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〔
示　

衆
〕

　

衆
に
示
し
て
云
く
、
人
は
語
を
将
っ
て
探
り
、
水
は
杖
を
将
っ

て
探
る
。
撥
草
瞻
風
は
尋
常
に
用
う
る
底
な
り
。
忽
然
、
箇
の
焦

尾
の
大
虫
が
跳
出
さ
ば
、
又
、
作
麼
生
？

〔
本
則
〕

　

挙
ぐ
、
巌
頭
、
徳
山
に
到
る
や
、
門
に
跨
っ
て
便
ち
問
う
、

「
是
れ
凡
な
る
や
、
是
れ
聖
な
る
や
？
」（
這
の
賊
よ
。）　

山
、

便
ち
喝
す
。（
髑
髏
を
裂
破
り
。）　 

頭 

、
礼
拝
す
。（
未
だ
好
心

に
は
当
ら
じ
。）　

洞
山
、
聞
い
て
云
く
、「
若
是
、
豁
公
に
あ
ら

ざ
れ
ば
、
大
だ
承
い
難
か
ら
ん
。」（ 

幣 

を
厚
う
し
、
言
を
甘
に

す
。）
頭 

云
く
、「
洞
山
老
漢
は 

好
悪 

を
識
ら
ず
。（
却
っ
て
又
、

著
忙
く
。）
我
れ
当
時
、
一
手
で
は
擡
げ
、
一
手
で
は
捺
え
り
。」

（
我
れ
豈
に
知
ら
ざ
ら
ん
や
？
）

第
二
二
則
　
巌
頭
拝
喝

従
容
録
に
学
ぶ
（
四
七
）

平
成
二
二
年
活
動
記
録
　

【
定
例
参
禅
会
・
年
間
行
事
】

　
　
　
　
（　

）
内
は
座
談
の
司
会
者

●
三
月
二
八
日　
　
　

三
五
名

　
　
　
　
　

  （
逢
坂　

国
一
氏
）

●
四
月
八
日　
　
　
　
　

　
　
　

花
祭
り　
　
　
　

九
名

●
四
月
二
五
日　
　
　

三
四
名　
　
　

　
　
　
　
　

  （
鈴
木　

民
雄
氏
）

　
　
　

坐
禅
・
提
唱
後
、
筍
掘
り

●
五
月
二
三
日　
　
　

三
〇
名　

　
　
　
　
　

  （
根
本　

保　

氏
）

●
六
月
五
・
六
日　
　
　

　
　
　

一
夜
接
心　
　

一
九
名

　
　
　

幹
事　

小
畑　

節
朗
氏

　
　
　
　
　
　

加
藤　

孝　

氏

　
　
　
　
　
　

田
上　

淳
一
氏

●
六
月
二
七
日　
　
　

三
一
名

　
　
　
　
　

  （
相
澤　

善
彦
氏
）

●
七
月
二
五
日　
　
　

三
〇
名

　
　
　
　
　

  （
中
村　

正
市
氏
）

●
八
月
一
六
日　
　
　

　
　
　

施
食
会
作
務
奉
仕
一
三
名

　
　
　

法
話　

曹
洞
宗
総
合
研
究

　
　
　

セ
ン
タ
ー
・
宗
学
研
究
部
門

　
　
　

研
究
員　

粟
谷
良
道
老
師

●
八
月
二
二
日　
　
　

二
九
名

　
　
　
　
　

  （
中
嶌　

宏
誠
氏
）

【
奉
仕
作
務
】

三
月
一
九
日
（
三
名
）

四
月　

二
日
（
四
名
）、
一
〇
日
（
三
名
）、

　
　

一
六
日
（
四
名
）

五
月　

七
日
（
三
名
）、　 

八
日
（
一
名
）、

　
　

一
四
日
（
三
名
）

六
月　

四
日
（
三
名
）、
一
二
日
（
三
名
）、

　
　

一
八
日
（
三
名
）

七
月　

二
日
（
四
名
）、　 

三
日
（
一
名
）、

　
　

一
〇
日
（
二
名
）、
一
六
日
（
三
名
）

八
月　

六
日
（
四
名
）、
一
四
日
（
二
名
）、

　
　

二
〇
日
（
四
名
）

▼
境
内
の
掃
除
等
の
作
務
を
始
め
て
五

月
で
一
年
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
所
の
猛

暑
で
さ
す
が
に
汗
だ
く
、
一
〇
時
半
の

冷
た
い
梅
割
り
お
茶
を
頂
戴
し
、
ホ
ッ

と
一
息
で
す
。
現
在
は
五
〇
〇
株
に
お

よ
ぶ
紫
陽
花
の
剪
定
に
挑
戦
中
で
す
。

来
年
は
お
墓
の
横
の
竹
薮
の
間
伐
に
取

り
掛
か
り
た
い
と
思
い
ま
す
。   （
隆
道
）

▼
北
原
白
秋
の
俳
句
に
「
蜩
や
山
の
施

餓
鬼
の
日
盛
ん
」
が
あ
り
、
施
餓
鬼
会

は
暑
い
頃
の
行
事
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。「
施
餓
鬼
」
は
、
曹
洞
宗
で

は
施
す
者
と
施
さ
れ
る
者
の
間
に
尊
卑

貴
賎
の
差
が
あ
る
と
し
て
、「
施
食
会
」

と
改
め
て
称
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

例
年
は
施
食
会
の
後
、
涼
し
く
な
る

の
で
す
が
、
今
年
は
何
時
ま
で
も
暑
さ

が
続
い
て
い
ま
す
。
お
互
い
に
身
体
に

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。　
　

    （
寛
弘
）

　

八
月
一
六
日
、
今
年
一
番
の
暑
さ
の

中
で
龍
泉
院
施
食
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
外
は
三
六
度
を
超
え
る
、
う
だ
る

よ
う
な
暑
さ
で
す
が
、
本
堂
内
は
前
日

設
置
さ
れ
た
ば
か
り
の
エ
ア
コ
ン
が
効

い
て
い
て
、
大
変
涼
し
く
快
適
な
施
食

会
で
し
た
。
参
禅
会
有
志
が
施
食
会
に

奉
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
一
九
年

沼
南
雑
記

　

こ
の
変
っ
た
則
の
題
名
「
巌
頭
拝
喝
」
と
は
、
徳
山
和
尚
が
一

喝
を
く
だ
し
た
ら
巌
頭
和
尚
が
礼
拝
し
た
、
と
い
う
意
味
で
す
。

公
案
の
題
名
は
お
も
し
ろ
く
、
ま
た
巧
み
に
名
づ
け
る
の
で
す
ね
。

さ
て
、
喝
よ
り
も
棒
打
す
る
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
徳
山
の
弟
子

に
は
、
雪
峰
義
存
と
巌
頭
全　

と
い
う
ず
ば
ぬ
け
た
二
人
の
英
傑

が
い
ま
し
た
。
雪
峰
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
雲
門
宗
と
法
眼
宗
を

生
み
出
す
宗
祖
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
て
巌
頭
の
ほ
う
は
、
そ
ん
な
ハ
デ
な
地
位
に
は
な
い
も
の

の
、
人
物
的
に
は
超
一
流
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
の
『
従
容
録
』
で

は
巌
頭
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
則
が
、
こ
の
第
二
二
則
の
ほ
か
に

四
三
･
五
〇
･
五
五
･
七
五
、
の
各
則
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

う
ち
、
巌
頭
が
師
の
徳
山
と
同
僚
の
雪
峰
を
や
り
こ
め
た
第
五
五

則
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
書
の
三
二
号
で
ご
紹
介
ず
み
で
す
。

　

巌
頭
全　
（
八
二
九
〜
八
八
七
）
は
、
泉
州
（
福
建
省
）
の
人
。

徳
山
宣
鑑
の
法
嗣
と
な
り
、
後
に
湖
北
省
武
昌
巌
頭
山
の
寺
に
住

し
て
禅
風
を
振
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
六
〇
歳
の
と
き
に
賊
に
よ

っ
て
斬
ら
れ
て
果
て
た
と
い
う
悲
劇
の
主
で
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、

巌
頭
が
述
べ
た
「
悟
り
の
心
境
が
師
と
等
し
け
れ
ば
師
の
半
徳
を

減
じ
、
師
の
域
を
超
え
て

は
じ
め
て
師
の
法
を
伝
え

る
に
足
る
」
と
い
う
厳
し

い
言
葉
は
、
不
滅
の
名
言

と
し
て
禅
門
で
は
語
り
継

が
れ
て
い
ま
す
。
ス
ゴ
イ

人
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
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経
ち
、
本
堂
の
飾
り
付
け
作
業
は
、
杉

浦
さ
ん
の
指
揮
の
も
と
、
デ
ジ
カ
メ
で

作
成
し
た
独
自
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
参
考

に
し
な
が
ら
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
し
た
。

女
性
陣
は
、
毎
年
お
手
伝
い
に
参
加
さ

れ
て
い
る
美
川
さ
ん
と
も
う
一
人
、
七

月
に
参
禅
会
に
入
会
さ
れ
た
ば
か
り
の

西
村
さ
ん
が
加
わ
っ
て
く
だ
さ
り
、
獅

子
奮
迅
の
働
き
で
、
お
台
所
を
切
り
盛

り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

〔
定
例
参
禅
会
〕

〔
年
間
行
事
〕

﹇
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トhttp://w

w
w
.ryusenin.org/

﹈『
明
珠
』『
口
宣
』
の
バ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　

ナ
ン
バ
ー
が
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

・
日
　
時

・
坐
　
禅

・
講
　
義

・
座
　
談

・
参
加
資
格

・
会
　
費

・
一
夜
接
心

・
成
道
会

・
他
の
行
事

・
作
　
務

・
刊
行
物

毎
月
第
四
日
曜
九
時
（
初
参
加
の
方
は
八
時
半
）

口
宣
、
坐
禅
、
経
行
、
坐
禅
の
順

 

（
坐
禅
は
一
炷
三
〇
分
、
経
行
は
一
〇
分
）

木
版
三
通
、
開
経
偈
、『
正
法
眼
蔵
』
提
唱

自
己
紹
介
・
喫
茶
・
座
談
、
正
午
解
散

年
齢
、
性
別
な
ど
一
切
不
問
、
初
心
者
に
は
懇
切
に
指
導

無
料

本
年
は
六
月
五
〜
六
日
、
七
炷
の
坐
禅
と
提
唱
等

本
年
は
一
二
月
五
日
、
坐
禅
・
法
要
・
問
答
・
法
話
・
点
心
等

涅
槃
会
（
二
月
一
三
日
）、
花
祭
り
（
四
月
八
日
）、
施
食
会

（
八
月
一
六
日
）
手
伝
い
、
歳
末
煤
払
い
（
一
二
月
例
会
後
）

毎
月
第
一
と
第
三
金
曜
、
及
び
第
二
土
曜
に
境
内
の
掃
除
等

『
明
珠
』（
四
月
八
日
と
一
〇
月
五
日
発
行
）、『
口
宣
』（
年
一
回
）
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話
が
あ
り
ま
し
た
。
頭
の
中
で
は
、
セ
ジ
キ
エ
？
一

体
何
だ
ろ
う
、
セ
は
施
か
、
お
施
餓
鬼
と
同
じ
な
の

か
、
と
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
最
後
ま
で

漢
字
が
浮
か
ば
ず
に
い
ま
し
た
。
家
に
戻
っ
て
調
べ
、

曹
洞
宗
で
は
、
お
施
餓
鬼
を
施
食
会
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。

　

実
は
、
家
の
お
寺
さ
ん
か
ら
毎
年
送
ら
れ
て
く
る

お
施
餓
鬼
の
案
内
と
、
新
し
い
卒
塔
婆
を
何
本
お
願

い
す
る
と
い
う
葉
書
を
送
っ
た
ば
か
り
で
し
た
。
で

す
が
、
私
は
お
施
餓
鬼
と
い
う
の
が
具
体
的
に
何
を

す
る
の
か
全
く
知
ら
ず
に
、
毎
年
新
し
く
な
っ
た
卒

塔
婆
を
た
だ
見
て
、
お
参
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
私
が
、
施
食
会
の
お
手
伝
い
に
参
加

し
た
の
で
す
。
ベ
テ
ラ
ン
の
美
川
さ
ん
の
指
導
の
も

と
、
檀
家
の
役
員
さ
ん
に
冷
た
い
お
茶
を
配
っ
た
り
、

お
弁
当
を
並
べ
た
り
し
て
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
お

手
伝
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

駐
車
場
の
整
理
、
本
堂
の
飾
り
付
け
な
ど
を
担
当

さ
れ
て
い
る
男
性
の
方
に
比
べ
る
と
、
台
所
で
の
内

向
き
の
仕
事
は
、
冷
房
が
入
っ
て
涼
し
い
し
、
仕
事

の
合
間
に
は
、
参
禅
会
の
こ
と
や
良
寛
さ
ん
へ
の
旅
、

中
国
訪
問
な
ど
に
つ
い
て
、
美
川
さ
ん
か
ら
お
聞
き

す
る
時
間
も
あ
り
ま
し
た
。
参
禅
会
に
参
加
し
た
ば

か
り
の
私
に
は
、
と
て
も
貴
重
な
時
間
を
過
ご
す
こ

と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

台
所
か
ら
本
堂
を
眺
め
て
い
る
と
、
参
禅
会
と
は

違
っ
た
風
景
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
法
要
に
参
加

さ
れ
る
僧
侶
や
檀
家
の
方
々
、
本
堂
の
外
に
並
べ
ら

れ
た
多
く
の
卒
塔
婆
、
そ
の
卒
塔
婆
を
持
っ
て
お
墓

に
向
か
う
人
。そ
し
て
、こ
の
施
食
会
と
い
う
「
場
」

に
お
い
て
、
初
め
て
私
は
、
私
自
身
と
お
寺
、
そ
れ

に
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
問
い
直
し
ま
し
た
。

　

四
〇
年
以
上
も
前
、「
現
成
公
案
」を
読
む
機
会
が

あ
り
、
そ
の
後
い
つ
か
道
元
の
世
界
に
近
づ
き
た
い

と
願
っ
て
い
た
矢
先
に
、
龍
泉
院
の
Ｈ
Ｐ
と
出
会

い
、
参
禅
会
に
参
加
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
坐
禅
と
い
っ
て
も
、ま
だ「
ま
ね
ご
と
」

に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
家
で
、
ご
老
師
の
提
唱
を
思

い
出
し
な
が
ら
『
正
法
眼
蔵
』
に
向
か
い
、
歯
が
立

た
な
い
な
が
ら
も
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
私
は
、

「
知
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
い
て
、
「
信
じ
る
」
と

い
う
行
為
か
ら
は
、
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　

で
す
が
、
今
回
施
食
会
に
参
加
し
、
そ
の
意
味
を

問
う
た
時
、
檀
家
の
方
々
と
お
寺
と
い
う
結
び
つ
き

が
少
し
明
ら
か
に
な
り
、「
寺
」と
い
う
も
の
に
私
自

身
が
近
づ
い
て
い
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

理
念
と
目
標
を
明
確
に
し
、
永
続
的
発
展
の
た
め
に

種
を
ま
き
、
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
種
は

利
益
追
求
（
自
利
）
だ
け
の
た
め
の
み
で
は
な
く
、

事
業
を
通
じ
て
長
期
的
に
社
会
に
貢
献
す
る
た
め

（
利
他
）
の
恩
恵
の
種
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ

自
利
利
他
の
バ
ラ
ン
ス
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
事
業
は
一
時
的
に
咲
く
だ
け
の
、
は
か
な
い

徒
花
の
様
な
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
教
え
は
、
多
く
の
企
業
経
営
者
の
任
期
が
一

〜
二
年
の
短
期
で
あ
り
、
保
身
の
た
め
目
の
前
の
利

益
追
求
の
み
に
汲
々
と
し
て
、
将
来
の
発
展
・
永
続

の
た
め
の
種
ま
き
・
育
成
を
軽
視
し
が
ち
な
経
営
者

が
多
い
現
状
を
考
え
る
時
、
じ
っ
く
り
味
わ
う
べ
き

箴
言
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

以
上
、
全
て
は
各
々
の
本
質
を
良
く
見
極
め
、
実

行
す
る
べ
し
と
の
こ
れ
ら
『
菜
根
譚
』
の
教
え
は
、

ま
さ
に
現
代
に
も
あ
て
は
ま
る
永
遠
の
真
理
で
あ
り
、

【
天
声
人
語
】
の
お
蔭
で
、
私
も
あ
ら
た
め
て
『
菜

根
譚
』
に
触
れ
、
学
び
な
お
し
、
猛
省
す
る
機
会
に

恵
ま
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
。　
　
　
　

以
上

施
食
会
に
参
加
し
て

柏
市
　
西
村
よ
し
み

　

参
禅
会
後
の
茶
話
会
で
、幹
事
さ
ん
か
ら「『
セ
ジ

キ
エ
』の
お
手
伝
い
を
お
願
い
し
ま
す
。」と
い
う
お

う
し
て
公
案
と
な
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
そ

こ
に
深
い
禅
旨
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

　

ま
ず
、
巌
頭
が
荒
道
場
と
し
て
知
ら
れ
る
徳
山
に

や
っ
て
来
る
や
、
門
に
登
っ
て
跨
い
で
「
ワ
シ
が
凡

人
か
聖
人
か
云
っ
て
み
ー
い
！
」
に
は
、
万
松
の
コ

メ
ン
ト
「
ス
ゴ
イ
力
量
だ
」
そ
の
も
の
。
そ
れ
を
見

た
徳
山
は
「
ワ
ー
ッ
」
と
大
声
を
あ
げ
た
。
「
喝
」

は
大
声
を
出
す
こ
と
で
、「
カ
ー
ッ
」と
叫
ぶ
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
徳
山
の
大
声
は
、
凡
と
か
聖
な
ど

と
い
う
分
別
を
フ
ッ
切
れ
、
と
い
う
叫
び
で
し
た
。

そ
こ
で
礼
拝
し
た
巌
頭
の
態
度
を
、
の
ち
に
洞
山
が

ほ
め
た
。
そ
れ
を
ま
た
聞
い
た
巌
頭
が
、
そ
の
時
の

お
の
れ
の
心
境
に
つ
い
て
語
っ
た
、
と
い
う
お
話
。

　

禅
哲
三
者
に
よ
る
三
様
の
す
ば
ら
し
さ
で
す
が
、

こ
こ
で
は
洞
山
は
さ
て
お
き
、
禅
機
の
中
心
は
徳
山

の
喝
と
巌
頭
の
礼
拝
で
あ
り
、
問
題
は
巌
頭
が
徳
山

の
喝
を
半
分
し
か
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ

の
意
味
は
や
や
む
つ
か
し
い
の
で
す
が
、
つ
ま
り
分

別
を
な
く
し
て
天
地
自
然
の
い
ぶ
き
と
一
枚
に
な
る

の
が
禅
の
修
行
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
た
だ
そ
う
し
た

無
事
の
境
地
に
収
ま
り
か
え
っ
た
だ
け
で
は
だ
め
で
、

そ
う
し
た
悟
り
を
日
常
生
活
の
上
に
活
用
さ
れ
な
け

れ
ば
、
と
い
う
不
満
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
『
無
門

関
』
第
一
三
則
「
徳
山
托
鉢
」
で
も
、
巌
頭
は
師
の

徳
山
に
遠
慮
な
い
批
判
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も

同
じ
姿
勢
に
立
つ
も
の
で
す
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
、
私
な
ど
も
法
要
の
際
に
下
手
な

「
喝
」
一
声
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
葬
儀
の

際
に
は
、
物
故
者
が
受
戒
を
し
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
仏

国
土
に
赴
く
よ
う
に
、
迷
わ
ぬ
よ
う
に
と
の
意
味
で

な
さ
れ
る
の
で
す
が
、
た
だ
単
に
分
別
を
な
く
し
て

も
ら
う
引
導
で
は
な
く
、
そ
れ
が
日
常
生
活
の
中
に

生
か
さ
れ
る
べ
き
禅
機
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思

う
に
つ
け
、
お
の
れ
の
至
ら
な
さ
に
恥
じ
入
る
ば
か

り
で
す
。
ま
だ
ま
だ
坐
り
が
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

さ
て
、
万
松
さ
ん
の
〔
示
衆
〕
を
要
約
し
ま
す
。

　

「
人
は
言
葉
に
よ
っ
て
、
水
は
杖
で
も
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
量
を
探
る
が
、
学
生
を
指
導
す
る
に

は
日
ご
ろ
の
強
硬
手
段
を
用
い
る
。
だ
が
、
も
し

一
匹
の
手
負
い
の
猛
虎
が
と
び
出
し
て
き
た
ら
、

い
っ
た
い
ど
う
す
る
か
ね
？
」

と
い
っ
た
非
常
時
の
ト
ッ
サ
の
対
応
を
聞
く
も
の
。

語
句
で
は
、
「
撥
草
瞻
風
」
と
は
も
と
も
と
深
山
幽

谷
に
分
け
入
っ
て
道
人
を
尋
ね
る
意
味
で
す
が
、
こ

こ
で
は
払
・
拳
・
棒
・
喝
な
ど
の
硬
手
段
。
「
焦
尾

の
大
虫
」
は
、
虎
が
人
間
に
化
身
す
る
と
き
は
尾
を

焼
き
切
る
、
と
い
う
古
典
の
語
。
こ
こ
で
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
巌
頭
を
指
し
て
い
ま
す
ね
。

　

次
に
〔
本
則
〕
で
す
。

　
　

「
巌
頭
が
徳
山
の
道
場
に
来
て
門
に
跨
が
り
、

凡
人
か
聖
人
か
を
問
う
た
の
に
対
し
て
、
徳
山
は

一
喝
を
く
だ
し
た
ら
、
巌
頭
が
礼
拝
し
た
。
こ
れ

を
聞
い
た
洞
山
が
∧
巌
頭
で
な
く
て
は
、
あ
の
一

喝
を
認
め
な
か
っ
た
だ
ろ
う
∨
と
云
っ
た
。
こ
れ

を
聞
い
た
巌
頭
は
∧
洞
山
さ
ん
は
心
の
と
ら
わ
れ

の
な
い
人
だ
な
ァ
、
わ
し
は
半
ば
は
認
め
、
半
ば

は
認
め
な
か
っ
た
の
に
∨
と
云
っ
た
。
」

　

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
禅
門
の
お
エ
ラ
方
は

な
ん
と
ま
あ
奇
矯
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
よ
、
と

思
わ
せ
る
典
型
で
す
ね
。
で
も
、
そ
ん
な
話
し
が
こ

厳頭が修行した徳山附近の柳葉湖



　

六
月
五
･
六
日
で
一
夜
接
心
が
行
わ
れ
、二
日
間
で

一
九
名
の
方
が
参
加
し
ま
し
た
。
月
例
参
禅
会
で
は

一
炷
が
三
〇
分
で
す
が
、
一
夜
接
心
で
は
四
〇
分
と

な
り
、
僅
か
一
〇
分
の
違
い
で
す
が
、
こ
の
一
〇
分

間
が
長
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
第
一
炷
目
の
坐
禅
が
終

っ
て
、
三
時
四
〇
分
か
ら
禅
講
に
移
り
、
道
元
禅
師

の
『
普
勧
坐
禅
儀
』
に
つ
い
て
ご
提
唱
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

最
初
に
道
元
禅
師
が
書
か
れ
た
『
普
勧
坐
禅
儀
撰

述
由
来
』
に
つ
い
て
の
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。
道

元
禅
師
は
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
何
度
か
書
き
直
さ
れ

て
お
り
、最
初
に
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
書
か
れ
た
の

は
、禅
師
が
宋
か
ら
帰
国
し
た
直
後
の
嘉
禄
三
年（
一

二
二
七
）
で
、
ま
だ
博
多
に
滞
在
さ
れ
て
お
ら
れ
た

時
期
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
時
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
撰

述
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
を
、
白
地
銀
泥
梅
花
模

樣
の
中
国
の
料
紙
に
書
か
れ
た
も
の
が
『
普
勧
坐
禅

儀
撰
述
由
来
』
で
、
国
宝
の
付
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
『
普
勧
坐
禅
儀
撰
述
由
来
』
に
よ
れ
ば
、
帰
国
早
々

の
道
元
禅
師
に
、
宋
で
体
得
し
た
坐
禅
儀
を
示
し
て

欲
し
い
と
の
強
い
要
請
に
よ
り
、『
普
勧
坐
禅
儀
』

を
撰
す
る
こ
と
に
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

長
蘆
宗
賾
の
『
禅
苑
清
規
』
に
示
さ
れ
た
坐
禅
儀
に

は
、
宗
賾
禅
師
が
独
自
に
書
き
加
え
た
と
こ
ろ
や
、

明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
撰
述
の
理

由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

撰
述
由
来
に
引
続
き
、『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
ご
提

唱
に
移
り
ま
し
た
が
、
そ
の
前
に
ご
老
師
か
ら
、
道

元
禅
師
御
真
筆
の
『
普
勧
坐
禅
儀
撰
述
由
来
』
と
、

天
福
元
年
に
書
か
れ
た
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
写
真
に

撮
り
製
本
し
た
影
印
版
を
、
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
因
み
に
龍
泉
院
の
山
門
に
か
か
っ
て
い
る

額
の
「
天
徳
山
」
の
文
字
は
、天
福
本
『
普
勧
坐
禅
儀
』

か
ら
天
と
徳
と
山
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
ご
老

師
か
ら
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。

　
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
ご
提
唱
は
両
日
に
わ
た
っ
て

二
回
行
わ
れ
、
第
三
炷
目
の
夜
坐
の
時
と
、
最
後
の

第
七
炷
目
の
時
に
は
、
読
誦
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
一
夜
接
心
で
も
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
読
誦
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
よ
く
意
味
を
理
解
し
な
が

ら
お
唱
え
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
、
茶
話
会
の
時
に

皆
さ
ん
仰
っ
て
い
ま
し
た
。 

一
夜
接
心
会
に
初
参
加
し
て
の
感
想

柏
市
　
遠
藤
　
　
昇

　
『
明
珠
』
編
集
委
員
の
五
十
嵐
さ
ん
か
ら
、
初
参

加
者
と
し
て
の
感
想
を
書
く
よ
う
に
依
頼
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
私
な
り
に
一
夜
接
心
会
を
振
り
返
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

龍
泉
院
の
坐
禅
会
で
参
禅
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
丁
度
三
年
が
経
ち
、
今
年
は
何
が
な

ん
で
も
参
加
し
よ
う
と
決
め
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

参
加
の
申
し
込
み
は
躊
躇
せ
ず
に
応
じ
ま
し
た
が
、
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『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
じ
っ
く
り

　
　
　
　
　
味
わ
っ
た
一
夜
接
心

六
月
五
・
六
日

た
名
文
で
明
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
ひ

と
つ
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
一
つ
は
、
書
物
を
味
読
し
、
理
解
す
る
際
の
心

　

文
字
面
だ
け
を
見
て
、
解
釈
し
た
だ
け
で
は
、
真

に
理
解
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
何
度
も
何
度
も
味

読
し
、
時
に
は
声
を
出
し
て
読
み
、
著
者
は
じ
め
、

聖
賢
人
の
ほ
と
ば
し
る
精
神
に
、
身
心
で
迫
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。そ
し
て
、『
菜
根
譚
』の
別
の
段
で

は
、
「
心
地
乾
浄
に
し
て
、
方
め
て
書
を
読
み
、
古

を
学
ぶ
べ
し
（
心
の
雑
念
を
拭
い
洗
い
清
め
て
か
ら
、

あ
ら
た
め
て
書
物
を
読
み
、
古
の
聖
賢
の
教
え
に
学

ぶ
べ
き
で
あ
る
）
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
読
み
、
私
が
禅
に
出
会
っ
て
か
ら
何
度

も
言
わ
れ
た
次
の
言
葉
を
あ
ら
た
め
て
噛
み
締
め
な

お
し
て
い
る
。

　

「『
正
法
眼
蔵
』は
じ
め
経
典
の
言
葉
は
、頭
だ
け

で
理
解
出
来
て
も
本
当
に
分
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

心
の
雑
念
を
鎮
め
、
五
官
全
体
で
読
み
、
全
身
で
咀

嚼
し
、
実
参
実
究
し
な
け
れ
ば
自
分
の
も
の
に
な
ら

な
い
」

　
二
つ
は
、
官
吏
の
職
に
あ
る
者
の
心
得

　

政
治
家
及
び
役
人
は
、
国
家
の
将
来
を
見
据
え
、

国
民
の
た
め
に
奉
仕
す
る
公
僕
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
原
点
を
忘
れ
、
既
得
権
益
に
し
が
み
つ
き
、

私
利
私
欲
に
走
り
、
国
民
に
の
み
負
担
を
強
い
る
な

ら
ば
、
官
衣
を
ま
と
っ
た
俸
禄
泥
棒
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
ま
さ
に
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、
今
の
日
本

の
政
治
に
巣
食
っ
て
い
る
病
状
を
言
い
当
て
た
言
葉

で
あ
る
。
国
会
議
員
歳
費
の
日
割
り
や
天
下
り
問
題

等
は
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い
。
政
治
家
及
び
役
人

は
も
う
一
度
、
こ
の
基
本
的
教
え
に
虚
心
に
立
ち
返

り
、
慈
悲
心
を
以
っ
て
国
民
の
た
め
に
奉
仕
す
る
公

僕
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
切
に
願
っ
て
い
る
。

　
三
つ
は
、
学
問
を
志
し
、
講
じ
る
者
の
心
得

　

学
問
を
研
究
し
た
り
講
じ
た
り
す
る
者
は
、
高
邁

な
理
論
を
構
築
し
、
説
く
だ
け
で
は
片
手
落
ち
で
あ

る
。
そ
の
理
論
を
自
ら
、実
行
・
実
践
し
な
け
れ
ば
、

禅
を
口
先
だ
け
で
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
様
な
も
の
だ
。

　

先
達
か
ら
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
言
わ
れ
た
言
葉
を

今
、
思
い
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
行
解
相
応
に
徹

せ
よ
」
で
あ
っ
た
。
行
解
相
応
と
は
仏
道
修
行
と
理

論
的
理
解
の
両
方
が
必
要
で
、
両
面
が
相
俟
っ
て
仏

道
が
完
成
す
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
学
ぶ
こ
と
と
、

日
々
行
っ
て
い
る
こ
と
を
一
致
さ
せ
よ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
『
菜
根
譚
』
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
程
遠
い
自
分
を
深

く
反
省
し
て
い
る
。

　
四
つ
は
、
事
業
を
営
む
者
の
心
得

　

事
業
を
営
む
も
の
は
、
自
分
の
目
の
前
の
短
期
的

利
益
の
み
追
い
か
け
て
い
て
は
い
け
な
い
。
事
業
の

し
ん
だ
知
識
人
と
さ
れ
て
い
る
。

　

『
菜
根
譚
』
は
前
集
と
後
集
に
分
か
れ
、
各
々
の

内
容
を
見
る
と
、
前
集
が
処
世
の
道
を
、後
集
が
隠

遁
閑
居
の
楽
し
み
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
推
測
出
来

る
。
説
か
れ
て
い
る
骨
子
は
、
儒
教
を
ベ
ー
ス
に
、

仏
教
（
特
に
禅
）
と
道
教
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
お

り
、
儒
・
仏
・
道
の
三
教
に
通
じ
た
博
識
の
士
と
言

え
る
。

三
、
次
に
該
当
の
段
を
、
私
な
り
に
拙
い
意
訳
を
し

て
み
る
。

「
書
物
を
読
ん
で
も
書
か
れ
て
い
る
聖
人
・
賢
人
の

真
の
心
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
字
句

を
解
釈
し
た
に
過
ぎ
ず
、
文
字
の
奴
隷
と
化
し
て
い

る
。
官
吏
の
職
に
居
て
も
、
人
民
を
常
に
思
い
、
慈

愛
の
心
を
も
っ
て
接
し
な
い
な
ら
ば
、
役
人
の
服
装

を
し
た
給
与
盗
人
と
同
じ
で
あ
る
。
学
問
を
講
じ
て

も
、
自
ら
実
践
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
、

口
先
だ
け
の
禅
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
事

業
を
興
し
て
も
、
自
分
の
目
先
だ
け
の
利
益
を
追
い

か
け
て
、
長
期
的
に
、
事
業
を
通
じ
て
多
く
の
人
に

恩
恵
を
与
え
る
種
を
ま
か
な
い
な
ら
ば
、
事
業
は
目

の
前
で
咲
い
て
い
る
花
の
様
に
、
一
時
的
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
。
」

こ
れ
ら
か
ら
、
こ
の
段
は
学
問
、
政
治
、
教
育
、
経

営
等
に
関
す
る
基
本
的
教
訓
を
、
簡
に
し
て
要
を
得一夜接心参加者一同
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に
は
、
そ
の
辺
の
迫
力
が
満
ち
溢
れ
て
い
た
。

　

三
、
食
事

　

禅
堂
で
の
食
事
は
坐
禅
の
延
長
に
あ
っ
て
、
応
量

器
を
使
用
し
て
の
、
厳
粛
な
食
事
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

ご
飯
は
玄
米
で
あ
る
た
め
、
五
〇
回
位
噛
ん
で
十
分

に
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
、
事
前
に
指
導
を
受
け
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
化
に
も
良
い
と
の
こ
と
、

全
く
の
驚
き
で
あ
る
。

　

赤
い
五
段
重
ね
の
応
量
器
、
ス
プ
ー
ン
、
へ
ら
、

箸
と
布
巾
の
セ
ッ
ト
を
並
べ
、
給
仕
を
受
け
る
。
胡

麻
を
ス
プ
ー
ン
で
食
す
手
法
や
へ
ら
の
使
い
方
な

ど
、
僧
堂
で
長
い
間
に
確
立
さ
れ
た
作
法
に
よ
り
、

こ
の
よ
う
な
食
事
文
化
が
築
き
あ
げ
て
ら
れ
た
も
の

と
、
推
測
で
き
る
。

　

ご
飯
を
い
っ
ぱ
い
噛
み
し
め
て
、
各
鉢
の
料
理
を

十
分
に
美
味
し
く
味
わ
い
、
大
変
満
足
で
き
た
。
こ

の
食
事
体
験
が
、
日
頃
の
私
ど
も
の
食
事
の
あ
り
方

に
、
色
々
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。　
　
　

合
掌

衣
冠
の
盗
と
『
菜
根
譚
』
の
教
え

我
孫
子
市
　
清
水
　
秀
男

　

一
、
二
〇
一
〇
年
七
月
三
〇
日
付
け
朝
日
新
聞

【
天
声
人
語
】
に
、
先
の
参
院
選
で
当
選
し
た
新
議

員
は
、
七
月
の
在
任
期
間
が
六
日
し
か
な
い
の
に
も

拘
わ
ら
ず
、
歳
費
と
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
を
合
わ

せ
て
、
満
額
二
三
〇
万
円
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
関

連
し
て
、
中
国
の
明
代
末
の
処
世
哲
学
清
言
集 

『
菜
根
譚
』
の
中
か
ら
、
「
衣
冠
の
盗
」
と
い
う
言

葉
を
引
用
し
、
給
料
泥
棒
に
値
す
る
行
為
だ
と
厳
し

く
論
説
し
て
い
た
。

　

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
引
用
さ
れ
た
『
菜
根
譚
』

で
述
べ
て
い
る
該
当
の
段
を
紐
解
い
て
み
た
。

書
を
読
み
て
聖
賢
を
見
ざ
れ
ば
、
鉛
槧
の
傭
と

な
る
。

官
に
居
て
子
民
を
愛
せ
ざ
れ
ば
、
衣
冠
の
盗
と

な
る
。

学
を
講
じ
て
、
躬
行
を
尚
ば
ざ
れ
ば
、
口
頭
の

禅
と
な
る
。

業
を
立
て
て
種
徳
を
思
わ
ざ
れ
ば
、
眼
前
の
花

と
な
る
。

《
鉛
槧
の
傭
・
・
・
文
字
の
奴
隷
の
意（「
鉛
槧
」は

文
字
を
書
い
た
り
塗
抹
し
た
り
す
る
の
に
用
い
た
鉛

の
粉
と
文
字
を
記
す
板
か
ら
、
文
筆
・
文
字
の
意
。

「
傭
」
は
や
と
わ
れ
者
、
奴
隷
）
》

二
、
内
容
を
味
わ
う
前
に
、
『
菜
根
譚
』
の
著
者 

洪
自
誠
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
洪
自
誠

は
、
内
乱
や
政
争
が
相
次
い
で
続
発
し
て
い
た
明
代

後
半
、
そ
の
真
っ
只
中
で
生
き
た
儒
者
と
さ
れ
る
。

一
説
で
は
、
元
官
吏
で
あ
り
、
政
争
に
巻
き
込
ま
れ

た
挙
句
、
争
い
に
負
け
て
隠
遁
し
、
そ
の
生
活
を
楽

つ
、
長
く
ゆ
っ
く
り
と
息
を
吐
き
出
し
て
い
く
と
こ

ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
こ
の
吐
き
出
す
と
こ
ろ
に

重
き
を
置
い
て
、
深
呼
吸
を
数
回
繰
り
返
し
た
後
、

鼻
息
の
呼
吸
に
移
り
、
正
身
端
坐
に
導
入
し
て
い
く

の
で
あ
る
と
の
教
え
で
あ
る
。

　

も
う
一
点
の
「
左
右
揺
身
」
は
、
背
骨
と
背
筋
の

下
の
方
か
ら
刺
激
す
る
よ
う
に
、
体
を
ね
じ
り
上
げ

て
、
左
に
、
ま
た
、
右
へ
と
、
意
識
を
集
中
さ
せ
て

揺
身
を
数
回
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
背
中
か
ら
腰

を
鍛
え
る
よ
う
に
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

に
準
備
を
し
て
坐
禅
に
入
る
と
、
直
ぐ
に
深
い
鼻
息

と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
体
形
を
保
ち
、
安
定
し
た
坐
禅

に
入
る

こ
と
が

で
き
る

の
だ
と

受
け
止

め
た
。

正
に
、

指
導
し

て
頂
い

た
思
洋

木
玄
直

参
の
模

範
実
践

の
方
々
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
何
時
の

間
に
整
理
し
た
か
と
思
う
程
、
身
支
度
を
整
え
、
寝

具
を
整
理
し
、
静
か
に
正
座
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
、

自
ら
の
役
割
を
粛
々
と
執
り
行
う
方
々
が
居
ら
れ
、

頭
に
ガ
ツ
ン
と
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

　

私
も
気
を
引
き
締
め
て
、
第
二
日
目
の
接
心
修
行

に
臨
み
ま
し
た
。
起
床
か
ら
朝
食
ま
で
、
日
常
に
比

べ
て
間
が
在
り
、
美
味
し
い
粥
を
沢
山
頂
戴
し
た
所

為
か
、
三
・
四
炷
目
の
坐
禅
は
厳
し
か
っ
た
。
特
に

四
炷
目
の
坐
禅
が
厳
し
く
、
足
が
痛
み
出
し
た
の
で
、

『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
誦
す
る
事
に
意
識
を
集
中
し
、

も
し
趺
坐
が
崩
れ
る
様
な
ら
ば
、
其
れ
は
其
れ
で
や

む
を
得
ず
と
、
覚
悟
を
決
め
て
耐
え
て
い
た
ら
、
放

禅
鐘
が
鳴
り
響
き
、
救
わ
れ
た
と
言
う
の
が
正
直
な

と
こ
ろ
で
し
た
。

　
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
ご
教
示
に
、「
大
安
楽
の
法
門
」

と
あ
り
ま
す
が
、
私
の
坐
禅
は
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
あ

る
事
を
、
つ
く
づ
く
と
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
中
食
を
い
た
だ
き
解
散
と
成
り
ま
し
た

が
、
何
故
か
満
足
感
に
浸
り
な
が
ら
、
帰
路
を
ゆ
っ

く
り
運
転
し
て
い
る
自
分
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

　

御
老
師
・
幹
事
・
典
座
・
ご
参
会
の
皆
様
方
に
、

お
導
き
の
御
礼
と
感
謝
を
申
し
上
げ
、
一
夜
接
心
会

初
参
加
の
感
想
と
さ
せ
て
頃
き
ま
す
。

　

一
夜
接
心
会
を
終
え
て
　　

我
孫
子
市
　
三
浦
　
　 

直

　

此
の
度
は
た
ま
た
ま
会
社
で
休
暇
を
取
れ
ま
し
た

の
で
、
六
月
六
日
の
み
早
朝
四
時
半
よ
り
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
近
、
趣
味
と
健
康
を
兼
ね
、

山
登
り
を
始
め
た
私
に
と
っ
て
、
早
起
き
は
そ
れ
ほ

ど
苦
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
日
の
坐
禅
は

全
部
で
四
炷
。
坐
禅
す
る
こ
と
自
体
が
久
々
で
、
よ

ほ
ど
坐
禅
す
る
こ
と
を
渇
望
し
て
い
た
の
か
、
足
の

痺
れ
を
強
烈
に
感
じ
る
こ
と
も
な
く
、
無
事
に
終
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

途
中
、
朝
・
昼
飯
の
美
味
に
舌
鼓
を
打
ち
、（
食
後

の
慣
習
に
は
多
少
苦
戦
？
）
本
当
に
す
ば
ら
し
い
体

験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
関
係
者
の
方
々
に

は
た
だ
た
だ
感
謝
す
る
次
第
で
す
。
終
盤
は
、
さ
し

も
の
少
し
緊
張
感
が
ほ
ぐ
れ
た
の
か
、
ば
て
て
し
ま

い
、
後
片
付
け
に
積
極
的
に
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

定
例
参
禅
会
も
含
め
、
も
う
少
し
多
年
層
に
渡
る

方
々
の
参
加
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
昨
今
の
経
済
危
機
か
ら
く
る
不
安
は
、
何
も

若
年
層
ば
か
り
で
な
く
、
私
の
よ
う
な
中
年
も
含
め

た
現
役
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
も
、
暗
い
影
を
落
と
し
て

お
り
ま
す
。

実
は
二
つ
の
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。

　

一
つ
は
、
七
炷
の
坐
禅
に
耐
え
ら
れ
る
か
。
二
つ

は
、
耳
が
不
自
由
な
為
、
皆
さ
ん
に
ご
迷
惑
を
お
掛

け
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
課
題
で
す
。
初
日

の
三
炷
、
二
日
目
の
四
炷
の
坐
禅
に
つ
い
て
は
、
勤

務
の
あ
る
日
は
就
寝
前
、
休
日
は
朝
・
晩
に
、
三
〇

分
〜
四
〇
分
の
坐
禅
を
、
殆
ど
欠
か
さ
ず
組
ん
で
お

り
ま
し
た
の
で
、
何
と
か
成
る
だ
ろ
と
考
え
て
お
り

ま
し
た
が
、
後
で
述
べ
ま
す
よ
う
に
大
変
で
し
た
。

　

初
日
は
皆
様
方
の
お
蔭
に
よ
り
、
何
と
か
就
寝
迄

に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
就
寝
前
、
全

員
が
炊
事
場
に
て
車
座
に
な
り
、
坐
禅
談
義
や
四
方

山
話
に
耽
っ
て
い
る
中
で
も
、
典
座
の
方
は
鍋
か
ら

目
を
離
さ
ず
、
全
員
が
床
に
就
い
て
か
ら
も
、
炊
事

場
に
明
か
り
が
灯
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
初

日
は
無
事
終
了
し
、
感
謝
の
気
持
ち
で
床
に
就
き
ま

し
た
。

　

床
に
入
っ
て
か
ら
、
明
朝
の
不
安
が
よ
ぎ
り
ま
し

た
。
私
の
日
常
か
ら
、
朝
四
時
に
起
床
す
る
経
験
が

め
っ
た
に
無
く
、
叉
難
聴
の
為
、
補
聴
器
を
付
け
て

い
ま
す
が
、
就
寝
時
に
は
外
さ
ざ
る
を
得
ず
、
皆
様

方
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
は
と
の
思
い
か
ら
、
な

か
な
か
寝
付
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

不
思
議
な
も
の
で
、
何
時
し
か
熟
睡
し
、
三
時
半

ご
ろ
目
覚
め
た
処
、
既
に
起
床
し
て
居
ら
れ
る
先
達

宝慶寺の僧堂

さ
い  

こ
ん  

た
ん

え
ん 

ざ
ん

よ
う

し

み
ん

い

き
ゅ
う
こ
う

こ
う 

と
う

し
ゅ  

と
く

こ
う    

じ   

せ
い

と
う
と

か
ん

と
う



す
る
。
静
寂
と
緊
張
感
の
中
で
自
分
を
見
つ
め
直
す
。

椎
名
老
師
の
法
話
に
熱
く
耳
を
傾
け
る
。
そ
こ
に
は
、

何
か
生
き
る
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
や
も
し
れ
ま

せ
ん
。
一
人
で
も
多
く
の
悩
め
る
方
が
、
参
禅
し
て

何
か
を
会
得
し
て
欲
し
い
と
思
う
の
は
、
私
だ
け
で

し
ょ
う
か
？　

先
達
の
残
し
て
き
た
、
こ
の
伝
統
的

文
化
を
誇
り
に
思
い
、
少
し
で
も
機
会
が
あ
れ
ば
、

今
後
も
積
極
的
に
参
加
す
る
つ
も
り
で
す
。

　

本
当
に
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

椎
名
老
師
を
は
じ
め
関
係
者
方
々
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
重
ね
て
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
る
次

第
で
す
。

　
　龍

泉
院
参
禅
会
「
四
〇
周
年

　
記
念
行
事
準
備
委
員
会
」
活
動
報
告（
一
）

書
記
　
杉
浦
上
太
郎

　

昨
秋
実
施
し
た
「
良
寛
さ
ん
と
出
逢
う
旅
」
の
際
、

椎
名
老
師
よ
り
、
平
成
二
三
年
は
、
参
禅
会
発
足
四

〇
年
と
な
る
。
坐
禅
堂
建
立
を
含
め
記
念
行
事
を
検

討
し
て
は
ど
う
か
と
の
ご
下
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

早
速
、
小
畑
代
表
幹
事
を
中
心
に
準
備
委
員
会
を

編
成
い
た
し
、
す
で
に
四
回
の
準
備
委
員
会
を
開
催

い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

「
四
〇
周
年
記
念
行
事
準
備
委
員
会
」
委
員

　

・
顧　
　

問　

椎
名
宏
雄
老
師

　

・
委
員
長  

小
畑
節
朗
代
表
幹
事

　

・
副
委
員
長　

五
十
嵐
嗣
郎

　

・
会　
　

計　

刑
部
一
郎

　

・
書　
　

記　

杉
浦
上
太
郎

　

・
委　
　

員　

中
嶌
宏
誠
、
添
田
昌
弘
、
松
井
隆
、

　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孝
、
相
澤
善
彦
、
中
村
正
市
、

　
　
　
　
　
　
　

小
山
斉
、
鈴
木
民
雄
、
田
上
淳
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
一
四
名
）

「
四
〇
周
年
記
念
行
事
準
備
委
員
会
」
開
催

　

・
第
一
回
：
平
成
二
二
年
二
月
二
八
日
（
一
二
名
）

　

・
第
二
回
：　
　

同　

年
三
月
一
三
日
（
一
〇
名
）

　

・
第
三
回
：　
　

同　

年
五
月
一
六
日
（　

九
名
）

　

・
第
四
回
：　
　

同　

年
七
月
一
七
日
（　

九
名
）

「
四
〇
周
年
記
念
行
事
決
定
事
項
」

一
、「
眼
蔵
会
」

　
　

平
成
二
三
年
五
月
一
四
日
（
土
）〜
一
五
日
（
日
）

二
、「
四
〇
周
年
記
念
講
演
」

　
　

平
成
二
三
年
五
月
一
五
日
（
日
）
午
後

　
　

講
師
／
佐
々
木
宏
幹
先
生
（
ご
承
諾
済
）

　
　

演
題
／
「
仏
教
の
力
」 

― 

現
代
的
意
義 

― 

三
、「
在
家
得
度
式
」

　
　

平
成
二
三
年
一
一
月
三
日
（
木
）
文
化
の
日

　

※
右
記
の
詳
細
は
、
後
日
別
途
ご
案
内
の
予
定
。

「
坐
禅
堂
建
立
の
検
討
」

　

当
会
の
会
員
が
多
士
済
々
の
お
陰
で
、
一
級
建
築
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今
ま
で
是
と
し
て
き
た
も
の
が
非
と
な
る
社
会
。

年
間
自
殺
者
は
三
万
人
と
い
う
、
ど
こ
か
の
国
と
戦

争
で
も
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
異
常
な
数
字
。
徐
々
に
拡
が
る
貧
富
の
格
差
、
不

景
気
と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
ダ
イ
エ
ッ
ト
本
は

よ
く
売
れ
る
と
い
う
特
異
な
社
会
。

　

い
っ
そ
の
こ
と
、
文
明
の
利
器
な
ぞ
全
て
捨
て
て

し
ま
っ
て
、
も
う
一
度
鎖
国
で
も
し
て
し
ま
っ
た
方

が
よ
ほ
ど
幸
せ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
車
な
ど
無
く
て

も
た
だ
歩
け
ば
い
い
だ
け
の
話
。
健
康
に
だ
っ
て
い

い
し
、
地
球
様
を
こ
れ
以
上
汚
さ
ず
に
済
む
し
、
四

季
の
移
ろ
い
だ
っ
て
実
感
で
き
る
。
鎖
国
し
て
い
た

当
時
だ
っ
て
、
そ
れ
で
文
明
が
著
し
く
遅
れ
た
訳
で

は
な
い
よ
う
だ
し
、
立
派
な
独
自
文
化
が
花
開
い
た

訳
だ
。

　

幹
事
の
小
畑
様
か
ら
は
、
大
変
達
筆
な
手
紙
を
何

回
か
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
判
読
で
き
な
い

自
分
が
そ
こ
に
は
い
ま
す
。
同
じ
日
本
人
と
し
て
と

て
も
恥
ず
か
し
い
限
り
で
す
。
こ
れ
も
日
々
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
や
新
聞
の
文
字
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
に

起
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
世
の
中
が
便

利
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
逆
に
不
幸
せ
に
な
り
、
ど

ん
ど
ん
無
知
に
な
っ
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
の

は
、
自
分
だ
け
で
し
ょ
う
か
？

　

た
ま
に
は
喧
騒
の
世
情
を
忘
れ
、
不
乱
に
坐
禅
を

　

三
度
目
は
、「
最
初
の
坐
禅
」
の
気
持
ち
で
北
海

道
の
大
地
と
空
に
ぶ
っ
か
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。
本

当
に
秀
作
が
出
来
て
、
新
院
展
で
審
査
委
員
会
特
別

賞
を
頂
き
ま
し
た
。
有
難
い
こ
と
で
す
。

（
次
回
に
続
く
）

宝
慶
寺
「
大
道
会
接
心
」
に
参
加

　
柏
市
　
松
井
　
　
隆

　

九
年
前
、
宝
慶
寺
に
禅
を
学
び
、
再
び
「
大
道
会

接
心
」
の
体
験
で
あ
る
。
四
月
三
〇
日
に
上
山
す
る

た
め
、
五
十
嵐
さ
ん
と
前
日
の
朝
、
柏
を
車
で
発
っ

て
、
そ
の
晩
は
高
山
市
内
に
宿
泊
、
翌
日
宝
慶
寺
に

向
か
っ
た
。
国
道
一
五
八
号
沿
い
の
山
の
色
が
、
淡

い
緑
に
転
々
と
色
を
添
え
る
山
桜
、
宝
慶
寺
へ
の
道

す
が
ら
と
し
て
、
鮮
や
か
な
風
景
を
脳
裏
に
刻
む
。

大
野
盆
地
に
入
り
、
畦
道
の
芝
桜
の
濃
い
桃
色
が
坐

禅
へ
の
誘
い
か
と
、
自
然
の
色
に
酔
い
つ
つ
宝
慶
寺

の
山
門
に
着
く
。

　

山
門
を
く
ぐ
る
と
、
法
事
の
帰
り
の
田
中
真
海
老

師
と
ば
っ
た
り
鉢
合
わ
せ
。「
ど
こ
か
ら
参
ら
れ
た
か

な
」、「
柏
市
の
龍
泉
院
か
ら
」
と
応
え
、
さ
ら
に
永

野
先
輩
の
名
を
告
げ
る
と
納
得
頂
き
、
入
門
が
叶
う
。

　

永
野
氏
は
、
今
回
が
「
大
道
会
接
心
」
一
〇
回
目

の
参
加
で
、
作
法
、
作
務
、
食
事
に
ベ
テ
ラ
ン
振
り

を
発
揮
さ
れ
て
、
輝
い
て
見
え
た
。

　

宝
慶
寺
は
、
道
元
禅
師
を
慕
っ
て
中
国
か
ら
来
朝

さ
れ
た
寂
圓
禅
師
に
よ
り
開
基
さ
れ
、
七
〇
〇
年
も

の
伝
統
を
伝
え
て
き
た
修
行
道
場
で
あ
り
、
荘
厳
な

佇
ま
い
の
中
で
、
坐
禅
修
行
が
叶
う
こ
と
、
真
に
嬉

し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

今
回
の
修
行
で
感
じ
た
事
柄
を
い
く
つ
か
以
下
に

記
し
て
み
た
い
。

　
一
、
朝
課
、
晩
課

　

お
経
の
種
類
の
多
い
こ
と
に
驚
く
と
と
も
に
、
羅

漢
拝
を
唱
え
る
の
は
、
初
め
て
の
体
験
で
あ
る
。
こ

れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と
五
〇
回
程
繰
り
返
し
、

羅
漢
様
へ
の
礼
拝
を
行
う
の
に
は
驚
く
と
と
も
に
、

朝
の
体
の
鈍
い
動
き
を
整
え
る
の
に
も
、
大
変
に
有

益
で
あ
っ
た
。

　
二
、
坐
禅
指
導

　

坐
禅
指
導
は
、
思
洋
木
玄
直
参
の
指
導
の
も
と
に

行
わ
れ
、
テ
キ
ス
ト
が
配
ら
れ
、
分
か
り
易
い
指
導

を
受
け
た
。
い
つ
も
の
坐
禅
と
異
な
る
と
感
じ
た
の

は
、「
欠
気
一
息
」
と
「
左
右
揺
身
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。

　
「
欠
気
一
息
」
は
、
口
を
大
き
く
開
き
、
肩
を
大

き
く
釣
り
上
げ
、
腰
に
力
を
入
れ
て
、
腹
式
で
深
く

呼
吸
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
呼
吸
は
、
お
腹
の
奥
底

か
ら
、
顎
を
突
き
出
し
て
ま
で
も
息
を
吸
い
込
み
、

そ
し
て
力
を
抜
い
て
、
体
を
徐
々
に
前
へ
と
倒
し
つ

も
っ
と
い
い
写
真
に
し
よ
う
と
か
、
こ
の
作
品
で
金

賞
を
取
ろ
う
と
か
我
欲
が
あ
る
と
、
良
い
作
品
に
な

り
ま
せ
ん
。

　

北
海
道
に
最
初
に
撮
影
に
行
っ
た
時
、
あ
の
大
地

と
空
に
魅
せ
ら
れ
て
無
心
に
撮
っ
た
写
真
が
、
純
粋

で
一
番
い
い
作
品
に
な
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　

二
度
目
に
再
度
挑
戦
し
た
時
は
、
悲
惨
な
気
持
ち

に
な
り
ま
し
た
。
二
度
目
だ
か
ら
、
初
回
よ
り
い
い

写
真
を
撮
ろ
う
と
、
こ
こ
ろ
に
一
抹
の
邪
心
が
芽
生

え
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
透
徹
し
た
眼
力
に
狂
い

を
生
じ
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。

真夏の詩（北海道）

じ
き 

さ
ん



写
真
と
こ
こ
ろ
（
一
）取

手
市
　
三
町
　
　
勲

　
「
草
の
芽
の
小
さ
き
影
や
坐
禅
堂
」

　

添
田
昌
弘
氏
の
句
集
『
紙
魚
』
の
秀
作
で
あ
る
。

写
真
家
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
遠
近
感
の
あ
る
俳
句

に
、
詠
ん
だ
途
端
に
句
集
を
持
っ
て
飛
び
上
っ
た
。

こ
れ
は
俳
句
と
い
う
よ
り
「
写
真
の
こ
こ
ろ
」
だ
と

一
瞬
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

い
つ
か
皆
さ
ん
に
写
真
の
講
釈
を
し
た
い
と
思
っ

て
い
る
矢
先
に
、
こ
の
一
句
が
私
の
執
筆
の
神
経
を

く
す
ぐ
っ
た
の
で
あ
る
。
添
田
禅
友
有
難
う
。

■
　
石
仏
写
真
で
『
写
真
の
こ
こ
ろ
』
を
悟
る

　

私
の
写
真
の
遍
歴
は
、
閼
伽
流
山
（
長
野
県
佐
久

市
）
に
始
ま
り
ま
す
。
石
仏
写
真
の
草
分
け
と
云
わ

れ
る
有
名
な
井
上
清
司
先
生
と
の
出
会
い
で
あ
り
、

石
仏
写
真
の
出
会
い
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か

ら
一
〇
数
年
石
仏
を
撮
り
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

石
仏
写
真
を
通
し
て
「
写
真
の
こ
こ
ろ
」
を
掬
い
取

っ
た
の
で
す
。

　

毎
年
暮
れ
の
成
道
会
の
時
に
差
し
上
げ
、
貰
っ
て

戴
く
石
仏
写
真
は
、
そ
の
一
年
に
撮
っ
た
写
真
の
一

部
で
す
。
勝
手
な
が
ら
有
難
い
こ
と
で
す
。

　

石
仏
は
た
ま
に
苔
む
し
た
魅
力
的
な
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
一
様
に
通
常
灰
色
で
す
。
し
か
し
、
光
を

上
手
く
呼
び
寄
せ
た
り
、レ
ン
ズ
の
「
絞
り
」
や
「
露
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士
の
加
藤
孝
年
番
幹
事
、
棟
梁
の
中
村
正
市
さ
ん
を

中
心
に
専
門
的
な
判
断
を
加
え
な
が
ら
、
多
方
面
か

ら
の
検
討
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
四
回
の
会
合
で
坐
禅
堂
建
立
に
関
し
て

色
々
検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
二
･
三
ご
紹
介
し

ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

･
当
初
、
坐
禅
堂
は
、
現
在
の
本
堂
と
同
じ
高
さ
に

し
、
本
堂
左
手
の
濡
れ
縁
ま
た
は
大
悲
殿
渡
り
廊
下

か
ら
、
回
廊
で
結
ん
で
坐
禅
堂
ま
で
移
動
す
る
案
が

出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
回
廊
の
長
さ
を
実
測
し

た
と
こ
ろ
、
大
悲
殿
渡
り
廊
下
か
ら
の
場
合
、
回
廊

の
長
さ
が
お
お
よ
そ
一
八
㍍
に
も
な
る
の
で
、
回
廊

で
結
ぶ
こ
と
を
や
め
る
案
も
浮
上
し
て
き
ま
し
た
。

･
単
の
数
に
つ
い
て
は
、
内
単
と
外
単
を
合
わ
せ
て

三
五
〜
四
〇
ほ
ど
に
す
る
意
見
が
、
大
勢
を
占
め
て

い
ま
す
。

･
こ
の
他
、
坐
禅
堂
に
ト
イ
レ
を
隣
接
さ
せ
る
案
が

具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
坐
禅
堂

を
手
づ
く
り
し
た
他
寺
で
、
坐
禅
堂
に
ト
イ
レ
を
隣

接
し
た
結
果
、
坐
禅
中
に
ト
イ
レ
の
音
が
聞
こ
え
て

坐
禅
に
集
中
で
き
な
い
と
い
う
失
敗
例
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
ト
イ
レ
は
離
れ
た
場
所
に

設
置
す
る
こ
と
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

な
お
建
設
予
定
地
は
、
本
堂
の
左
裏
で
す
（
下
図

参
照
）。

に
は
、「
本
来
の
面
目
」
を
掬
い
上
げ
る
と
云
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

冒
頭
に
紹
介
し
た
添
田
さ
ん
の
俳
句
の
情
景
を
、

私
の
「
写
真
の
こ
こ
ろ
」
で
撮
る
と
し
ま
す
と
、

①　

レ
ン
ズ
は
広
角
を
装
着
し
、「
草
の
芽
の
小
さ
き

影
」
に
ピ
ン
ト
を
合
わ
せ
ま
す
。
背
景
に
小
さ
く
坐

禅
堂
が
写
し
込
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
だ
け
で
体
が
ぞ
く
ぞ
く
し
て
き
ま
す
。

②　

こ
れ
を
望
遠
レ
ン
ズ
で
撮
ろ
う
も
の
な
ら
、
写

真
と
し
て
は
撮
れ
ま
す
が
、
主
題
が
明
確
で
な
く
な

り
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
の
な
い
写
真
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

③　

マ
ク
ロ
レ
ン
ズ
で
は
「
草
の
芽
の
小
さ
き
影
」

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
撮
れ
ま
す
が
、
こ
の
俳
句

の
大
事
な
背
景
が
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

■
　
写
真
に
は
最
初
に
イ
メ
ー
ジ
が
大
切

　
「
草
の
芽
の
小
さ
き
影
」
が
春
を
誘
っ
て
い
る
。

そ
の
後
ろ
か
ら
仏
の
優
し
い
声
が
流
れ
て
く
る
。
そ

の
五
次
元
の
世
界
が
眼
前
に
静
か
に
広
が
っ
て
く
る

の
で
す
。
こ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
な
が
ら
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
切
る
気
持
ち
は
、
そ
れ
だ
け
で
仏
の
世
界
そ

の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
有
難
い
こ
と
で
す
。

■
　
石
仏
に
生
き
る
場
所
を
見
つ
け
て
あ
げ
る

　

自
然
に
あ
る
べ
き
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
撮
る
前
に
仏
の
位
置
を

決
め
て
あ
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
近
づ
い
て
み
た

り
、
後
ろ
に
さ
が
っ
て
み
た
り
、
角
度
を
変
え
て
み

た
り
、
撮
る
ま
で
に
試
行
錯
誤
が
続
き
ま
す
。
こ
れ

が
写
真
の
醍
醐
味
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

や
っ
と
決
め
た
仏
の
居
場
所
で
「
絞
り
」、「
露
出
」、

を
選
定
し
ま
す
。
し
か
し
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
ど

う
云
う
イ
メ
ー
ジ
か
を
再
チ
ェ
ッ
ク
し
て
撮
影
条
件

を
見
直
し
ま
す
。

　

そ
ん
な
時
、
仏
の
声
が
聴
こ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
と
、
ま
た
、
見
直
し
で
す
。

■
　
最
初
の
坐
禅
は
最
初
の
坐
仏

　

余
り
、
捏
ね
く
り
回
し
た
写
真
は
い
い
写
真
に
な

り
ま
せ
ん
。
書
道
家
が
眞
白
い
半
紙
の
上
に
、
無
心

に
描
く
筆
に
勝
る
も
の
は
な
い
の
と
、
似
通
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
こ
ろ
に
は
、
邪
心
が
な
い
か
ら
で
す
。

出
」
を
微
妙
に
調
整
す
る
こ
と
で
、
吃
驚
す
る
よ
う

な
色
調
が
創
像
出
来
ま
す
。
本
当
に
光
と
影
だ
け
の

墨
絵
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
創
出
出
来
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
達
磨
の
端
坐
の
様
相
さ
え
再
現
さ

れ
ま
す
。
有
難
い
こ
と
で
す
。

■
　
石
仏
に
仏
の
声
を
聴
く
芸
術

　

井
上
清
司
先
生
は
、
昭
和
五
十
一
年
に
長
野
の
安

曇
野
を
訪
れ
、
満
面
微
笑
み
を
た
た
え
た
お
地
蔵
さ

ん
と
の
出
会
い
が
、
石
仏
写
真
と
の
出
会
い
で
あ
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
根
源
は
、
広

島
の
原
爆
の
爆
心
地
に
近
い
実
家
に
あ
っ
た
、
マ
ン

マ
ち
ゃ
ん
と
呼
び
、
毎
朝
拝
ん
で
い
た
お
地
蔵
さ
ん

が
、
潜
在
意
識
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ

が
長
い
眠
り
か
ら
覚
め
た
の
で
す
。

　
「
石
仏
と
の
出
会
い
は
一
期
一
会
」
で
あ
り
、「
何

十
年
何
百
年
と
ひ
と
り
天
空
を
支
え
続
け
て
き
た
長

い
眠
り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
、
語
り
か
け
、
話
し
合
う

こ
と
か
ら
始
ま
る
」
と
、
常
に
石
仏
撮
影
の
前
に
わ

れ
わ
れ
を
諭
さ
れ
ま
す
。

　

ま
さ
に
、
石
仏
写
真
は
、
仏
の
声
を
聞
い
て
永
久

不
滅
の
影
像
に
掬
い
上
げ
る
芸
術
な
の
で
す
。

　

写
真
と
俳
句
は
非
常
に
共
通
点
が
多
い
と
云
わ
れ

て
い
ま
す
。
写
真
も
俳
句
も
無
駄
な
も
の
を
徹
底
的

に
削
り
と
っ
た
、「
自
然
や
事
象
の
真
髄
だ
け
を
掬

い
と
る
芸
術
で
あ
る
」
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
禅
的

あかる山千手観音

坐禅堂建設予定地略図

大悲願寺石仏

あ     

か     

る

回
廊（
案
）
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写
真
と
こ
こ
ろ
（
一
）取

手
市
　
三
町
　
　
勲

　
「
草
の
芽
の
小
さ
き
影
や
坐
禅
堂
」

　

添
田
昌
弘
氏
の
句
集
『
紙
魚
』
の
秀
作
で
あ
る
。

写
真
家
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
遠
近
感
の
あ
る
俳
句

に
、
詠
ん
だ
途
端
に
句
集
を
持
っ
て
飛
び
上
っ
た
。

こ
れ
は
俳
句
と
い
う
よ
り
「
写
真
の
こ
こ
ろ
」
だ
と

一
瞬
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

い
つ
か
皆
さ
ん
に
写
真
の
講
釈
を
し
た
い
と
思
っ

て
い
る
矢
先
に
、
こ
の
一
句
が
私
の
執
筆
の
神
経
を

く
す
ぐ
っ
た
の
で
あ
る
。
添
田
禅
友
有
難
う
。

■
　
石
仏
写
真
で
『
写
真
の
こ
こ
ろ
』
を
悟
る

　

私
の
写
真
の
遍
歴
は
、
閼
伽
流
山
（
長
野
県
佐
久

市
）
に
始
ま
り
ま
す
。
石
仏
写
真
の
草
分
け
と
云
わ

れ
る
有
名
な
井
上
清
司
先
生
と
の
出
会
い
で
あ
り
、

石
仏
写
真
の
出
会
い
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か

ら
一
〇
数
年
石
仏
を
撮
り
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

石
仏
写
真
を
通
し
て
「
写
真
の
こ
こ
ろ
」
を
掬
い
取

っ
た
の
で
す
。

　

毎
年
暮
れ
の
成
道
会
の
時
に
差
し
上
げ
、
貰
っ
て

戴
く
石
仏
写
真
は
、
そ
の
一
年
に
撮
っ
た
写
真
の
一

部
で
す
。
勝
手
な
が
ら
有
難
い
こ
と
で
す
。

　

石
仏
は
た
ま
に
苔
む
し
た
魅
力
的
な
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
一
様
に
通
常
灰
色
で
す
。
し
か
し
、
光
を

上
手
く
呼
び
寄
せ
た
り
、レ
ン
ズ
の
「
絞
り
」
や
「
露

7 6

士
の
加
藤
孝
年
番
幹
事
、
棟
梁
の
中
村
正
市
さ
ん
を

中
心
に
専
門
的
な
判
断
を
加
え
な
が
ら
、
多
方
面
か

ら
の
検
討
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
四
回
の
会
合
で
坐
禅
堂
建
立
に
関
し
て

色
々
検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
二
･
三
ご
紹
介
し

ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

･
当
初
、
坐
禅
堂
は
、
現
在
の
本
堂
と
同
じ
高
さ
に

し
、
本
堂
左
手
の
濡
れ
縁
ま
た
は
大
悲
殿
渡
り
廊
下

か
ら
、
回
廊
で
結
ん
で
坐
禅
堂
ま
で
移
動
す
る
案
が

出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
回
廊
の
長
さ
を
実
測
し

た
と
こ
ろ
、
大
悲
殿
渡
り
廊
下
か
ら
の
場
合
、
回
廊

の
長
さ
が
お
お
よ
そ
一
八
㍍
に
も
な
る
の
で
、
回
廊

で
結
ぶ
こ
と
を
や
め
る
案
も
浮
上
し
て
き
ま
し
た
。

･
単
の
数
に
つ
い
て
は
、
内
単
と
外
単
を
合
わ
せ
て

三
五
〜
四
〇
ほ
ど
に
す
る
意
見
が
、
大
勢
を
占
め
て

い
ま
す
。

･
こ
の
他
、
坐
禅
堂
に
ト
イ
レ
を
隣
接
さ
せ
る
案
が

具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
坐
禅
堂

を
手
づ
く
り
し
た
他
寺
で
、
坐
禅
堂
に
ト
イ
レ
を
隣

接
し
た
結
果
、
坐
禅
中
に
ト
イ
レ
の
音
が
聞
こ
え
て

坐
禅
に
集
中
で
き
な
い
と
い
う
失
敗
例
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
ト
イ
レ
は
離
れ
た
場
所
に

設
置
す
る
こ
と
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

な
お
建
設
予
定
地
は
、
本
堂
の
左
裏
で
す
（
下
図

参
照
）。

に
は
、「
本
来
の
面
目
」
を
掬
い
上
げ
る
と
云
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

冒
頭
に
紹
介
し
た
添
田
さ
ん
の
俳
句
の
情
景
を
、

私
の
「
写
真
の
こ
こ
ろ
」
で
撮
る
と
し
ま
す
と
、

①　

レ
ン
ズ
は
広
角
を
装
着
し
、「
草
の
芽
の
小
さ
き

影
」
に
ピ
ン
ト
を
合
わ
せ
ま
す
。
背
景
に
小
さ
く
坐

禅
堂
が
写
し
込
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
だ
け
で
体
が
ぞ
く
ぞ
く
し
て
き
ま
す
。

②　

こ
れ
を
望
遠
レ
ン
ズ
で
撮
ろ
う
も
の
な
ら
、
写

真
と
し
て
は
撮
れ
ま
す
が
、
主
題
が
明
確
で
な
く
な

り
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
の
な
い
写
真
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

③　

マ
ク
ロ
レ
ン
ズ
で
は
「
草
の
芽
の
小
さ
き
影
」

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
撮
れ
ま
す
が
、
こ
の
俳
句

の
大
事
な
背
景
が
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

■
　
写
真
に
は
最
初
に
イ
メ
ー
ジ
が
大
切

　
「
草
の
芽
の
小
さ
き
影
」
が
春
を
誘
っ
て
い
る
。

そ
の
後
ろ
か
ら
仏
の
優
し
い
声
が
流
れ
て
く
る
。
そ

の
五
次
元
の
世
界
が
眼
前
に
静
か
に
広
が
っ
て
く
る

の
で
す
。
こ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
な
が
ら
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
切
る
気
持
ち
は
、
そ
れ
だ
け
で
仏
の
世
界
そ

の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
有
難
い
こ
と
で
す
。

■
　
石
仏
に
生
き
る
場
所
を
見
つ
け
て
あ
げ
る

　

自
然
に
あ
る
べ
き
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
撮
る
前
に
仏
の
位
置
を

決
め
て
あ
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
近
づ
い
て
み
た

り
、
後
ろ
に
さ
が
っ
て
み
た
り
、
角
度
を
変
え
て
み

た
り
、
撮
る
ま
で
に
試
行
錯
誤
が
続
き
ま
す
。
こ
れ

が
写
真
の
醍
醐
味
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

や
っ
と
決
め
た
仏
の
居
場
所
で
「
絞
り
」、「
露
出
」、

を
選
定
し
ま
す
。
し
か
し
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
ど

う
云
う
イ
メ
ー
ジ
か
を
再
チ
ェ
ッ
ク
し
て
撮
影
条
件

を
見
直
し
ま
す
。

　

そ
ん
な
時
、
仏
の
声
が
聴
こ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
と
、
ま
た
、
見
直
し
で
す
。

■
　
最
初
の
坐
禅
は
最
初
の
坐
仏

　

余
り
、
捏
ね
く
り
回
し
た
写
真
は
い
い
写
真
に
な

り
ま
せ
ん
。
書
道
家
が
眞
白
い
半
紙
の
上
に
、
無
心

に
描
く
筆
に
勝
る
も
の
は
な
い
の
と
、
似
通
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
こ
ろ
に
は
、
邪
心
が
な
い
か
ら
で
す
。

出
」
を
微
妙
に
調
整
す
る
こ
と
で
、
吃
驚
す
る
よ
う

な
色
調
が
創
像
出
来
ま
す
。
本
当
に
光
と
影
だ
け
の

墨
絵
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
創
出
出
来
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
達
磨
の
端
坐
の
様
相
さ
え
再
現
さ

れ
ま
す
。
有
難
い
こ
と
で
す
。

■
　
石
仏
に
仏
の
声
を
聴
く
芸
術

　

井
上
清
司
先
生
は
、
昭
和
五
十
一
年
に
長
野
の
安

曇
野
を
訪
れ
、
満
面
微
笑
み
を
た
た
え
た
お
地
蔵
さ

ん
と
の
出
会
い
が
、
石
仏
写
真
と
の
出
会
い
で
あ
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
根
源
は
、
広

島
の
原
爆
の
爆
心
地
に
近
い
実
家
に
あ
っ
た
、
マ
ン

マ
ち
ゃ
ん
と
呼
び
、
毎
朝
拝
ん
で
い
た
お
地
蔵
さ
ん

が
、
潜
在
意
識
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ

が
長
い
眠
り
か
ら
覚
め
た
の
で
す
。

　
「
石
仏
と
の
出
会
い
は
一
期
一
会
」
で
あ
り
、「
何

十
年
何
百
年
と
ひ
と
り
天
空
を
支
え
続
け
て
き
た
長

い
眠
り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
、
語
り
か
け
、
話
し
合
う

こ
と
か
ら
始
ま
る
」
と
、
常
に
石
仏
撮
影
の
前
に
わ

れ
わ
れ
を
諭
さ
れ
ま
す
。

　

ま
さ
に
、
石
仏
写
真
は
、
仏
の
声
を
聞
い
て
永
久

不
滅
の
影
像
に
掬
い
上
げ
る
芸
術
な
の
で
す
。

　

写
真
と
俳
句
は
非
常
に
共
通
点
が
多
い
と
云
わ
れ

て
い
ま
す
。
写
真
も
俳
句
も
無
駄
な
も
の
を
徹
底
的

に
削
り
と
っ
た
、「
自
然
や
事
象
の
真
髄
だ
け
を
掬

い
と
る
芸
術
で
あ
る
」
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
禅
的

あかる山千手観音

坐禅堂建設予定地略図

大悲願寺石仏

あ     

か     

る

回
廊（
案
）
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す
る
。
静
寂
と
緊
張
感
の
中
で
自
分
を
見
つ
め
直
す
。

椎
名
老
師
の
法
話
に
熱
く
耳
を
傾
け
る
。
そ
こ
に
は
、

何
か
生
き
る
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
や
も
し
れ
ま

せ
ん
。
一
人
で
も
多
く
の
悩
め
る
方
が
、
参
禅
し
て

何
か
を
会
得
し
て
欲
し
い
と
思
う
の
は
、
私
だ
け
で

し
ょ
う
か
？　

先
達
の
残
し
て
き
た
、
こ
の
伝
統
的

文
化
を
誇
り
に
思
い
、
少
し
で
も
機
会
が
あ
れ
ば
、

今
後
も
積
極
的
に
参
加
す
る
つ
も
り
で
す
。

　

本
当
に
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

椎
名
老
師
を
は
じ
め
関
係
者
方
々
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
重
ね
て
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
る
次

第
で
す
。

　
　龍

泉
院
参
禅
会
「
四
〇
周
年

　
記
念
行
事
準
備
委
員
会
」
活
動
報
告（
一
）

書
記
　
杉
浦
上
太
郎

　

昨
秋
実
施
し
た
「
良
寛
さ
ん
と
出
逢
う
旅
」
の
際
、

椎
名
老
師
よ
り
、
平
成
二
三
年
は
、
参
禅
会
発
足
四

〇
年
と
な
る
。
坐
禅
堂
建
立
を
含
め
記
念
行
事
を
検

討
し
て
は
ど
う
か
と
の
ご
下
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

早
速
、
小
畑
代
表
幹
事
を
中
心
に
準
備
委
員
会
を

編
成
い
た
し
、
す
で
に
四
回
の
準
備
委
員
会
を
開
催

い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

「
四
〇
周
年
記
念
行
事
準
備
委
員
会
」
委
員

　

・
顧　
　

問　

椎
名
宏
雄
老
師

　

・
委
員
長  

小
畑
節
朗
代
表
幹
事

　

・
副
委
員
長　

五
十
嵐
嗣
郎

　

・
会　
　

計　

刑
部
一
郎

　

・
書　
　

記　

杉
浦
上
太
郎

　

・
委　
　

員　

中
嶌
宏
誠
、
添
田
昌
弘
、
松
井
隆
、

　
　
　
　
　
　
　

加
藤
孝
、
相
澤
善
彦
、
中
村
正
市
、

　
　
　
　
　
　
　

小
山
斉
、
鈴
木
民
雄
、
田
上
淳
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
一
四
名
）

「
四
〇
周
年
記
念
行
事
準
備
委
員
会
」
開
催

　

・
第
一
回
：
平
成
二
二
年
二
月
二
八
日
（
一
二
名
）

　

・
第
二
回
：　
　

同　

年
三
月
一
三
日
（
一
〇
名
）

　

・
第
三
回
：　
　

同　

年
五
月
一
六
日
（　

九
名
）

　

・
第
四
回
：　
　

同　

年
七
月
一
七
日
（　

九
名
）

「
四
〇
周
年
記
念
行
事
決
定
事
項
」

一
、「
眼
蔵
会
」

　
　

平
成
二
三
年
五
月
一
四
日
（
土
）〜
一
五
日
（
日
）

二
、「
四
〇
周
年
記
念
講
演
」

　
　

平
成
二
三
年
五
月
一
五
日
（
日
）
午
後

　
　

講
師
／
佐
々
木
宏
幹
先
生
（
ご
承
諾
済
）

　
　

演
題
／
「
仏
教
の
力
」 

― 

現
代
的
意
義 

― 

三
、「
在
家
得
度
式
」

　
　

平
成
二
三
年
一
一
月
三
日
（
木
）
文
化
の
日

　

※
右
記
の
詳
細
は
、
後
日
別
途
ご
案
内
の
予
定
。

「
坐
禅
堂
建
立
の
検
討
」

　

当
会
の
会
員
が
多
士
済
々
の
お
陰
で
、
一
級
建
築
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今
ま
で
是
と
し
て
き
た
も
の
が
非
と
な
る
社
会
。

年
間
自
殺
者
は
三
万
人
と
い
う
、
ど
こ
か
の
国
と
戦

争
で
も
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
異
常
な
数
字
。
徐
々
に
拡
が
る
貧
富
の
格
差
、
不

景
気
と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
ダ
イ
エ
ッ
ト
本
は

よ
く
売
れ
る
と
い
う
特
異
な
社
会
。

　

い
っ
そ
の
こ
と
、
文
明
の
利
器
な
ぞ
全
て
捨
て
て

し
ま
っ
て
、
も
う
一
度
鎖
国
で
も
し
て
し
ま
っ
た
方

が
よ
ほ
ど
幸
せ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
車
な
ど
無
く
て

も
た
だ
歩
け
ば
い
い
だ
け
の
話
。
健
康
に
だ
っ
て
い

い
し
、
地
球
様
を
こ
れ
以
上
汚
さ
ず
に
済
む
し
、
四

季
の
移
ろ
い
だ
っ
て
実
感
で
き
る
。
鎖
国
し
て
い
た

当
時
だ
っ
て
、
そ
れ
で
文
明
が
著
し
く
遅
れ
た
訳
で

は
な
い
よ
う
だ
し
、
立
派
な
独
自
文
化
が
花
開
い
た

訳
だ
。

　

幹
事
の
小
畑
様
か
ら
は
、
大
変
達
筆
な
手
紙
を
何

回
か
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
判
読
で
き
な
い

自
分
が
そ
こ
に
は
い
ま
す
。
同
じ
日
本
人
と
し
て
と

て
も
恥
ず
か
し
い
限
り
で
す
。
こ
れ
も
日
々
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
や
新
聞
の
文
字
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
に

起
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
世
の
中
が
便

利
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
逆
に
不
幸
せ
に
な
り
、
ど

ん
ど
ん
無
知
に
な
っ
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
の

は
、
自
分
だ
け
で
し
ょ
う
か
？

　

た
ま
に
は
喧
騒
の
世
情
を
忘
れ
、
不
乱
に
坐
禅
を

　

三
度
目
は
、「
最
初
の
坐
禅
」
の
気
持
ち
で
北
海

道
の
大
地
と
空
に
ぶ
っ
か
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。
本

当
に
秀
作
が
出
来
て
、
新
院
展
で
審
査
委
員
会
特
別

賞
を
頂
き
ま
し
た
。
有
難
い
こ
と
で
す
。

（
次
回
に
続
く
）

宝
慶
寺
「
大
道
会
接
心
」
に
参
加

　
柏
市
　
松
井
　
　
隆

　

九
年
前
、
宝
慶
寺
に
禅
を
学
び
、
再
び
「
大
道
会

接
心
」
の
体
験
で
あ
る
。
四
月
三
〇
日
に
上
山
す
る

た
め
、
五
十
嵐
さ
ん
と
前
日
の
朝
、
柏
を
車
で
発
っ

て
、
そ
の
晩
は
高
山
市
内
に
宿
泊
、
翌
日
宝
慶
寺
に

向
か
っ
た
。
国
道
一
五
八
号
沿
い
の
山
の
色
が
、
淡

い
緑
に
転
々
と
色
を
添
え
る
山
桜
、
宝
慶
寺
へ
の
道

す
が
ら
と
し
て
、
鮮
や
か
な
風
景
を
脳
裏
に
刻
む
。

大
野
盆
地
に
入
り
、
畦
道
の
芝
桜
の
濃
い
桃
色
が
坐

禅
へ
の
誘
い
か
と
、
自
然
の
色
に
酔
い
つ
つ
宝
慶
寺

の
山
門
に
着
く
。

　

山
門
を
く
ぐ
る
と
、
法
事
の
帰
り
の
田
中
真
海
老

師
と
ば
っ
た
り
鉢
合
わ
せ
。「
ど
こ
か
ら
参
ら
れ
た
か

な
」、「
柏
市
の
龍
泉
院
か
ら
」
と
応
え
、
さ
ら
に
永

野
先
輩
の
名
を
告
げ
る
と
納
得
頂
き
、
入
門
が
叶
う
。

　

永
野
氏
は
、
今
回
が
「
大
道
会
接
心
」
一
〇
回
目

の
参
加
で
、
作
法
、
作
務
、
食
事
に
ベ
テ
ラ
ン
振
り

を
発
揮
さ
れ
て
、
輝
い
て
見
え
た
。

　

宝
慶
寺
は
、
道
元
禅
師
を
慕
っ
て
中
国
か
ら
来
朝

さ
れ
た
寂
圓
禅
師
に
よ
り
開
基
さ
れ
、
七
〇
〇
年
も

の
伝
統
を
伝
え
て
き
た
修
行
道
場
で
あ
り
、
荘
厳
な

佇
ま
い
の
中
で
、
坐
禅
修
行
が
叶
う
こ
と
、
真
に
嬉

し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

今
回
の
修
行
で
感
じ
た
事
柄
を
い
く
つ
か
以
下
に

記
し
て
み
た
い
。

　
一
、
朝
課
、
晩
課

　

お
経
の
種
類
の
多
い
こ
と
に
驚
く
と
と
も
に
、
羅

漢
拝
を
唱
え
る
の
は
、
初
め
て
の
体
験
で
あ
る
。
こ

れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と
五
〇
回
程
繰
り
返
し
、

羅
漢
様
へ
の
礼
拝
を
行
う
の
に
は
驚
く
と
と
も
に
、

朝
の
体
の
鈍
い
動
き
を
整
え
る
の
に
も
、
大
変
に
有

益
で
あ
っ
た
。

　
二
、
坐
禅
指
導

　

坐
禅
指
導
は
、
思
洋
木
玄
直
参
の
指
導
の
も
と
に

行
わ
れ
、
テ
キ
ス
ト
が
配
ら
れ
、
分
か
り
易
い
指
導

を
受
け
た
。
い
つ
も
の
坐
禅
と
異
な
る
と
感
じ
た
の

は
、「
欠
気
一
息
」
と
「
左
右
揺
身
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。

　
「
欠
気
一
息
」
は
、
口
を
大
き
く
開
き
、
肩
を
大

き
く
釣
り
上
げ
、
腰
に
力
を
入
れ
て
、
腹
式
で
深
く

呼
吸
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
呼
吸
は
、
お
腹
の
奥
底

か
ら
、
顎
を
突
き
出
し
て
ま
で
も
息
を
吸
い
込
み
、

そ
し
て
力
を
抜
い
て
、
体
を
徐
々
に
前
へ
と
倒
し
つ

も
っ
と
い
い
写
真
に
し
よ
う
と
か
、
こ
の
作
品
で
金

賞
を
取
ろ
う
と
か
我
欲
が
あ
る
と
、
良
い
作
品
に
な

り
ま
せ
ん
。

　

北
海
道
に
最
初
に
撮
影
に
行
っ
た
時
、
あ
の
大
地

と
空
に
魅
せ
ら
れ
て
無
心
に
撮
っ
た
写
真
が
、
純
粋

で
一
番
い
い
作
品
に
な
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　

二
度
目
に
再
度
挑
戦
し
た
時
は
、
悲
惨
な
気
持
ち

に
な
り
ま
し
た
。
二
度
目
だ
か
ら
、
初
回
よ
り
い
い

写
真
を
撮
ろ
う
と
、
こ
こ
ろ
に
一
抹
の
邪
心
が
芽
生

え
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
透
徹
し
た
眼
力
に
狂
い

を
生
じ
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。

真夏の詩（北海道）

じ
き 

さ
ん
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に
は
、
そ
の
辺
の
迫
力
が
満
ち
溢
れ
て
い
た
。

　

三
、
食
事

　

禅
堂
で
の
食
事
は
坐
禅
の
延
長
に
あ
っ
て
、
応
量

器
を
使
用
し
て
の
、
厳
粛
な
食
事
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

ご
飯
は
玄
米
で
あ
る
た
め
、
五
〇
回
位
噛
ん
で
十
分

に
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
、
事
前
に
指
導
を
受
け
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
化
に
も
良
い
と
の
こ
と
、

全
く
の
驚
き
で
あ
る
。

　

赤
い
五
段
重
ね
の
応
量
器
、
ス
プ
ー
ン
、
へ
ら
、

箸
と
布
巾
の
セ
ッ
ト
を
並
べ
、
給
仕
を
受
け
る
。
胡

麻
を
ス
プ
ー
ン
で
食
す
手
法
や
へ
ら
の
使
い
方
な

ど
、
僧
堂
で
長
い
間
に
確
立
さ
れ
た
作
法
に
よ
り
、

こ
の
よ
う
な
食
事
文
化
が
築
き
あ
げ
て
ら
れ
た
も
の

と
、
推
測
で
き
る
。

　

ご
飯
を
い
っ
ぱ
い
噛
み
し
め
て
、
各
鉢
の
料
理
を

十
分
に
美
味
し
く
味
わ
い
、
大
変
満
足
で
き
た
。
こ

の
食
事
体
験
が
、
日
頃
の
私
ど
も
の
食
事
の
あ
り
方

に
、
色
々
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。　
　
　

合
掌

衣
冠
の
盗
と
『
菜
根
譚
』
の
教
え

我
孫
子
市
　
清
水
　
秀
男

　

一
、
二
〇
一
〇
年
七
月
三
〇
日
付
け
朝
日
新
聞

【
天
声
人
語
】
に
、
先
の
参
院
選
で
当
選
し
た
新
議

員
は
、
七
月
の
在
任
期
間
が
六
日
し
か
な
い
の
に
も

拘
わ
ら
ず
、
歳
費
と
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
を
合
わ

せ
て
、
満
額
二
三
〇
万
円
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
関

連
し
て
、
中
国
の
明
代
末
の
処
世
哲
学
清
言
集 

『
菜
根
譚
』
の
中
か
ら
、
「
衣
冠
の
盗
」
と
い
う
言

葉
を
引
用
し
、
給
料
泥
棒
に
値
す
る
行
為
だ
と
厳
し

く
論
説
し
て
い
た
。

　

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
引
用
さ
れ
た
『
菜
根
譚
』

で
述
べ
て
い
る
該
当
の
段
を
紐
解
い
て
み
た
。

書
を
読
み
て
聖
賢
を
見
ざ
れ
ば
、
鉛
槧
の
傭
と

な
る
。

官
に
居
て
子
民
を
愛
せ
ざ
れ
ば
、
衣
冠
の
盗
と

な
る
。

学
を
講
じ
て
、
躬
行
を
尚
ば
ざ
れ
ば
、
口
頭
の

禅
と
な
る
。

業
を
立
て
て
種
徳
を
思
わ
ざ
れ
ば
、
眼
前
の
花

と
な
る
。

《
鉛
槧
の
傭
・
・
・
文
字
の
奴
隷
の
意（「
鉛
槧
」は

文
字
を
書
い
た
り
塗
抹
し
た
り
す
る
の
に
用
い
た
鉛

の
粉
と
文
字
を
記
す
板
か
ら
、
文
筆
・
文
字
の
意
。

「
傭
」
は
や
と
わ
れ
者
、
奴
隷
）
》

二
、
内
容
を
味
わ
う
前
に
、
『
菜
根
譚
』
の
著
者 

洪
自
誠
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
洪
自
誠

は
、
内
乱
や
政
争
が
相
次
い
で
続
発
し
て
い
た
明
代

後
半
、
そ
の
真
っ
只
中
で
生
き
た
儒
者
と
さ
れ
る
。

一
説
で
は
、
元
官
吏
で
あ
り
、
政
争
に
巻
き
込
ま
れ

た
挙
句
、
争
い
に
負
け
て
隠
遁
し
、
そ
の
生
活
を
楽

つ
、
長
く
ゆ
っ
く
り
と
息
を
吐
き
出
し
て
い
く
と
こ

ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
こ
の
吐
き
出
す
と
こ
ろ
に

重
き
を
置
い
て
、
深
呼
吸
を
数
回
繰
り
返
し
た
後
、

鼻
息
の
呼
吸
に
移
り
、
正
身
端
坐
に
導
入
し
て
い
く

の
で
あ
る
と
の
教
え
で
あ
る
。

　

も
う
一
点
の
「
左
右
揺
身
」
は
、
背
骨
と
背
筋
の

下
の
方
か
ら
刺
激
す
る
よ
う
に
、
体
を
ね
じ
り
上
げ

て
、
左
に
、
ま
た
、
右
へ
と
、
意
識
を
集
中
さ
せ
て

揺
身
を
数
回
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
背
中
か
ら
腰

を
鍛
え
る
よ
う
に
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

に
準
備
を
し
て
坐
禅
に
入
る
と
、
直
ぐ
に
深
い
鼻
息

と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
体
形
を
保
ち
、
安
定
し
た
坐
禅

に
入
る

こ
と
が

で
き
る

の
だ
と

受
け
止

め
た
。

正
に
、

指
導
し

て
頂
い

た
思
洋

木
玄
直

参
の
模

範
実
践

の
方
々
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
何
時
の

間
に
整
理
し
た
か
と
思
う
程
、
身
支
度
を
整
え
、
寝

具
を
整
理
し
、
静
か
に
正
座
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
、

自
ら
の
役
割
を
粛
々
と
執
り
行
う
方
々
が
居
ら
れ
、

頭
に
ガ
ツ
ン
と
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

　

私
も
気
を
引
き
締
め
て
、
第
二
日
目
の
接
心
修
行

に
臨
み
ま
し
た
。
起
床
か
ら
朝
食
ま
で
、
日
常
に
比

べ
て
間
が
在
り
、
美
味
し
い
粥
を
沢
山
頂
戴
し
た
所

為
か
、
三
・
四
炷
目
の
坐
禅
は
厳
し
か
っ
た
。
特
に

四
炷
目
の
坐
禅
が
厳
し
く
、
足
が
痛
み
出
し
た
の
で
、

『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
誦
す
る
事
に
意
識
を
集
中
し
、

も
し
趺
坐
が
崩
れ
る
様
な
ら
ば
、
其
れ
は
其
れ
で
や

む
を
得
ず
と
、
覚
悟
を
決
め
て
耐
え
て
い
た
ら
、
放

禅
鐘
が
鳴
り
響
き
、
救
わ
れ
た
と
言
う
の
が
正
直
な

と
こ
ろ
で
し
た
。

　
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
ご
教
示
に
、「
大
安
楽
の
法
門
」

と
あ
り
ま
す
が
、
私
の
坐
禅
は
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
あ

る
事
を
、
つ
く
づ
く
と
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
中
食
を
い
た
だ
き
解
散
と
成
り
ま
し
た

が
、
何
故
か
満
足
感
に
浸
り
な
が
ら
、
帰
路
を
ゆ
っ

く
り
運
転
し
て
い
る
自
分
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

　

御
老
師
・
幹
事
・
典
座
・
ご
参
会
の
皆
様
方
に
、

お
導
き
の
御
礼
と
感
謝
を
申
し
上
げ
、
一
夜
接
心
会

初
参
加
の
感
想
と
さ
せ
て
頃
き
ま
す
。

　

一
夜
接
心
会
を
終
え
て
　　

我
孫
子
市
　
三
浦
　
　 

直

　

此
の
度
は
た
ま
た
ま
会
社
で
休
暇
を
取
れ
ま
し
た

の
で
、
六
月
六
日
の
み
早
朝
四
時
半
よ
り
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
近
、
趣
味
と
健
康
を
兼
ね
、

山
登
り
を
始
め
た
私
に
と
っ
て
、
早
起
き
は
そ
れ
ほ

ど
苦
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
日
の
坐
禅
は

全
部
で
四
炷
。
坐
禅
す
る
こ
と
自
体
が
久
々
で
、
よ

ほ
ど
坐
禅
す
る
こ
と
を
渇
望
し
て
い
た
の
か
、
足
の

痺
れ
を
強
烈
に
感
じ
る
こ
と
も
な
く
、
無
事
に
終
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

途
中
、
朝
・
昼
飯
の
美
味
に
舌
鼓
を
打
ち
、（
食
後

の
慣
習
に
は
多
少
苦
戦
？
）
本
当
に
す
ば
ら
し
い
体

験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
関
係
者
の
方
々
に

は
た
だ
た
だ
感
謝
す
る
次
第
で
す
。
終
盤
は
、
さ
し

も
の
少
し
緊
張
感
が
ほ
ぐ
れ
た
の
か
、
ば
て
て
し
ま

い
、
後
片
付
け
に
積
極
的
に
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

定
例
参
禅
会
も
含
め
、
も
う
少
し
多
年
層
に
渡
る

方
々
の
参
加
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
昨
今
の
経
済
危
機
か
ら
く
る
不
安
は
、
何
も

若
年
層
ば
か
り
で
な
く
、
私
の
よ
う
な
中
年
も
含
め

た
現
役
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
も
、
暗
い
影
を
落
と
し
て

お
り
ま
す
。

実
は
二
つ
の
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。

　

一
つ
は
、
七
炷
の
坐
禅
に
耐
え
ら
れ
る
か
。
二
つ

は
、
耳
が
不
自
由
な
為
、
皆
さ
ん
に
ご
迷
惑
を
お
掛

け
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
課
題
で
す
。
初
日

の
三
炷
、
二
日
目
の
四
炷
の
坐
禅
に
つ
い
て
は
、
勤

務
の
あ
る
日
は
就
寝
前
、
休
日
は
朝
・
晩
に
、
三
〇

分
〜
四
〇
分
の
坐
禅
を
、
殆
ど
欠
か
さ
ず
組
ん
で
お

り
ま
し
た
の
で
、
何
と
か
成
る
だ
ろ
と
考
え
て
お
り

ま
し
た
が
、
後
で
述
べ
ま
す
よ
う
に
大
変
で
し
た
。

　

初
日
は
皆
様
方
の
お
蔭
に
よ
り
、
何
と
か
就
寝
迄

に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
就
寝
前
、
全

員
が
炊
事
場
に
て
車
座
に
な
り
、
坐
禅
談
義
や
四
方

山
話
に
耽
っ
て
い
る
中
で
も
、
典
座
の
方
は
鍋
か
ら

目
を
離
さ
ず
、
全
員
が
床
に
就
い
て
か
ら
も
、
炊
事

場
に
明
か
り
が
灯
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
初

日
は
無
事
終
了
し
、
感
謝
の
気
持
ち
で
床
に
就
き
ま

し
た
。

　

床
に
入
っ
て
か
ら
、
明
朝
の
不
安
が
よ
ぎ
り
ま
し

た
。
私
の
日
常
か
ら
、
朝
四
時
に
起
床
す
る
経
験
が

め
っ
た
に
無
く
、
叉
難
聴
の
為
、
補
聴
器
を
付
け
て

い
ま
す
が
、
就
寝
時
に
は
外
さ
ざ
る
を
得
ず
、
皆
様

方
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
は
と
の
思
い
か
ら
、
な

か
な
か
寝
付
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

不
思
議
な
も
の
で
、
何
時
し
か
熟
睡
し
、
三
時
半

ご
ろ
目
覚
め
た
処
、
既
に
起
床
し
て
居
ら
れ
る
先
達

宝慶寺の僧堂

さ
い  

こ
ん  

た
ん

え
ん 

ざ
ん

よ
う

し

み
ん

い

き
ゅ
う
こ
う

こ
う 

と
う

し
ゅ  

と
く

こ
う    

じ   

せ
い

と
う
と

か
ん

と
う



　

六
月
五
･
六
日
で
一
夜
接
心
が
行
わ
れ
、二
日
間
で

一
九
名
の
方
が
参
加
し
ま
し
た
。
月
例
参
禅
会
で
は

一
炷
が
三
〇
分
で
す
が
、
一
夜
接
心
で
は
四
〇
分
と

な
り
、
僅
か
一
〇
分
の
違
い
で
す
が
、
こ
の
一
〇
分

間
が
長
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
第
一
炷
目
の
坐
禅
が
終

っ
て
、
三
時
四
〇
分
か
ら
禅
講
に
移
り
、
道
元
禅
師

の
『
普
勧
坐
禅
儀
』
に
つ
い
て
ご
提
唱
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

最
初
に
道
元
禅
師
が
書
か
れ
た
『
普
勧
坐
禅
儀
撰

述
由
来
』
に
つ
い
て
の
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。
道

元
禅
師
は
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
何
度
か
書
き
直
さ
れ

て
お
り
、最
初
に
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
書
か
れ
た
の

は
、禅
師
が
宋
か
ら
帰
国
し
た
直
後
の
嘉
禄
三
年（
一

二
二
七
）
で
、
ま
だ
博
多
に
滞
在
さ
れ
て
お
ら
れ
た

時
期
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
時
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
撰

述
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
を
、
白
地
銀
泥
梅
花
模

樣
の
中
国
の
料
紙
に
書
か
れ
た
も
の
が
『
普
勧
坐
禅

儀
撰
述
由
来
』
で
、
国
宝
の
付
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
『
普
勧
坐
禅
儀
撰
述
由
来
』
に
よ
れ
ば
、
帰
国
早
々

の
道
元
禅
師
に
、
宋
で
体
得
し
た
坐
禅
儀
を
示
し
て

欲
し
い
と
の
強
い
要
請
に
よ
り
、『
普
勧
坐
禅
儀
』

を
撰
す
る
こ
と
に
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

長
蘆
宗
賾
の
『
禅
苑
清
規
』
に
示
さ
れ
た
坐
禅
儀
に

は
、
宗
賾
禅
師
が
独
自
に
書
き
加
え
た
と
こ
ろ
や
、

明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
撰
述
の
理

由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

撰
述
由
来
に
引
続
き
、『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
ご
提

唱
に
移
り
ま
し
た
が
、
そ
の
前
に
ご
老
師
か
ら
、
道

元
禅
師
御
真
筆
の
『
普
勧
坐
禅
儀
撰
述
由
来
』
と
、

天
福
元
年
に
書
か
れ
た
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
写
真
に

撮
り
製
本
し
た
影
印
版
を
、
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
因
み
に
龍
泉
院
の
山
門
に
か
か
っ
て
い
る

額
の
「
天
徳
山
」
の
文
字
は
、天
福
本
『
普
勧
坐
禅
儀
』

か
ら
天
と
徳
と
山
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
ご
老

師
か
ら
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。

　
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
ご
提
唱
は
両
日
に
わ
た
っ
て

二
回
行
わ
れ
、
第
三
炷
目
の
夜
坐
の
時
と
、
最
後
の

第
七
炷
目
の
時
に
は
、
読
誦
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
一
夜
接
心
で
も
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
読
誦
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
よ
く
意
味
を
理
解
し
な
が

ら
お
唱
え
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
、
茶
話
会
の
時
に

皆
さ
ん
仰
っ
て
い
ま
し
た
。 

一
夜
接
心
会
に
初
参
加
し
て
の
感
想

柏
市
　
遠
藤
　
　
昇

　
『
明
珠
』
編
集
委
員
の
五
十
嵐
さ
ん
か
ら
、
初
参

加
者
と
し
て
の
感
想
を
書
く
よ
う
に
依
頼
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
私
な
り
に
一
夜
接
心
会
を
振
り
返
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

龍
泉
院
の
坐
禅
会
で
参
禅
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
丁
度
三
年
が
経
ち
、
今
年
は
何
が
な

ん
で
も
参
加
し
よ
う
と
決
め
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

参
加
の
申
し
込
み
は
躊
躇
せ
ず
に
応
じ
ま
し
た
が
、
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『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
じ
っ
く
り

　
　
　
　
　
味
わ
っ
た
一
夜
接
心

六
月
五
・
六
日

た
名
文
で
明
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
ひ

と
つ
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
一
つ
は
、
書
物
を
味
読
し
、
理
解
す
る
際
の
心

　

文
字
面
だ
け
を
見
て
、
解
釈
し
た
だ
け
で
は
、
真

に
理
解
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
何
度
も
何
度
も
味

読
し
、
時
に
は
声
を
出
し
て
読
み
、
著
者
は
じ
め
、

聖
賢
人
の
ほ
と
ば
し
る
精
神
に
、
身
心
で
迫
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。そ
し
て
、『
菜
根
譚
』の
別
の
段
で

は
、
「
心
地
乾
浄
に
し
て
、
方
め
て
書
を
読
み
、
古

を
学
ぶ
べ
し
（
心
の
雑
念
を
拭
い
洗
い
清
め
て
か
ら
、

あ
ら
た
め
て
書
物
を
読
み
、
古
の
聖
賢
の
教
え
に
学

ぶ
べ
き
で
あ
る
）
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
読
み
、
私
が
禅
に
出
会
っ
て
か
ら
何
度

も
言
わ
れ
た
次
の
言
葉
を
あ
ら
た
め
て
噛
み
締
め
な

お
し
て
い
る
。

　

「『
正
法
眼
蔵
』は
じ
め
経
典
の
言
葉
は
、頭
だ
け

で
理
解
出
来
て
も
本
当
に
分
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

心
の
雑
念
を
鎮
め
、
五
官
全
体
で
読
み
、
全
身
で
咀

嚼
し
、
実
参
実
究
し
な
け
れ
ば
自
分
の
も
の
に
な
ら

な
い
」

　
二
つ
は
、
官
吏
の
職
に
あ
る
者
の
心
得

　

政
治
家
及
び
役
人
は
、
国
家
の
将
来
を
見
据
え
、

国
民
の
た
め
に
奉
仕
す
る
公
僕
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
原
点
を
忘
れ
、
既
得
権
益
に
し
が
み
つ
き
、

私
利
私
欲
に
走
り
、
国
民
に
の
み
負
担
を
強
い
る
な

ら
ば
、
官
衣
を
ま
と
っ
た
俸
禄
泥
棒
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
ま
さ
に
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、
今
の
日
本

の
政
治
に
巣
食
っ
て
い
る
病
状
を
言
い
当
て
た
言
葉

で
あ
る
。
国
会
議
員
歳
費
の
日
割
り
や
天
下
り
問
題

等
は
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い
。
政
治
家
及
び
役
人

は
も
う
一
度
、
こ
の
基
本
的
教
え
に
虚
心
に
立
ち
返

り
、
慈
悲
心
を
以
っ
て
国
民
の
た
め
に
奉
仕
す
る
公

僕
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
切
に
願
っ
て
い
る
。

　
三
つ
は
、
学
問
を
志
し
、
講
じ
る
者
の
心
得

　

学
問
を
研
究
し
た
り
講
じ
た
り
す
る
者
は
、
高
邁

な
理
論
を
構
築
し
、
説
く
だ
け
で
は
片
手
落
ち
で
あ

る
。
そ
の
理
論
を
自
ら
、実
行
・
実
践
し
な
け
れ
ば
、

禅
を
口
先
だ
け
で
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
様
な
も
の
だ
。

　

先
達
か
ら
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
言
わ
れ
た
言
葉
を

今
、
思
い
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
行
解
相
応
に
徹

せ
よ
」
で
あ
っ
た
。
行
解
相
応
と
は
仏
道
修
行
と
理

論
的
理
解
の
両
方
が
必
要
で
、
両
面
が
相
俟
っ
て
仏

道
が
完
成
す
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
学
ぶ
こ
と
と
、

日
々
行
っ
て
い
る
こ
と
を
一
致
さ
せ
よ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
『
菜
根
譚
』
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
程
遠
い
自
分
を
深

く
反
省
し
て
い
る
。

　
四
つ
は
、
事
業
を
営
む
者
の
心
得

　

事
業
を
営
む
も
の
は
、
自
分
の
目
の
前
の
短
期
的

利
益
の
み
追
い
か
け
て
い
て
は
い
け
な
い
。
事
業
の

し
ん
だ
知
識
人
と
さ
れ
て
い
る
。

　

『
菜
根
譚
』
は
前
集
と
後
集
に
分
か
れ
、
各
々
の

内
容
を
見
る
と
、
前
集
が
処
世
の
道
を
、後
集
が
隠

遁
閑
居
の
楽
し
み
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
推
測
出
来

る
。
説
か
れ
て
い
る
骨
子
は
、
儒
教
を
ベ
ー
ス
に
、

仏
教
（
特
に
禅
）
と
道
教
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
お

り
、
儒
・
仏
・
道
の
三
教
に
通
じ
た
博
識
の
士
と
言

え
る
。

三
、
次
に
該
当
の
段
を
、
私
な
り
に
拙
い
意
訳
を
し

て
み
る
。

「
書
物
を
読
ん
で
も
書
か
れ
て
い
る
聖
人
・
賢
人
の

真
の
心
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
字
句

を
解
釈
し
た
に
過
ぎ
ず
、
文
字
の
奴
隷
と
化
し
て
い

る
。
官
吏
の
職
に
居
て
も
、
人
民
を
常
に
思
い
、
慈

愛
の
心
を
も
っ
て
接
し
な
い
な
ら
ば
、
役
人
の
服
装

を
し
た
給
与
盗
人
と
同
じ
で
あ
る
。
学
問
を
講
じ
て

も
、
自
ら
実
践
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
、

口
先
だ
け
の
禅
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
事

業
を
興
し
て
も
、
自
分
の
目
先
だ
け
の
利
益
を
追
い

か
け
て
、
長
期
的
に
、
事
業
を
通
じ
て
多
く
の
人
に

恩
恵
を
与
え
る
種
を
ま
か
な
い
な
ら
ば
、
事
業
は
目

の
前
で
咲
い
て
い
る
花
の
様
に
、
一
時
的
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
。
」

こ
れ
ら
か
ら
、
こ
の
段
は
学
問
、
政
治
、
教
育
、
経

営
等
に
関
す
る
基
本
的
教
訓
を
、
簡
に
し
て
要
を
得一夜接心参加者一同
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話
が
あ
り
ま
し
た
。
頭
の
中
で
は
、
セ
ジ
キ
エ
？
一

体
何
だ
ろ
う
、
セ
は
施
か
、
お
施
餓
鬼
と
同
じ
な
の

か
、
と
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
最
後
ま
で

漢
字
が
浮
か
ば
ず
に
い
ま
し
た
。
家
に
戻
っ
て
調
べ
、

曹
洞
宗
で
は
、
お
施
餓
鬼
を
施
食
会
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。

　

実
は
、
家
の
お
寺
さ
ん
か
ら
毎
年
送
ら
れ
て
く
る

お
施
餓
鬼
の
案
内
と
、
新
し
い
卒
塔
婆
を
何
本
お
願

い
す
る
と
い
う
葉
書
を
送
っ
た
ば
か
り
で
し
た
。
で

す
が
、
私
は
お
施
餓
鬼
と
い
う
の
が
具
体
的
に
何
を

す
る
の
か
全
く
知
ら
ず
に
、
毎
年
新
し
く
な
っ
た
卒

塔
婆
を
た
だ
見
て
、
お
参
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
私
が
、
施
食
会
の
お
手
伝
い
に
参
加

し
た
の
で
す
。
ベ
テ
ラ
ン
の
美
川
さ
ん
の
指
導
の
も

と
、
檀
家
の
役
員
さ
ん
に
冷
た
い
お
茶
を
配
っ
た
り
、

お
弁
当
を
並
べ
た
り
し
て
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
お

手
伝
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

駐
車
場
の
整
理
、
本
堂
の
飾
り
付
け
な
ど
を
担
当

さ
れ
て
い
る
男
性
の
方
に
比
べ
る
と
、
台
所
で
の
内

向
き
の
仕
事
は
、
冷
房
が
入
っ
て
涼
し
い
し
、
仕
事

の
合
間
に
は
、
参
禅
会
の
こ
と
や
良
寛
さ
ん
へ
の
旅
、

中
国
訪
問
な
ど
に
つ
い
て
、
美
川
さ
ん
か
ら
お
聞
き

す
る
時
間
も
あ
り
ま
し
た
。
参
禅
会
に
参
加
し
た
ば

か
り
の
私
に
は
、
と
て
も
貴
重
な
時
間
を
過
ご
す
こ

と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

台
所
か
ら
本
堂
を
眺
め
て
い
る
と
、
参
禅
会
と
は

違
っ
た
風
景
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
法
要
に
参
加

さ
れ
る
僧
侶
や
檀
家
の
方
々
、
本
堂
の
外
に
並
べ
ら

れ
た
多
く
の
卒
塔
婆
、
そ
の
卒
塔
婆
を
持
っ
て
お
墓

に
向
か
う
人
。そ
し
て
、こ
の
施
食
会
と
い
う
「
場
」

に
お
い
て
、
初
め
て
私
は
、
私
自
身
と
お
寺
、
そ
れ

に
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
問
い
直
し
ま
し
た
。

　

四
〇
年
以
上
も
前
、「
現
成
公
案
」を
読
む
機
会
が

あ
り
、
そ
の
後
い
つ
か
道
元
の
世
界
に
近
づ
き
た
い

と
願
っ
て
い
た
矢
先
に
、
龍
泉
院
の
Ｈ
Ｐ
と
出
会

い
、
参
禅
会
に
参
加
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
坐
禅
と
い
っ
て
も
、ま
だ「
ま
ね
ご
と
」

に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
家
で
、
ご
老
師
の
提
唱
を
思

い
出
し
な
が
ら
『
正
法
眼
蔵
』
に
向
か
い
、
歯
が
立

た
な
い
な
が
ら
も
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
私
は
、

「
知
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
い
て
、
「
信
じ
る
」
と

い
う
行
為
か
ら
は
、
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　

で
す
が
、
今
回
施
食
会
に
参
加
し
、
そ
の
意
味
を

問
う
た
時
、
檀
家
の
方
々
と
お
寺
と
い
う
結
び
つ
き

が
少
し
明
ら
か
に
な
り
、「
寺
」と
い
う
も
の
に
私
自

身
が
近
づ
い
て
い
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

理
念
と
目
標
を
明
確
に
し
、
永
続
的
発
展
の
た
め
に

種
を
ま
き
、
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
種
は

利
益
追
求
（
自
利
）
だ
け
の
た
め
の
み
で
は
な
く
、

事
業
を
通
じ
て
長
期
的
に
社
会
に
貢
献
す
る
た
め

（
利
他
）
の
恩
恵
の
種
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ

自
利
利
他
の
バ
ラ
ン
ス
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
事
業
は
一
時
的
に
咲
く
だ
け
の
、
は
か
な
い

徒
花
の
様
な
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
教
え
は
、
多
く
の
企
業
経
営
者
の
任
期
が
一

〜
二
年
の
短
期
で
あ
り
、
保
身
の
た
め
目
の
前
の
利

益
追
求
の
み
に
汲
々
と
し
て
、
将
来
の
発
展
・
永
続

の
た
め
の
種
ま
き
・
育
成
を
軽
視
し
が
ち
な
経
営
者

が
多
い
現
状
を
考
え
る
時
、
じ
っ
く
り
味
わ
う
べ
き

箴
言
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

以
上
、
全
て
は
各
々
の
本
質
を
良
く
見
極
め
、
実

行
す
る
べ
し
と
の
こ
れ
ら
『
菜
根
譚
』
の
教
え
は
、

ま
さ
に
現
代
に
も
あ
て
は
ま
る
永
遠
の
真
理
で
あ
り
、

【
天
声
人
語
】
の
お
蔭
で
、
私
も
あ
ら
た
め
て
『
菜

根
譚
』
に
触
れ
、
学
び
な
お
し
、
猛
省
す
る
機
会
に

恵
ま
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
。　
　
　
　

以
上

施
食
会
に
参
加
し
て

柏
市
　
西
村
よ
し
み

　

参
禅
会
後
の
茶
話
会
で
、幹
事
さ
ん
か
ら「『
セ
ジ

キ
エ
』の
お
手
伝
い
を
お
願
い
し
ま
す
。」と
い
う
お

う
し
て
公
案
と
な
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
そ

こ
に
深
い
禅
旨
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

　

ま
ず
、
巌
頭
が
荒
道
場
と
し
て
知
ら
れ
る
徳
山
に

や
っ
て
来
る
や
、
門
に
登
っ
て
跨
い
で
「
ワ
シ
が
凡

人
か
聖
人
か
云
っ
て
み
ー
い
！
」
に
は
、
万
松
の
コ

メ
ン
ト
「
ス
ゴ
イ
力
量
だ
」
そ
の
も
の
。
そ
れ
を
見

た
徳
山
は
「
ワ
ー
ッ
」
と
大
声
を
あ
げ
た
。
「
喝
」

は
大
声
を
出
す
こ
と
で
、「
カ
ー
ッ
」と
叫
ぶ
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
徳
山
の
大
声
は
、
凡
と
か
聖
な
ど

と
い
う
分
別
を
フ
ッ
切
れ
、
と
い
う
叫
び
で
し
た
。

そ
こ
で
礼
拝
し
た
巌
頭
の
態
度
を
、
の
ち
に
洞
山
が

ほ
め
た
。
そ
れ
を
ま
た
聞
い
た
巌
頭
が
、
そ
の
時
の

お
の
れ
の
心
境
に
つ
い
て
語
っ
た
、
と
い
う
お
話
。

　

禅
哲
三
者
に
よ
る
三
様
の
す
ば
ら
し
さ
で
す
が
、

こ
こ
で
は
洞
山
は
さ
て
お
き
、
禅
機
の
中
心
は
徳
山

の
喝
と
巌
頭
の
礼
拝
で
あ
り
、
問
題
は
巌
頭
が
徳
山

の
喝
を
半
分
し
か
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ

の
意
味
は
や
や
む
つ
か
し
い
の
で
す
が
、
つ
ま
り
分

別
を
な
く
し
て
天
地
自
然
の
い
ぶ
き
と
一
枚
に
な
る

の
が
禅
の
修
行
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
た
だ
そ
う
し
た

無
事
の
境
地
に
収
ま
り
か
え
っ
た
だ
け
で
は
だ
め
で
、

そ
う
し
た
悟
り
を
日
常
生
活
の
上
に
活
用
さ
れ
な
け

れ
ば
、
と
い
う
不
満
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
『
無
門

関
』
第
一
三
則
「
徳
山
托
鉢
」
で
も
、
巌
頭
は
師
の

徳
山
に
遠
慮
な
い
批
判
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も

同
じ
姿
勢
に
立
つ
も
の
で
す
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
、
私
な
ど
も
法
要
の
際
に
下
手
な

「
喝
」
一
声
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
葬
儀
の

際
に
は
、
物
故
者
が
受
戒
を
し
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
仏

国
土
に
赴
く
よ
う
に
、
迷
わ
ぬ
よ
う
に
と
の
意
味
で

な
さ
れ
る
の
で
す
が
、
た
だ
単
に
分
別
を
な
く
し
て

も
ら
う
引
導
で
は
な
く
、
そ
れ
が
日
常
生
活
の
中
に

生
か
さ
れ
る
べ
き
禅
機
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思

う
に
つ
け
、
お
の
れ
の
至
ら
な
さ
に
恥
じ
入
る
ば
か

り
で
す
。
ま
だ
ま
だ
坐
り
が
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

さ
て
、
万
松
さ
ん
の
〔
示
衆
〕
を
要
約
し
ま
す
。

　

「
人
は
言
葉
に
よ
っ
て
、
水
は
杖
で
も
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
量
を
探
る
が
、
学
生
を
指
導
す
る
に

は
日
ご
ろ
の
強
硬
手
段
を
用
い
る
。
だ
が
、
も
し

一
匹
の
手
負
い
の
猛
虎
が
と
び
出
し
て
き
た
ら
、

い
っ
た
い
ど
う
す
る
か
ね
？
」

と
い
っ
た
非
常
時
の
ト
ッ
サ
の
対
応
を
聞
く
も
の
。

語
句
で
は
、
「
撥
草
瞻
風
」
と
は
も
と
も
と
深
山
幽

谷
に
分
け
入
っ
て
道
人
を
尋
ね
る
意
味
で
す
が
、
こ

こ
で
は
払
・
拳
・
棒
・
喝
な
ど
の
硬
手
段
。
「
焦
尾

の
大
虫
」
は
、
虎
が
人
間
に
化
身
す
る
と
き
は
尾
を

焼
き
切
る
、
と
い
う
古
典
の
語
。
こ
こ
で
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
巌
頭
を
指
し
て
い
ま
す
ね
。

　

次
に
〔
本
則
〕
で
す
。

　
　

「
巌
頭
が
徳
山
の
道
場
に
来
て
門
に
跨
が
り
、

凡
人
か
聖
人
か
を
問
う
た
の
に
対
し
て
、
徳
山
は

一
喝
を
く
だ
し
た
ら
、
巌
頭
が
礼
拝
し
た
。
こ
れ

を
聞
い
た
洞
山
が
∧
巌
頭
で
な
く
て
は
、
あ
の
一

喝
を
認
め
な
か
っ
た
だ
ろ
う
∨
と
云
っ
た
。
こ
れ

を
聞
い
た
巌
頭
は
∧
洞
山
さ
ん
は
心
の
と
ら
わ
れ

の
な
い
人
だ
な
ァ
、
わ
し
は
半
ば
は
認
め
、
半
ば

は
認
め
な
か
っ
た
の
に
∨
と
云
っ
た
。
」

　

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
禅
門
の
お
エ
ラ
方
は

な
ん
と
ま
あ
奇
矯
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
よ
、
と

思
わ
せ
る
典
型
で
す
ね
。
で
も
、
そ
ん
な
話
し
が
こ

厳頭が修行した徳山附近の柳葉湖
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〔
示　

衆
〕

　

衆
に
示
し
て
云
く
、
人
は
語
を
将
っ
て
探
り
、
水
は
杖
を
将
っ

て
探
る
。
撥
草
瞻
風
は
尋
常
に
用
う
る
底
な
り
。
忽
然
、
箇
の
焦

尾
の
大
虫
が
跳
出
さ
ば
、
又
、
作
麼
生
？

〔
本
則
〕

　

挙
ぐ
、
巌
頭
、
徳
山
に
到
る
や
、
門
に
跨
っ
て
便
ち
問
う
、

「
是
れ
凡
な
る
や
、
是
れ
聖
な
る
や
？
」（
這
の
賊
よ
。）　

山
、

便
ち
喝
す
。（
髑
髏
を
裂
破
り
。）　 

頭 

、
礼
拝
す
。（
未
だ
好
心

に
は
当
ら
じ
。）　

洞
山
、
聞
い
て
云
く
、「
若
是
、
豁
公
に
あ
ら

ざ
れ
ば
、
大
だ
承
い
難
か
ら
ん
。」（ 

幣 

を
厚
う
し
、
言
を
甘
に

す
。）
頭 

云
く
、「
洞
山
老
漢
は 

好
悪 

を
識
ら
ず
。（
却
っ
て
又
、

著
忙
く
。）
我
れ
当
時
、
一
手
で
は
擡
げ
、
一
手
で
は
捺
え
り
。」

（
我
れ
豈
に
知
ら
ざ
ら
ん
や
？
）

第
二
二
則
　
巌
頭
拝
喝

従
容
録
に
学
ぶ
（
四
七
）

平
成
二
二
年
活
動
記
録
　

【
定
例
参
禅
会
・
年
間
行
事
】

　
　
　
　
（　

）
内
は
座
談
の
司
会
者

●
三
月
二
八
日　
　
　

三
五
名

　
　
　
　
　

  （
逢
坂　

国
一
氏
）

●
四
月
八
日　
　
　
　
　

　
　
　

花
祭
り　
　
　
　

九
名

●
四
月
二
五
日　
　
　

三
四
名　
　
　

　
　
　
　
　

  （
鈴
木　

民
雄
氏
）

　
　
　

坐
禅
・
提
唱
後
、
筍
掘
り

●
五
月
二
三
日　
　
　

三
〇
名　

　
　
　
　
　

  （
根
本　

保　

氏
）

●
六
月
五
・
六
日　
　
　

　
　
　

一
夜
接
心　
　

一
九
名

　
　
　

幹
事　

小
畑　

節
朗
氏

　
　
　
　
　
　

加
藤　

孝　

氏

　
　
　
　
　
　

田
上　

淳
一
氏

●
六
月
二
七
日　
　
　

三
一
名

　
　
　
　
　

  （
相
澤　

善
彦
氏
）

●
七
月
二
五
日　
　
　

三
〇
名

　
　
　
　
　

  （
中
村　

正
市
氏
）

●
八
月
一
六
日　
　
　

　
　
　

施
食
会
作
務
奉
仕
一
三
名

　
　
　

法
話　

曹
洞
宗
総
合
研
究

　
　
　

セ
ン
タ
ー
・
宗
学
研
究
部
門

　
　
　

研
究
員　

粟
谷
良
道
老
師

●
八
月
二
二
日　
　
　

二
九
名

　
　
　
　
　

  （
中
嶌　

宏
誠
氏
）

【
奉
仕
作
務
】

三
月
一
九
日
（
三
名
）

四
月　

二
日
（
四
名
）、
一
〇
日
（
三
名
）、

　
　

一
六
日
（
四
名
）

五
月　

七
日
（
三
名
）、　 

八
日
（
一
名
）、

　
　

一
四
日
（
三
名
）

六
月　

四
日
（
三
名
）、
一
二
日
（
三
名
）、

　
　

一
八
日
（
三
名
）

七
月　

二
日
（
四
名
）、　 

三
日
（
一
名
）、

　
　

一
〇
日
（
二
名
）、
一
六
日
（
三
名
）

八
月　

六
日
（
四
名
）、
一
四
日
（
二
名
）、

　
　

二
〇
日
（
四
名
）

▼
境
内
の
掃
除
等
の
作
務
を
始
め
て
五

月
で
一
年
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
所
の
猛

暑
で
さ
す
が
に
汗
だ
く
、
一
〇
時
半
の

冷
た
い
梅
割
り
お
茶
を
頂
戴
し
、
ホ
ッ

と
一
息
で
す
。
現
在
は
五
〇
〇
株
に
お

よ
ぶ
紫
陽
花
の
剪
定
に
挑
戦
中
で
す
。

来
年
は
お
墓
の
横
の
竹
薮
の
間
伐
に
取

り
掛
か
り
た
い
と
思
い
ま
す
。   （
隆
道
）

▼
北
原
白
秋
の
俳
句
に
「
蜩
や
山
の
施

餓
鬼
の
日
盛
ん
」
が
あ
り
、
施
餓
鬼
会

は
暑
い
頃
の
行
事
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。「
施
餓
鬼
」
は
、
曹
洞
宗
で

は
施
す
者
と
施
さ
れ
る
者
の
間
に
尊
卑

貴
賎
の
差
が
あ
る
と
し
て
、「
施
食
会
」

と
改
め
て
称
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

例
年
は
施
食
会
の
後
、
涼
し
く
な
る

の
で
す
が
、
今
年
は
何
時
ま
で
も
暑
さ

が
続
い
て
い
ま
す
。
お
互
い
に
身
体
に

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。　
　

    （
寛
弘
）

　

八
月
一
六
日
、
今
年
一
番
の
暑
さ
の

中
で
龍
泉
院
施
食
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
外
は
三
六
度
を
超
え
る
、
う
だ
る

よ
う
な
暑
さ
で
す
が
、
本
堂
内
は
前
日

設
置
さ
れ
た
ば
か
り
の
エ
ア
コ
ン
が
効

い
て
い
て
、
大
変
涼
し
く
快
適
な
施
食

会
で
し
た
。
参
禅
会
有
志
が
施
食
会
に

奉
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
一
九
年

沼
南
雑
記

　

こ
の
変
っ
た
則
の
題
名
「
巌
頭
拝
喝
」
と
は
、
徳
山
和
尚
が
一

喝
を
く
だ
し
た
ら
巌
頭
和
尚
が
礼
拝
し
た
、
と
い
う
意
味
で
す
。

公
案
の
題
名
は
お
も
し
ろ
く
、
ま
た
巧
み
に
名
づ
け
る
の
で
す
ね
。

さ
て
、
喝
よ
り
も
棒
打
す
る
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
徳
山
の
弟
子

に
は
、
雪
峰
義
存
と
巌
頭
全　

と
い
う
ず
ば
ぬ
け
た
二
人
の
英
傑

が
い
ま
し
た
。
雪
峰
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
雲
門
宗
と
法
眼
宗
を

生
み
出
す
宗
祖
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
て
巌
頭
の
ほ
う
は
、
そ
ん
な
ハ
デ
な
地
位
に
は
な
い
も
の

の
、
人
物
的
に
は
超
一
流
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
の
『
従
容
録
』
で

は
巌
頭
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
則
が
、
こ
の
第
二
二
則
の
ほ
か
に

四
三
･
五
〇
･
五
五
･
七
五
、
の
各
則
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

う
ち
、
巌
頭
が
師
の
徳
山
と
同
僚
の
雪
峰
を
や
り
こ
め
た
第
五
五

則
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
書
の
三
二
号
で
ご
紹
介
ず
み
で
す
。

　

巌
頭
全　
（
八
二
九
〜
八
八
七
）
は
、
泉
州
（
福
建
省
）
の
人
。

徳
山
宣
鑑
の
法
嗣
と
な
り
、
後
に
湖
北
省
武
昌
巌
頭
山
の
寺
に
住

し
て
禅
風
を
振
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
六
〇
歳
の
と
き
に
賊
に
よ

っ
て
斬
ら
れ
て
果
て
た
と
い
う
悲
劇
の
主
で
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、

巌
頭
が
述
べ
た
「
悟
り
の
心
境
が
師
と
等
し
け
れ
ば
師
の
半
徳
を

減
じ
、
師
の
域
を
超
え
て

は
じ
め
て
師
の
法
を
伝
え

る
に
足
る
」
と
い
う
厳
し

い
言
葉
は
、
不
滅
の
名
言

と
し
て
禅
門
で
は
語
り
継

が
れ
て
い
ま
す
。
ス
ゴ
イ

人
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

54
平成22年10月5日

●
発
　
行
／
天
徳
山
龍
泉
院

●
印
　
刷
／
岡
田
印
刷
株
式
会
社

千
葉
県
柏
市
泉
81

柏
市
高
田
１
１
１
６
|
45

☎
0
4（
7
1
9
1
）1
6
0
9

☎
0
4（
7
1
4
3
）3
1
3
1

経
ち
、
本
堂
の
飾
り
付
け
作
業
は
、
杉

浦
さ
ん
の
指
揮
の
も
と
、
デ
ジ
カ
メ
で

作
成
し
た
独
自
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
参
考

に
し
な
が
ら
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
し
た
。

女
性
陣
は
、
毎
年
お
手
伝
い
に
参
加
さ

れ
て
い
る
美
川
さ
ん
と
も
う
一
人
、
七

月
に
参
禅
会
に
入
会
さ
れ
た
ば
か
り
の

西
村
さ
ん
が
加
わ
っ
て
く
だ
さ
り
、
獅

子
奮
迅
の
働
き
で
、
お
台
所
を
切
り
盛

り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

〔
定
例
参
禅
会
〕

〔
年
間
行
事
〕

﹇
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トhttp://w

w
w
.ryusenin.org/

﹈『
明
珠
』『
口
宣
』
の
バ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　

ナ
ン
バ
ー
が
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

・
日
　
時

・
坐
　
禅

・
講
　
義

・
座
　
談

・
参
加
資
格

・
会
　
費

・
一
夜
接
心

・
成
道
会

・
他
の
行
事

・
作
　
務

・
刊
行
物

毎
月
第
四
日
曜
九
時
（
初
参
加
の
方
は
八
時
半
）

口
宣
、
坐
禅
、
経
行
、
坐
禅
の
順

 

（
坐
禅
は
一
炷
三
〇
分
、
経
行
は
一
〇
分
）

木
版
三
通
、
開
経
偈
、『
正
法
眼
蔵
』
提
唱

自
己
紹
介
・
喫
茶
・
座
談
、
正
午
解
散

年
齢
、
性
別
な
ど
一
切
不
問
、
初
心
者
に
は
懇
切
に
指
導

無
料

本
年
は
六
月
五
〜
六
日
、
七
炷
の
坐
禅
と
提
唱
等

本
年
は
一
二
月
五
日
、
坐
禅
・
法
要
・
問
答
・
法
話
・
点
心
等

涅
槃
会
（
二
月
一
三
日
）、
花
祭
り
（
四
月
八
日
）、
施
食
会

（
八
月
一
六
日
）
手
伝
い
、
歳
末
煤
払
い
（
一
二
月
例
会
後
）

毎
月
第
一
と
第
三
金
曜
、
及
び
第
二
土
曜
に
境
内
の
掃
除
等

『
明
珠
』（
四
月
八
日
と
一
〇
月
五
日
発
行
）、『
口
宣
』（
年
一
回
）
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