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従
容
録
に
学
ぶ

公三
）

第
軌
測
』
南
泉
斬
猫

〔添
　
衆
〕
　
　
　
三^
・
　
・
‐
　
　
　
　

，り

衆
に
示
し
て
云
く
、
鎗
前
を
場
翻
妊
爾
大
地
は
塵
の
ご

縫
く
に
飛
び
Ｆ
白
雲
％
喝
轍
ら
せ
ば
虚
な空
は
紛
み
れ
議
に

砕
か
つ́
こ
ｔ
謬
眸
吠
「を
行
ず
る
ヽ
、鰊
お
提
れ
畔
提
な

れ
ば
、
大
用
を
全
て
彰
わ
す
に
は
、
如
何
ん
が
施
設
せ
ん
。

〔
こ本
　
則
〕
　
　

あ
る
ひ
　
　
　
　
　
　
ね
こ
　
　
　
あ〓

鋒
す
ｒ
南
泉
、　
一
日
棟
西
の
両
堂
、
猫
児
に
つ
き
争
う

〔人
、
平
ら
か
な
ら
ば
需
ち

ひず
一、さ
水
、
平
ら
か
嗜
ら
ゼ
流

れ
ば
〕
。

き一円
泉
、　

た
見
％
夕
睦
で
醍
誕
訂
ｋ
云
く
、
ユ押
い
鴻
れ

ば
即
ル
斯
ら
じ

〔誰
か
敏
え
て
鋒
に
当
ら
ん
〕
。
衆
い
封
え

鎌
ｔ

〔
ふ
直
炒
雨
２
唄
に
諮
ぐ
を
待
つ
と
襲
粋
。

線
、
猫
児
を

斬
却
て
両
椴
叱
為
サ

〔
‐，
オ由
お
暁
る
刀
は
鞘
粧
吹

‐ま
ら
げ
一
。

泉
智
復
た
前
話
を
繁
し
て
範
州
に
問
う

〔再

の来
は
半
崚
に

も
埴
虻
ず
〕
。
州
、便
ち
草
軽
を
脱
ぎ
頭
上
に
識

もせ
て

お出
ず

〔好
等
に

ねせ

こょ
、
一
刀

え両
段
に
〕
。
泉
一語
ば、、
子
若
し
在
ら

ば
孵
恰
も
錨
児
を
救
い
得
て
ん
に

〔心
斜
め
な
れ
ば
、
日

の
唱
み
に
覚
か
ず
〕
。

前
回
に
引
き
つ
づ
き
、
南
泉
さ
ん
の
則
で
す
。
そ
れ
も
、
あ
ま
り

に
も
有
名
な

「南
泉
斬
猫
」
と
い
う
問
題
の

一
則
。
『碧
巌
録
』
や

『無
門
関
』
な
ど
の
公
案
集
に
も
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ

の

一
則
は
南
泉
の
言
動
が
た
し
か
に
主
役
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ワ
キ

役
の
趙
州
さ
ん
が
重
要
な
立
場
を
占
め
て
い
ま
す
デ
た

趙
州

（七
七
八
ヽ
八
九
七
）
は
南
泉
の
法
嗣
で
従
論
が
名
前
。　
一

二
〇
才
の
大
長
寿
者
で
あ

っ
て
、
本
誌
で
は
こ
れ
ま
で
に
第

一
人
則

「趙
州
狗
子
」
（第
七
号
）
と
第
三
九
則

「趙
州
洗
鉢
」
（第

一
五
号
）

の
二
則
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
初
出
の
第

一
八
則
の
と
き
に
、
伝
記

は
く
わ
し
く
紹
介
し
た
の
で
再
説
し
ま
せ
ん
が
、
唐
代
で
は
数
あ
る

禅
匠
の
中
の
禅
匠
と
い
っ
て
よ
い
ス
ー
パ
ー
マ
ス
タ
ー
で
す
。

ま
ず
、
こ
の
則
の
根
本
主
旨
を
万
松
さ
ん
が

〔示
衆
〕
で
示
し
て

い
ま
す
。
例
に
よ
っ
て
意
訳
し
ま
し
ょ
う
。

「大
海
を
け
倒
せ
ば
大
地
も
ふ
っ
と
び
、
白
雲
を
吹
き
散
ら
せ
ば

大
空
も
コ
ナ
ゴ
ナ
。
た
と
え
て
い
え
ば
、
こ
れ
が
仏
祖
た
ち
の
大

力
量
に
よ
る
は
た
ら
き
。
だ
が
、
仏
法
を
厳
格
に
行
ず
る
に
は
、

そ
れ
で
も
ま
だ
半
分
。
残
り
は
ど
う
教
え
示
し
た
も
の
か
な
。」

お
よ
そ
こ
ん
な
意
味
で
す
。
い
つ
ま
で
も
な
く
、
南
泉
の
殺
活
自
在

の
力
量
は
ま
だ
半
分
で
、
残
り
は
趙
州
が
あ
ざ
や
か
に
示
し
た
こ
と

を
、
暗
に
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
眼
目
の

〔本
則
〕
。

「あ
る
日
、
南
泉
の
道
場
で
は
、
東
西
の
僧
堂
に
い
る
雲
水
た
ち
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か
ネ

コ
に
つ
い
て
論
争
し
た
。
そ
れ
を

見
た
南
泉
、
や
に
わ
に
ネ

コ
を
引

っ
さ

げ
工
事
つ
（）
『
お
前
た
ち
が
今
究
極
の
真

理
を
言
え
た
ら
、
斬
ら
ず
に
お
こ
う
』
。

だ
れ
も
言
葉
が
出
な
い
。
そ
こ
で
南
泉

は
ネ

コ
を

一
刀
両
断
に
し
た
ｃ
あ
と
で

南
泉
は
こ
れ
を
趙
州
に
話
す
。
趙
州
は

だ
ま

っ
て
ワ
ラ
ジ
を
脱
い
で
頭
に
の
せ
、

ス
タ
ス
タ
と
出
て
行

っ
た
。
南
泉

『あ

の
と
き
彼
が
い
て
く
れ
た
ら
、
ち
ゃ
ん

と
ネ

コ
を
救
え
た
の
に
』
と
」
。

表
面
の
意
味
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
。
そ

れ
に
し
て
も
、
南
泉
は
な
ぜ
こ
ん
な
殺

生
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。

唐
代
の
禅
道
場
に
は
、
ネ
ズ
ミ
捕
り

に
ネ

コ
が
い
た
よ
う
で
す
。
人
が
集
団

生
活
す
る
と
こ
ろ
に
は
食
糧
の
蓄
え
が

あ
り
、
そ
れ
こ
そ
ネ
ズ
ミ
の
ね
ら
い
ど

こ
ろ
だ
か
ら
で
す
。
南
泉
道
場
で
雲
水

た
ち
が
ネ

コ
に
つ
い
て
言
い
争

っ
た
の

は
、
仏
性
の
有
無
や
寿
命
の
長
短
な
ど

か
。
「猫
児
」
の

「児
」
は
助
辞
で
す
か

ら
、
子
ネ

コ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
ま
れ
、
南
泉
は
争

い
の
タ
ネ
で
あ

る
ネ

コ
を
引

っ
さ
げ
て
、
雲
水
た
ち
に

真
の
言
動
を
追

っ
た
ｃ
か
れ
ら
の
分
別

に
よ
る
論
争
の
シ
ガ
ラ
ミ
を
絶
ち
切
ろ

う
と
。
禅
匠
た
ち
は
、
よ
く
作
務

・
食

事

。
行
脚
な
ど
の
日
常
生
活
の
上
で
雲

水
に
仏
法
を
説
き
示
し
、
真
理
を
会
得

さ
せ
て
い
ま
す
。
南
泉
の
場
合
、
き
わ

め
て
日
常
的
な
場
で
の
ネ

ヨ
談
議
を
、

い
き
な
り
雲
水
の
修
証
問
題
に
も

っ
て

い
っ
た
。
生
き
た
ネ

コ
を
絶
対
絶
命
の

俎
上
に
の
せ
、
彼
等
に
真
実
の

一
句
を

ピ
タ
リ
と
言
え
と
。
ネ

コ
の
生
死
は
雲

水
た
ち
自
身
の
生
死
だ
と
、
ギ
リ
ギ
リ

の
極
限
状
態
に
追
い
込
ん
だ
の
で
す
。

彼
等
は
息
を
の
み
、
葛
藤
切
断
の
言
動

が
何
も
と
れ
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
可
哀

そ
う
に
ネ

コ
は
斬
ら
れ
て
し
ま

つ
た
。

南
泉
自
身
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
ん
こ
と

を
し
た
と
悔

い
た
の
で
し
ょ
う
。
ふ
だ

ん
か
ら

一
目
置
い
て
い
た
趙
州
が
帰

っ

て
き
た
の
で
、
事
の
顛
末
を
話
し
た
。

趙
州
が
ワ
ラ
ジ
を
頭
に
の
せ
て
出
て
行

っ
た
の
は

一
種
の
痴
戯
で
、
師
匠
あ
な

た
は
ま
ぁ
何
と

い
う
大
人
げ
な
い
こ
と

を
し
で
か
し
た
の
で
す
、
と

い
う
た
し

な
め
の
動
作
。
そ
れ
に
対
す
る
南
泉
の

悔
語
は
、
今
さ
ら
の
つ
け
足
し
で
し
た
。

さ
て
、
こ
の
公
案
は
南
泉
の
殺
生
と

い
う
す
さ
ま
じ
い
犯
戒
の
行
動
を
、
ど

う
と
る
か
が
眼
目
。
古
来
多
く
の
論
評

や
コ
メ
ン
ト
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
前
述
の

『碧
巌
録
』
で
は
、
南

泉
が
分
別
の
葛
藤
断
絶
に
み
ご
と
な
は

た
ら
き
を
示
し
た
と
力
量
を
ほ
め
、
同

時
に
趙
州
の
心
境
を
絶
讃
し
て
い
ま
す
。

い
っ
ぼ
う

『無
門
関
』
で
は
、
趙
州
が

現
場
に
い
た
ら
ば
南
泉
の
刀
を
奪

い
と

り
、
南
泉
に
命
ご
い
を
さ
せ
た
は
ず
だ
、

と
間
接
的
に
南
泉
の
行
為
を
批
判
し
て

い
ま
す
。
本

『従
容
録
』
の
万
松
さ
ん

南
泉
山
か
ら
ほ
ど
近

い
長
江
の
流
れ

も
、
〔示
衆
〕
で
は
南
泉
の
は
た
ら
き
は

半
人
足
だ
と
い
い
、
〔本
則
〕
の
コ
メ
ン

ト
で
も
南
泉
を
さ
か
ん
に
と
が
め
て
い

る
の
は
、
す
で
に
み
た
と
お
り
。

わ
が
道
元
禅
師
は
、
『正
法
眼
蔵
随
聞

記
』
中
で
こ
の
則
に
ふ
れ
、
南
泉
の
は

た
ら
き
を
仏
行
と
ほ
め
つ
つ
、
「南
泉
は

た
だ

一
刀
両
断
の
み
を
知

っ
て

一
刀

一

段
を
知
ら
ず
」
と
批
判
し
ま
す
。
ョ

刀

一
段
」
と
は
、
雲
水
の

コ

対̈
」
そ
れ

自
体
が
真
実
を
言
い
え
て
い
る
の
だ
か

ら
、
南
泉
は
ネ

コ
を
放
す
べ
き
だ

っ
た
、

と
い
う
の
で
す
。
ま
た
、
罪
業
を
と
も

な
う
斬
猫
な
ど
の
教
化
法
は
し
な
い
方

が
よ
い
と
も
。
し
て
み
る
と
、
禅
師
は

南
泉
の
行
為
を
仏
行

・
罪
行
の
両
面
を

認
め
て
南
泉
と
ネ

コ
の
両
者
を
救

い
つ

つ
、
行
為
そ
の
も
の
は
否
定
す
る
と
い

う
深
い
配
慮
を
し
て
い
ま
す
。

ひ
る
が
え

っ
て
、
私
た
ち
仏
教
徒
は

殺
生
に
つ
い
て
ど
う
受
け
と
め
る
べ
き

で
し
ょ
う
か
。
自
ら
の
問
題
と
し
て
。

そ
れ
は
、
た
だ
殺
生
し
な
い
と
い
う
行

為
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
進
ん
で
今

こ
こ
に
生
か
さ
れ
て
い
る
命
を
よ
り
良

く
生
か
す
の
が
持
戒
の
根
本
精
神
で
す
。

こ
れ
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
慈
悲
や
精

進
に
つ
な
が
る
道
で
あ
り
ま
す
。

私
は
五
〇
年
以
上
、
畑
を

一
反
歩
ほ

ど
耕
作
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
知
ら

ず
知
ら
ず
無
数
の
虫
た
ち
を
殺
害
し
て

い
る
。
雑
草
は
常
に
駆
除
。

つ
ま
り
、

特
定
の
植
物
性
食
品
を
収
穫
す
る
と

い

う
美
名
の
も
と
に
、
無
数
の
動
植
物
を

犠
牲
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
収

穫
物
も
ま
た
食
べ
る
。
こ
う
み
る
と
、

菜
食
者
と
て
間
接
的
な
殺
生
者
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
を
ま
ず
自
覚
す
る
こ
と
。

私
が
朝
食
だ
け
な
が
ら
菜
食
に
徹
し
て

い
る
の
は
、
お
恥
し
い
こ
と
な
が
ら
、

せ
め
て
も
の
動
植
物
殺
生
に
対
す
る
さ

さ
や
か
な
サ
ン
ゲ
と
自
覚
に
よ
る
い
の

ち
精
進
の
気
持
で
あ
り
ま
す
。

道
元
様
は
、
「
こ
の
生
死
は
仏
の
お
ん

い
の
ち
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
私
た

ち
は
今
い
た
だ
い
て
い
る
命
を
大
切
に

し
、
懸
命
に
生
き
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
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〔
一
泊
参
禅
会
〕

六
月
八

。
九
日

第

一
七
回

一
泊
参
禅
会
は
、
天
徳
山

龍
泉
院
に
於
て
実
施
、　
一
日
参
加
の
二

名
を
含
め
二
七
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

昨
年
は
大
自
然
の
中
の
宝
慶
寺
、
そ

し
て
金
沢

・
大
乗
寺
で
の
坐
禅
と
貴
重

な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
今

年
は
二
年
ぶ
り
、
ホ
ー
ム
グ
ラ
ン
ド
で

の

一
泊
参
禅
と
な
り
ま
し
た
。
全
て
が

手
作
り
の
会
、
典
座
役
の
作

っ
て
下
さ

る
食
事
に
も
温
か
さ
が
、
そ
れ
を

エ
ネ

ル
ギ
ー
に
き

っ
と
充
実
し
た
坐
禅
が
出

来
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
提
唱
に
て
、
『受
食
五
観
訓
蒙
』

を
終
了
、
「少
欲
知
足
」
、
椎
名
老
師
の

声
が
耳
に
残
り
ま
す
。

一
泊
参
禅
会
に

参
加
し
て

柏
市
　
一月
塚
　
英
明

朝
四
時
振
鈴
。
周
囲
は
ま

だ
暗
闇
。
床
か
ら
起
き
、
身

繕
い
を
済
ま
せ
て
い
る
間
に

一
瞬
の
際
雨
が
あ
り
、
涼
や

か
な
空
気
の
中
で

一
泊
参
禅

会
二
日
目
の

一
住
が
始
ま
り

ま
し
た
。

こ
の

一
住
の
間
に
夜
明
け

を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
禅
堂
の
曇
リ
ガ
ラ
ス
の

彼
方
が
少
し
ず

つ
明
る
く
な

り
、
徐
々
に
夜
が
明
け
て
い

き
ま
す
。
爽
や
か
で
鮮
烈
な

印
象
を
残
し
た
時
間
で
し
た
。

私
と
坐
禅
の
出
会

い
は
、

三
十
代
半
ば
の
頃
、
家
族
と

流
山
七
福
神
巡
り
の
途
中
、

あ
る
曹
洞
宗
の
お
寺
で
坐
禅

会
の
看
板
を
見
か
け
た
こ
と
に
始
ま
り

ま
し
た
。
以
来

一
七
年
間
、
断
続
的
に

坐
禅
を
続
け
、
今
で
は
坐
禅
が
生
活
の

一
部
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
昨
年

一

〇
月
か
ら
は
、
毎
朝
三
〇
分
の
坐
禅
を

日
課
に
し
て
い
ま
す
。
起
床
が
遅
れ
、

三
〇
分
が

一
五
分
に
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
が
、
ほ
ぼ
、
毎
日
続
け
て
お
り

ま
す
。

し
か
し
、　
一
方
で
ど
う
し
て
も
坐
禅

が
自
己
流
に
な
り
が
ち
で
、
未
だ
に
結

珈
鉄
坐
も
組
め
ず
、
雑
念
に
と
ら
わ
れ

た
ま
ま
坐
禅
を
終
え
る
事
も
し
ば
し
ば

あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
時
に
い
龍
泉

院
参
禅
会
の
お
話
を
伺
い
、
今
年
の

一

月
か
ら
末
席
に
加
え
て
頂
き
、
改
め
て

坐
禅
を
見

つ
め
直
し
て
お
り
ま
す
。

龍
泉
院
参
禅
会
で
は
、
初
め
て

一
日

二
性
の
坐
禅
を
体
験
致
し
ま
し
た
。
で

す
か
ら
、
今
回
の

一
泊
参
禅
会
に
参
加

し
て
、
二
日
で
七
住
の
坐
禅
が
で
き
る

か
、
は
な
は
だ
心
許
な
い
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
′

案
の
定
、　
一
泊
参
禅
会

一
日
目
の
三

住
か
ら
膝
が
痛
く
な
り
始
め
、
二
日
目

最
後
の
四
煙
で
は
、
膝
の
痛
み
に
尻
の

骨
の
痛
み
も
加
わ
り
、
足
を
組
む
こ
と

も
ま
ま
な
ら
ず
、
「安
楽

の
法
門
」
か

ら
は
ほ
ど
遠

い
状
態
で
し
た
。

当
初
は
、
二
三
時
間
の
間
に
七
建
な

ら
ば
、
休
息
の
時
間
も
多

い
と
予
想
し

た
の
で
す
が
、
実
際
は
実
に
無
駄
の
な

い
、
充
実
し
た
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
で
し
た
。

ご
老
師
は

「ま
さ
に
接
心
」
と
お

っ
し

ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
本
当
に
本
格
的

な
坐
禅
修
行
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、

七
煙
を
成
し
終
え
た
時
に
は
、
爽
快
感

と
満
足
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。ま

た
、
ご
老
師
の
禅
講
で
は
、
面
山

瑞
方
に
よ
る

「
五
観
の
掲
」
の
解
説
に

つ
い
て
、
貴
重
な
ご
講
義
を
拝
聴
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
「少
欲
知
足
」
と

「最
後
ノ
限
食
」
は
心
に
刻
ん
で
参
り

ま
す
。
（少
欲
知
足
…
昔
支
那

二
、
子
牢

卜
云
フ
人
ア
リ
、
ア
ル
人
玉
ヲ
以
テ
子

牢
二
厭
ズ
、
子
雫
ガ
云
ク
、
我
レ
ハ
貧

ラ
ザ
ル
ヲ
賓
ト
ス
、
爾

ハ
玉
ヲ
賓
ト
ス
、

爾
若
シ
玉
ヲ
我

二
典

ヘ
バ
、
二
人
共

ニ

費
ヲ
失

フ
ナ
リ
ト
テ
、
カ
ヘ
セ
シ
ト
云

ヘ
リ
）
（最
後
ノ
限
食
卜
云

ハ
、
食
シ
了

ラ
ン
ト
シ
テ
、
今
少
シ
喰
ベ
ケ
レ
ド
モ
、

ソ
レ
ニ
心
ヲ
付
テ

一
口
減
シ
テ
、
ウ
ケ

ザ
ル
ヲ
云
ナ
リ
）

こ
の
度
の
龍
泉
院

一
泊
参
禅
会
で
は
、

七
住
の
坐
禅
、
ご
老
師
の
禅
講
、
薬
石

や
作
務
な
ど
、
二貝
重
な
経
験
を
通
じ
て
、

多
く
の
こ
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
、
朝
課
に
お
け
る
五
体
投
地

の
礼
、
坐
禅
の
間
に
行
わ
れ
た
行
茶
な

ど
、
初
め
て
体
験
で
き
た
こ
と
も
多
々

あ
り
ま
し
た
。
ご
老
師
、
幹
事
の
方
、

ご
出
席
の
皆
様
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ

い
ま
し
た
。

③



一祖
慧
可
大
師

の
耳

（終

章
）

―
雪
舟
筆

「慧
可
断
臀
図
」
雑
感
―

言
う
の
で
あ
る
。
先
年
嵩
山
登
封
で
こ

の
條
を
椎
名
老
師
に
ご
提
唱
い
た
だ
い

た
時
、
慧
可
の
可
は

「亦
可
在
」
の
可
、

「ま
た
可
な
る
も
の
あ
り
」
よ
り
来
る

も
の
で
あ
る
と
の
御
教
示
を
頂
い
た
。

耳
を
描
か
な
か

っ
た
の
は
、
神
光
が

慧
可
に
な

っ
た
後
を
描
い
た
か
ら
に
外

な
ら
な
い
。
神
光
で
あ
れ
ば
聞
か
ね
ば

な
ら
ぬ
。
慧
可
に
な

っ
た
か
ら
に
は
初

祖
の
言
葉
は
も
う

「言
詮
不
及
」
の
場

所
で
聴

い
て
い
る
。
初
祖
は
も
う

一
語

も
発
し
な
い
。
全
て
発
し
終

っ
て
い
る

の
だ
。

禅
機
図
に
賛
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し

か
し
賛

（言
葉
）
が
画
を
規
制
し
、
画

は
賛
の
説
明
に
な

っ
て
し
ま
う
場
合
も

あ
る
。
言
葉
を

″
音
″
と
読
み
替
え
る

と
耳
が
日
、
″
心
眼
″
を
晦
ま
し
て
し
ま

輩
薫
舞
購
請
階
解絵
贈
　
　
　
一

一本
二
奮
や
瞥
末
鷹罹
７
貨
換
口
准
緩
や
詢
な

ヽ
‐^
′
）^雪

舟
が
耳
を
敢
て
説
明
し
な
か

っ
た

の
は
、
誰
れ
で
も
知

っ
て
い
る
断
腎
の

話
を
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
表
現
し

た
か

っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

慧
可
大
師
は
雪
場

で
ち
も
。
下
唇
を

少
し
噛
み
、
眼
は
今
、
此
ユ
」（
＝
永
遠
）

に
着
す
る
。
切
り
落
し
た
腎
は
か
つ
て

の
神
光
そ
の
も
の
．
傷
日
の
朱
は
い
か

に
も
淡
い
。

雪
舟
以
後
五
百
年
、
空
前
の
大
展
覧

が
今
春
京
都

・
東
京
で
行
わ
れ
、
こ
の

「慧
可
断
腎
図
」
が
会
場
入
回
の
大
壁

面
を
飾

っ
た
。
九
八
年
東
博
の

「
日
本

の
水
墨
画
展
」
以
来
久
々
の
展
観
で
あ

り
、
以
前
に
は
道
釈
画
の

一
点
と
し
て

の
展
示
で
あ

っ
た
が
、
今
回
は
雪
舟
の

代
表
作
と
し
て
の
登
場
で
あ
る
。

以
前
に
述
べ
た
と
お
り
、
洞
窟
で
面

壁
端
坐
す
る
達
摩
大
師
に
入
室
を
乞
う

慧
可
大
師
、
人
物
を
真
横
か
ら
把
え
た

構
図
は
伝
梁
楷
筆

「
八
高
僧
図
巻
」
、
戴

進
筆
の

「禅
宗
六
代
祖
師
図
巻
」
と
共

通
し
て
お
り
、
今
回
の
展
観
で
も
参
考

と
し
て

「
六
代
祖
師
図
巻
」
が
展
示
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

し
か
し
い
づ
れ
も
各
祖
師
の
事
跡
の

説
明
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
雪
舟

の

「慧
可
断
腎
図
」
は
遥
か
に
こ
れ
ら

を
越
え
て
い
る
。

私
は
こ
の
画
を
見
る
度
に

「何
故
、

雪
舟
は
慧
可
大
師
の
耳
を
輪
郭
し
か
描

か
議
か
っ
た
の
か
？
」２
思
っ
て
い
る
。

‥
秋
や
切
り
取
っ
た
腎
を
受
け
て
い
る

手
巾
は
運
針
の
跡
ま
で
描
き
、
夜
を
徹

し
て
堅
く
立
ち
続
け
た
顔
に
は
少
し
仲

び
た
髭
や
頭
髪
、
睫
は
墨
の
濃
淡
ま
で

松
戸
市
　
小

畑
　
節

朗

描
き
分
け
微
細
を
極
め
て
い
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
耳
は
二
本
の
線
の
み
で
顔
と

耳
を
分
け

て

い
る

の
み
。
今
、
神
光

（慧
可
の
前
の
名
）
の
存
在
に
気
が
付

い
た
初
祖
が
正
に

一
言
を
発
し
よ
う
と

す
る
の
に
、
何
故
、
耳
を
傾
け
な
い
の

か
。禅

修
行
を
志
す
者
で
あ
れ
ば
知
ら
な

い
者
は
い
な
い
有
名
な
話
を
、
雪
舟
は

破
格
に
描
い
た
の
で
あ
る
。
（倣
梁
楷
黄

初
平
図
の
耳
の
描
き
方
に
も
似
る
）

い
わ
ば
言
葉
以
前
の
消
息
、
禅
の
表

現
の

「
言
詮
不
及
、
意
路
不
到
」
の
処

を
素
覗
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

‥
信
語
が
及
ば
な
い
世
界
、
人
間
界
の

意
路
が
通
用
し
な
い
処
、
有
無

・
生
死

の
二
つ
に
分
か
れ
る
以
前
の
消
息
と
で

も
言
う
の
か
、
そ
こ
に
は
音
も
絶
え
て

い
る
。

断
腎
の
後
に
達
摩
大
師
の
言

っ
た
言

葉
を

『伝
燈
録
』
は
次
の
如
く
に
記
す
。

「諸
佛
最
初
に
道
を
求
め
し
と
き
法

の
為
に
形
を
忘
じ
き
。
汝
、
今
腎
を
吾

が
前
に
断

つ
。
求
む
る
こ
と
ま
た
可
な

る
も
の
あ
り
。
師
、
遂
に
因

っ
て
与
に

名
を
易
え
て
慧
可
と
い
わ
し
む
。
」

神
光
の
名
を
慧
可
に
替
え
さ
せ
た
と

慧可断臀図 雪舟筆 (斉年寺蔵 )
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「慧
可
断
背
図
」
は
雪
舟
七
七
歳
、

明
応
五
年

（
一
四
九
六
）
の
作
と
す
る
。

七
七
歳
に
し
て
こ
の
大
作
を
後
世
の
我

々
に
残
し
て
く
れ
た
。
加
藤
周

一
氏
は

「主
人
公
は
慧
可
で
は
な
く
面
壁
の
ダ

ル
マ
」
と
す
る
が
、
私
は
主
人
公
は
慧

可
大
師
で
あ
る
。
こ
の
画
を
描
く
必
然

は

「断
腎
の
祖
宗
学
ぶ
べ
し
」
で
あ
り

慧
可
大
師
は
雪
舟
自
身
に
重
な
る
。

島
尾
新
氏
は
、
多
く
の
画
師
た
ち
が

雪
舟
を
規
範
と
し
な
が
ら
雪
舟
ら
し
い

と
こ
ろ
は
描
け
て
な
い
、
真
似
で
き
た

人
は
い
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
通
り

で
あ
る
。

落
款
の

「
四
明
天
童
第

一
座
」
の
名

誉
称
号
は
如
何
か
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ

う
が
、
時
代
背
景
と
し
て
応
仁
の
大
乱

後
の
乱
世
、
本
朝
大
画
人
の
自
負
と
し

て
受
け
止
め
た
い
。
　

　

　

（お
わ
り
）

＊

「
二
祖
慧
可
大
師
の
耳
」
（そ
の
一
）

（そ
の
二
）
は

『明
珠
』

一
九
、
二

一

号
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

「大
慈
宏
済
」
を
目
指
し
て

柏
市
　
杉
浦
上
太
郎

一
昨
年
の
雪
印
食
品
事
件
以
来
、
昨

今
の
中
国
ダ
イ

エ
ッ
ト
食
品
事
故
、
日

本

ハ
ム
不
正
事
件
、
中
国
輸
入
野
菜
の

農
薬
高
濃
度
残
留
と
、
食
品
問
題
が
雨

後
の
筍
の
よ
う
に
次
々
と
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
思
い
起
こ
し
て
み
ま

す
と
食
品
問
題
は
今
に
始
ま

っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
終
戦
直
後
の
石
鹸
を
紙
に

包
ん
で
羊
羹
と
称
し
て
路
上
で
売
る

「
ニ
セ
羊
羹
」
か
ら
始
ま

っ
て
、
森
永

砒
素
入
り
粉
ミ
ル
ク
、
多
く
の
缶
詰
メ

ー
カ
ー
が
鯨
肉
や
馬
肉
を
牛
缶
と
し
て

販
売
し
た

「
ニ
セ
牛
缶
」
、
〓
一百
人
が
死

亡
し
た
カ
ネ
ミ
油
症
と
、
事
故
の
件
数

は
枚
挙
に
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
食
品
産
業
の

一
端
を
担
う
健

康
食
品
業
界
に
焦
点
を
当
て
て
み
ま
す

と
、
こ
れ
も
問
題
が
多

い
の
で
す
。
健

康
食
品
の
消
費
者
調
査
か
ら
も
、
六
〇

％
の
人
々
は
満
足
し
て
い
な
い
実
態
が

浮
か
び
上
が

っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
は
、
食
品
を
扱
う
に
相
応
し
く

な
い
業
者
に
よ
る
不
適
正
商
品
の
製
造
、

ガ
ン
や
あ
ら
ゆ
る
病
気
が
治
る
な
ど
と

誇
大
説
明
す
る
違
法
販
売
業
者
、
密
室

に
消
費
者
を
集
め
て
高
額
商
品
を
押
し

付
け
る
悪
徳
業
者
が
横
行
し
て
い
る
こ

と
が
大
き
な
要
因
に
な

っ
て
い
ま
す
。

私
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
は
、
五
年

間
の
自
営
期
間
を
除
い
て
三
三
年
に
な

り
ま
す
が
、
す
べ
て
薬
業
界
で
し
た
ｃ

し
か
し
、
正
確
に
は
、

Ｖヽ
」
四
年
間
は
、

ド
イ
ツ
の
Ｄ

ｒ
・
Ｗ

・
シ
ュ
ワ
ー
ベ
製

薬
と
い
う
生
薬
専
門
の
国
際
企
業
の
日

本
法
人
に
移
籍
し
た
こ
と
に
よ
り
、
食

品
産
業
界
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

生
薬
は
日
本
で
は
、
特
定
の
漢
方
薬
以

外
は
医
薬
品
の
認
可
が
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
ド
イ
ツ
生
薬
の
中
か
ら
、　
一
部
を

健
康
食
品
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
製
造

・
販

売
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
故
に
健
康
食

品
に
携
わ
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
、
否

応
な
し
に
食
品
産
業
界
の
不
祥
事
は
、

重
大
関
心
事
と
な
り
、
昨
今
は
性
促
た

る
思
い
が
高
ま
る
ば
か
り
で
す
。

し
か
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
あ
ま
り
よ
く

な
い
健
康
食
品
業
界
で
す
が
、
新
た
な

展
開
の
時
期
に
入
り
ま
し
た
。
優
秀
な

製
品
も
多
く
開
発
さ
れ
、
今
後
、
高
血

圧

・
糖
尿
病

・
動
脈
硬
化
な
ど
の

「生

活
習
慣
病
」
改
善
の
主
役
と
し
て
、
医

療
界
で
の
本
格
活
用
が
促
進
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
既
に
決
定
し
た
厚
生
労
働
省

の
第
四
次
医
療
改
革
の
背
景
に

「
生
活

習
慣
病
」
は
、
適
切
な
指
導
の
下
に
健

康
食
品
を
活
用
し
て
、
早
期
改
善
を
促

進
す
る
指
針
が
示
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

厚
生
労
働
省
は
、
そ
の
指
導
に
携
わ

る
専
門
家
の
養
成
を
、
（財
）
日
本
健
康

・
栄
養
食
品
協
会

（健
康
食
品
業
界
の

元
締
め
）
に
依
頼
し
、
昨
年

「食
品
保

健
指
導
士
」
制
度
が
発
足
し
ま
し
た
。

有
資
格
者
が

一
定
の
講
習
を
受
講
し
、

論
文
形
式
の
試
験
に
合
格
し
て
、
そ
の

資
格
が
得
ら
れ
ま
す

．^
私
も
、
こ
の
八

月
、
そ
の
第

一
回
目
の
試
験
に
合
格
し
、

そ
の
資
格
を
得
ま
し
た
。
私
が
受
講
し
、

資
格
を
得
よ
う
と
し
た
動
機
は
、
能
力

向
上
を
し
、
少
し
で
も
世
の
中
の
お
役

に
立
ち
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
で
す
。

そ
れ
は
、
昨
年

一
二
月
に
行
わ
れ
ま
し

た
第
二
回
在
家
得
度
式
で
、
椎
名
老
師

か
ら
賜
り
ま
し
た

「大
慈
宏
済
」
の
法

名
に
相
応
し
い
人
間
に
少
し
で
も
近
づ

き
た
い
と
い
う
熱
望
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
、
本
当
の
健
康
の
基
本
は
、
日

々
の
食
事
と
運
動
と
心
の
持
ち
様
だ
と

嘲
方 っ
ば
ぃ
蔵
綸
夕
種
郵
守
聾
¨
彎
刺
漱

医
学
思
想
に
あ
る
と
お
り
、
日
々
、
自

分
が
暮
ら
す
近
く
の
土
地
で
取
れ
た
旬

の
野
菜
を
食
べ
る
こ
と
で
す
。

椎
名
老
師
は
、
御
自
ら
汗
を
か
い
て
、

野
菜
を
作
ら
れ
、
そ
れ
を
召
し
上
が

っ

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
健
康
上
、
最
も
理

想
的
な
こ
と
と
存
じ
上
げ
ま
す
。

私
は
今
後
、
企
業
人
の

一
員
で
は
あ

り
ま
す
が
、
常
に
、
仏
教

・
社
会
モ
ラ

ル
に
思
考

・
行
動
の
原
点
を
お
い
て
諸

活
動
を
実
践
し
、
微
力
な
が
ら
健
康
食

品
業
界
、
食
品
産
業
界
を
正
す
火
種
に

な
り
た
い
と
念
じ
て
お
り
ま
す
。
合
掌
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『明
珠
』
三
六
号
を
読
ん
で

埼
玉
県
大
井
町
　
石
田
　
七
重

い
つ
も
な
が
ら
、
難
解
な

『従
容
録
』

の
御
老
師
に
よ
る
解
説
は
、
後
の
四
分

の

一
く
ら
い
か
ら
は
現
在
の
私
た
ち
に

結
び
付
け
て
解
説
く
だ
さ
り
、
ホ
ッ
と

安
心
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ

っ
て
前
の
四
分
の
三
を
振

り
返

っ
て
読
み
直
す
私
で
す
。
そ
し
て
、

最
後
に
具
体
的
に
何
を
、
ど
う
す
れ
ば

良

い
か
を
考
え
る
き

っ
か
け
を
与
え
て

く
だ
さ

っ
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に
き

っ
か

け
を
見

つ
け
ら
れ
る
時
、
ま
た
そ
う
で

な
い
時
交
ぜ
交
ぜ
で
す
が
、
こ
の
終
わ

り
の
数
行
に
、
御
老
師
の
温
か
く
厳
し

い
教
え
が
毎
号
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

森
岡
さ
ん
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
輩

皆
様
方
に
比
べ
、
長
く
深
い
ご
縁
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま

っ
す
ぐ
に
目
を
見

て
、
大
真
面
目
、
大
声
で
話
さ
れ
る
ご

様
子
が
、
少
年
の
よ
う
で
し
た
。

六
月
頃
で
し
た
か
、
大
変
蒸
し
暑
い

日
の
坐
禅
中
、
私
の
お
隣
に
坐
』
れ
て

い
た
森
岡
さ
ん
が
、
大
き
な
う
な
る
よ

う
な
声
で

「暑
い
！
」
と
発
し
ま
し
た
。

私
は
飛
び
上
が
ら
ん
ば
か
り
に
び

っ
く

り
し
ま
し
た
。
咳
や
く
し
ゃ
み
で
も
困

る
坐
禅
中
、
は

っ
き
り
と

「暑
い
」
と

お

っ
し
ゃ
っ
た
ｃ
そ
の
声
を
聞
い
た
私

は

″
暑

い
と
思

っ
て
も

い
い
の
だ
″
と

安
心
い
た
し
ま
し
た
。

す
る
と
随
分
暑
さ
が
楽
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
お
隣
の
森
岡
さ
ん
の
横
顔

を
見
て
、
仏
様
だ
と
思
い
ま
し
た
。
先

ほ
ど
の

「暑
い
！
」
は
ま
さ
に
仏
様
の

御
声
だ

っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
以

後
、
禅
堂
に
は
い
つ
も
森
岡
さ
ん
が
い

ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
蒸
し
暑

い
時
こ
そ
、
私
の
お
隣
に
坐
ら
れ
て
い

る
と
い
う
実
感
が
強
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

『明
珠
』
の
編
集
の
方
の
ご
苦
労
は
、

想
像
し
難
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、

交
代
さ
れ
て
の
第

一
号
と

い
う

べ
き

〔三
六
号
〕
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
て
、
ベ
ン
を
執
り
た
い
と

い
う
思
い

の
ま
ま
、
浅
い
内
容
、
拙
い
文
な
が
ら

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　

合
掌

工
房
で
鍛
錬
す
る
森
岡
老
（昭
和
６‐
年
）

初
坐
禅
体
験
記

一
泊
参
禅
会

早
朝
の
お
ぐ
ら
き
空
を
振
り
仰
ぎ

暁
天
坐
禅

へ
心
あ

つ
む
る

開
け
放

つ
禅
堂
に
渡
る
初
夏
の
風

坐
禅
す
る
吾
の
肩
を
過
ぎ
ゆ
く

不
如
帰
鋭
き
声
に
鳴
き
渡
る

束
の
間
吾
は
気
を
削
が
れ
た
り

禅
講
の
始
ま
る
合
図
の
折
の
音

澄
み
た
る
御
堂
に
響
き
ゆ
く
な
り

道
友
と
の

一
泊
参
禅
無
事
に
了

ヘ

和
や
か
に
喫
す
茶
の
味
甘
し

県
立
柏
高
校

茶
道
部

八
重
樫
里
永

私
た
ち
の
生
活
は

「何
か
を
得
る
」

と
い
う
意
識
に
左
右
さ
れ
て
い
ま
す
。

ど
う
す
れ
ば
自
分
に
と

っ
て
得
か
？
何

が
自
分
に
と

っ
て
た
め
に
な
る
の
か
？

な
ど
と
い
う
事
で
す
。

坐
禅
の
時
、
お
話
し
て
下
さ
っ
た
内

容
は
、
「何
か
の
た
め
に
坐
禅
を
す
る

も
の
で
は
な
い
。」
と
い
う
言
葉
で
し

た
。
と
は
い
え
、
私
た
ち
は
茶
道
で
必

要
な
落
ち
着
き
を
身
に
つ
け
る
な
ど
の

た
め
に
坐
禅
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
で
は
私
た
ち
の
し
た
事
は
意
味
が

な
か

っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
事

は
な
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。

少
な
く
と
も
、
坐
禅
を
し
た
こ
と
で

「無
功
徳
」
と
い
う
言
葉
に
出
会

い
ま

し
た
。
言
葉
だ
け
で
な
く
、
初
心
者
の

私
た
ち
に
親
切
に
教
え
て
下
さ

っ
た
皆

さ
ん
と
も
出
会
え
ま
し
た
。
こ
れ
が
茶

道
の
心
得
で
も
あ
る
、
コ

期

一
会
」
と

い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
だ
私

に
そ
う

い
っ
た
深
い
事
は
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
こ
う

い
う
出
会
い
も

い
い
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。

大
勢
で
押
し
掛
け
て
い
っ
た
私
た
ち

に
親
切
に
教
え
て
下
さ

っ
た
龍
泉
院
の

皆
さ
ん
、
本
当
に
有
り
難
う
ご
ざ

い
ま

し
た
。
今
度
、
坐
禅
を
す
る
時
は

「無

功
徳
」
と
い
う
言
葉
を
念
頭
に
置
い
て

や
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
口
　
真
美

坐
禅
を
す
る
の
は
今
回
が
初
め
て
の

体
験
で
し
た
。
静
か
な
と
こ
ろ
で
心
を

無
に
す
る
の
は
難
し
か

っ
た
け
れ
ど
、

段
々
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ほ

と
ん
ど
自
然
の
音
し
か
聞
こ
え
な
か

っ

た
の
で
、
な
ん
だ
か
自
然
と

一
体
感
を

も
て
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。
ま
た
機
会

が
あ

っ
た
ら
や
っ
て
み
た
い
で
す
。

丸
山
　
香
織

今
回
、
私
は
県
立
柏
高
校
茶
道
部
員

と
し
て
、
こ
ち
ら
で
坐
禅
の
体
験
を
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
顧
間
の
先
生
が
、

茶
道
は
元
を
た
ど
る
と

「禅
」
に
つ
な

が
る
か
ら
、
と
私
達
を
坐
禅
講
習
に
連

れ
て
行

っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
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坐
禅
は
武
士
の
間
に
ひ
ろ
ま

っ
た
行

で
あ
り
、
ま
た
茶
道
も
多
く
の
武
士
が

学
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
茶
道
と
い

う
も
の
は
、
今
や
女
性
の
た
し
な
み
と

な

っ
て
い
ま
す
が
、
昔
は
茶
室
は
武
十

の
密
談
の
場
と
し
て
の
も
の
で
あ

っ
た

そ
う
で
す
ｃ

四
畳
半
が
基
本
の
狭
い
お
茶
室
な
の

で
、
武
士
達
は
狭
い
な
か
を
詰
め
あ

っ

て
正
座
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま

た
、
な
ぜ
狭
い
か
と
い
う
と
武
士
が
刀

を
持

っ
て
茶
室
で
振
り
ま
わ
せ
な
い
と

い
う
理
由
も
あ
る
そ
う
で
す
。

そ
し
て
今
回
、
坐
禅
も
ま
た
、
武
士

の
強
い
精
神
力
を
養
う
た
め
の
も
の
で
、

茶
道
と
坐
禅
は
非
常
に
つ
な
が
り
が
深

い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ど
ち
ら
も
、
無
駄
な
動
き
が

一
つ
も
な

く
、
緊
張
し
た
雰
囲
気
の
も
と
で
隙
を

他
人
に
決
し
て
見
せ
な
い
も
の
の
よ
う

に
思
え
ま
す
。

坐
禅
を
通
し
て
、
茶
道
の
歴
史
の
奥

深
さ
、
多
く
の
日
本
人
が
受
け
継
い
で

き
た
と
い
う
貴
重
さ
、
こ
の
二
点
を
私

は
改
め
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

常
日
頃
思
い
、
私
も
こ
の
よ
う
な
素
晴

ら
し
い
文
化
の
あ
る
国
の
人
間
と
し
て
、

精

一
杯
茶
道
と

い
う
伝
統
を
、
誇
り
を

持

っ
て
受
け
継
い
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

今
回
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
私
達
に

与
え

て
下
さ
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ

い
ま
し
た
。

施
食
会
の
功
徳柏

市
　
加
藤
　
孝

龍
泉
院
坐
禅
会
員
に
な
り
六
年
、
毎

年
施
食
会
に
は
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
い

る
。
私
に
と

っ
て
は
す
で
に
年
中
行
事

と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

私
の
役
割
は
、
参
道
に
ま
で
溢
れ
る

車
の
交
通
整
理
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

思
い
出
は
ひ
た
す
ら

″
暑
い
″
と
い
う

こ
と
に
尽
き
て
い
た
が
、
有
り
難
い
事

に
今
年
は
前
日
ま
で
の
酷
暑
が
去
り
、

大
変
涼
し
か

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
目
が
如
何
に
暑
い
日

で
あ
ろ
う
と
も
、
毎
年
こ
の
時
を
心
待

ち
に
し
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
椎
名

老
師
を
始
め
僧
侶
の
方
々
と
檀
家
の
人

達
と
が

一
体
と
な

っ
て
執
り
行
わ
れ
る

本
堂
で
の
荘
厳
な
儀
式
に
触
れ
ら
れ
る

事
や
、
大
洞
院
木
村
老
師
の
法
話
を
聞

か
せ
て
頂
け
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時

は
、
あ
た
か
も
、
執
行
者
と
本
堂
を
埋

め
つ
く
し
た
檀
家
の
方
達
が

一
体
化
し

て
演
じ
る
劇
場
の
よ
う
な
雰
円
気
を
さ

え
感
じ
る
。

ま
た
更
に
素
晴
ら
し
い
の
は
、
椎
名

老
師
の
御
指
導
の
も
と
、
参
禅
会
の
有

志
が
力
を

一
つ
に
し
て
仕
事
が
出
来
る

こ
と
で
あ
る
。
、
こ
の
儀
式
の
準
備
等
に

参
加
し
て
い
る
会
員
の
方
々
に
感
心
す

る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
感
銘
す
る

の
は
、
杉
浦
さ
ん
の
手
際
の
良
さ
で
あ

る
。
額
に
玉
の
汗
を
し
た
た
ら
せ
な
が

ら
黙
々
と
堂
内
の
飾
り
付
け
を
す
る
姿

に
は
、
心
頭
減
却
し
て
仕
事
に
無
心
で

没
入
す
る
日
常
禅
の
真
髄
を
教
え
ら
れ
、

禅
を
修
行
す
る
者
の
真
骨
頂
を
見
せ
て

頂
い
た
よ
う
な
思
い
が
す
る
。

禅
を
真
剣
に
修
行
し
て
い
る
人
は
、

結
果
と
し
て
、
卓
越
し
た
仕
事
人
と
な

る
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
今
年
の

施
食
会

へ
の
奉
仕
か

ら
多
く
の
教
え
を
頂

戴
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
健
康

で
あ
る
限
り
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
頂
く

つ

も
り
で
あ
る
。

誠
に
有
り
難
う
ご

ざ

い
ま
し
た
。
合
掌
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二
回
楽
し
ん
だ

今
年
の
筍
掘
り

恒
例
の
筍
掘
り
が
今
年
も
四
月
に
行

わ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
筍
掘
り
史
上
珍
し
い
事
が
あ

り
、
と
い
い
ま
す
の
は
筍
の
発
育
が
殊

の
外
早
く
、
例
年
の
第
四
日
曜
の
参
禅

会
の
後
に
掘
る
の
で
は
竹
に
な

っ
て
し

ま
う
の
で
は
…
、
と
の
ご
老
師
の
配
慮

か
ら
、
急
邊
第
三
日
曜
に
変
更
。
晴
天

の
下
、
鍬
を
片
手
に
、
汗
を
流
し
な
が

ら
土
の
香
、
筍
の
香
と
春
を
満
喫
致
し

一‐
‐
‐
‐

講
　
義

座
　
談

参
加
資
格

〈〓
　
費

成
道
会
坐
禅

一
泊
参
禅
会

も
う
少
し
掘

っ
た
方
が
…

雰   |

に
来
山
の
こ
と
）
　

四
月
は
八
時
半
よ
り
坐
禅
作
法
指
導

坐
　
禅
　
　
第

一
住
　
口
宣
、
坐
禅
三
〇
分

経
　
行

　

一
〇
分

第
二
住
　
坐
禅
三
〇
分

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

『正

法
眼
蔵
』
の
提
唱
を
聞
く
。
現
在

「行
持
」
下
巻

］嚇珊麟脚猜ド舛ゥ「れ拠婦げ狂府岬坤ます　　　　一一
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
今
年
も

ま
た
龍
泉
院
筍
が
食
卓
を
飾

っ
た
事
と

思
い
ま
す
。
が
、
こ
れ
で
終
わ
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
更
に
第
四
日
曜

に
も
立
派
な
筍
が
ま
た
頭
を
出
し
て
お

り
、
禅
会
の
後
掘
つ
起
こ
し
ま
し
た
。

三
度
楽
し
ま
せ
て
頂
い
た
今
年
の
筍

掘
り
、
来
年
は
何
回
？

―

沼

南

雑

記

―

参
禅
会
記
録
（　
）
内
は
座
談
の
司
会
者

平
成

一
四
年

●
四
月
二

一
日
　
筍
掘
り

●
四
月
二
八
日
　
　
一二
一
名

（美
川
　
武
弘
氏
）

坐
禅

・
禅
講
後
、
筍
掘
り

・
五
月
二
六
日
　
　
一一一〇
名

（中
蔦
　
宏
誠
氏
）

●
六
月
八

・
九
日

一
泊
参
禅
会
　
一
一七
名

於
　
天
徳
山
龍
泉
院

幹
事
　
添
田
　
日国
弘
氏

松
井
　
　
隆
氏

●
六
月
二
三
日
　
　
一壬
二
名

（三
浦
　
輝
行
氏
）

●
七
月
二
八
日
　
　
一一一八
名

（今
泉
　
立早
利
氏
）

・
八
凋

一
六
日

「龍
泉
院
施
食
会
」
作
務
奉
仕

法
話
　
木
村
誠
治
老
師

ｏ
八
月
二
五
日
　
　
一三
二
名

（加
藤
　
　
孝
氏
）

●
九
月
二
二
日
　
　
一三
二
名

（永
野
　
昭
治
氏
）

▼
当
参
禅
会
の
筍
掘
り
名
人

・
寺
田
健

二
さ
ん
よ
り
昨
年
教
え
を
受
け
、
今
年

は
…
…
と
張
り
切

っ
て
参
加
。
し
か
し

今
年
は
運
搬
係
、
そ
の
成
果
を
発
揮
で

き
ず
、
来
年
こ
そ
は
と
筍
掘
り
に
闘
志

を
燃
や
し
て
い
ま
す
。

▼
暑
い
暑
い
七
月
の
禅
会
に
、
熱
い
心

を
持

っ
た
高
校
生
が
参
加
。　
一
瞬
、
会

員
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
も
上
が
り
ま
し
た
。

持
続
し
ま
す
よ
う
に
。

▼
今
も
は

っ
き
り
と
耳
に
残

っ
て
い
る

高
校
の
日
本
史
の
授
業
の

一
コ
マ
。
道

元
の
書
い
た

『
正
法
眼
蔵
』
は
世
界

一

難
解
な
本
で
す
、
と

い
う
先
生
の
声
、

た

っ
た
今
、
椎
名
老
師
よ
り
そ
の
ご
本

の
講
義
を
受
け
て
い
る
。
感
激
、
感
激
。

▼
今
年
も
曼
珠
沙
華
が
咲
き
ま
し
た
。

昨
年
と
同
じ
所
に
同
じ
時
期
に
。
昨
日

の
朝
と
同
じ
時
間
に
起
き
ら
れ
な
い
人

間
も

い
る
と

い
う
の
に
…
。
自
然
は
人

間
界
の
先
生
で
す
。

▼
皆
さ
ん
の
文
章
で
作
ら
れ
た
『明
珠
』

を
読
む
度
に
、
同
じ
思
い
を
感
じ
る
嬉

し
い
ひ
と
時
。
編
集
に
携
わ

っ
て
、
外

に
会
う
こ
と
の
な
い
読
者
が
沢
山
い
る

こ
と
に
気
が
付

い
た
。　
一
顆
明
珠
の
意

を
心
に
念
じ
、
全
て
の
読
者
に
思
い
を

馳
せ
て
、
『明
珠
』
に
関
わ

っ
て
い
こ
う

と
思
い
ま
す
。
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