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ヨ巨せ
≡ヨつ

峰げ
甚完
底ぞ

従
容
録
に
学
ぶ

Ｔ
こ

第
五
〇
則

Ｔ
不
血水
〕

衆
に
示
し
て
云
く
、
末
後
の

一
句
に
て
始
め
て
牢
関
に
到
る
。

巌
頭
、
自
負
を
も

っ
て
上
は
親
師
を
肯
わ
ず
、
下
は
法
弟
に
譲
ら

あ
り
や
？

〔本
則
〕

挙
ぐ
、
雪
峰
、
住
庵

の
時
、

尋
ぎ
気
を
逐
む
）
。

身
と
出
て
云
く
、

身
の
勢
は
作
蕨
生
？
）

し
て
識
え
ず
）
。

頭
問
う
、
甚
底
処
よ
り
来
る
？

南
よ
り
。
（這
一異
は
嶺
北
な
り
）。
頭
云
く

や

？
り
や
？
）

と
も
せ
じ

参
禅
会
会
報

僧
云
く
、

夏
末
に
至

っ

す
こ
と
遅
し
）
。

①



今
回
は
か
な
り
長
い
則
。
『従
容
録
』
で
雪
峰
義
存

が
中
心
と
さ
れ
る
四
則
の
う
ち
、
も
う
今
回
で
さ
い

ご
。
と
は
い
つ
て
も
、
こ
の
則
も
第
五
五
則
と
同
様
、

ワ
キ
役
の
巌
頭
全
歳
が
む
し
ろ
雪
峰
以
上
の
力
量
を

示
す
と
こ
ろ
が
共
通
し
て
い
ま
す
。

禅
門
の
流
れ
の
上
で
、
雪
峰
は
雲
門
宗
と
法
眼
宗

の
祖
た
る
地
位
に
あ
り
、
ま
た
複
数
の
語
録
が
伝
存

し
て
い
る
の
に
対
し
、
系
統
が
絶
え
語
録
も
伝
わ
ら

な
い
巌
頭
が
、
年
こ
そ
六
歳
下
な
が
ら
兄
弟
子
で
あ

り
、
し
か
も
悟
り
の
内
容
が
深
い
の
で
す
。

た
し
か
に
、
〔示
衆
〕
は
万
松
さ
ん
の
巌
頭

へ
の
賛

辞
で
す
。
要
約
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「ぎ
り
ぎ
り
の
言
葉
に
よ

っ
て
の
み
、
生
死
の
関

門
は
開
け
る
の
だ
。
巌
頭
は
師
匠
の
徳
山
だ
ろ
う
と

弟
弟
子
の
雪
峰
だ
ろ
う
と
、安
易
な
妥
協
な
ど
せ
ん
。

彼
は
た
だ
の
理
屈
屋
か
、
深

い
力
量
の

あ

っ
て
の
こ
と
か
、
わ
か
る
か
な
？
」

す
ご

い
で
す
ね
。

つ
ぎ
に

〔本
則
〕

の
要
旨
で
す
。

「道
場
に
入
門
を
乞
う
た
二
僧
に
対

し
、
雪
峰
は
門
か
ら
と
び
出
し
て
、
″
こ

れ
は
い
っ
た
い
何
だ
？
″
と
示
し
た
。

僧
も
同
じ
し
ぐ
さ
を
し
た
の
で
、
雪
峰

は
う
な
だ
れ
て
戻

っ
た
。
後
に
僧
は
巌

頭
の
道
場
に
行

っ
て
そ
れ
を
話
し
た
と

こ
ろ
、
巌
頭
は

″
あ
あ
、
昔
ワ
シ
は
雪

峰
に
ギ
リ
ギ
リ
の

一
句
を
教
え
て
お
く

ん
だ

っ
た
″
と
嘆

い
た
。
あ
と
で
再
び

僧
が
問
う
た
の
で
、
″
ワ
シ
と
雪
峰
と
は
兄
弟
弟
子
だ

が
違
う
。
ギ
リ
ギ
リ
の

一
句
と
は
〈
た
だ
こ
れ
の
み
〉

じ
や
″。」

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。
ち
な
み
に
、
巌
頭
と
雪
峰

は
と
も
に
湖
南
省
徳
山

（常
徳
市
）
の
宣
堕
和
尚
の

も
と
で
修
行
し
、
宣
璧
に
嗣
法
し
た
神
足
の
兄
弟
で

し
た
。
後
に
そ
れ
ぞ
れ
開
い
た
道
場
は
、
湖
南
省
北

部
の
洞
庭
湖
に
近
い
巌
頭
山
と
、
福
建
省
福
州
の
郊

外
に
あ
る
雪
峰
山
。
両
省
は
直
線
で
も
八
〇
〇
ｋ

ｍ

の
距
離
で
す
。
で
す
か
ら
、
万
松
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト

の

「嶺
北
」
を

「
コ
ナ
ン
」
と
ル
ビ
し
た
の
で
す
。

同
じ
く

「熟
処
」
は
雪
峰
と
む
か
し
修
行
し
た
と
こ

ろ
。
「
一
字
公
門
に
入
さ
ば
八
牛
に
捜
げ
出
せ
じ
」
は

ウ
ッ
カ
リ
発
言
が
で
き
な
い
こ
と
。
総
じ
て
万
松
の

コ
メ
ン
ト
は
今
更
な
が
ら
深
く
て
正
鵠
を
射
、
す
ば

ら
し
い
の

一
語
で
す
。

さ
て
、
こ
の

一
則
の
中
心
は
「末
後
の

一
句
」
―

禅
門
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
、
ギ
リ
ギ
リ
の
絶
対
で
究

極
的
な

一
語
の
こ
と
で
す
。
こ
の
則
で
は
雪
峰
の
言

葉

「這
れ
甚
底
ぞ
？
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
巌
頭
の

「只
だ
這
れ
是
」
が
そ
れ
に
該
当
。
じ
つ
は
、
雪
峰

の
こ
の
言
葉
は
か
れ
の
オ
ハ
コ
で
あ

っ
て
、
人
間
が

現
に
生
き
て
存
在
し
て
い
る
根
源

へ
の
問
い
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
を
マ
ネ
し
た
雲
水
に
、
雪
峰
は
ガ
ッ
カ

リ
。
そ
れ
を
聞
い
た
巌
頭
は
、
雪
峰
の
教
育
者
と
し

て
の
あ
り
方
を
と
が
め
て
、
も
う

一
言
ギ
リ
ギ
リ
の

言
葉
を
出
し
て
指
導
し
て
あ
げ
れ
ば
よ
か

っ
た
の
に
、

そ
れ
は

「只
だ
這
れ
是
」
と
。

両
者
の
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
具
体
性
の
な
い
副
詞

や
代
名
詞
で
す
か
ら
、何
の
こ
と
や
ら
わ
か
ら
な
い
。

そ
う
で
す
。
真
理
や
さ
と
り
の
世
界
を
具
体
的
な
事

物
で
示
し
た
ら
、も
う
そ
れ
だ
け
に
な

っ
て
し
ま
う
。

で
す
か
ら
具
体
的
に
示
さ
な
い
の
は
、
示
せ
な
い
の

で
す
。
『正
法
眼
蔵
』
懲
慶
の
巻
で
も
、
急
慶

（そ
の

よ
う
な
、
こ
の
よ
う
な
）
と
は
さ
と
り
の
境
地
で
あ

り
、
深
い
智
慧
の
世
界
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
倒
地

・

風
鈴

・
風
幡

・
碓
米
な
ど
の
有
名
な
故
事
を
引
い
て

教
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
禅
師
は

「道
得
」
の
巻

で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
真
理
で
も
表
現
で

き
る
と
い
う
立
場
か
ら
和
文
で
縦
説
横
説
さ
れ
る
。

そ
れ
が

『正
法
眼
蔵
』
な
の
で
す
。
私
た
ち
も
、
良

き
思
考
や
体
験
は
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
客
観
性

を
も

つ
て
語
る
よ
う
に
つ
と
め
た
い
も
の
で
す
。

雪峰義存禅師の真身像 (雪峰山崇聖寺枯木庵)
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転
法
輪
と
い
う
は
、
巧
夫
参
学
し
て

一
生
不
離
叢
林
な
り

―
―
第
二

一
回

ｏ
一
夜
接
心
―
―

今
年
で
第
二

一
回
日
と
な
る

一
夜
接
心
は
、
六
月

一
〇
日

（土
Ｙ

一
一
日

（日
）
の
二
日
間
、
三
八
名

の
方
が
参
加
さ
れ
、
龍
泉
院
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

一
〇
日
の
午
後
二
時
に
上
山
し
、
七
住
の
坐
禅
と
、

椎
名
老
師
か
ら

『正
法
眼
蔵
』
「転
法
輪
の
巻
」
の
ご

提
唱
、
そ
れ
に
朝
課
や
作
務
な
ど
、
例
年
と
同
じ
行

事
で
し
た
が
、
参
加
者
の
方
々
は
皆
充
実
し
た
気
持

鶉
予
鰊
勒．．．．．訴
「
さ

典
座
は
、
今

年
も
松
井
さ
ん

が
引
き
受
け
て

下
さ
い
ま
し
た
。

一
夜
接
心
の
典

座
は
今
年
で
七

回
目
と
の
こ
と
、

参
加
人
数
に
合

わ
せ
て
、
お
料

理
の
材
料
の
分

量
は
ぴ

っ
た
り

用
意
で
き
る
よ

う
に
な

っ
た
、
と
お

っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

禅
講
で
は
椎
名
老
師
か
ら
、
「転
法
輪
の
巻
」
は
短

い
だ
け
で
な
く
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
は
非
常
に
わ

か
り
易

い

一
巻
で
す
が
、
道
理
や
宗
教
的
な
意
味
は

非
常
に
深

い
も

の
が
あ
り
ま
す
、
と
の
お
示
し
が
最

初
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し

「転
法
輪
の
巻
」

の
最

初
九
行
は
漢
文
が
続
き
、
難
し

い
感
じ
が
し
ま
し
た
。

「首
拐
巌
経
」
で
お
釈
迦
さ
ま
が
示
さ
れ
た

「
一
人

登
員
婦
源
、
十
方
虚
空
、
悉
皆
消
唄
」
に
つ
い
て
、

如
浄
禅
師
を
始
め
、
い
ろ
い
ろ
な
お
祖
師
さ
ま
方
が
、

コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
部
分
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
お
祖
師
さ
ま
方
が

「首
拐

巌
経
」

の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
、

コ
メ
ン
ト
す
る
こ

と
に
よ
り
、
「首
拐
巖
経
」
が
仏
祖
に
よ

っ
て
転
ぜ
ら

れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
だ
と
、
道
元
禅
師
は
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
「転
法
輪

の
巻
」

の
最
後

で
道
元
禅
師

は
、
「転
法
輪
ト
イ
ウ
ハ
、
巧
夫
参
学
シ
テ

一
生
不
離

叢
林
ナ
リ
」
と
、
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
、

道
元
禅
師
は
、
禅
道
場
を
生
涯
の
拠
り
所
と
す
れ
ば
、

転
法
輪
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
す
。

二

一
年
前
に
迦
葉
山
龍
華
院
か
ら
始
ま

っ
た

一
夜

接
心
も
、
こ
の

一
〇
年
間
は
龍
泉
院
で
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
坐
禅
や
寝
食
な
ど
修
行
を
共
に
す
る
こ

と
に
よ
り
、
会
員
同
士
の
間
が
短
く
な
る
功
徳
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

参
禅
会
員
は
血
を
分
け
た
兄
弟
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
仏
祖
と
兄
弟
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
法
の
兄

弟
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
椎
名
老
師
も

「肉
親

の
兄
弟
よ
り
も
、
法
の
兄
弟
が
尊
い
」
と
お

っ
し
ゃ

い
ま
し
た
が
、
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
し
た
。

初
め
て
の

「
一
夜
接
心
」

白
井
市
　
根
本
　
保

相
澤
さ
ん
の
ご
紹
介
で
今
年

一
月
か
ら
「参
禅
会
」

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
特
に
信
仰

心
が
強

い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
故
か
お
寺
、　
　
③

仏
像
、
坐
禅
に
は
心
惹
か
れ
る
も

の
が
あ
り
、
退
職

し
た
ら

″
お
寺
参
り
″
を
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

一
月
の

「参
禅
会
」
は
豪
雪
の
翌
日
で
し
た
。
す

っ
ぽ
り
と
雪
に
包
ま
れ
た
龍
泉
院
本
堂
で
の
初
の
坐

禅
は
、
絶
好
の
修
行

の
場
と
な
り
、
忘
れ
ら
れ
な

い

貴
重
な
経
験
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
の

「
一
夜
接
心
」
も
ご
案
内
が
あ

っ
て
即
座

に
申
し
込
み
を
し
ま
し
た
。　
一
日
目
の
土
曜
日
、
午

前
中
は
蒸
し
暑

い
中
、
少
年
野
球
の
指
導
を
し
、
昼

食
も
そ
こ
そ
こ
に
慌
し
く
駆
け

つ
け
ま
し
た
。
お
陰

で
坐
蒲
を
忘
れ
、
前
途
多
難
を
思
わ
せ
ま
し
た
。

そ
の
危
機
は

一
住

の
時
に
来
ま
し
た
。
週
末
の
疲



れ
か
、
気
の
緩
み
か
、
睡
魔
が
襲

っ
て
き
ま
し
た
。

″
ま
ず
い
″
と
思

っ
た
そ
の
時
、
ご
老
師
の
厳
し
い

″
喝
″
が
入
り
、
眠
気
は
吹
き
飛
び
ま
し
た
。
そ
の

後
も
鋭
い
警
策
の
音
が
す
る
度
に
体
中
に
緊
張
が
走

り
、
「参
禅
会
」
よ
り

一
〇
分
長
い
坐
禅
を
、
無
事
に

乗
り
切
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
間
、
初
め
て

の

「警
策
」
も
お
願
い
し
、
体
験
し
ま
し
た
。

ま
た
、
「薬
石
」
の
時
、
恥
ず
か
し
い
失
敗
を
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
美
味
し
い
沢
庵
を
早
々
に
全
部
食

べ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。
初
参
加
の
鈴
木
さ
ん
も
同

様
で
、
二
人
で
苦
笑
い
で
し
た
。

そ
の
上
も
う

一
つ
、
間
違
い
を
し
そ
う
だ

つ
た
事

が
最
近
分
か
り
ま
し
た
。
実
は
食
事
が
美
味
し
か

っ

た
も
の
で
す
か
ら
、
″
美
味
し
い
で
す
ね
″
″
調
理
は

大
変
で
す
ね
″
な
ど
の
言
葉
が
出
そ
う
に
な
り
ま
し

た
。
た
だ
、
皆
さ
ん
が
黙
々
と
食
べ
て
お
ら
れ
る
の

で
、
な
ん
と
か
抑
え
て
お
り
ま
し
た
。

先
日
、
五
木
寛
之
の

「百
寺
巡
礼
」
の
永
平
寺
編

Ｖ
Ｔ
Ｒ
を
観
て
い
ま
し
た
ら
、食
事
の
場
面
が
あ
り
、

五
木
氏
が

″食
事
の
時
は
沈
黙
が
決
ま
り
だ
そ
う
で

す
々
と
言

っ
て
い
ま
し
た
。
ホ
ッ
と
胸
を
撫
で
下
ろ

し
、
改
め
て

「沈
黙
は
金
な
り
」
？
の
格
言
の
意
味

を
感
じ
た
次
第
で
す
。

何
の
作
法
も
わ
き
ま
え
ず
に
参
加
し
た
こ
と
が
恥

ず
か
し
く
、
反
省
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
曲

が
り
な
り
に
も
無
事
務
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
の

も
、
椎
名
ご
老
師
を
は
じ
め
役
員
の
方
々
、
そ
し
て

参
加
者
の
皆
様
の
お
か
げ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
掌

一
夜

接

心

に

参

加

さ

せ

て

戴

い

て

我
孫
子
市
　
服
部
　
純
雄

初
夏
の
爽
や
か
な
日
に
、　
一
夜
接
心
に
参
加
さ
せ

て
戴
き
誠
に
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。
ご
老
師
始
め

幹
事
の
方
々
、
皆
様
の
お
心
の
籠

っ
た
ご
指
導
に
改

め
て
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

感
想
と
致
し
ま
し
て
は
、
木
目
細
か
い
日
程
の
運

行
、
各
食
事
の
美
味
な
る
こ
と
等
、
始
め
て
参
加
さ

せ
て
戴
い
た
者
と
致
し
ま
し
て
は
、
感
謝
と
感
激
の

み
で
あ
り
ま
す
。
何
か
次
回
へ
の
参
考
に
な
る
改
良

点
が
無
い
か
と
探
し
て
見
ま
し
た
が
、
見
当
た
ら
な

い
次
第
で
す
。

唯

一
、
こ
れ
は
個
人
的
か
つ
あ
ま
り
よ
い
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
い
つ
つ
、
ご
質
問
い
た
し
ま
す
。
そ

れ
は
、
四
注
目
位
か
ら
足
が
痛
く
て
、
そ
の
事
ば
か

り
に
意
識
が
集
中
し
て
、
早
く
終
わ
ら
な
い
か
と
の

み
願
い
、
坐
禅
が
嫌
に
な

っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
結

珈
朕
坐
を
諦
め
て
半
珈
朕
坐
に
直
し
ま
し
た
。

す
る
と
ま
た
坐
禅
が
快
調
に
な
り
、
い
く
ら
で
も

坐
れ
そ
う
に
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
い
い
の
か
な
と

思
い
ま
し
た
が
、
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

次
に
、
ご
老
師
の

「兄
弟
」
の
御
教
え
は
、
仏
教

に
そ
う
い
う
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
始
め
て
知
り
ま

し
た
。
血
縁
者
と
の
交
わ
り
も
現
代
の
都
市
型
社
会

で
は
薄
れ
ざ
る
を
得
な
い
訳
で
、
参
禅
を
通
じ
て
楽

し
い
交
流
が
大
切
な
事
と
思
い
ま
す
。

月
に

一
度
で
は
寂
し
い
気
も
致
し
ま
す
。
例
え
ば

毎
週
日
曜
日
に
は
参
禅
さ
せ
て
戴
け
れ
ば
有
難
い
と

思
い
ま
す
。

一
夜
接
心

柏
市
　
鈴
木
　
民
雄

平
成

一
八
年
六
月

一
〇
日
参
禅
す
る
。
山
門
再
建

落
慶
法
要
の
お
手
伝
い
で
参
観
し
た
法
要
の

一
部
を
、

自
分
自
身
で
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
感
激
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
作
務
を
初
め
て
務
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

山
門
再
建
の
記
念
す
べ
き
日
に
参
禅
し
た
の
も
、

何
か
の
縁
と
思

い
、
自
分
の
で
き
る
作
務
を
続
け
て

行
こ
う
と
自
分
に
誓

い
ま
し
た
。

一
見
似
て
い
る
讐
え
話

千
葉
市
　
寺
田
　
哲
朗

今
年
は
三
月
か
ら

『正
法
眼
蔵
』
礼
拝
得
髄
の
巻

を
ご
提
唱
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
五
月
に

「
・
・
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か
く
の
ご
と
く
の
療
人
、
い
た
づ
ら
に
父
国
を
は
な

れ
て
他
国
の
道
路
に
玲
跡
す
る
に
よ
り
て
、
仏
道
を

見
聞
せ
ざ
る
な
り

・
。
」
と
い
う

一
節
を
拝
聴
い
た

し
ま
し
た
。

こ
れ
は

「法
華
経
」
に
あ
る

「長
者
窮
子
」
の
お

話
で
す
。
以
前
に
も
拝
聴
し
た
よ
う
に
思
い
、
テ
キ

ス
ト
の
書
き
込
み
を
見
た
と
こ
ろ
、
平
成

一
三
年
二

月
に

「行
事

（上
と

に
、
７

ｏ
な
お
こ
れ
行
事
を

こ
こ
ろ
ざ
す
に
に
た
れ
ど
も
、
真
父
の
家
卿
に
財
宝

を
な
げ
す
て
て
、
さ
ら
に
他
国
鈴
跡
の
窮
子
と
な
る

・
・
」
と
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
お
話
が
ど
う
も
気
に
な
り
ま
す
の
は
、
平
成

一
六
年
に
ロ
シ
ア
旅
行
に
行
き
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル

ブ
ル
グ
に
あ
る
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
で
、
レ
ン

ブ
ラ
ン
ト
の
作
品

「放
蕩
息
子
の
帰
還
」
と
い
う
の

を
見
た
の
が
き

っ
か
け
で
す
。
写
真
に
あ
り
ま
す
よ

う
に
、
家
出
を
し
て
放
蕩
の
限
り
を
尽
く
し
た
息
子

を
、
父
が
優
し
く
抱
い
て
迎
え
る
構
図
で
す
。
こ
れ

は
新
約
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
お
話
と
の
こ
と
。

と
こ
ろ
が
、
一
一
つ
の
お
話
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、

い
ろ
い
ろ
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

「長
者
の
窮
子
」
は

一
人
息
子
で
す
が
、
「放
蕩
息

子
」
に
は
兄
が
い
て
、
弟
の
家
出
中
父
親
を
助
け
て

家
業
に
精
を
出
す
の
で
す
。
こ
の
画
に
父
子
の
ほ
か

三
人
が
画
か
れ
て
い
て
、　
一
人
は
母
親
、
腰
掛
け
て

い
る
方
が
兄
の
よ
う
で
す
。
両
方
と
も
長
文
で
す
か

ら
他
に
も
細
か
い
と
こ
ろ
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
さ
て
お
い
て
、　
一
番
違
う
の
は
こ
の
お
話

が
何
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
こ
れ
は
両
方
の

文
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
し
た
。

「法
華
経
」
の
方
は
、
「誰
に
も
仏
の
素
質
が
あ

り
、
そ
れ
を
開
花
さ
せ
る
修
行
も
こ
こ
で
今
で
き
る

の
に
、
ど
こ
か
遠
く
に
あ
る
と
思
い
違
い
を
し
て
放

浪
す
る
の
で
な
い
よ
」
と
の
讐
え
だ
そ
う
で
す
が
、

「聖
書
」
は
帰

っ
て
き
た
弟
に
父
親
が
感
激
し
て
厚

く
も
て
な
す
の
を
、
真
面
目
に
仕
え
て
き
た
兄
が
不

満
を
言
う
、
兄
の

一
般
的
な
常
識
的
な
こ
の
態
度
に

対
す
る

「神
」
の
誠
め
だ
そ
う
で
す
。

弟
の
放
蕩
息
子
は
父
親
に
悔
い
改
め
て
い
る
の
で

赦
さ
れ
る

一
方
、
何
故
兄
は
い
け
な
い
の
か
、
は
専

門
家
に
ゆ
ず
り
、　
一
見
同
じ
物
語
で
も
趣
旨
が
全
く

別
で
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
の
で
、
何
か
安
心
し
た

気
分
に
な
り
ま
し
た
。

似
た
物
語
は
さ
さ
や
か
な
発
見
の
積
り
で
し
た
が
、

う
な
、
と
可
笑
し
く
な

っ
た
の
で
し
た
。

崇
高
で
優
雅
な
永
遠
の
恋
人

弥
勒
菩
薩
を
訪
ね
て

我
孫
子
市
　
清
水
　
秀
男

今
年
の
三
月
、
久
し
振
り
に
京
都
に
旅
を
し
た
。

そ
し
て
ま
ず
最
初
に
太
秦
の
広
隆
寺
に
向
か

っ
た
。

永
遠
の
恋
人

「弥
勒
菩
薩
半
珈
思
惟
像
」
に
会
う
為

で
あ
る
。
か
つ
て
あ
る
大
学
生
が
、
あ
ま
り
の
美
し

さ
に
近
づ
い
て
口
づ
け
を
し
よ
う
と
思

っ
た
ら
指
が

折
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
か
の
有
名
な
仏
像
で
あ
る
。

永
遠
の
恋
人
は
、
年
を
取
る
事
な
く
、
心
変
わ
り

す
る
事
な
く
、
昔
と
変
わ
ら
ぬ
清
楚
で
、
優
雅
な
美

し
い
姿
と
暖
か
い
微
笑
み
で
私
を
迎
え
て
く
れ
、
し

ば
し
至
福
の
時
を
持
つ
事
が
出
来
た
。

菩
薩
像
は
、
将
来
に
お
い
て
如
来
に
到
達
す
る
為

に
修
行
を
し
、
大
衆
の
教
化
に
努
め
て
い
る
仏
の
像

で
あ
る
。
弥
勒
菩
薩
を
は
じ
め
、
様
々
な
姿
に
変
化

し
て
救
う
観
音
菩
薩
、
女
性
を
守
る
と
さ
れ
る
普
賢

菩
薩
、
智
慧
を
司
る
文
殊
菩
薩
、
こ
の
世
の
地
獄
に

苦
し
む
人
を
救
う
地
蔵
菩
薩
、
宇
宙
の
様
に
広
大
無

辺
な
徳
や
智
力
を
持
つ
と
さ
れ
密
教
思
想
と
共
に
発

達
し
た
虚
空
蔵
菩
薩
等
が
あ
る
。

そ
の
中
で
弥
勒
菩
薩
は
、
釈
迦
に
次
い
で
悟
り
を

開
き
、
仏
に
な
る
と
約
束
さ
れ
た
菩
薩
で
す
。
現
在

法
華
経
と
聖
書
、

腿
　一向方とも原
血（に

脚
れ舜和惣「わ（

腸．　にはと
っく
に知

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
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兜
率
天

（ト
ソ
ツ
テ
ン
‥
将
来
仏
と
な
る
べ
き
菩
薩

が
地
上
に
下
る
迄
の
最
後

の
生
を
過
ご
す
場
所
）
に

て
修
行
中
で
、
釈
迦
が
入
滅
し
て
か
ら
五
六
億
七
〇

〇
〇
万
年
後
に
人
間
界
に
出
現
し
、
釈
迦
が
救
済
出

来
な
か

っ
た
大
衆
を
救
う
と
言
わ
れ
て
い
る
未
来
仏

で
あ
り
、
半
珈
思
惟
像
は
、
今
く

つ
ろ
い
だ
姿
で
未

来
の
来
る
べ
き
理
想
の
世
界
に
つ
い
て
、
じ

っ
く
り

思

い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
姿
と
言
わ
れ
て
い
る
。

広
隆
寺
の

「弥
勒
菩
薩
半
珈
思
惟
像
」

の
歴
史
を

簡
単
に
見
て
み
よ
う
。
広
隆
寺
は
聖
徳
太
子
建
立
日

本
七
大
寺
の

一
つ
で
あ
り
、
六
〇
三
年

（飛
鳥
時
代
）

に
建
立
さ
れ
た
京
都
最
古
の
寺
で
あ
る
。
広
隆
寺
の

あ
る
太
秦
地
区
は
四
ヽ
五
世
紀
か
ら
、
朝
鮮
半
島
や

中
国
か
ら
来
朝
し
た
多
く
の
帰
化
人
が
住
み
つ
き
、

農
耕
、
醸
造
や
、
蚕
を
飼

い
絹
織
物
を
作
る
等
、
先

進
文
明
の
優
れ
た
技
術
と
生
産
力
を
導
入
し
、
開
拓

と
殖
産
に
励
ん
で
い
た
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
が
秦
氏
族

で
あ
り
、
親
交
が
あ

っ
た
聖
徳
太
子
が
弥
勒
菩
薩
半

珈
思
惟
像
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
（
こ
の
仏
像

に
関
し
て
、
年
代
も
含
め
、
当
時
日
本
と
新
羅
と
の

密
接
な
交
流
か
ら
し
て
、
新
羅
か
ら
請
来
さ
れ
た
も

の
か
、
又
は
日
本
で
製
作
さ
れ
た
も
の
か
諸
説
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
７
世
紀
前
半
に
安
置
さ
れ
た
仏
像

で
あ
る
）
。

私
が
何
故
、
弥
勒
菩
薩
半
珈
思
惟
像
に
魅
了
さ
れ

る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
仏
像
の
前
に
脆
き
、
自
分

を
投
げ
出
す
と
、
私
の
す
べ
て
を
包
容
し
、
苦
し
み

を
聞
き
許
し
て
く
れ
る
、
ま
さ
に
母
の
無
限
で
、
無

償
の
愛
を
感
得
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
像
に
会

う
度
に
聖
な
る
母
性
、
霊
性
を
感
じ
る
と
共
に
、
摩

詞
不
思
議
な
深

い
安
ら
ぎ
を
覚

え
る
か
ら
で
あ

る
。
弥
勒
菩
薩

の
崇
高
な
る
姿

を
通
し
て
、
徹

底
素
直
に
な
る
事
が
出
来
、
本
当
の
自
分
自
身
に
出

会
う
事
が
出
来
る
か
ら
だ
と
思
う
。

自
分
自
身
の
愚
か
さ
、
至
ら
な
さ
、
貪
り
の
激
し

さ
、
怨
み
心
、
残
忍
性
、
お
ご
り
、
自
己
中
心
性
等

数
え
上
げ
れ
ば
き
り
の
な
い
、
ま
さ
に
情
け
な
い
闇

の
部
分
の
自
分
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、
お
前
は
本
当

に
そ
れ
で
良
い
の
か
と
い
う
も
う

一
つ
の
自
分
の
声

が
聞
え
て
く
る
。
更
に
、
悔
悟
し
本
当
の
人
間
と
し

て
の
あ
る
べ
き
姿
に
向

っ
て
、
希
望
を
持

っ
て
精
進

し
な
さ
い
と
の
声
も
聞
え
て
く
る
。
そ
の
他
、
私
の

心
を
捉
え
て
離
さ
な
い
弥
勒
菩
薩
半
珈
思
惟
像
の
姿
、

顔
、
表
情
等
の
魅
力
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

・
伏
目
が
ち
に
瞑
想
に
耽
る
、
切
れ
長
で
優
雅
な
目

の
深
遠
な
哲
学
性
。

・
眉
か
ら
鼻
に
か
け
て
筋
の
通

っ
た
、
鋭
角
的
な
ラ

イ
ン
の
深

い
叡
智
性
と
知
性
。

・
頬
の
柔
ら
か
な
ふ
く
ら
み
と
、
日
元
の
得
も
言
わ

れ
ぬ
ア
ー
ケ
イ

ッ
ク
な
微
笑
の
無
量
の
慈
悲
性
。

・
頬
に
か
す
か
に
触
れ
ん
ば
か
り
の
、
右
手

の
指
先

の
た
お
や
か
な
美
し
さ
。
特
に
親
指
に
向
か

っ
て

意
味
あ
り
げ
に
軽
く
折
り
曲
げ
た
薬
指
は
、
何
か

人
々
に
、
永
遠
な
る
湿
槃
寂
静
の
世
界

へ
の
サ
イ

ン
を
、
発
し
て
い
る
様
な
気
が
し
て
な
ら
な

い
。

こ
れ
ら
に
よ

っ
て
弥
勒
菩
薩
は
、
私
を
無
限
の
宇

宙
の
中
に
す

っ
ぽ
り
包
み
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

か
の
有
名
な
実
存
哲
学
者
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
こ
の
仏

像
を
評
し
て

「人
間
存
在

の
最
も
清
浄
な
、
最
も
円

満
な
、
最
も
永
遠
な
姿
の
表
徴
」
と
言

っ
て
い
る
。

私
は
決
し
て
偶
像
崇
拝
者
で
は
な

い
。
弥
勒
菩
薩

を
通
じ
て
、
よ
く
自
分
を
見

つ
め
、
愚
か
さ
、
弱
さ

を
客
観
的
に
把
握
し
、
同
時
に
自
分
の
尊
厳
性
に
も

目
覚
め
、
よ
く
自
分
自
身
を
静
か
に
統

一
し
、
よ
く

と
と
の
え
再
構
築
す
る

《
よ
す
が
》
と

《
エ
ネ
ル
ギ

ー
》
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
つ
の
日
か
、
又
お

会

い
出
来
る
日
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

「
お
の
れ
こ
そ
　
お
の
れ
の
よ
る
べ
　
お
の
れ
を

措

（お
）
き
て
　
誰
に
よ
る
べ
ぞ
　
よ
く
と
と
の
え

し
お
の
れ
に
こ
そ
　
ま
こ
と
え
が
た
き
　
よ
る
べ
を

ぞ
獲
ん
」

（法
句
経

　

一
六
〇
　
友
松
回
諦
訳
）
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ス
イ
ス
三
大
名
峰
を
巡
る

ハ
イ
キ
ン
グ
の
旅
（上
）

さ
い
た
ま
市
　
美
川
　
武
弘

こ
の
六
月
、
古
来
稀
な
る
歳
を
迎
え
た
。
吾
が
身

の
健
康
と
健
全
な
家
族
、
そ
し
て
良
き
友
人
達
に
恵

ま
れ
た
お
陰
と
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
し
た

い
。

こ
の
七
月

一
一
日
か
ら

一
九
日
ま
で
の
九
日
間
、

ス
イ
ス
の
三
大
名
峰
、

マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
、
モ
ン
ブ

ラ
ン
、
ア
イ
ガ
ｌ

ｏ
ユ
ン
グ
フ
ラ
ウ
と

い
っ
た
名
峰

を
め
ぐ
る
旅
が
計
画
さ
れ
、
年
甲
斐
も
な
く
ス
イ
ス

の
代
表
的
な
ア
ル
ペ
ン
リ
ゾ
ー
ト
を
歩

い
て
き
た
。

ア
ル
プ
ス
の
山
々
を
眺
め
な
が
ら
の
ハ
イ
キ
ン
グ
を

ハ
イ
ラ
イ
ト
と
す
る
こ
の
旅

へ
の
参
加
は
、
古
希
を

迎
え
た
私
に
と

っ
て
は
、
思

い
も
か
け
な

い

一
大
イ

ベ
ン
ト
で
あ
り
、
生
涯
忘
れ
得
ぬ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と

な

っ
た
。

同
行
メ
ン
バ
ー
は
、
坐
禅
仲
間
の
大
坂
さ
ん
ご
夫

妻
、
添
田
さ
ん
、
松
井
さ
ん
、
五
十
嵐
さ
ん
ご
夫
妻
、

宮
本
さ
ん
の
奥
様
と
美
川
夫
婦
の
九
名
と
、
坐
禅
仲

間
の
友
人
九
名
、
そ
れ
に
ベ
テ
ラ
ン
ツ
ア
ー
コ
ン
ダ

ク
タ
ー
の
神
宮
寺
さ
ん
の
男
女
総
勢

一
九
名
で
、
平

均
年
齢
六
五
歳
の
気
心
の
知
れ
た
仲
間
達
。
し
か
も
、

山
好
き
で
、
高
原
に
咲
き
乱
れ
る
可
憐
な
草
花
の
姿

に
魅
せ
ら
れ
た
、
心
優
し
き
仲
間
達
だ
。

ス
イ
ス
は
国
土
の
七
割
を
山
が
占
め
る
と

い
う
山

岳

の
国
で
あ
る
。
三
〇
〇
〇
ヽ
四
〇
〇
〇

ｍ
級
の
雄

大
な
山
々
や
神
秘
的
な
大
氷
河
、
美
し
い
森
、
清
ら

か
な
水
を
た
た
え
る
湖
、
緑
豊
か
な
放
牧
地
。
豊
か

な
大
自
然
の
魅
力
を
楽
し
む
に
は
、

ハ
イ
キ
ン
グ

コ

ー
ス
を
歩
く
こ
と
に
尽
き
る
。

ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
の
名
峰
巡
り
は
、
ま
ず
、
世
界

屈
指

の
名
峰
で
ス
イ
ス
を
象
徴
す
る
山

・
マ
ッ
タ
ー

ホ
ル
ン
を
は
じ
め
、
四
〇
〇
〇

ｍ
級
の
山
々
が
連
な

る
お
膝
元
の
街
、
ツ
エ
ル
マ
ッ
ト

（
一
六
八
〇

ｍ
）

か
ら
ス
タ
ー
ト
。

ツ
ェ
ル
マ
ッ
ト
は
ガ
ソ
リ
ン
自
動

車
を
締
め
出
し
、
美
し
い
空
気
に
満
ち
て
い
る
谷
奥

の
リ
ゾ
ー
ト
で
あ
る
。

早
朝

の
登
山
電
車
で
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
観
光
絶
景

竹
靴
解

ポ
イ
ン
ト
の
ゴ

ル

ナ

ー

グ

ラ

ー
ド

ヘ
。
ゴ

ル

ナ

ー

グ

ラ

ー

ド

の
展

望

台

（三

一
一二
五

Ｅ

か
ら
の
眺

め
は
、
素
晴
ら

し
い
の
一
語
に

尽
き
る
。
毅
然

と
徒
専
え
る
マ
ッ

タ
ー
ホ
ル
ン
を
は
じ
め
、
モ
ン
テ

・
ロ
ー
ザ
、
ブ
ラ

イ
ト
ホ
ル
ン
な
ど
の
山
々
の
景
観
と
、
雄
大
な
氷
河

の
眺
望
に
は
、
誰
も
が
歓
声
を
上
げ
た
。
そ
の
後
、

ロ
ー
デ
ン
ボ
ー
デ
ン
駅

（二
八

一
九

ｍ
）
ま
で

一
駅

戻
り
、
湖
に
映
え
る

「逆
さ
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
」
が

美
し
い
リ
ッ
フ
ェ
ル
ゼ
ー

（湖
）
か
ら
、
足
許
に
咲

き
乱
れ
る
小
さ
な
花
々
を
愛
で
な
が
ら
、
リ
ッ
フ
エ

ル
ベ
ル
グ
駅

（二
五
八
二

ｍ
）
ま
で
花
の
ハ
イ
キ
ン

グ
を
楽
し
む
。

翌
日
は
地
下
ケ
ー
ブ
ル
で
ス
ネ
ガ
パ
ラ
ダ
イ
ス

（三
二
八
八

ｍ
）
へ
。
ス
ネ
ガ
か
ら
は
マ
ッ
タ
ー
ホ

ル
ン
の
裾
野
が
美
し
く
、
最
も
優
雅
に
眺
め
ら
れ
る
。

山
上
湖

（ラ
イ
ゼ
ー
）
も
近
い
。
素
朴
な
風
情
が
残

る
村
落
フ
ィ
ン
デ
ル
ン
村
を
経
て
、
麓
の
ツ
ェ
ル
マ

ッ
ト
ま
で
下
り
の
ハ
イ
キ
ン
グ
。
さ
す
が
は
酪
農
の

国
、
途
中
飲
ん
だ
ミ
ル
ク
は
大
変
旨
か

つ
た
。

午
後
は
電
車
と
バ
ス
と
で
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
山
群
と

赤
い
針
峰
群

（ブ
レ
ヴ
ア
ン
、
フ
レ
ジ

ェ
ー
ル
）
に

囲
ま
れ
た
氷
河
谷
の
街

ｏ
シ
ャ
モ
ニ
ー

・
モ
ン
ブ
ラ

ン

（
フ
ラ
ン
ス
）
（
一
〇
三
五

ｍ
）
へ
向
か
う
。

翌
日
は
モ
ン
ブ
ラ
ン
観
光
。
モ
ン
ブ
ラ
ン
山
群
の
大

パ
ノ
ラ
マ
が
広
が
る
エ
ギ

ュ
イ

・
デ

ユ

ニ
ミ
ア
イ

（三
八
四
二

ｍ
）
の
展
切
云
口
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最

高
峰
の
モ
ン
ブ
ラ
ン

（四
八

一
〇

ｍ
）
の
眺
望
は
ま

さ
に
感
動
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
（次
号
に
続
く
）

⑦

大坂 さんの描かれたマッターホルン



◇
◇
去
買
使
０
◇
◇

一
一
月
二
日
に
金
沢

・
大
乗
寺
の
山

主
東
隆
具
老
師
を
訪
ね
て
お
話
を
伺
い
、

三
日
に
京
都
の
道
元
禅
師
所
縁
の
地
を

巡
る
旅
が
、
三
五
周
年
記
念
と
し
て
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

東
老
師
は
元
駒
澤
大
学
女
子
大
学
の

学
長
を
勤
め
ら
れ
、
椎
名
老
師
と
も
ご

親
交
の
深

い
方
で
、
仏
教
や
禅
に
関
す

る
研
究
論
文
や
著
作
を
多
く
出
さ
れ
て

い
ら

つ
し
ゃ
い
ま
す
。
　
ま
た
、
東
老
師

経
　
行

　
一
〇
分

第
二
住
　
坐
禅
三
〇
分

講
　
義
　
　
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

「礼
拝
得
髄
」
の
巻

座
　
談
　
　
自
己
紹
介
の
後
、
茶
を
喫
し
座
談
。
正
午
解
散

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

△
〓
　
費
　
　
無
料

成
道
会
坐
禅
　
月
例
参
禅
会
の
他
に
、
毎
年

一
二
月
の
第

一
あ
る
い
は

第
二
日
曜

（本
年
は

一
二
月
二

ｏ
三
日
）
釈
尊
成
道
を
讃

え
坐
禅
、成
道
会
法
要
後
、法
話
を
聴
取
、点
心
を
共
に
す
る

一
夜
接
心
　
エハ
月
上
旬

（本
年
は
六
月

一
〇

・
一
一
日
）

一
泊
し
、
七

住
の
坐
禅
と
ご
提
唱
を
聞
く

が
書
か
れ
た

「大
乗
寺
を
開
い
た
徹
通

義
介
禅
師
」
を
漫
画
化
さ
れ
た
り
、
「大

乗
寺
の
う
た
」
を
作
詞
さ
れ
る
な
ど
、

ソ
フ
ト
な
方
で
も
い
ら

つ
し
ゃ
い
ま
す
。

因
み
に
、
平
成
二
〇
年
に
徹
通
義
介

禅
師
の
七
百
回
御
遠
忌
を
迎
え
ま
す
。

紅
葉
の
時
期
を
迎
え
る
京
都
で
は
、

道
元
禅
師
が
得
度
さ
れ
た
比
叡
山
横
川

や
、
明
全
禅
師
に
師
事
さ
れ
た
建
仁
寺
、

で
き
れ
ば
宇
治
の
興
聖
寺
な
ど
も
巡
る

予
定
で
す
。
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

沼

南

雑

言己

参
禅
会
記
録
（　
）内
は
座
談
の
司
会
者

平
成

一
八
年

●
三
月
二
六
日
　
　
　
　
一二
八
名

（真
崎
　
孝
広
氏
）

●
四
月
八
日

山
門
改
築
落
慶
法
要
と
開
山

四
五
〇
回
忌
に
奉
仕
　
一
〓
一名

●
四
月
二
三
日
　
　
　
　
四
四
名

（大
坂
　
日
田
子
氏
）

坐
禅

・
禅
講
後
、
筍
掘
り

●
五
月
二
七
日
　
　
　
　
一
エ
ハ
名

（五
十
嵐
嗣
郎
氏
）

●
六
月

一
〇

・
一
一
日

一
夜
接
心
　
　
　
　
二
八
名

於
　
　
天
徳
山
龍
泉
院

幹
事
　
杉
浦
上
太
郎
氏

富
沢
　
勇
氏

●
六
月
二
五
日
　
　
　
　
一二
一
名

（武
田
　
博
志
氏
）

●
七
月
二
三
日
　
　
　
　
一二
ハ
名

（中
蔦
　
宏
誠
氏
）

●
八
月
二
七
日
　
　
　
　
一
一七
名

（永
野
　
昭
治
氏
）

▼
添
田
さ
ん
と
目
ざ
し
た
百
名
山
も
八

月
二

・
三
日
の
富
士
山
登
山
で
無
事
完

登
し
ま
し
た
。
富
士
山
は
、
御
来
光
も

仰
ぐ
こ
と
が
で
き
、
日
本

一
の
山
と
言

う
こ
と
で
、
子
供
ず
れ
の
家
族
が
多
く

登

っ
て
い
ま
し
た
。
特
に
、
八
三
歳
で

●
発
　
行
／
天

徳

山

龍

泉

院

●
印
　
刷
／
岡
田
印
刷
株
式
会
社

毎
年
頂
上
に
登

っ
て
い
る
元
気
な
お
爺

さ
ん
に
は
感
心
し
ま
し
た
。

十
年
間
で
の
予
定
が
二
年
オ
ー
バ
ー

し
ま
し
た
が
、
無
念
無
想
、
こ
つ
こ
つ

と
登

っ
た
成
果
だ
と
思
い
ま
す
。
頑
固

で
は
な

い
、
元
気
な
お
爺
さ
ん
に
倣

い

た

い
も

の
で
す
。
　
　
　
　
　
（隆
道
）

▼
龍
泉
院
山
門
落
慶
式
と
報
恩
開
山
忌

が
四
月
八
日
土
曜
日
に
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
参
禅
会
の
有
志
が
お
手
伝

い
を
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
曇

っ
て
い
て
雨
の

心
配
も
何
と
か
も

っ
て
滞
り
な
く
無
事

終
了
致
し
ま
し
た
。
新
し
く
広

い
駐
車

場
も
沢
山
の
車
で
し
た
が
、
参
禅
会
の

メ
ン
バ
ー
に
よ
る
誘
導
で
ス
ム
ー
ズ
に

行
な
わ
れ
ま
し
た
。
山
門
の
周
り
も
模

様
替
え
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。（添

田
）

▼

「参
禅

っ
て
本
当
に
不
思
議
で
す
。

こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
て
と
思

い
な
が

ら
‥
‥
坐
禅
の
ヨ
サ
は
ま

っ
た
く
人
間

の
思
い
で
は
測
れ
な

い
処
に
、
測
り
き

れ
な

い
大
き
さ
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
と

は
こ
う

い
う
も
の
だ
と
結
論
の
出
な

い

も
の
で
あ
り
、
結
論
を
出
さ
な

い
処
に

こ
そ
坐
る
の
だ
か
ら
で
す
。

い
つ
も
こ

れ
で
い
い
の
か
し
ら
と
思

い
な
が
ら
、

と
に
か
く
や
る
。
」
内
山
興
正
老
師
の
お

言
葉
で
す
。
　

　

　

　

　

　

（添
田
）

▼
特
別
号
は
編
集

の
都
合
で
、
次
号
に

な
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
（秀
嗣
）

８‐
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