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従
容
録
に
学
ぶ

含
δ
）

第
四
二
則
　
南
陽
浄
瓶

Ｔ
不
　
衆
〕

衆
に
示
し
て
云
く
、
鉢
を
洗
い
瓶
に
添
う
る
も
尽
く
こ
れ

法
門
仏
事
、
柴
を
般
い
水
を
運
ぶ
も
妙
用
神
通
に
あ
ら
ざ

る
こ
と
な
し
。
な
ん
と
し
て
か
放
光
動
地
を
解
せ
ざ
る
。

〔本
　
則
〕

挙
す
、
僧
、
南
陽
の
忠
国
師
に
問
う
、
い
か
な
る
か
こ
れ

本
身
の
慮
舎
那
。
（汝
、
あ
に
こ
れ
名
を
替
う
る
や
。
）
国

師
云
く
、
我
が
た
め
に
浄
瓶
を
過
ち
来
れ
。
（話
頭
を
忘
る

る
こ
と
な
か
れ
。
）
僧
、
浄
瓶
を
も

つ
て
至
る
。
（錯
認
を

得
る
こ
と
な
か
れ
。
）
国
師
云
く
、
却

っ
て
旧
処
に
安
ん
ぜ

よ
。
（重
ね
て
こ
の
義
を
宣
ぶ
。
）
僧
ま
た
問
う
、
い
か
な

る
か
こ
れ
本
身
の
慮
舎
那
。
（な
ん
の
処
に
か
去
来
す
。
）

国
師
云
く
、
古
仏
は
過
ぎ
去
く
こ
と
久
し
。
↑
ア

をヽ
離
る

る
こ
と
遠
か
ら
ず
。
）

南
陽
と
は
、
中
唐
の
南
陽
慧
忠
国
師

（六
八
九
～
七
七
五
）
の
こ

と
で
す
。
こ
の
方
は
、
す
で
に
第
七
咽
七
第
八
五
則

「国
師
塔
様
」

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
六
祖
慧
能
の
法
嗣
で
す
。
南
陽

（河
南
省
南

陽
市
）
の
自
崖
山
香
厳
寺
に
住
す
る
こ
と
四
〇
年
、
後
に
長
安
の
都

に
招
か
れ
て
粛
宗
と
代
宗
の
二
帝
に
道
を
説
い
た
高

る僧
お

なす
。

こ
の
本
則
は
、
慧
忠
国
師
と

一
僧
と
が

「本
身
の
慮
舎
那
」
を
め

ぐ
る
問
答
な
の
で
す
が
、
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
古
い
文
献
で
は
、
こ
れ

が
馬
祖
の
法
嗣
で
あ
る
塩
官
斉
安
と

一
僧
と
の
澗
搭
と
な

っ
て
い
て
、

慧
忠
国
師
は
粛
宗
の

「
い
か
な
る
か
こ
れ
十
身
調
御
」
の
問
い
に
対

し
て

「老
僧
が
た
め
に
浄
瓶
を
過
ち
来
れ
」
と
答
え
た
、
と
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く

『従
容
録
』
の
編
集
者
が
こ

の
二
つ
の
問
答
を
混
同
し
て
、
「南
陽
浄
瓶
」
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

で
も
、
だ
れ
が
主
役
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
則
が
す
ぐ
れ
た
深
い
禅

旨
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
、
変
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
文
字

ど
お
り
、
慧
忠
国
師
の
教
示
し
た
則
と
し
て
み
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
万
松
和
尚
の

Ｔ
不
衆
〕
は
、
「鉢
を
洗

っ
た
り
浄
瓶
の
水
を

汲
ん
だ
り
、
柴
を
に
な
い
水
を
運
ぶ
な
ど
の
日
常
動
作
は
、
す
べ
て

仏
法
で
あ
り
仏
祖
の
妙
用
な
の
だ
が
、
こ
の
道
理
が
な
ぜ
わ
か
ら
ん
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の
じ
や
ろ
う
」
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味

で
す
。
「放
光
動
地
」
と
は
諸
仏
の
妙
用

の
こ
と
。

日
常
の
生
活
体
験
を
正
し
く
行
う
の

が
道
で
あ
り
仏
法
で
あ

っ
て
、
そ
の
ほ

か
に
特
別
な
仏
法
な
ど
な
い
と
い
う
の

が
禅
の
立
場
で
す
が
、
こ
れ
は
頭
で
は

理
解
で
き
て
も
、
体
験
的
に
は
自
覚
で

き
な
い
も
の
で
す
。
坐
禅
の
と
き
は
と

も
か
く
、
洗
面

・
食
事

。
作
務
な
ど
の

と
き
、　
一
々
仏
行
を
行
じ
て
い
る
な
ど

と
思

っ
て
は
い
ま
せ
ん
ね
。
な
ぜ
で
し

よ
う
。
ま
あ
、
そ
の
前
に
本
則
を
み
る

こ
と
に
し
ま
す
。

〔本
則
〕

の
あ
ら
ま
し
を
、
例
に
よ

つ
て
意
訳
し
ま
し
ょ
う
。

僧

「本
身
の
ル
シ
ャ
ナ
と
は
ど
ん
な

仏
さ
ん
で
す
か
。

」
国
師

「あ
の
浄
瓶
を

持

っ
て
き
て
く
れ
ん
か
ね
。

」僧
が
持

っ

て
く
る
と
、
国
師

「ま
た
も
と
の
所
に

置
い
て
き
て
く
れ
。

」
僧

「本
身
の
ル
シ

ャ
ナ
仏
と
は
？
」
国
師

「た

っ
た
今
は

活
動
し
て
い
た
の
に
、
も
う
遠
く

へ
行

っ
ち
ゃ
っ
た
ワ
イ
。

」

禅
問
答
は
木
に
竹
を
つ
い
だ
よ
う
だ

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
典
型

で
す
ね
。
国
師
が
、
頭
で
理
解
し
よ
う

と
す
る
僧
に
対
し
て
、
わ
ざ
と
行
動
で

会
得
さ
せ
よ
う
と
教
導
す
る
た
め
に
、

問
い
と
答
え
が

一
見
つ
な
が
ら
な
い
よ

う
に
感
じ
る
の
で
す
。

中
心
テ
ー

マ
は
本
身
の
慮
舎
那
。
本

来
だ
れ
で
も
身
に
具
わ
っ
て
い
る
光
明
、

仏
と
し
て
の
い
の
ち
、
と
い
っ
た
意
味

で
す
。
具
わ

っ
て
は
い
て
も
、
妄
想
や

分
別
の
雲
が
か
か

っ
て
い
る
と
、
そ
の

光
は
さ
え
ぎ
ら
れ
て
他
を
照
ら
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
か

ら
、
僧
が
国
師
に
た
ず
ね
た
。
こ
れ
を

万
松
は

「君
が
そ
の
仏
な
の
に
、
い
つ

改
名
し
た
の
だ
」
と
面
白
い
コ
メ
ン
ト
。

国
師
は
僧
に
浄
瓶
を
持

っ
て
来
さ
せ

た
。
浄
瓶
と
は
手
を
洗
い
口
を
す
す
ぐ

浄
水
入
れ
の
器
で
す
。
僧
は
い
わ
れ
た

と
お
り
に
瓶
を
持

っ
て
来
た
。
万
松
の

「浄
瓶
を
ル
シ
ャ
ナ
と
間
違
え
る
な
よ
」

の
コ
メ
ン
ト
は
、
僧
に
対
す
る
老
婆
親

切
。
と
こ
ろ
が
、
国
師
は
す
ぐ
瓶
を
も

と
に
戻
せ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
す
る
万

松
の
コ
メ
ン
ト
は
、
「重
ね
て
説
法
な
さ

っ
て
何
と
親
切
な
こ
と
よ
」
と
国
師
を

ほ
め
た
た
え
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
瓶
を
持

っ
て
来
さ
せ
、
ま

た
元
に
戻
さ
せ
た
、
と
い
う
二
つ
の
行

為
が
そ
の
ま
ま
説
法
だ
と
い
う
の
で
す
。

こ
ん
な
あ
り
ふ
れ
た
業
務
や
動
作
を
正

し
く
行
う
と
こ
ろ
に
、
本
身
の
ル
シ
ャ

ナ
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
道
理
を
、

国
師
は
僧
に
体
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
の

で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
僧
は
ま
だ
わ
か
ら
ず
、
ふ

た
た
び
同
じ
質
問
で
す
。
さ
す
が
に
万

松
も

「い
っ
た
い
ど
こ
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し

て
い
る
ん
じ
ゃ
」
と
手
き
び
し
い
。
国

師
は
僧
に
、
い
ま
仏
の
い
の
ち
が
活
動

し
て
い
た
の
に
も
う
遠
く

へ
行

っ
ち
ま

っ
た
、
と
三
た
び
教
え
る
。
「古
仏
が
過

ぎ
去
く
」
と
は
、
ル
シ
ャ
ナ
が
離
れ
て

い
く
と
い
う
意
味
。
万
松
の

「そ
ん
な

に
遠
く
ま
で
は
離
れ
て
お
る
ま
い
」
は
、

た
だ
僧
の
ル
シ
ャ
ナ
が
迷
妄
分
別
の
雲

に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
ん
だ
、

と
い
い
た
い
の
で
す
。

字
句
の
詮
索
は
と
も
か
く
、
こ
の
則

は
平
凡
な
日
常
生
活
の
中
に
厳
然
と
し

て
道
が
あ
り
仏
の
い
の
ち
が
活
か
さ
れ

る
こ
と
を
教
え
る
点
、第
二
九
則
の
「趙

州
洗
鉢
」
と
双
璧
で
あ
り
ま
す
。

わ
た
く
し
は
、
学
生
時
代
に
沢
木
興

道
老
師
か
ら
坐
禅
の
指
導
を
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
あ
る
と
き
老
師
は
日
宣
の

中
で
、
「君
た
ち
の
歩
き
方
は
率
暴
き
わ

ま
り
な
い
。
い
や
し
く
も
禅
を
学
ぼ
う

と
す
る
者
は
、
洗
面
は
静
か
に
、
便
所

は
キ
チ
ッ
と
使
い
、
風
呂
は
何
人
入
っ

て
も
キ
レ
イ
な
よ
う
に
使
う
の
が
道
と

い
う
も
の
だ
。

」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
当

時
は
、
禅
と
は
な
ん
と
厳
し
く
堅
苦
し

い
も
の
か
と
感
じ
ま
し
た
が
、
洗
面
は

も
ち
ろ
ん
、
風
呂
を
つ
か
っ
て
も
水
音

を
立
て
な
か
っ
た
と
い
う
沢
木
老
師
の

日
常
生
活
が
、
い
か
に
平
常
是
道
に
貫

か
れ
て
い
た
こ
と
か
と
、
後
に
な

っ
て

痛
感
し
ま
し
た
。

ふ
り
か
え
っ
て
、
わ
た
く
し
た
ち
は

い
か
に
日
常
生
活
を
お
そ
ま
つ
に
し
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。わ
た
く
し
自
身
、

い
さ
さ
か
広
す
ぎ
る
境
内
の
清
掃
を
四

〇
年
あ
ま
り
も
ひ
と
り
で
や

っ
て
き
ま

し
た
が
、
道
に
か
な
う
と
こ
ろ
が
ど
れ

ほ
ど
あ

つ
た
か
、性
泥
た
る
思
い
で
す
。

老
師
に
は
な
ぜ
平
常
是
道
の
生
活
が

で
き
た
の
で
し
よ
う
か
。
そ
れ
は
道
心

で
あ
り
ま
す
。
ま

っ
さ
ら
な
志
に
貫
か

れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
立
処
こ
れ
真
と

な
り
、
人
を
打

つ
力
が
あ

っ
た
の
で
す
。

わ
た
く
し
た
ち
は
、
教
え
を
頭
に
つ

め
こ
む
の
で
は
な
く
て
、
身
体
全
体
に

活
か
せ
る
よ
う
な
人
生
で
あ
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
本
則
の

よ
う
な
教
え
を
か
み
し
め
、
大
切
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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一祖
慧
可
大
師
の
耳

２
２
こ

―
雪
舟
筆

「慧
可
断
臀
図
」
雑
感
―

松
戸
市
　
小
畑
　
節
朗

と
こ
の
図
巻
は
も
と
清
朝
内
府
に
あ

っ

た
も
の
で
、
祝
允
明
、
唐
寅
等
の
政
が

付
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

戴
進
の
人
物
像
を
見
る
上
で
も
重
要

で
あ
り
、
初
祖
の
記
名
を
は
じ
め
唐
土

二
祖
慧
可
大
師
か
ら
唐
土
六
祖
慧
能
大

師
に
い
た
る
六
代
の
祖
師
像
を
正
面
観

だ
け
で
な
く
、
各
様
の
姿
態
に
描
い
た

所
に
持
色
が
あ
る
。
そ
の
点
元
代
以
前

の
肖
像
、
頂
像
と
も
違

っ
て
い
る
。
と

し
て
い
る
。

全
く
の
推
定
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
中

国
の
宮
廷
、
あ
る
い
は
禅
院
に
お
い
て
、

西
天
東
土
三
二
祖
と
か
東
土
六
祖
の
変

相
は
あ
る
程
度

一
般
的
に
流
布
し
て
お

り
明
代
も
そ
の
流
れ
に
あ

つ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

禅
の
伝
灯
祖
師
像
に
略
伝
や
賛
語
を

付
し
た
書
物
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
、
七
九
年
に
我
が
椎
名
老
師
が

『曹
洞
宗
報
』
七
月
号
に

「六
祖
慧
能

大
師
研
究
余
論
」
を
発
表
さ
れ
、
五
種

類
の
仏
祖
系
統
図
関
係
の
禅
書
を
挙
げ

ら
れ
て
お
り

一
番
年
代
の
早
い
も
の
に

設け疎
つ時嗽わわ一”はた一
『年は帥醐隷

定
祖
図
』
を
示
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
は

「西
天
二
八
祖

。
東
土
六
祖

の
伝
法
祖
師
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
伝

法
の
絵
図
と
略
伝
と
を
つ
ら
ね
た
も
の

で
あ

っ
た
が
、
い
つ
し
か
絵
図
を
削
除

し
た
文
章
だ
け
が

一
般
に
流
布
す
る
こ

と
に
な
り
、
明
版
大
蔵
経
や
、
下

っ
て

大
正
大
蔵
経
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
で
は
貴

重
な
絵
図
は
み
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
る
。

た
だ
中
国
で
永
楽
年
間

（
一
四
〇
三
―

二
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
や
、

日
本
で
刊
行
さ
れ
た
五
山
版
や
古
活
版

の
系
統
、
お
よ
び
京
都
東
寺
観
智
院
旧

蔵
巻
子
本
な
ど
に
は
絵
図
が
保
存
さ
れ

て
い
る
。

」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
初
祖

。
二
祖
間
の
伝
法
図
は
こ
の
「断
臀
図
」

の
如
き
も
の
で
は
な
い
と
の
ご
教
示
で

あ

っ
た
。

『
正
法
眼
蔵
』
「仏
性
」
巻
に
道
元
禅

師
入
宋
、
諸
山
歴
遊
の
時
、
阿
育
王
山

の
西
廊
の
壁
間
に
西
天
東
地
三
二
祖
の

変
相
が
描
い
て
あ

っ
た
。
そ
の
中
第

一

四
祖
龍
樹
尊
者
の

一
面
に

「身
現
円
月

相
」
す
な
わ
ち
月
の
よ
う
な
円
い
形
を

描
い
て
あ

っ
た
と
あ
る
。

禅
師
は
嘉
定

一
六
年

（
一
三
二
三
）

の
秋
と
宝
慶
元
年

（
一
一
二
五
）
の
二

度
訪
れ
て

「仏
性
」
の
巻
の
大
き
な
テ

ー

マ
と
し
て

「身
現
円
月
相
」
を
従
横

に
描
提
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
『眼
蔵
』

の
本
来
的
性
格
上
、
地
の
変
相

へ
の
言

及
は

一
切
な
い
の
で
あ
る
。

昨
年

（
一
九
九
四
）
至
文
堂
よ
り
刊

行
さ
れ
た

『
日
本
の
美
術
』
三
二
五
号

「雪
舟
」
で
、
渡
辺
明
義
氏
は
こ
の
「断

膏
図
」
の
先
例
は
戴
進
筆

「達
麿
六
代

祖
師
図
」
の
よ
う
な
図
か
ら
ヒ
ン
ト
を

得
て
る
に
違
い
な
い
と
し
て
い
る
。

戴
進
は
字
を
文
進
、
明
の
洪
武
二
〇

年

（
一
三
八
七
）
生
ま
れ
の
銭
塘
の
人

で
明
初
を
代
表
す
る
画
家
で
天
順
六
年

（
一
四
六
二
）
に
没
し
て
い
る
。

こ
の
図
は
中
国
遼
寧
省
博
物
館
蔵
で

「達
麿
六
代
祖
師
図
巻
」
中
に
あ
り
鈴

木
敬
氏
の

『中
国
絵
図
史
』
下
に
よ
る

達
磨
六
代
祖
師
図
巻
（部
分
）遼
寧
省
博
物
館
蔵

雪
舟
の
入
明
は
応
永
二
七
年

（
一
四

六
六
）
で
あ
る
の
で
、
そ
の
四
年
前
に

戴
進
は
他
界
し
て
い
た
。

（
つ
づ
く
）

③



感
銘
深
い

〔
可
睡
斎
〕

一
泊
参
禅
会

が
、
中
野
東
禅
老
師
の
法
話
も
恒
例
行

事
と
な

つ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
中
野
東
禅
老
師
が
、
可
睡
斎
様

の
後
堂
を
お
勤
め
に
な

っ
て
お
ら
れ
た

ご
縁
の
お
陰
さ
ま
で
、
今
回
の

一
泊
参

今
年
の

一
泊
参
禅
会
は
六
月

一
七

・

一
八
日
、
東
海
の
禅
刹
可
睡
斎
様
に
て

行
わ
れ
ま
し
た
。

当
龍
泉
院
で
は
、
毎
年
八
月

一
六
日

に
大
々
的
な
施
食
会
が
如
法
さ
れ
ま
す

禅
会
行
が
実
現
い
た
し
ま
し
た
。

時
あ
た
か
も
牡
丹
祭
り
を
記
念
し
て

の

「可
睡
斎
寺
宝
展
」
の
真

っ
最
中
で
、

寺
院
内
は
参
拝
客
で
大
変
な
賑
わ
い
で

し
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
中
に
も
か
か

わ
ら
ず
担
当
僧
の
方
々
は
大
変
親
切
な

応
対
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
深
謝
。

当
日
は
、
椎
名
老
師
に
導
か
れ
て
二

四
名
の
会
員
が
参
加
さ
れ
、
以
下
の
差

定
に
従

っ
て
如
法
。

六
月

一
七
日

（土
）

上
　
山
　
　
午
後
三
時

禅
　
講
　
　
午
後
三
時
三
〇
分

薬
　
石
　
　
午
後
五
時

夜
　
坐
　
　
午
後
七
時

開
　
枕
　
　
午
後
九
時

六
月

一
八
日

（日
）

振
　
鈴
　
　
午
前
五
時

暁
　
天
　
　
午
前
五
時
二
〇
分

朝
　
課
　
　
午
前
六
時

小
　
食
　
　
午
前
七
時

作
　
務
　
　
午
前
八
時

坐
　
禅
　
　
午
前
九
時

禅
　
講
　
　
午
前

一
〇
時

坐
　
禅
　
　
午
前

一
一
時

一
〇
分

中
　
食

　

午
前

一
二
時

下
　
山
　
　
午
前

一
二
時
三
〇
分

禅
講
は
、
平
成
二
年
の

一
泊
参
禅
会

よ
り
開
始
さ
れ
た
椎
名
老
師
ご
提
唱
に

よ
る

「典
座
教
訓
」
の
五
回
目
。

今
回
は
二
五
～
二
八
段
で
、
典
座
教

訓
の
中
核
を
な
す
素
晴
ら
し
い
箇
所
。

道
元
禅
師
二
四
歳
の
時
、
正
し
い
仏

法
を
学
ぶ
た
め
中
国

へ
渡
り
、
そ
こ
で

愛
育
王
山
の
老
典
座
と
の
劇
的
な
出
会

い
を
す
る
。

道
元
禅
師
と
老
典
座
と
の
間
答
は
、

仏
法
の
真
髄
そ
の
も
の
。

道
元
禅
師
の
求
道
心
が
発
す
る

「如

何
に
あ
ら
ん
か
是
れ
文
字
」
「如
何
に
あ

ら
ん
か
是
れ
弁
道
」
の
問
い
。

老
典
座
が
答
え
る
。
文
字
は

「
一
二

三
四
五
」
、弁
道
は
「術
界
曽
て
蔵
さ
ず
」
。

前
者
は
、
根
本
が
大
事
だ
と
い
う
意
。

後
者
は
、
宇
宙
は
何
も
隠
れ
て
い
な
い

目
の
前
に
無
限
に
現
れ
て
い
る
。
生
き

る
こ
と
自
体
が
道
、
即
ち
毎
日
の
生
活

が
道
そ
の
も
の
で
あ
る
と
の
意
。

ご
提
唱
く
だ
さ

っ
た
椎
名
老
師
は
、

最
後
に
、
雑
念
妄
想
が
混
じ

っ
て
い
た

り
小
さ
な
自
我
に
執
ら
わ
れ
て
い
て
は

な
ら
な
い
。
天
地
宇
宙
万
物
の
心
に
叶

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
剣
な

坐
禅
修
行
こ
そ
が
、
そ
の
心
を
養

っ
て

く
れ
る
と
結
ば
れ
ま
し
た
。

日
々
刻
刻
の
瞬
間
を
、
常
に
行
そ
の

も
の
の
心
で
処
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
深
く
感
じ
入
り
ま
し
た
。

今

一
泊
参
禅
会
行
実
施
に
当
た

っ
て

椎
名
老
師
と
中
野
東
禅
老
師
の
深
い
ご

縁
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
ご
尽
力
く
だ

さ
い
ま
し
た
小
畑
幹
事
、
年
番
幹
事
の

方
々
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。合

掌

④



一
泊
参
禅
会
に
参
加
し
て

今
回
、
可
睡
斎
の

一
泊
参
禅
会
に
参

加
で
き
ま
し
た
事
を
、
大
変
有
り
難
く
、

柏
市
　
佐
野
　
明
子

又
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
、
御
老
師

様
始
め
、
幹
事
様
、
参
加
さ
れ
ま
し
た

皆
々
様
に
は
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま

し
て
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
心

よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

参
禅
会
に
参
加
し
て
お
り
ま
す
ゆ
え

に
、
曹
洞
宗
屈
指
の
名
刹
、
可
睡
斎
に

参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
坐
禅

堂
を
始
め
、
大
広
間
、
鶴
の
間
の
ボ
タ

ン
や
鶴
の
襖
絵
、
日
本

一
の
お
手
洗
い

「東
司
」
等
々
、
目
を
見
張
る
も
の
ば

か
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
翌
朝
四
時
に

目
が
覚
め
、
境
内
を
散
歩
し
、
深
閑
と

静
ま
り
返
る
中
に
、
キ
ツ
ツ
キ
の
コ
ツ

コ
ツ
と
木
を

つ
つ
く
音
が
、
あ
た
り
に

響
き
わ
た
り
、
し
ば
し
、
耳
を
か
た
む

け
て
お
り
ま
し
た
。

五
時
半
に
朝
の
坐
禅
が
始
ま
り
、　
ニ

フ
ト
リ
、
ス
ズ
メ
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、

す
が
す
が
し
い
気
分
で
坐
る
事
が
で
き
、

そ
の
う
え
、
何
人
か
の
雲
水
の
方
々
も

ご

一
緒
で
し
た
の
で
よ
り

一
層
こ
の
坐

禅
が
印
象
強
く
心
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。

お
昼
に
い
た
だ
き
ま
し
た
精
進
料
理

は
、
美
味
し
く
品
数
も
多
く
、
こ
れ
だ

け
沢
山
の
品
数
を
作
ら
れ
る
の
は
さ
ぞ

か
し
大
変
の
こ
と
と
感
謝
い
た
し
な
が

ら
、
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
可
睡
斎

に
無
事
行

っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
の
も
、

多
く
の
方
々
の
お
陰
と
感
謝
い
た
し
て

お
り
ま
す
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

来
年
の

一
泊
参
禅
会
に
も
是
非
参
加
し

た
い
と
今
か
ら
楽
し
み
に
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

一
泊
参
禅
の
印
象

柏
市

安
本
小
太
郎

二
年
ぶ
り
、
遠
出
の

一
泊
参
禅
会
で

印
象
に
残

っ
た
こ
と
は
多
々
あ

っ
た
。

帰
り
車
中
で
の
般
若
湯
入
り
話
し
合

い
、
自
木
を
中
心
と
し
た
造
作
の
立
派

さ
、
高
村
光
雲
作
の
大
き
な
烏
萄
沙
摩

明
王
と
東
司
、
本
格
的
僧
堂
で
の
五
煙

の
坐
禅
、
椎
名
老
師
の
典
座
教
訓
提
唱

等
で
あ
る
。

僧
堂
で
の
坐
禅
は
暖
か
さ
と
眠
気
で

満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か

っ
た
が
、

大
開
静
は
よ
い
も
の
で
あ

っ
た
。

特
に
二
日
目
の
典
座
教
訓
に
お
け
る
、

若
き
道
元
と
老
典
座
の
再
会
で
、
言
葉

の
表
す
本
当
の
意
味
を
獲
る
こ
と
。
仏

道
と
は
日
常
生
活
に
あ
り
、
体
現
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
の
教
え
は
厳
し
か
っ
た
。

そ
の
例
と
し
て
話
さ
れ
た
、
仙
桂
和

尚
は
野
菜
を
作

っ
て
、
修
行
僧
に
施
す

以
外
、
仏
法
も
語
ら
ず
、
坐
禅
も
せ
ず

の
弁
道
の
話
は
、
皮
膚
か
ら
入
っ
て
き

た
よ
う
で
あ

っ
た
。
四
姓
の
坐
禅
の
所

為
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
仙
桂
和
尚
の
悟

後
の
修
行
で
あ
る
と
聞
い
て
安
心
し
た
。

人
間
の
尺
度
か
ら
仏
頸
菩
薩
の
尺
度

へ
、
生
活
の
申
の
状
法
が
ら
、
私

中

の

”
ｎ

ノ

。
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夢
の
国
で
の
一
泊
参
禅

柏
市

一局
野
千
代

子

今
年
の

一
泊
参
禅
は
、
静
岡
県
袋
井

市
の
可
睡
斎
と
の
こ
と
、
間
き
馴
れ
な

い
お
寺
の
名
前
に
私
の
好
奇
心
は
そ
そ

ら
れ
、
日
に
日
に
期
待
す
る
想
い
が
広

が
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
到
着
し
た
そ

の
お
寺
の
す
ご
い
こ
と
、
今
で
は
あ
ま

り
お
目
に
か
か
る
こ
と
の
少
な
く
な

っ

た
日
本
文
化
の
殿
堂
で
し
た
。
外
側
は

け

っ
し
て
綺
羅
美
や
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
古
い
美
し
い
も
の
を
、
手
を
か
け
、

心
を
か
け
て
大
切
に
保
存
し
保
ち
続
け

る
日
本
人
の
本
来
の
心
が
隅
々
ま
で
行

き
渡

っ
て
お
り
ま
し
た
。
私
達
女
性
五

人
は
、
瑞
龍
閣
の
鶴
の
間
に
休
ま
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
き
な
鶴
が
羽
を

広
げ
て
、
美
し
く
舞
う
大
き
な
襖
に
囲

ま
れ
、
正
に
夢
の
国
で
の

一
晩
で
し
た
。

見
て
も
見
て
も
見
あ
き
な
い
、
広
い
部

屋
の
襖
絵
は
そ
の
見
事
さ
を
充
分
堪
能

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

椎
名
老
師
の
ご
提
唱

「典
座
教
訓
」

は
、豊
ユ
か
さ
に
馴
れ
切

っ
た
私
の
心
に
、

警
策
を
も

つ
て
そ
の
眠
り
を
覚
ま
す
す

ご
い
ご
提
唱
で
し
た
。
そ
の
昔
、　
〓

一

二
三
年
、
中
国
に
渡
ら
れ
た
道
元
禅
師

が
、
そ
こ
で
縁
を
え
た
中
国
の
老
典
座

禅
師
よ
り
学
ん
だ
典
座
と
い
う
役
の
真

髄
で
あ
る
言
葉
　
　
　
　
　
うな

「吾
れ
、
老
年
に
こ
の
職
を
掌
ど
る
。

潮佗たちに融和耕峨臓判一蜘耗制時っ練

だ

一
夜
宿
の
暇
を
請
わ
ず
」
。

老
い
て
な
お
か
つ
、
典
座
の
役
に
弁

道
の
道
を
求
め
求
め
て
修
行
す
る
姿
、

そ
の
言
葉
に
感
動
す
る
若
き
道
元
禅
師

の
お
姿
が
ほ
う
ふ
つ
と
し
て
重
な
り
私

の
瞼
に
写
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
夜
の
静
寂
の
ひ
と
時
、
う

す
暗
い
坐
禅
堂
で
行
わ
れ
た
夜
坐
の
二

煙
も
、
慌
た
だ
し
か

っ
た

一
日
の
締
め

括
り
と
し
て
ゆ

っ
た
り
と
し
た
時
の
流

れ
る
ま
ま
に
身
を
ま
か
せ
た
坐
禅
で
し

た
。
そ
の
終
わ
り
に
、
皆
さ
ん
と

一
緒

に
誦
し
た

「普
勧
坐
禅
儀
」
の
ゆ

っ
く

り
と
流
れ
る
堂
内
は
、
皆
さ
ん
と
ご

一

緒
に
坐
ら
な
く
て
は
得
ら
れ
な
い
感
動

の

一
駒
で
し
た
。

こ
の
頃
、
し
み
じ
み
思
い
ま
す
こ
と

は
、
余
生
の
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な

っ
て

ま
い
り
ま
し
た
私
に
と
り
ま
し
て
、
や

り
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
た
め
ら
わ
ず

や

っ
て
見
よ
う
。
途
中
で
や
れ
な
か

っ

た
ら
、
ひ
き
返
し
た
ら
い
い
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
今
年

の
四
月
と
二
月
の
二
回
で
四
国
の
八
八

ヶ
所
遍
路
の
旅
に
も
参
加
い
た
し
、
六

三
ケ
寺
巡
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
残

り
は

一
〇
月
で
す
。
少
な
か
ら
ず
あ

つ

た
途
巡
を
ぬ
ぐ
い
さ

っ
て
第
二
の
青
春

一
九
九
二
年
六
月

一
七
日
。
午
後
七

時
過
ぎ
、
う
す
明
か
り
の
坐
禅
堂
に
坐

し
て
、
私
は
不
思
議
な
思
い
の
中
に
い

た
。

「普
勧
坐
禅
儀
」
―

「諸
縁
を
放
捨

し
、
万
事
を
休
息
し
て
、
善
悪
を
思
わ

ず
、
是
非
を
管
す
る
こ
と
莫
れ
」

（日
常
の
生
活
に
お
い
て
は
、
親
、

兄
弟
、
子
、
そ
の
他
周
り
の
人
々
、
皆

に
支
え
ら
れ
て
、
お
陰
さ
ま
で
生
き
て

い
る
が
、
今
、
こ
れ
ら
諸
縁
を
全
て
忘

れ
去

っ
て
、
た
だ

一
人
坐
る
べ
し
―
〉

と
い
う
よ
う
な
ご
老
師
の
お
声
が
淫
々

と
堂
内
に
響
い
た
。
私
は
、
は

っ
と
し

て
身
の
引
き
し
ま
る
思
い
だ

っ
た
。
そ

し
て
、
深
夜
の
よ
う
な
静
け
さ
の
中
で
、

〈私
は
た

っ
た
独
り
で
あ
る
）
と
い
う
、

深
い
深
い
感
覚
が
ひ
た
ひ
た
と
押
し
よ

せ
て
き
た
。

と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
い
た

だ
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
ご
縁
が
ま
た
私
の

人
生
に
充
実
と
感
動
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。今

回
の

一
泊
参
禅
も
素
晴
ら
し
い
ご

縁
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
改
め
て
椎
名
老

師
は
じ
め
立
案
に
参
画
し
て
下
さ
り
、

ご
苦
労
い
た
だ
き
ま
し
た
幹
事
さ
ん
に

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

柏
市

牧

野
　
洋
子

こ
の
大
宇
宙
の
中
で
、　
一
個
の
生
命

を
い
た
だ
い
て
い
る
私
と
い
う
小
さ
な

存
在
―
。し

ま

夜
の
沈
黙
の
深
淵
に
坐
し
て
、
自
分

と
い
う

一
個
の
頼
り
な
い
存
在
と
向
き

合

っ
て
、
人
間
は
真
に
独
り
の
存
在
で

あ
る
、
と
い
う
自
明
の
こ
と
が
、
ひ
し

ひ
し
と
体
得
さ
れ
、
そ
れ
で
も
動
ぜ
ず

坐

っ
て
い
る
、
も
う

一
人
の
自
分
を
視

て
い
た
。

そ
れ
は
、
深
い
山
奥
に
こ
も
っ
て
坐

っ
て
い
て
、
ひ
ど
く
恐
ろ
し
い
よ
う
な
、

そ
し
て
、
深
い
豊
か
さ
に
満
ち
て
い
る

よ
う
な
―
不
可
思
議
な
感
覚
で
し
た
。

「典
座
教
訓
」
ご
提
唱
の
折
に
は
、

椎
名
ご
老
師
を
通
し
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

若
き
道
元
さ
ん
、
阿
育
王
山
の
典
座

さ
ん
、
良
寛
さ
ん
、
そ
し
て
仙
桂
さ
ん
。

一
泊
参
禅
会
に
参
加
し
て

⑥

椎名老師による禅講



仙
桂
和
尚
は
真
の
道
者
。

から
く

黙
し
て
言
わ
ず
朴
に
し
て
容
ら
ず

二
十
年
國
仙
の
合
に
在
り
て

参
禅
せ
ず
、
読
経
せ
ず

宗
文
の
一
句
も
適
わ
ず

園
菜
を
作
っ
て
大
衆
に
供
す

あ
あ
、
仙
桂
和
尚
さ
ん
の
よ
う
に
な

り
た
い
―
と
切
に
思
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
、
ど
れ
だ
け
の

修
行
を
積
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
し

よ
ンリ
／
・

幹
事
さ
ん
に
無
理
を
お
願
い
し
て
、

そ
れ
は
そ
れ
は
美
し
い
、
た
く
さ
ん
の

百
合
の
花
に
も
会
え
ま
し
た
。

樹
や
草
花
と
い
つ
も
お
し
ゃ
べ
り
し

た
り
、
気
を
も
ら

つ
並
物

し
て
、
生
き

と
し
生
け
る
も
の
の
生
命
と
い
う
も
の

を
身
近
に
教
え
て
も
ら

つ
て
い
る
私
に

と

っ
て
、
そ
の
時
分
の
生
命
を
輝
か
せ

て
咲
い
て
い
る
花
た
ち
に
出
会
え
る
こ

と
は
、
仏
様
に
出
会

っ
た
よ
う
な
喜
び

で
す
。

人
と
人
、
人
と
自
然
と
の
出
会
い
は
、

い
つ
も

一
期

一
会
。
移
ろ
い
ゆ
く
者
同

士
が
、
今
、
こ
の

一
瞬
、
天
地
の
間
に

存
在
し
合

っ
て
い
る
有
り
難
さ
。
た
だ

無
心
に
手
を
合
わ
せ
た
く
な
り
ま
す
。

あ
っ
と
い
う
間
の
二
日
間
で
し
た
が
、

本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
貴
重
な
体
験
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
椎
名
ご
老
師

様
、
幹
事
の
方
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

澄

心

静

慮

我
孫
子
市
　
清
水
　
秀
男

可
睡
斎
僧
堂
で
参
禅
す
る
の
は
私
の

学
生
時
代
か
ら
の
願
い
で
し
た
。
理
由

は
学
生
時
代
に
、
可
睡
斎
僧
堂
第
五

一

世
師
家

「高
階
朧
仙
」
老
師
の
御
文
章

「坐
禅
は
煩
悩
の
抜
本
治
療
」
、
「生
と

死
の
解
決
」
に
接
し
、
高
階
老
師
縁
の

名
刹
に
参
禅
し
今
は
な
き
老
師
の
避
る

禅
の
息
吹
に
接
し
た
い
と
思

っ
て
い
た

か
ら
で
す
。

そ
れ
か
ら
二
二
年
が
経
過
し
夢
が
実

現
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
椎
名
老
師
初

め
参
禅
会
の
お
歴
々
の
ご
因
縁
が
有

っ

た
か
ら
だ
と
改
め
て
ぃ
法
縁
の
不
思
議

さ
と
素
晴
ら
し
さ
に
感
謝
あ
る
の
み

…
・…

…
合
掌
。

噂
に
違
わ
ず
名
刹
で
、
坐
禅
、
作
務

を
通
じ
て
脈
々
と
息
づ
く

「禅
」
の
命

に
触
れ
た
思
い
が
し
ま
す
。

「禅
」
て
何
だ
ろ
う
と
考
え
た
時
、

む
ず
か
し
い
理
論
は
別
と
し
て
私
は
、

日
常
生
活
の
毎
日
毎
日
を
如
何
に
十
全

に
生
き
る
か
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。

凡
事
徹
底
す
る
こ
と
、
当
た
り
前
の
事

を
あ
り
の
ま
ま
に
行
じ
続
け
て
行
く
事

以
外
に
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
無

門
関
第
七
則

「趙
州
洗
鉢
」
だ
と
思
い

ま
す
。

又
椎
名
老
師
に
提
唱
し
て
頂
い
た
、
「典

座
教
訓
」
の
中
で
用
典
座
が
道
元
に
言

一

っ
た
「佗
は
是
れ
吾
に
非
ず
」
「更
に
何

れ
の
時
を
か
待
た
ん
」
の
言
葉
も
、
こ

の
あ
た
り
の
消
息
を
端
的
に
述
べ
た
も

の
と
思
い
ま
す
。

全
身
全
霊
を
か
け
て
今
日
只
今
を
行

じ
て
行
く
時
、
大
宇
宙
の
大
生
命
と

一

体
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
本

当
の
生
命
力
が
、
命
の
輝
き
が
生
ま
れ

出
、
真
に
魂
を
根
底
よ
り
動
か
す
事
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
？
本

当
の
幸
せ
と
は
そ
の
中
に
こ
そ
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

坐
禅
は
こ
れ
ら
の
事
を
気
付
く
為
に
、

心
の
浪
を
静
め
物
事
の
本
当
の
姿
を
体

で
体
得
す
る
た
め
に
、
行
ず
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

禅
は
自
分
の
中
に
、
あ
り
の
ま
ま
に

受
け
入
れ
る
力
が
有
り
、
自
分
を
変
え

て
行
く
力
も
有
り
、
そ
れ
ら
を
見
分
け

る
知
慧
が
本
来
人
間
に
有
る
事
を
気
付

く
教
え
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
刹
那
の
現
実
を
十
全
に
生
き

る
事
が
、
生
死
を
超
え
て
過
去
を
生
か

し
、
未
来
を
充
実
す
る
事
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
「
生
や
全
機
現
、
死
や
全
機

現
し即

今
只
今
に
生
き
る
事
を
通
じ
て
、

私
の
ち

っ
ぽ
け
な
命
が
間
断
な
く
燃
え

続
け
、
た
と
え
細
い
光
で
あ

っ
て
も
周

囲
を
少
し
で
も
明
る
く
す
る
様
努
力
し

た
い
と
、
可
睡
斎
僧
堂
参
禅
を
通
じ
思

い
を
新
た
に
し
た
次
第
で
す
。

「過
去
を
追
わ
ざ
れ
、
未
来
を
願
わ

ざ
れ
、
…
…
た
だ
今
日
ま
さ
に
な
す
べ

き
を
熱
心
に
な
せ
、
誰
か
明
日
の
死
あ

る
を
知
ら
ん
」
（中
部

一
三

一
、
一
夜
賢

者
経
よ
り
）
。

可
睡
斎

一
泊
参
禅
会
に
参
加
し
て

朝
の
九
時
過
ぎ
に
神
戸
の
長
田
の
社

宅
を
出
発
。
普
通
電
車
を
乗
り
継
ぎ
、

袋
井
の
可
睡
斎
に
着
い
た
の
は
二
時
を

少
し
廻
っ
た
頃
で
し
た
。
山
門
を
入
り

大
き
な
杉
の
木
立
で
暗
い
急
な
石
段
を

一
気
に
上
り
つ
め
る
と
、
突
然
、
明
る

く
大
き
な
庭
が
広
が
り
、
い
か
に
も
名

柏
市
　
今
泉
　
立早
利

刹
ら
し
い
本
堂
が
見
え
ま
し
た
。
本
堂

に
向
か

っ
て
進
ん
で
ゆ
く
と
、
五
、
六

メ
ー
ト
ル
は
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
供

養
塔
が
建

っ
て
お
り
、
「大
園
鏡
智
為
阪

神
大
震
災
遭
難
物
故
者
諸
精
霊
位
供
養

塔
」
の
文
字
が
眼
に
飛
び
込
ん
で
き
ま

し
た
。

⑦

僧堂での椎名老師



阪
神
大
震
災
で
は
五
千
五
百
人
の
方

が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
私
の
住
ん
で

い
る
長
田
で
も
八
百
人
近
い
方
が
亡
く

な
り
、
あ
の
地
震
直
後
の
光
景
が
ふ
と

心
に
よ
み
が
え
り
ま
し
た
。

聞
き
覚
え
の
あ
る
声
に
後
ろ
を
振
り

向
く
と
、
カ
メ
ラ
を
持

っ
た
杉
浦
さ
ん

が
、
続
い
て
御
老
師
、
小
畑
さ
ん
、
森

岡
さ
ん
、
高
野
さ
ん
と
懐
か
し
い
顔
が

ど
ん
ど
ん
見
え
ま
す
。
早
速
、
ご
挨
拶

申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
何
か
、
本
当
の

故
郷
の
人
達
に
会
う
以
上
の
嬉
し
い
気

持
ち
が
こ
み
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

上
山
の
手
続
き
を
済
ま
せ
る
と
、
恒

例
の
椎
名
老
師
の
典
座
教
訓
の
御
提
唱

を
拝
聴
。
今
か
ら
七
七
〇
年
前
の
二
四

歳
の
道
元
禅
師
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、

改
め
て

一
年
半
ぶ
り
の
参
加
を
有
り
難

く
思
い
ま
し
た
。
夕
食
後
、
坐
禅
を
二

煙
。
久
し
振
り
の
坐
禅
で
し
た
。
微
か

に
蚊
取
り
線
香
が
漂
う
夜
の
坐
禅
堂
の

空
気
は
凛
と
し
て
、
素
晴
ら
し
い
坐
禅

で
し
た
。
大
分
太

っ
た
せ
い
か
、
何
と

も
体
が
重
か

っ
た
の
で
す
が
、
御
老
師

の
警
策
に
自
ら
の
甘
さ
を
叩
き
潰
し
た

い
気
持
ち
で
し
た
。

翌
朝
五
時
、
起
床
。
朝
の
坐
禅
が
あ

っ
と
い
う
間
に
終
わ
り
、
本
堂
で
の
朝

の
お
勤
め
。
本
職
の
お
坊
様
達
の
お
経

が
素
晴
ら
し
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
な

っ
て

響
き
渡
り
、
小
生
も
大
き
な
声
で
般
若

心
経
を
久
し
振
り
に
唱
え
ま
し
た
。
朝

食
を
済
ま
せ
、
作
務
で
は
、
中
庭
の
草

を

一
心
に
む
し
り
ま
し
た
。
流
れ
る
汗

の
感
触
も
す

っ
か
り
忘
れ
て
い
た
も
の

で
し
た
。
作
務
が
終
わ
り
、
皆
で

一
息

入
れ
な
が
ら
、
御
老
師
か
ら
修
行
中
に

応
量
器
を
単
か
ら
落
と
そ
う
も
の
な
ら
、

即
、
下
山
と
い
う
厳
し
い
永
平
寺
で
の

お
話
を
聞
い
た
り
、
森
岡
さ
ん
に

「禅

は
凄
い
。
徹
底
し
て
作
法
が
定
め
ら
れ

て
お
り

一
切
の
無
駄
が
な
い
。
完
璧
な

も
の
を
今
で
も
伝
え
て
い
る
の
に
、
刀

工
に
は
そ
れ
が
無
い
。本
当
に
大
変
だ
。

」

と
の
お
話
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
又
、

今
回
は
じ
め
て
お
目
に
掛
か

っ
た
の
で

す
が
、
電
話
で
、
被
災
さ
れ
た
お
知
り

合
い
の
安
否
を
尋
ね
て
こ
ら
れ
た
佐
野

さ
ん
な
ど
と
震
災
の
話
を
し
ま
し
た
。

坐
禅
後
昨
日
に
ひ
き
続
き
、
椎
名
老
師

の
典
座
教
訓
の
御
提
唱
を
聞
き
、
昼
食

を
戴
き
あ

っ
と
い
う
間
の

一
泊
参
禅
会

が
終
わ
り
ま
し
た
。

今
回
の
参
禅
会
で
、
う
ま
く
言
え
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
皆
様
が
神
戸
の
震
災

を
心
配
し
て
い
て
く
れ
て
い
て
本
当
に

有
り
難
く
思

っ
て
お
り
ま
す
。
現
地
で

は
、
正
直
な
と
こ
ろ
何
を
ど
う
し
て
い

い
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
只
、

今
を

一
生
懸
命
努
力
し
て
い
る
姿
だ
け

が
あ
り
ま
す
。
震
災
直
後
、
荊
妻
は
、

全
国
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
の
方
達
の

食
事
づ
く
り
を
、
長
田
区
役
所
の
前
の

公
園
の
テ
ン
ト
村
で
行

っ
て
い
ま
し
た
。

寒
さ
と
暗
闇
が
支
配
し
て
い
る
夜
で
し

た
が
、
会
社
か
ら
帰

っ
て
か
ら
迎
え
に

行
く
と
ド
ラ
ム
罐
の
焚
き
火
を
囲
ん
で
、

被
災
さ
れ
た
方
、
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
の
方

が
静
か
に
話
し
合

っ
て
い
る
不
思
議
な

暖
か
い
空
気
が
漂

っ
て
い
ま
し
た
。
人

が
生
き
る
と
は
何
か
―
人
が
大
切
に
思

っ
て
、
長
い
あ
い
だ
こ
だ
わ

っ
て
貯
め

た
大
切
な
宝
物
、
家
、
本
、
想
い
出
の

一
杯
詰
ま

っ
た
懐
か
し
い
ア
ル
バ
ム
な

ど
の
全
て
が

一
瞬
に
し
て
ご
み
に
な
り
、

離
れ
難
い
最
愛
の
家
族
が
目
の
前
で
亡

く
な

っ
て
い
っ
た
現
実
を
前
に
、
人
は

語
る
こ
と
を
止
め
、
黙
々
と
身
体
を
動

か
し
て
い
ま
す
。
悲
し
み
も
苦
し
み
も

は
な
れ
て
、
再
び
生
き
る
こ
と
に
三
味

し
て
い
る
人
達
。
同
情
は
不
要
で
す
。

自
分
た
ち
が
自
ら
立
ち
向
か

っ
て
い
る

真
剣
勝
負
の
場
に
同
情
は
要
り
ま
せ
ん
。

で
も
理
解
は
し
て
あ
げ
て
ほ
し
い
の
で

す
。
彼
ら
は
彼
ら
の
や
り
方
で
悪
夢
の

様
な
現
実
に
立
ち
向
か

っ
て
い
る
こ
と

を
。で

も
そ
の
中
で
、
ど
う
し
て
も
自
立

で
き
な
い
人
達
が
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

社
会
的
弱
者
と
言
わ
れ
て
い
る
老
人
や

精
薄
の
人
達
な
の
で
す
。
長
田
は
神
戸

市
で
も

一
番
老
人
が
多
い
の
で
す
が
、

長
田
を
愛
し
て
い
る
老
人
を
山
里
離
れ

た
官
僚
好
み
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
箱
の

中
に
閉
じ
込
め
る
お
仕
着
せ
の
福
祉
を

嫌
い
、
家
の
近
く
の
古
い
家
屋
で
、
自

分
た
ち
で
自
分
た
ち
の
お
年
寄
り
を
介

護
す
る
―
そ
ん
な
自
立
心
の
旺
盛
な
人

達
が
長
田
に
は
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は

「
こ
ま
ど
り
の
家
」
と
い
っ
て
最
近
漸

く
社
会
的
に
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
小
さ
な
施
設
で
す
が
、
震
災
で
豆

腐
屋
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
屋
な
ど
か
ら
の

仕
事
が
無
く
な

っ
た
近
所
の
精
薄
の
青

少
年
の
面
倒
も
み
る
こ
と
に
な
り
、
経

済
的
に
も
余
裕
が
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
施
設
に
、
四
月
ぐ
ら
い
か
ら
妻
は

ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
に
行

っ
て
い
ま
す
が
、

皆
様
の
暖
か
い
お
志
は
、
現
在
こ
の
弱

者
の
人
達
の
役
に
立
て
さ
せ
て
頂
い
て

お
り
ま
す
。
哀
心
よ
り
感
謝
致
し
て
お

り
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

合
掌

③

日本一の可睡斎東司



真

摯

な

旅

四
街
道
市
　
大
坂

　
昌
宏

六
月

一
七
日
、
三
〇
年
ぶ
り
の
バ
ス

の
旅
。
あ
の
頃
は
、
よ
く
飲
み
、
戯
け

た
も
の
だ

っ
た
。
今
日
は
可
睡
斎

へ
一

泊
参
禅
の
旅
。
風
化
し
た
当
時
を
偲
び

な
が
ら
、
「真
摯
な
旅
」
へ
想
い
を
馳
せ

ｚＯ
。一

五
時
、
上
山
。
一二
〇
分
後
、
「典
座

教
訓
」
を
御
指
導
い
た
だ
く
。
三

一
≡
一

四
五
」
、道
元
禅
師
二
〇
代
の
カ
ル
チ

ュ

ア

・
シ
ョ
ツ
ク
の
説
話
。
真
理
を
生
き
、

真
理
を
行
じ
る
こ
と
の
厳
し
さ
を
悟
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
。

一
七
時
、
薬
石
。
「五
観
の
偶
」
を
唱

和
し
、食
事
作
法
を
学
ぶ
。
「典
座
教
訓
」

と
い
い
、
禅
に
と

つ
て

「食
」
も
ま
た
、

真
剣
勝
負
だ

っ
た
。

一
九
時
、
二
煙
。
間
に
、
国
宝
と
い

わ
れ
る

「普
勧
坐
禅
儀
」
を
唱
和
。
諸

縁
放
捨
で
き
ず
、
雑
念
去
来
す
る
ば
か

り
。
ま
た
、
人
参
が
で
た
ら
、
彼
ど
う

す
る
だ
ろ
う
…
…
。
今
度
こ
そ
食
べ
て

あ
げ
よ
う
。

二

一
時
、
開
枕
。
大
き
な
襖
に
、
四

季
の
花
々
が
繊
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

部
屋
も
大
き
く
、
大
き
な
夢
も
見
ら
れ

そ
う
な
、
心
安
ら
ぐ
静
か
な
る
空
間
。

翌
朝
五
時
起
床
。
三
〇
分
後

一
煙
。

続
い
て
朝
の
勤
行
。
昨
夜
、
言
葉
を
交

わ
し
た
少
年
の
よ
う
な
僧
侶
さ
ん
、　
コ

ッ
ク
リ
し
て
い
る
。
ま
だ
二
ヶ
月
余
り

と
聞
く
。
初
心
者
同
志
、
互
い
に
精
進

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
お
会
い
し
た
い
。

七
時
、
作
務
。
境
内
の
清
掃
を
受
け

持

っ
た
。
学
童
疎
開
で
、
山
寺
の
清
掃

を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
注
意
さ
れ
な
が

ら
、　
一
生
懸
命
だ

っ
た
。
当
時
を
偲
び

な
が
ら
、
丁
寧
に
掃
い
た
。
玉
砂
利
の

吸
殻
は
手
で
拾
う
し
か
な
い
。
三
〇
本

以
上
は
あ

っ
た
。
か
っ
て
、
自
分
も
そ

う
だ

っ
た
。

何
度
か

「牡
丹
園
は
ど
ち
ら
？
」
と

声
を
か
け
ら
れ
た
。
作
務
衣
を
着
て
、

草
軽
を
は
い
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
何

故
か
楽
し
い
気
分
だ

っ
た
。

八
時
、
小
食
。
作
務
の
後
の
食
事
は
、

格
別
の
味
だ

っ
た
。
沢
庵
漬
で
応
量
器

を
濯
ぐ
。節
水
と
省
力
の
ア
イ
デ
イ
ア
？

と
ひ
と
り
感
心
し
て
い
る
。

九
時
、
一
煙
。
一
〇
時
、
「典
座
教
訓
」

を
続
け
る
。
ま
す
ま
す
含
蓄
味
を
増
し

て
く
る
。
典
座
の
役
は
、
師
と
仰
が
れ

る
ほ
ど
の
僧
の
役
職
と
い
う
こ
と
を
知

る
。
ま
さ
に
佳
境
に
入
ら
ん
と
す
。

一
一
時
、　
一
煙
。
結
珈
映
坐
、
ま
た

し
て
も
帰
が
し
び
れ
て
く
る
。
組
み
な

お
せ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
が
、
気
お
く
れ

が
す
る
。
も
う
じ
き
鳴
る
だ
ろ
う
。
坐

禅
は

「悟
り
」

へ
の
王
道
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
ん
な
状
態
で
は
、
ま
だ
ま
だ

遠
い
遠
い
先
の
こ
と
。
し
か
し

一
朝

一

夕
で
な
ん
て
、
夢
み
た
こ
と
も
な
い
。

た
だ
、
た
だ
坐
り
続
け
た
い
。

一
二
時
、
中
食
。
黛
さ
ん
、
「人
参
で

る
か
な
…

」。
人
参
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

食
欲
も
な
く
な
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、

眼
前
に
あ

っ
た
の
は
、
鮮
や
か
な
朱
塗

り
の
食
膳
。整
然
と
盛
り
付
け
さ
れ
た
、

彩
色
豊
か
な
精
進
料
理
。
人
参
は
、
黛

さ
ん
の
祈
念
に
負
け
た
よ
う
だ
、
影
も

な
い
。
雑
念
を
払

っ
て
ひ
た
す
ら
料
理

す
る
の
が
、
精
進
料
理
と
聞
く
。
今
回

は
作
法
不
間
と
の
こ
と
だ
が
、
却

っ
て

緊
張
す
る
。
心
し
て

一
品

一
品
を
、
賞

味
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

一
三
時
、
帰
路
に
つ
く
。
思
え
ば
、

昨
日
か
ら
の
体
験
、
ど
れ
ひ
と
つ
を
と

っ
て
も
貴
重
な
体
験
だ

っ
た
。

か

っ
て
、
「寺
院
」
と
い
え
ば
観
光
者

の
立
場
の
私
に
、
正
し
く
、
「道
場
」
だ

と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
唆
し
て
く
れ

た
。こ

の
事
象
は
、参
禅
初
心
者
の
私
に
、

ま
す
ま
す
の
研
鑽
の
要
を
教
え
て
く
れ

た
。
真
摯
な
「心
」
の
旅
を
あ
り
が
と
う
。

椎
名
老
師
は
じ
め
、
諸
先
達
の
皆
様

心
よ
り
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

合
掌

可
睡
斎
一
泊
参
禅
報
告

船
橋
市
　
森
岡
　
俊
雄

私
は
六
月
一
七
日
柏
市
役
所
前
を
九

時

一
五
分
に
出
発
し
、
上
山
は
午
後
三

時
。
三
時
半
か
ら
御
老
師
よ
り
典
座
教

訓
の
御
指
導
が
あ
り
、
夕
食
後
坐
禅
。

普
勧
坐
禅
儀
を
お
唱
え
い
た
し
ま
し
た
。

私
に
は
坐
禅
は
習
禅
に
非
ら
ず
と
い
う

所
が
解
り
ま
せ
ん
。
こ
の
所
は
曹
洞
禅

の
原
理

・
原
点
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で

す
か
ら
教
え
ら
れ
た
通
り
何
も
考
え
ず

に
坐
り
ま
す
。

典
座
教
訓
も
あ
ま
り
解
り
ま
せ
ん
が
、

坐
禅
は
習
禅
に
非
ず
と
い
う
の
が

一
番

解
り
ま
せ
ん
。
典
座
教
訓
は
実
践
の
な

い
仏
道
は
駄
目
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ

て
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
無
学
文
盲
平

た
く
い
え
ば
明
き
盲
で
し
て
文
章
も
書

け
ま
せ
ん
。
唯
椎
名
老
師
に
戴
い
た
明

珠
有
掌
の
額
を
見
る
と
仕
事
の
疲
れ
が

取
れ
ま
す
。
参
禅
が
長
い
ば
か
り
で
能

無
し
の
私
で
す
。
年
も
年
で
す
か
ら
宜

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
御
老
師

は
じ
め
幹
事
の
方
々
に
は
ご
苦
労
様
で

し
た
。

お
陰
様
で
私
は
酔

っ
た
様
に
行

っ
て
、

夢
の
様
に
無
事
帰
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

⑨

可睡斎での坐禅



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
戸
　
坐
禅

経
　
行
　
鐘
　
一
二
月
　
経
行

放
　
禅
　
鐘

　
一
声
　
放
禅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

講
　
義
　
木
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

平
成
六
年
度
七
月
よ
り

「古
鏡
」
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
齢
、
性
別
を
問
わ
ず
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

〈
本
　
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
二
日
）

釈
尊
成
道
を
讃
え
坐
禅
、
成
道
会
法
要
の
後
、
法
話
を
聴

間
、
点
心

（昼
食
）
を
共
に
す
る
。

沼

南

雑

記

〔参
禅
会
記
録
〕
（　
）
中
は
座
談
の
司

会
者
。

●
四
月
二
三
日
　
　
一
一八
名

（官
内
　
　
守
氏
）

坐
禅
作
法
復
習
／
坐
禅
開
始
前

筍

　

堀

　

り
／
坐
禅

。
禅
講
後

●
五
月
二
八
日
　
　
一一一五
名

（樋
口
　
徹
生
氏
）

●
六
月

一
七
日
～

一
八
日

一
泊
参
禅
会
　
　
二
四
名

於
　
可
睡
斎
／
静
岡
県
袋
井
市

幹
事
　
　
二
十
嵐
嗣
郎
氏

井
之
輪
　
進
氏

●
六
月
二
五
日
　
　
一
一八
名

（佐
野
　
明
子
氏
）

●
七
月
二
三
日
　
　
一壬

一名

（藤
原
　
　
公
氏
）

●
八
月

一
六
日

龍
泉
院
施
食
会

一
一
名
の
会
員
が
作
務
奉
仕

法
話
　
　
中
野
東
禅
老
師

●
八
月
二
七
日
　
　
一
一七
名

（杉
浦
上
太
郎
氏
）

●
九
月
二
四
日
　
　
一
六
名

（宮
田
　
哲
男
氏
）

▼
四
月
は
坐
禅

・
禅
講
終
了
後
、
例
年

ど
お
り
龍
泉
院
裏
山
で
の
筍
堀
り
。

無
心
の

一
時
と
旬
の
美
味
を
頂
戴
し

た
こ
と
平
素
に
重
ね
て
只
管
感
謝
。

●
発
　
行
／
天

徳

山

龍

泉

院

●
印
　
刷
／
岡
田
印
刷
株
式
会
社

▼
暫
く
病
気
療
養
中
で
あ

っ
た
政
安
さ

ん
が
五
月
の
参
禅
会
か
ら
元
気
に
復

帰
さ
れ
、
会
員

一
同
の
喜
び
。

▼
施
食
会
で
の
中
野
東
禅
老
師
の
法
話
。

今
年
は
観
音
様
。
全
て
の
事
象
に
慈

悲
の
心
で
接
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を

諄
々
と
諭
さ
れ
る
。

同
老
師
は
毎
年
の
法
話
で

一
貫
し
て

夫
婦

・
家
族

・
親
し
い
人
々
と
の
関

わ
り
で
、
つ
い
気
を
抜
き
意
識
の
外

と
な
る
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
ら
れ
る
。

▼
在
家
の
修
行
に
限
界
有
り
や
否
や
。

凡
夫
が
日
常
時
派
生
す
る
疑
間
で
あ

る
が
、
可
睡
斎

一
泊
参
禅
会
に
お
け

る
椎
名
老
師
の
禅
講
で
霧
散
し
た
。
Ｆ
（

座
教
訓
」
二
六
段
目
の
言
提
唱
で
霧

散
し
た
。
日
常
時
こ
そ
行
機
会
。

▼
日
常
の
事
件
を
見
聞
す
る
に
つ
け
、

心
が
病
ん
で
い
る
現
代
を
痛
感
す
る
。

金
や
物
を
中
心
と
し
た
自
由
と
平
等

理
論
で
の
秩
序
に
限
界
有
り
と
思
う
。

「自
然
と
人
間
の
生
活
」
「社
会
倫
理

と
こ
こ
ろ
」
を
最
大
の
価
値
基
準
と

し
た
新
し
い
秩
序
の
出
現
熱
望
。

▼
椎
名
老
師
は
、　
一
〇
月
～
二
月
ま
で

よ
み
う
り
文
化
セ
ン
タ
ー

（柏
そ
ご

う
）
に
て
講
座

「良
寛
の
詩
を
読
む
」

を
広
く
ご
指
導
さ
れ
る
。

▼
来
年
は
当
参
禅
会
発
足
二
五
周
年
。

今
幹
事
各
位
が
記
念
行
事
を
検
討
中
。

中
国
仏
蹟
を
訪
ね
る
ツ
ア
ー
も
企
画

中
と
の
由
。乞
う
ご
期
待
。
（杉
風
記
）

柏 千
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