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従
容
録
に
学
ぶ

（
三

）

第
八
二
則

Ｔ
不

衆
〕

し

ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
い
し

ょ

だ

衆
π
示
し
て
云
く
野
声
色
を
断
ぜ
ざ
れ
ば
こ
れ
随
処
堕
、

声
を
も

っ
て
求
め
色
を
も

っ
て
見
れ
ば
、
如
来
を
見
ず
。

み
ち
　
　
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い

路
に
就
い
て
家
に
帰
る
底
、
あ
る
こ
と
な
し
や
。

〔本
　
則
〕

こ
　
　
　
　
　
　
　
　
し

ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ん
じ

ょ
う
ご

ど
う
　
　
　
　
　
が
ん

挙
す
Ｆ
雲
門

‐ナ
衆
に
詠
材
肛
云
く
、
聞
請
悟
髄
、
（
双
丸
ド

呵
籍
嵯
ズ
。）ぜ呪
色
明
心
、
（両
漢
絆
鯖
一を
遮
ぎ
る
。ドう嘲

世
音
菩
薩
、
銭
を
も

」
ち
積
寵
ｋ

創
餅
を
買
う
、
手
を
放
下

す
れ
ば
か
え

っ
て
こ
れ
鰻
頭
。
（
ま
た
風

に
別
調

の
中

に

吹
か
る
。
）

こ
の
則
は
、
雲
門
さ
ん
で
知
ら
れ
る
雲
門
文
堰
が

教
え
示
し
た

一
則
で
す
。
『従
容
録
』
に
は
雲
門
に

関
す
る
本
則
が
八
つ
も
あ
り
、
全
百
則
の
中
で
は
最

も
多
い
割
合
と
な
っ
て
い
ま
す
。
百
則
を
え
ら
ん
だ

宏
智
さ
ん
も
、
雲
門
の
教
え
の
す
ば
ら
し
さ
に
は
、

宙

リ
ケ

七

特
別
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
す
。

雲
門
文
優

（八
六
九
～
九
四
七
）
は
、
唐
末
に
蘇

州
で
生
ま
れ
ま
し
た
。　
一
七
才
で
出
稼
乳
い
は
じ
め

は
戒
律
を
勉
強
し
、
の
ち
に
禅
門
の
睦
州
和
尚
に
参

じ
て
悟
り
を
開
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
睦
州
の
も
と
で

数
年
間
修
行
の
の
ち
、
福
建
省
雪
峰
山
の
英
傑
、
義

存
禅
師
に
師
侍
し
て
大
法
を
受
け
、
広
東
省
の
霊
樹

院
に
住
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
雲
門
山
に
道
場
を
開
い
た
の
は
、
文
優

六
〇
才
の
時
で
、
以
後
約
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
大
い

に
禅
風
を
振
い
、
常
に
千

き人
わ
務
行
者
が
集

っ
た
と

い
わ
れ
ま
す
。
朝
廷
か
ら
は
匡
真
大
師
と
賜
号
を
受

け
、
寺
も
大
覚
禅
寺
の
勅
額
が
下
賜
さ
れ
ま
し
た
。

や
が
て
雲
門
の
宗
風
は
、
雲
門
宗
と
い
う
宗
派
に
発

展
し
、
北
宋
時
代
に
は
禅
界
を
リ
ー
ド
し
ま
し
た
。

雲
門
さ
ん
の
禅
風
に
は
多
く
の
特
色
が
あ
り
ま
す

が
、
と
り
わ
け
短
か
な

一
語

一
句
で
、
ズ
バ
リ
と
禅

の
要
旨
を
示
す
「
一字
関
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
か
しま

り
。
た
と
ぇ
ば
、
仏
と
は
何
か
と
の
問
い
た
ハ
乾
屎

板
」
と
答
え
、
清
浄
法
身
を
問
え
ば
「花
薬
欄
」
と
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答
え
る
た
ぐ
い
で
す
。

ま
た
、
雲
門
の
問
答
に
は
法
身
に
関

す
る
も
の
が
多
く
、
永
遠
の
絶
対
的
な

真
理
を
仏
の
本
性
と
み
る

「
法
身
」
に

対
し
て
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
、
と
ど
こ

お
る
こ
と
を
誠
じ
め
る
厳
し
い
禅
風
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
雲
門

の
禅
風
は
、
宋
代
以
後
の
臨
済
禅
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

雲
門
宗
は
元
代
に
絶
え
ま
す
が
、
関

東
省
乳
源
県
瑶
族
自
治
区
に
あ
る
雲
門

山
大
覚
禅
寺
は
、
今
日
な
お
多
く
の
伽

藍
と
僧
侶
を
擁
し
て
隆
昌
し
、
雲
門
さ

ん
の
遺
徳
を
千
年
後
に
伝
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
万
松
の

Ｔ
歪
蒸
〕
を
み
ま
し
ょ

う
。
そ
れ
は
、
人
の
感
覚
器
官
の
は
た

ら
き
そ
の
ま
ま
が
実
は
自
在
無
凝
の
仏

な
の
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
で
も

っ
て
仏

を
求
め
て
も
ム
ダ
だ
、
こ
の
辺
が
ち

ゃ

ん
と
わ
き
ま
え
ら
れ
て
い
る
か
な
、
と

い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
す
。

ず
聾

ち

Ｅ

」
塾

鮮
籐
彫
の
）と

、

「随
処
涯
喜
と
は
曹
山
本
寂
が
唱
え
た

「曹
山
三
堕
」
と
い
わ
れ
る
も
の
の

一

つ
で
、
知
覚
に
徹
し
切

っ
た
時
の
自
由

無
磯
の
あ
り
方
を
い
い
ま
す
。
曹
山
さ

ん
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
五
二
則

「曹
山
法
身
」
で
ご
紹
介
し
て
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
〔本
則
〕
は
い
た

っ
て
短

い
代
り
に
、
内
容
は
す
こ
ぶ
る
深
い
も

の
で
す
。
意
訳
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
か
の
有
名
な
香
厳
や
霊
雲
の
間
声

悟
道
や
見
色
明
心
と
い
う
も
の
は
、
い
っ

て
み
れ
ば
、
観
音
さ
ん
が
銭
で
餅
を
買

い
、
手
を
放
し
た
ら
鰻
頭
に
変

っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
な
も
ん
じ
ゃ
。
」

な
ん
と
も
す
ぐ
れ
た
禅
匠
は
、
ま
た

面
白
い
た
と
え
で
説
く
も
の
で
す
ね
。

こ
の
辺
が
常
人
と
は
ケ
タ
外
れ
に
ち
が

う
、
縦
横
に
道
■
観
憲
玩
％
諸
り
功
糧

施
の
で
し
ょ
う
。
聞
声
悟
殖
た
視
絶
明

心
と
は
、　

きと
為
躯
中
唐
の
濃
山

し霊
満
の

弟
子
で
あ
る
香
厳
智
閑
と
霊
雲
志
勤
、

こ
の
両
者
に
よ
る
悟
り
の
勝
縁
を
い
い
、

古
来
禅
門
で
有
名
な
故
事
と
さ
れ
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
香
厳
は
霊
祐
の
も
と
で

は
悟
れ
ず
、
師
に
別
れ
て
遠
く
河
南
省

南
陽
の
郊
外
、
白
崖
山
に
あ
る
慧
忠
国

雲
門
山
大
覚
禅
寺
の
雄
姿

師
の
塔
院
を
守

っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る

日
、
庭
を
掃
く
等
に
当

っ
た
小
石
が
竹

を
撃

つ
音
を
聞
い
た
瞬
間
、
忽
然
と
し

て
心
の
む
す
ば
れ
が
解
け
ま
し
た
。

ま
た
、
霊
雲
は
あ
る
早
春
の
朝
、
霞

た
な
び
く
空
に
パ

ッ
と
ほ
こ
ろ
び
た
桃

の
花
を
見
て
、
大
い
な
る
悟
り
が
開
け

ま
し
た
。
湖
南
省
の
こ
の
あ
た
り
は
、

桃
の
本
が
豊
富
な
と
こ
ろ
で
す
。

両
者
は
、
竹
声
と
桃
花
と
い
う
耳
や

目
に
う

っ
た
え
る
知
覚
に
よ

っ
て
、
大

悟
徹
底
の
体
験
を
え
た
の
で
す
。
し
か

し
、
誰
で
も
そ
う
と
は
い
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
は
、
長
く
深
い
修
行
の
苦
し
み

や
葛
藤
が
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
で
し
ょ
う
。

い
ま
、
雲
門
が
い
っ
て
い
る
の
は
、

こ
ん
な
両
者
の
悟
り
に
つ
い
て
で
は
な

く
、
直
接
的
な
機
縁
と
な

っ
た
目
や
耳

の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

知
覚
器
官
の
は
た
ら
き
が
無
心
に
な
さ

れ
る
す
が
た
こ
そ
、
仏
と
し
て
の
妙
用

な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

観
音
さ
ま
は
三
二
に
身
を
変
じ
、
あ

る
い
は
千
本
の
手
を
さ
し
の
べ
て
、
自

由
自
在
に
衆
生
済
度
を
な
さ
れ
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
観
音
さ
ま
が
あ
る
の
は
、

そ
の
た
め
で
す
。
そ
の
観
音
さ
ま
が
餅

を
買
い
、
手
か
ら
放
し
た
と
た
ん
に
鰻

頭
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
手
品
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
観
音
さ
ま
の
自
在
無
礎
の
は

た
ら
き
を
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
雲
門
は
、
わ
た
く
し
た
ち

の
目
や
耳
が
天
然
自
然
に
作
用
で
き
る

す
ば
ら
し
さ
を
、
あ
た
か
も
観
音
さ
ま

の
自
在
無
凝
の
妙
用
に
た
と
え
て
示
さ

れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

考
え
て
み
れ
ば
、
感
覚
器
官
は
人
が

生
き
る
上
で
、
も

っ
と
も
基
本
的
な
は

た
ら
き
で
す
。
そ
れ
が
不
都
合
に
な
る

と
ど
ん
な
に
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
る
か
、
い

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
な

ど
も
、
最
近
は
視
力
の
衰
え
る
に
し
た

が

っ
て
、
そ
れ
を
痛
感
し
ま
す
。
若
い

こ
ろ
、
必
要
あ

っ
て

『
全
唐
文
』

一
千

巻
を

〃ナ
ナ
メ
読
み
〃
な
が
ら
、
わ
ず

か
三
日
で
読
ん
だ
こ
と
な
ど
、
も
う
遠

い
夢
の
夢
で
す
。

す
る
と
、
万
松
が
い
う
よ
う
に
、
感

覚
器
官
の
ス
ム
ー
ズ
な
は
た
ら
き
は
、

小
さ
な
自
分
だ
け
の
は
か
ら
い
で
は
な

く
、
大
い
な
る
も
の
の
力
だ
と
い
う
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
を
仏
と
い
わ

ず
し
て
、
何
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
本

来
の
面
目
と
い
っ
て
も
同
じ
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
な
の
に
、
わ
た
く
し
た
ち
は

仏
を
目
や
耳
で
求
め
る
、
そ
れ
が
根
本

的
に
ま
ち
が

っ
て
い
る
の
は
、
万
松
の

い
わ
れ
る
と
お
り
で
す
ね
。

坐
禅
も
、
坐
れ
ば
足
が
痛
い
、
そ
れ

で
よ
い
の
で
す
ね
。
痛
い
の
も
苦
し
い

の
も
仏
さ
ま
の
は
か
ら
い
で
す
。
道
元

禅
師
が
、
身
も
心
も
放

っ
て
仏
に
な
げ

入
れ
れ
ば
、
い
と
も
た
や
す
く
仏
と
な

る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
。

②



常

真

寺

で

の

泊

参

禅

〔参
加
者
〕

五
十
嵐
嗣
郎
、
石
井

つ
や
、
井
之
輪

進
、
今
泉
章
利
、
今
泉
房
子
、
大
塚

マ

サ
子
、
小
畑
節
朗
、
加
藤
健
之
、
佐
藤

初
恵
、
沢
村
国
勝
、
四
宮
清
二
、
下
村

忠
男
、
杉
浦
上
太
郎
、
添
田
昌
弘
、
染

谷
は
る
、
高
野
千
代
子
、
寺
田
哲
朗
、

藤
原
公
、
政
安
裕
良
、
三
町
勲
、
宮
田

哲
男
、
森
岡
俊
雄
、
安
本
小
太
郎

（以
上
二
十
三
名
）

平
成
二
年
六
月
九
日
、　
一
〇
日
の
両

日
、
栃
木
県
鹿
沼
市
に
あ
り
ま
す
常
真

寺
で
、　
一
泊
参
禅
を
行
な
い
ま
し
た
。

一
泊
参
禅
は
今
回
で
第
五
回
目
と
な
り
、

参
加
者
は
、
椎
名
老
師
他
二
三
名
で
、

丁
度
梅
雨
入
り
第

一
日
目
を
バ
ス
で
目

的
地
に
向
い
ま
し
た
。
途
中
か
ら
小
雨

と
な
り
、
雨
に
濡
れ
た
木
立
ち
の
中
、

坂
東
観
音
第

一
七
番
札
所
で
あ
る
満
願

寺
に
詣
で
、
そ
こ
で
昼
食
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

常
真
寺
に
つ
い
て
驚
き
ま
し
た
こ
と

は
、
山
門
の
入
口
に
か
な
り
の
樹
齢
と

思
わ
れ
る
槙
の
古
木
が
そ
そ
り
立
ち
、

そ
れ
に
松
が
宿
り
木
と
し
て
枝
を
の
ば

し
て
お
り
ま
し
た
。
常
真
寺
で
の
参
禅

の
日
課
は
次
の
差
定
に
よ
り
行
な
わ
れ

ま
し
た
。

第

一
日
　
エハ
月
九
日

（土
）

上
山
　
午
後
三
時

講
話
　
午
後
三
時
三
〇
分

皆
川
広
義
老
師

坐
禅
　
午
後
四
時
四
〇
分

晩
課
　
午
後
五
時
三
〇
分

薬
石
　
午
後
六
時

入
浴
　
午
後
七
時

夜
坐
　
午
後
七
時
五
〇
分

開
枕
　
午
後
九
時
三
〇
分

第
二
日
　
エハ
月

一
〇
日

（
日
）

振
鈴
　
午
前
四
時
三
〇
分

暁
天
　
午
前
五
時

朝
課
　
午
前
五
時
四
〇
分

作
務
　
午
前
六
時

小
食
　
午
前
七
時

坐
禅
　
午
前
八
時
三
〇
分

禅
講
　
午
前
九
時
三
〇
分

椎
名
宏
雄
老
師

坐
禅
　
午
前

一
〇
時
四
〇
分

点
心
　
午
前

一
一
時
三
〇
分

下
山
　
午
後
○
時
三
〇
分

こ
う
し
て

一
同
、
無
事
下
山
い
た
し

ま
し
た
。
降
り
し
き
る
雨
音
を
聞
き
な

が
ら
の
夜
坐
は
、　
一
同
心
を
洗
わ
れ
る

思
い
で
、　
一
心
に
坐
れ
た
よ
う
に
思
え

ま
す
。
第

一
日
目
の
皆
川
老
師
の
ご
法

話
は
釈
尊
の
成
道

へ
の
道
に
つ
い
て
、

平
易
に
、
そ
し
て
熱
の
こ
も

っ
た
お
話

で
、　
一
同
温
い
感
動
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
第
二
日
目
の
椎
名
老
師
の
ご
講
話

は
、
白
隠
禅
師
坐
禅
和
讃
を
も
と
に
、

禅
師
の
生
涯
に
わ
た
る
布
教
活
動
を
話

さ
れ
、
最
後
に
詩
人
八
木
重
吉

の
詩
、

「
花
は
な
ぜ
美
し
い
か
、
ひ
と
す
じ
の

気
持
ち
で
咲
い
て
い
る
か
ら
だ
」
で
結

ば
れ
、
ひ
と
す
じ
に
佛
道
を
学
ぶ
大
切

さ
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

常員寺一泊参禅者一同 (H2.6.10)
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今
回
の
参
禅
は
、
日
頃
よ
り
緑
陰
禅

の
集
い
を
な
さ
れ
て
お
ら
れ
る
皆
川
老

師
と
、
そ
の
ご
家
族
に
よ
り
、
手
作
り

の
ぬ
く
も
り
で

一
同
を
包
ん
で
い
た
だ

い
た
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
改

め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
奥
様
に
は

ご
多
忙
の
中
、
私
共
の
た
め
に
ご
用
意

い
た
だ
き
ま
し
た
お
食
事
の
お
い
し
か
っ

た
こ
と
、
参
禅
者

一
同
の
大
き
な
活
力

と
な
り
ま
し
た
。
本
当
に
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

ま
た
今
回
の
計
画
に
ご
尽
力
い
た
だ

き
ま
し
た
椎
名
老
師
、
小
畑
様
、
三
町
・

添
田
両
幹
事
、
な
ら
び
に
写
真
を
担
当

い
た
だ
き
ま
し
た
藤
原
様
に
、
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

随
　
縁

―

一
泊
坐
禅
会
に
参
加
し
て

師
を
は
じ
め
小
畑
さ
ん
、
幹
事
の
添
田

さ
ん
、
三
町
さ
ん
他
皆
様
の
、
実
に
真

摯
で
か

つ
暖
か
い
空
気
に
つ
つ
ま
れ
て
、

あ

っ
と
言
う
間
に
終
わ

っ
た
と
言
う
の

が
実
感
で
し
た
。

し
か
し
、
短
か

っ
た
と
は
い
え
、
静

か
な
山
間
の
常
真
寺
で
の
想
い
出
は
、

誠
に
忘
れ
難
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

六
住
の
坐
禅
の
中
で
襲

っ
て
く
る
肉

体
的
な
苦
痛
に
は
、
本
当
に
閉
口
し
ま

し
た
が
、
「
足
が
折
れ
る
な
ら
そ
れ
も

よ
し
」
と
居
直

っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
痛

み
が
洞
徹
し
た
様
な
気
も
致
し
ま
し
た
。

ま
た
、
肉
体
の
加
減
に
よ

っ
て
、　
一
〇

分
間
が
、　
一
分
間
に
も
感
じ
る
事
が
あ

る
の
だ
と
言
う
事
も
知
り
ま
し
た
。
集

中
す
れ
ば
、
僅
か

一
〇
分
間
で
も
人
は

実
に
多
く
の
事
を
成
し
得
る
の
か
も
し

れ
な
い
と
も
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。ま

た
、
坐
禅
を
し
て
い
る
と
、
実
に

多
く
の
物
音
が
聞
こ
え
て
来
ま
す
。
そ

れ
は
、
本
当
に
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
確

実
に
命
の
息
吹
で
あ

っ
た
り
、
大
地
を

吹
き
抜
け
る
風
に
そ
よ
ぐ
木
々
の
葉
の

音
で
あ

っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
は
、
小
生
の
目
の
前
の
障
子
の

向
こ
う
側
で
行
わ
れ
て
い
る
営
み
の
音

で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
最
後
の
六
性
が
終
わ

っ

た
時
、
私
は
も
う

一
つ
の
発
見
を
し
た

の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
隣
の
方
が
小
生

今
年
の
五
月
二
七
日
に
、
初
め
て
龍

泉
院
参
禅
会
に
参
加
さ
せ
て
頂
い
た
ば

か
り
の
私
が
、
六
月
九
日
の

一
泊
坐
禅

会
に
、
家
内
と
い
き
な
り
参
加
す
る
事

を
お
許
じ
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
、
御
老

師
を
始
め
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

も
と
も
と
、
仏
教

・
坐
禅
等
と
は
、

殆
ど
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
縁
の
薄
か
っ

た
私
ど
も
が
、
参
禅
会
に
参
加
さ
せ
て

頂
く
こ
と
に
な

っ
た
い
き
さ
つ
は
、
昨

年
、
風
邪
の
床
で
何
気
な
く
私
が

「般

若
心
経
」
を
暗
記
し
た
こ
と
に
始
ま
り

ま
し
た
。
私
が
病
気
回
復

の
日
に
、

「般
若
心
経
」
を
譜
ん
じ
て
み
せ
ま
す

と
、
家
内
は
密
か
に
対
抗
意
識
を
燃
や

し
た
ら
し
く
、
い
つ
の
間
に
か
、
毎
朝

の
仏
壇
に
奇
妙
な
調
子
の

「般
若
心
経
」

が
聞
こ
え
て
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
年
の
３
月
に
な
る
と
、
家
内
か
ら

突
然
、
駒
沢
大
学
の
聴
講
生
に
な
っ
て
、

「禅
」
を
勉
強
し
た
い
と
話
が
あ
り
ま

し
た
。

理
由
は
、家
内
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
↑
↓

と
し
て
い
る

「茶
道
」
の
勉
強
を
し
て

い
る
と
、
ど
う
し
て
も

「禅
」
を
理
解

し
な
い
と
行
き
詰
ま
る
と
い
う
事
で
し

た
。
私
は
、
も
と
も
と
、
「茶
道
」
が

柏
市
　
　
今
泉
　
土早
利

あ
っ
て

「禅
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

「禅
」
が
あ
っ
て

「
茶
道
」
が
あ
る
と

思
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
茶
碗
の
回

し
方
ば
か
り
を
、
真
面
目
な
顔

つ
き
で

几
帳
面
に
認
め
て
き
た
家
内
が
、
斯
か

る
発
言
を
し
た
の
は
、
大
変
に
良
い
事

だ
と
内
心
思
っ
た
も
の
で
し
た
。

し
か
も
、
駒
沢
大
学
は
、
大
学
の
ゼ

ミ
の
同
級
生
が
助
教
授
を
し
て
い
る
し
、

小
生
の
実
家
の
菩
提
寺
の
先
代
、
藤
田

俊
訓
住
職
が
昔
学
監
を
さ
れ
て
い
た
と

も
仄
聞
し
て
い
た
の
で
、
「
無
理
の
な

い
範
囲
で
」
か
つ

「
習
っ
た
こ
と
は
独

り
占
め
に
せ
ず
小
生
に
も
説
明
す
る
事
」

と
い
う
条
件
付
き
で
同
意
し
た
の
で
あ

り
ま
し
た
。

家
内
が
駒
沢
大
学
で
取
っ
た
講
座
は
、

「禅
特
別
講
義
―
臨
済
禅
―
」
、
「
仏
書

解
説
‐
正
法
眼
蔵
―
」
等
で
あ
り
ま
し

た
が
、
こ
の
禅
特
別
講
義
の
先
生
が
椎

名
御
老
師
で
あ
り
、
御
老
師
よ
り

「柏

に
住
ん
で
い
る
な
ら
、
参
禅
会
に
来
て

は
ど
う
か
。」
と
お
誘
い
を
受
け
た
こ

と
が
、　
一
泊
坐
禅
会
参
加
ま
で
の
経
緯

で
あ
り
ま
す
。

一
泊
坐
禅
会
は
、
坐
禅
に
つ
い
て
何

も
知
ら
な
い
の
で
、
始
め
は
正
直
い
っ

て
不
安
で
あ
り
ま
し
た
。
然
し
、
御
老

④
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の
目
の
前
の
障
子
を
、
空
気
入
替
え
の

為
に
、
ほ
ん
の
少
し
開
け
て
呉
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
し

た
。
僅
か
な
障
子
の
隙
間
か
ら
見
え
た

も
の
は
、
六
注
の
間
に
私
の
心
の
中
で

展
開
し
て
い
た
景
色
と
は
似
て
も
似
つ

か
ぬ
も
の
で
あ
り
、
小
生
は
、
目
で
見

え
る
も
の
は
、
人
間
が
考
え
て
い
る
程

に
は
、
見
え
て
い
な
い
の
だ
と
言
う
事

を
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

一
泊
坐
禅
会
か
ら
二
か
月
が
過
ぎ
た

今
、
こ
の
原
稿
を
書
き
な
が
ら
、
も
う

一
つ
の
忘
れ
難
い
常
真
寺
の
皆
川
老
師

の
講
話
を
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
「
人
は
永
遠
の
命
を
永
遠

に
伝
え
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
て
お
り
、

人
は
命
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠

に
生
き
る
。
」
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
人
は
、
老
い
る
事
、
そ
し
て
死
ぬ

事
を
避
け
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
出

来
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
現
実
か

ら
目
を
そ
む
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
然

し
、
病
人
や
老
人
や
死
に
逝
く
人
々
は
、

自
分
た
ち
の
苦
し
み
を
通
じ
て
、
我
々

に
そ
の
真
実
を
伝
え
て
く
れ
る
方
々
な

の
だ
―
と
言
う
事
で
し
た
。

現
在
、
現
代
人
は
、
諸
先
輩
が
、
大

変
な
苦
労
を
し
て
築
い
て
呉
れ
た

「命

を
伝
え
る
た
め
の
手
段
」
の
利
便
性
や

快
適
さ
に
す

っ
か
り
目
を
奪
わ
れ
て
お

り
、
そ
の

「
手
段
」
を
入
手
す
る
こ
と

が
、
目
的
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
お
り
ま

す
。
「
人
間
の
生
命
を
伝
え
高
め
て
ゆ

く
と
い
う

一
番
大
切
な
目
的
」
を
忘
れ

て
い
る
現
代
人
に
対
し
て
、
皆
川
老
師

の
講
話
は
、
何
と
厳
し
い
言
葉
で
あ

っ

た
で
し
ょ
う
か
。

小
生
は
、
恥
ず
か
し
乍
ら
、
電
車
の

中
で
席
を
取
ら
れ
る
程
度
の
事
で
、
心

が
乱
れ
る
よ
う
な
凡
夫
で
あ
り
ま
す
が
、

一
泊
坐
禅
会
で
学
ん
だ
事
を
大
切
に
し

な
が
ら
、
参
禅
会
で
さ
ら
に
多
く
の
事

を
勉
強
し
て
ゆ
き
た
い
と
願

っ
て
お
り

ま
す
。
今
後
と
も
、
家
内
共
々
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

機

騨

常
員
禅
寺
に
て

船
橋
市
　
加
藤
　
健
之

老
杉
に
　
雨
休
み
た
り思

惟
埋
む
ゆ

悟
り
と
て
　
有
無
の
超
越

紫
欄
咲
く

参

毎
年

一
回
、
龍
泉
院
参
禅
会
の
合
宿

が
行
わ
れ
る
。
私
も
病
気
で
な
い
限
り

参
加
さ
せ
て
戴
い
て
い
る
。
私
も
馬
齢

を
加
え
て
、
今
年
で
七
二
才
で
、
社
会

的
に
見
て
も
は
や

一
人
前
で
は
な
い
。

そ
れ
で
上
山
、
参
禅
、
下
山
の
事
は

参
禅
会
諸
賢
に
御
願
し
て
、
足
掛
け

一

五
年
の
参
禅
の
現
実
を
書
か
せ
て
戴
き

ま
す
。
随
分
わ
か
ら
な
い
事
を
御
師
家

様
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。
先
ず
六
年
だ

の
九
年
だ
の
と
腹
が
立
つ
。
私
は
五
〇

余
年
刀
鍛
冶
を
や
っ
て
も
未
だ
出
来
な

い
。
大
和
尚
笑

っ
て
居
ら
れ
た
が
、
之

は
天
に
向

っ
て
唾
す
る
の
と
同
じ
で
、

自
分
の
顔
に
掛
か
っ
て
来
ま
す
。

達
磨
大
師
の
偶
の

一
節
に

「
伝
レ
法

救
三述
情
こ

と
あ
り
ま
す
。
之
は
先
輩

に
教
え
て
貰
い
ま
し
た
。
達
磨
大
師
の

庭
茂
り
　
而
今
現
成
　
又
坐
る

梅
雨
止
み
て
　
連
策
響
き我

は
今

放
禅
に
　
夜
来
の
梅
雨
止
み

脚
い
と
う

船
橋
市
　
森
岡
　
俊
雄

当
時
で
も
お
寺
は
た
く
さ
ん
あ
り
、
坊

様
も
大
勢
居
た
時
の
話
で
す
。
何
の
法

で
も
同
じ
で
し
ょ
う
が
、
正
法
は
無
く
、

少
し
ず
れ
た
形
で
あ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

佛
法
の
事
は
判
り
ま
せ
ん
が
、
鍛
法

の
事
は
少
し
判
り
ま
す
。
数
学
の
岡
潔

博
士
の
話
に
、
数
学
が
判
る
か
判
ら
ぬ

か
は
、
零
が
判
る
か
判
ら
ぬ
か
に
あ
る

と
。
零
は
数
学
の
原
点
で
し
ょ
う
。
何

の
仕
事
も
そ
う
で
す
が
、
原
点
が
判
り
、

そ
れ
を
具
現
化
出
来
た
ら
す
ば
ら
し
い
。

努
力
は
し
て
ま
す
が
、
私
に
は
出
来
ま

せ
ん
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
弟
子
が
判
る

迄
笑
っ
て
待

つ
。
実
に
大
和
尚
は
す
ば

ら
し
い
。
す
ぐ
に
教
え
た
の
で
は
、
教

え
が
教
え
に
な
り
ま
せ
ん
。
以
上
を
以

て
愚
工
の
拙
文
と
致
し
ま
す
。

禅

感

⑤
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単
身
赴
任
生
活
素
描

名
古
屋

へ
単
身
赴
任
し
、
こ
の
六
月

で

一
年
半
が
過
ぎ
ま
し
た
。
単
身
赴
任

者
は
全
国
で
三
〇
万
人
程
い
る
ら
し
く
、

私
の
近
く
の
ス
ー
パ
ー
で
も
、
七
時
の

閉
店
間
際
に
背
広
姿
の
買
物
客
が
飛
込

ん
で
来
る
の
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。

単
身
赴
任
は
仕
事
や
家
庭
の
事
で
、

と
か
く
暗
く
考
え
が
ち
に
な
り
ま
す
。

「何
故
俺
だ
け
が
、
こ
ん
な
損
な
役
に

合
う
の
か
」
ズ
「
さ
ら
炊
事

・
洗
濯
は

た
ま
ら
な
い
」
「
父
親
不
在
で
、
子
供

の
教
育
や
家
族
は
大
丈
夫
か
」
な
ど
の

思
い
が
常
に
湧
き
出
て
来
ま
す
。
こ
の

た
め
、
最
近
、
単
身
赴
任
者
の
多
い
札

幌
な
ど
で
は
、
単
身
赴
任
者
向
け
の
雑

誌
や
会
合
な
ど
が
も
た
れ
て
お
り
、
お

互
い
の
交
流
を
深
め
な
が
ら
、
単
身
生

活
を
前
向
き
に
取
組
む
よ
う
に
努
め
て

い
る
組
織
も
あ
る
よ
う
で
す
。

私
も
現
実
の
生
活
を
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
し
、
全
面
的
に
受
止
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
即
ち

「私
で
も
期
待
さ
れ
、
必
要
と
し
て
い

る
人
達
が
い
る
な
ら
、
そ
れ
に
報
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「
他
は
こ
れ
吾
に

あ
ら
ず
、
苦
労
は
買
っ
て
で
も
し
よ
う
」

と
頭
で
理
解
し
て
、
何
と
か
前
向
き
に

前
進
し
よ
う
と
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た

柏
市
　
五
十
嵐
嗣
郎

休
日
に
は
、
積
極
的
に
テ
ニ
ス
や
山
行

き
で
汗
を
流
す
と
共
に
、
新
し
い
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
づ
く
り
に
も
心
掛
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
仕
事
の
ス
ト
レ

ス
や
さ
び
し
さ
か
ら
来
る
不
安
感
に
襲

わ
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
で
、
つ
い
つ

い
辛
い
気
持
を
癒
す
た
め
に
坐
ろ
う
と

し
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

「為
坐
禅
」
に
陥
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
「本
来
、
無
所
得

・

無
所
悟
の
坐
禅
で
あ
る
は
ず
だ
」
と
い

う
こ
と
は
、
ご
老
師
よ
り
折
に
ふ
れ
お

聞
き
し
て
い
る
も
の
の
、　
一
時
の
わ
ず

ら
わ
し
さ
か
ら
逃
れ
た
い
、
本
来
の
自

己
を
取
り
戻
し
た
い
、
頭
を
す

っ
き
り

さ
せ
て
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た
い
、

等
を
期
待
し
て
坐
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

只
管
打
坐
、
た
だ
坐
る
。
悟
り
を
求

め
て
も
特
別
の
悟
り
な
ん
て
あ
り
は
じ

な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
求
め
る
こ
と

自
体
、
欲
と
首

っ
引
き
に
な
っ
て
い
る

こ
と
は
知
識
と
し
て
理
解
し
て
い
る
積

り
で
す
。
で
も
、
坐
る
時
に
心
の
ど
こ

か
に
は
何
か
を
求
め
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
ダ
メ
坐
禅
を
、
高
間
様

よ
り
頂
戴
し
た
文
殊
菩
薩

（今
年
の
成

道
会
に
開
眼
予
定
の
聖
像
）
の
写
真
を

前
に

一
年
半
繰
り
返
し
、
な
ん
と
か
単

身
赴
任
生
活
を
乗
り
切
っ
て
来
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
頃
よ
う
や
く
分

っ
た

事
で
す
が
、
毎
月
の
参
禅
会
で
、
ご
老

師
よ
り
正
法
眼
蔵
に
よ
る
ご
提
唱
を
頂

き
、
人
生
の
生
き
方
に
つ
い
て
新
し
い

知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
知
識
は
あ
く
ま
で
も
知
識
で
あ
っ

て
智
慧
と
は
異
な
り
ま
す
。
知
識
を
智

慧
に
す
る
た
め
に
は
、
実
践
を
通
す
必

要
が
あ
る
と
い
う
事
で
す
。
参
禅
会
で

の
ご
老
師
の
提
唱
さ
れ
た
知
識
の
積
み

重
ね
が
、
私
の
心
の
中
で
、
ダ
メ
坐
禅

で
も
行
じ
る
事
で
、
少
し
で
も
智
慧
に

発
酵
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
密
か

に
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
も
参
禅
会
に
入
会
し
て
も
う
六
年

秋
深
き
龍
泉
院
境
内

ほ
ど
に
な
り
、
大
変
生
意
気
に
も
次
の

よ
う
な
事
を
よ
く
感
じ
る
時
が
あ
り
ま

す
。
参
禅
会
の
皆
様
は
、
入
会
時
よ
り

二
～
三
年
す
る
と
、
も
の
腰
や
発
言
内

容
が
何
か
違

っ
て
来
て
、
人
生
の
重
み

み
た
い
な
も
の
を
増
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
て
来
ま
す
。
こ
れ
は
坐
る
経
験
の

な
せ
る
術
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

即
ち
、
坐
禅
の
功
徳
と
呼
ば
れ
る
も
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

私
も
こ
れ
か
ら
は
、
ダ
メ
な
為
坐
禅

を
少
し
で
も
本
来
の
坐
禅
に
近
づ
く
よ

う
、
捉
わ
れ
の
な
い
気
持
で
坐
る
こ
と

を
心
掛
け
、
目
指
す
は

「身
心
脱
落
」

で
す
。
そ
れ
が
現
在
の
避
け
よ
う
の
な

ぃ騨”瑞
一任腱
一活い様燿“‐こ世螺裁緩　　⑥

行
く
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
い
ま

す
。［̈

Ч修‐こけ雌力ゝィ予̈
酬れ長
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無
神
論
者
の
坐

今
か
ら
四
、
五
年
前
の
夏
、
上
期
賞

与
の
支
給
事
務
も
終
わ
っ
て
、
丁
度
暇

が
出
来
た
の
で
、
前
か
ら
友
人
に
聞
い

て
い
た
、
会
社
か
ら
地
下
鉄
で
一
駅
の
、

門
前
仲
町
の

「寒
光
寺
」
の
昼
の
坐
禅

会
に
、
会
社
を
サ
ボ
ッ
テ
出
席
さ
せ
て

頂
い
た
。
ご
住
職
は
現
在
建
長
寺
の
管

長
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
と
か
の
、
吉

田
正
道
師
で
あ
る
が
、
坐
禅
、
提
唱
後
、

帰
り
に
、
玄
関
に
置
い
て
あ

っ
た
、
機

関
紙

「
円
覚
」
を
拝
受
し
て
帰

っ
て
か

ら
、
読
ん
で
み
て
、
ビ
ッ
ク
リ
し
た
。

其
の
記
事
の
中
の
、
円
覚
寺
塔
頭

「続
灯
庵
」
庵
主
須
原
耕
雲
師
の
記
事

に
、
戦
争
や
遠
隔
地

へ
の
就
職
で
、
長

い
間
会
い
た
い
会
い
た
い
と
思
い
な
が

ら
、消
息
の
判
ら
な
か

っ
た
、中
学
時
代

の
恩
師
、
岡
村

一
良
先
生
の
ご
消
息
が
、

サ
ラ
リ
と
書
い
て
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

狂
喜
し
て
須
原
師
に
お
手
紙
を
出
す

と
、
折
り
返
し
お
便
り
が
有
り
、
夫
人

が
御
健
在
な
こ
と
、
そ
し
て

「続
灯
庵
」

に
分
骨
の
有
る
こ
と
迄
判

っ
た
。
そ
し

て
後
か
ら
考
え
て
見
る
と
、
須
原
師
は

あ
の
頃
、
岡
村
先
生
と
共
に
、
只
黙
々

と
学
校
の
和
室
で
、
坐
禅
を
や
っ
て
お

ら
れ
た
、
あ
の
弓
道
の
先
生
で
あ
る
こ

と
を
思
い
出
し
た
。

禅
船
橋
市
　
　
政
安
　
裕
良

戦
争
と
は
惨
い
も
の
で
あ
る
。
大
正

二
桁
代
の
健
康
な
男
子
は
、
軍
の
消
耗

品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
勝

つ
事
と
、
我

が
同
胞
を
守
る
為
に
、
死
を
覚
悟
し
て

海
軍
予
備
学
生
に
応
募
し
て
、
軍
籍
に

入
っ
た
者
に
、
敗
戦
に
よ
り
残
さ
れ
た

も
の
は
、
こ
れ
か
ら
何
う
や
っ
て
食

っ

て
行
く
か
、
今
後
ど
う
す
れ
ば
良
い
の

か
？
只
我
武
者
羅
に
生
き
て
行
く
こ
と

だ
け
し
か
無
か
っ
た
。

昭
和

一
三
年
、
兄
が
上
海
の
近
く
で

戦
死
し
て
か
ら
、
当
時

一
四
才
の
少
年

六
性
を
が
ん
ば
り
ま
し
た

は
、
死
と
云
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
始

め
た
よ
う
で
、
そ
れ
か
ら
、
ク
ラ
ス
の

成
績
が
後
ろ
か
ら
数
え
た
方
が
早
か
っ

た
少
年
が
、
四
年
生
に
な

っ
て
、　
一
挙

に
二
百
数
十
人
中
の
ト
ッ
プ
に
踊
り
出

て
、
毎
朝
何
も
言
わ
ず
に
、
和
室
で
坐

禅
を
組
ん
で
お
ら
れ
た
、
漢
文
の
岡
村

先
生

（
ニ
ッ
ク
ネ
イ
ム
は
ト
ン
カ
チ
、

東
大
法
学
部
出
身
）
の
横
で
、
慣
れ
な

い
坐
禅
を
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。

敗
戦
、
大
学

へ
の
復
帰
と
共
に
、
二
、

三
回
駒
沢
大
学
の
坐
禅
堂
に
通
い
、
沢

木
興
道
師
や
鈴
木
大
拙
師
の
著
書
を
調
っ

た
事
も
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
北
海
道

へ

の
転
勤
其
の
他
で
、
禅
等
と
云
う
も
の

か
ら
は
、
程
遠
い
生
活
の
連
続
と
な
っ

た
。昭

和
五
四
、
五
年
頃
か
ら
、
先
輩
の

紹
介
も
あ
り
、
何
と
な
く
毎
日
曜
日
、

谷
中
の

「全
生
庵
」
に
通
う
よ
う
に
な
っ

た
。
三
、
四
年
坐

っ
た
か
ど
う
か
？
総

理
の
中
曽
根
氏
が
来
ら
れ
様
に
な
り
、

又
交
通
渋
滞
が
激
し
く
な

っ
て
き
て
、

家
か
ら
の
往
復
時
間
が
掛
か
り
過
ぎ
る

為
、
何
時
の
間
に
か
こ
れ
も
止
め
て
し

ま

っ
た
。

そ
の
後
住
所
の
近
く
で
、
坐
禅
会
を

行

っ
て
い
る
所
は
無
い
か
と
、
色
々
と

捜
し
た
結
果
、
昨
年
九
月
か
ら
、
松
戸

の
某
臨
済
系
の
寺
に
御
世
話
に
な
る
様

に
な
り
、
又
其
処
で
知
り
合

っ
た
某
氏

か
ら
、
「
龍
泉
院
」

で
椎
名
師
の

「
正

法
眼
蔵
」
の
ご
提
唱
の
あ
る
事
を
伺
い
、

本
年

一
月
か
ら
龍
泉
院
に
参
禅
さ
せ
て

戴
い
て
い
る
次
第
で
す
。

神
と
は
何
か
、
仏
と
は
何
か
、
宗
教

と
は
何
か
？

「全
生
庵
」
に
通
っ
て
い
た
頃
に
は
、

随
分
思
い
悩
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
中
野

の
高
歩
院
に
大
森
曹
玄
師
を
、
白
山
の

龍
雲
院
に
小
池
心
隻
師
を
、
上
野
の
宋

雲
院
に
福
富
雪
底
師

（現
大
徳
寺
派
管

長
）
を
訪
ね
、
山
本
玄
峰
師
の

『無
門

関
提
唱
』
を
読
み
、
平
井
玄
恭
師

の

『
臨
済
録
』
提
唱
を
聴
き
、
果
て
は

『歎
異
抄
』
を
紐
解
き
、
山
岡
鉄
舟
師

（全
生
庵
の
建
立
者
）
に
心
酔
し
、
又

毎
年
行
わ
れ
る
、
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
の

「
禅
を
き
く
会
」
に
参
加
し
、
「何
か
が

有
る
の
だ
」
と
思
い
つ
つ
も
、
大
勇
猛

心
、
大
疑
団
、
大
信
心
の
無
い
者
に
は
、

全
て
が
生
半
可
で
、
只
管
打
坐
と
言
い
、

見
性
と
云
う
が
、
果
た
し
て
こ
の
様
に

坐
わ
る
事
が
何
な
の
か
？
未
だ
に
判
ら

な
い
の
が
、
現
実
で
あ
る
。

元
検
事
総
長
の
故
伊
藤
栄
樹
氏
の

「人
は
死
ね
ば
ゴ
ミ
に
な
る
」
と
は
、

蓋
し
名
言
で
あ
る
と
も
思
う
し
、
別
に

死
後
、
地
獄
や
極
楽
が
有
る
と
も
思
え

な
い
し
、
輸
廻
転
生
も
信
じ
難
い
。

然
し
、
し
か
し
、
し
か
し

こ
う
や
っ
て
坐
禅
を
や
っ
て
い
る
事

は
、
「
二
重
人
格
者
だ
か
ら
だ
」
と
批

評
す
る
人
も
い
る
。

⑦



毎
年
新
入
社
員
、
七
、
八
〇
名
に
坐

禅
の
意
義
を
、
自
分
な
が
ら
の
解
釈
で

事
前
説
明
を
し
て
、
全
生
庵
に
引
率
し
、

平
井
玄
恭
師
の
法
話
を
聞
か
せ
、
坐
禅

を
体
験
さ
せ
て
い
る
が
、
彼
等
の
感
想

は
、
「
一
度
や
っ
て
見
た
か

っ
た
」
「
足

が
痛
く
て
三
度
と
や
る
気
は
し
な
い
」

「
も
う

一
度

一
人
で
行

っ
て
見
た
い
」

と
い
う
よ
う
な
感
想
に
分
れ
る
。

先
般
の
常
真
寺
の
坐
禅
会
で
は
、
皆

川
広
義
師
の

「悲
、
智
、
慈
」
と
題
す

る
、
釈
迦
の
お
話
の
中
で
、
特
に
印
象

に
残

っ
た
の
は
、
「
両
親
の
生
ま
れ
る

前
の
自
己
を
見
る
」
と
云
う
、
お
話
で

あ
っ
た
。　
一
体
禅
師
だ

っ
た
ろ
う
か
、

や
は
り
同
じ
様
な
意
味
の
、
句
か
和
歌

が
有

っ
た
様
な
気
が
す
る
。
現
在
椎
名

師
の
ご
提
唱
に
あ
る

「有
時
」
の
精
神

に
も
、
何
か
通
じ
る
も
の
の
有
る
様
な

気
が
し
て
き
た
。
何
か
が
判

っ
た
よ
う

な
、
判
ら
な
い
様
な
気
持
ち
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
自
分
な
り
に
、
良
い
経

験
を
さ
せ
て
頂
い
た
が
、　
一
体
其
れ
が

何
な
の
か
？
　
心
の
安
ら
ぎ
な
の
だ
ろ

う
か
？
果
た
し
て

「
悟
り
」
と
か

「
見

性
」
と
云
う
も
の
が
有
る
も
の
な
の
か
？

自
分
は
十
牛
図
の
何
処
に
居
る
の
か
？

「尋
牛
」
か

「
見
跡
」
位
に
は
い
る

の
だ
ろ
う
か
？
　
自
分
の
様
な
無
神
論

者
に
、
坐
禅
を
や
る
資
格
が
有
る
の
だ

ろ
う
か
？

行

っ
た
り
、
来
た
り
、
迷

っ
た
り
、

の
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
「
鉄
は
熱

い

中
に
鍛
え
よ
」
人
生
回
顧
し
て
懸
愧
の

み
多
く
、
「
信
」
が
果
た
し
て
得
ら
れ

る
の
か
？

毎
月
椎
名
老
師
の
口
宣
さ
れ
る
、
正

法
眼
蔵
或
い
は
坐
禅
儀
等
の
お
言
葉
は
、

一
々
心
に
滲
み
亙

っ
て
く
る
。

・
諸
縁
を
放
捨
し
万
事
休
息
す
べ
し

・
身
の
結
珈
映
坐
を
す
べ
し
、
心
の
結

珈
鉄
坐
を
す
べ
し
、
身
心
脱
落
の
結
枷

映
坐
を
す
べ
し

・
仏
道
を
行
ず
る
者
は
先
ず
、
須
く
仏

道
を
信
ず
べ
じ

・
初
心
の
弁
道
は
本
証
の
全
体
な
り

・
所
謂
仏
徒
の
為
体
は
宗
説
行

一
等
な

り
又
廊
下
に
何
げ
な
く
置
い
て
あ
る
、

曹
洞
宗
発
行
の
諸
資
料
を
拝
見
し
て
ゆ

初

夏

の
間

法

以
前
か
ら
の
習
慣
で
、
目
覚
じ
代
り

に
ラ
ジ
オ
が
鳴
り
出
し
、
「
人
生
読
本
」

を
聞
く
と
も
な
く
耳
に
し
て
、
床
か
ら

抜
け
出
し
て
お
り
ま
す
。　
一
〇
年
以
上

は
前
の
放
送
の
淡
い
記
憶
で
す
が
、
と

あ
る
禅
僧
が

（年
配
の
老
師
様
だ

っ
た

と
思
い
ま
す
）
修
行
時
代
を
偲
ん
で
、

「
先
輩
僧
に
叩
か
れ
た

（
こ
れ
も
警
策

く
と
、〈
「ま
で
霧
の
中
で
あ

っ
た
宗
教
上

の
慣
行
、
作
法
等
の
意
味
合
い
等
が
次

第
に
判

っ
て
来
る
様
な
気
が
し
て
来
た
。

我
が
部
屋
の
額
に
有
る

「
随

虎

作

主

立

虎

皆

真
」

の
域
に
達
し
た
き
も
の
で
あ
る
。

然
し
、
孔
子
で
さ
え
、
「
未
だ
生
を

知
ら
ず
、
何
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
や
」
と

一百
っ
て
い
る
。
山
岡
鉄
舟
居
士
の
坐
脱
、

恵
林
寺
の
快
川
和
尚
の
立
亡
を
崇
敬
し
、

一人
間
の
価
値
は
臨
終
に
決
ま
る
。
不

様
な
死
に
方
だ
け
は
し
た
く
な
い
」
と

念
願
し
て
い
る
、
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

日
常
の
努
力
の
姿
の
み
が
、
人
生
と

云
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

今
後
と
も
、
ひ
た
す
ら
大
方
の
ご
叱

責
と
ご
指
導
を
乞
い
願
う
の
み
で
あ
る
。

船
橋
市
　
　
加
藤
　
健
之

な
の
か
挙
骨
な
の
か
忘
却
）
の
が
有
難

く
嬉
し
く
涙
が
出
た
」
こ
と
を
話
さ
れ

た
こ
と
が
心
に
残

っ
て
お
り
ま
す
。
と

は
い
え
、
叩
か
れ
て
嬉
し
い
と
い
う
こ

と
が
得
心
出
来
ぬ
ま
ま
の
心
象
記
憶
で

し
た
。

墓
揮
江

じ月
と
卜
↑

え月
に
永
平
寺
東
京

別
院
長
谷
寺

で
眼
蔵
会
が
催
さ
れ
る
こ

③
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と
は
、
久
参
の
小
畑
さ
ん
よ
り
聞
い
て

お
り
ま
し
た
が
、
世
俗
的
な
遊
び
の
ス

ケ
ジ

ュ
ー
ル
の
方
を
先
立
た
せ
て
し
ま

い
、
聞
法
の
機
会
を
失
な

っ
て
い
ま
し

た
。
大
怪
我
と
い
う
佛
縁
を
頂
い
て
、

精
神
修
養
と
は
全
然
関
係
の
な
い
坐
禅

の
道
に
気
付
か
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

今
年
は
早
く
か
ら
五
月

一
日
か
ら
五
日

に
は
公
私
共
に
大
き
な
行
事
は
持
た
ぬ

様
に
安
排
し
て
、
眼
蔵
会
に
臨
む
こ
と

が
か
な
い
ま
し
た
。

今
回
は
七

一
回
目
の
会
と
の
こ
と
で
、

澤
木
老
師
が

一
七
回
御
提
唱
さ
れ
た
後

を
、
酒
井
老
師
が
嗣
が
れ
て
続
い
て
お

ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。
回
が
進
ん
で

お
り
ま
す
の
で
、
馴
染
み
の
少
な
い
、

四
禅
比
丘
、　
一
百
八
法
明
門
、
八
大
入

覚
の
予
定
舞

じ進
め
場
れ
は
■
ｋ
。
い
っ

も
凡
夫
の
説
似

一
物
即
不
中
で
聞
法
の

紹
介
を
逃
げ
て
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
の

で
、
如
是
我
間
の
範
囲
で
書
い
て
み
ま

す
ｃ開

講
式
の
時
に
し
み
じ
み
と
想
い
至

り
ま
し
た
が
、
五
体
投
地
、
合
掌
等
々

の
寺
院
で
の
作
法
に
つ
い
て
、
常
日
頃

か
ら
良
い
躾
け
を
椎
名
老
師
に
頂
い
て

お
り
ま
す
。
血
脈
会
、
接
心
会
等
で
、

龍
泉
院
を
出
て
の
行
事
に
も
ま
ご

つ
く

こ
と
な
く
、
心
静
か
に
従

っ
て
行
け
る

の
は
真
実
有
難
い
こ
と
で
し
た
。

酒
井
老
師
の
ぐ
い
ぐ
い
と
心
を
ひ
き

つ
け
る
語
り
日
と
、
時
折
混
ざ
る
毒
舌

は
ご
健
在
そ
の
も
の
で
し
た
。一‐悟

っ
た
、

悟

っ
た
と
の
陶
酔
感
を
三
昧
と
誤

っ
て

は
い
か
ん
ぞ
、
バ
カ
モ
４
じ
一
何
度
も

出
て
来
る
バ
カ
モ
ノ
で
す
。
そ
し
て
数

回
に

一
度

一
バ
カ
モ
ノ
は
い
か
ん
か
な
、

お
脳
の
弱
い
お
方
と
言
い
直
そ
う
。
」と

仰

っ
し
ゃ
い
ま
す
。
百
名
前
後
の
僧
俗

が
ど

っ
と
湧
く
ひ
と
時
で
す
。

「
価
値
観
を
誤

っ
た
異
常
な
精
神
状

態
、
小
児
性
か
ら
来
る
の
ぼ
せ
状
態
に

陥

っ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
、
表
現

を
変
え
、
お
言
葉
を
選
ん
で
説
い
て
頂

き
ま
し
た
。
バ
カ
モ
ノ
が
唯
々
有
難
く

受
け
と
め
ら
れ
、
そ
の
時

に
冒
頭

の

「
先
輩
僧
に
叩
か
れ
有
難
く
、
嬉
し
く

涙
が
出
た
」
お
坊
様
の
心
の
中
が
納
得

出
来
ま
し
た
ｃ
と
も
す
れ
ば
坐
禅
を
思

考

エ
リ
ー
ト
の
も
の
と
し
て
受
取
り
勝

ち
に
な
る
我
身
心
を
想
い
起
さ
せ
て
頂

き
、

つ
い
先
達

っ
て
反
省
し
た
ば
か
り

だ
か
ら
も
う
バ
カ
モ
ノ
と
言
わ
ん
で
下

さ
い
と
の
騎

っ
た
気
持
を
生
ず
る
暇
も

無
い
程
、
佛
道
を
歩
ま
ん
と
す
る
者
に

対
す
る
慈
愛
に
満
ち
た
説
法
で
し
た
。

極
く
自
然
に
坐
り
た
く
な
り
、
坐
ら

ず
に
は
お
れ
な
く
な
る
お
力
も
頂
き
ま

し
た
。
一‐解
脱
は
得
る
も

の
で
は
な
い

ぞ
、
行
ず
る
も
の
だ
。
正
身
端
坐
し
て

我
を
佛
に
お
預
け
す
る
の
が
行
じ
ゃ
」
、

そ
し
て

「
平
常
心
是
道
、
あ
れ
に
ゃ
あ

が

っ
か
り
し
た
け
ど
、
あ
れ
し
か
な
い

な
」
、
こ
の
お
言
葉
の
大
き
さ
、
深
さ

に
浸
り
切
る
こ
と
が
小
生
に
と

っ
て
の

法
悦
で
す
。

四
禅
比
丘
の
書
誌
学
的
位
置
付
け
等

の
お
話
し
も
有
り
ま
し
た
が
、

つ
た
な

い
表
現
力
で
書
き
進
め
る
と
言
語
を
奪

わ
れ
る

一
方
に
な
り
、
闇
法
の
有
難
さ
、

お
慈
悲
を
充
分
お
伝
え
出
来
る
か
心
許

な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

永
平
寺
東
京
別
院
に
は
、
若
い
修
行

僧
の
方
達
が
生
活
し
て
お
り
ま
す
。
そ

の
人
々
が
眼
蔵
会
の
会
場
を
整
え
た
り

お
茶
を
馳
走
し
て
下
さ
い
ま
す
が
、
ご

講
義
が
始
ま
る
と
、
廊
下
に
並
べ
た
机

に
つ
い
て
聞
法
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

数
分
し
ま
す
と
酒
井
老
師
の
大
音
声
が

響
き
ま
す
。
丁
」
ら
あ

っ
、
遠
慮
し
と

応
量
器
の
扱
い
に
真
険
な
手
さ
ば
き

ら
ん
で
中
で
聞
い
た
方
が
良
く
聞
え
る

だ
ろ
う
。
さ
あ
、
入
れ
入
れ
」
五
日
間

繰
り
返
さ
れ
た
風
光
で
す
。
老
師
は
も

と
よ
り
、
修
行
僧
の
方
達
に
も
手
を
合

わ
せ
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

初
夏
の
眼
蔵
会
の
ひ
と
こ
ま
で
す
。

如
是
我
聞
の
部
分
に
す
ら
、
私
の
酔
や

ら
の
ぼ
せ
が
混
じ

っ
て
お
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。

佛
教
界
に
於
て
も
色
々
な
新
し
い
流

れ
が
あ
り
ま
す
が
、
一
模
象
に
習

っ
て

真
竜
を
性
し
む
こ
と
勿
れ

」
釜
日
勧
坐

禅
儀
）
と
い
い
、
「
釈
尊
に
還
れ
」
と

強
く
御
説
示
下
さ

っ
た
の
が
道
元
禅
師

様
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
ど

っ

ぷ
り
と
回
光
返
照
の
退
歩
の
中
に
身
を

置
き
た
い
と
祈
念
し
て
止
み
ま
せ
ん
。

成
道
会
の
ご
案
内

龍
泉
院
第
八
回
成
道
会

日
時
　
一
一
一月
九
日
（
日
）午
前
九
時

内
容
　
坐
禅

・
法
要

・
法
活

ｏ
点
心

釈
尊
の
成
道
を
讃
え
、
本
年
も
成
道

会
を
奉
行
い
た
し
ま
す
。
皆
さ
ま
待
望

の
聖
僧
文
殊
菩
薩
の
お
像
も
、
完
成
ま

近
で
す
。
成
道
会
に
は
開
光
供
養
も
行

う
予
定
で
す
。
会
員
の
皆
さ
ま
に
は
ふ

る
っ
て
ご
参
会
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、

ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

⑨
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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
　
　
一曇
用
　
　
坐
禅

経
　
″何
　
鐘
　
　
一
〓
戸
　
　
経
行

放
　
禅
　
鐘
　
　
一
声
　
　
放
禅

講
　
義
　
木
版
三
通
　
開
経
侶
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

平
成
二
年
五
月
よ
り

「有
時
」
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
。

〈
ム　
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
九
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
。
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舞
謎

拝
妥

下
弩

鰭

呵
等

佃

〔参
禅
会
記
録
〕
（　
）
内
は
座
談
の
　
　
を

『明
珠
』
第

一
一
一号
の
付
録
と
し
て
、

司
会
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
、
お
届
け
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

平
成
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
▼
道
元
禅
師
の

『典
座
教
訓
』
の
中
に

四
月
二
二
日
　
一
一七
名
　
　
　
　
　
　
「世
尊
二
十
年
の
遺
恩
、
児
孫
を
蓋
覆

（徳
山
　
浩
）　
　
　
　
す
。
白
豪
光

一
分
の
功
徳
、
受
用
不
尽
」

初
心
者
へ
の
坐
法
の
指
導
を
行
う
。
　
　
と
。
然
れ
ば
即
ち

「
但
衆
に
奉
す
る
を

又
、
恒
例
に
よ
り
裏
山
に
て

「筍
」
　

知

っ
て
、
貧
を
憂
う
べ
か
ら
ず
。
若
し

堀
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
限
の
心
無
く
ん
ば
、
自
ら
無
窮
の
福

五
月
二
七
日
　
一壬

一名
　
　
　
　
　
　
　
有
ら
ん
」
と
。
お
釈
迦
さ
ま
は
百
歳
あ

（
四
ノ
宮
清
二
）
　
　
　
る
寿
命
を
縮
め
て
八
〇
歳
で
入
滅
さ
れ
、

六
月
九
日
～
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残
る
二
〇
年
を
我
ら
末
世
の
仏
弟
子
に

一
泊
参
禅
　
　
一
三
二
名
　
　
　
　
　
　
　
施
さ
れ
た
。
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

於
　
栃
木
県
鹿
沼
市
　
常
員
寺
　
　
　
　
は
出
家
者
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

幹
事
　
　
一二
町
　
動
〔　
　
　
　
　
　
が
、
決
し
て
在
家
に
と
っ
て
も
無
縁
の

添
田
昌
弘
　
　
　
　
　
　
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の
所
有
す
る
も

写
真
　
　
藤
原
　
公
　
　
　
　
　
　
の
と
て
は
三
衣

一
鉢
、
世
尊
八
〇
歳
の

六
月
二
四
日
　
一
エ
ハ
名
　
　
　
　
　
　
　
路
傍
の
死
が
、
佛
教
を
信
じ
る
も
の
全

（今
泉
章
利
）
　
　
　
　
身
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
坐
の
ベ
ー

七
月
二
二
日
　
一
一四
名
　
　
　
　
　
　
　
ス
に
あ
る
こ
の
大
事
を
、
皆
川
老
師
は

（宮
本
　
茂
）
　
　
　
　
わ
れ
わ
れ
に
お
示
し
下
さ
っ
た
。

八
月
二
六
日
　
一
一
一
名
　
　
　
　
　
　
　
▼
常
員
寺
の
坐
禅
堂
の
傍
ら
に
は
小
川

（下
村
忠
男
）　
　
　
　
が
流
れ
て
い
る
。
坐
中
に
は
微
か
に
水

九
月
二
十
日
　
一
一四
名
　
　
　
　
　
　
　
立日
が
聞
え
る
。
障
子
を
開
け
る
と
満
目

（政
安
裕
良
）
　

　

　

土円
田
が
広
が
る
。
単
を
畳
の
厚
さ
だ
け

▼
常
具
寺
で
の

一
泊
参
禅
は
、
先
に
ご
　
　
の
高
さ
に
し
て
両
側
に
分
け
、
中
央
に

紹
介
の
と
お
り
、
緑
雨
に
身
も
心
も
洗
　
　
は
聖
僧
様
に
代
り
、
大
恩
教
主
釈
迦
牟

わ
れ
る
ば
か
り
の
時
を
過
し
た
。
皆
川
　
　
尼
佛
が
道
場
主
と
し
て
お
ら
れ
る
。
坐

老
師
の
法
話
は
二
時
間
に
渉
る
老
師
の
　
　
禅
堂
と
廊
下
の
結
界
は
清
々
し
い
障
子
。

全
身
全
霊
を
傾
け
た
も
の
で
あ
り
、
高
　
　
日
常
性
の
中
に
坐
禅
が
生
き
て
い
る
小

野
千
代
子
さ
ん
が
特
に
厳
し
か
っ
た
今
　
　
宇
宙
で
あ
っ
た
。
　

　

（節
光
記
）

●
発

一何
／
天
徳

山

龍

泉

院

千

葉

県

沼

南

町
泉

８‐
　
８
０
４
７
１
（
９‐
）１
６
０
９

●
印
　
刷
／
岡
田
印
刷
株
式
会
社
　
柏
市
高
田
１
１
１
６
１
４５
　
８
０
４
７
１
（
４３
）３
１
３
１
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