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従
容
録
に
学
ぶ

金兵
）

第

一
五
則
　
仰
山
挿
鍬

曇
不
　
衆
〕

れ
に
示
し
て
云，‐
く
、
た
だ
許
ら
ざ
る
先
に
知
る
は
、
と
を
哭
論‐，
ど

謂
う
。
明
さ
ざ
れ
ど
も
自
ず
か
ら
顕
わ
る
る
は
、之
を
暗
機
と
謂
う
。

三
門
の
前
に
て
合
掌
し
、
両
廊
下
に
て
行
道
す
る
は
、箇
た
意
度
あ
り
。

中
庭
上
に
て
舞
い
を
作
し
、
後
門
外
に
て
格
頭
す
る
は
、
又
た
作
慶

生
。〔本

　
則
〕

挙
す
、
潟
山
、
仰
山
に
問
う
、
甚
処
よ
り
来
る

（是
れ
、
来
る
処

を
知
ら
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
）。
仰
云
く
、
田
の
中
よ
り
来
る

（体
、

為
甚
に
か
草
に
落
つ
）
。
山
云
く
、
田
の
中
は
多
少
の
人
ぞ

（只
だ

父
子
両
筒
の
み
）。
仰
、
鍬
子
を
挿
下
て
叉
手
し
て
立
つ

（放
去
か

ば
較
危
う
か
ら
ん
）。
山
云
く
、
南
山
に
は
大
だ
人
あ

っ
て
昴
を
刈

る

（草
を
打

っ
て
蛇
を
驚
か
す
）。
仰
、
鍬
子
を
描

っ
て
使
ち
行
く

（収
来
は
大
だ
速
か
な
り
）。

今
回
は
、
仰
山
慧
寂

（八
〇
三
～
八
八
七
）
が
主
人
公
の

一
則
で

す
。
こ
の
方
は
、
お
師
匠
さ
ま
の
潟
山
霊
祐
と
と
も
に
禅
門
五
家
の

一
つ
で
あ
る
潟
仰
宗
の
開
祖
と
さ
れ
る
英
傑
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で

は
初
登
場
で
す
が
、
『従
容
録
』
で
は
ほ
か
に
第
二
六
則
、
三
二
則
、

七
七
則
、
九
〇
則
の
四
つ
が
あ
り
、
合
計
五
則
が
収
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
本
則
は
宏
智
さ
ん
の
採
録
で
す
か
ら
、
宏
智
は
い
か
に
仰
山
を

高
く
評
価
し
て
い
た
か
が
察
し
ら
れ
ま
す
。

仰
山
は
、
六
祖
慧
能
さ
ま
と
同
じ
広
東
省
の
人
で
、
か

っ
て
の
六

祖
さ
ま
の
道
場
、
詔
関
市
の
南
華
寺
で
出
家
し
ま
し
た
。
の
ち
に
湖

南
省
の
大
潟
山
で
霊
祐
さ
ん
に
師
侍
し
、
そ
の
法
を
嗣
ぎ
ま
す
。
そ

の
後
は
江
西
省
の
仰
山
で
道
場
を
開
き
、
四
方
に
英
名
を
は
せ
た
禅

匠
で
し
た
。
語
録
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
仰
山
は
門
人
た
ち
を

指
導
す
る
と
き
、
特
に
さ
ま
ざ
ま
な
円
相
を
多
用
す
る
宗
風
を
も

っ

て
い
ま
し
た
。

円
相
と

い
う
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
使
用
の
起
源
は
、
唐
代
の
禅
門
か

ら
と

い
わ
れ
ま
す
が
、
禅
僧
た
ち
は
真
理
を
示
す
た
め
に
好
ん
で
円

相
を
用
い
ま
し
た
。
仰
山
に
は
実
に
九
六
通
り
の
円
相
が
あ
り
、
こ

れ
は
南
陽
慧
忠
―
耽
源
応
真
―
仰
山
と

い
う
ふ
う
に
伝
承
さ
れ
た
と

い
い
ま
す
。
仰
山
の
弟
子
に
は
新
羅
僧
が
あ
り
、
の
ち
に
新
羅
に
帰

彎

漁
鑽
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っ
て
活
躍
し
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
円

相
の
宗
風
も
半
島
に
伝
わ
り
、
『宗
門
円

相
集
』
と

い
う
著
述
が
壺
麗
の
禅
門
か

ら
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
ま
ず
万
松
さ
ん
に
よ
る

〔示

衆
〕
を
、
例
に
よ

っ
て
意
訳
で
示
し
ま

し
よ

つヽ
。「ま

だ
話
さ
ん
の
に
互
い
に
消
息

が
通
じ
る
の
を
以
心
伝
心
と

い
い
、

は

っ
き
り
云
わ
ん
で
も
自
然
に
顕
わ

れ
る
の
を
ア
ウ
ン
の
呼
吸
ピ

ッ
タ
リ

の
は
た
ら
き
、
と

い
う
の
じ
ゃ
。
三

門
の
前
で
手
を
合
わ
せ
、
東
西
の
廊

下
で
経
行
す
る
の
も
、
み
ん
な
そ
う

し
た
は
た
ら
き
よ
。
で
は
、
中
庭
で
踊

る
と
門
外
で
そ
れ
に
へ
つ
ら
う
と
い

う
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
だ
ろ
う
な
。」

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
原
文

に
は
耳
な
れ
な
い
こ
と
ば
が
二
つ
あ
り

ま
す
。
黙
論
と
暗
機
で
す
。
こ
れ
は
、

仰
山
が
円
相

の
は
た
ら
き
を
示
し
た

「円
相
六
義
」
の
中
の
二
つ
で
、
「黙
論
」

は
言
葉
に
よ
ら
ず
に
機
縁
が
ピ

ッ
タ
リ

契
う
こ
と
、
「暗
機
」
も
ま
た
暗
黙
の
う

ち
に
呼
吸
が
合
う
こ
と
で
す
か
ら
、
と

も
に
同
じ
よ
う
な
消
息
で
す
。
中
庭
で

踊
る
と
門
外
で
調
和
す
る
と
は
、
ま
さ

に
意
気
投
合
、
同
道
唱
和
の
妙
契
で
す
。

そ
こ
で

〔本
則
〕
を
、
こ
れ
も
意
訳

し
て
み
ま
す
。

潟
山
が
仰
山
に
聞
い
た
。
「ど
こ
へ

行

っ
て
た
ね
。」
仰
山

「
田
ん
ぼ
の
中

で
す
。」
潟
山
「
田
ん
ぼ
に
は
誰
が
い

た
か
ね
。」
仰
山
は
持

っ
て
い
た
鍬
を

一肩
か
ら
下
し
、
叉
手
し
て
市
ち

た
。

潟
山

「南
の
山
で
は
立
派
な
ご
人
が

卵
を
刈

っ
て
お
る
ワ
イ
。
」
仰
山
は
鍬

を
手
に
し
て
サ

ッ
サ
と
立
ち
去

っ
た
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
。
禅
問
答
の
わ
か
り

に
く
さ
は
、
本
に
竹
を

つ
い
だ
言
動
だ

か
ら
で
す
が
、
こ
れ
は
よ
け

い
な
枝
葉

を
と
り
は
ら

つ
て
い
る
た
め
で
す
。
そ

れ
よ
り
も
、
禅
僧
た
ち
の
深
い
心
境
に

肉
追
で
き
る
か
ど
う
か
が
限
日
。

右
の
問
答
は
、
ま
だ
仰
山
が
大
潟
山

で
修
行
時
代
の
機
縁
で
す
。
鍬
を
か

つ

い
で
戻

っ
て
き
た
仰
山
に
潟
山
が
あ
え

て

「ど
こ
に
行

っ
た
」
と
聞
く
の
は
、

仰
山
の
主
体
性
に
対
す
る
鋭

い
問
い
ｃ

そ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
分
か

つ
て
い
る
仰
山

は
、
「
田
の
中
」
と

い
う
現
実
の
作
務
す

る
中
に
具
わ

っ
て
い
る
と

い
う
答
え
。

す
か
さ
ず
潟
山
が

「
そ
こ
に
い
た
の
は

誰
か
」
と
た
た
み
か
け
た
の
で
、
鍬
を

置
き
叉
手
し
て
立

っ
た
の
は

「
ほ
か
な

ら
ぬ
こ
の
私
で
す
」
と
の
意
志
表
示
。

他
の
何
物
に
も
障
え
ら
れ
ぬ
独
立
独
歩

の
境
地
で
す
。

ふ
つ
う
の
雲
水
な
ら
ば
、
潟
山
も
そ

れ
で
よ
し
と
し
た
で
し
ょ
う
。
が
、
相

仰
山
が
修
行
し
た
南
華
寺
の
全
景

手
は
神
足
の
仰
山
、
な
お
、
「南
山
に
は

珈
を
刈

っ
て
い
る
人
が
お
る
」
と
、
さ

ら
な
る
向
下
門
を
求
め
た
。
南
山
の
人

が
だ
れ
で
あ
ろ
う
と
、
衆
生
済
度
が
大

切
な
こ
と
の
問
接
的
な
教
示
で
す
。
そ

こ
で
仰
山
は
、
ふ
た
た
び
鍬
を
手
に
し

て
立
去
り
、
実
践
に
赴

い
た
の
で
し
た
。

こ
う
理
解
し
て
万
松
さ
ん
の
コ
メ
ン

ト
を
み
る
と
、
な
ん
と
な
な
的
確
な
こ

と
か
。
「草
に
落

つ
」
は
仰
山
の
実
践
行

を
、
「草
を
打

っ
て
蛇
を
驚
か
す
」
は
潟

山
の
婉
曲
な
意
志
表
示
を
そ
れ
ぞ
れ
賞

め
、
「
父
子
両
箇
」
は
両
者
の
親
密
な
消

息
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
た
し
か
に
、

「収
来
太
速
」
と
結
ぶ
よ
う
に
、
総
じ

て
こ
の
則
は
潟
仰
父
子
の
意
志
妙
契
に

彩
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
き
の

Ｔ
不
衆
〕

が
示
す
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
言
語
以
前
の
無
分
別
に
よ

る
意
志
の
疎
通
は
、
人
間
同
志
の
す
ば

ら
し
い
特
性
で
す
が
、
実
は
動
物
の
ほ

う
が
も

つ
と
す
ば
ら
し
い
。
そ
れ
は
、

誰
で
も
日
常
体
験
す
る
と
こ
ろ
。
私
は

賢
い
ィ
ヌ
よ
り
も
愚
直
な
ネ
コ
が
好
き
。

そ
れ
も
、
い
ち
ば
ん
野
性
的
な
日
本
キ

ジ
ネ

コ
。
な

つ
か
せ
る
の
が
た
い
へ
ん

な
だ
け
、
な

つ
く
と
必
ず
応
え
情
の
深

い
の
が
た
ま
ら
な
い
。
で
も
、
意
志
疎

通
も
何
か
が
欠
け
て
い
る
と
思
わ
ぬ
失

敗
を
犯
し
ま
す
。
私
は
親
し
い
イ
ト
コ

と
登
山
の
約
束
を
し
、
支
度
を
し
て
駅

で
待
て
ど
も
イ
ト
コ
が
現
れ
ず
、　
一
日

間
違
え
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
何
が

欠
け
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
、
不
断
の
実
践
で
つ
ち
か
わ

れ
る
智
慧
の
力
で
し
ょ
う
。
道
元
禅
師

は

「行
住
坐
臥
は
般
若
な
り
」
と
、
仏

教
者
の
日
常
は
智
慧
の
具
現
で
あ
る
と

教
え
ら
れ
ま
す
。
仰
山
の
円
相
も
、
こ

の
ハ
ン
ニ
ャ
の
象
徴
的
な
表
示
で
し
た
。

こ
う
み
る
と
、
動
物
的
な
意
志
疎
通
の

背
後
に
、
深
い
智
慧
を
養
う
よ
う
に
つ

と
め
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

②



尖
堂
さ
ん
の
禅
風
に
学
ぶ

一
二
月
五
日
、
第
二
二
回
成
道
会
が

四
〇
名
の
参
加
を
え
て
龍
泉
院
本
堂
で

行
わ
れ
ま
し
た
。
前
日
の
嵐
が
夜
明
け

に
は
お
さ
ま
り
、
台
風

一
過
の
よ
う
な

静
か
な
暖
か
い
日
と
な
り
ま
し
た
。
朝

早
く
来
て
、
折
れ
た
本
の
枝
葉
を
掃
除

さ
れ
た
方
々
の
お
蔭
様
で
、
境
内
は
嵐

―
第
二
二
回
成
道
会
―

が
嘘
の
よ
う
で
し
た
。

成
道
会
は
お
釈
迦
様
が
お
悟
り
を
得

た
日
の
報
恩
の
行
事
で
、
参
禅
会
会
員

の
配
役
で
行
わ
れ
ま
す
。
三
住
の
報
恩

坐
禅
の
あ
と
、
法
要
、
間
答
、
法
話
が

あ
り
ま
す
。
今
年
も
梅
花
講
の
皆
様
の

詠
讃
歌
で
法
要
が
始
ま
り
ま
し
た
。

ま
た
参
禅
二
〇
年
を
讃
え
て
、
安
本

さ
ん
と
五
十
嵐
さ
ん
に
椎
名
老
師
の
揮

宅
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
法
話
は
毎
回
、

曹
洞
宗
の
名
僧
、
高
僧
碩
徳
の
方
の
お

話
を

い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
が
、
今
回

は
、
栴
崖
英
堂
さ
ん
で
し
た
。
以
下
概

略
。生

ま
れ
は
名
古
屋
の
平
野
甚
右
衛
門

と

い
う
士
族
の
三
男
坊
。
文
化
二
年
の

元
日
の
お
生
ま
れ
で
す
。
さ
て
、
尖
堂

さ
ん
六
歳
の
時
に
、
お
父
さ
ん
が
病
気

で
亡
く
な
り
ま
す
。

出
家
し
て
衆
生
済
度
し
て
欲
し
い
と

言
う
父
親
の
遺
言
に
従

い
、
近
く
の
曹

洞
宗
の
聖
応
寺
で
出
家
し
ま
す
。
小
僧

で
す
か
ら
庭
掃
き
な
ど
を
し
、
読
み
書

き
そ
ろ
ば
ん
を
習
う
。
暁
林
和
尚
に
つ

い
て
学
問
し
、
論
語
や
大
学
な
ど
の
漢

籍

一
般
を
暗
記
す
る
ま
で
覚
え
、　
一
四

歳
の
時
、
正
式
に
出
家
得
度
し
ま
す
。

一
人
歳
に
な
る
と
愛
知
県
内
の
大
勢

雲
水
の
い
る
お
寺

へ
武
者
修
行
に
出
ま

す
。
当
時
の
記
録
で
は
英
堂
さ
ん
の
身

翌
年
、　
一
九
歳
の
時
に
道
契
和
尚
に

指
導
を
受
け
、
二
年
間
徹
底
的
に
し
ご

か
れ
る
。
そ
し
て
、
三
つ
の
請
願
を
立

て
ま
し
た
。
第

一
、
生
死
の
問
題
を
解

決
す
る
た
め
に
は
誓

っ
て
修
行
を
怠
ら

な
い
。
第
二
は
、　
一
日
、
片
時
な
り
と

も
仏
道
に
背
く
行
為
は
絶
対
行
わ
な
い
。

仏
教
の
尺
度
に
沿

っ
た
生
き
方
を
す
る
。

第
二
に
、
こ
の
誓
願
を

一
生
涯
貫
く
。

こ
の
三
つ
を

一
九
歳
の
時
立
て
た
と
言

う
か
ら
、並
の
人
間
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
頃
、
美
濃
、
今
の
岐
阜
県
で
来

応
和
尚
に
参
学
し
ま
す
。
二
六
歳
の
時

に
は
つ
い
に
門
下
生

一
千
人
と
言
わ
れ

て
い
る
龍
泰
寺
の
第

一
座
で
あ
る
首
座

と
な
り
ま
す
が
、
暁
林
和
尚
の
恩
を
忘

れ
ず
、
そ
の
法
を
嗣
ぎ
ま
す
。

三
四
歳
の
時
、
三
河

・
香
積
寺
の
風

外
和
尚
に
つ
い
て
足
掛
け
十
年
間
、
禅

を
学
び
学
問
に
励
み
ま
す
。
風
外
和
尚

は

「
た
こ
風
外
」
と
も
言
わ
れ
、
絵
が

抜
群
に
上
手
く
学
問
に
優
れ
て
い
ま
し

た
。
風
外
和
尚
が
拐
厳
経
を
講
義
し
て

い
た
時
に
、
心
に
拘

っ
て
は
な
ら
な
い

と

い
う

一
節
を
聞
い
て
大
き
な
悟
り
を

ひ
ら
き
、
風
外
さ
ん
か
ら
印
可
証
明
を

一受
け
ま
し
た
。

尖
堂
禅
師
は
、
徳
が
あ

っ
た
方
で
す

か
ら
、
方
々
の
授
戒
の
戒
師
に
招
か
れ

て
説
法
し
ま
し
た
Ｇ
そ
う

い
う
時
は
常

に
五
〇
名
の
雲
水
が
従

っ
て
い
ま
し
た
。

六
二
歳
の
時
、
豊
川
稲
荷
で
有
名
な
妙

厳
寺
で
大
授
戒
会
が
行
わ
れ
、
七
日
間

に
三
万
五
千
人
に
血
脈
を
授
け
ま
し
た

が
、
お
手
伝

い
で
集
ま

っ
た
坊
さ
ん
が

一
九
二
名
。
こ
れ
は
曹
洞
宗
の
宗
門
史

上
、
最
大
空
前
絶
後
の
大
規
模
な
授
戒

会
で
し
た
。

明
治
三
年
に
六
六
歳
の
時
に
組
持
寺

の
独
住
第

一
世
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

組
持
寺
は
そ
れ
ま
で
の
輪
住
制
を
改
め
、

明
治
に
な

っ
て
独
住
制
に
か
わ
り
ま
し

た
。
皇
室
か
ら
弘
済
と
い
う
禅
師
号
を

う
け
、
七
〇
歳
の
時
に
曹
洞
宗
の
初
代

の
管
長
様
に
就
任
し
ま
し
た
。
第

一
世

と
し
て
の
素
晴
ら
し
い
働
き
を
し
、
絶

持
寺
が
当
時
抱
え
て
い
た
巨
額
の
負
債

を
解
消
し
、
全
国
を
巡
化
行
脚
、
弁
道

に
尽
力
し
ま
し
た
。
そ
し
て
明
治

一
二

年
の
五
月
、
山
形
県
の
龍
門
寺
で
お
授

戒
の
戒
師
を

つ
と
め
ま
す
。
こ
の
時
の

戒
弟
さ
ん
は
九
九
七
名
で
し
た
が
、
こ

れ
が
最
期
の
お
授
戒
に
な
り
ま
し
た
。

当
時
疫
病
が
大
流
行
し
て
お
り
、
英
堂

さ
ん
は
そ
れ
に
感
染
し
て
し
ま

っ
た
の

で
す
。

同
年
九
月
二
四
日
、
山
形
の
善
宝
寺

さ
ん
の
授
戒
に
臨
み
ま
し
た
が
、
寺
に

着
い
た
時
に
は
衰
弱
し
き

っ
て
お
り
、

入
浴
後
、
眠
る
が
如
く
遷
化
さ
れ
ま
し

た
。
授
戒
の
た
め
に
集
ま

っ
た
雲
水
た

す 体 の
°
重 丈
百 六
キ 尺
口 二

と寸
^

い ズ

旦あ

え杢

③



ち
は
、
期
せ
ず
し
て
入
減
供
養
に
な

っ

て
し
ま

っ
た
の
で
す
。
と
き
に
七
五
歳

で
し
た
。

尖
堂
禅
師
は
体
力
抜
群
の
力
持
ち
で
、

冬
は
ど
ん
な
に
寒
く
と
も
足
袋
を
履
か

ず
、
質
素
倹
約
に
努
め
、
金
沢
天
徳
院

時
代
は
、
城
主
か
ら
支
給
が
あ

っ
た
羽

二
重
の
禅
さ
え
、
も

っ
た
い
な
い
と
言

っ
て
半
切
の
揮
義
用
に
し
ま
し
た
。

雷
を
落
と
す
熱
血
漢
の
反
面
、
な
ん

で
も
綿
密
で
丁
寧
で
し
た
。
そ
う

い
っ

た
精
神
は
何
に
よ

っ
て
養
わ
れ
た
か
と

言
う
と
、
や
は
り
禅
定
、
坐
禅
で
す
。

道
眼
は
理
知
に
富
み
、
識
見
は
極
め
て

高
く
、
文
字
は
達
筆
で
風
格
が
あ
り
、

手
紙
は
懇
切
丁
寧
、
目
下
の
も
の
に
対

し
て
も
、
尖
堂
九
拝
と
書
き
ま
し
た
。

厳
し
い
中
に
も
温
情
溢
れ
る
人
柄
で
、

誰
か
ら
も
慕
わ
れ
た
の
で
す
。

書
か
れ
た
も
の
に
も
人
柄
が
表
れ
て

い
ま
す
。
軍
ヨ
に
和
し
て
薫
る

一
柔
の
梅

花
」
。
花
を

つ
け
た
梅
が
雪
に
和
し
て
、

ほ
ん
の
り
と
い
い
香
を
発
し
て
い
る
。

人
間
も
ど
ん
な
環
境
に
あ

っ
て
も
素
晴

ら
し
い
も
の
を
輝
か
せ
よ
う
じ
ゃ
な
い

か
、
と

い
う
土思
味
で
す
．一
文
字
は
達
筆

で
柔
ら
か
味
が
あ
り
、
温
情
が
そ
の
中

か
ら
窺
え
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
（）
英
堂

さ
ん
に
あ
や
か
れ
ば
と
思
い
、
ご
紹
介

し
た
次
第
で
す
。

ご
法
話
の
あ
と
、
食
事
を
頂
戴
し
ま

し
た
こ
典
座
役
は
今
年
も
松
井
さ
ん
に

お
願
い
し
ま
し
た
。
ま
た
ご
参
加
の
皆

様
か
ら
多
く
の
添
莱
を

い
た
だ
き
ま
し

た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
道
友
の
三

町
さ
ん
か
ら
は
、
く
じ
引
き
で
五
人
の

方
に
、
仏
像
の
写
真
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

暖
か
い
日
差
し
が
差
し
込
む
昼
過
ぎ
、

釈
尊
の
成
道
に
感
謝
の
念
を
懐
き
な
が

ら
、
散
会

い
た
し
ま
し
た
。

初
め
て
の
成
道
会
の
感
動

我
孫
子
市
　
小
畑
　
一
一郎

早
い
も
の
で
、
昨
年

（平
成

一
六
年
）

三
月
の
月
例
会
に
は
じ
め
て
参
禅
さ
せ

て
い
た
だ

い
て
以
来
、
約

一
年
間
、
何

か
ら
何
ま
で
、
初
め
て
の
体
験
ば
か
り

で
、
そ
の
つ
ど
新
鮮
な
感
動
を
受
け
て

ま

い
り
ま
し
た
ｃ

坐
禅
の
体
験
は
も
と
よ
り
、
そ
の
あ

と
の
椎
名
ご
老
師
の
お
話
か
ら
は
、
多

く
の
感
銘
を
受
け
、
毎
回
楽
し
み
に
し

て
お
り
ま
す
。
特
に
昨
年

一
一
月
の
例

会
で
、
「人
生
は
楽
で
は
な
く
苦
し

い

こ
と
が
多

い
。
し
か
し
苦
し
い
こ
と
を

楽
し
む
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
本
当
で
は

な
い
」
と
言
う
よ
う
な
ご
主
旨
の
お
話

が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
お
話
は
私
の
人
生
観
を
大
き
く

変
え
て
し
ま

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
苦
し
い
こ
と
を
な
る
べ
く

避
け
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の

お
話
の
お
か
げ
で
、
こ
れ
か
ら
は
苦
し

い
こ
と
に
あ
え
て
立
ち
向
か

っ
て
い
け

る
よ
う
な
気
が
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。

さ
て
、
は
じ
め
て
の
成
道
会
に
つ
い

て
で
す
が
、
ど
な
た
か
が
座
談
会
の
折

に
お

っ
し
や
つ
て
い
ま
し
た
が
、
私
も

梅
花
講
の
方
々
の
詠
讃
歌
を
お
聞
き
し

た
時
、
日
頭
の
熱
く
な
る
の
を
覚
え
ま

し
た
Ｇ
日
頃
、
め

っ
た
に
こ
の
よ
う
な

こ
と
は
な
い
の
に
何
故
だ
ろ
う
か
と
、

つ
く
づ
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

た
ぶ
ん
、
二
千
年
以
上
前
に
遠

い
印

度
の
国
で
釈
迦
如
来
の
大
覚
醒
に
よ

っ

て
お
こ
さ
れ
た
仏
の
教
え
が
、
遠

い
今

日
の
我
々
の
前
に
、
こ
う
し
て
立
派
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
歴
史
の
重
み
、

仏
の
教
え
の
有
難
さ
を
、
私
な
り
Ｌ
受

け
と
め
る
こ
と
の
で
き
た
感
動
で
は
な

か

っ
た
か
と
、
今
で
は
独
り
合
点
致
し

て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
ご
老
師
と
ご
先
輩
方
々
と
の

間
答
か
ら
も
強
い
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。

「な
ま
け
心
を
も

つ
の
は
、
な
ま
け
る

時
間
を
も

つ
か
ら
だ
」
と
の
お
答
え
、

簡
に
し
て
要
、
こ
の
上
な
く
明
解
な
ご

返
答
に
、

ハ
ッ
と
我
に
返
る
思
い
が
い

た
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
主
と
し
て
西
洋
に
源
流

を
も

つ
学
問
か
ら
学
び
、
仏
教
と
は
お

よ
そ
ほ
ど
遠

い
生
活
を
送

っ
て
ま

い
り

ま
し
た
が
、　
一
念
発
起
し
、
龍
泉
院
に

参
禅

い
た
す
こ
と
を
決
断
い
た
し
ま
し

た
。
偶
然
に
も
最
初
に
ご
指
導

い
た
だ

い
た
の
が
私
と
同
姓
の
小
畑
節
朗
氏
で

あ
り
ま
し
た
。

氏
が
仏
教
や
漢
籍
に
大
変
ご
造
詣
の

深
い
お
方
で
あ
る
こ
と
は
、
後
で
知
り

ま
し
た
。
氏
に
は
ご
迷
惑
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
私
は
こ
の
こ
と
を
有
難

い
ご

縁
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
月
に

一
度
の
例
会
を
楽

し
み
に
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

貴
重
な
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ

っ
た
皆

様
方
に
心
か
ら
感
謝
中
し
上
げ
ま
す
。

多
謝
、
合
掌

成
道
会
に
参
加
し
て

龍
泉
院
梅
花
講
員
　
小
川
知
枝
子

季
節
は
ず
れ
の
台
風
が
去

っ
た
後
、

澄
み
き

っ
た
青
空
の
下
、　
〓

一月
五
日

の
静
寂
さ
に
包
ま
れ
た
ご
本
堂
で
、
成

道
会
が
開
催
さ
れ
、
緊
張
の
う
ち
に
、

ご
詠
歌
や
、
ご
和
讃
を
奉
詠
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

椎
名
方
丈
様
が
、
お
話
し
て
下
さ

っ

た
尖
堂
栴
崖
さ
ん
と

い
う
立
派
な
お
方

は

「終
生
修
行
を
怠
ら
な
か

っ
た
」
と

い
う
こ
と
に
、
普
通
の
人
と
は
違
う
意

思
の
強
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
参
禅
会
の
二
〇
年
の
お
二
方
に
、

方
丈
様
か
ら
素
晴
ら
し
い
記
念
品
が
贈

ら
れ
、
い
た
だ
く
お
二
人
の
晴
れ
や
か

な
笑
顔
の
中
に
も
、
や
る
気
が

一
層
増

し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

④



終
了
後
、
色
彩
豊
か
な
菊
飯
や
数
々

の
手
料
理
を
ご
馳
走
に
な
り
、
大
変
お

い
し
く

い
た
だ
き
ま
し
た
。
で
も
、
食

事
作
法
の
心
得
の
な
い
私
は
、
見
よ
う

見
真
似
で
「沢
庵

一
切
れ
に
意
味
あ
り
」

と
実
感
し
、
得
難

い
体
験
を
致
し
ま
し

た
。更

に
、
は
じ
め
て
の
く
じ
引
き

で
は

大
当
た
り

で
、
素
的
な
仏
像

の
お
写
真

を

い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
先
、
ず

っ
と

私
を
ご
加
護

い
た
だ
け
る
よ
う
な
気
持

ち
に
な
り
ま
し
た
。
あ
リ
カ
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

参
禅
会
皆

々
様

の
ま
す
ま
す

の
ご
精

進
を
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。

参
禅
二
〇
年柏

市
　
安
本
小
太
郎

昭
和
五
九
年
八
月
、
暑
い
日

「大
法

輪
」
で
み
た
龍
泉
院
を
訪
ね
た
。
自
宅

か
ら
白
転
車
で
タ
ン
ク
ト

ッ
プ

・
短
パ

ン

・
下
駄
履
き
姿
で
龍
泉
院
に
行
き
、

玄
関
の
ベ
ル
を
押
す
。
坐
禅
会
に
参
加

さ
せ
て
頂
き
た
い
と
申
し
出
る
と
、
作

務
衣
姿
の
坊
さ
ん
が

「
一
・
二
回
で
来

な
く
な
る
な
ら
、
来
な
い
方
が
良

い
」

と
言
わ
れ
る
。
「
八
年
程
や

っ
て
い
ま

す

の
で
大
文
夫
で
し
ょ
う
」
「
そ
れ
で

は
名
札
を

つ
く

っ
て
お
く
の
で
来
な
さ

い
」
。
あ

の
時

の
茶
色

の
目
が
今
で
も

印
象
に
残
る
、
椎
名
老
師
と
の
出
会

い

で
あ

っ
た
。
以
来
、
よ
ほ
ど
の
事
が
無

い
限
り
は
参
禅
し
て
二
〇
年
が
過
ぎ
、

こ
の
度

「空
裡
を
歩
め
」
の
力
強

い
額

を
頂
い
た
。

九
時
止
静
、　
一
住
三
〇
分
、
経
行
、

二
住
日
三
〇
分
、
開
静
。
正
法
眼
蔵
講

義

一
時
間
、
茶
話
会
の
ス
タ
イ
ル
は
、

現
在
も
変
わ

っ
て
い
な

い
。
普
通

一
住

は
四
〇
分
位
だ
が
、
こ
こ
は
高
齢
者
が

多

い
の
で
短
く
し
て
あ
る
と
、
後
程
老

師
よ
り
伺

っ
た
。

毎
年
の
六
月
の

一
夜
接
心
は
、
蒸
し

暑
く
じ

っ
と
り
と
汗
の
出
る
こ
と
が
多

い
。
私
は
昭
和
六
二
年
六
月
の
群
馬
県

迦
葉
山
龍
華
院
よ
り
参
加
し
た
が
、
袋

井
市
の
可
睡
斎
で
の

一
泊
参
禅
会
は
、

特
に
思
い
出
深
い
も
の
で
あ

っ
た
。
控

室
で
、
柏
あ
た
り
の
五
割
増
は
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
藪
蚊
を
見
て
、
こ
れ
に
刺

さ
れ
た
ら
大
変
だ
と
思

っ
た
。
だ
が
坐

禅
堂
に
は
窓
に
網
が
張

っ
て
あ
る
し
、

し
ば
ら
く
坐

っ
て
い
る
と
、
香
と
は
違

っ
た
嗅
が
下
か
ら
立
ち
登

っ
て
来
た
。

我
々
の
た
め
に
蚊
取
線
香
を
焚

い
て
下

さ

っ
た
の
だ
と
気
付
き
、
心
の
中
で
そ

っ
と
手
を
合
わ
せ
た
次
第
で
あ
る
。

中
国
旅
行
で
は
第
二
回
の
両
安
で
の

渭
水
の
分
か
れ
の
話
が
印
象
に
残

っ
て

い
る
。
龍
門
石
窟
前
の
渭
水
は
、
水
草

を
浮
か
べ
た
巾
五
米
位
の
川
で
あ

っ
た
。

昔
、
長
安
を
訪
れ
た
客
人
を
三
日
も
歩

い
て
渭
水
迄
見
送
り
、
楊
の
枝
で
造

っ

た
輪
を
渡
し
て
別
れ
を
惜
し
ん
だ
と
の

こ
と
。
道
昭
、
玄
防
、
最
澄
、
空
海
等

も
こ
の
よ
う
な
見
送
り
を
受
け
て
帰
国

し
た
の
か
。

椎
名
老
師
の
正
法
眼
蔵
の
講
義
で
よ

く
述
べ
ら
れ
る
唐
代
の
禅
僧
の
素
晴
ら

し
さ
は
、
こ
の
様
な
重
厚
で
丁
寧
な
気

遣

い
が
底
辺
を
支
え
て
、
ず
ば
抜
け
た

人
物
を
輩
出
し
た
の
だ
と
思
う
。
高
間

さ
ん
、
森
岡
さ
ん
、
沢
村
さ
ん
、
中
川

先
生
、
染
谷
さ
ん
等
な
ど
、
物
故
者
の

方
々
も
今
は
懐
か
し
い
。

近
年
は
退
職
者
で
参
禅
さ
れ
る
人
が

増
え
、
メ
ン
バ
ー
も
多
士
済
々
、
質
量

と
も
充
実
し
て
い
る
。
こ
れ
も
椎
名
老

師
と
古
参
の
方
々
の
力
量
と
三
〇
数
年

の
相
続
の
賜
で
あ
る
。
私
も
死
工裡
歩
」

を
噛
締
め
て
精
進
し
た
い
と
思
う
。

も
う
「上
山
二
〇
年
」

柏
市
　
五
十
嵐
嗣
郎

今
年
も
第
二
二
回
の
成
道
会
を
迎
え

ま
し
た
。
毎
回
法
話
の
後
、
二
〇
年
参

禅
さ
れ
た
方

へ
ご
老
師
か
ら
額
装
さ
れ

た
讃
が
贈
ら
れ
ま
す
。
今
年
は
安
本
さ

ん
が
呼
ば
れ
、
見
事
な
額
を
ご
老
師
よ

り
よ
り
戴

い
て
い
る
お
姿
を
眺
め
て
い

る
と
、
司
会
者
か
ら
突
然
私
の
名
前
が

告
げ
ら
れ
ま
し
た
。
「え
―
私
も
二
〇

年
表
彰
」
と

一
瞬
驚
き
、
席
を
立

っ
て

ご
老
師
の
前
に
行
き
、
立
派
な
額
を
戴

き
ま
し
た
。

ご
老
師
か
ら
戴

い
た
額
に
は
、
直
筆

で

「無
寒
暑
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
．

こ
れ
は
ご
老
師
か
ら
も
説
明
が
あ
―，

ま
し
た
が
、
洞
山
良
倫
悟
本
大
師
の
有

名
な
偶
で
、
皆
さ
ん
ご
存
知
の
言
葉
だ

と
思
い
ま
す
。

今
年
の
九
月
、
中
国
江
西

・
湖
北
省

の
佛
蹟
を
巡
る
旅
で
も
洞
山
に
拝
登
し

ま
し
た
が
、
途
中
悪
路
で
バ
ス
が
動
か

な
く
な
り
、
大
変
難
渋
し
た
の
は
ま
だ

記
憶
に
新
し
い
所
で
す
。

「無
寒
暑
」
は
私
の
好
き
な
言
葉
の

ひ
と

つ
で
す
。
暑
い
時
は
汗
を
タ
ラ
タ

ラ
流
し
て
夢
中
に
な

っ
て
働
き
、
ブ
ル

ブ
ル
ふ
る
え
る
よ
う
な
寒
い
時
に
で
も
、

じ

っ
と
我
慢
し
て
仕
事
に
励
む
。
そ
こ

に
こ
そ
真
実
の
世
界
が
あ
る
。

人
は
大
自
然
の
中
に
生
ま
れ
て
生
き

て
い
る
以
上
、
暑
さ
寒
さ
か
ら
遁
れ
る

事
は
出
来
な
い
。
し
か
し
暑
さ
寒
さ
に

対
す
る
不
安
や
不
快
感
あ
る
い
は
恐
怖

心
を
取
除
く
事
は
出
来
る
の
で
す
。

生
死
も
同
じ
事
で
、
生
き
る
と
き
は

徹
底
、
渾
身
の
力
で
生
き
る
だ
け
、
死

ぬ
る
と
き
は
た
だ
死
に
き

っ
て
し
ま
う
。

生
き
た
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
の
他
に

別
に
永
遠
不
減
の
お
ん
い
の
ち
と
言
う

も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

自
分
勝
手
に
つ
く
り
あ
げ
た
人
生
の
不

安
や
恐
怖
心
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
な
い
事

で
す
。

⑤



頭
の
中
で
は
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
知

識
と
し
て
理
解
し
て
い
て
も
、
体
で
体

得
し
て
い
な
け
れ
ば
、
実
行
さ
れ
な
い

の
で
す
。
知
識
を
実
践
に
移
す
に
は
、

ど
う
し
て
も
坐
禅
が
必
要
な
の
で
す
。

坐
禅
を
通
じ
て
具
わ

っ
た
も
の
が
行
動

へ
反
映
さ
れ
て
い
く
の
で
す
（）

自
分
で
勝
手
に
つ
く

っ
た
不
安
や
迷

い
に
悩
ん
で
い
る
人
々
が
多

い
こ
の
頃
、

「無
寒
暑
」
に
重
大
な
意
味
が
あ
る
こ

と
を

「理
解
」
で
き
た
の
は
、
二
〇
年

参
禅
会
に
お
世
話
に
な

っ
た
お
陰
で
す

）

今
年
の
秋
か
ら
明
珠
の
編
集
委
員
に

加
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
人
か
ら
教

わ

っ
た
り
、本
を
読
ん
で
得
た
知
識
を
、

貯
め
込
む
ば
か
り
で
は
本
物
で
は
な
い
。

自
分
の
考
え
や
行
動
を
人
に
伝
え
る
事

に
よ
り
、
自
分
を
律
す
る
事
が
で
き
る

の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

編
集
委
員
に
な

っ
た
特
権

（？
）
と

し
て
、
次
回
の
明
珠
か
ら
毎
回
何
が
し

か
の
駄
文
を
寄
稿
し
た

い
と
思

っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
皆
様
か
ら
の
厳
し
い
ご

指
摘
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
合
掌

初
め
て
の
半
日
托
鉢
修
行
記

柏
市
　
杉
浦
上
太
郎

平
成

一
六
年

一
二
月

一
八
日
の
半

日
、
曹
洞
宗
千
葉
県
第
二
教
区
が
主
催

し
て
毎
年
行
わ
れ
て
い
る

「年
末
助
け

合

い
」
募
金
活
動
に
、
椎
名
老
師
に
従

っ
て
、
安
本
小
太
郎
氏
、
今
泉
章
利
氏

と
と
も
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

当
日
は
、
午
後
ｏ
時
三
〇
分
に
柏
駅
近

く
の
長
全
寺
様
に
、
近
隣
寺
院
の
僧
侶

様
、
檀
家
役
員
、
参
禅
会
会
員
の
総
勢

二
〇
余
名
が
集
合
し
ま
し
た
。

身
支
度
を
整
え
、
本
堂
前
で
般
若
心

経
を
お
唱
え
し
、
二
列
縦
隊
に
て
整
然

と
柏
駅

へ
向
か
い
ま
し
た
。

柏
駅
東
ロ
コ
ン
コ
ー
ス
に
、
三
々
五

々
散
ら
ば
り
、
午
後

一
時
三
〇
分
頃
よ

り
募
金
活
動
の
托
鉢
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
の
椎
名
老
師
を
中
心
に
、
安
本
氏
と

私
は
両
サ
イ
ド
に
陣
取
り
ま
し
た
。

当
日
は
、
土
曜
日
で
も
あ
り
、
コ
ン

コ
ー
ス
上
は
、
大
勢
の
歩
行
者
以
外
に
、

チ
ラ
シ
配
り
を
す
る
若
者
た
ち
、
仮
店

舗
ら
し
き
も
の
を
設
営
し
、
大
き
な
音

量
で
音
楽
を
流
し
営
業
活
動
を
す
る
人
、

何
組
も
の
路
上
ラ
イ
ブ
奏
者
と
群
が
る

人
々
と
、
甚
だ
し
い
騒
音
の
中
で
の
托

鉢
と
な
り
ま
し
た
。

当
初
、
托
鉢
を
す
る
に
は
、
い
さ
さ

か
相
応
し
く
な

い
と
思
い
、
戸
惑

い
が

あ
り
ま
し
た
が
、
出
発
前
の
寸
時
に
、

長
全
寺
の
若
住
職
様
に
、
托
鉢
の
心
構

え
を
お
尋
ね
し

「只
管
無
心
で
」
と
お

教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、

こ
れ
は
、
修
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の

だ
と
思
い
直
し
て
立

つ
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

私
が
、
こ
の
托
鉢
行
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
た

い
と
思

っ
た
動
機
は
、
数
年
前

の
あ
る
日
の
情
景
か
ら
で
す
。

椎
名
老
師
は
、
毎
年
欠
か
す
こ
と
な

く
、
こ
の
恒
例
行
事
の

「年
末
助
け
合

い
」
托
鉢
に
立
た
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

私
は
や
む
な
い
用
事
が
な
い
限
り
、
喜

捨
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
に
伺

っ
て
お
り

ま
し
た
が
、
あ
る
年
の
氷
雨
が
降
る
寒

い
日
、
粛
然
と
立
た
れ
て
お
ら
れ
る
椎

名
老
師
を
拝
見
し
た
瞬
間
、
今
ま
で
感

じ
た
こ
と
の
な
い
激
し
い
思
い
に
お
そ

わ
れ
ま
し
た
。

″
自
分
は
喜
捨
を
す
る
と

い
う
こ
と

で
優
越
感
に
浸

っ
て
い
る
の
で
は
な

い

か
。
師
が
托
鉢
行
を
さ
れ
、
弟
子
は
喜

捨
を
し
て
い
る
と
い
う
主
客
の
よ
う
な

関
係
は
誤

っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
鳴

雨
の
た
め
、
こ
の
托
鉢
が
中
止
に
な

っ

た
お
り
、
私
は
さ
さ
や
か
な
喜
捨
を
と

思
い
、
長
全
寺
様
に
伺
い
ま
し
た
。

そ
の
時
、
偶
然
居
合
わ
せ
た
他
の
参

禅
会
の
方
と
話
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、

托
鉢
に
随
喜
す
る
時
の
心
掛
け
に
つ
き

お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
、
意
志
が
固

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
場
で
、
勇
気
を
奮

っ
て
、
椎
名
老
師
に
托
鉢
行

へ
の
参
加

を
願
い
出
た
次
第
で
あ
り
ま
す
ｃ，

そ
の
日
は
、
誠
に
気
付
き
の
遅
い
、

弟
子
と
も

い
え
な
い
不
甲
斐
な
さ
を
、

改
め
て
噛
締
め
た
日
で
も
あ
り
ま
し
た
。

愈
々
の
日
、
多
く
の
方
か
ら
喜
捨
を

賜
り
ま
し
た
。
思
い
も
よ
ら
な
か

っ
た

チ
ラ
シ
配
り
の
青
年
か
ら
、
告
別
式
帰

り
と
思
わ
れ
る
同
年
輩
の
男
性
か
ら
、

小
銭
ば
か
り
の
財
布
か
ら
喜
捨
さ
れ
た

年
配
女
性
等
々
。
金
高
で
は
な
く
、
喜

捨
さ
れ
る
行
為
が
誠
に
尊
く
思
え
、
そ

の
都
度
、
心
か
ら
の
合
掌
低
頭
を
し
、

そ
の
方

へ
の
謝
意
と
幸
せ
を
願

っ
て
、

般
若
心
経
を
唱
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

午
後
四
時
、
釣
瓶
落
と
し
の
目
が
落

ち
、
托
鉢
行
が
終
わ
り
ま
し
た
。

行
の
功
徳
を
賜
り
ま
し
た
。
仏
縁
に

感
謝
。
椎
名
老
師
に
感
謝
。
会
友
に
感

謝
。
多
く
の
人
々
に
感
謝
す
る
日
と
な

り
、
清
々
し
い
思
い
で
家
路
に
つ
き
ま

―し
ムだ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
口を手

ず  呼
に そ 耳心
お れ ず
り で か
ま も し
し ま い
た だ ″
°
行 と

が 動
°

｀

の

一 決
昨 断
年 が

ヽ .で

大 き

⑥
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ブ
ッ
ダ
最
後
の
教
え

我
孫
子
市
　
注凋
水
秀
男

一
　

八
〇
歳
に
な
ら
れ
た
ブ
ッ
ダ
は
、

自
分
の
身
体
の
老

い
を
自
覚
さ
れ
、
ラ

ー
ジ
ヤ
グ
リ
ハ

（王
舎
城
）
の
霊
鷲
山

か
ら
故
郷
の
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
に
向

っ
て
、
ア
ー
ナ
ン
ダ

（阿
難
）
と
共
に

最
後
の
旅
立
ち
を
挙
行
さ
れ
る
。
途
中
、

信
者
の
鍛
冶
エ
チ

ュ
ン
ダ
の
供
養
し
た

食
物
に
あ
た
り
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
地
に

お
い
て
入
減
さ
れ
た
。

ブ
ッ
ダ
の
最
後
の
言
葉
は
、
「
も
ろ
も

ろ
の
事
象
は
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
。

お
こ
た
る
こ
と
な
く
修
行
を
完
成
な
さ

い
」
で
あ
る
。
島
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
―

大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』

中
村
　
一九
訳

か
ら
）

す
べ
て
は
無
常
で
あ
る
こ
と
を
自
分

が
死
ぬ
事
を
通
じ
て
身
を
持

っ
て
示
さ

れ
、
真
理
を
覚
す
る
ま
で
決
し
て
怠
け

る
事
な
く
奮
励
努
力
し
な
さ
い
と

い
う

温
か
く
も
厳
し
い
お
示
し
で
あ
る
。
よ

く
味
わ

っ
て
み
た
い
。

二
　
無
常
と

い
う
と
、
と
か
く
良

い
意

味
に
は
解
釈
さ
れ
ず
、
死
、
破
減

・
破

局
、
別
離
、
病
気
と
か
悲
観
的
、
絶
望

的
な
状
況
に
お
い
て
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス

が
多

い
。

し
か
し
よ
く
考
え
て
見
る
と
、
無
常

と
は
す
べ
て
の
も
の
は
移
り
変
わ

っ
て

留
ま
る
こ
と
が
な
い
。
即
ち
変
化
す
る

こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

変
化
と
は
悪

い
変
化
ば
か
り
で
な
く
、

良

い
変
化
も
あ
る
の
で
あ
る
。

も
し
変
化
せ
ず
、
固
定
的
で
あ
る
な

ら
ば
、
我
々
は
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も

報
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
挑
戦
し
て
も

意
味
を
持
た
ず
、
運
命
論
的
に
な
ら
ざ

る
を
得
ず
、
こ
れ
こ
そ
悲
観
的

・
絶
望

的
で
あ
る
。

無
常
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
自
身

（健
康
、
品
格
、
心
、
知
識
、
富
、
能

力
等
）
を
変
え

る
事

が
出
来
、
社
会

（環
境
、
教
育
、
経
済
、
産
業
、
政
治

等
）
を
変
え
る
事
が
出
来
る
。
変
化
が

あ
る
か
ら
人
生
面
白

い
の
で
あ
り
、
生

き
る
意
味
が
あ
る
と
思
う
。

〓
一　
し
か
し
、
我
々
は
変
化
す
る
と
は

理
屈
で
は
分
か

っ
て
い
て
も
、
実
感
じ

て
い
な
い
。
卑
近
な
例
で
言
え
ば
、
生

あ
る
も
の
は
死
が
訪
れ
る
と

一
般
論
で

分
か

っ
て
い
て
も
、
自
分
に
は
関
係
な

い
と
思

っ
て
い
る
か
、
意
識
的
に
考
え

よ
う
と
し
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

従

っ
て
、
実
際
死
が
訪
れ
る
と
恐
れ
、

悩
み
苦
し
む
こ
と
に
な
り
、
死
は
苦
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
自
分
は
能
力
が
な

い
か
ら
、
と

っ
て
も
あ
る
専
門
分
野
で

一
流
に
な
れ

な

い
と
思

っ
て
何
も
し
な
か

っ
た
ら
、

い
つ
ま
で
も
変
化
が
訪
れ
な

い
。
挑
戦

し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
動
け
ば
必
ず

良
く
も
悪
く
も
結
果
が
出
る
。

人
間
は
必
ず
、
あ
る
分
野
の
あ
る
部

分
で
は
他
人
に
絶
対
代
替
出
来
な
い
素

晴
ら
し
い
能
力
が
あ
る
。
そ
れ
を
見

つ

け
る
こ
と
。
そ
れ
が
社
会
に
貢
献
出
来

る
も
の
で
あ
れ
ば
こ
ん
な
幸
福
な
事
は

な
い
。
子
供
の
教
育
も
そ
れ
が
ポ
イ
ン

ト
で
あ
る
。

四
　
無
常
の
素
晴
ら
し
い
教
え
は
、
更

に
我
々
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
る
。

一
つ
は
変
化
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

あ
る
こ
と
に
い
つ
ま
で
も
執
着
し
て
い

て
も
意
味
は
な

い
こ
と
を
自
党
せ
し
め

て
く
れ
る
。
富
力
、
地
位

ｏ
名
誉
、
能

力
を
誇

っ
て
も

い
つ
か
は
減
び
る
。

逆
に
貧
、
権
力
も
な
く
、
地
位

・
名

誉
も
な
く
、
能
力
が
な
く
と
も
努
力
次

第
で
何
と
か
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
楽

観
も
悲
観
も
な
く
、
す
べ
て
の
事
に
謙

虚
に
な
れ
る
事
で
あ
る
。

も
う

一
つ
は
、
無
常
故
に
現
在
の

一

瞬

一
瞬
は
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
永
遠

の
今
で
あ
る
。
従

っ
て
、〈
可
、

こ
こ
に
お
い
て
悔

い
の
な
い

よ
う
最
善
を
尽
く
す
必
要
が

あ
る
事
を
教
え
て
く
れ
る
事

で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ブ

ッ
ダ
最
後

の
言
葉
、
「
お
こ

た
る
こ
と
な
く
修
行
を
完
成

な
さ
い
」
そ
の
も
の
と
言
え

ｚｅ
。

五
　

こ
の
稿
は
一

た
め
て
い
る
。

一

は

「
三
仏
忌
」
の

一
つ
で
あ
る
涅
槃
会

（ブ
ッ
ダ
の
ご
命
目
）
で
あ
る
。
上
述

の
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
に
は
最
後
の

言
葉
の
前
に
、
ア
ー
ナ
ン
ダ

（阿
難
）

ヘ
ブ
ッ
ダ
が
言
わ
れ
た
次
の

一
節
が
あ

ＺＯ
。

「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
。
あ
る
い
は
お
前
た

ち
は
こ
の
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
、

『教
え
を
説
か
れ
た
師
は
ま
し
ま
さ
ぬ
、

も
は
や
わ
れ
ら
の
師
は
お
ら
れ
な

い
の

だ
』
と
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
見
な
し

て
は
な
ら
な

い
。
お
前
た
ち
の
た
め
に

わ
た
し
が
説

い
た
教
え
と
わ
た
し
の
制

し
た
戒
律
と
が
、
わ
た
し
の
死
後
に
お

前
た
ち
の
師
と
な
る
の
で
あ
る
」

ブ
ッ
ダ
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、
ご
供
養

申
し
上
げ
る
と
共
に
、
ブ
ッ
ダ
の
説
か

れ
た
教
え
と
戒
律
と
を
師
と
し
、
そ
れ

を
身
心
に
て
行
ず
る
こ
と
を
お
誓
い
し
、

筆
を
欄
く
事
と
す
る
。
　
　
　
　
以
上

月 月
十 ~ 

に

五 し
目 た

⑦

龍泉院の涅槃図



た
い
に
語
０
お
ｏ
た
新
年
会

二
月
六
日

（日
）
、
柏
市
内

の

「木

曽
路
」
で
恒
例
の
龍
泉
院
参
禅
会
の
新

年
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は

一
七

名
の
会
員
が
集
ま
り
、
最
初
に
椎
名
老

師
よ
り
ご
挨
拶
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で

「参
禅
会
も
今
年
で
三
四
年

日
を
迎
え
ま
す
が
、
継
続
す
る
こ
と
は

素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
こ
の
新
年
会

も

一
五
回
を
数
え
、
定
着
し
て
き
て
い

ま
す
。
ふ
だ
ん
は
多
数
の
人
が
胸
襟
を

― -1

|                      ===ξ
==__          i

開
い
て
、
話
し
合
う
機
会
が
少
な
い
の

で
、
こ
の
会
で
賑
々
し
く
、
楽
し
く
語

り
合

つ
て
欲
し
い
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。寺

田

（哲
）
様
の
乾
杯
の
ご
発
声
で

祝
宴
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
参
加
者

各
自
か
ら
参
禅
会

へ
の
思
い
や
今
年
の

抱
負
な
ど
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
が
、
美

川
様
の
奥
さ
ま
か
ら
、
当
日
が
美
川
さ

ま
ご
夫
妻
の
結
婚
四
〇
周
年
の
記
念
目

に
あ
た
る
と
の
ご
報
告
が
あ
り
、
宴
席

は

一
気
に
盛
上
り
ま
し
た
。

沼

南

雑

記

参
禅
会
記
録
（　
）内
は
座
談
の
司
会
者

平
成

一
六
年

●

一
〇
月
二
四
日
　
　
　
一
一五
名

（阿
部
史
子
氏
）

●

一
一
月
二
八
日
　
　
　
一
一八
名

（佐
久
間
祐

一
郎
氏
）

●

一
二
月
五
日

第
二
二
回
成
道
会
　
　
四
〇
名

（内
、
梅
花
講
員
　
五
名
）

道
寸　
師
　
椎
名
宏
雄
老
師

総
幹
事
　
小
畑
節
朗
氏

一月
二
六
日
　
　
　
一二
四
名

（安
本
小
太
郎
氏
）

龍
泉
院
煤
払

い
二
六
名

（松
井
　
隆
氏
）

一
七
名
　
於

ｏ
木
曽
路

二
六
名

（清
水
秀
男
氏
）

●●   ●

二 新 二

月 年 月
二 会 六
七   日
目

● ●
印 発

刷 行

1司 プ(

‖籠
1責

lll[
菫葉

:|「
1市

1量

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

日
　
時

坐
　
禅

講
　
義

座
　
談

参
加
資
格

△〓
　
費

成
道
会
坐
禅

一
夜
接
心

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
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
偶
を
唱
え
、
椎
名
宏
雄
老
師
よ
り

『正

法
眼
蔵
』

の
提
唱
を
聞
く
。
現
在
「諸
法
賞
相
」
の
巻

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
四
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
上
旬

（本
年
は
六
月
四

・
五
日
）
、　
一
泊
し
、
七
住
の

坐
禅
と
ご
提
唱
を
聞
く

禅
講
の
後
、

平
成

一
七
年

●

一
月
二
三
日

▼
昨
年
の
年
番
幹
事
加
藤
孝
氏

・
富
澤
　
　
値
目
標
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
物
を
大

勇
氏
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。
今
年
は
大
　
　
切
に
し
、
ゴ
ミ
の
減
量
な
ど
身
の
回
り

坂
昌
宏

・
晶
子
ご
夫
妻
が
担
当
さ
れ
ま
　
　
で
で
き
る
節
約
を
心
掛
け
た
い
。

す
。
ご
夫
妻
で
の
年
番
幹
事
は
初
め
て
　
　
▼
龍
泉
院
で
は
二
月

一
日
か
ら

一
五
日

だ
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
　
　
ま
で
、
本
堂
に
釈
尊
の
お
亡
く
な
り
に

願
い
致
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

っ
た
様
子
を
描

い
た
湿
槃
図
を
掛
け

▼
成
道
会
に
初
め
て
参
加
さ
れ
た
、
白
　
　
て
い
ま
す
。
来
年
は
拝
観
し
て
は
い
か

井
市
の
伊
藤
さ
ん
か
ら
届
い
た
手
紙
の
　
　
が
で
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　
　
（件
泉
）
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中
に
、
ご

一
緒
に
来
山
さ
れ
た
ブ
ラ
ン

ド
ン
さ
ん
か
ら
、
「
間
」
に
つ
い
て
分
か

り
や
す
い
説
明
を
求
め
ら
れ
、
困

っ
て

い
る
と
書

い
て
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

小
畑
さ
ん
が
仰
し
ゃ
っ
た
「
一
期

一
会
」

に
あ
た
る
英
語
は
無

い
が
、
似
た
諺
に

「毎
日
を
、
人
生
最
後
の
日
だ
と
思

っ

て
生
き
ろ
」
と

い
う
英
語
が
あ
る
そ
う

で
す
。
ち
な
み
に
ブ
ラ
ン
ド
ン
さ
ん
は

自
転
車
事
故
で
頭
蓋
骨
に
も
ヒ
ビ
が
人

る
重
傷
を
負

っ
た
も
の
の
、
無
事
退
院

し
て
帰
国
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

▼
あ
る
新
聞
の
社
説
に
よ
れ
ば
、
昨
年

の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
ケ

ニ

ア
の
副
環
境
相
ワ
ン
ガ
リ

・
マ
ー
タ
イ

さ
ん
が
し
ば
し
ば
日
本
語
の

「も

っ
た

い
な
い
」
を
目
に
す
る
そ
う
だ
。
地
球

環
境
の
大
切
さ
を
訴
え
る
こ
れ
以
上
の

言
葉
は
な
い
。
「
つ
な
み
」
や

「
カ
ラ
オ

ケ
」
は
世
界
語
だ
が
、
「も

っ
た

い
な

い
」
も
世
界
語
に
加
わ

っ
て
も
ら
い
た

い
と
。
同
感
で
あ
る
ｃ
　

　

（五
十
嵐
）

▼
地
球
温
暖
化
防
止

へ
向
け
て
京
都
議

定
書
が
よ
う
や
く
発
効
し
、
各
国
に
数

⑧


