
∧
坐
禅
と
私

・
特
集
号
∨

従
容
録
に
学
ぶ

(六 )

第

一
八
則

〔
示
衆

〕

昭和63年 4月 8日

衆

に
示
し

て
云
く

、
水

上

の
萌
産

、
按
著
す
れ
ば

便

ち
転

ず

。
日
中

の
宝
石

、
色

に
定
形
な
し
。
無

心

を

も

っ
て
も
得

べ
か
ら
ず

、
有

心
を
も

っ
て
も
知

る

べ

か
ら
ず

。
没
量

の
大
人

、
語
脈
裏

に
転
却

せ
ら

る
。

還
た
免
れ
得

る
底

あ

り
や
。

〔本
則

〕

挙
す

、
僧

、
趙
州

に
問

う
、
狗
子

に
も
還

た
仏
性

あ

り
や
。

（
街
を
欄

り
、
塊
を
栓

う
。
）
州

云

く

、
あ

り
。

（
ま

た
曽

て
添

え
ず

。
）
僧
云
く

、
既

に
あ

り

と
、
甚
磨

と

し

て
か
却

っ
て
這
箇

の
皮
袋

に
撞
入
す

る
や
。
（
一
款

に
便
ち
招

く
、
自
領
出

頭
。
）
州
云
く
、

他

の
知

っ
て
故

に
犯
す
が
た
め
な

り
。

（
且
ら
く

招

承
す
る

こ
と
莫
れ

、
日疋
れ
体

を

道

う

に
あ

ら
ず

。
）
ま

た
僧
あ

り

て
問
う
、
狗
子

に
も
還

た
仏
性
あ
り
や
。

（
一
母

の
所
生

な

り

。

）

な

し

。

（
ま

た
曽

て
減

ぜ

ず

。
）
僧
云
く
、

一
切
衆
生
皆

な
仏
性
あ

り

、
狗

子

什
摩
と
し

て
か
却

っ
て
な
し
。

（
愁
狗

、
鶴

子

を

診

う
。
）
州
云
く
。
伊

に
業
識

の
あ

る
が
た
め
な
り
。

こ
の
則
は
、
数
あ
る
公
案
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
有

名
な
公
案
の
一
つ
で
す
。
イ
ヌ
に
仏
性
が
あ
る
か
な
い

か
と
い
う
単
純
な
質
問
に
対
し
て
、
趙
州
和
尚
の
答
え

が
よ
く
禅
の
風
光
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

『無
門
関
』
で
は
第

一
則
に
お
か
れ
、
全
四
八
則
を
貫

く
根
幹
と
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
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趙
州
と
は
、
唐
代
に
河
北
省
趙
州
の

観
音
院
（現
在
の
伯
林
寺
）
μ
非
ル
て
四

〇
年
間
も
禅
風
を
ふ
る
っ
た
従
論

（七

七
八
～
八
九
七
）
の
こ
と
で
す
。
か
れ

は
、
百
丈
懐
海
―
南
泉
普
願
―
趙
州
と

い
う
南
岳
系
統
の
禅
宗
系
譜
に
つ
ら
な

る
人
で
す
が
、
系
統
な
ど
に
は
無
関
係

に
、
独
立
独
歩
の
ず
ば
ぬ
け
て
大
き
な

禅
風
で
知
ら
れ
、
じ
つ
に

一
二
〇
歳
の

長
寿
を
全
う
し
た
ス
ー
パ
ー
マ
ン
で
し

よ
ピ
艦
わ
た
め
に
、
か
れ
の
禅
は
世
に

「
口
唇
皮
禅
」
と
評
さ
れ
、
道
元
禅
師

も

「
趙
州
以
前
に
趙
州
な
し
、
趙
州
以

後
に
趙
州
な
し
」
と
讃
え
て
い
る
ほ
ど

の
禅
匠
で
し
た
。

ま
ず
、
本
則
に
対
し
て
万
松
が
く
だ

し
た
全
体
的
な
評
価
で
あ
る

〔示
衆
〕

を
み
ま
し
ょ
う
。

「
水
の
上
に
浮
か
べ

た
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
は
、
ち
よ
う
ど
日
光
に

照
ら
さ
れ
た
宝
石
の
色
の
よ
う
に
、
定

ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
同
様
に
仏
法
の

真
理
は
、
有
心
で
も
無
心
で
も
得
ら
れ

な
い
と
い
う
道
理
を
、
趙
州
さ
ん
が
教

え
て
く
れ
た
の
だ
。
」
と
い
っ
た
意
味
で

す
。
仏
法
の
道
理
や
心
の
あ
り
か
た
を

具
体
的
な
物
事
で
巧
み
に
例
示
す
る
方

法
は
、
中
国
人
の
伝
統
的
な
特
技
で
す

ね
。さ

て
、

〔本
則
〕
で
公
案

の
問
答
を

み
ま
し
ょ
う
。

一
僧
が
趙
州
に
質
問
す
る
。

「
イ
ヌ

に
仏
性
が
あ
り
ま
す
か
。
」
「
あ
る
よ
。
」

「
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
四
つ
足
を

し
、
ワ
ン
ワ
ン
い
っ
て
い
る
の
で
す
か
。」

「仏
法
の
ル
ー
ル
を
破

っ
た
か
ら
じ
ゃ

よ
。
」他
の
僧
が
趙
州
に
問
う
。

「
イ
ヌ

に
仏
性
が
あ
り
ま
す
か
。
」
「
な
い
よ
。
」

「
ど
ん
な
生
物
に
も
仏
性
が
あ
る
と
い

う
の
に
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
」
「迷

い
の
た
め
に
さ
。」

こ
の
公
案
に
は
、
二
つ
の
大
き
な
テ
ー

マ
が
あ
り
ま
す
。　
一
つ
は
、
イ
ヌ
の
仏

性
に
有
と
無
、
つ
ま
り
肯
定
と
否
定
の

答
え
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
も
う

一
つ
は
、

イ
ヌ
の
姿
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
仏
法

の
道
理
を
犯
し
、
迷

っ
て
い
る
か
ら
だ

と
い
う
因
果
業
報
の
理
が
み
ら
れ
る
こ

趙
州
柏
林
寺
に
現
存
す
る
元
代
の
古
塔

と
で
す
。
い
ず
れ
も
重
要
な
問
題
諸
えあ

り
、
宋
代
に
公
案
禅
を
大
成
し
た
大
慧

宗
果
が
、
常
に
こ
の
公
案
を
用
い
て
参

禅
者
を
導
い
て
か
ら
、
日
本
の
禅
林
で

も
修
行
者
の
第

一
に
参
究
す
べ
き
公
案

と
さ
れ
た
理
由
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
ず
、
仏
性
有
無
に
つ
い
て
は
、
仏

性
は
有
や
無
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
体
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
か
く
ゎ
北
く
し
た
ち
は
、

「仏
性
」

と
い
う
と
性
に
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
い
、

仏
性
を

「仏
と
し
て
の
性
質
」
だ
と
か

「仏
に
な
る
可
能
性
」
な
ど
と
理
解
し

て
、
人
に
よ
っ
て
の
存
在
の
有
無
や
密

度
の
具
合
な
ど
を
問
題
に
し
た
く
な
り

ま
す
。
こ
れ
は

か
ま
“■
く
の
誤
り
で
、

万
松
が

「
言
葉
の
塊
り
を
追
い
か
け
る

よ
う
な
も
の
」
と
評
す
る
通
り
で
す
。

つ
ま
り
、
絶
対
に
仏
性
と
い
う
概
念
が

先
行
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
私
た

ち
が
、
仏
法
の
道
理
に
か
な

っ
た
生
活

を
す
る
当
処
に
、
自
然
に
そ
れ
は
働
い

て
い
る
の
で
す
。

今
日
、
私
は
駅
の
ホ
ー
ム
に
落
ち
て

い
た
百
円
玉
を
み

つ
け
、
す
ぐ
に
駅
員

さ
ん
に
手
渡
し
ま
し
た
。
自
分
が
し
た

の
で
は
な
く
、
自
然
に
仏
性
が
し
て
く

れ
た
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
泣
く
子

を
母
親
が
あ
や
す
の
も
仏
性
、
ま
ち
が
っ

た
事
を
し
た
子
を
父
が
叱
る
の
も
仏
性

の
は
た
ら
き
で
す
。

こ
う
理
解
し
て
、
改
め
て

『
正
法
眼

蔵
』
仏
性
の
巻
を
開
く
と
、
道
元
禅
師

の
お
言
葉
の
深
さ
に
は
、
一涙
が
こ
ば
れ

る
ほ
ど
の
感
が
し
ま
す
。

「
悉
有
は
仏
性
な
り
」

「
山
河
を
み
る
は
仏
性
を
み
る
な
り
」

「
仏
性
は
覚
知
覚
了
に
あ
ら
ざ
る
な

り
」

「
仏
性
を
し
ら
ん
と
お
も
は
ば
、
し

る
べ
し
、
時
節
因
縁
こ
れ
な
り
」

ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
の
有
無
な
ど
お

よ
そ
問
題
と
な
ら
な
い
風
光
を
。
だ
か

ら
こ
そ
、
趙
州
も
あ
る
時
は
有
、
あ
る

時
は
無
と
教
え
た
の
で
す
。
ち
多
つ
ど
、

馬
祖
が
あ
る
時
は
即
心
是
仏
、
あ
る
時

は
非
心
非
仏
と
示
し
た
の
に
似
て
い
ま

す
ね
。
概
念
化
す
る
の
を
徹
底
的
に
嫌

う
の
が
禅
の
風
光
で
す
。

次
に
、
イ
ヌ
と
な

っ
て
い
る
の
は
因

果
業
報
の
理
、
と
い
う
問
題
で
す
。
た

だ
、
趙
州
の
語
を
く
り
返
し
味
わ
う
と
、

こ
れ
は
宿
業
説
な
ど
が
説
か
れ
る
の
で

は
な
く
、
仏
法
の
道
理
を
よ
く
守
り
、

迷
わ
ず
に
修
行
す
る
の
が
禅
を
学
ぶ
者

の
あ
り
方
だ
と
教
え
て
い
る
の
で
す
。

た
し
か
に
、
イ
ヌ
も
ネ
コ
も
絶
対
の

存
在
で
あ
り
、
人
間
を
う
ら
や
む
こ
と

な
く
、
独
自
の
世
界
を
持

っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
人
間
の
価
値
判
断
を
こ
え
た

仏
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
は
た
ら

い
て
い
る
の
で
す
ね
。
自
然
世
界
み
な

同
じ
で
す
。
坐
禅
こ
そ
は
、
仏
性
の
丸

だ
し
に
な

っ
た
時
節
因
縁
の
世
界
で
す
。

②



第五回成道会参加者一同 (S62.12.6)

第
五
回
成
道
会
行
な
わ
れ
る

昨
年
の

一
二
月
六
日

（
日
）
、
第
五

回
目
の
成
道
会
は
、
異
例
の
初
雪
の
中

お
ご
そ
か
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
静
か
に

降
り
続
く
雪
、
寒
さ
で
ピ
ン
と
張
り
つ

め
ら
れ
た
本
堂
、
そ
の
中
で
椎
名
老
師

と
三
名
の
随
喜
僧
の
ご
指
導
に
よ
り
、

当
山
の
参
禅
会
員
三
八
名
、
他
山
の
会

員
二
名
、
合
計
四
四
名

（男
二
五
、
女

九
）
の
集
い
で
し
た
。

行
事
は
、
差
定
通
り
に
、
坐
禅
二
性
、

慶
讃
法
要
、
法
話
、
記
念
写
真
、
点
心
、

反
省
会
、
の
順
に
進
め
ら
れ
、
二
千
五

百
年
前
に
お
悟
り
を
開
か
れ
た
お
釈
迦

さ
ま
の
成
道
を
讃
え
ま
し
た
。

な
お
、
法
話
の
テ
ー
マ
は

「仏
と
の

出
合
い
」
で
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
は

家
庭
や
職
場
で

〃し
み
じ
み
と
し
た
語

ら
い
〃
の
大
切
な
こ
と
が
説
か
れ
ま
し

た
。〔参

加
者
〕

木
村
誠
治
、
宗
藤
幸
生
、
青
蔭
孝
光

（以
上
僧
職
）

高
間
利
介
、
小
畑
節
朗
、
富
田
文
子
、

武
山
喜
代
子
、
平
沢
満
代
、
神
戸
正
、

藤
原
公
、
徳
山
浩
、
三
町
勲
、
四
宮
清

二
、
高
野
千
代
子
、
中
嶋
南
洲
男
、
沢

村
国
勝
、
塩
崎
康
之
、
金
崎
史
、
小
島

進
、
小
島
喜
子
、
染
谷
は
る
、
染
谷
の

り
子
、
八
木
下
真
司
、
五
十
嵐
嗣
郎
、

杉
浦
上
太
郎
、
下
村
忠
男
、
片
桐
亮
、

武
田
博
志
、
原
力
二
郎
、
佐
藤
征
志
、

川
上
寿
美
子
、
久
保
田
あ
や
、
久
保
田

定
爾
、
中
川
俊
二
、
添
田
昌
弘
、
新
井

ミ
チ
子
、
宮
澤
勤
、
宮
田
哲
男
、
加
藤

健
之
、
森
岡
俊
雄
、
清
水
利

一
（以
上

当
山
参
禅
会
員
）

西
山
中
、
村
上
充
郎

（以
上
柏
市
龍
光

寺
参
禅
会
員
）

外
は

一
面
の
雪
景
色
で
し
た
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〔特
集

・
坐
禅
と
私
〕

坐
禅
人
に
と
っ
て
、　
〃坐
禅
と
私
〃
は
、
生
涯
、
い
な
、
永
遠
の
テ
ー

マ
と
い
え
ま
す
。
坐
り
は
じ
め
た
動
機
、
足
の
痛
さ
や
雑
念
の
処
理
へ
の

苦
悩
、
そ
れ
を
こ
え
た
大
寂
静
の
坐
の
す
ば
ら
し
さ
、
家
庭
や
職
場
と
の

か
か
わ
り
合
い
等
々
、
み
な
千
差
万
別
の
体
験
と
意
見
が
あ
る
は
ず
で
す
。

こ
こ
に
、
会
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
五
篇
の
声
を
集
め
て
み
ま
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
や
経
験
や
性
格
の
ち
が
い
は
あ
っ
て
も
、
き
っ
と
私
た
ち
が

互
い
に
精
進
努
力
し
て
ゆ
く
た
め
の
よ
き
糧
と
な
る
こ
と
を
確
信
し
て
‐
。

坐

禅

と

私

野
田
市
　
佐
藤
征
志

参
禅
会
と
私
の
そ
も
そ
も
の
出
会
は
、

高
野
さ
ん
を
通
じ
て
、
実
に
ス
ム
ー
ズ

に
ご
縁
を
い
た
だ
け
た
様
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
も
高
野
さ
ん
に
、
初
め
て
お
目
に

か
か
っ
て
か
ら
、
三
度
目
か
三
度
目
く

ら
い
の
と
き
で
し
た
。

前
々
か
ら
、
禅
に
は
い
ろ
い
ろ
興
味

は
持

っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
自
分
か
ら

進
ん
で
門
を
開
く
程
、
強
い
意
志
は
持
っ

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
ご
縁
を
い

た
だ
け
た
の
も
、
温
い
御
仏
の
が塁
思
志

の
様
な
気
が
し
て
、
つ
く
づ
く
感
謝
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

禅
を
始
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
事
を
感

じ
た
り
考
え
て
お
り
ま
す
。

第

一
に
感
じ
る
事
は
、
落
着
い
て
物

事
を
考
え
る
事
で
し
ょ
う
か
。
今
ま
で

は
物
事
を
断
片
的
に
し
か
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
大
き
な
自
然
の
力

を
お
借
り
し
て
、
大
所
高
所
か
ら
物
事

を
判
断
出
来
る
様
な
気
が
し
て
お
り
ま

す
。　
一
方
的
に
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
や
方

向
か
ら
考
え
ら
れ
る
様
に
、
お
陰
様
で

だ
ん
だ
ん
な
っ
て
来
ま
し
た
。

や
は
り
自
分
中
心
で
な
く
、
大
自
然

と
か
御
仏
と
か
時
の
流
れ
と
か
に
よ
っ

て
判
断
し
て
行
く
事
が
大
切
で
は
な
い

か
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

「
う
ど
ん
屋
」
と
い
う
飲
食
産
業
の

忙
し
い
仕
事
を
通
し
て
、
毎
日
の
生
活

を
精

一
杯
生
き
抜
く
生
き
方
を
、

「す

わ
る
」
事
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
る
様
な

気
が
す
る
の
で
す
。
座
る
時
は
無
心
で

す
。
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
と
び
込
ん
で
、

す
な
お
な
気
持
で
、
ほ
ん
の
短
い
時
間

で
は
あ
れ
、
御
仏
に
ほ
ん
の
少
し
で
も

近
づ
け
る
様
な
気
が
致
し
ま
す
。
私
は

私
な
り
の
理
解
度
で
し
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、

ハ
ッ
キ
リ
わ
か
る
事
は
、
真
か

ら
良
く
坐
れ
た
時
は
、
身
も
心
も
す
が

す
が
し
い
も
の
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け

で
し
ょ
う
か
。
御
仏
と

一
緒
の
空
間
で
、

楽
し
い
対
話
の
ひ
と
と
き
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

第
二
に
感
じ
る
事
は
、
人
生
に
良
き

師
に
恵
ま
れ
る
事
こ
そ
最
大
の
幸
せ
で

あ
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す
が
、
参
禅
会

を
通
し
御
仏
の
道
を
開
い
て
く
れ
た
方

こ
そ
椎
名
老
師
だ
と
思
い
ま
す
。
老
師

を
通
じ
て
お
陰
様
で
御
仏
の
理
解
度
が

深
め
ら
れ
、
現
在
の
様
な
安
定
し
た
心

境
に
も
な

っ
て
来
ら
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

小
学
校
よ
り
学
生
時
代
を
通
し
、
本

当
に
恵
ま
れ
た
先
生
に
お
会
し
、
社
会

に
出
れ
ば
立
派
な
師
に
感
化
さ
れ
、　
一

貫
し
て
人
生
そ
の
も
の
を
教
え
て
い
た

だ
け
る
師
の
み
に
お
会
い
出
来
た
様
に

思
え
る
の
で
す
。

第

一
、
第
二
の
大
き
く
多
く
の
恩
恵

を
受
け
て
来
た
私
に
と

っ
て
こ
の
恩
を

私
の
為
に
だ
け
使
う
様
な
事
が
有
る
な

ら
ば
何
に
も
意
味
が
な
い
、
私
の
ま
わ

り
の
方
、
そ
し
て
よ
り
多
く
の
方
に
幸

せ
に
な

っ
て
い
た
だ
け
る
様
に
お
返
し

を
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

お
返
し
を
す
る
事
こ
そ
、
御
仏
の
お

心
に
そ
え
る

一
番
尊
い
道
な
の
で
は
な

い
か
、
と
理
解
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
極
論
す
る
と
、
こ
れ
か
ら
皆

さ
ん
に
お
返
し
す
る
為
に
今
ま
で
生
か

さ
れ
て
い
る
し
、
こ
れ
か
ら
生
き
て
行

け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

素
晴
ら
し
き
か
な
坐
禅
／

坐

禅

と

私

松
戸
市
　
四
宮
清

二

昨
年
末
は
仕
事
が
忙
し
く
て
、
新
年

“囃核シ狂却‐こ僚政劃耗鍬わ較勤＝　　・④

酔
い
に
な
り
二
回
続
け
て
参
禅
出
来
な

く
な
り
ま
し
た
。
今
日
は
ぜ
ひ
出
席
し

な
け
れ
ば
と
、
い
つ
も
の
様
に
八
時

一

五
分
に
家
を
出
て
、
車
に
乗
ろ
う
と
す

る
と
パ
ン
ク
し
て
い
た
。
予
備
の
タ
イ

ャ
と
取
り
替
え
よ
う
と
ト
ラ
ン
ク
を
開

け
よ
う
と
す
る
と
、
後
の
タ
イ
ヤ
も
空

気
が
抜
け
て
い
た
。
最
近
は
タ
イ
ャ
の

品
質
が
良
く
な
り
滅
多
に
パ
ン
ク
し
な

い
の
に
、
二
本
も

一
緒
に
な
る
の
は
き
っ

と
誰
か
の
悪
戯
だ
ろ
う
と
思
う
と
同
時

に
、
今
日
も
参
禅
出
来
な
い
正
式
の
理

由
を
見

つ
け
た
安
堵
感
が
頭
の
中
を
駆

け
抜
け
た
。

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
ま
で
そ

っ
と
車



を
動
か
し
て
行
く
と
大
丈
夫
で
あ
ろ
う

と
結
論
を
だ
し
、
修
理
を
し
て
寺
へ
と

急
い
だ
。
九
時
五
分
に
禅
場
に
到
着
し
、

中

へ
静
か
に
入
室
し
よ
う
と
戸
に
手
を

掛
け
た
瞬
間
、
す
で
に
口
宣
中
の
和
尚

さ
ん
の
声

「初
心
の
心
が
ま
る
で
な
い
…

…
」
に
ド
キ
ッ
と
し
、
心
臓
が
止
ま
り

そ
う
に
な
っ
た
。

帰
途
、
色
々
の
事
が
思
い
浮
か
び
ま

し
た
。
最
初
ど
う
し
た
ら
参
禅
会
に
参

加
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら

寺
の
庭
を
散
歩
し
た
こ
と
、
電
柱
を
入

を
救
う
観
音
さ
ま
と
し
て
信
仰
し
た
人

の
話
、
等
ヤ

…
‥

車
の
事
故
の
わ
け
が
次
の
如
く
解
明

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
パ
ン
ク
し
た

∧
成
道
会
風
景
∨
ピ

ン
と
張
り

つ
め
た
空
気

の
は
、
数
日
前
に
急
ぎ
の
用
事
で
、
今

思
う
と
た
い
し
た
事
で
は
な
い
の
で
す

が
、
障
害
物
を
か
ま
わ
ず
に
踏
み
付
け

た
の
で
す
。
そ
れ
は
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
の

波
板
で
、
裏
の
板
に
釘
が
打
ち
付
け
ら

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
長
年
雨
風
か
ら
人
を
守
り
、

つ
い

に
力

つ
き
風
に
吹
か
れ
て
道
路
に
落
ち

た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
電
柱
を
信
仰

し
た
人
の
か
け
ら
ほ
ど
の
心
が
あ

っ
た

な
ら
、
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
の
信
者
に
な
ら

な
く
と
も
、
片
づ
け
て
通
る
ぐ
ら
い
の

事
は
出
来
た
だ
ろ
う
に
と
後
悔
し
た
次

第
で
す
。

凡
夫
に
は
、
次
の
よ
う
に
話
を
置
き

変
え
る
と
理
解
出
来
ま
す
。
親
が
苦
労

を
し
て
子
供
を
育
て
る
、
や
が
て
そ
の

子
供
は
長
じ
て

一
人
前
に
な
り
車
で
走
っ

て
い
た
。
何
を
い
そ
い
で
い
る
の
か
知

ら
な
い
が
、
前
方
の
邪
魔
物
を
踏
み
付

け
て
通
過
し
て
い
っ
た
。
そ
の
物
と
は
、

長
年
子
供
を
養
育
し
疲
れ
は
て
た
年
老

い
た
親
で
あ

っ
た
。
仏
性
の
光
を
当
て

る
と
自
然
に
本
当
の
姿
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
の
に
、
錆
び
た
心
で
見
る
と
錆

が
錆
を
よ
び
、
本
来
の
姿
を
見
る
こ
と

は
出
来
ま
せ
ん
。
は
た
ま
た
仏
性
と
思
っ

て
い
る
も
の
も
、
ま
た
錆
び
た
仏
性
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
い
や
は
や
、
仏
性
と

称
し
て
錆
び
た
仏
性
が
住
み

つ
い
て
い

る
の
で
す
。

金
属
は
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
必
ず

錆
が
出
ま
す
の
で
、
常
に
磨
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
錆
や
す
い
我
々

の
心
も
常
に
磨
き
、
光
り
輝
か
さ
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

私
の
仕
事
と
坐
禅

柏
市
　
八
木

下
真

司

私
と
坐
禅
の
出
会
い
は
、
今
か
ら
四

五
～
四
六
年
前
、
ま
だ
私
が
小
学
生
低

学
年
の
頃
、
呉
服
問
屋
の
番
頭
だ

っ
た

父
親
が
、〈
「
で
い
う
何
か
の
〃研
修
会
″

に
参
加
し
て
帰

っ
て
き
た
日
か
ら
、
狭

か

っ
た
我
が
家
の
壁
に
向

っ
て
坐
り
、

一
性
の
行
の
後
、
好
奇
心
に
か
ら
れ
る

家
族
に
坐
禅
の
話
を
し
た
の
が
は
じ
ま

り
で
す
。
そ
れ
か
ら
父
は
、
幾
日
も
続

か
ず
に
坐
禅
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、

「
坐
禅
は
気
持
の
よ
い
も
の
だ
よ

一

と
か
、

「
心
の
疲
れ
や
病
い
を
い
や
す

も
の
だ
よ
」
と
私
に
教
え
て
く
れ
て
い

た
の
を
忘
れ
ず
、
二
三
才
で
今
の
仕
事

を
創
業
独
立
し
た
当
初
、
無
我
夢
中
の

う
ち
に
も
、
時
折
た
ま
ら
な
い
ほ
ど
の

孤
独
感
に
悩
ま
さ
れ
、
思
い
あ
ま

っ
て

鎌
倉
の
円
覚
寺
に
三
日
ほ
ど
参
禅
し
た

事
が
は
じ
め
て
の
体
験
で
し
た
。

ど
ち
ら
か
云
え
ば

「
セ

ッ
カ
チ
」

「
気
が
小
さ
い
」

「
ス
ト
レ
ス
の
た
ま

り
易
い
」
性
格
の
私
が
、
ど
う
に
か
今

日
ま
で
ま
と
も
に
近
い
生
活
が
で
き
て

い
る
の
も
、

「
坐
る
」
こ
と
の
お
陰
と

申
し
て
も
過
言
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

私
は
根

っ
か
ら
の
商
人
で
、
自
称

「商

売
職
人

一
と
呼
ぶ
ほ
ど
商
売
以
外
の
こ

と
は
何
も
知
ら
な
い
、
何
も
で
き
な
い

人
間
で
あ
り
ま
す
。
に
も
拘
ら
ず
何
人

か
の
従
業
員
を
使
い
、
し
か
も
猫
の
目

の
よ
う
に
く
る
く
る
変
る

「
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
」
を
手
が
け
、
か

つ
あ
ま
り
あ
て
に

な
ら
な
い
経
済
評
論
家
の
話
を
聞
き
な

が
ら
、
ズ

ッ
シ
リ
重
い
借
金
経
営
を
続

け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
毎
日
の

生
活
は
、
い
ま
だ
に
ウ
ロ
ウ
ロ
、
オ
ロ

オ
ロ
人
生
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
た
中
で
、

「
坐
る
」
事
の
有
難
さ

を
体
験
で
き
る
事
は
、
本
当
に
幸
せ
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「正
し
く
坐
る
」

法
か
ら
は
、
私
ご
と
き
は
ま
だ
ほ
ど
遠

い
の
で
す
が
、
か
よ
う
な
私
生
活
と
環

境
の
騒
々
し
さ
か
ら
離
れ
、
し
ば
し
の

「安
静
」

「静
寂
」
の
な
か
に
あ

っ
て
、

ふ
と
我
に
か
え

っ
た
よ
う
な
尊
い
も
の

を
感
じ
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
椎
名

老
師
の
お
説
教
を
聞
き
な
が
ら
、
道
元

禅
師
の
は
か
り
知
れ
な
い
偉
大
さ
に
、

た
だ
感
嘆
す
る
ば
か
り
で
す
が
、
そ
の

大
偉
人
が

「
何
も
考
え
ず
に
唯
坐
れ
／
」

と
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
が
と
て
も
身

近
に
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

大
聖
人
で
す
ら

「
唯
坐
る
」
、
私
如
き

大
凡
愚
人
で
も
同
じ
こ
と
が
で
き
そ
う
、

と
い
う
と
こ
ろ
が
、
又
素
晴
ら
し
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
と
は
申
せ
、
事
実

⑤



は

「
唯
坐
れ
な
い
」
難
関
至
極
、
わ
ず

か

一
性

の
坐
禅
で
も

「
足
が
痛
い
／
」

「
邪
念
は
走
馬
燈
の
よ
う
に
／
」

「
早

く
鐘
が
鳴
ら
な
い
か
な
あ
」

「
冬
は
寒

い
な
あ
／
」
な
ど
な
ど
で
、
と
て
も
と

て
も
の
ふ
が
い
な
さ
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
何
故
か
参
禅
す
る
日
が
待
ち
遠
し

い
。
こ
れ
は
椎
名
老
師
の

「
誰
で
も
、

い
つ
で
も
…
」
と
い
う
広
い
お
心
の
も

と
に
、
自
ら
参
禅
し
よ
う
と
い
う
方
々

ば
か
り
が
集
う
会
で
、
会
則
が
あ
る
わ

け
で
な
し

（会
費
を
と

っ
て
頂
け
な
い

気
が
ね
は
い
さ
さ
か
あ

っ
て
も
）
負
担

を
感
じ
な
い
、
真
に
や
す
ら
ぎ
の
あ
る

参
禅
会
で
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
本
当

に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思

っ
て
お
り

ま
す
。
　

合
掌

∧
成
道
会
風
景
∨
香
語
に
耳
を
傾
け
て

初
心
忘
る
べ
か
ら
ず

船
橋
市
　
加
藤
広
之

ち
ょ
う
ど
受
験
勉
強
の
ま

っ
さ
い
中

で
し
た
。　
一
月
の
下
旬
ご
ろ
、
ひ
と
月

ご
と
に

一
回
、
日
曜
日
の
早
朝
に
坐
禅

に
出
か
け
て
い
た
父
か
ら
、

「
一
緒
に
行
か
な
い
か
？
」

と
誘
わ
れ
て
、
今
ま
で
体
験
し
た
こ
と

が
な
か

っ
た
の
で
、
ぜ
ひ
行

っ
て
み
た

い
と
思

っ
た
こ
と
と
、
毎
日
の
勉
強
や

不
安
で
、
お
ち

つ
き
が
な
い
自
分
を
ど

う
に
か
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

た
の
で
す
。
姿
勢
か
ら
心
ま
で
、
坐
禅

の
方
法
を
父
は
何
も
教
え
て
く
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
だ
け
ど
、
お
し
ょ
う
さ
ん

が
親
切
に
説
明
し
て
く
れ
た
の
で
安
心

し
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
、
坐
禅
が
始
ま
り
、
無
心

に
な
る
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
難
か
し
い

こ
と
か
と
強
く
実
感
し
ま
し
た
。
初
め

て
坐
禅
を
し
た
と
き
の
き
ん
ち
ょ
う
感

や
勉
強
の
こ
と
が
頭
Ｌ
詳
ん
で
、
忘
れ

よ
う
と
す
る
と
お
ち

つ
か
な
く
な
り
、

姿
勢
が
悪
く
な
る
。

し
か
し
、
話
の
な
か
で
、　
一
坐
禅
に

慣
れ
て
き
た
人
は
、
初
め
て
坐

っ
た
と

き
の
き
ん
ち
ょ
う
を
思
い
出
し
て
や

つ

て
ほ
し
い
」

「
坐
禅
を
す
れ
ば
何
か
い

い
こ
と
が
あ
る
と
思

っ
て
い
る
人
は
、

坐
禅
を
す
る
し
か
く
が
な
い
」
な
ど
と

い
わ
れ
て
、
だ
い
ぶ
楽
に
な
り
ま
し
た
。

終
わ

っ
て
か
ら
も
色
々
な
お
話
を
き

け
て
、
一受
験
勉
強
を
す
る
こ
と
よ
り
も

価
値
あ
る
も
の
が
と
ら
え
ら
れ
た
と
満

足
し
た
と
同
時
に
、
今
ま
で
の
自
分
を

は
ず
か
し
く
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
自
分
は
無
事
志
望
高
校
に
合

格
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は

坐
禅
を
し
た
か
ら
た
め
に
な

っ
た
の
で

は
な
く
て
、
や
は
り
禅
の
心
を
少
し
で

も
知

っ
た
の
で
、
気
持
ち
の
問
題
の
上

で
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
。　
一

こ
の
言
葉
が

一
番
身
に
し
み
て
い
た

の
で
す
Э

こ
れ
か
ら
の
高
校
生
活
は
と
て
も
い

そ
が
し
く
な
り
、
坐
禅
に
行
け
る
機
会

も
少
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
何
ご
と
も

初
心
を
忘
れ
な
い
で
が
ん
ば
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
本
当
に
皆
さ
ん
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
ｃ

坐
禅
と
私

柏
市
　
安
本
小
太
郎

坐
禅
の
目
安
等
は
、
只
管
打
坐
か
ら

す
れ
ば
邪
道
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
凡

夫
の
あ
さ
ま
し
さ
で
、
自
分
の
坐
禅
が

ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
、
や
は
り
気

に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
禅
定
に
あ
る
か
ど
う
か
の

一
つ
の
目
安
と
し
て
、
軽
安
に
つ
い
て

記
し
て
み
ま
す
。
こ
れ
は
心
所
法
と
い

わ
れ
る
も
の
の

一
つ
で
、
現
在
の
心
理

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

「安
と
云
う
は
、
謂
く
、
軽
安
な
り
、

麓
重
を
遠
離
し
、
身
心
を
朝
暢
し
た
Ｆ

堪
忍
す
る
を
以

っ
て
性
を
為
し
、
悟
沈

を
対
治
し
て
、
依
を
転
ず
る
を
以

っ
て

業
と
為
す
。
謂
く
此
は
、
能
く
定
を
障

ゆ
る
法
を
伏
除
し
て
、
所
依
上
を
し
て
、

安
適
な
ら

し
令
籍
％
算
徹
に
」
。

こ
れ
は

『成
唯
識
論
』
の
中
で
、
軽

安
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
す
。

「
軽
安
と
は
、
煩
悩
を
生
ず
る
直
接

の
特
殊
な
は
た
ら
き
を
遠
く
離
れ
て
、

身
心
を
調
和
し
、
の
び
の
び
と
軽
や
か

に
し
、
修
行
に
た
え
ら
れ
る
の
が
本
質

の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
心
が
重
く
沈
み

こ
ん
で
修
行
に
た
）‘
ら
れ
ず
、
そ
の
結

果
を
障
え
ぎ
る
随
煩
悩

（悟
沈
）
を
滅

し
、
因
縁
を
転
じ
て
、
自
己
の
心
身
を

清
浄
に
す
る
の
が
二
次
的
な
は
た
ら
き

で
あ
る
。
こ
れ
は
定
を
障
え
ざ
る
も
の

を
お
さ
え
、
除
い
て
身
心
を
安
ら
か
に

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。　
一
と
い
う
よ
う

な
意
味
と
な
り
ま
す
ｃ

坐
禅
中
に
呼
吸
が
整

っ
て
、
身
心
が

軽
く
、
の
び
の
び
と
し
て
楽
に
坐

っ
て

お
ら
れ
る
と
き
は
、
禅
定
に
入

っ
た
証

拠
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
軽
安
の
心
所
は
、

定
中
に
し
か
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま

す
。
定
を
引
く
心
所
は

「
念
」
で
、
こ

O



れ
は
か

っ
て
習

っ
た
こ
と
を
、
明
ら
か

に
記
憶
し
て
忘
れ
な
い
こ
と
と
な

っ
て

い
ま
す
。

坐
禅
を
く
り
返
し
、
く
り
返
し
、
体

で
覚
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

「
定
」
は
智
恵
の
依
り
所
と
な
り
、
仏

道
の
修
行
は
、
戒
定
慧
の
三
学
と
い
わ

模

と
　
真

「
も希
ス
は
、
そ
れ
参
学
の
高
流
、
久

し
く
模
象
に
習

っ
て
、
真
竜
を
怪
じ
む

こ
と
勿
れ
」

「
普
勧
坐
禅
儀
を
た
た
え
る
」
と
い
う

書
物
の
中
に
、
模
象
の
話
が
出
て
お
り

ま
す
。

つ
ま
り
昔
イ
ン
ド
の
王
様
が
盲
人
を

集
め

一
匹
の
象
を
模
ら
せ
ま
し
た
が
、

彼
等
は
自
分
た
ち
の
触
感
か
ら
、
足
に

触

っ
た
も
の
は
、
象
は
桶
の
よ
う
だ
と

い
い
、
尾
を

つ
か
ん
だ
者
は
帯
の
よ
う

だ
と
い
い
、
腹
に
さ
わ
っ
た
も
の
は
、

太
鼓
の
よ
う
だ
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。

我
々
は
と
か
く
小
さ
な
視
野
で
の
み

物
事
を
捉
え
が
ち
で
す
。
金
賢
姫
の
価

値
感
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
勢
の
人
々
を
不
幸
に
し
、
彼
女
自
身

も
不
幸
に
な
り
、
ど
こ
に
生
命
を
か
け

る
価
値
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

人
と
の
ふ
れ
あ
い
も
、
価
値
感
の
違

れ
る
と
う
り
、
禅
定
は
欠
か
せ
な

い

「
行
」
で
し
ょ
う
。
智
慧

に
よ
り
、
全

て
の
煩
悩
の
も
と
と
な
る

「
無
明
」
を

破
る
こ
と
に
よ
り
、
只
管
打
坐
と
な
る

よ
う
、
緊
張
し
す
ぎ
ず
、
投
げ
だ
す
こ

と
な
く
、
坐
禅
を
続
け
た
い
と
思
い
ま

す
。土電

我
孫
子
市
　
　
新
　
井
　

ミヽ
ち
子

い
か
ら
別
れ
、
離
れ
て
い
く
の
で
な
く
、

価
値
感
と
価
値
感
を
ぶ
つ
か
り
あ
わ
せ
、

お
互
い
が
お
互
い
の
立
場
に
立

っ
て
物

を
見
、
考
え
、
立
場
を
か
え
て
見
る
事

が
大
切
で
あ
っ
て
、
又
そ
こ
か
ら
文
化

も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

広
い
視
野
で
物
を
見
、
考
え
、
多
く

の
人
々
が
幸
せ
に
な
る
よ
う
に
墨
く
さ

ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

各
自
が
自
分
の
生
き
方
を
ご
ま
か
し

た
り
妥
協
し
た
り
し
な
い
で
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

自
然
現
象
で
は
、
春
は
草
芽
が
出
、

夏
の
盛
り
に
は
青
々
と
繁
り
、
秋
に
は

黄
色
く
な
り
冬
に
枯
れ
て
し
ま
う
、
人

の

一
生
も
又
し
か
り
、
…
…
　
し
か
し

我
々
は
、
年
令
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ

ま
で
も
心
の
若
々
し
さ
を
失
わ
ず
、
夏

の
盛
り
に
草
が
青
々
と
し
て
い
る
の
と

同
じ
に
、
た
ま
た
ま
青
年
で
あ

っ
て
は

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
生
の
秋
に
な

っ
て
も
冬
に
な

っ
て

も
七
、
八
月
の
暑
い
夏
の
盛
り
と
同
じ

よ
う
に
人
格
的
な
青
年
を
目
指
し
て
行

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

坐
禅
に
参
加
さ
れ
て
い
る
多
く
の
青

年
に
お
会
い
す
る
た
び
に
励
ま
さ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。

「
何
時
に
於
て
も
後
悔
せ
ず
」

心
に
残
る
言
葉
の

一
つ
で
す
が

「
後

悔
せ
ず
」
に
い
ら
れ
た
ら
ど
ん
な
に
生

き
ご
こ
ち
が
良
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「
振
り
返
ら
な
い
人
生
」
が
可
能
な

の
で
し
ょ
う
か
、
そ
し
て
未
来
を
思
う

と
き
、
未
来
の
は
て
に
待
ち
う
け
て
い

る
も
の
を
考
え
る
と
き
、
人
は
宗
教
を

求
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

「
絶
対
的
な
も
の
」

へ
の
憧
れ
、
恐

れ
、
そ
し
て
永
遠
の
命
…
…
　
暗
や
み

の
中
を
幼
子
が
恐
れ
て
泣
き
さ
け
ぶ
ご

と
く
見
え
な
い
物

へ
の
畏
敬
の
思
い
が

心
を
か
り
た
て
る
の
で
す
。

又
衣
を
さ
わ

っ
て
本
体
と
思
わ
な
い

た
め
に
も
、
真
竜
を
見
分
け
る
鑑
識
眼

を
養

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思

っ
て
お

り
ま
す
。

生
ま
れ
て
初
め
て
坐
禅
に
参
加
し
ま

し
た
時
、
椎
名
老
師
に
坐
禅
の
心
得
を

お
聞
き
し
、

「
雑
念
を
払
い
、
又
浮
ん

で
来
た
雑
念
を
払
い
な
さ
い
」
と
云
わ

れ
た
の
を
お
聞
き
し
て
驚
き
ま
し
た
。

何
か
を
考
え
る
為
、
苦
し
い
事
、
辛

い
事
な
ど
解
決
法
を
考
え
る
た
め
に
禅

を
組
む
と
ば
か
り
思

っ
て
い
た
か
ら
で

す
。
初
め
て
の
坐
禅
は
大
変
緊
張
し
ま

し
た
。
歩
き
方
、
手
の
組
み
方
、
足
の

組
み
方

一
つ
一
つ
に
力
が
入
り
外
か
ら

見
た
ら
、
さ
ぞ
、
し
ゃ
ち
ょ
こ
ば

っ
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

雑
念
を
払
い
又
払
い
又
々
払
い
の
連

続
で
、
そ
の
事
の
み
考
え
て
い
た
よ
う

で
あ
り
ま
し
た
。

ま
だ
ま
だ
先
輩
の
皆
様
の
お
仲
間
入

り
と
い
う
訳
に
は
、
ま
い
り
ま
せ
ぬ
が
、

自
分
自
身
、
手
さ
ぐ
り
で
、
心
の
中
を

空

っ
ぽ
に
し
て
、
謙
虚
な
姿
勢
で
、
坐

り
た
い
も
の
だ
と
念
じ
て
お
り
ま
す
。
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雰旅

ド‥
―
ブ

ッ

混
み
あ

っ
た
二
等
列
車
は
、
長
時
間

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
売
り
や
あ
ら
ゆ

る
階
層
の
人
々
の
乗
降
で
飽
き
る
こ
と

は
な
か

っ
た
。
ホ
ー
ム
の
な
い
駅
で
は

手
を
貸
し
あ

っ
て
高
い
ス
テ
ッ
プ
に
上

が

っ
て
く
る
。
隣
り
合
わ
せ
た
人
か
ら

は
み
か
ん
や
落
花
生
を
も
ら

っ
た
。
人

金
剛
宝
座
と
ボ
ダ
イ
樹

柏

市

武

田

博

志

情
味
が
あ
れ
ば
、
袖
ふ
り
あ
っ
た
仲
も

な
か
な
か
い
い
。

ガ
ヤ
ー
駅
の
改
札
口
を
抜
け
出
る
と
、

す
ぐ
に
日
本
語
で
呼
び
止
め
ら
れ
、
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
に
帰
る
と
い
う
車
に
乗
せ
て
も

ら
う
。
イ
ン
ド
陸
軍
の
訓
練
基
地
を
わ

き
に
み
て
、
畑
の
中
の

一
本
道
を
ゆ
く

と
、
平
原
の
な
か
に
や
が
て
白
い
尖
塔

が
見
え
て
き
た
。
ポ
ン
コ
ツ
の
国
産
車

は
、
そ
の
塔
の
下
の
広
場
に
止
ま
っ
た
。

安
く
清
潔
な
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
宿
を
と

り
、
す
ぐ
に
大
塔
に
向
う
。

異
教
徒
に
破
壊
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、

下
部
を
土
で
埋
め
た
と
い
う
塔
の
入
口

は
階
段
を
下
が

っ
て
い
く
所
に
あ
る
。

黄
金
の
大
釈
迦
像
が
暗
い
堂
内
で
こ
ち

ら
を
見
お
ろ
し
て
い
る
。
裸
足
に
床
は

冷
た
く
快
よ
い
。
堂
内
を
出
て
大
塔
の

一異
に
ま
わ
る
と
、
釈
尊
の
坐
禅
さ
れ
た

場
所
に
金
剛
宝
座
と
菩
提
樹
が
あ
る
。

堂
内
の
大
仏
と
同
じ
金
色
の
小
さ
な
坐

像
が
背
中
合
わ
せ
に
塔
の
内
外
に
あ
る

こ
と
、
そ
の
対
比
的
な
配
置
に
よ
っ
て
、

奇
妙
な
均
衡
や
引
力
を
感
じ
る
。
塔
の

壁
を
取
り
去

っ
て
ひ
と

つ
の
大
き
な
光

背
の
輪
を
私
は
そ
こ
に
見
た
気
が
し
た
。

駅
で
合

っ
た
日
本
語
の
達
者
な
青
年

は
ゴ
ー
タ
マ
と
い
っ
て
、
そ
の
夜
ビ
ー

ル
を
ご
ち
そ
う
し
て
く
れ
た
。
ひ
と
り

の
若
者
が
目
の
前
で
食
事
の
支
度
を
し

て
く
れ
る
。
気
に
な

っ
た
の
は
、
二
〇

歳
そ
こ
そ
こ
の
ゴ
ー
タ
マ
君
が
、
そ
の

若
者
に
傲
慢
な
態
度
で
次
々
と
用
を
言

い
つ
け
る
こ
と
だ

っ
た
。
友
人
か
と
尋

ね
る
と
、
身
の
廻
り
の
世
話
を
し
て
く

れ
る
人
だ
と
い
う
。
血
縁
と
職
業
は
密

接
に
か
か
わ
り
合

っ
て
い
て
、
四
つ
の

カ
ー
ス
ト
ば
か
り
で
は
な
く
、
二
千
と

も
四
千
と
も
い
わ
れ
る
職
業
の
格
付
が

な
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
身
分
に
縛
ら
れ

て
い
る
。
都
市
に
流
出
す
る
者
に
も
身

分
制
は
執
拗
に
つ
い
て
回
る
。

翌
朝
、
き
の
う
の
若
者
が
川
向
う
の

村
を
案
内
し
た
い
と
迎
え
に
き
た
。
泳

げ
な
い
私
は
、
五
〇
メ
ー
ト
ル
は
あ
ろ

う
川
巾
と
流
れ
を
見
て
た
じ
ろ
い
だ
。

十
月
の
乾
期
に
入
る
と
水
は
千
上

っ
て

し
ま
う
く
ら
い
だ
か
ら
、
歩
い
て
渡
れ

る
は
ず
で
あ
る
。

コ
ブ
ラ
に
お
び
え
な

が
ら
足
早
に
果
樹
園
を
通
り
抜
け
、
そ

こ
か
ら
対
岸
を
め
ざ
す
。
浅
瀬
の
渡
渉

地
点
は
三
カ
所
あ
る
。
も
も
ま
で
水
に

つ
い
わ
て
砂
地
の
底
を
確
か
め
な
が
ら

尼
連
禅
河
を
渡
る
。

ス
ジ
ャ
ー
タ
ビ
レ
ッ
ヂ
と
い
え
ば
通

じ
る
ニ
ト
ナ
村
の
入
回
は
青
々
と
し
た

稲
田
を
抜
け
る
あ
ぜ
道
だ

っ
た
。
犬
が

吠
え
、
黒
い
牛
が
い
っ
せ
い
に
頭
を
向

ニ
ー
ナ
村
の
入
口

け
る
。
子
供
が
飛
び
出
し
て
挨
拶
を
す

る
。
私
も
笑

っ
て
合
掌
し
、
ナ
マ
ス
テ
ー

と
返
す
。
金
銭
を
せ
び
ら
な
い
の
で
ほ
っ

と
す
る
。
川
に
挟
ま
れ
た
村
な
の
に
数

分
歩
い
た
だ
け
で
、
サ
ン
ダ
ル
も
足
も

す

っ
か
り
乾
い
て
し
ま

っ
た
。
こ
こ
の

大
気
も
効
率
の
い
い
乾
燥
機
同
然
。
土

づ
く
り
の
か
ま
く
ら
の
よ
う
な
粗
末
な

家
が
細
い
道
の
両
側
に
続
く
ば
か
り
で
、

ジ

ュ
ー
ス
屋
ど
こ
ろ
か
店
ら
し
い
も
の

は

一
軒
も
な
い
。

中
州
に
あ
る
こ
の
村
の
東
側
に
は
も

う
少
し
深
い
川
が
並
行
し
て
流
れ
、
六

キ

ロ
ほ
ど
先
に
、
ふ
た
こ
ぶ
の
前
正
覚

山
が
み
え
る
。
あ
の
山
か
ら
釈
尊
が
苦

行
に
や
せ
こ
け
汚
れ
た
体
を
引
き
ず
る

行

記

ヤ
の
空
の
下
―

日

③



よ
う
に
し
て
野
や
川
を
越
え
、
菩
提
樹

の
下
に
身
を
横
た
え
た
。
通
り
か
か
っ

た
村
の
娘
ス
ジ
ャ
ー
タ
が
乳
が
ゆ
を
こ

こ
で
与
え
た
の
か
と
思
う
と
、
胸
は
つ

ま
り
、
目
頭
が
熱
く
な

っ
た
。

放
牧
さ
れ
た
牛
が
廃
墟
の
ま
わ
り
で

草
を
は
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
眺
め
る

前
正
覚
山
と
反
対
側
の
大
塔
と
の
距
離

を
は
っ
き
り
私
の
眼
が
と
ら
え
て
い
る
。

釈
尊
の
目
に
し
た
光
景
を
共
有
し
て
い

る
。
人
気
の
な
い
の
ど
か
な
原

っ
ぱ
で

じ
っ
と
し
て
い
る
と
、
時
は
止
ま
っ
た
。

藁
の
乾
い
た
匂
い
の
な
か
で
、
シ
タ
ー

ル
や
タ
ブ
ラ
ー

（太
鼓
）
の
音
が
ど
こ

か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
く
る
。

ニ
ー
ナ
村
が
静
か
に
熱
風
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
こ
の
時
に
、
大
塔
の
そ
ば
で

は
数
少
な
い
観
光
客
に
商
人
が
群
が

っ

て
い
る
は
ず
だ
。
ブ

ッ
ダ
ガ
ヤ
が
成
道

の
地
と
な

っ
て
、
村
古
来
の
産
業
を
継

承
し
て
い
る
者
と
観
光
客
目
当
に
集
ま
っ

て
き
た
商
人
と
の
反
目
が
表
面
化
し
て

小
さ
な
事
件
が
よ
く
起
こ
る
。
信
仰
深

く
質
素
な
村
の
生
活
者
が
働
く
そ
ば
で
、

客
と
商
人
と
の
間
で
庶
民
は
手
に
し
た

こ
と
の
な
い
札
束
が
飛
び
交
う
。
そ
れ

を
見
て
い
て
、
な
ん
と
も
悲
し
い
光
景

だ
。
冬
にヽ
は
こ
の
小
さ
な
村
に
不
釣
合

な
多
く
の
観
光
客
が
押
し
寄
せ
る
。
閑

散
と
し
た
夏
期
に
訪
れ
た
私
に
と
っ
て
、

こ
の
事
実
は
気
が
か
り
な
こ
と
だ
っ
た
。

釈
尊
の
足
ど
り
を
辿

っ
た
旅
行
は
病

気
や
切
符
の
入
手
難
な
ど
で
入
滅
の
地
・

ク
シ
ナ
ガ
ル
は
訪
ね
ら
れ
な
か
っ
た
。

二
五
〇
〇
年
を
隔
て
て
釈
尊
在
世
時
の

情
況
を
思
い
推
る
と
い
う
の
は
思
い
込

み
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
人
の
生
活

振
り
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
時
間
と
い

う
座
標
軸
が
失
せ
て
し
ま
う
。
は
っ
と

し
て
歩
き
出
せ
ば
物
乞
い
に
囲
ま
れ
る
。

差
し
出
さ
れ
る
手
に
私
の
す
る
喜
捨
の

意
味
は
自
己
再
生
の
為
の
ヒ
ン
ド
ウ
教

の
も
の
と
は
違

っ
て
い
る
。
施
し

一
つ

と
っ
て
も
常
に
自
分
へ
の
問
い
か
け
で

あ
る
。
異
文
化
の
中
で
自
己
へ
の
内
向

は
加
速
度
を
増
し
た
旅
と
な
っ
た
。

三
回
に
亘
っ
て
、
リ
ュ
ッ
ク
姿
の
旅

日
記
を
掲
載
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

釈
尊
が
生
涯
を
送
っ
た
イ
ン
ド
と
い
う

国
、
そ
の
風
土
や
人
の
姿
を
わ
ず
か
で

も
伝
え
ら
れ
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
Ｇ

道
元
禅
師

の
お
こ
と
ば
抄

学
道
の
最
要
は
坐
禅
こ
れ
第

一
な

り
。
大
宋
の
人
、
多
く
得
道
す
る

こ
と
、
み
な
坐
禅
の
も
か
ら
な
り
。

一
問
不
通
に
て
無
才
愚
痴
の
人
も
、

坐
禅
を
も
は
ら
す
れ
ば
、
そ
の
禅

定
の
功
に
よ
り
て
、
多
年
の
久
学

聡
明
の
人
に
も
勝
る
る
な
り
。
し

か
あ
れ
ば
学
人
は
只
管
打
坐
し
て
、

他
を
管
す
る
こ
と
な
か
れ
。
仏
祖

の
道
は
た
だ
坐
禅
な
り
。
多
事
に

順
ず
べ
か
ら
ず
。

な（正
法
眼
臓
髄
聞
記
）

聡
明
を
先
と
為
さ
ず
、
学
解
を
先

と
為
さ
ず
、
心
意
識
を
先
と
為
さ

げ
、
念
想
観
を
先
と
為
さ
ず
Ｆ
胴

来
す
べ
て
こ
れ
を
用
い
ず
、
身
心

を
調
へ
て
以
て
仏
道
に
入
る
な
り
。

（学
道
用
心
集
）

各
行
事
の
ご
案
内

○
大
雄
山

一
泊
参
禅
の
集
い

期
日
　
エハ
月
四
日
出
～
五
日
国

場
所
　
大
雄
山
最
乗
寺

（神
奈
川
県

南
足
柄
郡
大
雄
町
）

交
通
　
龍
泉
院
よ
リ
バ
ス
で
往
復

○
龍
泉
院
大
施
餓
鬼
会

日
時
　
八
月

一
六
日
ω
午
后

一
時

説
教
　
中
野
東
禅
老
師

（予
定
）

法
要
　
新
盆

・
山
門
施
餓
鬼

○囃聴院
一第二脚晰腱唯午前九時　　　．⑨

内
容
　
坐
禅

・
法
要

・
法
話

・
点
心

以
上
、
二
つ
の
行
事
を
ご
案
内
し
ま

す
。
会
員
の
皆
さ
ま
の
ふ
る
っ
て
ご
参

加
の
ほ
ど
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
七
月
の
定
例
参
禅
会
は
、
椎

名
老
師
が
学
会
に
出
席
さ
れ
る
た
め
、

第
五
日
曜
の
七
月
二

一
日
に
変
更
い
た

し
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

龍泉院に所蔵される

道元禅師の頂相
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龍

泉

院

参

禅

会

簡

介

日
時
　
　
毎
月
第

四
日
曜
午
前
九
時

よ
り

（
初

参

加

の
方

は

八
時
半

ま

で
に
来
山

の
こ
と

。
）

坐
禅

　
　
止
　
静

　
鐘

　

一量
戸
　
　
坐
禅

経
　
″何
　
鐘

　

一
一声
　
　
経
行

放
　
禅

　
鐘

　

一
声
　
　
放
禅

講
義
　
　
本
版

三
通
　
開
経
偶
を

唱
え

て

『
正

法

眼
蔵

』

の

提
唱
を
聞

く

講
師
　
龍
泉
院
住
職
椎
名
宏
雄
老
師

昭
和

六

三
年

二
月

よ
り

「
心
不
可
得

」

の
巻

を

提

唱
中

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
　
　
缶
　ヽ

料

成
道
会
坐
禅月

例

参
禅
会

の
他

に
毎
年

一

は
第

二

日
曜

。

（
本
年

は

一

月

の
第

一
あ

る

い

月

四

日
）

釈
尊

成
道

を
讃

え
坐
禅

、
成

道
会
法

要

の
後

、
法

話
を
聴

聞

、
点
心

（
昼
食

）
を
共

に
す

る
。

沼

南

雑

記

〔参
禅
会
記
録
〕

（　
）
内
は
座
談
の

司
会
者

六
一
一年

一
一
月
二
五
日
　
一
三
ハ
名

（清
水
利

一
）

千
葉
県
曹
洞
宗
青
年
会
二
〇
周
年
記
念

因
脈
会
　
一
一
月

一
四
日
　
九
名

於
千
葉
市
海
蔵
寺

一
一
月
二
二
日
　
一
三
二
名

（沢
村
国
勝
）

第
五
回
成
道
会
　
一
一
一月
六
日

四
四
名

成
道
会
幹
事
　
中
蔦
南
洲
男

〃
　
　
　
五
十
嵐
嗣
郎

写
真
　
徳
山
　
　
浩

一
二
月
二
七
日
　
一
九
名

（小
畑
節
朗
）

六
三
年

一
月
一
一四
日
　
　
一壬
二
名（中

蔦
南
洲
男
）

二
月
二
八
日
　
　
一
エ
ハ
名

（石
井
　
勇
）

千
葉
県
曹
洞
宗
青
年
会
第
九
回
大
摂
心

△
〓
　
　
二
月
四

・
五

・
六
日
　
一
一名

於
八
千
代
市
長
福
寺

二
月
二
七
日
　
　
一
一八
名

（染
谷
は
る
）

▼
六
三
年
二
月
よ
り

『正
法
眼
蔵
』
の

講
義
は
、

「
山
水
経
」
が
終
了
し
、

●
発
　
一何
／
天

徳

山

ｔ

泉

院

●
印
　
刷
／
岡
田
印
円
　

（会
社

「心
不
可
得
」
巻
の
提
唱
と
な
り
ま
し

た
。参

禅
の
皆
様
か
ら
原
稿
を
い
た
だ
い

て
、
期
せ
ず
し
て

「
坐
禅
と
私
」
の
題

が
多
く
、

「
坐
禅
と
私
」
特
集
と
い
た

し
ま
し
た
。
年
輩
の
方
か
ら
高
校
新
入

生
と
な

っ
た
ば
か
り
の
若
者
ま
で
、
真

摯
に
坐
禅
に
取
組
ま
れ
る
姿
に
心
が
洗

わ
れ
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

▼
第
五
回
成
道
会
は
昨
年

一
二
月
七
日
、

僧
俗
四
四
名
の
参
加
を
得
て
盛
会
裏
に

円
成
い
た
し
ま
し
た
。
沢
山
の
方
々
よ

り
祝
賀
を
賜
り
、
特
に
龍
泉
院
老
師
よ

り
傘
松
道
詠
を
讃
え
た
大
山
興
隆
著

『草
の
葉
』
、
会
員

の
平
沢
満
代
さ
ん

よ
り
、
自
身
で
作
ら
れ
た
名
物
裂
製
の

「
数
珠
入
れ
」
を
全
員
に
記
念
と
し
て

賜
り
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

▼
現
代
の
交
通
機
関
の
発
達
は
、
既
成

の
思
い
も
思
い
入
れ
も
、
時
に
は
壊
し

て
し
ま
う
。
数
十
年
前
の
佛
跡
巡
拝
な

ど
は
、
大
き
な
決
意
で
行

っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
な
ん
と
か
行
こ

う
と
す
る
意
志
さ
え
あ
れ
ば
、
私
で
も

行
け
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
尊
在

世
を
今
の
世
に
引
き
戻
し
て
渇
仰
礼
拝

す
る
時
を
、
い
っ
た
い
私
自
身
持
ち
得

る
で
あ
ろ
う
か
。
―
ブ

ッ
ダ
カ
ヤ
の
空

の
下
―
を
読
ん
で
の
思
い
で
あ
り
ま
す
。

（節
光
記
）
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