
刀
に
具
現
出
来

る
か
否
か
で
あ
り
ま
す
。

禅

固

⑥



こ
の
場
合
、

こ
れ
が
具
現
出
来
れ
ば

一
人
前
、
出
来
な
け
れ
ば
半
人
足
と
考

え
ま
す
。

こ
の
考
え
方
は
世
間

一
般
に

通
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
拙

工
は
こ
れ
が

信
条
と
信
ず

る
の
で
あ
り
ま
す
。

斯
う
考
え
ま
す
と
、
何
も
作
刀
に
限

ら
ず
技
術

の
奥
義
を
志
す
者

に
と

っ
て

は
、
坐
禅
は
絶
対
必
要
で
あ
り
ま
す
。
拙

工
の
場
合
、
鎌
倉
期

ｏ
南
北
朝
時
代

の

刀
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
が
、
よ
う

や
く
そ

の
入

口
に
立

っ
た
感
が
あ
り
ま

す
。
七
百
年
経
た
今
日
、
伝
わ

っ
た
技

術
に
工
夫
を
重
ね
て
、
よ
う
や
く
鎌
倉

時
代
に
比
す

「
地
金

」
を
造
り
出
す

こ

と
が
出
来
ま
し
た
。

こ
の
七
百
年

の
時

間
を
越
え
さ
せ
て
く
れ
た

の
が
坐
禅

で

あ
り
ま
す
。

自
己
を
捨

て
て
自
己
と
対
す
る
こ
と
、

原
則
が

い
つ
も
原
則
と
し
て
具
現
す
る

心
術
は
坐
禅

以
外

に
は
無

い
、
と
拙

工

は
信
ず
る

の
で
あ
り
ま
す
。
拙

工
に
と

っ
て
の
原
則
と
は
、
前
に
い
い
ま
し
た

如
く
、

「
折
れ
ず
、
曲
ら
ず
、
良
く
切

れ
て
、
使

い
易

い

」
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

こ
れ
が

い
つ
で
も
現
わ
れ
る
と

い

う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

且

つ
正
師

に
付
か
な
け
れ
ば
駄
目
で

あ
る
と
先

に
申
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
く

り
返
し
ま
す
が
、
何
事
に
よ
ら
ず
基
本

型
が
あ
り
ま
す
。
型
は
師
匠
が
教
え
て

く
れ
た
も

の
を
そ

の
ま
ま
受
け
る
の
が

一
番
良

い
事

で
す
。

い
わ
ゆ
る

「
守

」

で
あ
り
ま
す
。
「
破

」、
「
離

」
と
は
、

理
想

の
先
生
が
居
ら
れ
な

い
時
、

万
止

む
を
得
ず
や
る
こ
と
だ
と
も
申

し
ま
し

た
。
坐
禅
は

「
守

」
一
点
張
り
で
行
う

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
必
ず
正
師
に

付
か
な
け
れ
ば
駄
目
で
あ
り
ま
す
。

『
随
聞
記

』
を
著
わ
さ
れ
た
懐
非
禅

師
は
年
下

の
道
元
禅
師
と

い
う
正
師
に

つ
い
て
何
十
年
も
侍
者
と
な

っ
て
、
無

私
に
修
行
さ
れ
た
。

こ
の
坐
禅
こ
そ

「
守

」
一
点
張
り

の
坐
禅
だ
と
思
う

の

で
あ
り
ま
す
。
拙

工
は
坐
禅
は
全
く
成

っ
て
お
ら
ず
、
お
こ
が
ま
し

い
限
り
で

あ
り
ま
す
が
、
正
師
道
元
禅
師
を
得

て

「
守

」
に
徹
す
る
こ
と
が
出
来
た
懐
井

禅
師
は
誠

に
お
仕
合
わ
せ
で
あ

っ
た
と
、

常

々
思

っ
て
お
り
ま
す
。

拙

工
は
馬
鹿
で
す

の
で
、
年
令
を
考

え
ず
無
茶
苦
茶
の
修
行
を
し
て
体
調
を

損
し
、
生
れ
て
初
め
て
二
〇
日
ば
か
り

入
院
し
ま
し
た
。

こ
の
時
正
師

の
お
言

葉
に
〃
年
を
考
え
ろ
、
修
行

は
自
然
体

で
行
け

″
と
さ
と
さ
れ
ま
し
た
。
六
八

歳
に
も
な

っ
て
、
叱

っ
て
く
れ
る
師
が

身
近
に
お
ら
れ
る

こ
と
は
、
有
難

い
事

と
存

じ
ま
す
。

私

の
話
は
、

こ
れ
で

一
先
ず
終
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
本
稿
は
以
上
で
完
結
し
ま
し
た
。）

各

行

事

の

ご

案

内

○
迦
葉
山

一
泊
参
禅

の
集

い

期

日
　
一ハ
月

一
三
日
土
ヽ

一
四
日
日

交
通
　

バ
ス
に
て
往
復

費
用
　
約

一
五
、
○
○
○
円

○
龍
泉
院
大
施
餓
鬼
会

日
時
　
八
月

一
六
日
日
午
后

一
時

説
教
　
中
野
東
禅
老
師

法
要
　
新
盆

・
山
門
施
餓
鬼

○
因
脈
会

・
講
演
会

主
催
　
千
葉
県
曹
洞
宗
青
年
会

会
場
　
千
葉
市
　
海
蔵
寺

日
時

　

一
一
月

一
四
日
土
午
前
九
時

ゝ
午
后
四
時
半

戒
師
　
楢
崎

一
光
老
師

講
師
　
無
著
成
恭
老
師

費
用
　
未
定

以
上
、
三

つ
の
行
事
を
ご
案
内

し
ま

す
。
会
員

の
皆
さ
ま
に
は
ふ
る

っ
て
ご

参
加

の
ほ
ど
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

観刀をされる森岡さん
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一
、
日
時

一
、
坐
禅

経

行

鐘

二
声

放
　
禅
　
鐘

　

一
声
　
　
放
禅

一
、
講
義
　
　
木
版
三
通
　
開
経
偶
を
唱
え
て
『
正
法
眼
蔵

』
の

提
唱
を
聴
く

講
師
　
龍
泉
院
住
職
椎
名
宏
雄
老
師

昭
和
六

一

中

一月
よ
り

「
山
水
経
」
の
巻
を
提
唱

座
談
　
　
自
己
紹
介

の
後
、
茶
を
喫
し
座
談

正
午
解
散

参
加
資
格
　
　
年
令
、
性
別
を
問
わ
ず
、
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

会
費
　
　
無
　
料

成
道
会
坐
禅月

例
参
禅
会
の
他
に
毎
年

一
二
月
の
第

一
あ
る
い

は
第
二
日
曜

（本
年
は

一
二
月
六
日
）
。

釈
尊
成
道
を
讃
え
坐
禅
、
成
道
会
法
要

の
後
、
法

話
を
聴
聞
、

（
昼
食
）
を
共
に
す
る
。

竜

泉

院

参

禅

会

簡

介

毎
月
第
四
日
曜
午
前
九
時
よ
り

八
時
半
ま
で
に
来
山
の
こ
と
。

沼

南

雑

記

〔
参
禅
会
記
録

〕

（

司
会
者

六

一
年

一
〇
月
二
六
日

一
一
月
二
三
日

第
四
回
成
道
会

成
道
会
幹
事

）
内
は
座
談

の

三
〇
名

（
武
田
　
博
志
）

三
〇
名

（
杉
浦
上
太
郎
）

一
二
月
七
日

四
四
名

四
宮
清
二

武

田
博
志

三
二
名

（
三
町
　
勲
）

三

一
名

（
森
　
　
正
）

二
八
名

一
二
月
二
八
日

六
二
年

一
月
二
五
日

二
月
二
二
日

（
八
木
下
真
司
）

三
月
二
三
日
　
　
一
一九
名

（
五
十
嵐
嗣
郎
）

▼
第
四
回

「
成
道
会

」
は
四
官
、
武

田
の
両
幹
事

に
よ
り

一
二
月
七
日
盛
会

裏
に
円
成

い
た
し
ま
し
た
。
年

々
参
加

者
が
増
え
て
、
今
回
も
法
味
を
共
に
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

龍
泉
院
老
師
よ
り
三

日

一
訓

カ
レ
ン

ダ
ー
」
を
賜
わ
り
、
会
員
平
沢
満
代
さ
ん

よ
り
手
造
り

の
「
香
袋

」
を
全
員
に
、
叉

多
く

の
方

々
よ
り
祝
賀
を

い
た
だ
き
ま

し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
千
葉
県
曹
洞
宗
青
年
会
主
催
第
八

回

「
接
心

」
が
本
年
も
八
千
代
市
の
長

福
寺
に
於

い
て
去
る
三
月
六

・
七

・
八

の
三
日
間
行
わ
れ
、
当
参
禅
会
よ
り
、

小
畑
節
朗
、
沢
村
国
勝
、
武
田
博
志

の

三
氏
が
参
加
、
三
日
間

の
如
法

の
坐
禅

と
、
木
更
津
市
東
泉
寺
下
室
老
師
に
よ

る

『
正
法
眼
蔵

』
生
死
の
巻

の
ご
提
唱

を
拝
聴
し
ま
し
た
。
七
日
夜
半
よ
り

の

春
雪
が
大
地
を
覆

い
、
満
目
白
銀
世
界
、

清
浄
地
で
の
接
心
で
あ
り
ま
し
た
。

▼
柳
田
聖
山
先
生
は

『
禅
思
想

』
（中

公
新
書
）

の
は
じ
め
に
路
傍

の
死
を
掲

げ
、

「
フ
ツ
ダ
も
ま
た
、
最
後
は
路
傍

の
死
者

で
あ

っ
た
。
行
き
だ
お
れ
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
も

っ
と
も
自
然
な
最
後

だ

っ
た

の
だ
。
仏
教
徒
は
も
う

い
ち
ど
、

こ
の
事
実
を
想
い
お
こ
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

」
と
い

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
世

尊
、
菩
提
樹
下

の
坐
禅

の
周
辺
と
い
う

の
か
、
武
田
氏

の
イ

ン
ド
旅
行
記

は
我

々
の
生
死
に
決
し
て
無
縁
で
は
な
く
、

虚
飾
の

一
つ

一
つ
を
落
と
し
て
行

っ
た

後

に
残

っ
て
、
は
し
な
く
も
見
せ
て
く

れ
る
生

の
断
面
図

の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

（
節
光
記
）

止
　
静
　
鐘

坐
禅

（初
参
加

の
方
は

●
発
　
行
／
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徳

山

龍
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沼
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１
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●
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刷
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田
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市
高
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１
１
１
６
１
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８
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１
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１
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