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厳万
陽う
一

:

物ち

従
容
録
に
学
ぶ

含
石
）

第
五
七
則

Ｔ
不
　
衆
〕

衆
に
示
し
て
云
く
、
影
を
弄
ん
で
形
に
労
ら
ん
と
す
る

は
、
形
が
影
の
本
た
る
こ
と
を
識
ず
。
声
を
揚
げ
て
響
き

を
止
め
ん
と
す
る
は
、
声
が
響
き
の
根
な
る
こ
と
を
知
ら

ず
。
若
し
牛
に
騎

っ
て
牛
を
兌
む
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
便

是
い
楔
を
以

っ
て
楔
を
去
く
と
も
、
如
何
ん
が
此
の
過
ち

を
免
れ
得
ん
。

〔本
　
則
〕

挙
す
、
厳
陽
尊
者
、
趙
州
に
問
う
、　
一
物
も
絡
ち
来
ら

ざ
る
時
は
如
何
ん

（猶
お
是
れ
分
外
）
。
州
云
く
、
放
下
著

（貼
体
の
衣
杉
、
須
ら
く
脱
却
す
べ
き
を
会
せ
よ
）
。
厳
云

く
、　
一
物
も
絡
ち
来
ら
ざ
る
に
、
箇
の
甚
底
を
か
放
下
せ

ん

（人
は
己
れ
が
過
を
知
ら
ず
、
牛
は
力
の
大
な
る
を
知

ら
ず
）
。
州
云
く
、
急
慶
な
ら
ば
則
ち
担
取

っ
て
去
け

（喚

べ
ど
も
頭
を
回
ら
さ
ず
、
争
奈
何
せ
ん
）
。

今
回
は
、
唐
代
の
巨
匠
で
あ
る
趙
州
従
論
が
、
門
弟
の
厳
陽
善
信

に
教
え
示
し
た

一
則
で
す
。
趙
州
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第

一

八
則

「趙
州
狗
子
」
や
第
二
九
則

「趙
州
洗
鉢
」
で
ご
紹
介
し
、
学

ん
で
き
た
と
お
り
の
ス
ー
パ
ー

マ
ン
で
す
。
い
つ
ぽ
う
の
善
信
は
、

江
西
省
の
省
都

。
南
昌
市
か
ら
西
北
西
約

一
〇
〇
キ

ロ
に
あ
る
厳
陽

山
の
山
中
で
、
新
興
院
と
い
う
小
寺
に
住
し
て
隠
徳
を
積
み
、
厳
陽

尊
者
と
呼
ば
れ
た
人
で
す
。
こ
の
人
は
、　
つ
ね
に
二
匹
の
虎
と

一
匹

の
蛇
を
従
え
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
か
ら
、
並
は
ず
れ
た
禅
定
力
の

持
主
だ

っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
善
信
さ
ん
が
ま
だ
修
行
時
代
に
、
趙
州
に
参
じ
て
交
し
た
「
一

物
不
特
来
」
の
問
答
が
今
回
の
テ
ー

マ
で
す
が
、
こ
の
公
案
は
の
ち

の
禅
門
で
も
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
、
参
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、

例
に
よ

つ
て

〔示
衆
〕
を
意
訳
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「人
は
影
や
響
き
な
ど
の
末
節
を
追
う
ば
か
り
で
、
か
ん
じ
ん
な

形
や
声
と
い
う
本
元
を
忘
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う

ど
牛
に
騎

つ
て
い
な
が
ら
他
に
牛
を
探
し
求
め
る
よ
う
な
も
の
だ
。

そ
れ
を
改
め
る
の
に
、
ク
サ
ビ
を
打

っ
て
ク
サ
ビ
を
除
こ
う
と
し
て

も
、
さ
い
ご
ま
で
ク
サ
ビ
は
残

っ
て
し
ま
う
。
い
っ
た
い
ど
う
し
た

ら
誤
り
を
正
せ
る
か
な
」
。

こ
の

〔示
衆
〕
は
、

つ
ぎ
の

〔本
則
〕
の
主
旨
を
万
松
さ
ん
が
独

特
の
深
い
禅
旨
に
よ

つ
て
表
現
し
た
も
の
で
し
た
ね
。
こ
こ
で
い
わ

①
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二
こ
影
や
響
き
や
牛
な
ど
は
、
み
な
人

■
代
に
向
か

っ
て
道
を
求
め
、
根
本
を

忘
れ
て
い
る
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
迷
い
を
ク

サ
ビ
と
い
う
分
別
で
断
と
う
と
し
て
も
、

新
し
い
分
別
の
ク
サ
ビ
が
生
じ
る
か
ら

ダ
メ
、
と
い
う
意
味
で
す
。
で
は
、
ど

う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
こ
で

〔本
則
〕

で
す
。

厳
陽

「な
ん
に
も
持
た
な
い
ハ
ダ
カ

な
本
来
の
す
が
た
と
は
、
い
っ
た
い
何

で
す
か
。

」
趙
州

「そ
ん
な
も
の
、
一肩
か

ら
お
ろ
し
な
は
れ
。

」
「な
ん
に
も
持

っ

て
い
な
い
の
に
、
い
っ
た
い
何
を
お
ろ

す
の
で
す
か
。

」
「あ
ん
た
、
そ
れ
ほ
ど

固
執
す
る
ん
な
ら
、
ど
う
ぞ
背
負

っ
て

ゆ
き
な
さ
い
な
。

」

た
だ
こ
れ
だ
け
の
や
り
と
り
で
す
。

言
葉
は
い
た

っ
て
簡
単
で
す
が
、
内
容

は
中
々
ど
う
し
て
。
厳
陽
は
、
お
そ
ら

く
こ
の
と
き
、
す
で
に
か
な
り
の
修
行

を
積
ん
で
深
い
心
境
に
至

っ
て
い
た
よ

う
で
す
。
そ
こ
で
、
お
の
れ
の

「
一
物

不
粁
来
」
の
心
境
を
趙
州
さ
ん
に
た
ず

ね
た
。
す
る
と
、
趙
州
は
そ
ん
な
言
葉

を
ひ
っ
か
つ
い
で
い
る
よ
う
で
は
ダ
メ

だ

「放
下
著
」
と
た
し
な
め
た
。
と
こ

ろ
が
厳
陽
は
、
「何
も
持

っ
て
い
な
い
の

に

‥
」
と
再
び
た
ず
ね
た
「

こ
れ
は
理
屈
で
す
ね
。
「何
も
持

っ
て

い
な
い
」
と
い
う
も
の
を
持
ち
ま
わ

っ

て
い
る
の
で
す
。
悪
い
た
と
え
で
す
が
、

泥
酔
者
に
か
ぎ

っ
て

「オ
レ
は
酔

っ
て

な
ん
か
い
な
い
ぞ
」
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
す
。
悟

っ
て
も
、
悟
り
を
持
ち
ま

わ

つ
て
い
た
ら
、
も
う
悟
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
何
で
も
同
じ
。
本
モ
ノ
を
得

た
人
は
、
得
た
よ
う
な
顔
を
し
な
い
の

で
す
。
万
松
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト

「己
れ

の
過
ち
は
自
分
で
は
わ
か
ら
ん
、
牛
が

自
力
を
自
分
で
は
わ
か
ら
ん
の
と
同
じ
」

と
い
う
の
は
適
格
な
指
摘
。

そ
こ
で
趙
州
は

「そ
ん
な
に
持
ち
ま

わ
り
た
い
ん
な
ら
、
北円
負

っ
て
い
き
な
」

と

つ
っ
ぱ
ね
た
の
は
さ
す
が
。
本
文
に

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
言
葉
で
厳
陽

は
た
し
か
に
悟

っ
た
。
本
モ
ノ
の
悟
り

と
な

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
も
う

「
一

物
」
の
有
無
を
こ
え
た
融
通
無
凝
自
在

の
す
が
す
が
し
い
心
境
で
し
た
。

だ
い
た
い
禅
門
で
有
無
が
い
わ
れ
る

と
き
は
、
具
体
的
な
モ
ノ
の
あ
る
な
し

で
は
な
く
、
そ
う
し
た
正
反
対
の
相
対

立
す
る
考
え
方
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で

す
。
相
対
的
な
考
え
方
に
は
、
大
小

・

長
短
な
ど
の
ズ
バ
リ
具
体
的
な
事
物
を

測
る
尺
度
と
、
善
悪

・
憎
愛
な
ど
の
人

間
的
抽
象
的
な
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。

前
者
も
抽
象
的
な
も
の
を
測
る
場
合
に

も
使
わ
れ
ま
す
が
、
後
者
は
具
体
的
な

事
物
に
は
適
用
で
き
ま
せ
ん
。

有
無
は
便
利
に
ど
ん
な
場
合
に
も
用

い
ら
れ
ま
す
が
、
禅
門
で
問
題
に
な
る

と
き
は
相
対
的
な
思
考
分
別
の
代
表
で

『
仏
祖
道
影
』
巻
二
の
趙
州
条

す
。
人
間
の
分
別
の
中
で
、
有
無
は
も

っ
と
も
基
本
的
だ
か
ら
で
す
。
赤
ち
ゃ

ん
に
と

っ
て
、
母
親
が
そ
ば
に
い
る
か

い
な
い
か
は
大
事
件
。
で
す
か
ら
、
立

派
な
大
人
で
有
無
を
超
え
ら
れ
れ
ば
、

赤
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
天
真
爛
漫
の
世
界
。

そ
れ
こ
そ
仏
さ
ん
と
し
て
の
い
の
ち
が

活
発
に
働
い
て
い
る
心
で
あ
り
、
禅
の

目
ざ
す
世
界
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

ひ
る
が
え

っ
て
、
私
た
ち
は
ど
ん
な

「
一
物
」
も
持
ち
ま
わ
ら
ず
に

ハ
ダ
カ

で
人
に
接
す
る
こ
と
が
、
い
っ
た
い
あ

る
で
し
ょ
う
か
。　
マ
ッ
サ
ラ
な
心
に
な

り
切

っ
た
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
あ
る
で

し
ょ
う
か
。
わ
た
く
し
は
、
わ
が
身
を

顧
り
み
て
性
据
た
る
思
い
に
か
ら
れ
る

ば
か
り
で
す
。
初
対
面
の
人
と
で
さ
え

身
体
の
大
小
や
性
格
の
善
悪
を
思

っ
た

り
、
相
対
的
な
知
解
分
別
に
お
ち
る
ば

か
り
で
す
。

そ
の
点
、
わ
た
く
し
の
本
師
は

一
本

気
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
実
に
く

っ
た

く
の
な
い
人
で
し
た
。
道
理
が
合
わ
な

い
こ
と
を
い
う
人
に
対
し
て
は
、
そ
れ

こ
そ
真
向
か
ら
抗
弁
。
わ
た
く
し
な
ど

も
、
ず
い
ぶ
ん
と
怒
ら
れ
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
ち
ら
が
非
を
さ
と

っ
て

心
か
ら
あ
や
ま
る
と
、
も
う
あ

つ
け
ら

か
ん
。
何
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
、
今
ま

で
怒

つ
て
い
た
の
は
忘
れ
た
よ
う
に

ニ

コ
ニ
コ
顔
に
な

っ
て
、
ま
る
で
別
人
の

よ
う
で
し
た
。
こ
の
く

っ
た
く
の
な
さ

は
、
や
は
り
若
い
こ
ろ
か
ら
の
長
年
に

わ
た
る
雲
水
修
行
、
そ
し
て
良
寛
さ
ん

の
足
跡
を
慕
う
日
常
生
活
か
ら
、
い
つ

し
か
身
に
つ
い
た
仏
徳
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
力

り

道
元
禅
師
は
趙
州
さ
ん
の
行
履
を
高

く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
『正
法
眼
蔵
』

仏
向
上
事
の
巻
で
、
こ
の
則
の
テ
ー

マ

で
あ
る

「
一
物
を
も
将
来
せ
ざ
る
」
道

理
は
、
釈
尊
が

一
見
明
星
悟
道
の
境
界

が
そ
れ
で
あ
る
。
と
た
い

へ
ん
興
味
ぶ

か
い
お
示
し
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
知
解

分
別
を
こ
え
た
世
界
を
、
釈
尊
み
ず
か

ら
の
大
悟
の
心
と
み
る
と
こ
ろ
に
、
禅

門
の
目
ざ
す
世
界
の
す
ば
ら
し
い
伝
統

性
を
教
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

②



一ｒ
本
堂
で
行
じ
ら
れ
る
坐
禅
は
、
お
の
お
の
が
坐

蒲
を
持

っ
て
入
堂
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

ゆ
っ
た
り
と
し
た
服
装
、
素
足
で
身
支
度
を
し
、

坐
蒲
を
立
て
て
両
手
の
親
指
、
人
差
し
指
、
中
指

の
三
指
で
胸
前
に
持
ち
①
か
ら
入
堂
す
る
。

二
、
②
の
位
置
か
ら
、
丸
柱
の
横
を
左
足
か
ら
入
っ

て
③
で
立
ち
止
ま
り
、
聖
僧
様

（文
殊
菩
薩
像
）

へ
一
礼
す
る
。柱
の
横
か
ら
出
入
り
す
る
と
き
は
、

常
に
柱
に
近
い
足
か
ら
歩
を
進
め
ま
す
。

三
、
③
い
わ
前

【
髄
み
、
聖
僧
様
の
後
ろ
か
ら
は
左

右
の
上
間

・
肝
間
に
分
か
れ
、
自
分
の
坐
る
場
所

で
あ
る
④

（単
）
に
到
り
坐
蒲
を
置
く
。

力
月

四
、
④
の
単
に
向
か
っ
て
合
掌

一
礼

（隣
位
問
訊
）
。

右
回
り
で
後
向
き
に
な
り

一
礼

（対
坐
問
訊
）
し
、

坐
蒲
に
腰
を
下
ろ
し
足
を
組
む
。
足
を
組
ん
だ
ま

ま
半
回
転
し
面
壁
す
る
。
腰
と
両
膝
の
三
点
で
上

体
を
支
え
、
背
筋
を
蹄
罐
把
ｋ
坐
る
。
両
手
は
足

の
上
で
印
を
結
び

（法
界
定
印
）
、
日
は
閉
じ
、
ア

ゴ
を
引
き
、
日
は
半
眼
で
視
線
は

一
メ
ー
ト
ル
先

の
床
に
落
と
す
。
ゆ
っ
く
り
左
右
揺
身
し
、
止
め

て
深
呼
吸
を
し
、
静
か
に
息
を
と
と
の
え
る
。

五
、
ご
老
師
が
入
堂
し
、
単
を
あ
ら
た
め
ま
す

（検

単
）
。
こ
の
と
き
老
師
が
自
分
の
背
後
を
通
る
ま
え

に
合
掌
し
、
通
り
過
ぎ
た
ら
、
法
界
定
印
に
戻
し

ま
す
。や
が
て
鐘
が
く打ユ
れ
ま
す
Ｔ
一声
＝
止
静
）。

や
や
あ

っ
て
、
０
で
口
宣
が
述
べ
ら
れ
ま
す
。
一二
、

四
〇
分
で
鐘
が
な
る

（
二
声
＝
経
行
鐘
）
。

二
声
目
を
聞
い
て
か
ら
合
掌
し
、
軽
く
揺
身
し
向

き
直
っ
て
坐
を
解
き
、
捉
わ
痺
れ
を
治
す
。

六
、
約

一
〇
分
の
歩
行

（経
行
）
に
移
り
ま
す
。
右

に
向
か

っ
て
立
ち
、
手
は
左
手
を
に
ぎ
り
、
そ
の

上
に
右
手
を
垣
ね
、
手
の
甲
を
外
に
向
け
ミ
ゾ
オ

チ
に
お
く

（叉
手
）
。

息
を
ゆ

っ
く
り
と
吐
き
、
吸
う
直
前
に
右
足
か
ら

足
の
長
さ
の
半
分
だ
け
歩
を
進
め
る
。
以
下
、
交

互
に
同
じ
歩
調
で
⑥
の
方
向
に
足
を
進
め
ま
す
。

一
〇
分
後
、
鐘
の
合
図

（
〓
こ

で
足
を
そ
ろ
え
、

叉
手
し
た
ま
ま

一
礼
す
る
。
前
の
人
に
従
い
堂
内

を
■
周
し
、
自
分
の
単
に
戻
り
合
掌
し
て
坐
り
、

二
注
目
に
入
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
書
院

用
を
足
す
択

すは
③
、
②

の
出
入
り
口
を
通
り
、
書

院
寄
り
の
東
司

（手
洗
い
）
で
速
や
か
に
済
ま
す
。

七
、
二
煙
目
の
始
ま
り
の
鐘
が
鳴
る

（止
静
三
声
）
。

一煙
日
と
同
じ
要
領
で
、ど
わ
ｔ
り
と
坐
り
ま
す
。

二
注
目
の
後
半
に
老
師
が
警
策
を
も

っ
て
ま
わ
り

ま
す
。
警
策
を
受
け
た
い
人
は
、
直
前
に
合
掌
し

て
待
ち
ま
す
。

打

つ
合
図
に
右
肩
を
軽
く
抑
え
ら
れ
た
ら
、
合
掌

し
た
ま
ま
首
を
左
に
傾
け
右
肩
を
あ
け
、
打

っ
て

も
ら
い
ま
す
。
打
た
れ
る
際
、
首
を
少
し
下
げ
ま

す
が
、
あ
ま
り
前
か
が
み
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し

ま
す
。
終
わ

っ
た
ら
再
び
合
掌
し
て
、
姿
勢
を
正

し
坐
り
続
け
ま
す
。

八
、
坐
禅
を
終
え
る
と
き
は
鐘
が

一
声
（＝
放
禅
鐘
）
。

こ
れ
を
聞
い
た
ら
合
掌
し
、
両
手
を
両
膝
の
上
に

仰
向
け
、
上
体
を
左
右
揺
身
し
て
緊
張
を
は
ぐ
し
、

そ
の
ま
ま
反
転
し
て
か
ら
坐
を
解
き
立
ち
ま
す
。

合
掌
し
て

一
礼

（対
坐
問
訊
）
、
右
か
ら
反
転
し
て

単
に
向
き
、
合
掌

一
礼

（隣
位
問
訊
）
。
坐
蒲
を
持

ち
両
手
の
三
指
で
支
え
、
右
繁
胸
き
待
ち
ま
す
。

本
尊
様
に
向
か
つ
て
右
側

（上
間
）
の
先
頭
の
者

か
ら
列
を
作

っ
て
退
堂
し
ま
す
。
入
堂
し
叱
髄
筋

を
逆
に
②
か
ら
①

へ
進
み
ま
す
。
左
側

（下
間
）

の
人
は
上
間
の
人
の
最
撥
肛
続
き
ま
す
が
、
そ
れ

ま
で
⑦
で
待
ち
ま
す
。
外
単
に
坐
っ
た
人
は
内
単

下
間
の
人
の
後
ろ
に
つ
く
ま
で
③
で
待
ち
ま
す
。

持

っ
て
出
た
坐
蒲
は
回
廊
に
あ
る
坐
蒲
架
け
に
収

め
ま
す
ｒ

＊

一
煙
＝
煙
と
は
線
香
が
点
さ
れ
て
燃
え
尽
き
る
ま

で
の
時
間
。
大
体
三
、
四
〇
分
で

一
回
の
坐
る

時
間
。

＊
冬
期
間
は
膝
掛
け
を
用
意
す
る
こ
と
。

③

回
　
廊

御本尊
④

④

④

0

0000

:上 :

④

④

④

④

。
　

下

の

Ｆ

０

０

０

０
|  |

間

0

0

④

|

①     内

0000

00   00
σ
｀
|´ 薩ョ

8□   ←
001  0o0

④

④
間  ④

単 _瓢副 ④

0000
ｌ
②③

外          単

000     0oo



先

達

に

学

ぶ

‐
壺

七
回
成
道
会

お
釈
迦
様
が
悟
り
を
開
か
れ
た
こ
と
を
祝

っ
て
、

第

一
七
回
成
道
会
が
平
成

一
一
年

一
二
月
五
日
、
龍

泉
院
本
堂
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
導
師
は
椎
名
宏
雄
老

師
、
三
二
名
の
会
員
が
出
席
し
ま
し
た
。

成
道
会
を
機
に
普
段
の
生
活
に
埋
没
し
て
次
第
に
薄

れ
て
し
ま
う
道
心
を
か
き
た
て
、
あ
る
い
は
菩
提
心
を

新
た
に
す
る
こ
と
が
仏
教
徒
に
と

っ
て
大
切
で
す
。

今
回
は
ご
老
師
の
ご
提
案
に
よ
つ
て
、
法
要
の
後
、

初
め
て
間
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
参
加
者

が
初
め
て
の
問
答
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
真
剣
に
臨
み

ま
し
た
。
法
話
で
は
、
沢
木
興
道
老
師
が
御
提
唱
の
と

き
、
必
ず
大
智
禅
師
の
発
願
文
を
読
み
上
げ
ま
す
、
そ

の
大
智
禅
師
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
生
涯
が
披
露
さ
れ
ま

し
た
。
要
旨
は
次
の
と
お
り
。

大
智
禅
師

（１
２
９
０
年
～
１
３
６
６
年
）
は
熊
本

県
の
不
知
火
で
生
ま
れ
、
幼
名
を
万
十
と
い
う
。
幼
い

頃
か
ら
仏
教
に
あ
こ
が
れ
、
七
歳
の
と
き
に
熊
本
の
大

智
禅
寺
開
祖
の
寒
巌
禅
師
に
弟
子
入
り
す
る
。

出
家
す
る
と
い
う
七
歳
の
万
十
さ
ん
が
か
わ
い
い
の

で
鰻
頭
を
与
え
た
。
喜
ん
で
食
べ
る
の
を
見
て
、
寒
巌

禅
師
が
、
万
十
が
餞
頭
を
食
ら
う
と
は
、
こ
れ
い
か
に
、

と
質
問
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
大
蛇
が
小
蛇
を
飲
む
が

如
し
、
と
答
え
た
。
そ
こ
で
こ
の
子
は
利
発
だ
、
才
知

に
長
け
て
大
物
に
な
る
ぞ
と
小
智
と
名
付
け
た
。
す
る

と
、
小
智
は
嫌
で
す
、
大
智
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ

で
大
智
と
な

っ
た
と
い
う
人
で
す
。

一
九
歳
の
時
、
北
陸
加
賀
の
大
乗
寺

へ
い
き
螢
山
禅

師
の
も
と
で
六
年
間
修
行
。
そ
の
後
中
国
、
当
時
の
元

や
朝
鮮

へ
行
き

一
〇
年
振
り
に
帰
国
し
ま
す
が
、
螢
山

禅
師
は
老
齢
の
た
め
弟
子
の
明
峰
素
哲
を
紹
介
さ
れ
ま

す
。
明
峰
さ
ん
と
の
問
答
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
が
明
星
を
み
て
お
悟
り
を
開
い
た
と
き
に
、

大
地
有
情
と
同
時
成
道
し
た
。
そ
の
大
地
有
情
と
同
時

成
道
の
本
当
の
意
味
は
何
で
す
か
、
と
明
峰
さ
ん
が
聞

き
ま
す
。
大
智
さ
ん
は
、　
一
葉
落
ち
て
天
下
の
秋
を
知

る
、
と
答
え
た
。
こ
れ
が
禅
の
問
答
で
使
わ
れ
る
場
合
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
自
然
現
象
に
も
仏
法
全
体
が
現
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
な
ら
先
生
と
生
徒
の
区
別
は
あ
り
ま
す
か
、
と
明

峰
さ
ん
が
尋
ね
た
。
大
智
さ
ん
、
「あ
り
ま
す
」
。
そ
れ

な
ら
学
生
と
い
う
の
は
何
で
す
か
。
大
智
さ
ん
、
カ
ー

ッ
、
と
喝

一
声
。
明
峰
さ
ん
が

「な
ら
ば
先
生
は
」
と

い
つ
た
ら
。
ま
た
大
智
さ
ん
、
カ
ー

ツ
。
そ
こ
で
明
峰

さ
ん
、
全
て
分
か

っ
て
い
る
と
印
可
証
明
を
与
え
て
大

法
相
続
を
許
し
た
。

先
生
と
生
徒
と
は
仮
に
俗
世
間
に
お
い
て
便
宜
上
、

相
対
的
に
言
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
仏
法
の
世
界

に
は
相
対
的
に
は
対
立
す
る
世
界
は
な
い
こ
と
を
、
大

智
さ
ん
は
カ
ー

ツ
と
い
う
こ
と
で
表
わ
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
大
智
さ
ん
に
六
代
の
伝
衣
を
与
え
た
。

六
代
と
い
う
の
は
、
道
元
禅
師
か
ら
懐
美
さ
ん
、
三

代
目
が
義
介
さ
ん
、
四
代
目
が
螢
山
禅
師
、
五
代
目
が

明
峰
さ
ん
、
そ
れ
に
続
く
六
代
で
、
道
元
禅
師
が
着
用

さ
れ
て
い
た
お
袈
裟
を
引
き
継
が
れ
た
。
六
代
の
伝
衣

と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
が
、
中
国
禅
の
系
譜
で
い
う
達

磨
さ
ん
か
ら
慧
能
さ
ん
ま
で
の
六
代
に
な
ぞ
ら
え
て
い

る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
大
智
さ
ん
は
自
分
が
第
六
代
目

で
あ
る
こ
と
を
強
く
自
覚
し
て
い
た
。

熊
本
で
は
仏
教
に
深
く
帰
依
さ
れ
た
菊
池
氏

一
族
に

よ

っ
て
た
く
さ
ん
の
寺
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
五
〇
歳

の
時
に
菊
池
川
の
奥
谷
、
鳳
儀
山
の
聖
護
寺
に
移
り
ま

す
。
西
国

一
山
深
い
そ
の
寺
で
大
智
さ
ん
は
二
〇
年
間

坐
禅
三
味
。
こ
れ
は
中
国
六
祖
慧
能
さ
ん
が
五
祖
弘
忍

の
法
を
受
け
継
い
で
か
ら
二
〇
年
間
山
に
隠
れ
て
い
な

さ
い
と
言
わ
れ
隠
棲
し
ま
す
。
そ
れ
を
お
手
本
に
し
た

よ
う
で
す
。
悟
後
の
修
行
と
い
う
か
、
二
〇
年
間

一
歩

も
里

へ
出
な
か

つ
た
。
六
九
歳
の
と
き
に
二
〇
年
振
り

に
山
を
下
り
、
詩
を
よ
ん
だ
。

④



雲
水
を
や
め
て
人
間
世
界
に
下

っ
て

も
自
分
は

一
つ
の
鉄
鉢
を
も

っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
無
心
の
境
地
で
あ
れ
ば

ど
こ
に
い
て
も
山
の
中
と
同
じ
だ
、
と
。

こ
の
心
の
軽
さ
は
修
行
に
よ

っ
て
で

た
も
の
で
し
よ
う
。

そ
の
後
、
佐
賀
の
秋
月
庵
と
い
う
寺

に
移
り
、
正
平
二

一
年

一
二
月

一
〇
日

に
七
八
歳
で
遷
化
さ
れ
た
。

要
す
る
に
大
智
さ
ん
自
身
の
禅
と
い

う
も
の
は
、
道
元
禅
師
の
正
伝
の
仏
法

を
身
を
も

っ
て
実
践
す
る
こ
と
に
あ

っ

た
。
大
智
さ
ん
は
道
を
求
め
る
人
に
欠

か
さ
ず
接
待
し
な
が
ら
、
自
分
は
雲
水

で
あ
る
生
活
を
通
し
た
方
で
す
。
人
里

へ
頻
繁
に
下
り
て
い
っ
た
良
寛
さ
ん
と

タ
イ
プ
は
違
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
に

自
分
の
性
格
、
運
を
生
か
し
て
道
元
禅

師
の
本
来
の
道
を
実
践
す
る
こ
と
に
努

め
た
。

沢
木
老
師
も
大
智
禅
師
、
良
寛
禅
師

の
精
神
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
受
け
継
い
で

い
か
れ
た
方
で
す
。
私
た
ち
が
道
を
さ

ぐ
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
す
ぐ
れ

た
先
輩
、
偉
い
お
祖
師
様
の
生
き
方
を

学
ぶ
こ
と
に
尽
き
ま
す
。

法
話
の
あ
と
、
松
井
さ
ん
、
加
藤
さ

ん
両
典
座
に
よ
る
点
心
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
朝
早
く
来
ら
れ
て
掃
除
を
し
て

い
た
道
友
、
石
仏
の
写
真
を
道
友
に
贈

ら
れ
た
方
、
前
の
日
か
ら
添
菜
を
用
意

し
て
こ
ら
れ
た
方
、
た
く
さ
ん
の
会
員

の
お
力
添
え
で
、
充
実
し
た
成
道
会
を

円
成
で
き
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

観
音
の
宿

柏
市
　
安
本
小
太
郎

平
成

一
一
年
九
月
末
か
ら
、
五
泊
六

日
で
秩
父
三
十
四
ケ
所
の
巡
礼
を
行
い

ま
し
た
。

四
日
日
、
晴
。
二
四
番
か
ら
三
〇
番

ま
で
二
七
キ

ロ
の
予
定
。
二
五
番
で
、

先
代
住
職
の
妹
と
い
う
六
〇
才
位
の
人

と
仏
法
な
ど
に
つ
い
て
四
〇
分
ほ
ど
、

二
六
番
で
元
教
師
の
男
性
と
二
〇
分
位

話
し
合
う
。
二
七
番
は
旨
い
水
。

午
後

一
時
半
頃
、
二
八
番
橋
立
寺
到

着
。
本
尊
は
馬
頭
観
音
で
、
百
観
音
中
、

西
国
に

一
ケ
所
あ
る
だ
け
だ
そ
う
で
す
。

観
音
経
読
誦
後
、
御
本
尊
の
真
言
を
唱

え
る
事
に
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
納
経

所
で
肥

っ
た
七
〇
代
の
女
性
に
尋
ね
る

と
、
本
堂
右
扉
の
横
に
書
い
て
あ
る
と

教
え
ら
れ
る
。
四
〇
段
近
い
急
な
石
段

を
登

っ
て
本
堂

へ
。
右
に
廻

っ
て
戸
を

引
い
て
も
開
か
ず
、
真
言
が
見
当
り
ま

せ
ん
。

相
当
疲
れ
て
い
た
が
、
石
段
を
降
り

て
、
く
だ
ん
の
女
性
に

「鍵
が
か
か

っ

て
開
か
な
い
」
と
言
う
。
「戸
は
扉
と
は

言
わ
な
い
で
し
よ
」
と
答
え
が
き
た
。

愛
想
の
無
い
奴
だ
、
理
屈
だ
け
で
生

き
て
来
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
も

釈
然
と
し
な
い
。
自
分
の
ミ
ス
を
棚
に

上
げ
て
、
他
の
所
為
に
す
る
普
段
の
癖

が
出
た
。
二
伍
ど
二
六
、
二
七
番
と
気

分
よ
く
来
て
逆
上
せ
て
い
た
。
徒
歩
巡

礼
は
大
切
に
さ
れ
る
も
の
だ
と
の
慢
心

を
叩
か
れ
た
の
だ
。

そ
の
後
、
二
九
番
、
三
〇
番
と
終

っ

て
、
午
後
七
時
宿
に
着
い
た
。
入
浴
、

夕
食
、
洗
濯
を
済
ま
せ
就
寝
。　
一
住
坐

つ
て
か
ら
、
前
日
の
事
を
ノ
ー
ト
に
書

き
始
め
る
。

ふ

つ
と
、
昨
日
の
愛
想
の
悪
い
女
性

は
、
観
音
で
は
な
か

っ
た
か
、
と
の
念

が
浮
か
ぶ
。
「観
音
は
観
音
と
し
て
現
わ

れ
ず
、
様
々
に
姿
を
変
え
て
衆
生
を
導

き
た
も
う
」
故
大
西
良
慶
老
師
の
観
音

経
講
話
の

一
節
が
思
い
出
さ
れ
た
。

そ
う
言
え
ば
、
宿
の
予
約
を
断

っ
た

人
、
精
進
料
理
を
頼
ん
だ
が
断

っ
た
宿

の
人
。
暗
く
な

っ
た
三
〇
番
か
ら
の
帰

り
、
道
に
迷

っ
て
い
る
と
わ
ざ
わ
ざ
店

を
出
て
教
え
て
く
れ
た
理
髪
店
主
、
宿

近
く
で
道
を
聞
い
た
遊
び
人
風
の
男
性
。

秩
父
の
自
然
と
風
物
。
朝
は
頭
が
ば
や

け
て
い
る
の
で
、
観
音
経
の
意
味
を
最

初
か
ら
順
に
考
え
な
が
ら
歩
い
て
い
る

と
、
急
に
涙
が
出
て
来
て
、
頭
が
ス
ッ

キ
リ
と
し
た
。
こ
れ
は
全
て
観
音
の
現

わ
れ
か
。

平
成

一
一
年

一
〇
月

一
日
零
時
四
〇

分
。
ウ
ン
ウ
ン
と
頷
い
て
、
ソ
ウ
カ
ソ

ウ
カ
と
声
を
出
し
、
一捩
を
流
し
て
い
る
。

沢
木
興
道
老
師
の

「観
音
信
仰
は
自
分

が
観
音
に
成
る
こ
と
だ
」
と
は
こ
れ
か
。

亡
く
な

っ
た
祖
父
と
同
じ
泣
き
方
を
し

て
い
る
の
に
気
付
く
。
黒
住
教
徒
だ

っ

た
祖
父
は
「涙
が
出
る
よ
う
で
な
い
と
、

お
陰
は
受
け
ら
れ
な
い
」
と
話
し
て
い

た
。
た
れ
も
五
〇
年
振
り
の
有
漏
善
種

子
の
現
行
、
一
種
の
転
依
か
。
ソ
ウ
カ
／

と
膝
を
打

っ
て
叫
び
た
く
な
る
が
、
真

夜
中
の
宿
で
は
出
来
な
い
。
幾
ら
で
も

言
葉
が
出
て
来
る
。

こ
の
民
宿
は
千
手
観
音
堂
の
裏
に
あ

る
。
観
音
の
宿

ｒ
二
原
」
、
遂
に
こ
こ
で

観
音
に
会

っ
た
。
観
音
の
心
で
観
れ
ば

全
て
の
風
物
、
生
き
も
の
、
人
々
は
観

音
で
あ
る
。
こ
れ
を
浅
か
ら
深

へ
。
粗

⑤

老師の前へ進み出て、初めての間答



か
ら
細

へ
と
進
め
て
い
こ
う
。

な
お
、
民
宿

「三
原
」
は
二
九
番
の

近
く
に
あ
り
、
夕
食
は
、
そ
の
場
で
打

つ
薫
り
あ
る
そ
ば
で
、
お
代
わ
り
が
で

き
ま
し
た
。

父
よ
／

横
浜
市
　
里
深
　
徳

一

老
人
性
痴
果
は
生
命
体
の

一
種
の
安

全
装
置
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
平
均
年

齢
以
上
に
生
き
、
本
人
も
十
分
に
生
き

た
と
感
じ
、
何
時
死
ん
で
も
構
わ
な
い

と
言

っ
て
い
て
も
、
目
が
見
え
に
く
く

な

っ
た
り
、
歯
が
上
手
く
噛
み
合
わ
な

く
な

っ
た
り
、
身
体
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

が
お
か
し
く
な
り
、
実
際
に
死
の
足
音

が
近
く
に
聞
こ
え
て
く
る
と
恐
い
も
の

で
あ
ろ
う
。
死
は
常
に
身
近
に
あ
り
な

が
ら
、
そ
れ
を
強
く
自
覚
す
る
よ
う
に

な
る
と
、
恐
怖
を
感
じ
る
の
が
凡
人
で

あ
ろ
う
。
痴
呆
は
、
そ
れ
を
麻
痺
さ
せ

ｚつ
。ボ

ケ
に
も
色
々
な
種
類
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
と
か
、
脳

梗
塞
に
よ
る
血
管
の
狭
窄
と
か
、
ボ
ヶ

た
振
り
を
す
る
ト
ボ
ケ
と
か
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
も
良
く
効
く
薬
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。

私
の
父
は
八
七
歳
。
母
は
六
年
前
に

他
界
し
た
。
彼
の
身
体
の
方
は
、
こ
れ

と
い
っ
た
内
蔵
疾
患
は
な
い
が
、
か
な

り
進
ん
だ
痴
呆
で
あ
る
。
自
分
の
名
前

も
時
々
忘
れ
て
し
ま
う
。
勿
論
、
子
供

や
孫
の
名
前
は
ほ
と
ん
ど
記
憶
か
ら
消

え
か
か

つ
て
い
る
。
自
分
が
今
ど
こ
に

住
ん
で
い
る
か
分
か
ら
な
い
。
時
々
、

ぶ
ら
り
と
出
か
け
て
徘
徊
す
る
。
食
事

を
し
た
り
、
排
泄
は
ま
だ
自
分
で
出
来

る
の
で
、
そ
ん
な
に
手
間
は
掛
か
ら
な

い
が
、
常
に
誰
か
が
見
て
い
な
い
と
、

問
題
行
動
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

年
末
に
京
都
の
自
宅
か
ら
横
浜
の
有

料
老
人
ホ
ー
ム
に
移

っ
て
も
ら

つ
た
。

本
当
は
同
居
す
る
の
が

一
番
良
い
と
思

う
の
だ
が
、
諸
般
の
事
情
が
あ
り
、
そ

う
い
う
格
好
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

最
初
の
三
週
間
は
会
社
の
帰
り
に
毎

日
訪
問
し
、
週
末
は
私
の
家
に
連
れ
て

き
た
り
し
て
い
た
が
、
さ
す
が
に
疲
れ

て
き
た
の
で
、
そ
の
後
は
二
、
三
日
お

き
に
訪
ね
て
い
る
。
自
分
で
は
親
孝
行

な
ど
と
は
思

っ
て
い
な
い
が
、
老
人
ホ

ー
ム
の
人
に
は
、
よ
く
続
き
ま
す
ね
と

言
わ
れ
る

（結
構
、
預
け

っ
ぱ
な
し
の

人
が
多
い
よ
う
で
あ
る
）
。
私
と
し
て
は
、

同
居
せ
ず
に
老
人
ホ
ー
ム
に
入
れ
た
と

い
う
罪
悪
感
と
、
若
い
こ
ろ
か
ら
親
に

は
色
々
迷
惑
を
掛
け
た
の
に
、
社
会
人

に
な

っ
て
か
ら
海
外
生
活
が
長
か

っ
た

た
め
、
恩
返
し
を
し
て
い
な
い
と
い
う

気
持
ち
が
強
い
の
で
、
生
き
て
い
る
間

は
出
来
る
限
り
面
倒
を
み
よ
う
と
決
心

し
た
次
第
で
あ
る
が
、
父
親
の
家
系
は

長
生
き
な
の
で
、
あ
と

一
〇
年
ぐ
ら
い

は
持
ち
そ
う
で
あ
る
。

父
と
の
ふ
れ
あ
い
で
少
し
分
か

っ
た

こ
と
は
、
痴
呆
老
人
の
場
合
、
理
性
が

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
記
憶
力
、
思
考
力
、

判
断
力
は
減
退
し
て
い
る
が
、
直
感
力
、

本
能
な
ど
は
衰
え
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
否
、
む
し

ろ
赤
裸
々
に
現
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
私
が
考
え
て
い
た
父
と
は
違
う

面
を
、
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も

見
せ
ら
れ
る
。

痴
呆
症
の
人
々
は
言
語
を
知
性
に
よ

っ
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
感
覚
的

な
も
の
で
感
じ
る
よ
う
で
あ
る
。
言
葉

２
果
に
あ
る
相
手
の
気
持
ち
を
、
本
能

的
に
感
じ
取
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
あ
な
た
は
私
に
と

っ
て
大
切
な

人
で
す
よ
、
あ
な
た
は
私
を
信
頼
し
て

落
ち
着
い
て
生
活
し
て
く
だ
さ
い
と
い

う
気
持
ち
で
ゆ

っ
た
り
と
接
す
る
と
、

ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
遣
い
に
も
素
直
に

反
応
す
る
。
老
人
ホ
ー
ム
の
人
が
、
き

つ
い
言
葉
で
注
意
し
た
り
、
力
づ
く
で

止
め
よ
う
と
す
る
と
、
む
き
に
な

っ
て

怒
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
。

老
人
は
、　
一
般
的
に
退
屈
で
生
き
る

張
り
合
い
が
な
く
、
楽
し
い
こ
と
も
な

く
、
健
康
に
不
安
が
あ
り
、
金
も
年
金

だ
け
で
は
生
き
て
い
く
の
に
精

一
杯
で
、

葬
式
代
は
残
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、

い
ろ
い
ろ
考
え
る
と
倦
怠
、
物
憂
さ
に

陥
り
や
す
い
。
所
謂
、
老
人
性
鬱
病
に

か
か
り
や
す
い
。
単
調
で
平
穏
な
生
活

は
、
本
人
が
自
覚
的
に
生
き
て
い
な
い

限
り
、
日
々
是
好
日
と
い
う
生
易
し
い

も
の
で
は
な
い
。
刺
激
の
無
さ
は
ボ
ケ

を
早
め
る
。
し
か
し
、
厄
介
な
こ
と
に

刺
激
が
強
す
ぎ
て
も
ボ
ケ
を
早
め
る
よ

う
で
あ
る
。

物
は
い
っ
ぱ
い
あ

っ
て
、
今
す
ぐ
生

活
に
困
る
こ
と
は
な
い
が
、
心
の
空
洞

は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
ン」
の
問
題
は
、

誰
も
解
決
し
て
く
れ
ず
、
こ
れ
に
効
く

薬
も
な
く
、
自
分
で
解
決
す
る
し
か
な

い
。
解
決
し
な
い
で
ボ
ヤ
ッ
と
し
て
い

る
と
痴
呆
が
始
ま
る
。
痴
呆
は
神
が
老

い
か
ら
来
る
苦
痛
を
和
ら
げ
る
た
め
に
、

老
人
に
与
え
る
唯

一
の
解
決
法
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
解
決
法

を
引
き
渡
さ
れ
た
人
間
は
、
問
題
を
引

き
受
け
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

痴
呆
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
い
か

に
金
を
か
け
ず
に
時
間
を
潰
す
か
、
そ

の
方
法
を
出
来
る
だ
け
た
く
さ
ん
考
え

て
、
自
分
の
体
力
に
応
じ
て
や
れ
る
よ

う
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
は

な
か
ろ
う
か
。
自
分
は
何
が
出
来
る
か

を
、
独
り
よ
が
り
で
な
く
客
観
的
に
評

価
し
、
で
き
れ
ば
社
会
に
還
元
で
き
る

よ
う
な
こ
と
を
見

つ
け
ら
れ
れ
ば
、
遣

り
甲
斐
が
あ
り
、
痴
呆
に
な

っ
て
い
る

暇
が
無
い
。
そ
れ
は
、
何
か
の
対
価
を

求
め
て
や
る
の
で
は
な
く
、
心
か
ら
喜

⑥



ん
で
楽
し
く
や
る
も
の
で
あ
る
。
心
の

平
安
と
満
足
は
、
そ
う
い
う
行
為
を
通

じ
て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

父
の
面
倒
を
み
る
こ
と
は
、
肉
体
的

に
は
少
し
き

つ
い
が
、
私
の
心
に
満
足

と
喜
び
を
与
え
て
く
れ
る
。
父
だ
け
で

な
く
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
に
喜

び
を
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ

つ
て
自
分

も
喜
ぶ
よ
う
に
な
り
た
い
と
思

っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
仏
道
を
実
践
す
る
こ
と

に
も
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

参
禅
会

へ
参
加
し
て

―
や
さ
し
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
私
―

市
原
市
　
近
江
　
堅

一

「
一
日
は
惜
し
む
べ
き
重
宝
な
り
」

こ
の
言
葉
は
私
が
は
じ
め
て
参
禅
会

ヘ

参
加
し
た
と
き
、
椎
名
老
師
か
ら
教
え

て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

二
年
数
ケ
月
前
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
以
来
、
私
は
仕
事
で
出
か
け
て

い
な
い
限
り
、
参
禅
会

へ
参
加
さ
せ
て

も
ら

つ
て
い
る
。

参
加
す
る
と
き
、
私
は
寺
田
哲
朗
さ

ん
の
車
に
の
せ
て
も
ら

つ
て
い
る
。

最
初
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
言
葉
の

せ
い
か
私
に
は

「
一
日
は
惜
し
む
べ
き

重
宝
な
り
」
が
脳
裡
に
し
み

つ
い
て
い

２０
。

だ
か
ら
、
こ
の
言
葉
を
頻
繁
に
思
い

だ
す
。

こ
の
言
葉
の
真
の
意
味
は
、

一
寸
を

惜
し
ん
で
坐
れ
の
こ
と
だ
と
思
う
。

毎
日
、
三
〇
分
は
坐
る
よ
う
に
努
め

て
い
る
が
、
朝
早
く
出
か
け
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
。

こ
の
よ
う
な
時
、
新
幹
線
や
列
車
の

中
で
坐
ろ
う
と
す
る
が
集
中
で
き
な
い
。

「
一
日
は
惜
し
む
べ
き
重
宝
な
り
」

を
私
は
少
し
拡
大
解
釈
し
て
、
後
で
後

悔
し
な
い
よ
う
な
時
間
の
使
い
方
を
す

る
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
が
、
中
々
む

ず
か
し
い
の
で
あ
る
。
ム
ダ
な
時
間
を

過
し
て
し
ま

っ
た
と
反
省
す
る
。

こ
の
よ
う
な
時
間
を
も

つ
て
し
ま
う

こ
と
が
凡
人
で
あ
る
証
拠
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
れ
が
緊
張
緩
和
剤
と
な
り
、

ス
ト
レ
ス
解
消
に
役
立

っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

人
間
に
は
ポ
カ
ッ
と
し
て
い
る
時
間

が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
想
像
力
が
人

一
倍
た
く
ま
し
い

の
で
、
ポ
カ
ツ
と
し
て
い
る
時
で
も
、

い
ろ
い
ろ
な
考
え
が
次
々
と
湧
き
出
し

て
く
る
。

坐
禅
中
は
、
ン」
の
想
像
力
を
発
揮
し
、

何
も
考
え
な
い
工
夫
に
努
め
て
い
る
。

「学
ぶ
よ
り
慣
れ
よ
」
と
い
う
諺
が

あ
る
が
、
坐

っ
て
い
る
う
ち
に
少
し
ず

つ
、
何
も
考
え
な
い
時
間
が
増
え
て
き

て
い
る
気
が
す
る
。

気
が
す
る
の
で
あ
り
、
実
際
は
そ
う

か
断
言
は
で
き
な
い
。
こ
の
辺
が
極
め

て
あ
い
ま
い
で
い
い
加
減
な
の
で
あ
る
。

最
近
、
指
導
し
て
い
る
中
小
メ
ー
カ

ー
の
部
長
か
ら
、
先
生
は
近
頃
、
少
し

優
し
く
な

っ
た
と
言
わ
れ
る
。

気
の
せ
い
じ
や
な
い
か
と
答
え
て
い

る
が
、
あ
る
い
は
少
し
変
わ

っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

理
解
力
の
な
い
人
に
、
厳
し
く
言

っ

た

っ
て
、
響
か
な
い
と
悟

っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
し
、
私
自
身
が
ほ
ん
と
う
に

優
し
く
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
私
の
最
も
身
近
に
い
て
私

の
こ
と

（欠
点
と
い
っ
て
も
よ
い
）
を

一
番
よ
く
知

っ
て
い
る
奥
様
が
私
に
つ

い
て
変
わ

っ
た
と
言
わ
な
い
限
り
、
私

は
絶
対
に
変
わ

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
何
か
私
の
中
で
変
わ
り

つ
つ
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
少
し
、

優
し
く
な

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
椎
名
老
師
の
お
陰
と
感
謝
し

て
い
ま
す
。

椎
名
老
師
に
よ
る
道
元
さ
ん
の
教
え

は
分
か
り
や
す
く

「心
に
響
く
重
宝
」

で
あ
る
。

ま
た
、
参
禅
会

へ
参
加
さ
れ
る
方
は
、

本
音
で
話
さ
れ
る
の
で
、
皆
さ
ん
の
話

し
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
も
大
い
に

役
立
ち
、
か

つ
、
す
が
す
が
し
さ
を
感

じ
ま
す
。

「
明
珠
」
、
合
冊
本
に
な
る

龍
泉
院
参
禅
会
の
会
報

「明
珠
」
は
、

昭
和
六
〇
年
四
月
八
日
に
創
刊
さ
れ
て

以
来
、
毎
年
春
秋
の
二
回
、
定
期
的
に

刊
行
さ
れ
、
平
成

一
一
年
秋
号
で
三
〇

号
と
な
り
ま
し
た
。

創
刊
当
初
か
ら
毎
号
、

〓
属
一
篇
に

会
員
の
折
々
の
心
が
綴
ら
れ
、
真
摯
な

姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

特
集
や
節
目
ご
と
の
記
念
号
と
、
充
実

し
た
会
の
軌
跡
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
会
の
記
録
保
存
と
今
後
の

更
な
る
精
進
に
資
す
る
た
め
、
バ
ツ
ク

ナ
ン
バ
ー
を
合
冊
製
本
し
て
数

一
〇
部

作
成
し
ま
し
た
。

合
冊
製
本
に
当
た

っ
て
は
、
故
人
と

な
ら
れ
た
元
会
員
の
政
安
裕
良
氏
の
奥

様
、
芳
江
様
よ
り
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
浄

財
を
基
金
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
不
足
分
の
コ

ピ
ー
や
製
本
に
際
し
て
、
会
員
の
ご
尽

力
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

⑦



添
田
昌
弘
氏
、
句
集
を
上
梓

「私
に
は
山
と
禅

・
と
緋
駒
が
ぁ
る
」

と
い
う
添
田
さ
ん
、
『紙
魚
』
の
上
梓
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

「俳
句
を
無
心
に
作
る
と
こ
ろ
に
、

そ
し
て
ひ
た
す
ら
山
に
登
る
こ
と
に
、

坐
禅
と
何
か
通
じ
る
も
の
が
あ
る
…
」
（あ

と
が
き
よ
り
）
こ
の

一
〇
年
、
天
地
人

の
選
に
と
ら
れ
た
三
〇
五
句
の
陰
に
は

膨
大
な
数
の
句
が
あ
る
の
で
し
よ
う
。

気
負
い
の
な
い
、
ど
こ
か
ほ
の
ぼ
の

と
し
た
句
は
、
添
田
さ
ん
の
お
人
柄
を

彿
彿
と
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

日
　
時

坐
　
禅

講

義

座
　
談

参
加
資
格

〈
ム
　
費

成
道
会
坐
禅

一
泊
参
禅
会

毎
月
第
四
日
曜
九
時
よ
り

（初
参
加
の
方
は
八
時
半
ま
で

に
来
山
の
こ
と
）
　

四
月
は
八
時
半
よ
り
坐
禅
作
法
指
導

止
静
鐘
　
一二
月
　
坐
禅

経
行
鐘
　
一
〓
戸
　
経
行

放
禅
鐘
　
一
声
　
放
禅

木
版
三
通
、
開
経
偶
を
唱
え
、
椎
名
宏
雄
老
師
よ
り

『
正

法
眼
蔵
』
の
提
唱
を
聞
く
。
四
月
ょ
り

「三
界
唯
心
」

自
己
紹
介
の
後
、
茶
を
喫
し
座
談
。
正
午
解
散

年
齢
、
性
別
を
問
わ
ず
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す

無
料月

例
参
禅
会
の
外
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
後
、
法
話
を
聴
聞
、
点
心
を
共
に
す
る

六
月

一
〇
～

一
一
日
、
七
煙
の
坐
禅
と
ご
提
唱
を
聞
く

沢
山
あ
る
好
き
な
句
の
中
か
ら
…

●
も
の
の
芽
と
句
帳
に
書
い
て
野
に
入

る

（歳
時
記
を
紐
解
き
た
く
な
る
）

●
大
声
で
幼
な
子
笑
う
御
慶
か
な

（孫
は
可
愛
く
て
た
ま
ら
な
い
／
）

●
吾
亦
紅
山

一
つ
見
え
筑
波
山

（小
さ
い
紅
の
花
に
大
き
な
景
色
）

！
‡
！
―́
―
！
―́
‥
う１
１
鵞！
！
―
，
瀬一

●
昼
の
酒
少
し
に
し
た
り
春
障
子

（添
田
さ
ん
に
は
酒
も
あ
り
ま
し
た
）

―

沼

南

雑

記

―

参
禅
会
記
録
（　
）
中
は
座
談
の
司
会
者

平
成

一
一
年

●

一
〇
月
二
四
日
　
　
一二
七
名

（吉
村
　
有
弘
氏
）

●

一
一
月
二
八
日
　
　
一二
〇
名

（宮
本
　
　
茂
氏
）

●

一
二
月
五
日

第

一
七
回
成
道
会
　
一壬
二
名

導
　
師
　
椎
名
宏
雄
老
師

総
幹
事
　
小
畑
　
節
朗
氏

●

一
二
月
二
六
日
　
　
一二
〇
名

（中
鳥
　
宏
誠
氏
）

龍
泉
院

ス
ス
払
い

平
成

一
二
年

●

一
月
二
三
日
　
　
　
一二
五
名

（佐
藤
　
友
則
氏
）

●
二
月
二
〇
日

新
年
会
　
二
四
名
　
於

・
芳
野
屋

●
二
月
二
七
日
　
　
　
一
〓
ハ
名

（中
島
　
達
夫
氏
）

●
二
月
二
六
日
　
　
　
一二
七
名

（三
浦
　
輝
行
氏
）

▼
道
元
様
が
生
ま
れ
た
の
が

一
二
〇
〇

年
。
今
年
は
生
誕
八
〇
〇
年
の
二
〇
〇

〇
年
。
椎
名
老
師
を
通
し
て
、
道
元
の

禅
を
学
べ
る
あ
り
が
た
さ
を
深
く
思
う
。

▼
新
年
会
の
席
上
、
三
町
氏
よ
り

「あ

●
発
　
行
／
天

徳

山

龍

泉

院
　
千

葉

県

沼

南

町
泉

８‐
　
雪
０
４
７
１
６

）
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

な
た
は
、
そ
の
歳
に
な

つ
て
何
故
働
く

の
か
」
の
問
い
に

「あ
な
た
は
な
ぜ
働

か
な
い
の
か
」
と
答
え
た
お
話
。
椎
名

老
師
か
ら
、
駒
澤
大
学
に
七

一
才
で
修

士
課
程
に
入
ら
れ
た
方
の
お
話
。
″
死
ぬ

ま
で
勉
強
で
あ
る
″
と
。
盆
口亦
紅
）

▼
新
年
会
で
椎
名
老
師
が
戒
律
に
つ
い

て
話
さ
れ
た
。
戒
は
自
己
の
心
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
、
律
は
集
団
の
決

ま
り
ご
と
。
坐
禅
会
は
素
晴
ら
し
い
律

の
集
ま
り
だ
と
。
い
か
め
し
い
感
の
戒

律
と
い
う
言
葉
を
見
直
し
て
み
よ
う
。

▼
有
珠
山
が
噴
火
し
た
。
死
傷
者
ゼ

ロ

は
避
難
誘
導
の
成
果
だ
が
、
今
後
は
避

難
生
活
と
心
の
ケ
ア
が
問
題
。
観
測

・

予
知
技
術
は
進
ん
で
も
、
ひ
と
た
び
自

然
が
微
動
す
る
と
、
人
は
そ
の
猛
威
に

な
す
術
は
な
い
。
地
球
と
い
う
星
に
は

何
の
計
ら
い
も
な
い
。
人
間
万
能
の
思

い
上
が
り
を
反
省
し
た
い
。

▼
介
護
保
険
制
度
が
四
月
か
ら
始
ま

っ

た
。
認
定
や
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
の
遅
れ

か
ら
混
乱
が
続
い
て
い
る
。
負
担
が
増

え
、
サ
ー
ビ
ス
低
下
の
事
態
も
起
き
て

い
る
。
家
族
構
成
の
変
化
、
親
子
間
の

意
識
の
ズ
レ
も
あ
つ
て
問
題
は
根
深
い
。

里
深
氏
の
稿
に
共
鳴
さ
れ
る
方
も
多
い

こ
と
だ
ろ
う
。

▼
前
年
度
の
年
番
幹
事
、
中
鳥
宏
誠
氏

と
佐
藤
友
則
氏
に
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
今
年
度
は
杉
浦
上
太
郎
氏
と
武
田

博
志
が
担
当
し
ま
す
。
　

　

（作
泉
）

③


