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愚
、
云
く
、「
黄
檗
は 
恁
麼 
に 
老
婆 
に
て
、　
�

そ
の
よ
う 

し
ん
せ
つ

 　
 が

そ
な
た

為
に 
徹  
困 
と 
得 

く
た 
く
た 

な
る

ら
ん
に
、 
更 
に
来
っ
て

あ

 
有
過
無
過 

と

が

の

う

む

を
問
う
？
」（ 
再 
と 
犯 
は 
容 
さ

に
ど 

ミ
ス 

ゆ
る

じ
）。
済
、 
言  
下 
に
大
悟
す
（
始
め
て 
痛
痒 
を
知
れ
り
）。

と 

た
ん 

ぼ
う
の
い
た
さ

　

久
し
ぶ
り
に
臨
済
さ
ま
の
則
で
、
第
一
八
号
で
『
従
容
録
』
第

三
七
則
「
臨
済
真
人
」
を
拝
読
し
て
以
来
で
す
。
こ
れ
ら
の
ほ
か

に
も
、
ま
だ
第
一
三
則
「
臨
済
瞎
驢
」
と
第
九
五
則
「
臨
済
一
画
」

の
二
則
が
あ
る
の
は
さ
す
が
で
す
。

　

臨
済
義
玄
（
＊
〜
八
六
七
）
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
一
八
号

で
紹
介
し
ま
し
た
の
で
再
説
は
し
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
一
匹
オ

オ
カ
ミ
の
禅
匠
た
ち
が
ゴ
ロ

く
出
た
唐
末
の
時
代
に
、
特
に
二

人
を
挙
げ
れ
ば
臨
済
と
洞
山
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
大
物
中
の
大
物

で
す
。
両
者
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
人
で
、
臨
済
は
鎮
州
（
河
北
省
石

家
荘
市
）
臨
済
院
と
い
う
平
地
寺
院
で
峻
烈
な
化
導
を
振
い
、
洞

山
は
江
西
省
の
大
変
な
山
中
で
幽
玄
な
宗
風
を
掲
げ
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
両
者
は
環
境
も
禅
風
も
き
わ
め
て
対
照
的
な
が
ら
互

い
に
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
な
ぜ
か
二
人
の
交
渉

は
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
こ

の
「
臨
済
大

悟
」
の
機
縁

は
古
来
有
名

な
古
則
と
さ

れ
、『
碧
巌

龍

泉

院

参
禅
会
会
報

　

従
容
録
に
学
ぶ
（
四
二
）

第
八
六
則　
 
臨  
済  
大  
悟 

り
ん 
ざ
い 
だ
い 

ご

〔
示　

衆
〕

　

衆
に
示
し
て
云
く
、 
銅
頭 

か
お
か
た
ち
は 
鉄  
額 
に
て

て
つ 
め
ん

 
天
眼 

が
ん
こ
う
は 
龍  
晴 
、

け
い 
け
い

 
雕
觜 

わ
し
の
く
ち
ば
し

に 
魚
顋 
、

さ
め
の
あ
ご

 
熊
心  
豹
胆 

ど
う
も
う
な 
き
も
っ
た
ま

な
る
も
、
金
剛
剣
の
下
に
は 
是 
れ

こ

 
計 

は
か
ら

い
も 
納 
さ
ず
、 
一 

ゆ
る 

す
ん

 
籌 
の 
獲 
も
な
し
。 
為
甚
麼 
で 
此 
の 
如 
な
る
や
？

ぶ
ん 

す
き 

ど
う
い
う
わ
け 

こ 

よ
う

〔
本　

則
〕

　
 
挙 
す
、 
臨
済 
、 
黄
檗 
に
問
う
、「

こ 

り
ん
ざ
い 

お
う
ば
く

 
如
何 

い

か

な
る
か 
是 
れ
仏
法 
的
的 
の

こ 

ギ
リ
ギ
リ

 
大
意 
？
」（
殺
人
は 
怒 
す
べ
く
も
、 
情
理 
は 
容 
し
難
し
）。
檗
、 
便 

こ
ん
ぽ
ん
ぎ 

ゆ
る 

に
ん
じ
ょ
う 

ゆ
る 

た
ち
ま

ち
打
つ
（ 
棒
棒 

い
ち
ぼ
う
ご
と

に 
血 
を
見
る
）。 是 
の 
如 
く
三
度
に
て
、 
乃 
で
檗
を

じ
ひ 

か
く 

ご
と 

そ
こ

 
辞 

じ
べ
つ

し
て 
大  
愚 
に 
見 
ゆ
（
重
き
を 
便 
と
し
、
軽
き
を 
便 
と
せ
ず
）。愚
、

だ
い 

ぐ 

ま
み 

よ
し 

よ
し

問
う
、「 
甚  
麼  
処 
よ
り
来
る
？
」（ 
険 
し
い
ぞ
、

い 

ず 

く 

け
わ

 
照
顧 
よ
）。
済
、
云

あ
し
も
と
を
み

く
、「
黄
檗
よ
り
来
る
」（ 
杖  
瘡 
が 
猶  
在 
り
）。
愚
、
云
く
、「
黄
檗

う
た
れ 
き
ず 

ま
だ 
の
こ
れ

に
何
の 
言
句 

こ

と

ば

あ
り
し
？
」（ 
這  
裏 
は 
讐 
を 
報 
つ
に 
好 
し
）。
済
、
云

こ 

こ 

あ
だ 

う 

よ

く
、「 
某
甲 
、
三
た
び
仏
法 
的
的 
の 
大
意 
を
問
う
に
三
度
棒
を 
喫 
え

そ
れ
が
し 

ギ
リ
ギ
リ 

こ
ん
ぽ
ん
ぎ 

く
ら

り
。 
不
知 
、 
過 
あ
り
や
過
な
し
や
？
」（ 
更 
だ
六
十
棒
を 
少 
け
り
）。

い
っ
た
い 

と
が 

ま 

か
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師
に
よ
る
慈
悲
の
鞭
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
物
が
生

ま
れ
た
、
文
字
通
り
「
人
材
の
打
出
」
で
し
た
。

　

今
こ
こ
で
は
、「
仏
法
の
根
本
義
」
な
ど
は
言
葉

の
表
現
を
こ
え
て
い
る
、
ア
タ
マ
で
理
解
し
て
は
な

ら
ん
、
打
た
れ
た
ら
痛
い
は
ず
、
そ
の
痛
さ
は
何
だ
、

ど
こ
か
ら
来
る
、
そ
の
い
の
ち
の
根
源
が
わ
か
れ
ば

仏
法
の
極
則
だ
、と
で
も
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
老
婆
親
切
だ
と
い
う
の
で
す
ね
。
コ

メ
ン
ト
の
「
棒
の
痛
み
」
と
は
、
黄
檗
の
大
親
切
を

表
現
し
て
い
る
の
で
す
。
か
く
て
、
大
人
物
の
誕
生

に
は
黄
檗
と
大
愚
に
よ
る
必
死
の
大
慈
悲
が
あ
っ
た

の
で
す
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
飛
躍
し
た
例
な
が
ら
、
坐
禅

中
に
警
策
を
受
け
る
の
も
悪
く
は
な
い
で
す
ね
。
睡

り
を
さ
ま
す
ク
ス
リ
で
あ
る
と
同
時
に
、
痛
さ
と
い

う
お
の
れ
の
い
の
ち
の
あ
り
か
を
知
る
よ
す
が
で
す

か
ら
。
私
は
学
生
時
代
、
沢
木
興
道
老
師
ご
指
導
の

坐
禅
が
必
修
科
目
。
老
師
の
前
の
単
に
坐
り
、
毎
週

老
師
か
ら
連
策
の
一
本
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時

は
イ
ヤ
と
し
か
思
わ
な
か
っ
た
の
は
若
さ
の
至
り
で

お
恥
し
い
限
り
。
今
に
し
て
憶
え
ば
、
じ
つ
は
得
難

い
体
験
だ
っ
た
の
で
す
。
永
平
寺
で
は
、
年
間
を
通

じ
て
罰
策
は
一
本
だ
け
。
ど
う
や
ら
、
あ
ま
り
ま
じ

め
に
坐
る
の
も
よ
し
あ
し
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
ま

れ
、
足
や
肩
の
痛
み
は
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
ね
。

た
万
松
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
は
、
み
な
ズ
バ
リ
ズ
バ
リ

と
き
ま
り
、
小
気
味
よ
い
で
す
ね
。「
仏
法
ギ
リ
ギ

リ
の
根
本
義
」
な
る
問
い
に
は
「
殺
人
罪
で
も
世
間

で
は
許
さ
れ
て
も
、
仏
法
世
界
で
は
人
間
的
な
理
屈

も
通
ら
ん
ぞ
」
と
か
、
黄
檗
の
棒
打
に
は
「
一
棒
一

棒
慈
悲
の
血
が
流
れ
て
い
る
」
と
高
く
買
い
、
臨
済

が
大
愚
に
参
じ
た
の
を
「
簡
単
に
埒
が
あ
く
と
思
っ

た
ら
実
は
ま
っ
た
く
逆
」
と
風
刺
し
、
ま
た
「
六
十

棒
を 
少 
く
」
と
は
「
そ
ん
な
ふ
う
な
ら
三
棒
ど
こ
ろ

か

か
六
〇
棒
で
も
よ
か
っ
た
」
と
、
大
い
に
黄
檗
の
棒

打
の
意
義
を
掲
げ
る
な
ど
、
見
事
な
も
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
一
則
の
核
心
は
黄
檗
の
棒
打
と
大

愚
の
力
量
な
の
で
す
。
今
日
、棒
打
な
ど
と
い
う
と
、

動
物
に
対
し
て
す
ら
暴
力
だ
虐
待
だ
と
た
い
へ
ん
で

す
が
、む
か
し
の
禅
道
場
で
は
ご
く
当
り
前
の
こ
と
。

録
』
第
一
一
則
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

ず
万
松
の
〔
示
衆
〕
は
、
ハ
ナ
か
ら
お
そ
ろ
し
い
語

句
の
羅
列
で
す
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
す
ご
い
鉄
漢
も

金
剛
剣（
黄
檗
の
棒
）に
は
手
も
足
も
出
な
か
っ
た
の

は
な
ぜ
か
？
と
迫
り
ま
す
。
黄
檗
と
は
江
西
省
黄
檗

山
の
主
、
希
運
禅
師
そ
の
人
。
宰
相
の 
裴 はい 
休 
も
参
じ

き
ゅ
う

た
名
徳
で
、臨
済
は
こ
こ
で
鉗
鎚
を
受
け
た
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
臨
済
が
黄
檗
に
「
仏
法
の
ギ
リ
ギ
リ
の

根
本
義
」
を
問
い
、
打
た
れ
、

三
度
繰
り
返
し
た
の
ち
、
高

安
（
江
西
省
北
部
）
の
大
愚

和
尚
に
参
じ
、
前
事
を
告
げ

た
。
す
る
と
大
愚
は
、
黄
檗

の
親
切
さ
を
ほ
め
そ
や
し
た
、

そ
の
ト
タ
ン
に
臨
済
は
大
悟

徹
底
し
た
、
と
い
う
あ
ら
す

じ
。
も
と
よ
り
、
細
か
な
状

況
は
一
切
省
か
れ
て
い
る
た

め
、
話
の
筋
は
簡
単
で
す
が
、
そ
の
背
景
や
過
程
に

は
大
量
の
氷
山
底
辺
が
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

な
お
、大
愚
は
馬
祖－

帰
宗－

大
愚
と
承
け
る
人
で
、

馬
祖－

百
丈－

黄
檗
の
系
譜
と
は
近
い
関
係
に
あ
り

ま
す
。
本
機
縁
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
増
当
の

人
物
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
〔
本
則
〕
の
語
句
に
つ
け
ら
れ

風外本高画「臨済一喝」
（函館龍宝寺蔵）
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第
二
五
回
成
道
会
円
成
す
！

　

去
る
一
二
月
二
日
、
報
恩
感
謝
の
坐
禅
を
二
�
行

じ
た
後
、
お
釈
迦
様
が
お
悟
り
を
開
か
れ
た
こ
と
を

記
念
し
て
、
椎
名
老
師
の
お
導
き
の
も
と
に
「
成
道

会
」
が
厳
粛
に
執
り
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は

参
禅
会
会
員
二
九
名
、
梅
花
講
員
一
一
名
、
合
わ
せ

て
四
〇
名
で
し
た
。

　

成
道
会
は
、
梅
花
講
員
に
よ
る
「
聖
釈
迦
如
来
成

道
御
和
讃
」
の
奉
詠
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
法
要

の
後
は
、
恒
例
と
な
っ
た
「
問
答
」
で
す
。
ベ
テ
ラ

ン
会
員
に
新
人
会
員
も
加
わ
っ
て
、
熱
気
あ
ふ
れ
る

問
答
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
問
答
の
内
容
は
、

仏
教
の
教
え
、
日
常
生
活
の
問
題
、
修
行
の
あ
り
方

等
、
在
家
修
行
者
ら
し
く
千
差
万
別
で
し
た
。

　

は
る
か
二
五
〇
〇
年
前
に
偉
大
な
教
え
を
打
ち
立

て
ら
れ
た
釈
尊
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
う
ち
に
、
成

道
会
は
早
や
終
了
と
な
り
ま
し
た
。

　

続
い
て
椎
名
老
師
よ
り
「
法
話
」
を
賜
り
ま
し
た
。

以
下
に
法
話
要
旨
を
記
述
い
た
し
ま
す
。

　

本
日
は
、
金
沢
大
乗
寺
の
四
三
代
住
職
を
お
勤
め

に
な
ら
れ
た
無
学
愚
禅
（
一
七
二
三
年
生
―
一
八
〇

九
年
没
）
と
い
う
、
珍
し
い
方
の
話
し
で
す
。

　

誕
生
の
地
は
武
蔵
の
国
吉
見
村
（
現
在
の
鴻
巣
市

・
東
松
山
周
辺
）
で
す
。
幼
名
は
不
明
で
す
が
、
ま

じ
め
な
子
供
で
、一
四
歳
で
出
家
し
ま
し
た
。
当
時
、

貧
し
い
農
民
は
家
族
の
口
減
ら
し
や
、
子
供
の
教
育

の
手
段
と
し
て
、
出
家
さ
せ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か

っ
た
の
で
す
。
興
長
寺
の
痴
天
老
師
の
も
と
で
出
家

し
、
八
年
間
修
行
を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
富
山
の
光
禅
寺
へ
行
く
旅
の
途
中
、
福

井
県
の
東
尋
坊
で
海
に
落
ち
た
の
で
す
が
、
泳
ぎ
が

で
き
ず
、
意
識
不
明
の
ま
ま
海
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ

た
と
こ
ろ
を
住
民
に
発
見
さ
れ
、
奇
跡
的
に
一
命
を

救
わ
れ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
下
関
市
の
功
山
寺
に
移
り
、
高
釣
和
尚
の

下
で
遂
に
大
悟
徹
底
し
た
の
で
す
。「
�
啄
同
時
」の

如
く（
師
と
弟
子
の
意
気
が
合
い
一
体
不
離
に
な
る
）

高
い
レ
ベ
ル
で
の
悟
り
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

『
禅
と
弓
』（
オ
イ
ゲ
ル
・
ヘ
リ
ゲ
ル
著
）
に
は
、

初
心
者
当
時
の
ヘ
リ
ゲ
ル
が
、
弓
道
の
極
意
を
体
得

し
た
と
き
の
話
し
が
出
て
い
ま
す
。
師
の
射
っ
た
一

の
矢
が
的
の
中
央
に
的
中
、
次
の
二
の
矢
は
一
の
矢

の
矢
尻
に
当
た
っ
た
。
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
正
確

に
当
た
る
の
か
と
の
質
問
に
対
し
、
師
の
阿
波
研
造

は
「
自
分
が
射
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
あ
れ
が
射

っ
て
い
る
の
だ
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

　

痴
天
老
師
か
ら
印
可
証
明
を
も
ら
っ
た
愚
禅
和
尚

は
、
興
長
寺
で
二
七
年
間
住
職
を
勤
め
ま
し
た
が
、

五
七
歳
の
時
、
大
乗
寺
の
住
職
と
な
り
ま
し
た
。
住

職
に
な
る
と
す
ぐ
、
無
造
作
に
置
か
れ
て
い
た
寺
宝

を
整
理
し
、
宝
物
殿
を
作
っ
て
安
置
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

　

こ
の
頃
、永
平
寺
が
修
業
に
関
す
る
規
則
を
作
り
、

全
国
の
系
列
寺
院
に
遵
守
す
る
よ
う
指
示
を
出
し
た

成道会参加の梅花講・参禅会会員
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こ
と
を
契
機
と
し
て
、
永
平
寺
と
揉
め
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
大
乗
寺
で
は
す
で
に
様
式
が
整
っ
て
い

た
の
で
、
頑
と
し
て
納
得
せ
ず
、
遂
に
愚
禅
和
尚
は

住
職
を
辞
め
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
前
田

家
の
家
老
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
二
代
後
に
、
再
び
住

職
に
復
帰
し
永
平
寺
と
和
解
を
し
ま
し
た
。

　

愚
禅
和
尚
の
教
え
は
分
り
や
す
い
と
評
判
だ
っ
た

の
で
、
あ
ち
こ
ち
の
授
戒
会
に
招
か
れ
る
こ
と
が
多

く
、
戒
弟
は
何
万
人
に
も
及
ん
だ
そ
う
で
す
。
文
政

一
九
年
に
愚
禅
和
尚
は
九
七
歳
と
い
う
高
齢
で
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
。

　

椎
名
老
師
は
数
年
前
に
偶
然
、
愚
禅
和
尚
が
讃
を

書
い
た
狩
野
探
幽
の
弁
天
像
の
掛
け
軸
を
入
手
さ
れ

ま
し
た
。
成
道
会
の
良
き
日
に
、
龍
泉
院
様
の
寺
宝

で
あ
る
こ
の
よ
う
な
画
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
、

大
変
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

茶
話
会
で
は
、
今
年
一
年
を
振
り
返
っ
て
の
反
省

や
、
来
年
に
か
け
る
意
気
込
み
が
多
く
聞
か
れ
ま
し

た
。
最
後
に
、
今
年
も
龍
泉
院
様
よ
り
宗
門
の
美
麗

な
カ
レ
ン
ダ
ー
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。只
管
感
謝
。

　

（
記
録
：
杉
浦
上
太
郎
）

「
永
平
寺
宮
崎
貫
首
が
我
々
に 

　

残
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

我
孫
子
市　

清
水　

秀
男

　

今
年
数
え
年
で
一
〇
八
歳
の
茶
寿
を
迎
え
ら
れ
た

永
平
寺
貫
首
の
宮
崎
奕
保
（
え
き
ほ
）
老
師
が
、
一

月
五
日
ご
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
老
師
は
、
道
元
禅
師

の
只
管
打
坐
の
教
え
を
厳
格
に
守
り
、
修
行
僧
よ
り

早
く
午
前
三
時
前
か
ら
の
坐
禅
を
欠
か
さ
れ
ず
、
身

を
も
っ
て
禅
と
は
何
か
、
修
行
と
は
何
か
を
説
か
れ

る
と
共
に
、
ご
高
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精
力
的
に

全
国
各
地
を
巡
回
さ
れ
法
を
説
か
れ
、
全
身
全
霊
を

さ
さ
げ
て
禅
を
弘
め
ら
れ
た
現
代
の
傑
僧
で
し
た
。

　

龍
泉
院
で
い
つ
も
椎
名
老
師
の
ご
提
唱
を
拝
聴
す

る
部
屋
に
、
宮
崎
老
師
が
揮
毫
さ
れ
た
「
只
管
打
坐
」

の
色
紙
が
掛
っ
て
い
る
の
を
、
覚
え
て
お
ら
れ
る
方

も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
期
の
ご
様
子
に
つ
い
て
、
朝
日
新
聞
一
月
二
五

日
付
夕
刊
の
惜
別
欄
で
は
、
次
の
様
に
伝
え
て
い
ま

す
。「
病
室
に
付
き
添
っ
た
二
人
の
雲
水
が
、明
け
方

の
短
い
一
声
で
枕
元
へ
駆
け
寄
る
と
、
息
を
引
き
取

っ
て
い
た
と
い
う
。
あ
れ
は
、『
お
ー
い
』
と
呼
ぶ
声

で
あ
っ
た
か
。
何
か
掛
け
声
で
あ
っ
た
か
。
永
遠
に

分
か
ら
な
い
」
と
。

　

私
は
こ
の
短
い
一
声
が
禅
僧
ら
し
い
最
後
の
ご
説

法
だ
っ
た
よ
う
な
感
が
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
ご

説
法
の
内
容
の
手
が
か
り
を
、
約
三
年
半
前
の
平
成

一
六
年
六
月
一
三
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
番
組
で
の

宮
崎
老
師
の
特
集
「
永
平
寺
一
〇
四
歳
の
禅
師
」
に

求
め
て
み
ま
し
た
。
そ
の
中
で
語
ら
れ
た
数
々
の
教

え
は
、
ま
さ
に
老
師
が
我
々
に
残
さ
れ
た
遺
言
だ
っ

た
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
か
ら
エ
ッ
セ

ン
ス
を
取
り
上
げ
て
味
わ
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

「
坐
禅
と
は
」

　

道
元
禅
師
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
る
ん
や
。「
坐
禅
を

す
れ
ば
善
き
人
と
な
る
」。そ
の
善
き
人
に
な
か
な
か

な
れ
ん
。
人
間
は
名
誉
と
か
地
位
と
か
見
栄
と
か
我

慢
（
わ
が
ま
ま
）
と
か
そ
ん
な
も
の
で
一
杯
だ
。
欲

を
克
服
す
る
す
べ
を
覚
え
ん
と
い
か
ん
。
そ
れ
が
坐

禅
だ
。

　

「
坐
禅
の
要
諦
と
は
」

　

坐
禅
す
る
時
、
何
に
も
考
え
な
い
。
妄
想
せ
ん
こ

と
や
。
い
わ
ゆ
る
前
後
裁
断
や
。
そ
の
時
そ
の
時
、

一
息
一
息
し
か
な
い
ん
だ
。
何
か
考
え
た
ら
、
も
う

そ
れ
は
余
分
や
。
息
と
一
つ
に
な
る
。
欲
の
起
こ
る

隙
が
な
い
。
坐
禅
と
い
う
こ
と
は
真
っ
直
ぐ
と
い
う

こ
と
や
。真
っ
直
ぐ
と
い
う
の
は
背
骨
を
真
っ
直
ぐ
、

背
筋
を
真
っ
直
ぐ
、
右
に
も
傾
か
な
い
、
左
に
も
傾

か
な
い
。
真
っ
直
ぐ
と
い
う
こ
と
は
正
直
と
い
う
こ

と
や
。
身
心
一
如
や
か
ら
体
を
真
っ
直
ぐ
し
た
ら
、
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心
も
真
っ
直
ぐ
に
な
っ
と
る
。

　

「
日
常
生
活
が
そ
の
ま
ま
坐
禅
」

　

道
元
禅
師
の
坐
禅
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
が
み

な
禅
だ
。
禅
と
い
っ
た
ら
何
か
殊
更
に
あ
る
よ
う
に

思
っ
て
お
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
も
の
と
一

つ
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
禅
だ
か
ら
、
歩
い
た
ら
歩

い
た
禅
、
し
ゃ
べ
っ
た
ら
し
ゃ
べ
っ
た
で
、
し
ゃ
べ

る
こ
と
が
禅
だ
。

　

ス
リ
ッ
パ
を
脱
ぐ
の
も
坐
禅
の
姿
や
。
ス
リ
ッ
パ

を
揃
え
る
の
が
当
り
前
の
こ
っ
ち
ゃ
。
例
え
ば
ス
リ

ッ
パ
が
ゆ
が
ん
で
お
っ
た
ら
、
放
っ
て
お
け
な
い
ん

だ
。
ス
リ
ッ
パ
が
ゆ
が
ん
で
お
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
分
が
ゆ
が
ん
で
お
る
ん
だ
。

　

「
大
自
然
と
真
理
に
つ
い
て
」

　

自
然
は
立
派
や
ね
。
私
は
日
記
を
つ
け
て
お
る
け

れ
ど
も
、
何
月
何
日
に
花
が
咲
い
た
。
何
月
何
日
に

虫
が
鳴
い
た
。
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
。
規
則
正
し
い
。

そ
う
い
う
の
が
法
だ
。
法
に
か
な
っ
た
の
が
大
自
然

だ
。
法
に
か
な
っ
て
お
る
、
だ
か
ら
自
然
の
法
則
を

ま
ね
て
人
間
が
暮
ら
す
。
人
間
の
欲
望
に
従
っ
て
は

迷
い
の
世
界
だ
。
真
理
を
黙
っ
て
実
行
す
る
と
い
う

の
が
大
自
然
だ
。
誰
に
褒
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も

思
わ
ん
し
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
た
ら
こ
れ
だ
け

の
報
酬
が
貰
え
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
時
が
来
た

な
ら
ば
ち
ゃ
ん
と
花
が
咲
き
、
そ
し
て
黙
っ
て
褒
め

ら
れ
て
も
褒
め
ら
れ
ん
で
も
す
べ
き
こ
と
を
し
て
黙

っ
て
去
っ
て
行
く
。
そ
う
い
う
の
が
実
行
で
あ
り
、

教
え
で
あ
り
、
真
理
だ
。

　

「
死
生
観
に
つ
い
て
」（
重
い
肺
結
核
を
約
四
年
患

っ
た
時
の
心
境
か
ら
）

　

正
岡
子
規
の
『
病
状
六
尺
』
と
い
う
本
に
は
、「
人

間
い
つ
死
ん
で
も
い
い
と
思
う
の
が
悟
り
と
思
っ
て

お
っ
た
。
と
こ
ろ
が
間
違
い
や
っ
た
。
平
気
で
生
き

て
お
る
こ
と
が
悟
り
や
っ
た
と
」と
あ
る
。
分
る
か
。

平
気
で
生
き
て
い
る
こ
と
は
難
し
い
。
死
ぬ
時
が
来

た
ら
死
ん
で
も
い
い
の
や
し
、
平
気
で
生
き
て
お
れ

る
時
は
、
平
気
で
生
き
て
お
っ
た
ら
い
い
の
や
。

　

「
真
似
を
す
る
重
要
性
に
つ
い
て
」

　

人
間
は
真
似
を
せ
な
い
か
ん
。
学
ぶ
と
い
う
こ
と

は
真
似
を
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
て
い
る
。
一
日

の
真
似
を
し
た
ら
一
日
の
真
似
や
。
そ
れ
で
す
ん
で

し
も
た
ら
、
二
日
真
似
し
て
。
そ
れ
で
後
真
似
せ
な

ん
だ
ら
、
そ
れ
は
二
日
の
真
似
。
と
こ
ろ
が
一
生
真

似
を
し
て
お
っ
た
ら
、
真
似
が
ほ
ん
ま
も
ん
や
。

　

ま
さ
に
宮
崎
老
師
の
人
生
は
、
師
を
真
似
、
道
元

禅
師
を
真
似
、
釈
迦
を
真
似
ら
れ
た
一
生
そ
の
も
の

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

二
月
一
五
日
は
、
釈
迦
の
入
滅
の
日
に
因
ん
で
、

遺
徳
を
偲
ぶ
法
要
の
涅
槃
会
が
各
寺
院
で
厳
修
さ
れ

ま
す
。釈
迦
は
亡
く
な
る
時
、「
何
も
嘆
き
悲
し
む
な
。

自
分
が
亡
き
後
は
法
を
拠
り
所
と
せ
よ
。・
・
・
す
べ

て
の
事
象
は
過
ぎ
去
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
怠
る

こ
と
な
く
修
行
を
完
成
せ
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

あ
ら
た
め
て
宮
崎
老
師
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈

り
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
釈
迦
の
法
、
道
元
の
法
を

正
念
相
続
さ
れ
た
宮
崎
老
師
の
教
え
（
法
）
を
拠
り

所
と
し
、
そ
の
灯
さ
れ
た
誓
願
の
火
を
更
に
高
く
掲

げ
、
絶
や
す
こ
と
な
く
、
驀
直
（
ま
く
じ
き
）
に
行

じ
続
け
、
大
き
な
火
と
し
て
い
か
ね
ば
と
心
を
新
た

し
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
今
年
の
歌
会
始
の
勅
題 
「
火
」
に
よ
せ

て
、
青
山
俊
董
老
師
（
愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
長
）
が

詠
ま
れ
た
歌
を
味
読
し
な
が
ら
筆
を
擱
き
ま
す
。

　

「
今
少
し
今
少
し
高
く
か
か
げ
ば
や　

君
が
と
も

せ
し
法
（
ノ
リ
）
の
と
も
し
び
」（「
君
」
は
釈
尊
の

こ
と
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌　

九
拝

『
口
宣
』
―
達
磨
図
―
と
私

ふ
じ
み
野
市　

石
田　

七
重

　

『
口
宣
』
が
い
つ
の
間
に
か
一
〇
号
と
な
り
ま
し

た
。
タ
イ
ト
ル
を
書
か
せ
て
頂
く
事
に
な
り
、
始
め

は
ど
な
た
に
も
お
読
み
頂
く
書
体
で
、
あ
ま
り
漢
字

を
崩
さ
ず
書
く
こ
と
に
務
め
、
ル
ビ
を
付
け
て
書
か

せ
て
頂
い
て
居
り
ま
し
た
。
二
号
目
か
ら
は
拙
い
仏

画
を
入
れ
て
頂
い
て
居
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
一
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七
年
六
月
の
参
禅
会
の
折
に
、
椎
名
ご
老
師
よ
り

『
禅
の
風
』
―
特
集
（
達
磨
）
―
と
い
う
本
を
賜
り

ま
し
た
。

　

こ
の
本
に
よ
っ
て
「
達
磨
大
師
」
に
つ
い
て
の
歴

史
、
逸
話
、
達
磨
の
図
像
の
由
来
な
ど
に
つ
い
て
、

親
し
み
易
く
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

又
、『
達
磨
図
』
に
は
、
禅
宗
の
高
僧
、
中
国
禅
の
祖

師
と
し
て
の
「
頂
相
」
と
、
禅
を
取
り
巻
く
文
化
、

禅
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
描
い
た
「
禅
機
画
」
の
二
つ

に
大
別
さ
れ
る
と
あ
り
ま
し
た
。

　

「
頂
相
」
と
し
て
描
か
れ
た
作
品
と
し
て
は
、
明

兆
筆
「
達
磨
図
」
や
蘭
渓
道
隆
讃
「
達
磨
図
」
系
の

「
岩
窟
の
正
面
達
磨
」
が
あ
り
、
後
に
描
か
れ
た
作

品
の
源
泉
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
禅
機
画
」
と
し
て
の
〝
達
磨
図
〞
は
達
磨
大
師

に
つ
い
て
の
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
ひ
と
つ
が

禅
を
志
す
人
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
を
語
っ
て
い
る
そ

う
で
す
。

　

仏
教
書
を
読
む
こ
と
も
大
切
だ
が
、
頭
で
の
理
解

に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
自
分
の
生
き
方
の
中
に

具
象
化
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
ご
本
に
は
、「
頂
相
形
式
」、「
禅
機
画
」
と
し

て
の
達
磨
像
の
写
真
が
沢
山
載
っ
て
い
ま
す
。
国
立

博
物
館
蔵
の
も
の
が
多
く
、
実
物
に
接
し
た
作
品
も

何
点
か
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
一
点
、
南
禅
寺

所
蔵
の
祥
啓
筆
に
よ
る
〝
達
磨
図
〞
の
大
師
の
眼
光

が
、
何
と
な
く
「
ど
う
じ
ゃ
！
お
前
さ
ん
も
描
い
て

み
な
さ
れ
！
」
と
睨
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
た
の
で

す
。
厚
か
ま
し
い
こ
と
で
す
！
。

　

又
、
こ
の
本
か
ら
「
日
本
禅
画
家
協
会
」
と
い
う

所
で
学
べ
る
こ
と
を
知
り
、
短
期
間
な
が
ら
夢
中
の

う
ち
に
ダ
ル
マ
さ
ん
と
睨
め
っ
こ
と
な
り
ま
し
た
。

何
よ
り
、
上
手
・
下
手
で
な
く
、
筆
の
穂
先
に
い
か

に
気
魄
が
込
め
ら
れ
る
か
！
と
い
う
点
が
気
に
入
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
精
神
的
に
坐
禅
や
書
道
を
学
ぶ
心

と
共
通
点
の
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

　

一
日
中
毎
日
で
も
続
け
て
い
た
い
と
い
う
思
い
と

は
裏
腹
に
、
現
実
は
時
間
不
足
・
努
力
不
足
で
、
満

足
の
い
く
も
の
に
は
当
然
な
ら
ぬ
ま
ま
に
、『
口
宣
』

八
号
、
九
号
、
一
〇
号
に
挿
入
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

『
口
宣
』
を
作
成
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
中
嶌
氏

が
達
磨
大
師
の
〝
面
壁
九�
歳
〞
を
『
口
宣
』
九�
号
に

重
ね
ら
れ
て
、
九�
号
に
は
こ
と
の
ほ
か
思
い
入
れ
が

深
い
ご
様
子
で
し
た
の
で
、
―
九�
号
―
の
達
磨
さ
ん

の
衣
に
は
朱
を
入
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
機
に
い
つ
の
日
か
自
分
と
等
身
大
の
人
間

像
で
あ
る
〝
達
磨
〞
を
描
き
た
い
、
そ
ん
な
大
そ
れ

た
こ
と
を
心
密
か
に
温
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
居

り
ま
す
。　
  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

合
掌－

小
さ
な
発
見

千
葉
市　

寺
田　

哲
朗

　

昨
年
一
二
月
の
例
会
で
清
水
さ
ん
に
戴
い
た
「
招

待
券
」
で
、
銀
座
松
屋
で
開
催
中
の
「
小
堀
遠
州（
一

五
七
九
〜
一
六
四
七
）展
」
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

茶
道
に
は
縁
の
な
い
私
が
ど
う
し
て
興
味
が
あ
っ

た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
家
内
が
昔
習
っ
て
い
た
お

茶
の
流
派
が
「
遠
州
流
」
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
た
か

ら
で
す
。
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展
示
さ
れ
て
い
る
お
茶
の
道
具
や
掛
け
軸
に
は
、

多
く
の
人
々
が
見
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
に
は

「
猫
に
小
判
」、会
場
の
一
角
で
遠
州
の
一
生
と
業
績

を
紹
介
し
た
ビ
デ
オ
を
観
賞
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
遠
州
は
茶
道
だ
け
で
は
な

く
、城
の
建
築
や
庭
園
の
造
営
に
も
才
能
を
発
揮
し
、

最
近
で
は
「
日
本
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
ビ
ン
チ
」
と

の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
禅
を
当
時
の
大
徳
寺
の
春
屋 
宗  
園 
禅
師
に

そ
う 
お
ん

師
事
し
、
二
八
歳
の
と
き
「
孤
逢
」、
二
九
歳
に
「
宗

甫
」、
三
一
歳
に
「
大
有
」
の
道
号
を
い
た
だ
い
た
と

の
こ
と
で
、
そ
の
時
の
記
念
に
と
宗
園
禅
師
が
讃
を

書
い
た
軸
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
社
会
や
禅
の

背
景
に
つ
い
て
は
、
椎
名
先
生
の
「
禅
宗
史
年
表
」

（
別
冊
太
陽
№
三
一
・
一
九
八
〇
・
平
凡
社
）
を
拝

見
し
ま
す
と
い
ろ
い
ろ
な
興
味
が
湧
い
て
き
ま
す
。

　

お
茶
は
門
外
漢
の
私
で
す
が
、
こ
の
展
示
会
で
小

さ
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。遠
州
が
一
八
歳
の
こ
ろ
、

「
水
琴
窟
」
を
考
案
し
て
、
先
生
の
織
部
を
び
っ
く

り
さ
せ
た
、
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
の
「
水
琴
窟
」
と
は
庭
園
に
甕
を
埋
め
て
蓋
を

し
、
蓋
の
小
さ
な
穴
か
ら
底
に
溜
ま
っ
た
水
に
水
滴

が
落
ち
る
と
、
甕
の
空
洞
で
共
鳴
し
て
「
ポ
ロ
ロ
ー

ン
」
と
い
う
よ
う
な
妙
な
る
幽
か
な
音
が
聞
か
れ
る

と
い
う
も
の
で
、
こ
の
音
を
名
刹
名
園
で
収
録
し
た

Ｃ
Ｄ
が
市
販
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
前
関
心
が
あ
っ
て

都
内
の
い
く
つ
か
の
庭
園
を
廻
っ
て
聴
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
遠
州
の
発
明
だ
と
い
う
説

を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。

　

こ
の
機
会
を
戴
い
た
道
友
の
清
水
さ
ん
に
、
こ
の

文
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

年
番
幹
事
を
終
え
て鎌

ヶ
谷
市　

小
山　
　

斉

　

一
二
月
二
三
日
の
参
禅
会
で
年
番
幹
事
を
終
え
ま

し
た
。
こ
の
一
年
間
、多
く
の
人
に
教
わ
り
な
が
ら
、

ど
う
に
か
年
番
幹
事
を
勤
め
上
げ
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

年
番
幹
事
と
し
て
年
間
行
事
に
積
極
的
に
参
画
す

る
こ
と
で
、
参
禅
会
を
維
持
し
て
い
く
上
で
、
多
く

の
人
の
下
支
え
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
椎
名

老
師
の
ご
指
導
を
は
じ
め
と
し
、
朝
早
く
か
ら
参
禅

会
を
準
備
す
る
人
、『
明
珠
』
を
編
集
・
発
行
す
る

人
、『
口
宣
』
を
編
集
・
発
行
す
る
人
、
老
師
の
講
話

を
発
行
す
る
人
、
旅
行
を
計
画
･
実
施
す
る
人
、
年

間
の
諸
々
の
行
事
を
実
行
す
る
人
、
典
座
さ
ん
を
引

き
受
け
て
く
れ
る
人
、
茶
話
会
を
進
行
し
て
く
れ
る

人
、
後
片
付
け
を
し
て
く
れ
る
人
等
、
数
え
切
れ
な

い
人
の
お
力
添
え
が
あ
っ
て
、
続
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。
以
前
は
月
に
一
回
参
禅
し
、
坐

禅
を
組
ん
で
帰
る
。
何
の
疑
問
も
無
く
過
ご
し
て
い

ま
し
た
が
、
年
番
幹
事
を
し
た
こ
と
で
、
参
禅
会
が

多
く
の
人
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

ま
た
、
そ
の
一
員
と
し
て
自
分
が
い
る
こ
と
を
強
く

自
覚
で
き
た
一
年
で
し
た
。

　

年
番
幹
事
を
終
わ
っ
て
も
、
年
間
行
事
や
参
禅
会

の
お
手
伝
い
を
積
極
的
に
行
お
う
と
思
う
、
今
日
こ

の
頃
で
す
。

　

本
年
は
杉
浦
さ
ん
と
鈴
木
さ
ん
が
、
年
番
幹
事
を

引
き
受
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。
出
来
れ
ば
多
く
の
方
に
年
番
幹
事
を
お
願

い
す
る
べ
き
で
し
た
が
、
私
ど
も
の
力
が
い
た
り
ま

せ
ず
、
杉
浦
さ
ん
に
は
平
成
一
八
年
に
引
き
続
き
一

年
置
い
て
本
年
も
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
、
恐
縮

し
て
お
り
ま
す
。　

年
番
幹
事
を
終
え
て我

孫
子
市　

小
畑　

二
郎

　

昨
年
一
年
間
、
小
山
さ
ん
と
と
も
に
、
年
番
幹
事

を
無
事
に
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
も

ひ
と
え
に
、
椎
名
老
師
を
は
じ
め
、
小
畑
代
表
幹
事
、

杉
浦
さ
ん
な
ど
、
多
く
の
方
々
の
ご
指
導
に
よ
る
も

の
と
、
厚
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

昨
年
一
年
間
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
龍
泉
院
参

禅
会
に
奉
仕
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
の
上
な
い
悦
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び
で
し
た
。
た
い
し
た
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
諸
先
輩
の
教
え
に
従
っ
て
、
新
年
会
に
始
ま
り
、

毎
月
の
参
禅
会
、
釈
尊
降
誕
会
、
一
夜
接
心
、
歳
末

助
け
合
い
の
募
金
活
動
、
そ
し
て
成
道
会
ま
で
、
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
行
事
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
夏
の
暑
さ
や
冬
の
寒
さ
の
た
め
、
つ
ら
い
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
れ
ら
の
行

事
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
の
ほ
う
が
多
く
、

幹
事
を
引
き
受
け
て
よ
か
っ
た
と
、
つ
く
づ
く
実
感

し
て
お
り
ま
す
。

　

私
事
に
わ
た
り
ま
す
が
、
昨
年
は
、
娘
の
結
婚
と

出
産
（
初
孫
）、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
纏
め
た
本

の
出
版
と
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
大
変
忙
し
い
年
で

し
た
。
こ
の
よ
う
な
縁
に
恵
ま
れ
ま
し
た
こ
と
も
、

参
禅
会
と
無
関
係
で
は
な
い
も
の
と
、
勝
手
に
得
心

し
て
お
り
ま
す
。
大
悲
殿
に
お
い
て
あ
り
ま
し
た

「
か
お
り
四
〇
〇
号
」
の
表
紙
に
書
か
れ
て
い
ま
し

た
「
信
ず
る
と
い
う
美
徳
を
よ
そ
に
し
て
、
幸
福
は

成
り
立
た
な
い
」と
い
う
福
田
恒
存
の
言
葉
に
触
れ
、

我
が
意
を
得
た
思
い
を
し
ま
し
た
。
参
禅
す
る
前
で

し
た
な
ら
、
き
っ
と
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
私
の
頭
を

素
通
り
し
て
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。「
信
仰
と
し
て

の
禅
」
を
継
続
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な

言
葉
に
も
感
じ
入
る
我
が
身
に
育
て
て
く
れ
た
と
、

深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

歳
末
助
け
合
い
托
鉢

　

曹
洞
宗
千
葉
第
二
教
区
で
は
毎
年
一
二
月
第
三
土

曜
日
に
、
歳
末
助
け
合
い
の
た
め
の
托
鉢
を
、
柏
駅

東
口
の
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
十
二
時
半
に
柏
市
柏
の
長
全
寺
へ
道
俗
二

五
名
が
集
合
、
龍
泉
院
参
禅
会
か
ら
も
椎
名
老
師
お

よ
び
五
名
の
会
員
が
托
鉢
行
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

長
全
寺
本
堂
前
で
般
若
心
経
一
巻
を
お
唱
え
し
た

後
、
歳
末
助
け
合
い
の
旗
を
立
て
な
が
ら
、
柏
駅
に

向
か
い
ま
し
た
。
午
後
一
時
か
ら
、
第
二
教
区
長
で

あ
る
慈
本
寺
の
薄
永
俊
明
老
師
の
指
示
の
下
、
全
員

配
置
に
つ
く
や
、
す
ぐ
に
ご
住
職
さ
ん
た
ち
は
鈴
を

軽
や
か
に
鳴
ら
し
な
が
ら
、
低
く
静
か
に
読
経
を
始

め
ま
し
た
。

　

私
た
ち
参
禅
会
の
会
員
は
、
杉
浦
さ
ん
が
お
作
り

に
な
ら
れ
た
浄
財
箱
を
胸
に
つ
け
て
、
行
き
交
う
人

達
に
、
恵
ま
れ
な
い
方
へ
の
温
か
い
ご
喜
捨
を
お
願

い
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
非
常
に
お
天
気
が
よ
く
、
暖
か
い
日
差
し

を
浴
び
な
が
ら
の
托
鉢
で
し
た
。
会
員
の
石
田
さ
ん

や
牧
野
さ
ん
も
、
わ
ざ
わ
ざ
ご
喜
捨
の
た
め
に
駆
け

つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
小
さ
な
お
子
様
が
お

母
様
に
勧
め
ら
れ
て
、
ご
喜
捨
さ
れ
る
微
笑
ま
し
い

姿
も
、
今
年
は
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

夕
方
に
な
り
陽
が
ビ
ル
に
隠
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

足
下
か
ら
急
激
に
冷
え
て
き
て
、
身
体
が
硬
直
し
て

き
ま
し
た
が
、
つ
ま
先
立
ち
す
る
な
ど
し
て
、
身
体

を
少
し
動
か
し
な
が
ら
托
鉢
を
続
け
ま
し
た
。

　

午
後
四
時
に
無
事
托
鉢
は
終
了
し
、
再
び
長
全
寺

様
に
戻
り
、
心
づ
く
し
の
温
か
い
お
饂
飩
を
い
た
だ

い
て
、
身
も
心
も
暖
ま
り
ま
し
た
。

　

集
め
ら
れ
た
浄
財
は
「
光
と
愛
の
事
業
団
」
を
通

じ
て
、
能
登
半
島
沖
地
震
被
害
者
、
中
越
沖
地
震
被

害
者
、
恵
ま
れ
な
い
人
々
へ
の
救
済
に
あ
て
ら
れ
ま

す
。
な
お
、
今
回
の
歳
末
助
け
合
い
托
鉢
に
関
す
る

記
事
が
、
翌
日
の
読
売
新
聞
に
二
段
組
み
写
真
付
き

で
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

大
雪
に
見
舞
わ
れ
た
新
年
会

　

今
年
も
二
月
三
日
（
日
）
午
後
二
時
か
ら
柏
市
の

「
う
ど
ん
市
」で
新
年
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。「
う
ど

ん
市
」
は
、
故
・
鎌
田
茂
雄
先
生
を
講
師
と
し
て
お

招
き
し
た
参
禅
会
発
足
二
〇
周
年
記
念
講
演
会
の
打

ち
上
げ
を
行
っ
た
お
店
で
、
当
時
を
懐
か
し
く
思
い

出
さ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

新
年
会
当
日
は
未
明
か
ら
降
り
出
し
た
雪
が
数
セ

ン
チ
積
も
り
、
足
下
が
危
な
い
状
況
だ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
二
二
名
の
方
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

中
嶌
さ
ん
に
よ
る
乾
杯
の
ご
発
声
で
新
年
会
が
始
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ま
り
、
暫
し
歓
談
の
後
、
恒
例
に
な
っ
た
各
自
か
ら

の
所
信
表
明
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
月
例
参
禅
会

の
茶
話
会
で
は
、
時
間
の
関
係
上
禅
に
対
す
る
思
い

な
ど
を
充
分
に
語
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
新
年

会
の
席
で
は
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
、
日
頃
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
や
参
禅
会
へ
の
思
い
の
丈
を
、
十
二
分

に
吐
露
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

長
時
間
に
わ
た
る
こ
の
新
年
会
恒
例
の
独
演
会

（
？
）
を
通
じ
て
、
お
互
い
の
理
解
が
深
ま
り
、
会

員
間
の
絆
が
強
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
最
近
会
員
に
な
ら
れ
た
方
か
ら
は
、

新
年
会
で
皆
様
の
お
名
前
を
や
っ
と
憶
え
る
こ
と
が

で
き
た
と
の
声
も
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

ご
老
師
は
当
日
、
ご
都
合
が
悪
く
ご
欠
席
に
な
ら

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
か
皆
さ
ん
お
酒
が
進
む
ほ

ど
に
宴
席
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
、
三
時
間
の
新
年

会
は
あ
っ
と
い
う
間
に
お
開
き
と
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
ま
だ
語
り
つ
く
せ
な
い
方
た
ち
は
二
次
会
へ

席
を
移
し
、さ
ら
に
大
い
に
語
り
合
っ
た
そ
う
で
す
。

　

新
年
会
の
席
上
、
ご
老
師
か
ら
ご
提
唱
い
た
だ
い

て
い
る
『
正
法
眼
蔵
』
に
つ
い
て
、「
弁
道
話
」
と

「
現
成
公
案
」
の
巻
を
再
度
お
願
い
し
た
い
と
の
要

請
が
あ
り
ま
し
た
が
、
小
畑
代
表
幹
事
か
ら
「
参
禅

会
発
足
四
〇
周
年
に
当
た
る
三
年
後
に
お
願
い
し
て

は
ど
う
か
」
と
の
お
考
え
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

喚
鐘
が
新
し
く
な
り
ま
し
た

　

皆
さ
ん
止
静
の
鐘
の
音
色
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
お

気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。
一
月
の
参
禅
会
の
時
か
ら
喚

鐘
が
新
し
く
な
っ
た
の
で
す
。「
響
銅
十
二
稜
喚
鐘
」

と
名
づ
け
ら
れ
た
喚
鐘
の
製
作
は
、
足
利
市
に
在
住

し
て
お
ら
れ
た
仏
具
商
の
鴇
田
力（
と
き
た
つ
と
む
）

さ
ん
で
、
日
本
伝
統
工
芸
展
に
出
品
さ
れ
、
何
度
も

入
選
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
喚
鐘
は
一
〇
ケ
所
以
上
に
わ
た
っ
て
象
嵌
の

細
工
が
施
さ
れ
て
お
り
、
大
変
素
晴
ら
し
い
工
芸
品

で
す
。
一
度
近
く
で
ご
覧
下
さ
い
。

早
春
の
涅
槃
会

　

去
る
二
月
一
五
日
午
後
一
時
よ
り
、
龍
泉
院
様
に

お
い
て
、
一
三
名
の
梅
花
講
員
と
六
名
の
参
禅
会
員

が
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
涅
槃
会
が
厳
粛
に
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。
涅
槃
会
と
は
お
釈
迦
様
が
亡
く

な
ら
れ
た
二
月
一
五
日
（
旧
暦
）
に
、
報
恩
追
慕
の

趣
旨
で
行
わ
れ
る
特
別
な
法
要
で
す
。

　

龍
泉
院
梅
花
講
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
大
聖
釈
迦
如

来
涅
槃
御
和
讃
と
大
聖
釈
迦
如
来
涅
槃
御
詠
歌
が
朗

々
と
唱
え
ら
れ
、
法
要
の
幕
が
開
き
、
椎
名
老
師
の

お
導
き
の
も
と
に
粛
々
と
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

法
要
の
後
、
椎
名
老
師
よ
り
以
下
の
よ
う
な
ご
法

話
を
賜
り
ま
し
た
。

　

二
月
一
五
日
は
釈
尊
の
亡
く
な
ら
れ
た
お
涅
槃

（
入
滅
）
の
日
で
、
仏
教
者
に
と
っ
て
は
親
の
命
日

以
上
に
深
い
意
味
の
あ
る
日
で
す
。
当
寺
に
お
い
て

も
二
月
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
の
間
、
本
堂
に
涅
槃

図
を
か
け
て
供
養
を
し
て
い
ま
す
。

　

釈
尊
は
八
〇
歳
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

亡
く
な
ら
れ
る
直
前
に
最
後
の
説
法
を
な
さ
れ
ま
し

た
が
、
沢
山
集
ま
っ
た
弟
子
た
ち
は
皆
嘆
き
悲
し
み

ま
し
た
。
釈
尊
は
遺
教
と
し
て 
「
自
分
を
灯
に
し

て
、
そ
し
て
大
自
然
を
灯
に
し
て
生
き
な
さ
い
」
と

ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
様
々
な
こ
と

を
自
然
か
ら
沢
山
教
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
分
り

ま
す
が
、「
自
分
を
灯
に
し
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
な

か
な
か
分
り
に
く
い
。

　

こ
れ
は
自
分
の
醜
い
心
を
灯
に
す
る
の
で
は
な
く
、

心
の
奥
深
く
に
自
然
に
備
わ
っ
た
仏
の
心
を
見
出
す

こ
と
な
の
で
す
。だ
て
に
年
を
と
っ
て
は
い
け
な
い
、

年
と
と
も
に
そ
う
い
う
も
の
が
膨
ら
み
豊
か
に
発
揮

さ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。

　

最
後
に
、
龍
泉
院
様
よ
り
無
病
息
災
に
過
ご
せ
る

と
い
う
涅
槃
団
子
を
参
加
者
全
員
に
頂
戴
し
ま
し
た
。

　

涅
槃
会
が
過
ぎ
る
と
も
う
春
は
す
ぐ
そ
こ
に
来
て

い
ま
す
。
桜
に
浮
か
れ
て
仏
の
心
を
見
失
う
こ
と
の

な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。
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▼
地
球
温
暖
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
今

年
の
冬
は
こ
こ
数
年
の
内
で
は
寒
さ
が

最
も
厳
し
か
っ
た
。
寒
さ
が
厳
し
い
ほ

ど
真
の
冬
を
実
感
で
き
、
ま
た
春
を
待

つ
気
持
ち
が
湧
い
て
き
ま
す
。
こ
れ
が

正
常
な
自
然
の
有
様
だ
と
思
い
ま
す
。

▼
永
平
寺
第
三
祖
で
大
乗
寺
ご
開
祖
の

徹
通
義
介
禅
師
七
〇
〇
回
御
遠
忌
本
法

要
が
、
一
〇
月
一
一
日
（
土
）
か
ら
一

四
日
（
火
）
金
沢
・
大
乗
寺
で
催
さ
れ

ま
す
。
季
節
も
よ
い
こ
ろ
で
す
か
ら
、

義
介
禅
師
を
偲
ん
で
北
陸
路
を
散
策
さ

れ
る
の
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

▼
次
号
は
創
刊
五
〇
号
の
記
念
号
と
な

り
ま
す
。
記
念
号
の
テ
ー
マ
作
り
を
こ

れ
か
ら
始
め
ま
す
が
、
皆
さ
ん
か
ら
の

テ
ー
マ
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す（
秀
嗣
）

▼
去
年
の
暮
に
引
越
し
し
ま
し
た
。「
も

っ
た
い
な
い
」
と
何
年
も
仕
舞
っ
た
ま

ま
に
し
て
使
わ
な
い
も
の
が
結
構
出
て

き
ま
し
た
。
如
何
に
不
要
な
も
の
を
買

っ
た
り
、貰
っ
た
り
し
て
い
る
か
で
す
。

本
当
に「
も
っ
た
い
な
い
」。　

（
昌
徳
）

▼
家
庭
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
貢
献
が

少
な
い
と
、
方
々
で　

削
減
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
を
行
っ
て
い
ま
す
。
私
ご
と
で
す

が
二
月
か
ら
柏
迄
車
を
止
め
、
バ
ス
通

勤
に
変
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る　

削

減
量
は
毎
日
二
〇
〇
㎏
、
年
間
約
五
七

ｔ
に
も
な
り
、
こ
の
量
は
家
庭
全
体
の

約
一
五
％
削
減
で
、
京
都
議
定
書
の
六

％
目
標
値
を
超
え
ま
す
。 

（
隆
道
）

 
会
員
便
り

　

昨
年
末
よ
り
龍
泉
院
参
禅
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
作
成
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

四
月
八
日
に
立
ち
上
げ
る
予
定
で
準
備

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
参
禅
会

の
時
に
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
、
龍
泉

院
様
で
パ
ソ
コ
ン
を
大
悲
殿
に
一
台
ご

用
意
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

大
変
有
難
い
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
現
在
『
明
珠
』
編
集
部
の
メ

ン
バ
ー
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
に
も

当
た
っ
て
い
ま
す
が
、
若
い
方
々
の
ご

支
援
や
ご
協
力
を
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
Ｉ
Ｔ
に
詳
し
い
方
や
そ
う
で

な
い
方
で
も
お
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　

沼

南

雑

記

参
禅
会
記
録（　

）内
は
座
談
の
司
会
者

平
成
一
九
年

●
九
月
三
〇
日　
　
　
　

二
九
名

 

（
鈴
木 
民
雄
氏
）

●
一
〇
月
二
八
日　
　
　

三
五
名

 

（
根
本　
　

保
氏
）

●
一
一
月
二
五
日　
　
　

三
三
名

 

（
軍
地
恒
四
郎
氏
）

●
一
二
月
二
日　

参
禅
会
二
九
名

　

成
道
会　
　
　

梅
花
講
一
一
名

　
　

於　
　

天
徳
山
龍
泉
院

　
　

幹
事　

小
山　
　

斉
氏

　
　
　
　
　

小
畑　

二
郎
氏

●
一
二
月
一
五
日

　

歳
末
助
け
合
い
托
鉢

　
　

於　
　

柏
駅
東
口

　
　

曹
洞
宗
千
葉
第
二
教
区
主
催

　
　

椎
名
老
師
及
び
会
員
五
名

●
一
二
月
二
三
日　
　

三
一
名

 

（
大
坂 
晶
子
氏
）

　
　

坐
禅
・
禅
講
後
、
大
掃
除

平
成
二
〇
年

●
一
月
二
七
日　
　
　

三
六
名

 

（
美
川 
恒
子
氏
）

●
二
月
三
日　
　
　

　

新
年
会　
　
　
　
　

二
二
名

　
　
　

於　
　

柏
市
「
う
ど
ん
市
」

　
　
　

幹
事　

杉
浦
上
太
郎
氏

　
　
　
　
　
　

鈴
木　

民
雄
氏

●
二
月
一
五
日　

参
禅
会　

六
名

　

涅
槃
会　
　
　

梅
花
講
一
三
名

　
　

於　
　

天
徳
山
龍
泉
院

　
　

幹
事　

杉
浦
上
太
郎
氏

●
二
月
二
四
日　
　
　

二
九
名

 

（
相
澤　

善
彦
氏
）

　

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

一
、
日　

時　
　

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

一
、
坐　

禅　
　

第
一
�　

口
宣
、
坐
禅
三
〇
分 

経　

行　

一
〇
分 

第
二
�　

坐
禅
三
〇
分

一
、
講　

義　
　

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

法
眼
蔵
』
の
提
唱
を
聞
く
。
一
月
よ
り「
春
秋
」の
巻

一
、
座　

談　
　

自
己
紹
介
の
後
、
茶
を
喫
し
座
談
。
正
午
解
散

一
、
参
加
資
格　

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

一
、
会　

費　
　

無
料

一
、
一
夜
接
心　

六
月
上
旬
（
本
年
は
六
月
七
・
八
日
）
一
泊
し
、七
�
の

坐
禅
と
ご
提
唱
を
聞
く

一
、
成
道
会
坐
禅　

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
七
日
）、
釈
尊
成
道
を
讃
え

て
坐
禅
、
成
道
会
法
要
後
、
法
話
を
聴
聞
、
点
心
を
共
に

す
る

CO2

CO2
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