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雪ち
峰げ
飯彎
頭,

従
容
録
に
学
ぶ

含
天
）

第
五
五
則

Ｔ
不
　
衆
〕

し
ゅ
　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

つ
め
た
　
　
　
　
　
　
　

あ
い

衆
に
示
し
て
云
く
、
氷
は
水
よ
り
も
寒
く
、
青
は
藍
よ

け
ん
　
　
　
　
　
　
　

，
　ヽ
　
　
　
　
　
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

り
出
ず
。
見
は
師
を
過
え
て
、
方
め
て
伝
授
す
る
に
堪
ゆ
。

評
を
養
”
も
父
に
及
ば
ず
れ
ば
、家
門
難
二
泄
μ

びて
懐
ぅ
。

且
ら
く
道
え
、
父
の
機
を
奪
う
者
は
、
是
れ
甚
座
人
ぞ
。

〔本
　
則
〕

オヽ
　
　
　
　
　
せ

っ
ぱ
う
　
　
と
く
さ
ん
　

　

あ

　
　

　
　

は
ん
じ
ゅ
う
　

　

な

挙
す
、
雪
峰
、
徳
山
に
在

っ
て
飯
頭
と
作
る
。　
一
日
、

お
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
つ
　
　
き
さ
　
　
　
　
は

っ
と
う

こ飯
遅
π
が
徳
軸
Ｆ
鉢

なを
托
げ

くて
鏃
堂
に
至
る
。
峰
云
駅
、

這
の
老
漢
、
鐘
未
だ
鳴
ら
ず
鼓
未
だ
響
か
ざ
る
に
、
鉢
を

さ
さ
　
　
　
　
な
　
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
すなわ　
　
ほ
う
しょう

托
げ
て
甚
座
の
処
に
向

っ
て
去
く
。
山
、
便
ち
方
丈
に
帰

が
ん
と
う
　
　
´ヽ　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ

る
。
峰
、
巖
頭
に
挙
似
す
。
頭
云
く
、
大
小
の
徳
山
、
末

後
の
句
を
会
せ
ず
。
山
、
聞
い
虹
侍
者
を
し
て
巌
額
を

そ喚

ば
し
め
Ｘ
問
う
、
汝
夢
老
備
を

さ肯
わ
ず
や
。
巌
、
遂
に
膜

わ
意
を
啓
す
。
山
、　

ひ乃
お
休
め
去
る
。
明
日
に
至
つ
て
世

堂
す
る
も
、
果
し
箕

き尋
常
と
同
じ
か
ら
ず
プ
義
、
掌
を

え撫

ち
笑

“
く
云
く
、
且
喜
す
れ
く
囃
姥
漢
、
末
後
の
句
を
会

す
。
他
後
、
天
下
の
人
、
伊
を
奈
何
と
も
せ
じ
。

今
回
は
、
唐
末
の
禅
匠
、
雪
峰
義
存

（八
二
二
～
九
〇
八
）
に
関

す
る

一
則
で
す
。
雪
峰
さ
ん
が
テ
ー
マ
の
則
で
は
、
す
で
に
第

一
六

回
で

「雪
峰
看
蛇
」
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

た
だ
、
そ
れ
は
雪
峰
山
で

の
機
縁
で
し
た
が
、

直
ん′明
は
雪
峰
が
ま
だ
徳
山

（湖
南
省
常
徳
市
）

で
の
修
行
時
代
に
、

叛
独
と
い
ぅ
食
事
係
を
し
て
い
た
時
の
機
縁
。

時
の
徳
山
住
持
は
宣
鑑
禅
師

（七
八
〇
～
八
六
五
）
。
も
と
は
金
剛

経
の
研
究
に
す
ぐ
れ
、
「周
金
剛
」
と
い
わ
れ
た
学
者
で
し
た
が
、
の

ち
に
禅
門
に
入
っ
て
極
意
を
え
た
人
。
「臨
済
の
喝
」
と
並
ん
で

「徳

山
の
棒
」
と
い
すう
厳
し
い
禅
風
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
青
源
打
沸
狂

世
に
当
り
、
法
嗣
に
は
こ
の
則
に
登
場
す
る
雪
峰
義
存
と
巌
頭
全
歳

と
い
う
、
す
ば
ら
し
い
両
英
傑
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

今
回
は

〔本
則
〕
が
た
い
へ
ん
長
い
の
で
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り

万
松
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト

〔著
語
〕
は
割
愛
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も

Ｔ
不

衆
〕
は
万
松
さ
ん
の
こ
と
ば
で
す
。
ま
ず
、
こ
れ
を
み
ま
し
ょ
う
。

「氷
は
水
か
ら
で
き
て
水
よ
り
も
冷
く
、
青
は
藍
か
ら
で
き
て
藍

よ
り
も
青
い
。
弟
子
の
力
量
は
師
を
こ
え
て
、
は
じ
め
て
仏
法
を
伝

え
ら
れ
る
。
子
を
育
て
て
も
不
肖
の
子
で
は
、
そ
の
子
の
代
で
家
は

傾
く
。
い
っ
た
い
。
師
の
機
を
奪
う
よ
う
な
大
人
物
は
だ
れ
か
な
。

」

お
お
よ
そ
、
こ
ん
な
意
味
で
す
。
氷
と
水
の
た
と
え
は
、
古
典
わ

『荀
子
↑
に
あ
る
有
名
な
こ
と
ば
。
ま
た
弟
子
の
力
量
の
こ
と
は
、
「見

が
師
に
斉
し
け
れ
ば
、
い
ま
だ
師
の
半
徳
を
減
じ
、
見
が
師
を
過
ぎ

①
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て
、
は
じ
め
て
師
の
法
を
伝
え
る
に
足

る
」
と
い
う
、
唐
代
禅
門
で
さ
か
ん
に

い
わ
れ
た
厳
し
い
伝
統
で
す
。
こ
の
則

で
は
ワ
キ
役
の
巌
頭
も
、
の
ち
に
師
の

徳
山
を
去
る
と
き
、
右
の
こ
と
ば
を
の

こ
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
万
松
さ
ん
が
、
雪
峰
と
巌
頭
の
両

弟
子
に
よ
る
師
匠
の
徳
山
を
こ
え
た
禅

機
を
た
た
え
て
い
る
の
で
す
。

さ
て

〔本
則
〕
で
す
。
例
に
よ
っ
て

意
訳
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「雪
峰
が
徳
山
の
も
と
で
食
事
係
を

し
て
い
た
時
、
あ
る
日
、
昼
食
が
遅
れ

た
。
す
る
と
徳
山
が
食
器
を
さ
さ
げ
て

本
堂
を
通
り
か
か
っ
た
。
壼
「峰
が
見
て
、

『
こ
の
老
僧
、
ま
だ
合
図
も
せ
ん
の
に

ど
こ
へ
行
く
つ
も
り
だ
』
。
徳
山
は
黙

っ

て
方
丈
に
戻
る
。
雪
峰
が
巌
頭
に
こ
れ

を
話
す
。
巌
頭

『さ
て
は
さ
す
が
の
老

僧
も
、
ま
だ
末
後
の

一
句
を
会
得
し
て

お
ら
ん
よ
う
だ
』
。
徳
山
が
聞
い
て
巌
頭

を
呼
ぶ
。
『君
は
ワ
シ
を
認
め
て
お
ら
ん

の
か
』
。
巌
頭
が
真
意
を
う
ち
あ
け
る
。

徳
山
は
ま
た
引

っ
こ
ん
だ
。
翌
日
、
徳

山
の
説
法
は
い
つ
も
と
違
う
。
巌
頭
が

笑

っ
て
い
う
、
『
よ
か
っ
た
な
あ
、老
僧

が
末
後
の

一
句
を
会
得
し
な
さ

つ
た
。

も
う
誰
も
歯
が
立
つ
ま
い
』
と
。

」

お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
だ
け
ど
、
む

ず
か
し
い
。
難
語
と
し
て
は
、
「挙
似
」

は
と
り
あ
げ
て
示
す
こ
と
。
「大
小
」
は

俗
語
で

「さ
す
が
」
と
い
う
感
嘆
。
「末

後
の
句
」
は
ギ
リ
ギ
リ
の
こ
と
ば
、
と

ど
め
を
刺
す
語
。
「陸
堂
」
は
説
法
。
「且

喜
」
は
俗
語
で
、
ま
ず
よ
か

っ
た
、
ま

あ
喜
ば
し
い
こ
と
、
の
意
味
。
「他
後
」

は
後
日
の
こ
と
。
こ
ん
な
ふ
う
に
表
面

上
の
意
味
は
わ
か

つ
て
も
、
そ
こ
か
ら

先
が
問
題
。

た
と
え
ば
、
徳
山
は
合
図
も
な
い
の

に
、
な
ぜ
鉢
を
さ
さ
げ
て
行

っ
た
の
か
。

雪
峰
か
ら
と
が
め
ら
れ
て
、
な
ぜ
黙

っ

て
方
丈
に
帰

っ
た
の
か
。
巌
頭
が
打
ち

明
け
た
真
意
と
は
な
に
か
。
そ
れ
を
聞

い
た
徳
山
が
、
な
ぜ
引

っ
こ
ん
だ
の
か
。

翌
日
の
説
法
が
変
わ

っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

こ
の
よ
う
に
、
い
く
ら
で
も
疑
問
が
出

て
き
ま
す
。
こ
れ
を
解
く
の
が
本
則
の

眼
目
。

そ
こ
で
助
け
舟
の
万
松
さ
ん
の
コ
メ

ン
ト
を
手
が
か
り
に
、
考
え
て
み
ま
し

ょ
う
。
ま
ず
、
徳
山
が
鉢
を
さ
さ
げ
て

出
か
け
た
の
は

「度
生
の
心
」
、
獣
ぢ

て

帰

っ
た
と
こ
ろ
に

「無
量
の
言
語
が
あ

る
」
と
万
松
は
い
い
ま
す
。

つ
ま
り
、

徳
山
は
奇
行
を
演
じ
た
の
で
は
な
く
、

雪
峰
に
生
き
た
仏
法
の
は
た
ら
き
を
見

せ
た
の
で
す
。
雪
峰
も
役
職
の
上
か
ら

は
師
弟
の
関
係
ヌ
キ
だ
か
ら
こ
そ
、
遠

慮
な
く
師
を
叱

つ
た
。
そ
れ
を
す
な
お

に
受
け
た
徳
山
の
態
度
を
、
万
松
は
高

く
評
価
し
て
い
る
の
で
す
。
師
匠
づ
ら

を
し
な
い
の
が
、
な
に
よ
り
も
よ
い
の

で
す
ね
。

徳
山
宣
鑑
の
頂
相
と
伝
記
（仏
祖
道
影
）

こ
の
師
匠
の
態
度
を
雪
峰
か
ら
聞
い

た
巌
頭
は
、
さ
す
が
は
師
匠
だ
と
う
な

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
師
は
ま
だ
末

後
の
句
を
会
得
し
て
い
な
い
と
い
っ
た

の
は
、
雪
峰
に
そ
れ
を
わ
か
ら
せ
る
た

め
の
老
婆
心
か
ら
隠
し
た
の
だ
、
と
万

松
は
い
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
徳
山
に
呼

ば
れ
た
巌
頭
が
打
ち
明
け
た
真
意
と
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
を
知

っ
た
徳
山
は
、
ま
た
黙

っ
て
引

っ
こ
ん

だ
。
万
松
は
こ
の
徳
山
の
態
度
を
絶
讃

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
真
の

「不
会
」

だ
と
。
会
や
不
会
を
こ
え
た
働
き
だ
と

い
う
の
で
す
。

た
し
か
に
、
道
場
の
指
導
者
と
し
て

一
言
あ
り
そ
う
な
の
に
、
愚
直
な
ま
で

に
弟
子
た
ち
の
言
い
分
を
す
な
お
に
受

け
い
れ
る
。
こ
れ
は
で
き
な
い
こ
と
で

す
。
ま
し
て
や
、
棒
を
振

っ
た
と
い
う

厳
し
い
禅
風
の
持
ち
主
に
あ

つ
て
は
。

い
や
、
そ
う
い
う
見
方
こ
そ
が
現
代
人

の
分
別
で
あ

っ
て
、
「棒
」
の
禅
風
な
ど

の
レ
ツ
テ
ル
に
固
定
さ
れ
な
い
自
由
人

と
し
て
、
唐
代
の
お
お
ら
か
な
人
間
性

を
示
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
徳
山
は
翌

日
の
説
法
で
様
子
が

一
変
し
た
。
万
松

は

「風
向
に
随

つ
て
カ
ジ
を
と
る
」
と

コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。　
一
段
と
あ
ざ

や
か
な
内
容
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

こ
で
、
あ
ら
た
め
て
巖
頭
は
師
匠
を
ほ

め
た
た
え
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
則
は
、
ま

さ
に
こ
の
子
に
し
て
親
あ
り
、
こ
の
親

の
所
に
子
あ
り
、
の
感
が
し
ま
す
。
し

か
も
、巌
頭
の
力
量
は
雪
峰
に
ま
さ
り
、

け
っ
し
て
ワ
キ
役
で
は
な
く
、
む
し
ろ

主
役
で
す
。
「雪
峰
飯
頭
」
の
タ
イ
ト
ル

は
万
松
さ
ん
の
命
名
で
し
ょ
う
が
、
こ

れ
は
巌
頭
よ
り
も
後
世
に
著
名
と
な

っ

た
雪
峰
の
名
に
眩
惑
さ
れ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
本
来
は

「巌
頭
撫
掌
」
と

で
も
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

道
元
禅
師
は
、
七
歳
の
童
女
で
も
勝

れ
た
所
あ
れ
ば
わ
が
師
な
り
、
と
い
わ

れ
ま
す
。
ま
さ
に

″
道
の
前
に
師
弟
な

し
〃
。
求
道
の
た
め
に
は
年
令
も
年
功
も

捨
て
去
り
、
す
な
お
に
精
進
い
た
し
ま

し
よ
”り
。
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〈
一
泊
参
禅
会
〉

今
年
で

一
五
回
日
と
な
り
ま
し
た

一

泊
参
禅
会
は
、
平
成

一
二
年
六
月

一
〇

日

（土
）
～

一
一
日

（
日
）
の
両
日
に

わ
た
り
、
龍
泉
院
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
し
た
が
、
二

一
名
の
参
加
を
え
て
、
静
寂
さ
の
中
で

の
緑
陰
坐
禅
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
の

一
泊
参
禅
会
は
、
次
の
差
定
に
よ
り
行

わ
れ
ま
し
た
。

第

一
日

上
　
山
　
午
後
二
時

開
講
説
明
　
午
後
二
時
二
〇
分

坐
　
禅
　
午
後
三
時

禅
　
講
　
午
後
三
時
四
〇
分

薬
　
石
　
午
後
五
時

坐
　
禅
　
午
後
七
時

坐
　
禅
　
午
後
八
時

開
　
枕
　
午
後
九
時

第
二
日

振
　
鈴
　
午
前
四
時

暁
　
天
　
午
前
四
時
二
〇
分

行
　
茶
　
午
前
五
時

坐
　
禅
　
午
前
五
時
三
〇
分

朝
　
課
　
午
前
六
時

一
五
分

作
務

・
小
食
　
午
前
六
時
四
〇
分

坐
　
禅
　
午
前
八
時
三
〇
分

禅
　
講
　
午
前
九
時

一
〇
分

行
　
茶
　
午
前

一
〇
時
三
〇
分

坐
　
禅
　
午
前

一
〇
時
五
〇
分

中
　
食
　
午
前

一
一
時
四
〇
分

下
　
山
　
午
前

一
二
時
四
〇
分

禅
講
は
椎
名
老
師
ご
提
唱
に
よ
る
「受

食
五
観
訓
蒙
」
。
昨
年
の

一
泊
参
禅
会
に

次
い
で
二
回
目
と
な
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
面
山
和
尚
貧

六
八
三
～

一
七
六
九
）
が
書
か
れ
た
、
唯

一
の

「五

観
の
偶
の
解
説
書
」
と
な

っ
て
い
ま
す
。

昨
年
は
総
論
と
各
論
貧

）
、今
年
は
公
し

～

（
四
）
で
し
た
。

食
事
役
の
典
座
は
去
年
に
引
き
続
き

松
井
さ
ん
が
引
き
受
け
、
お
い
し
い
混

ぜ
ご
飯
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
補

佐
役
と
し
て
武
田
さ
ん
が
煮
物
を
、
調

理
に
あ
た

っ
て
女
性
陣
、
加
藤
さ
ん
、

小
畑
さ
ん
の
面
々
に
強
力
な
支
援
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

お
寺
か
ら
は
ら

つ
き
よ
う
を
、
ま
た

会
員
の
方
か
ら
た
く
さ
ん
の
添
菜

・
お

③



菓
子
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
お
か
げ
で
修

行
に
し
て
は
豪
勢
な
食
事
と
な
り
ま
し

た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

雨
の
音
を
聞
き
な
が
ら
の
坐
禅
が
か

え

っ
て
良
か

っ
た
と
言
う
声
も
き
か
れ

ま
し
た
が
、
ひ
と
し
き
り
激
し
く
降

っ

て
い
た
雨
も
昼
に
は
す

つ
か
り
あ
が
り
、

参
加
者
は
充
実
し
た
二
日
間
を
終
え
て

晴
れ
晴
れ
と
し
た
表
情
で
下
山
し
ま
し

た
。

坐
禅
と
仏
縁
　
―
一

そ
の
朝
、
天
徳
山
龍
泉
院
の
山
門
、

両
側
に
響
え
る
老
杉
、
本
堂
の
大
屋
根

を
正
面
に
見
な
が
ら
参
道
を
歩
い
て
い

る
自
分
。
幾
度
も
踏
ん
だ
道
で
す
が
、

初
め
て
の

一
泊
参
禅
会
に
臨
む
今
回
は

特
別
緊
張
し
て
お
り
ま
し
た
。
で
も
大

悲
殿
の
受
付
に
着
い
た
時
に
は
、
総
て

仏
様
に
お
任
せ
し
、
椎
名
御
老
師
、
諸

先
輩
方
に
倣
い
、
只
自
分
な
り
に
勤
め

よ
う
と
覚
悟
は
出
来
ま
し
た
。

オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
の
後
、
早
速

第

一
煙
目
の
坐
禅
に
入
り
ま
し
た
。
丸

柱
の
横
を
入
る
時
の
足
に
留
意
し
歩
を

進
め
、
本
堂
内
左
側
大
悲
殿
と
庭
の
臨

め
る
硝
子
戸
の
前
に
単
を
と
り
、
坐
り

ま
し
た
。
ま
だ
半
珈
映
坐
し
か
組
め
ま

せ
ん
が
…
。
初
回
参
禅
の
折
、
小
畑
様

に
側
に
付
い
て
頂
い
て
坐
禅
の
作
法
の

参
加
者
は
以
下
の
通
り
で
す
。

導
師
　
椎
名
宏
雄
老
師

小
畑
節
朗
、
一二
町
　
勲
、
中
鳥
宏
誠
、

安
本
小
太
郎
、
五
十
嵐
嗣
郎
、
添
田
昌

弘
、
清
水
秀
男
、
宮
本
　
茂
、
今
泉
房

子
、
大
坂
昌
宏
、
大
坂
晶
子
、
里
深
徳

〓
美
川
武
弘
、美
川
恒
子
、
松
井
　
隆
、

加
藤
　
孝
、
久
光
守
之
、
増
田
　
進
、

阿
部
史
子
、
杉
浦
上
太
郎
、
武
田
博
志

（以
上
二

一
名
）

泊
参
禅
会
雑
感
―

船
橋
市
　
　
阿
部

　
史

子

一
か
ら
を
穏
や
か
な
口
調
で
丁
寧
に
御

指
導
賜

っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
し

た
。御

老
師
の
入
堂
、
止
静
鐘
が
鳴
り
、

間
も
な
く

「む
や
み
に
動
か
な
い
／
」

と
い
う
御
老
師
の
大
音
声
が
堂
内
に
響

き
渡
り
ま
し
た
。
そ
の
大
喝
に

一
瞬
ビ

ク
ッ
と
致
し
ま
し
た
が
、
そ
の
お
声
が

お
腹
の
底
ま
で
届
き
、
こ
れ
か
ら
し

つ

か
り
坐
る
ん
だ
と
い
う
覚
悟
も
新
た
に

な
り
ま
し
た
。
参
禅
会
を
無
事
終
え
た

後
、
あ
の

一
喝
は
御
老
師
が
、
第

一
煙

こ
そ
大
切
、
今
こ
の
時
の
坐
禅
は
只

一

回
き
り
の
掛
け
替
え
の
無
い
坐
り
、
真

剣
に
取
り
組
む
心
構
え
を
御
教
示
賜

っ

た
の
だ
と
忘
れ
得
ぬ
も
の
に
な
り
ま
し

た
。龍

泉
院
本
堂
で
の
坐
禅
は
、
私
に
と

っ
て
特
別
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
私
の
大
切
な
亡
き
愛
す
る
人
と
共
に

坐
し
て
い
る
と
実
感
で
き
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
如
何
な
る
名
刹
寺
院
で
の
坐

禅
よ
り
も
真
剣
入
魂
出
来
る
思
い
で
す
。

初
め
て
の

一
泊
参
禅
会
が
こ
の
菩
提
寺

で
あ

っ
た
こ
と
が
参
加
希
望
の
第

一
理

由
で
す
。
今
年

一
月
入
会
を
許
さ
れ
た

新
参
を
も
顧
み
ず
参
禅
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

思
え
ば
父
が

一
四
年
前
に
逝
き
、
そ

の
時
初
め
て
龍
泉
院
様

・
椎
名
御
老
師

と
御
縁
が
繋
が
り
ま
し
た
。
父

（享
年

七
三
才
）
は
葛
飾
の
開
業
医
院
を
閉
め
、

柏
を
終
焉
の
地
と
定
め
、
居
を
移
し
て

僅
か
半
年
後
、
他
界
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
折
、
柏
、
船
橋
辺
り
の
曹
洞

宗
寺
院
を
幾

つ
も
弟
達
と
探
し
歩
き
ま

し
た
。
御
縁
あ

っ
て
こ
の
龍
泉
院
様
に

菩
提
寺
と
し
て
お
世
話
に
な
る
こ
と
を

お
許
し
頂
い
た
こ
と
は
、
父
が
導
き
用

意
し
て
く
れ
た
仏
縁
と
思
い
ま
す
。　
一

期

一
会
、　
一
度
の
人
生
に
真
の
師
と
し

て
仰
ぎ
付
い
て
い
け
る
師
、
厳
し
く
且

つ
温
か
い
椎
名
御
老
師
に
避
逓
出
来
た

仏
縁
に
因
る
幸
せ
を
心
か
ら
感
謝
し
て

お
り
ま
す
。
し
か
し
父
の
死
後
、
こ
の

貴
重
な
仏
縁
、
御
老
師
の
御
指
導
を
積

極
的
に
頂
く
姿
勢
無
く
日
々
を
慌
た
だ

し
く
生
き
た
自
分
を
顧
み
る
時
、
そ
の

愚
か
さ
を
恥
じ
入
り
ま
す
。

父
の
死
後

一
〇
年
、
ま
た
悲
風
が
吹

き
、
悲
し
く
辛
い
事
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
人
生
観

・
価
値
観
が
全
て

崩
れ
、
生
き
る
気
力
も
失
う
程
の
真
只

中
に
あ

っ
て
、
御
老
師
の
御
慈
悲
溢
れ

る
御
指
導
に
救
わ
れ
、
此
処
ま
で
来
ま

し
た
。
そ
し
て
今
、
参
禅
会

の

一
員
に

加
え
て
頂
い
て
、
こ
の
本
堂
に
坐
し
て

い
る
自
分
が
居
る
。
こ
れ
を
仏
縁
と
言

わ
ず
し
て
何
と
言
え
よ
う
か
と
思
い
ま

す
。幾

つ
も
の
悲
風
が
吹
き
、
仏
教
と
い

う
も
の

へ
の
考
え
方
が
根
底
か
ら
変
わ

り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
葬
式
仏
教
も

し
く
は
苦
し
い
時
の
神

（仏
）
頼
み
で

は
な
く
、
生
き
て
い
る
自
分
が
法
灯
明

ｏ
自
灯
明
を
心
の
松
明
と
し
て
、
よ
り

深
く
真
実
の
姿
に
立
ち
返
る
生
き
方
を

求
め
る
こ
と
が
仏
道
で
あ
り
仏
教
で
あ

る
こ
と
。
そ
し
て
先
に
逝

っ
た
愛
す
る

人
が
、
そ
の
死
を
も

っ
て
教
示
し
、
私

を
導
い
て
く
れ
て
い
る
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
更
に
そ
れ
を
実
践
し

て
生
き
て
こ
そ
、
亡
き
人
に
報
い
る
鎮

魂
、
供
養
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

④



こ
ん
な
こ
と
は
、
諸
先
輩
方
に
は
自

明
の
理
で
笑
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
　
。
悲
し
み
苦
し
み
と
正
面
か
ら
向

き
合

っ
て
こ
そ
、
そ
の
先
の
自
分
の
生

き
方
が
見
え
て
く
る
。
自
分
に
素
直
に

な
り
様
々
な
虚
飾
を
削
り
と

っ
て
、
ま

ず
出
来
る
こ
と
か
ら
さ
せ
て
頂
く
な
ど
、

三
年
余
の
月
日
を
経
て
漸
く
全
て
を
受

け
入
れ
る
自
己
に
到
達
し
た
い
と
い
う

心
境
に
到
り
、
参
禅
に
参
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
御
老
師
は
常
々

「為
坐

禅
」
を
厳
し
く
戒
め
ら
れ
て
お
り
、
私

も
自
戒
致
し
て
お
り
ま
す
。
只
ま
だ
も

が
い
て
い
る
最
中
の
未
熟
な
私
は
、
今

は
ま
だ
タ
メ
坐
禅
で
あ
ろ
う
が
、
ま
ず

坐

っ
て
己
と
向
き
合
う
こ
と
か
ら
始
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
泊
参
禅
会
は
、　
一
日
目
三
住
、
二

日
目
四
煙
と
計
七
住
の
坐
禅
が
用
意
さ

れ
、
只
坐
る
坐
る
の
連
続
。　
一
煙
が
そ

の
時
の
集
中
度
に
拠

っ
て
長
く
も
短
く

も
な
り
ま
し
た
。
薬
石
後
の
二
注
目
、

夕
闇
迫
り
六
月
の
雨
が
静
か
に
降
る
庭

に
面
し
て
の

一
煙
は
、
特
に
心
静
ま
る

心
地
良
い
体
験
で
し
た
。
ほ
の
暗
い
本

堂
に
全
員
で
唱
和
す
る
翌
日
勧
坐
禅
儀
」

が
静
か
に
流
れ
、
個
々
に
集
中
し
た
後
、

共
に
和
す
る
安
ら
ぎ
の
時
で
し
た
。

そ
の
夜
は
勿
体
無
く
も
、
女
性
参
加

者
三
名
は
書
院
に
休
ま
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
大
坂
様
、
今
泉
様
の
両
先
輩
方
と

枕
を
並
べ
、
女
性
同
志
心
通
う

一
夜
も

思
い
出
深
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
お

二
方
の
お
陰
で
教
え
ら
れ
励
ま
さ
れ
、

優
し
い
お
心
遣
い
が
心
強
く
、
心
よ
り

感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
度
小
畑
様
、
武
田
様
、
松
井
様

が
大
切
な
典
座
役
を
務
め
て
下
さ
い
ま

し
た
。
お
味

・
色
彩

・
温
度
ま
で
悉
く

行
き
届
い
た
小
食

・
中
食

・
薬
石

・
行

茶
は
、
お
骨
折
り
に
思
い
を
馳
せ
有
り

難
く
、
美
味
し
く
頂
戴
致
し
ま
し
た
。

ま
た
私
は
今
回
こ
の
食
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
坐
禅
の
真
髄
の
姿
に
触
れ
た
気

が
し
ま
し
た
。
小
食

。
中
食

・
薬
石
等

そ
の
都
度
、
椎
名
御
老
師
と
御

一
緒
で

し
た
。
御
老
師
の
お
召
し
上
が
り
に
な

る
御
様
子
を
伺
い
見
て
、
食
物
、
そ
の

作
り
手
、
係
わ

っ
た
総
て
の
も
の
に
感

謝
し
、
食
す
る
時
は
ひ
た
す
ら
食
に
徹

す
る
お
姿
に
感
動
致
し
ま
し
た
。
三
年

一則
、
大
本
山
永
平
寺
に
参
籠
し
た
折
の
、

宮
崎
変
保
禅
師
様
の
お
説
法
を

ハ
ツ
と

思
い
出
し
ま
し
た
。
ン」
の
こ
と
だ
―
と
。

「ご
飯
食
如
来
、
掃
除
如
来
、
歩
き
如

来
す
べ
て
成
り
切
る
行
持
こ
そ
坐
禅
、

即
ち
仏
道
修
行
で
あ
る
」
と
の
お
言
葉

で
し
た
。

冗
漫
な
る
拙
文
に
て
恐
れ
入
り
ま
す

が
、
私
に
と

つ
て
こ
の
度
の

一
泊
参
禅

会
は
、
日
常
を
離
れ

一
個
と
な
り
坐
禅

三
味
に
浸
る
至
福
の
貴
重
な
時
空
で
し

た
。
こ
れ
も

一
重
に
、
椎
名
御
老
師
は

修
証
義
と
母

母
孝
子

（享
年
八
六
才
）
は
五
月
七

日
癌
で
亡
く
な

っ
た
。
昨
年
八
月
末
に

体
調
が
悪
い
と
相
模
原
市
橋
本
の
総
合

病
院
で
診
察
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
小
細

胞
癌
の
三
期
で
、
脳
や
骨
髄
に
進
行
す

る
恐
れ
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
。
医
長

は
、
母
が
高
齢
の
た
め
抗
ガ
ン
剤
治
療

は
副
作
用
が
あ
る
の
で
、
放
射
線
治
療

を
は
じ
め
た
。
放
射
線
治
療
の
結
果
は

順
調
で
五
セ
ン
チ
程
あ

っ
た
黒
い
影
が

一
セ
ン
チ
位
に
小
さ
く
な
り
体
力
も
回

復
し
、
医
長
か
ら
自
宅
治
療
を
す
る
よ

う
に
い
わ
れ
、
昨
年

一
一
月
下
旬
に
退

院
し
相
模
原
の
兄
の
家
か
ら
通
院
治
療

を
し
て
い
た
。

元
よ
り
小
畑
様
、
幹
事
の
杉
浦
様
、
武

田
様
は
じ
め
皆
様
の
や
わ
ら
か
い
心
、

有
り
難
い
助
言
に
支
え
ら
れ
て
の
こ
と
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

椎
名
御
老
師
の
口
宣
の

「
一
発
心
は

千
億
の
発
心
な
り
」
を
座
右
に
、
「人
は

皆
仏
法
の
器
な
り
、
修
行
す
べ
く
は
必

ず
得
べ
き
な
り
」
を
目
標
に
据
え
、
大

変
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
日
々
の
家
事

・
介
護
を

「遇

一
行
修

一
行
」
の
心
で

勤
め
ら
れ
る
よ
う
精
進
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
御
指
導
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
合
掌

流
山
市

　

中
鳥
　
宏
誠

　

⑤

流
山
の
我
が
家
に
は
昭
和
四
〇
年
か

ら
約

一
五
年

一
緒
に
暮
ら
し
て
お
り
、

そ
の
後
も
月

一
度
は
泊
ま
り
に
来
て
い

た
。
今
年
の
正
月
に
は
暖
か
い
房
総
半

島
白
浜
に
妻
、
子
供
、
孫
、　
一
〇
人
で

泊
ま
り
が
け
の
旅
行
に
行

っ
た
。

退
院
後
の
あ
る
日
、
我
が
家
に
来
た

時
、永
平
寺
で
録
音
し
た
『修
証
義
』
（解

説
付
き
）
、
蝉
の
声
が
読
経
と

一
緒
に
録

音
さ
れ
て
い
る

「同
時
行
」
の
テ
ー
プ

を
聞
か
せ
た
。
解
説
を
聴
い
て
お
経
の

意
味
を
少
し
理
解
し
た
よ
う
だ

っ
た
。

こ
れ
か
ら
立
ち
向
か
う
病
と
死
に
、
「生

き
る
こ
と
」
「死
ぬ
こ
と
」
「心
の
安
ら

ぎ
」
を
知

っ
て
も
ら
い
た
か

つ
た
。



母
は
天
津
で
生
ま
れ
育
ち
、
結
婚
後

は
大
連
、
南
洋
群
島
ヤ
ツ
プ
島

・
ヤ
ル

ー
ト
島
、
北
京
と
終
戦
ま
で
海
外
で
暮

ら
し
た
。
幼
い
頃
、
天
津
で
祖
母
に
連

れ
ら
れ
て
、
よ
く
お
寺
に
行

っ
た
そ
う

で
す
。
そ
の
時

『修
証
義
』
を
祖
母
と

一
緒
に
唱
え
た
と
言

っ
て
い
た
。
私
が

『修
証
義
』
の
テ
ー
プ
を
聞
か
せ
る
と

口
元
を
少
し
動
か
し
聴
い
て
い
た
。
た

ぶ
ん
幼
い
時
の
記
憶
が
甦

っ
て
き
た
の

で
し
ょ
う
。
兄
の
家
に
帰

っ
て
聴
け
る

よ
う

『修
証
義
』
の
カ
セ
ッ
ト
と
機
械

を
母
に
渡
し
た
。

再
入
院
は
二
月
下
旬
で
、
癌
は
四
期

（末
期
）
ま
で
進
ん
で
い
た
。
今
度
は
、

放
射
線
治
療
は
出
来
ず
抗
ガ
ン
剤

（普

通
人
の
半
分
位
）
の
治
療
を
受
け
て
い

た
。
亡
く
な
る
三
日
前
の
五
月
四
日
に

母
を
見
舞

っ
て
帰
る
時
に
、
私
と
妻
が

知
ら
な
い
間
に
後
を
追

っ
て
九
階
の
病

室
か
ら

一
階
出
口
ま
で
、
母

一
人
で
杖

を

つ
い
て
降
り
て
来
て
い
た
。
あ
の
気

力
と

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
何
処
に
あ

っ
た
の

か
驚
く
ば
か
り
で
す
。

亡
く
な

っ
た
七
日
は
妻
と

一
緒
に
流

山
の
自
宅
を
朝
早
く
出
て
病
院
に

一
〇

時
頃
着
き
、
昼
食
の
世
話
を
し
た
。
ス

プ
ー
ン

一
杯
の
お
粥
し
か
食
べ
ず
、
体

力
の
衰
え
を
感
じ
た
。
帰
る
前
に
水
が

欲
し
い
と
言
う
の
で
、
水
差
し
で
ゆ

っ

く
り
と
飲
ま
せ
た
。
い
ま
思
え
ば
、
こ

れ
が

「最
後
に
口
に
し
た
水
」
と
な

っ

て
し
ま

っ
た
。

自
宅
に
戻
リ
ホ
ッ
と
し
て
い
た
ら
兄

か
ら
電
話
が
あ
り
、
「お
ふ
く
ろ
が
」
と

言
う
の
で
、
「
い
ま
見
舞
か
ら
戻

っ
た
よ
」

と
言
う
と
、
「母
が
亡
く
な

っ
た
／
」
と

の
知
ら
せ
で
あ

つ
た
。
あ
ま
り
に
も
急

な
死
に
驚
き
と
悲
し
み
で
涙
が
止
ま
ら

な
か

っ
た
。
痛
み
も
な
く
、
長
患
い
も

せ
ず
、
周
り
に
迷
惑
も
か
け
ず
に
亡
く

な

っ
た
。
た
だ
冥
福
を
祈
る
だ
け
で
す
。

死
に
顔
は
看
護
婦
さ
ん
葬
儀
屋
さ
ん
も

驚
く
程
、
穏
や
か
で
綺
一麗
な
顔
を
し
て

い
た
。
長
患
い
の
人
、
痛
み
の
あ

っ
た

人
、
事
故
死
の
人
は
厳
し
い
顔
で
亡
く

な
る
そ
う
で
す
。

仮
通
夜
の
日
は
私

一
人
で
翌
朝
、
人

が
賑
わ
う
ま
で

『修
証
義
』
を
繰
り
返

し
繰
り
返
し
、
私
の
身
を
通
し
て
母
に

聴
か
せ
ま
し
た
。
葬
儀
は
愛
知
県
三
河

の
真
言
宗
御
室
派
総
本
山
仁
和
寺
直
轄

の
洞
雲
寺
住
職
鈴
木

一
基
方
丈
様
に
来

て
頂
い
て
行
い
ま
し
た
。
葬
儀
の
前
に

方
丈
様
の
お
許
し
を
得
て
、
龍
泉
院
住

職
椎
名
老
師
様
か
ら
平
成
三
年
に
堆
家

得
度
の
際
に
頂
戴
し
ま
し
た

「絡
子
」

を
付
け
て
参
列
し
た
。
式
が
終
わ

っ
た

時
に
参
列
者
の
中
か
ら
方
丈
様
に
身
内

に
他
宗
派
の

「絡
子
」
を
付
け
た
人
が

い
た
が
問
題
は
な
い
の
か
間
か
れ
た
そ

う
で
す
。
方
丈
様
が
経
緯
を
話
さ
れ
る

と
納
得
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

「ま
だ
ま
だ
生
き
て
い
て
く
れ
る
」

と
思

っ
て
い
た
母
の
死
、
綺
一麗
で
微

一

つ
な
い
安
ら
い
だ
仏
像
の
よ
う
な
母
の

顔
。
母
と

『修
証
義
』
と
の
こ
と
を
何

時
ま
で
も
記
憶
に
残
す
よ
う
、
こ
こ
に

記
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

戒
名

「清
愛
院
俊
室
妙
孝
大
姉
位
」

合
掌

筍
掘
り
は
大
盛
況
ノ

四
月
の
定
例
参
禅
会
が
終
わ
る
と
、

例
年
龍
泉
院
の
裏
山
に
あ
る
竹
林
で
筍

を
掘
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

御
老
師
の
話
に
よ
る
と
、
今
年
は
い

つ
も
よ
り
気
温
が
低
く
筍
の
生
長
も
後

れ
が
ち
だ

っ
た
よ
う
で
す
。
く
も
り
空

で
し
た
が
、
竹
林
の
中
は
清
清
し
い
風

が
吹
き
、
筍
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
姿
よ

ろ
し
く
地
か
ら
黒
々
と
伸
び
て
い
た
。

恒
例
と
な

っ
て
楽
し
み
に
し
て
い
る

会
員
は
多
い
。
今
で
は
身
支
度
は
す
ば

や
く
、
筍
掘
り
の
コ
ツ
・技
も
皆
伝
授
さ

れ
て
、
次
か
ら
次

へ
と
見
事
な
筍
が
掘

ら
れ
て
い
っ
た
。
何
本
か
ま
と
め
ら
れ

た
処

へ
一
輪
車
が
や

っ
て
き
て
、
す
ば

や
く
筍
を
集
め
て
持

っ
て
い
く
。
初
期

の
頃
は
ば
ら
ば
ら
に
散

っ
て
採
り
、各
々

が
運
び
手
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
呼
ぶ
声

が
し
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
数
年
筍
掘
り

おお、良いのが採れたね

名人の説明に、なるほど/
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の

一
連
の
行
程
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
し

て
短
時
間
に
効
率
よ
く
集
め
ら
れ
る
。

筍
は
掘
り
立
て
を
で
き
る
だ
け
早
く

調
理
し
た
ほ
う
が
お
い
し
い
。
均
等
に

配
分
し
た
後
、
手
際
よ
く
車
に
載
せ
家

筍
を
前
に
幸
せ
い
っ
ぱ
い

路
を
急
ぐ
会
員
も
多
か
っ
た
。

自
然
の
恵
み
を
提
供
し
て
く
れ
る
こ

の
竹
林
は
、
筍
ば
か
り
で
な
く
下
草
も

豊
か
で
あ
る
。　
ユ
リ
科
の
植
物
、
蕨
に

う
ど
、
た
く
さ
ん
の
ラ
ン
類
。
と
り
わ

け
二
〇
年
ほ
ど
前

に
は
ク

マ
ガ
イ
ソ

ウ
が
群
生
し
て
い

た
。
や
が
て
心
無

い
人
に
盗
掘
さ
れ
、

絶
え
て
し
ま

っ
た
。

花
弁
の
二
枚
が
袋

状
に
な

っ
た
大
き

な
花
を
咲
か
せ
、

竹
林
の
中
で
は
目

立

っ
た
。

盗
人
の
庭
で
も

き
れ
い
な
花
を

つ

け
て
い
て
く
れ
れ

ば
い
い
が
、
他
人

と
花
を
愛
で
あ
う

気
持
は
な
か
ろ
う
。

筍
掘
り
を
楽
し
み

感
謝
し
て
い
た
だ

い
て
い
く
者
と
盗

人
と
の
心
の
違
い

を
思
い
な
が
ら
、

筍
料
理
の
満
載
さ

れ
た
食
卓
を
し
ば

ら
く
堪
能
し
た
。

施
食
会
に
当
番
奉
仕
団

例
年
八
月

一
六
日
は
龍
泉
院
最
大
の

行
事
、
施
食
会
が
行
わ
れ
ま
す
。

施
食
会
と
い
う
の
は
、
ご
先
祖
や
新

盆
の
霊
位
、
ま
た
生
き
と
し
生
け
る
す

べ
て
の
精
霊

へ
の
大
供
養
法
要
で
す
。

当
日
は
九
時
前
に
集
合
し
て
、
受
け

持
ち
分
担
を
決
め
ま
し
た
。
駐
車
ス
ペ

ー
ス
の
枠
を
越
え
た
車
を
効
率
よ
く
誘

導
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
午
後
か
ら

の
法
要
で
す
の
で
、
人
の
集
ま
る
前
に

本
堂
の
飾
り
つ
け
を
先
に
し
ま
す
。

し
ま

っ
て
あ
る
五
色
の
幕
や
柱
飾
り

を
取
り
出
し
て
、
左
右
均
等
に
た
る
み

の
な
い
よ
う
に
張
り
出
し
ま
す
。
高
さ

を
数
人
で
確
認
し
な
が
ら
紐
で
固
定
。

ニ
メ
ー
ト
ル
の
脚
立
上
の
作
業
は
危
険

な
の
で
用
心
し
て
台
を
支
え
ま
す
。
例

年
な
が
ら

一
番
暑
い
と
き
の
作
業
で
す

か
ら
、
い
く
ら
天
丼
の
高
い
本
堂
と
い

っ
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
全
員
が
汗
び

っ
し

ょ
り
。
作
務
衣
に
黒
々
と
汗
の
跡
が
残

り
ま
し
た
。

手
馴
れ
て
い
る
の
で
、
飾
り
の
竹
切

り
は
も

つ
ぱ
ら
安
本
さ
ん
の
役
目
。
丁

度
い
い
高
さ
の
竹
を
切

っ
て
き
て
も
ら

い
、
ひ
ら
ひ
ら
の
幡
を
飾
り
台
と
正
面

に
付
け
れ
ば
大
体
格
好
が
整
う
。

そ
ん
な
時
、
冷
た
い
麦
茶
を
美
川
さ

ん
、
大
坂
さ
ん
が
持

っ
て
き
て
、
小
休

止
と
な
る
。
今
年
は
例
年
よ
り
早
く
飾

り
つ
け
が
で
き
た
。
曇
り
空
で
す
こ
し

は
風
も
あ
る
。
住
職
様
が
用
意
し
て
く

れ
た
麦
わ
ら
帽
子
を
か
ぶ
れ
ば
、
炎
天

に
な

っ
て
も
大
丈
夫
。

早
め
の
昼
食
を
と
り
、
決
め
た
持
ち

場
に
つ
く
。
車
誘
導
係
と
本
堂
で
の
案

内
係
に
別
れ
、
集
ま
り
だ
し
た
人
の
中

に
入

っ
て
い
く
。

本
堂
で
は
新
盆
の
方
た
ち
と
そ
う
で

な
い
方
と
、
左
右
に
分
か
れ
て
席
に
つ

き
ま
す
。
や
が
て
緋
の
衣
を
ま
と

つ
た

⑦
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椎
名
老
師
が
ご
随
喜
の
僧
と
入
堂
し
、

法
要
が
始
ま
る
。
般
若
心
経
な
ど
の
お

経
が
唱
え
ら
れ
、
修
証
義
に
な
る
と
焼

香
が
は
じ
ま
る
。
列
の
最
後
に
私
た
ち

参
禅
会
員
も
並
ん
で
焼
香
を
終
え
た
。

法
要
が
終
わ
る
と
、
御
老
師
が
書
か

れ
た
彩
し
い
数
の
塔
婆
を
本
堂
前
に
並

べ
、各
家
々
に
持

っ
て
い
っ
て
も
ら
う
。

陽
も
傾
き
少
し
風
が
で
て
、
倒
れ
た
塔

婆
を
並
べ
直
し
、
本
堂
の
飾
り
付
け
を

取
り
外
し
て
、
元
の
場
所
に
し
ま
い
ま

す
。
施
食
会
奉
仕
団
は
、
夏
の

一
日
を

い
い
汗
た
く
さ
ん
流
し
て
役
目
を
終
え

ま
し
た
。

＊
お
知
ら
せ
＊

来
年
は
、
龍
泉
院
参
禅
会
が
発
足
し

て
三
〇
年
の
節
目
に
あ
た
り
ま
す
。
こ

れ
を
記
念
し
て
、
椎
名
老
師
、
小
畑
さ

ん
、
年
番
幹
事
で
い
ま
ま
で
寄
せ
ら
れ

た
い
く

つ
か
の
案
件
を
検
討
し
て
お
り

ま
す
。

ひ
と

つ
は
三
年
続
い
た
龍
泉
院
で
の

一
泊
参
禅
を
、
場
所
を
移
し
二
泊
の
古

跡
を
尋
ね
な
が
ら
の
坐
禅
会
と
す
る
案
。

二
つ
目
は

一
〇
年
振
り
の
在
家
得
度
式

の
実
施
で
す
。
内
容
、
日
時
等
決
ま
り

次
第
、
順
次
ご
通
知
申
し
上
げ
ま
す
。

―

沼

南

雑

記

―

参
禅
会
記
録
（　
）
中
は
座
談
の
司
会
者

平
成

一
二
年

●
四
月
二
三
日
　
　
　
四
〇
名

（加
藤
　
孝
氏
）

坐
禅

・
禅
講
後
、
筍
掘
り

●
五
月
二
八
日
　
　
　
一二
一
名

（大
坂
晶
子
氏
）

●
六
月

一
〇
日

ｏ
一
一
日
　
一
一
一
名

一
泊
参
禅
会
　
於

。
天
徳
山
龍
泉
院

幹
事

杉
浦
上
太
郎
氏
、
武
田
博
志
氏

典
座
　
松
井
　
隆
氏
、
武
田
博
志
氏

●
六
月
二
五
日
　
　
　
一
一八
名

●
七
月

二
三
日

（高
野
千
代
子
氏
）

三
二
名

（安
本
小
太
郎
氏
）

●
八
月

一
六
日

「龍
泉
院
施
食
会
」
当
番
奉
仕

法
話
　
木
村
誠
治
老
師

●
八
月
二
七
日
　
　
　
一二
一
名

（徳
山
　
浩
氏
）

●
九
月
二
五
日
　
　
　
一二
一
名

（寺
田
健
二
氏
）

▼
九
月
参
禅
会
で
の
御
老
師
の
提
唱
は

「説
心
説
性
」
。
寺
庭
の
曼
珠
沙
華
の
華

鮮
や
か
。
ン」
の
紅
炎
の
華
は
仏
を
説
き
、

仏
性
を
説
く
。
そ
の
談
玄
談
妙
の
功
徳

に
預
か
る
吾
、
火
焔
裏
に
立
地
し
て
静

聴
す
。
あ
り
が
た
し
。

曼
珠
沙
華
咲
く
野
に
出
で
よ
観
世
音

―
鶏
二
―

▼
参
禅
後
外

へ
出
れ
ば
秋
雲
高
く
、
標

秒
と
し
て
湧
い
て
は
消
え
る
。
ま
さ
し

く
応
無
所
住
而
生
其
心
の
仏
心
、　
一
片

の
雲
、　
一
樋
わ
秋
空
、
す
べ
て
を
捨
て

去
れ
と
の
捨
聖
の
声
。
仏
事
の
肝
要
は

諸
縁
を
放
捨
す
る
事
と
の
御
老
師
の
提

唱
が
身
に
染
み
る
。

▼
明
珠
の
編
集
の
末
端
に
参
加
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
御
指
導
御
鞭
撻
御
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
　
　
　

　
　

（久
光
）

▼
オ
リ
ン
ピ
ツ
ク
が
終
わ

っ
た
。
日
本

選
手
の
健
闘
ぶ
り
に

一
喜

一
憂
さ
れ
た

人
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
勝
敗
に
か
か

わ
ら
ず
大
舞
台
で
自
己
ベ
ス
ト
記
録
が

出
せ
れ
ば
充
分
と
思
う
が
、
そ
の
為
に

は
普
段
の
精
進
が
肝
要
に
違
い
な
い
。

ふ
と
坐
禅
に
向
か
う
己
を
省
み
る
。

▼
今
春
刊
行
さ
れ
た

「明
珠
」
合
冊
本

に
多
く
の
方
々
よ
り
お
祝
を
頂
戴
し
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
編
集
に
久
光
氏
に
参
加
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
国
の
首
長
が
音
頭
を
と

っ
て
盛
ん
に

Ｉ
Ｔ
革
新
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

九
月
の
長
雨
で
日
本
列
島
は
水
び
た
し

で
通
信
網
は
寸
断
、
情
報
が
大
も
と
で

プ
ッ
ツ
リ
途
絶
え
た
。
住
民
の
自
主
判

断
で
避
難
し
た
所
が
多
い
。
ン」
ん
な
時
、

物
無
き
時
代
を
生
き
抜
い
て
き
た
老
人

の
進
言
が
有
効
だ

っ
た
。
シ
ス
テ
ム
の

稼
動
し
な
い
時
に
個
人
の
経
験
と
チ
エ

が
発
揮
さ
れ
る
と
は
…
。
　

（侍
泉
）

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

¨
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

第

一
煙
　
口
宣
、
坐
禅
三
〇
分

経
　
行
　
一
〇
分

第
二
燈
　
坐
禅
三
〇
分

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
。
八
月
ょ
り

「説
心
説
性
」

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
間
、
点
心
を
共
に
す
る

六
月
上
旬
、
七
煙
の
坐
禅
と
ご
提
唱
を
聞
く

瓶

●●
印発

刷行
//
岡天
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讐責
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1南
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