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岩

村

康

夫

は
じ
め
に

白

雲
守
端
禅
師
は
、
衡
州
葛
氏
に
生
れ
、
茶
陵
郁
禅
師
に
依

っ
て
剃
髪
、
雲
蓋
顯
禅
師
に
参
じ
た
。
顯
禅
師
が
残
し
雲
蓋
を
楊
岐
方
会

禅
師
が
継
い
だ

の
で
こ
れ
に
参
じ
て
大
悟
し
た
。
そ
の
時

の

一
部
始
終
は

『嘉
泰
普
灯
録
』
に
次

の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

一
日
忽
ち
受
業
師
の
誰
が
為
す
を
問
う
。
云
く
、
茶
陵
郁
和
尚
。
曰
く
、
吾
聞
く
、
伊
が
渓
を
過
ぎ
て
省
有

り
、
偶
を
作
り
甚
だ
奇

な

り
と
、
能
く
記
す
る
や
否
や
。
師
諦
し
て
云
く
、
我
に
明
珠

一
穎
有
り
、
久
し
く
塵
労
に
関
鎖
せ
被
る
、
今

朝
塵
尽
き
光
生
じ
、
山

河
万
朶
を
照
破
す
。
岐
笑

い
て
趨
起
す
。
師
愕
き
視

て
媒
ら
ず
、
黎
明
之
を
苔
詞
す
。
適
た
ま
歳
暮
。
岐
曰
く
、
汝
昨
日
駆
灘
を
打
す

者

を
見
る
や
。
云
く
、
見
る
。
曰
く
、
汝
は

一
簿
渠
に
及
ば
ず
。
師
復
た
骸
き
て
云
く
、
意
旨
如
何
。
曰
く
、
渠

は
人
の
笑
う
を
愛
す
、

汝
は
人
の
笑
う
を
伯
る
。
師
大
悟
す
。

守

端
禅
師
の
大
悟

の
機
縁
と
な

っ
た
方
会
禅
師
の

一
笑
は
、
守
端
禅
師
の
法
を
嗣

い
だ
五
祖
法
演
禅
師
の
大
悟

の
機
縁
と
な

っ
た

「未

在
」
の

一
語
と
同
じ
機
能
を
果
た
す
も
の
で
、
こ
の
大
悟
に
至
る
経
験
が
、
そ
の
後
に
お
け
る
守
端
禅
師
の
宗
風
を
形
成
す
る
基
盤
に
な

っ

た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ふ

嘉
祐

四
年

(
一
〇
五
九
)
、
円
通
居
訥
禅
師
の
推
挙
に
よ
り
江
州
承
天
禅
院
に
住
し
た
。
そ
の
後
、
江
州
円
通
崇

勝
禅
院

・
餅
州
法
華
山



証
道
禅
院

・
好
州
龍
門
山
乾
明
禅
院

・
餅
州
興
化
禅
院

・
野
州
白
雲
山
海
会
禅
院
に
歴
住
、
五
祖
法
演
禅
師
等
を
打
出
し
、
熈
寧
五
年

(
一

　

〇
七

二
)
四
十
八
歳
で
遷
化
し
た
。

守
端
禅
師
が
住
持
し
た
六
ヶ
処

の

「語
録
」
と
、
「督
州
法
華
山
端
和
尚
頗
古

一
百
十
則
」
そ
の
他

の
偶
頒
等
は
、
『白
雲
守
端
禅
師
広

録
』
全
四
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

『広
録
』
で
先
ず
最
初
に
眼
を
牽
く
の
は
、
「雪
上
加
霜
」
の

一
句
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
守
端
禅

師
が
最
初
に
住
持
し
た
承
天
禅
院
開
堂

の
日
、
そ
の
出
世
の
本
旨
を
吐
露
し
た

一
句
で
あ
る
。
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は

「未
在
」
の

一
語

で
あ

る
。

こ
の

一
語
は
、
守
端
禅
師
が
常
に
用

い
、
そ
の
法
を
嗣
い
だ
法
演
禅
師
が
大
悟
し
た
機
縁
の

一
語
で
あ
る
。

本
論
は
、
出
世
の
本
旨
を
露
す

「雪
上
加
霜
」

の
考
察
を
端
緒
に
、
常
に
用
い
て
鉗
鎚
と
し
た

「未
在
」

の
考
察
を
通
し
、
も

っ
て
白

雲
守
端
禅
師
の
宗
風
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

、
雪
上
加
霜
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白
雲
守
端
禅
師
は
、
最
初
に
住
持
し
た
江
州
承
天
禅
院
の
開
堂

の
目
、
香
を
拮
じ
て
次
の
よ
う
に
説
い
た
。

此
の

一
弁
の
香
、
且
く
道
え
什
塵
人
の
為
に
せ
ん
。
若
し
為
す
所
有
ら
ば
、
雪
上
に
霜
を
加
え
ん
。
若
し
為
す
所
無
く
ん
ば
、
過
ち

ゆ

莫
大
な
ら
ん
。

承

天
禅
院
に
開
堂
す
る
の
は
、
人
の
為
に
何
か
す
る
こ
と
が
あ
り
、
仏
祖
の
法
恩
に
報

い
る
為
で
あ

っ
て
、
若
し
何
も
為
す
事
が
無
け

れ
ば
、
こ
こ
に
出
世
す
る
の
は
大
き
な
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
何
か
為
す

こ
と
が
あ
れ
ば
、
雪
の
上
に
霜
を
加
え
る
よ

う
で
あ
る
と
言
う
。
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
雪
と
霜
と
は
よ
く
似
て
お
り
、
雪
の
み
の
状
態
と
霜
が
加
わ

っ
た
状
態
と
の
見
分
け
が

つ

か
な

い
が
、
し
か
し
全
く
同
じ
で
は
な
く
微
妙
な
違
い
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
眼
横
鼻
直
の
垂
示
は
、
そ
の
よ
う

な
状
況
と
し
て
解
さ
れ
る
。
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従
上
の
諸
聖
、
皆
火
焔
裏
に
向
て
出
で
来
り
て
垂
手
し
、
只
だ

一
切
の
人
の
眼
横
鼻
直
に
し
去
る
こ
と
を
要
す
。

仏
祖
出
世
の
本
懐
が
人
々
の
眼
横
鼻
直
に
あ
る
な
ら
ば
、
何
も
為
す
所
は
無
い
。
全
て
の
人
は
、
元
よ
り
皆
眼
横
鼻
直
で
あ
る
故
、
そ

の
上
更
に
眼
横
鼻
直
を
認
識
さ
せ
る
の
は
余
計
な
お
世
話
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
雪
の
上
に
霜
を
加
え
る
と
は
、
全
て
が
既
に
円
成
し
て

い
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
か
問
題
を
提
起
す
れ
ば
却

っ
て
現
状
に
破
綻
を
招
く
が
、
敢
え
て
事
を
起

こ
す
と
言
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

　

「本
と
自
ら
瘡
無
し
。
之
を
傷

つ
く
る
こ
と
勿
れ
。
然
も
是
の
如
き
と
錐
ど
も
、

一
事
に
因
ら
ざ
れ
ば
、

一
智
を
長
ぜ
ず
。
参
ぜ
よ
」
と

い
う
上
堂
語
が
こ
れ
に
当
た
る
。
若
し
人
々
に
問
う
べ
き
事
も
求
め
る
事
も
無
く
、
何
も
望
ん
で
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
彼
等
の
為
に
何

か
を
施
す
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
人
々
は
迷
惑
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
雪
が
積
も

っ
て
い
る
上
に
さ
ら
に
霜
を
加
え
る
余

計
な
お
節
介
を
す
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
お
節
介
に
よ

っ
て
人
々
に
智
慧
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
若
し
、
そ
れ
が
飽

く
ま
で
迷
惑
な
お
節
介
で
あ
れ
ば
、
上
堂
説
法
の
全
て
が
雪
上
に
霜
を
加
え
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
幾

つ
か
そ
の
例
を
列
挙

し

て
み
よ
う
。

　

証
道
禅
院

の
開
堂
の
目
、
香
を
拮
じ
祝
聖
し
罷
り

「宗
乗
は

一
た
び
挙
せ
ば
早
く
も
二
三
に
落

つ
」
と
述
べ
た
。
宗
乗
は
挙
示
す
る
と

真
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
な
る
と
言
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
何
も
言
わ
ず
、
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
置
く
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
或
る
日
、
守
端
禅
師
は
上
堂
し
て
し
ば
ら
く
黙
し
た
後
、
「早
く
も
是
れ
蛇

の
為
に
足
を
画
き
了
る
」
と
言

っ
て
座
を
下
り
た
。
上

堂
も
良
久
も
既
に
宗
乗
を
挙
示
し
て
い
て
、
そ
れ
が
真
実

の
あ
る
が
ま
ま
に
不
要
な
も
の
を
加
え
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に

「雪

上
加
霜
」
の
意
味
の

一
つ
が
、
「蛇
を
描
い
て
足
を
加
え
る
」

こ
と
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
た
。

承
天
禅
院

の
開
堂
の
目
、
祝
聖
拮
香
問
答
し
罷
り
左
右
を
顧
視
し
て
言

っ
た
、

「便
ち
急
慶
、
散
じ
去
れ
。
自
古
自
今
、
麻

の
如
く
粟
に

　

似
た
り
。
若
し
更
に
如
何
が
若
何
に
有
る
と
言
わ
ば
、
曹
渓
の

一
路
平
沈
せ
ん
」
と
。
こ
こ
で
は
、
陞
座
拮
香
問
答
顧
視

の
全
て
が
既
に

曹
渓
の

一
路
を
挙
示
し
て
い
る
故
に
、
最
早
何
も
言
う
べ
き
こ
と
は
な
く
、
立
ち
並
ん
で
説
法
を
待

っ
て
い
る
人

々
に
退
散
す
る
よ
う
指

示

し
て
い
る
。
前
述
の
趣
旨
か
ら
言
え
ば
、
陞
座
拮
香
問
答
顧
視
の
全

て
は
真
相
に
加
え
ら
れ
た
蛇
足
で
あ
り
、

二
一二
に
落
ち
た
宗
乗
で
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あ
る
。

興
化
禅
院
の
開
堂

の
日
、
祝
聖
白
槌
し
罷

っ
て
言

っ
た
、

「便
ち
慈
瑠
、
散
じ
去
れ
。
祖
焔
高
く
輝
き
了
れ
り
。
若

し
也
た
未
だ
然
ら
ざ

れ
ば

、
高
き
を
平
ら
げ
下
に
就
く
こ
と
を
免
れ
ず
。
所
以
に
道
く
、
吾
が
大
聖
人
の
道
は
、
有
言
に
在
ら
ず
、
無
言
に
在
ら
ず
。
有
言
に

関
ら

ず
、
無
言
に
関
ら
ず
。
只
だ
者
箇
、
赫
然
と
し
て
独
り
耀
き
、
週
か
に
古
今
を
出
で
、
古
今
の
間
に
寄
り
、
時

に
応
じ
て
作
す
」
と
。

白
槌

の
と
こ
ろ
で
既
に
仏
祖
の
法
焔
は
挙
揚
さ
れ
、
最
早
説
示
す
る
迄
も
な

い
。
そ
の
後
の
説
法
は
、
不
明
の
者
の
為
に
敢
え
て
蛇
足
を

弄
す

る
の
で
あ
る
。
道
は
、
言
語
で
表
現
で
き
な

い
が
、
歴
然
た
る
事
実
で
あ

っ
て
虚
無
で
は
な
く
、
永
遠
不
変

の
真
実
で
あ
る
と
共
に
、

現
実

に
対
応
し
て
作
用
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、

「大
道
は
只
だ
目
前
に
在
る
も
、
要
且

つ
目
前
は
観
難
し
。
大
道
の
真
体
を
識
ら
ん
と
欲

す
れ
ば
、
声
色
言
語
を
離
れ
ざ
れ
」
と
説
か
れ
る
。

こ
れ
ら
の
説
示
よ
り
推
測
さ
れ
る
の
は
、
宗
乗

・
曹
渓
の

一
路

・
大
聖
人
の
道

・
大
道
と
様
々
に
名
付
け
ら
れ
て

い
る
事
は
、
我
々
が

直
面
し
て
い
る
現
実
と
離
絶
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、

「古
路
は
坦
然
た
る
も
、
行
人
自
ら
昧
ま
す
。
身
を
移
し
歩
を

換
え
、
到
る
者
方
に
知
る
べ
し
」
と
も
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
人
々
は
真
実
に
疎
く
そ
れ
を
知
ら
な

い
が
、
古
路
は
身
近
に
在

っ
て
平
易

で
あ
り
、
自
ら
経
験
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
道
は
、
見
難
く
言

い
表
せ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
声
色
や
言
語
を
超
絶
せ

ず
、
直
面
し
て
い
る
現
実
と
隔
離
せ
ず
、
各
自
が
自
分
自
身

で
経
験
し
得
る
事
な
の
で
あ
る
。

大
聖
人
の
道
が
人
々
各
自
自
身
に
あ
る
こ
と
は
、
証
道
禅
院
の
開
堂
の
日
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
明
ら
か
に
さ
れ

た
。

昔
日
霊
山
会
上
、
世
尊
花
を
拮
じ
、
迦
葉
微
笑
す
。
世
尊
道
く
、
「吾
が
正
法
眼
蔵
、
摩
詞
大
迦
葉
に
分
付
す
」
と
。
次
第
に
流
伝
し
、

断
絶
せ
し
む
る
こ
と
無
く
、
今
日
に
至
る
。
大
衆
、
若
し
是
れ
正
法
眼
蔵
な
ら
ば
、
釈
迦
老
子
は
自
ら
分
無
し
。
箇

の
什
麿
を
将
て
分

付
し
、
什
慶
を
将
て
流
伝
せ
ん
。
何
ぞ
此
況
の
如
く
謂
う
。
諸
人
分
上
に
各
々
自
ら
正
法
眼
蔵
有
り
。
毎
日
起
き
来
り
、
是
を
是
と
し

非
を
非
と
し
、
南
を
分
ち
北
を
分

つ
種
々
の
施
為
、
尽
く
是
れ
正
法
眼
蔵
の
光
影
な
り
。
此
の
眼
開
く
時
、
乾
坤

大
地
、
目
月
星
辰
、

森

羅
万
象
、
只
だ
面
前
に
在
り
て
、
毫
楚
の
相
有
る
を
見
ず
。
此
の
眼
未
だ
開
か
ざ
る
時
、
尽
く
諸
人
の
眼
晴
裏

に
在
り
。
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正
法
眼
蔵
は
、
浬
薬
妙
心
と
も
呼
び
、
実
相
無
相
の
微
妙
な
法
門
で
あ
り
、
世
尊
か
ら
迦
葉

へ
と
分
付
さ
れ
文
字
を
立
せ
ず
教
外
に
別

伝
さ
れ
た
こ
と
で
あ

っ
て
、

一
般
の
人
々
に
は
縁
が
無
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
守
端
禅
師
は
、
人
々
の

一
切
の
言
動

分

別
が
正
法
眼
蔵
の
用
き
に
因
る
と
言

っ
て
い
る
。

正
法
眼
蔵
は
久
し
く
渇
仰
さ
れ

て
来
た
が
、
各
自
自
身
が
既
に
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
全

て
の
人
は
そ

の
あ
る
が
ま
ま
で
よ
く
、

そ
の
上
更
に
何
も
加
え
る
必
要
は
な

い
。
こ
れ
が
宗
乗
の
第

一
義

で
あ
る
な
ら
ば
、
問
う
も
の
も
な
く
求
め
る
も

の
も
な
く
、
説
く
べ
き

こ
と
も
な
く
教
え
る
べ
き
こ
と
も
な
い
。
従

っ
て
、
若
し
こ
こ
で
何
か
問
題
を
提
起
す
れ
ば
、
問
い
求
め
る
事
が
有
り
、
知
る
べ
き
事
が

有

り
、
到
る
べ
き
目
標
が
有
り
、
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
お
く
に
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
従

っ
て
、

一
た
び
挙
せ
ば
早
く
も
二
三
に
落
ち
、

上
堂
し
良
久
す
る
や
早
く
も
蛇
の
為
に
足
を
画
き
了
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し

か
し
、
世
間
の
道
に
は
苦
難
が
横
た
わ
り
、
人
々
は
時
に
道
を
見
失
う
の
が
現
実
で
あ
り
、
決
し
て
人
は
そ

の
あ
る
が
ま
ま
に
生
き

て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
実
世
界
の
諸
相
を
見
て
取
捨
し
、
そ
れ
に
執
し
囚
わ
れ
、
自
ら
苦
難
を
惹
起
し
、
安
楽

の
道
を
見
失
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
正
法
眼
を
開
き
、
乾
坤
大
地
日
月
星
辰
森
羅
万
象
が
面
前
に
在

っ
て
も
、
毛
筋
程
も
そ
の
相
を
見
ず
、
自
ら
を
見
失
わ

な

い
よ
う
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
若
し
、

一
切
が
面
前
に
在

っ
て
も
全
く
そ
の
相
を
見
な
け
れ
ば
、
正
法
眼
は
自
ず
か
ら
開
く
の
で
あ
る
。

例

え
未
だ
開
か
ず
と
も
、
正
法
眼
は
、
誰
も
が
何
時

で
も
開
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
人
々
に
と

っ
て
最
も
身
近
な
眼
晴
裏
に
在
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
正
法
眼
の
開
と
未
開
と
で
は
.
現
実
に
お
い
て
は
相
違
が
あ
り
、
宗
乗
に
お
い
て
は
分
別
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
更
に

一
歩
を
進
め
れ
ば
、
正
法
眼
と
は
、

一
切
の
有
無
を
分
別
し
な
い
眼
で
あ
る
と
言
え
る
。

一
切
の
有
無
を
分
別
し
な
い
立
場
で
あ
れ
ば
、

開
と
未
開
と
は
区
別
さ
れ
な

い
。
従

っ
て
、
諸
人
と
仏
祖
と
を
区
別
せ
ず
、
釈
迦
老
子
は
自
ら
そ
の
分
を
失
う
の

で
あ
る
。
ま
た
、
物
事

を
分
別
す
る
眼
も
、
分
別
し
な
い
眼
も
同

一
眼
の
用
ら
き
で
あ
る
故
に
、
諸
人
分
上
に
各
々
自
ら
正
法
眼
蔵
有
り
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
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正
法
眼
が
未
だ
開
い
て
い
な
く
と
も
、
各
々
既
に
正
法
眼
が
眼
晴
裏
に
在
り
、
し
か
も
日
常

の
言
動
分
別
に
何
の
不
便
も
な
い
に
も
拘

ら
ず
、
殊
更
に
そ
の
眼
を
開
か
せ
、
凡
聖
有
無
な
ど

一
切
の
分
別
を
し
な
い
見
方
が
で
き
る
眼
を
得
た
と
し
て
も
、
ど
れ
程
の
相
違
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
。
皮
肉
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
未
開
と
開
眼
と
は
雪
の
上
に
霜
を
加
え
た
程
度

の
違
い
で
あ
り
、
願

っ
て
も
い
な
い
の
に

開
眼
を
強
要
さ
れ
る
の
は
、
雪
が
積
も
る
だ
け
で
も
迷
惑
し
て
い
る
上
に
霜
を
加
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か

し
、
現
実
に
憂
悲
苦
悩
し
て
い
る
人
々
が

い
る
限
り
、
そ
れ
を
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
仏
祖
の
慈
悲
で
も
あ
り
、
ま
た

老
婆
心

で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
祖

の
老
婆
心
は
、
次
の

一
説
に
も
あ
り
あ
り
と
し
て
い
る
。

此

の
事
は
、
上
、
諸
仏
分
上
に
在
り
て
、
曽
て

=
毫
も
増
さ
ず
、
下
、

一
切
含
生
分
上
に
在
り
て
も
、
曽
て

=
毫
も
減
さ
ざ
る
な
り
。

只
だ

一
念

の
迷
妄
を
為
し
、
覚
に
背
き
塵
に
合
し
、
三
途
を
輪
転
し
、
暫
く
も
休
息
す
る
こ
と
無
し
。
遂
に
我
が
竺
乾
の
本
師
を
労
し
、

　

大
解
脱
海
中
に
於
て
、
強
い
て
玄
波
を
湧
し
、
三
乗
教
外
に
、
人
心
を
直
指
し
て
見
性
成
仏
せ
し
む
。

　

「此

の
事
」
と
は
、
こ
れ
に
先
だ

っ
て
説
か
れ
た

「問
答
で
は
得
ら
れ
な
い
」
事
、
「生
死
の
本
を
起
さ
ず
、
昏
酔

の
郷
に
沈
ま
ず
、
空

み

の

な

な

亡
に
落
ち
ず
、
仏
性
を
顔
預
せ
ざ
る
」
事
で
あ
り
、
「天
の
玄
弁
を
窮
め
、
世
の
福
機
を
蜴
す
と
も
、

一
点
も
用
著
せ
ざ
る
」
事

で
あ
り
、

た
だ
否
定
す
る
よ
り
他
に
言
い
表
せ
な

い
或
る
事
を
指
し
て
い
る
。

し
か

し
、
仏
性
を
纈
預
せ
ざ
る
事
と
は
、
仏
性
の
あ
る
が
ま
ま
の
さ
ま
を
指
し
て
い
る
故
に
、
此
の
事
は
、
「仏
性
」
と
言
い
換
え
る
こ

と
が

で
き
る
。
そ
こ
で
前
掲
の
説
法
は
、
次
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

仏
性

は
、
見
性
成
仏
し
て
も
増
え
ず
、
衆
生

の
ま
ま
で
あ

っ
て
も
減
ら
な

い
。
各
自
に
元
よ
り
具
わ
り
、
各
自
に
円
成
し
て
い
る
故
で

あ
る
。

只
だ
本
来
の
あ
る
が
ま
ま
を
自
覚
し
な

い
ば
か
り
に
見
失
い
、
人
々
は
徒
に
憂
悲
苦
悩
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
諸
仏
は
大

解
脱
海
中
に
在
る
人
々
に
強
い
て
解
脱
を
説
き
、
祖
師
は
各
自
本
具
の
仏
性
を
直
指
し
敢
え
て
見
性
成
仏
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

要
す

る
に
、
仏
祖
は
大
解
脱
海
中
に
お
い
て
強

い
て
解
脱
を
説
き
、
本
来
仏
で
あ
る
人
々
を
敢
え
て
成
仏
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

眼
横
鼻
直

の
者
に
眼
横
鼻
直
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
と
異
な
ら
な
い
。
従

っ
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
雪
上
に
霜
を
加
え
て

い
る
と
言
え
る
。
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二
、
全
同
全
別

前
節
に
お
い
て
、
雪
上
に
霜
を
加
え
る
と
は
、
眼
横
鼻
直
の
者
に
眼
横
鼻
直
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
大
解
脱
海
中
に
お
い
て
強

い
て
見
性
成
仏
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
雪
と
霜
と
が
よ
く
似

て
い
る
が
、
微
妙
に
異
な
る
と
い
う
よ
う
な
意

味

に
取
れ
る
。
し
か
し
、
全
く
同
じ
で
あ
る
と
共
に
、
全
く
別
で
あ
る
と
い
う
面
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
正
法
眼
の
開
い
た
と
き

の
、
「乾
坤
大
地
日
月
星
辰
森
羅
万
象
が
只
だ
面
前
に
在
り
て
毫
萱
の
相
有
る
を
見
ず
」

と

い
う
語
に
も
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
〈
一
切
は
有

っ
て
無

い
〉
と
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
物
事
の
見
方
は
、

一
切
を
分
別
し

な

い
正
法
眼
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
、
常
識
で
は
理
解
さ
れ
な
い
。
只
だ
有

っ
て
無
い
と
言

っ
て
も
、
乾
坤
大
地
日
月
星
辰
森
羅
万
象
が
消

え
失

せ
虚
無
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て

一
切
は

一
切
で
あ
る
。
即
ち
、
正
法
眼
が
未
だ
開
か
な
い
時

の

一
切
と
、
開

い
た
時

の

一
切
は
、
全
く
同
じ
で
全
く
別
で
あ
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
全
く
同
じ
な
の
は
、
物
事
を
分
別
す
る
見
方

に
よ
り
、
全
く
別
な
の

は
、

一
切
を
分
別
し
な

い
見
方
に
よ
る
。

要
す
る
に
、
全
同
全
別
と
い
う
物
事
を
見
る
眼
は
、
無
分
別
を
透
過
し
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
は
、
次

の
興
化
禅
院
の
開
堂
の
日
の

一
説
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。

意
は
大
患
と
為
り
、
理
は
大
障
と
為
る
。
直
に
意
理
掃
尽
す
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
諮
然
と
し
て
便
ち
是
れ
本
郷
な
り
。
…
正
当
急
歴

の
時
、
乾
坤
大
地
、
都
て
是
れ
箇

の
解
脱
門
な
り
。
…
放
行
せ
ん
と
要
す
れ
ば
、
万
卉
常
に
春
。
把
定
せ
ん
と

要
す
れ
ば
、
大
地
に
塵

無

し
。

意
も
理
も
掃
尽
さ
れ
た
処
、
大
地
に

一
塵
も
無

い
処
は
、
先
に
述
べ
た

一
切
の
分
別
を
し
な
い
立
場
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
処
は
、
非

ず
非
ず
と
否
定
す
る
以
外
に
言
い
表
し
よ
う
が
な

い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
こ
こ
で
は
、
〈把
定
〉
と
言

っ
て
い
る
。
承
天
禅
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院
開
堂

の
日

「若
し
不
言
不
語
の
処
に
向

て
会
す
れ
ば
、
直
に
得
た
り
、
尽
大
地
、
鋒
を
忘
じ
舌
を
結
ぶ
こ
と
を
。

只
だ
是
れ
箇
の
無
孔

の
鉄
槌
な
り
。
什
麿
の
用
処
か
有
ら
ん
」
と
説
い
た
よ
う
に
、
そ
こ
は
尽
大
地
が

一
箇
の
無
孔
の
鉄
槌

の
よ
う
に
手
の
着
け
よ
う
が
無
く
、

鋒
を
忘

じ
舌
を
結
ぶ
不
言
不
語
の
処
で
あ
る
。

し
か

し
、
煩
悩
と
菩
提
を
区
別
せ
ず
、
迷
い
と
悟
り
を
区
別
せ
ず
、
衆
生
と
仏
祖
を
区
別
せ
ず
、
悲
喜
も
苦
楽
も
是
非
も
善
悪
も
区
別

し
な
い
寂
静

の
境
地
に
お
い
て
、
そ
こ
で
見
方
を

一
転
し
森
羅
万
象
を
見
直
す
と
、
そ
れ
ら
は
そ
の
あ
る
が
ま
ま
で
円
成
し
て
い
る
こ
と

に
気
が
付
く

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
乾
坤
大
地
全
て
を

一
箇
の
解
脱
門
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
時
す
で
に
、

一
切
を
分
別
し
な
い

立
場
か
ら

一
歩
を
譲
り
、
肯
定
的
に
無
分
別
の
世
界
を
表
現
す
る
立
場
に
移
行
し
て
い
る
。
そ
れ
を
無
分
別
の
分
別
と
言
う
が
、
そ
れ
を

こ
こ
で
は

〈放
行
〉
と
言

っ
て
い
る
。

〈万
卉
常
春
〉
と
い
う
語
は
、
無
分
別
の
世
界
を
敢
え
て
分
別
す
る
見
方
に
立
ち
、
乾
坤
大
地
全
て

が

一
箇

の
解
脱
門
と
見
る
境
界
を
言
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
全
く
同
じ
世
界
が
、
全
く
別
の
世
界
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
そ
し
て
言

い
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

尽
大
地
に

一
塵
も
無
い
と
見
る
無
差
別
平
等
無
分
別
の
世
界
は
、
無
孔
の
鉄
槌
に
喩
え
ら
れ
る
が
、
ま
た

一
面
の
雪
景
色
に
も
喩
え
ら

れ
る
。
乾
坤
大
地
が

一
箇
の
解
脱
門
で
あ
る
と
見
る
無
分
別
の
分
別
の
世
界
は
、
永
遠

の
春
景
色
に
喩
え
ら
れ
る
。

こ
の
無
分
別
か
ら
無

分
別
の
分
別
に

一
転
す
る
処
は
、
見
色
明
心
聞
声
悟
道
と
言
わ
れ
る
が
、
次
の
上
堂
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
守
端
禅
師
は
、
そ
れ
を
雪

上
加
霜
と
言

っ
て
い
る
。

上
堂
し
、
柱
杖
を
拮
起
し
て
云
く
、
若
し
者
裏
に
向

て
会
得
す
れ
ば
、
雪
上
に
霜
を
加
え
ん
。
若
し
也
た
未
だ
然
ら
ず
ん
ば
、
但
だ

　

雪
の
消
え
去
る
を
得
て
、
自
然
に
春
は
到
来
せ
ん
と
。
柱
杖
を
卓
し
て

一
下
す
。

　

　

　

雲
門
文
傷
が
、
爽
山
が
唱
え
た

「
一
塵
縷
に
起
せ
ば
、
大
地
全
く
収
ま
る
」
や

「
一
切
色
是
仏
色
」
を
拮
起
柱
杖
で
、
「
一
切
声
是
仏
声
」

を
卓
柱
杖

一
下
で
、
「放
行
」
を
放
下
柱
杖
で
直
指
し
て
よ
り
、
柱
杖
は
見
色
明
心
聞
声
悟
道
に
導
く
大
切
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
り
、

楊
岐
方
会
も
盛
ん
に
柱
杖
を
用

い
て
宗
旨
を
示
し
た
。
従

っ
て
、
拮
起
柱
杖
を
会
得
す
る
こ
と
は
、
見
色
明
心
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
。



白雲守端の宗風84

守
端

禅
師
は
、
そ
の
よ
う
な
経
験
を
雪
上
に
霜
を
加
え
る
と
述
べ
て
い
る
。

雪
上
加
霜
は
、
蛇
に
足
を
加
え
た
と
見
れ
ば
、
本
来

の
面
目
を
見
失

っ
て
い
た
者
が
眼
横
鼻
直
を
自
覚
し
た
意
味
に
取
れ
、
無
分
別
の

処
に
無
分
別
智
を
加
え
た
と
み
れ
ば
、
意
理
掃
尽
の
処
で
総
然
と
し
て
本
地
の
風
光
を
省
悟
し
た
意
味
に
と
れ
る
。
し
か
し
、
雪
が
消
え

て
春
が
到
来
す
る
と
い
う
語
の
視
点
か
ら
雪
上
加
霜
を
見
れ
ば
、
無
分
別
の
処
に
無
分
別
智
を
加
え
た
意
に
と
る

ほ
う
が
親
し
い
で
あ
ろ

茅つ
。こ

の
よ
う
に
、
無
分
別
智
を
得
れ
ば
、
拮
起
さ
れ
た
柱
杖

(
一
色
塵
)
に
山
河
大
地
が
収
ま
る
こ
と
を
悟
り
、
乾
坤
大
地
が

一
箇

の
解

脱

門
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
の
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
上
堂
語
も
こ
の
よ
う
な
禅
経
験
を
説
示
し
て
い
る
。

上
堂
し
て
云
く
、
若
し
端
的
に

一
回
汗
の
出

で
来
る
を
得
れ
ば
、
也
た

一
茎
艸
上
に
向
て
便
ち
現
楼
玉
殿
を

現
ず
。
若
し
未
だ
端
的

に

一
回
汗
の
出
る
を
得
ざ
れ
ば
、
縦
い
玉
殿
環
楼
有
れ
ど
も
、
却
て

一
茎
艸
に
蓋
却
せ
被
る
。
且
く
道
え
作
慶

生
か
汗
の
出
で
去
る
を

　

得
ん
。
良
久
し
て
云
く
、
自
ら

一
双
の
窮
相
手
有
り
、
曽

て
容
易
に
三
台
を
舞
わ
ず
。

実
際
に
見
性
し
た
者
は
、
冷
た
い
汗
が
二
三
日
も
流
れ
続
け
た
経
験
を
も
ち
、

一
切
諸
法
が
既
に
成
仏
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
乾
坤

大
地
が

一
箇

の
解
脱
門
で
あ

っ
た
こ
と
を
悟
る
の
で
あ
る
。
見
性
す
る
と
、
山
川
草
木
は
今
ま
で
見
て
い
た

の
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
し

か
も
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

楽
府
三
台
の
曲
を
舞
う
に
は
、
貧
乏
な
踊
り
手
に
は
得
ら
れ
な

い
華
美
な
衣
装
が
要
る
よ
う
に
、
歓
喜
に
満
ち
た
見
性
は
、
人
に
と
り

慧
き
大
疑
団
を
起
し
是
非
善
悪
凡
聖
迷
悟
な
ど
の
分
別
を
許
さ
ぬ
貧
乏
神
を
払
わ
ね
ば
、
容
易
に
経
験
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ

が

一
旦
見
性
す
れ
ば
、
そ
の
貧
乏
神
が
忽
ち
豊
饒

の
神
に
変
じ
、

一
茎
草
が
本
よ
り
瑳
楼
玉
殿
で
あ

っ
た
こ
と
を
悟
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

こ

こ
で
は
徹
証
さ
れ
た
本
地
の
風
光
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
次
の
上
堂
語
で
は
、
本
来

の
自
己
の
徹
見
が
説
か
れ

て
い
る
。

上
堂
し
て
云
く
、
古
人
は

一
言
半
句
を
留
下
す
。
未
だ
透
ら
ざ
る
時
、
鉄
壁
に
撞
著
す
る
に
相
い
似
た
り
。
忽
然
と
し
て

一
日
観
得

透
し
て
後
、
方
に
知
る
、
自
己
自
ら
是
れ
鉄
壁
な
る
こ
と
を
。
且
く
道
え
、
如
今
作
慶
生
か
透
ら
ん
。
乃
ち
云
く
、
鉄
壁
鉄
壁
。
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本

来
の
自
己
は
、
手
脚
の
著
け
よ
う
が
な
く
肇
登
り
難
い
鉄
壁
の
よ
う
に
堅
固
で
あ
る
。
未
だ
本
来
の
自
己
に
目
覚
め
な

い
者
は
、
鉄

壁
の
よ
う
に
先
入
見
を
頑
と
し
て
固
守
す
る
。
ど
う
す
れ
ば
本
来
の
自
己
を
徹
見
で
き
る
か
、
鉄
壁
の
よ
う
に
手
が
著
け
ら
れ
な
い
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
全
て
が
自
ら
の
心
性
の
諸
相
で
あ
る
故
に
、
僅
か
な
契
機
で
転
回
す
る
事
で
あ
る
。

上
堂
。
良
久
し
、
却

て
大
衆
を
顧
視
し
て
云
く
、
只
だ
者
箇
、
能
く
幾
人
か
跳
得
出
す
る
も
の
有
る
や
。
若
し
跳
不
出
な
れ
ば
、
爾

が
知
ら
ざ
る
と
道
わ
ず
。
争
奈
せ
ん
身
は
影
に
随

っ
て
転
ず
る
こ
と
を
。
若
し
跳
得
出
な
れ
ば
、
早
く
も
知
ら
ん
、
灯
は
是
れ
火
な
る

　

こ
と
、
飯
は
熟
し
て
也
た
多
時
な
り
し
こ
と
を
。
参
ぜ
よ
。
下
座
す
。

未
だ
者
箇
を
跳
出
し
得
ぬ
時
も
、
者
箇
に
随

っ
て
転
身
し
て
何

の
不
自
由
も
無

い
。
者
箇
を
跳
出
し
得
た
と
し
て
も
、
灯
が
火
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
と

っ
く
の
昔
に
飯
は
炊
け

て
い
た
こ
と
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
跳
不
出
と
跳
得
出
と
の
相
違
は
、
灯
が
火
で
あ
る
と
知
り
、

飯
が
米
で
あ
る
と
知
る
程
度

の
差
な
の
で
あ
る
。
灯
や
飯
は
、
本
来
よ
り
火
や
米
で
あ

っ
た
。
即
ち
、
者
箇
と
は
、
本
来

の
あ
る
が
ま
ま

を
指
す

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
事
は
、
証
せ
ざ
れ
ば
明
ら
か
な
ら
ず
、
修
せ
ざ
れ
ば
現
れ
な

い
。
故
に
、
守
端
禅
師
は
次

の
よ

う
に
説
く
。

上
堂
し
て
云
く
、

一
滴
も
少
く
こ
と
を
得
ず
、

一
滴
も
剰
す
こ
と
を
得
ず
。
且
く
道
え
什
慶
人
の
分
上
の
事
ぞ
。
良
久
し
て
云
く
、

　

日
日
、
日
は
東
に
上
り
、
夜
夜
、
月
は
西
に
流
る
。

仏
性
は
、
見
性
し
て
も
増
え
ず
、
見
性
し
な

い
ま
ま
で
あ

っ
て
も
減
ら
ず
、
各
自
に
元
よ
り
具
わ
り
、
各
々
に
円
成
し
て
い
る
。
日
月

は
あ

る
が
ま
ま
の
実
相
を
示
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
知
ら
ず
己
に
迷
い
、
外
に
向

っ
て
仏
を
問
い
法
を
求
め
る
者
に
と

っ
て
、

月
日
は
空
し
く
過
ぎ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
故
に
仏
祖
は
、
大
解
脱
海
中
に
お
い
て
見
性
成
仏
を
説
き
、
雪
上
に
霜
を
加
え
続
け
る
の
で
あ

る
。
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三
、
土
上
加
泥

前
述
し
た
よ
う
に
、
守
端
禅
師
は
、
世
尊
が
花
を
拮
じ
迦
葉
が
微
笑
し
た
時
、
世
尊
が
正
法
眼
蔵
を
迦
葉
に
付
嘱
し
た
故
事
を
挙
し
、

世
尊
は
何
を
分
付
し
何
を
流
伝
し
た
の
か
、
人
々
各

々
が
正
法
眼
蔵
を
既
に
具
有
し
て
い
る
故
、
世
尊

の
分
が
無

い
と
述
べ
て
い
る
。
好

州
興
化
禅
院
で
の
上
堂
語
で
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

嗣
者

の
点
茶
す
る
に
因
み
上
堂
し
て
云
く
、
拮
花
付
嘱
、
土
上
に
泥
を
加
う
。
断
膏
安
心
、
水
中
に
月
を
捉
う
。
且
く
道
え
、
作
慶

生
か
此

の
豚
を
得
て
今
目
に
到
り
て
も
墜
ち
ざ
る
。
良
久
し
て
云
く
、
青
山
は
長
飛
の
勢
を
鎖
ざ
さ
ず
。
濾
海

は
合
に
来
処
の
高
き
こ

　

と
を
知
る
べ
し
。

世
尊
が
迦
葉
に
正
法
眼
蔵
を
付
嘱
し
た
故
事
は
、
教
外
別
伝
を
唱
え
る
禅
宗
伝
灯
の
始
ま
り
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
肝
心
の
正
法

眼
蔵
が
人
々
各
自
の
本
具
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
く
田
舎
芝
居
を
演
じ
て
い
る
よ
う
な
恥
の
上
塗
り
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従

っ

て
、
伝
法
嗣
法
は
土
の
上
に
泥
を
加
え
た
に
過
ぎ
な

い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
祖
慧
可
禅
師
が
達
磨
大
師
に
下
で
開
悟
し
た
因
縁
に
つ
い
て
、
守
端
禅
師
は

「終
始
心
を
覚
む
る
に
得
可
き
無
し
、
蓼
々
と
し
て
少

　

林

に
人
を
見
ず
。
満
庭

の
旧
雪
重
ね
て
冷
な
る
こ
と
を
知
り
、
鼻
孔
依
前
と
し
て
上
唇
に
搭
る
」
と
頬
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
祖
の
悟
り

は
雪
が
元
々
冷
た
い
の
に
改
め
て
ま
た
冷
た
い
こ
と
を
知
り
、
鼻

の
孔
は
本
よ
り
唇
の
上
に
在
る
の
を
以
前
と
し
て
鼻
が
口
の
上
に
在
る

こ
と
を
知

っ
た
の
み
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
従

っ
て
、
二
祖
安
心
の
因
縁
は
、
水
中
の
月
を
捉
え
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

守
端
禅
師
は
、
こ
の
よ
う
に
拮
花
付
嘱
が
土
上
に
泥
を
加
え
、
断
腎
安
心
が
水
中
に
月
を
捉
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
今
も
輝
く
教
外
別

伝

の
法
灯
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
守
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
自
問
し
、
帰
郷
を
願
う
渡
り
鳥
の
行
く
手
を
阻
む
山
は
な
い
、
弘
誓
の

念
願
を
堅
固
に
守
る
べ
き
で
あ
り
、
海
に
流
れ
込
む
江
河
の
源
の
高
き
に
思
い
や
り
、
仏
恩
の
高
遠
な
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
、
と

述

べ
て
い
る
。
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こ
の
上
堂
語
は
、
嗣
者
の
点
茶
す
る
に
因
む
も
の
で
あ
る
故
、
あ
る
い
は
法
嗣

の
法
演
禅
師
に
対
す
る
説
示
で
あ

ろ
う
。
故
に
、
為
人

度
生

の
誓
願
と
仏
祖

へ
の
報
恩
を
結
語
に
説
い
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
土
上
加
泥
は
全
く
必
要
の
な
い
空
し
い
行
為
で
あ
り
、
水
中

捉
月

は
見
当
は
ず
れ
の
愚
か
な
行
為
で
あ
り
、
共
に
敢
え
て
為
す
ま
で
も
な
い
不
要
な
行
為
を
意
味
し
て
い
る
。
ど

こ
に
誓
願
の
重
要
性

が
あ

る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
守
端
禅
師
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

釈
迦
老
子
に
四
弘
誓
願
有
り
。
煩
悩
無
辺
誓
願
断
。
法
門
無
辺
誓
願
学
。
衆
生
無
辺
誓
願
度
。
無
上
菩
提
誓
願
成
。
法
華
に
も
亦
た

四
弘
誓
願
有
り
。
飢
え
来
れ
ば
飯
を
喫
せ
ん
と
要
し
、
寒
到
れ
ば
即
ち
衣
を
添
え
、
困
ず
る
時
は
脚
を
伸
ば
し
て
睡
り
、
熱
き
処
で
は

風
の
吹
く
を
要
す
。

空
腹
に
な
れ
ば
食
事
を
と
り
、
寒
け
れ
ば
暖
を
と
り
、
疲
れ
た
な
ら
ば
休
息
し
、
暑
け
れ
ば
涼
を
と
る
。
全
く
無

事
安
閑
た
る
日
常
底

で
あ

る
。
若
し
こ
の
願
い
が
成
就
す
れ
ば
、
誰
も
が
大
安
楽

の
境
地
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
無
事
安
閑

と
目
常
を
過
ご
す

こ

と
が
仏
祖
の
誓
願

で
あ
れ
ば
、
人
々
は
、
問
う
べ
き
事
は
何
も
無
く
、
求
む
べ
き
事
は
何
も
無
く
、
殊
更
に
仏
法
を
学
ぶ
ま
で
も
な
く
、

禅
道

を
修
す
る
ま
で
も
な
く
、
心
性
を
悟
る
必
要
も
な
い
。
そ
れ
ら
を
学
修
す
る
ま
で
も
な
く
、
誰
も
が
願

い
成
就

し
て
い
る
事
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
、
空
腹
に
な
れ
ば
食
事
を
と
り
、
寒
け
れ
ば
暖
を
と
り
、
疲
れ
た
な
ら
ば
休
息
し
、
暑
け
れ
ば
涼
を
と
る
こ
と
が
仏
祖
の

誓
願

で
あ
る
な
ら
、
確
か
に
拮
花
付
嘱
は
土
上
に
泥
を
加
え
た
に
過
ぎ
ず
、
断
腎
安
心
は
水
中
に
月
を
捉
え
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
次
の
よ
う
な
説
示
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

有
る
時
は
碓
紫
に
花
を
生
じ
、
有
る
時
は
仏
面
百
醜
。
李
公
街
頭
に
酔
倒
し
、
是
れ
自
り
張
公
酒
を
喫
す
。
灯
籠
眉
頭
を
搬
断
し
、

露
柱
呵
々
と
し
て
手
を
拍

つ
。

常
識
か
ら
言
え
ば
、
石
臼
に
花
が
咲
く
事
は
な
く
、
顔
を
し
か
め
て
い
る
仏
像
は
な
い
。
張
さ
ん
が
酒
を
飲
ん
だ

の
に
李
さ
ん
が
酔
う

こ
と
は
有
り
得
な
い
。
灯
籠
が
眉
を
ひ
そ
め
、
露
柱
が
笑

っ
て
手
を
打

つ
こ
と
も
決
し
て
な

い
。
し
か
し
、
張
さ
ん
や
李
さ
ん
は
中
村
さ

ん
や
鈴
木
さ
ん
と
同
様
、
大
勢
い
て
頻
繁
に
出
会
う
人
で
あ
ろ
う
し
、
石
臼
も
仏
像
も
灯
籠
も
露
柱
も
、
皆
普
段
常

に
見
ら
れ
る
物
で
あ
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る
。

ど
の
よ
う
に
不
思
議
な
事
の
よ
う
に
言
わ
れ

て
い
て
も
、
日
常
生
活
と
離
絶
し
た
出
来
事
で
は
な

い
と
推
測
さ
れ
る
。
日
常
を
離
れ

ず
、
し
か
も
常
識
を
超
え

て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
守
端
禅
師
の
説
示
か
ら
選
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
「
一
茎
艸
上
に
向

て
便
ち
瑳

楼

玉
殿
を
現
ず
」
と
い
う
句
が
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
句
は
、
見
性
の
端
的
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
所
謂
、
無
分
別
智
に

よ
る
物
事
の
実
相
を
説
く
も
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
日
常
出
会
う
出
来
事
の
正
法
眼
に
よ
る
表
現
な
の
で
あ

っ
て
、
何
か
神
秘
的
な
出

来

事
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。

禅
録
に
見
ら
れ
る
不
思
議
な
言
葉
は
、
無
分
別
を
説
く
際
の
常
套
手
段
で
あ
る
。
何
時
ま
で
も
そ
こ
に
執
着
す
る
と
、
自
由
を
失
う

こ

と
に
な
る
。
故
に
、
守
端
禅
師
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

上
堂
し
て
云
く
、
解
く
無
根
樹
に
接
し
、
能
く
海
底
に
灯
を
挑
ぐ
る
も
、
未
だ
是
れ
柄
僧
分
上
の
事
な
ら
ず
、
且
く
道
え
、
作
慶
生

か
是
れ
柄
僧
分
上
の
事
。
良
久
し
て
云
く
、

一
日
に
両
度
、
鉢
孟
湿
れ
る
。

無
根
樹
は
、
無
底
笙

・
無
孔
笛

・
無
弦
琴
な
ど
と
同
様
、

一
念
不
生
不
語
不
言
の
者
箇
を
指
示
す
る
語
で
あ
る
。
海
底
に
灯
を
挑
ぐ
る

の
も
、
無
念
無
心
の
大
用
を
述
べ
る
常
套
語
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
上
堂
語
は
、
無
念
無
心
の
大
用
が
粥
飯

の
両
度
に
現
成
し
て
い
る
、

禅
道
が
日
常
底
に
成
就
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
禅
匠
の
あ
ら
ゆ
る
言
動
が
現
実
の
あ
る
が
ま
ま
の
相

の
直
指
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
説

示

に
明
ら
か
で
あ
る
。

上
堂
し
て
云
く
、
揚
眉
瞬
目
、
拮
槌
竪
払
、
弾
指
馨
咳
、
尽
く
是
れ
擁
鈎
搭
索
な
り
。
且
く
道
え
、
海
会
今

日
還
た
過
を
免
る
る
や

也
た
無
き
や
。
乃
ち
云
く
、
家
家
観
世
音
。
処
処
弥
陀
仏
。

揚
眉
瞬
目
拮
槌
竪
払
弾
指
馨
咳
は
、
誰
も
が
菩
薩
で
あ
り
、
何
処
も
極
楽
で
あ
る
こ
と
を
悟
ら
せ
る
引
導

の
手
段

で
あ
る
。
「家
家
観
世

音

、
処
処
弥
陀
仏
」
は
現
実
を
離
れ
て
仏
道
が
有
り
得
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
次

の
示
衆
で
は
揚
眉
瞬
目
な
ど
は
引
導

の

手
段
で
は
な

い
。

上
堂
し
て
云
く
、
弾
指
馨
咳
、
揚
眉
瞬
目
、
是
れ
這
箇
に
あ
ら
ざ
る
無
し
。
古
人
は
什
麿
と
為
て
か
却
て
道
う
、
「万
古
碧
潭
空
界
の
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月
。
再
三
携
漉
し
て
始
て
応
に
知
る
べ
し
」
と
。
会
せ
ん
と
要
す
や
。
九
九
八
十

一
。

こ
こ
に
お
い
て
守
端
禅
師
は
、
弾
指
馨
咳
揚
眉
瞬
目
は
這
箇
を
直
指
す
る
も
の
で
あ
る
と
明
言
し
た
。
這
箇
と
は
、
把
定
す
れ
ば
無
分

別
の
処
を
指
し
無
孔
鉄
槌
な
ど
と
名
付
け
ら
れ
、
放
行
す
れ
ば

一
切
の
あ
る
が
ま
ま
を
指
し
乾
坤
大
地
箇
解
脱
門
な

ど
と
言
わ
れ
る
。
揚

眉
瞬
目
弾
指
馨
咳
な
ど

一
機

一
境
は
、
山
河
大
地
を
収
め
る
故
に
、

一
即

一
切

一
切
即

一
の
理
を
擁
し
、
把
住
放
行

の
両
意
を
示
し
て
い

る
。
従

っ
て
、
そ
の

一
機

一
境
に
仏
法
が
円
成
し
て
お
り
、
も
は
や
何
も
説
く
べ
き
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
大
安
常
察
禅
師

は
水
中
の
月
を
再
三
掬
う
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。

一
般
に
水
中
の
月
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
愚
か
な
行
為
と
み
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
水
中
の
月
を
捉
え
れ
ば
這
箇
を
会
得
す
る
と
言

っ
て
い
る
。
実
際
、
天
空
の
月
を
把
捉
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
手
に
掬

っ
た
水

に
映
る
月
は
身
近
に
見
ら
れ
る
。
ど
ん
な
僅
か
な
水
で
あ
ろ
う
と
、
必
ず
月
を
映
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、

二
祖

の
断
膏
安
心
を
水
中
に
月
を
捉
う
と
評
し
た
の
は
、
殆
ど
苦
労
せ
ず
簡
単
に
得
ら
れ
る
事
を
、
雪
中
に
立
ち
続
け
皆
を
断

っ
て
ま
で

求
め
た
の
が
愚
か
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
従

っ
て
、
水
中
の
月
は
弾
指
馨
咳
揚
眉
瞬
目
の
よ
う
な

一
機

一
境
に
現
成
し
て

い
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ

こ
で
問
題
に
な
る
の
は

「九
九
八
十

一
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
古
来
よ
り
、

一
言

一
句
は

一
機

一
境
と
土
ハに
為
人
度
生
の
擁
鈎
搭
索

と
言
わ
れ
る
が
、
俄
か
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
控
え
、

こ
の
語
が

『雲
門
広
録
』
に
よ
く
見
ら
れ
の
で
、
そ
の
用
例
よ
り
意
味
を
考
察
し

て
見
た
い
。

一
日
云
く
、
作
歴
生
か
是
れ
獅
子
吼
。
代

っ
て
云
く
、
九
九
八
十

一
。

　

問

う

、

如

何

な

る

か
是

れ

最

初

の

一
句

。

師

云

く

、

九

九

八

十

一
。

問

う

、

如

何

な

る

か
是

れ

向

上

の

一
路

。

師

云

く

、

九

九

八

十

一
。

ゆ

問
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
途
中
受
用
。
師
云
く
、
七
九
六
十
三
。

獅
子
吼
は
、

一
切
の
分
別
を
奪
う

一
喝
で
あ
る
。

一
喝
は
、
仏
を
問
い
法
を
求
め
る
こ
と
を
叱
し
、
既
に
成
就
し
現
に
円
成
し
て
い
る
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現
成
公
案
底
を
直
指
し
て
い
る
。
即
ち
、
獅
子
吼
に
は
、
把
住
放
行

の
両
意
が
含
ま
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
九
九

八
十

一
と
い
う

一
句
は
、

揚

眉
瞬
目
弾
指
馨
咳
な
ど

一
機

一
境
と
同
様
、
為
人
度
生

の
擁
鈎
搭
索
で
あ
る
と
共
に
、
現
成
公
案
底
を
指
示
し
、
出
発
点
と
最
終
到
達

点
を
同
時
に
示
す
句

で
あ
る
と
言
え
る
。

公
案
と
は
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な

い
公
共
の
案
件
と
い
う
意

で
あ
り
、
現
成
と
は
既
に
成
就
し
現
に
円
成
し
て
い
る
と
い
う
意
で
あ
る
。

乾
坤
大
地
が

一
箇

の
解
脱
門
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
道
に
お
け
る
最
終
目
標
が
、
既
に
成
就
し
現
に
円
成
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
現
成
公
案
底
に
お
い
て
更
に
仏
法
を
問

い
悟
り
を
も
と
め
る
の
は
、
雪
の
上
に
霜
を
加
え
、
蛇
に
足
を
加
え

、
土
に
泥
を
加
え
る
よ

う
な
愚
か
な
行
為
で
あ
る
。
故
に
、
守
端
禅
師
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

上
堂
。
僧
問
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
仏
。
師
云
く
、
鍵
湯
に
冷
処
無
し
。
如
何
な
る
か
是
れ
仏
法
の
大
意
。
師
云
く
、
水
底
に
萌
藍

を
按
ず
。
如
何
な
る
か
是
れ
祖
師
西
来
の
意
。
師
云
く
、
烏
飛
び
兎
走
る
。
乃
ち
云
く
、
江
月
照
し
、
松
風
吹

く
。
者
裏
に
到
り
、
還

た
網
に
漏
さ
ざ
る
者
有
り
や
。
良
久
し
て
云
く
、
皇
天
に
親
無
し
。

仏
道
は
目
の
当
た
り
に
在
り
、
仏
法
は
常
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
誰
彼
の
区
別
な
く
全
て
の
人
が
そ
こ
に
在
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
仏
を
問
う
は
、
釜
茄
の
刑
を
免
れ
な
い
よ
う
な
罪
を
犯
し
て
い
る
。
更
に
仏
法
の
大
意
を
問
う
の
は
、
水
中
に
瓢
箪
を
沈
め
よ
う
と
す

る
よ
う
な
愚
か
な
行
為
で
あ
る
。
そ
の
上
更
に
祖
師
西
来

の
意
を
問
う
よ
う
で
は
、
全
く
無
駄
な
時
間
を
過
ご
す

こ
と
に
な
る
。
故
に
、

守
端
禅
師
は
次
の
よ
う
に
言
う

の
で
あ
る
。

上
堂
し
て
云
く
、
古
の
者
道
く
、
「上
士
は
道
を
聞
い
て
勤
め
て
之
を
行
う
。
中
士
は
道
を
聞
い
て
存
す
る
が
如
く
亡
ず
る
が
如
し
。

下
士
は
道
を
聞

い
て
大
い
に
之
を
笑
う
」
と
。
大
衆
、
若
し
柄
僧
門
下
に
約
せ
ば
、
却
て
他

の
大
笑
底
の
些
些

の
骨
気
有
る
を
許
さ
ん
。

何
ぞ
比
の
如
き
と
謂
う
。
衆
眼
は
護
じ
難
し
。

守
端
禅
師
は
、

「乾
坤
大
地
、
都
て
是
れ
箇
の
解
脱
門
」
と
説
き
、
園
悟
禅
師
は
、
「現
成
公
案
。

一
糸
毫
も
隔

て
ず
、
普
天
匝
地
是
れ

ゆ

一
箇

の
大
解
脱
門
な
り
」
と
説

い
て
い
る
。
正
当
慈
麿
の
時
、
更
に
問
う
べ
き
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
道
を

聞
い
て
勤
め
て
之
を
行



う
者

は
道
を
見
失

い
、
道
を
聞

い
て
大
笑
す
る
者
は
道
を
行
く
の
で
あ
る
。

有
る
者
は
、
未
だ
道
に
至
ら
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

若
し
、
何
か
を
問
い
求
め
る
こ
と
が
有

り
、
向
上
の
志
し
が

四
、
白
雲
未
在
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白
隠
慧
鶴
禅
師
の
八
難
透
と
言
わ
れ
る
公
案
の
中
に
、
「白
雲
未
在
」
と
呼
ば
れ
る
古
則
が
有
り
、
現
今
臨
済
禅
を
学
ぶ
者
は
、
こ
れ
に

よ

っ
て
白
雲
守
端
禅
師
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
公
案
は
、
白
隠
禅
を
学
ぶ
者
が
普
段
用
い
て
い
る

『葛
藤
集
』
に
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

白
雲
端
禅
師
、
五
祖
演
に
語
り
て
曰
く
、
数
禅
客
有
り
て
盧
山
自
り
来
る
。
皆
悟
入
の
処
有
り
。
伊
を
し
て
説
か
し
む
る
に
亦
た
得

　

て
来
由
有
り
。
因
縁
を
挙
し
伊
に
問
え
ば
亦
た
明
め
得
た
り
。
伊
を
し
て
下
語
せ
し
む
る
に
亦
た
下
し
得
た
り
。
祇
だ
是
れ
未
在
。

白
隠
下
の
公
案
体
系

で
は
、
難
透
の
則
に
取
り
組
む
迄
に
長
い
道
程
が
あ

っ
て

「白
雲
未
在
」
を
透
過
す
る
人
は
極
め
て
少
数
で
あ
り
、

室
内

の
機
密
を
漏
ら
す

こ
と
を
恐
れ
、
こ
の
公
案
を
透
過
し
た
人
が
そ
れ
に

つ
い
て
論
及
す
る
こ
と
は
な

い
。
従

っ
て
、
こ
の
公
案
が
ど

の
よ
う
に
参
究
さ
れ

て
い
る
か
を
知
る
術
が
な
く
、

一
般
の
人
が
守
端
禅
師
に
出
会
う
機
会
は
無
い
に
等
し
い
。

し
か
し
、
守
端
禅
師
の

「未
在
」
は
、
彼
に
嗣
法
し
た
法
演
禅
師
が
大
悟
し
た
機
縁

の

一
語
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
守
端
禅
師
が
修

行
者

の
高
慢
を
叩
く
鉗
鎚
と
し
て
常
に
用
い
て
い
た
語
で
あ
り
、
守
端
禅
師
の
宗
風
の
要
と
目
さ
れ
る
の
で
、
白
隠

下
で
難
透
難
解
と
言

わ
れ

て
い
て
も
、

こ
の
公
案
の
考
察
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

『広
録
』
に
お
い
て
、
〈未
在
〉
に

つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
上
堂
語
は
二
則
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
先
ず
、
考
察
の
端
緒
に
選
ん
だ
の
は
、

「白
雲
未
在
」
に
類
似
し
て
い
る
次
の
上
堂
語
で
あ
る
。

上
堂
し
て
云
く
、
文
字

一
般
様
、
語
話

一
般
様
、
声
勢

一
般
、
理
趣

一
般
。
什
塵
と
為
て
か
却

っ
て
道
う
、
他
は
未
在
と
。
乃
ち
云
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く
、
只
だ
鼻
孔
大
な
る
が
為
、
頭
下
を
向
く
。

鼻

の
孔
が
大
き
い
為
に
頭
が
下
に
向
く
と
い
う
句

の
意
味
が
判
れ
ば
守
端
禅
師

の
趣
意
を
推
測
し
得
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
上
堂
語
の

み

で
は
そ
れ
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
「鼻
孔
大
頭
垂
」
と

い
う
語
が
他
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
す
れ

ば
そ

の
意
味
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

上
堂
し
て
云
く
、
去
去
、
実
に
去
ら
ず
、
途
中
好
し
善
く
為
す

こ
と
を
。
来
来
、
実
に
来
ら
ず
、
路
上
魅
危
す
る
こ
と
莫
れ
。
古
人

急
廣
に
道
う
。
法
華
は
然
ら
ず
。
去
る
時
は
興
に
乗

っ
て
去
り
、
回
る
時
は
興
に
乗

っ
て
回
る
。
君
が
与
に
重
ね
て
叙
話
せ
ん
。
鼻
孔

大
き
く
頭
垂
る
。

去
る
は
向
上
、
回
る
は
向
下
の
意
に
と
り
、
鼻
孔
を
大
き
く
す
る
の
を
向
上
、
頭
を
垂
れ
る
の
を
向
下
の
意
と
見
る
と
、

「鼻
孔
大
頭
垂
」

は

「上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

五
祖
に
到
り
陞
座
し
て
云
く
、
昔
年
暫
く
憩
い
、
今
日
重
ね
て
過
ぎ
る
。
日
月
は
流
れ
の
如
く
、
将
て
二
載
を
経
る
。
且
く
道
え
、

隔
閾
せ
ざ
る
底

の
道
理
有
り
や
。
諸
仁
者
は
高
く
白
蓮
峰
下
に
宴
ん
じ
、
病
嬰
は
深
く
法
華
山
中
に
隠
る
。
相

い
去
る
こ
と

一
日
の
程

な

り
。
作
麿
生
か
箇
の
隔
閾
せ
ざ
る
底
の
道
理
を
説
か
ん
。
夜
々
仏
を
抱
い
て
眠
る
。
朝
々
還
た
共
に
起
き
、
起
坐
鎮
に
相
い
随
い
、

身

と
影
の
如
く
に
相
い
似
た
り
。
若
し
急
麿
な
ら
ば
、
正
に
第
二
頭
底
を
道
著
し
、
未
だ
正
定
頭
底
を
道
著
せ
ず
。
且
く
道
え
、
作
麿

　

生
か
道
わ
ん
。
乃
ち
云
く
、
宇
宙
荘
々
と
し
て
人
識
ら
ず
、
依
然
と
し
て
鼻
孔
大
き
く
頭
垂
る
。

病

ん
で
法
華
山
中
に
居
る
守
端
禅
師
と
、
高
く
白
蓮
峰
下
に
宴
ん
じ
て
い
る
諸
仁
者
と
が
全
く
隔
た

っ
て
い
な

い
道
理
は
、
朝
夜
仏
と

共
に
起
居
し
て
い
る
こ
と
で
は
な

い
。
世
間
の
人
に
は
全
く
理
解
さ
れ
な

い
が
、
そ
れ
に
挫
け
ず
、
鼻

の
孔
を
大
き
く
し
て
頭
を
垂
れ
続

け
る
と
こ
ろ
に
道
理
が
あ
る
。
菩
薩
が
衆
生
の
病
を
病
む
よ
う
に
、
守
端
禅
師
も
ま
た
世
間
の
人
の
為
に
病
み
、
五
祖
山
で
修
行
し
て
い

る
人
々
も
鼻

の
孔
を
大
き
く
し
て
、
や
が
て
人
の
為
に
頭
を
垂
れ
る
の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
、
鼻
孔
を
本
来
の
面
目
の
意
に
、
垂
頭
を
為
人
度
生
の
意
と
す
る
と
、
文
字
、
語
話
、
声
勢
、
理
趣

の
全
て
に
亘

っ
て
遺
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漏
が
無
く
と
も

〈未
在
〉
と
言
う
の
は
、
鼻

の
孔
を
大
き
く
し
て
人
の
為
に
な
る
人
物
を
鍛
練
す
る
鉗
鎚
を
振
る

っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

あ
る

い
は
、

〈未
在
〉
と
言
う
の
は
、
自
ら
の
悟
り
に
安
住
し
、
悟
り
に
執
わ
れ
、
悟
り
を
奢
る
人
の
高
慢
の
鼻
を
折
る
鉄
槌
で
、
そ
れ
に

よ

っ
て
風
通
し
の
よ
い
大
き
な
孔
の
鼻
に
す
る
為
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
鼻

の
孔
の
大
き

い
人
は
、
人
々
の
為
に
何
を
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
う
の
か
、
そ
も
そ
も
鼻
の
孔
が
大

き
く
な
る
と
は
ど
の
よ
う
な
事
な

の
か
、
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
い
に
は
、
次
の
上
堂
語
が
そ
れ
を
答
え

て
い
る
で
あ
ろ
う
。

上
堂

し
て
云
く
、
尋
常
に
爾
ら
に
向

っ
て
道
く
、
未
在
と
。
也
た
別
の
意
無
し
。
只
だ
是
れ
諸
人
が
喫
粥
喫
飯
せ
ん
こ
と
を
要
す
。

須
く
是
れ
自
家

の
匙
を
拮
り
筋
を
放
ち
便
ち
飽
を
得
る
べ
し
。
若
し
別
人
の
弁
を
取
れ
ば
、
只
だ
是
れ
虚
飽
な
る

の
み
。
膜
月
三
十
日
、

一
場
の
乾
嚥
唾
を
蘇
得
せ
ん
。
然
も
是
の
如
き
と
錐
ど
も
、
口
を
し
て
忘
却
せ
し
む
る
こ
と
莫
れ
。

守
端
禅
師
が

「未
在
」
と
言
う

の
は
、
各
自
が
各
自
自
身

の
匙
や
箸
を
用
い
て
粥
飯
を
喫
す
る
よ
う
願
う
故
で
あ
る
。
前
に
、
空
腹
に

な
れ
ば
食
事
を
と
り
、
寒
け
れ
ば
暖
を
と
り
、
疲
れ
た
な
ら
ば
休
息
し
、
暑
け
れ
ば
涼
を
と
る
、

こ
れ
が
守
端
禅
師

の
誓
願
で
あ
る
と
説

い
た

の
と
異
な
ら
な

い
。
ま
た
、

一
切
の
人
の
眼
横
鼻
直
に
し
去
る
を
要
す
る
諸
仏
出
世
の
本
懐
と
同

一
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
、
未

在
を
透
過
す
る
以
前
と
以
後
の
鼻
は
同

一
で
あ

っ
て
も
、
鼻

の
孔
が
大
き
く
な

っ
た
と
こ
ろ
に
相
違
が
あ
る
。

自
分

の
箸
を
使
わ
ず
他
人
に
食

べ
さ
せ
て
貰
う
場
合
が
あ

っ
て
も
、
誰
も
他
人
の
口
で
食
事
を
と
る
者
は
い
な

い
。
故
に
、
元
よ
り
具

備
し
て
い
る
口
が
あ
れ
ば
、
喫
粥
喫
飯
に
際
し
何
も
不
便
な

こ
と
は
な

い
。
た
だ
、
自
分
自
身
の
箸
を
持
た
ず
、
他
人
に
食
べ
さ
せ
て
も

ら
う
人
々
が
有
る
の
を
見
兼
ね
て
、
未
在
未
在
と
鉗
鎚
を
下
す
の
で
あ
る
。

こ
の

「未
在
」
と
い
う

一
語
が
機
縁
と
な
り
、
実
際
に
大
悟
し
た
の
は
法
演
禅
師
で
あ
る
。
そ
こ
に
至
る
経
過
と
そ
の
消
息
は
、
『嘉
泰

普
灯
録
』
に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

五
祖
法
演
禅
師
、
浮
山
円
鑑
禅
師
に
謁
す
。
…

一
日
謂
い
て
曰
く
、
子
の
来
る
や
何
ぞ
晩
し
、
吾
れ
老
い
た
り
。
虚
し
く
子
が
光
陰

を
度
る
を
恐
る
。
往

い
て
白
雲
に
依
る
可
し
。
此
老
は
後
生
に
し
て
吾
れ
未
だ
面
を
識
ら
ず
と
錐
ど
、
但
だ
渠
が
臨
済
三
頓
棒

の
話
を
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頒
す
る
を
見
る
に
、
人
に
過
ぐ
る
処
有
り
。
必
ず
能
く
子
が
大
事
を
了
ぜ
ん
と
。
師
潜
然
と
礼
し
て
辞
す
。

白
雲
に
至
り
、
遂
に
僧
南
泉
に
摩
尼
珠
を
問
う
話
を
挙
し
て
請
問
す
。
雲
之
を
叱
し
、
師
領
悟
す
。
投
機
の
偶
を
献
じ
て
曰
く
、
山

前

一
片
の
閑
田
地
、
叉
手
丁
寧
に
祖
翁
に
問
う
。
幾
度
か
売
り
来
り
還
た
自
ら
買
う
。
為
に
憐
れ
み
、
松
竹
清

風
を
引
く
と
。
雲
特
に

印

可
し
磨
事
を
掌
ら
し
む
。

、

未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
雲
至
り
師
に
語
り
て
曰
く
、
爾

一
件
の
事
を
知
る
や
。
云
く
、
知
ら
ず
。
曰
く
、

近
日
数
禅
客
有
り
て
盧

山
よ
り
来
る
。
皆
悟
入
の
処
有
り
。
伊
を
し
て
説
か
し
む
れ
ば
亦
た
説
き
得
て
来
由
有
り
。
因
縁
を
挙
し
伊
に
問
え
ば
亦
た
明
め
得
た

り
。
伊
を
し
て
下
語
せ
す
む
れ
ば
亦
た
下
し
得
た
り
。
只
だ
是
れ
未
在
な
り
と
。

師
聞
い
て
愕
胎
し
て
曰
く
、
既
に
悟
了
し
、
説
も
亦
た
説
得
し
明
も
亦
た
明
得
す
。
如
何
が
却

っ
て
未
在
な

る
と
。
狐
疑
す
る
こ
と

七
日
、
忽
ち
傷
息
し
洞
然
と
昭
徹
し
て
曰
く
、
元
来
急
慶
地
。
其
の
胸
中
に
珍
惜
す
る
の
み
と
。
此
に
到
り
て
尽
し
去
り
、
走
り
て
白

　

雲
に
見
ゆ
。
雲
、
為
に
手
舞

い
足
踏
む
。
師
は
亦
た

一
笑
す
る
の
み
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
法
演
禅
師
が
二
度
悟

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
最
初
は
南
泉
摩
尼
珠

の
話
を
請
問
し
、
守
端
禅
師
に
叱
せ
ら

れ

て
領
悟
し
た
時
。
こ
の
際
投
機
の
偶
を
作
り
、
守
端
禅
師
も
こ
れ
を
印
可
し
た
故
、
そ
の
悟
り
を
疑
う
余
地
は
な
い
。

二
度
目
は
未
在

の

一
語
で
七
日
も
疑
い
、

「元
来
思
慶
地
、
其
の
胸
中
に
珍
惜
す
る
の
み
」
と
昭
徹
し
た
時

で
あ
る
。
禅
師
が
胸
中

に
珍
惜
し
て
い
た
も
の

は
、
最
初

の

〈領
悟
〉
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
の
み
で
は

「元
来
慈
塵
地
」
の
意
味
を
特
定
で
き
な
い
。

二
度
目
の
悟
り
に
つ
い
て

『五
灯
会
元
』
に
は
、
「忽
然
と
し
て
省
悟
し
、
従
前
の
宝
惜

一
時
に
放
下
す
。
走
り

て
白
雲
に
見
ゆ
。
雲
、

　

手
舞
足
踏
を
為
す
。
師
亦

一
笑
す
る
の
み
。
師
後
に
曰
く
、
吾
弦
に
因
り
、

一
身
白
汗
を
出
し
、
便
ち
下
載

の
清

風
を
明
ら
め
得
た
り
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で

一
時
に
放
下
し
た
宝
惜
は
、
従
前

の

〈領
悟
〉
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
を
放
下
し
、
「下
載
の

清

風
」
を
明
ら
め
得
た
と
言

っ
て
い
る
の
で
、
先
に
言
う

〈慈
麿
地
〉
と
は
、

一
切
を
放
下
し
た
清
々
し
い
境
地
を
指
し
て
い
る
と
思
わ

れ

る
。



『
古
尊
宿
語
録
』
の

「仏
眼
和
尚
語
録
」
に
は
、

「忽
然
と
し
て
中
夜
に
方
に
会
得
し
、
従
前
の
宝
惜

一
時
に
放
下
す
。
遂
に
端
師
翁
に

白
す
。
師
翁
起
ち
来
り
、
手
舞
い
足
踏
む
。
先
師

(五
祖
法
演
)
此

の
因
縁
を
挙
し
て
某

(仏
眼
清
遠
)
に
謂
て
曰
く
、
参
学
は
須
く
是

　

れ

一
時
に
放
下
し
て
方
に
安
楽
を
得
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
〈急
麿
地
〉
と
は
、

一
切
を
放

下
し
何
も
失
う
も
の

の
な

い
大
安
楽
の
境
地
を
指
し
て
い
る
。

如
来
蔵
裏

の
摩
尼
珠

の
話
に
よ
り
、
本
来
の
鼻
孔
を
領
悟
し
た
法
演
禅
師
は
、
未
在
の

一
語
に
よ
り
省
悟
し
、
更

に
鼻

の
孔
が
大
き
く

な

っ
た
。
今
後
は
頭
を
下
に
向
け
、
人
々
が
下
載

の
清
風
を
感
得
し
、
大
安
楽

の
境
地
に
到
る
こ
と
を
願
う

の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
到

っ
て
み
れ
ば
そ
の
境
地
は
元
来
急
慶

で
あ

っ
た
故
、
何
も
増
え
ず
何
も
減
ら
ず
、
本
来
具
有

の
鼻
孔
を
更
に
拡
げ
た

の
み

で
あ

る
。
従

っ
て
、
こ
の

〈未
在
〉

の

一
語
の
為
し
得
た
こ
と
は
、
雪
上
に
霜
を
加
え
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

む
す
び

白雲守端の宗風95

白

雲
守
端
禅
師

の
宗
旨
は
、
①
諸
人
分
上
に
各
々
自
ら
正
法
眼
蔵
有
り
、
②
此
の
事
は
、
上
諸
仏
分
上
に
在
り
て
曽
て

一
毫
も
増
さ
ず
、

下

一
切
含
生
分
上
に
在
り
て
も
曽

て

=
毫
も
減
ぜ
ず
、
③
乾
坤
大
地
都

て
是
れ
箇
の
解
脱
門
な
り
、

の
三
句
に
集
約

さ
れ
る
。
世
尊
が
迦

葉
尊
者
に
分
付
し
、
連
綿
と
伝
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
正
法
眼
蔵
は
、
既
に
誰
も
が
具
有
し
全
て
の
人
に
円
成
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
仏

祖
は
、
何
も
伝
え
る
べ
き
も
の
も
無
く
、
何
も
説
く
べ
き
こ
と
も
無

い
。
人
々
が
願

っ
た
解
脱
は
、
現
に
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人

は
も
は
や
問
う
べ
き
も
の
も
無
く
、
求
め
る
べ
き
こ
と
も
無
い
。

そ
れ
故
に
、
守
端
禅
師
は
、
最
初
に
住
持
し
た
江
州
承
天
禅
院

の
開
堂
の
日
に
、
何
か
人
に
為
す
こ
と
が
有
れ
ば
雪
上
に
霜
を
加
え
る

こ
と

に
な
り
、
何
も
な
い
と
言
え
ば
、
仏
祖
の
法
恩
に
背
く
こ
と
に
な
る
と
説

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

〈雪
の
上
に
霜
を
加
え
る
〉
と
い

う
守
端
禅
師
開
堂
の
本
旨
は
、
〈只
だ

一
切
の
人
の
眼
横
鼻
直
に
し
去
る
こ
と
を
要
す
る
〉
仏
祖
の
出
世
垂
手
の
本
懐
や
、
〈大
解
脱
海
中
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に
於

て
強
い
て
玄
波
を
湧
す
〉
世
尊
や
、
元
よ
り
具
備
円
成
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

〈三
乗

の
教
の
外
に
、
人
心
を
直
指
し
て
見
性
成
仏

せ
し
む
〉
祖
師
の
本
意
と
異
な
る
も
の
で
は
な

い
。

し
か
し
、
〈雪
上
加
霜
〉
と

い
う
守
端
禅
師
の
本
旨
は
、
そ
の

一
言

一
句
に
反
映
し
て
自
ず
か
ら
そ
の
宗
風
を
形
成

し
、
上
堂
説
法
を

〈蛇

の
為

に
足
を
画
く
〉
、
拮
花
付
嘱
を

〈土
上
に
泥
を
加
う
〉
、
断
腎
安
心
を

〈水
中
に
月
を
捉
う
〉
と
説
き
、

〈飢
え
来
れ
ば
飯
を
喫
せ
ん
と

要
し
、
寒
到
れ
ば
即
ち
衣
を
添
え
、
困
ず
る
時
は
脚
を
伸
ば
し
て
睡
り
、
熱
き
処
で
は
風
の
吹
く
を
要
す
る
〉
を
守
端
禅
師
の
四
弘
誓
願

と
す

る
処
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
。

そ
の
中
で
も
、
尋
常
用

い
た

〈未
在
〉
の

一
語
は
、

一
旦
の

〈領
悟
〉
を

一
時
に
放
下
し
、

〈只
だ
自
ら
匙
を
拮

り
筋
を
放
ち
喫
粥
喫
飯

し
飽

を
得
る
〉
こ
と
を
目
指
す
鉗
鎚
と
し
て
用

い
ら
れ
た
も
の
で
、
正
し
く

<雪
上
加
霜
〉

の
本
旨
を
現
成
す
る
格
好
の
手
段
で
あ
り
、

守

端
禅
師
の
宗
風
を
直
指
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
若
し
白
雲
守
端
禅
師
の
宗
風
を
識
得
し
た

い
と
欲
す
れ
ば
、
只
だ
こ
の

〈未
在
〉
に
参
ず
べ
き
で
あ

る
。
守
端
禅
師
云
く
、

「
王
令
巳
に
行
わ
れ
、
即
ち
海
嬰
河
清
な
り
。
且
く
道
え
、
海
嬰
河
清
の

一
句
作
慶
生
か
道
わ
ん
。
野
老
は
知
ら

ず
尭
舜
の
力
を
、
蒙
馨

と

し
て
鼓
を
打
ち
江
神
を
祭
る
」
と
。
仏
祖
の
誓
願
を
知
ら
ず
覚
ら
ず
と
も
平
穏
無
事
に
過
ご
す
者
に
、
〈未
在
〉
と
説
く
罪
は
莫
大
で
あ

る
。
し
か
し
、
仏
祖

の
法
恩
に
背
い
て
悟
ら
ず
説
か
ざ
る
過
ち
も
莫
大
で
あ
る
。
守
端
禅
師
は
言
う
、
「珊
瑚
枕
上
両
行
の
涙
、
半
ば
は
是

れ

君
を
思
い
、
半
ば
は
君
を
恨
む
」
と
。
こ
れ
即
ち
守
端
禅
師

の

〈未
在
〉
の

一
語
に
込
め
ら
れ
た
真
情
で
あ
り
、
宗
風
の
真
意
で
あ
る
。
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〈注

〉

　

ω
楊
岐
方
会
禅
師
法
嗣
静
州
白
雲
守
端
禅
師
、衡
陽
人
族
葛
氏
(続

　

灯

云
周
氏
非
)。
幼
事
翰
墨
悪
俗
務
。
冠
依
茶
陵
郁
禅
師
披
削
。

　

往
参
雲
蓋
顯
禅
師
。
顯
残
楊
岐
継
焉
。
岐
見
之
与
語
終
夕
。

一

日
忽
問
受
業
師
為
誰
。
云
、
茶
陵
郁
和
尚
。
日
、
吾
聞
、
伊
過

渓
有
省
、
作
偶
甚
奇
、
能
記
否
。
師
諦
云
、
我
有
明
珠

一
穎
、

　

久
被
塵
労
関
鎖
、
今
朝
塵
尽
光
生
、
照
破
山
河
万
朶
。
岐
笑
趨

起
。
師
愕
視
不
媒
、
黎
明
春
詞
之
。
適
歳
暮
。
岐
日
、
汝
見
昨

　

日
打
騙
灘
者
慶
。
云
、
見
。
日
、
汝

一
簿
不
及
渠
。
師
復
骸
云
、

意
旨
如
何
。
日
、
渠
愛
人
笑
、
汝
伯
人
笑
。
師
大
悟
。
巾
侍
久

之
。
嘉
祐
四
年
辞
游
盧
阜
。
円
通
訥
禅
師

一
見
自
謂
不
及
。
挙

　

住
承
天
。
声
名
籍
甚
。
又
遜
居
円
通
、
次
法
華
龍
門
興
化
海
会
。

　

至
所
衆
如
雲
集
。
(中
略
)
熈
寧
五
年
遷
化
寿
四
十
八
。

『
嘉
泰
普
灯
録
』
巻
四

(Z
二

・
乙
十

・
四
七
b
)

①

『建
中
靖
国
続
灯
録
』
周
氏
。
『禅
林
僧
宝
伝
』
葛
氏

(或
云

周
氏
)
。
『聯
灯
会
要
』
周
氏
。
『五
灯
会
元
』
葛
氏
。

②

『禅
林
僧
宝
伝
』
剃
髪
年
二
十
鯨
。

③

『禅
林
僧
宝
伝
』
参
顯
禅
師

(或
鵬
禅
師
)

④

『禅
林
僧
宝
伝
』
我
有
神
珠

一
穎
、
日
夜
被
塵
羅
鎖

(或
云

常
被
塵
労
轟
鎖
)
、
今
朝
塵
尽
光
生
、
照
破
青
山
万
朶
。

『聯
灯
会
要
』
我
有
神
珠

一
穎
、
久
被
塵
労
関
鎖
、
今
朝
塵

尽
光
生
、
照
破
山
河
万
朶
。

『
五
灯
会

元
』
我
有
明
珠

一
穎
、
久
被
塵
労
関
鎖
、
今
朝
塵

尽
光
生
、
照
破
山
河
万
朶
。

⑤

『禅
林
僧
宝
伝
』
夜
狐
。
『聯
灯
会
要
』
夜
胡
。
『
五
灯
会
元
』

駆
灘
。

⑥

『禅
林
僧
宝
伝
』
円
通
訥
禅
師
見
之
自
以
為
不
及
。
挙
住
江

州
承
天
。
名
声
爆
耀
。
又
譲
円
通
以
居

而
自
処
東
堂
。
端
時

年

二
十
八
。

⑦

『
五
灯
会

元
』
熈
寧
五
年
遷
化
寿

四
十

八
。

②
注
ω
⑥
参
照

③
注
ω
⑦
参
照

ω
師

(江
州
承
天
禅
院
)
開
堂
日
。
陞
座
拮
香
云
。
此

一
弁
香
。

奉
為
今
上
皇
帝
。
伏
願
。
尭
風
永
扇
。
舜

日
遽
明
。
…
又
拮
香

云
。
此

一
弁
香
。
且
道
為
什
慶
人
。
若
有
所
為
。
雪
上
加
霜
。

若
無
所
為
。
過
莫
大
焉
。
…
師
乃
顧
視
左
右

云
。
便
急
麿
散
去
。

自
古
自
今
。
如
麻
似
粟
。
若
言
更
有
如
何
若
何
。
曹
渓

一
路
平
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沈

。
所
以
従
上
諸
聖
。
皆
向
火
焔
裏
。
出
来
垂
手
。
只
要

一
切

人
。
眼
横
鼻
直
去
。
今

日
衆
中
。
有
大
家
垂
手
者
慶
。
出
来
看
。

(問
答
略
)
乃
云
。
問
話
且
止
。
問
之
与
答
。
倶
是
嘉
得
辺
事
。

古
者
道
。
動
則
起
生
死
之
本
。
静
則
沈
昏
酔
之
郷
。
動
静
双
混

則
落
空
亡
。
動
静
双
収
則
纈
預
仏
性
。
到
者
裡
。
直
得
窮
天
玄

弁
。
端
世
椹
機
。
用

一
点
不
著
。
独
有
山
僧
。
今
日
幸
遇
太
平

世
界
。
得
路
便
行
。
不
櫻
他
人
笑
怪
。
所
以
道
。
此
事
上
在
諸

仏
分
上
。
不
曽
増

=
毫
。
下
在

一
切
含
生
分
上
。
不
曽
減

一
毫
。

只
為

一
念
迷
妄
。
背
覚
合
塵
。
輪
転

三
途
。
暫
無
休
息
。
遂
労

我
竺
乾
本
師
。
於
大
解
脱
海
中
。
強
湧
玄
波
。
三
乗
教
外
。
直

指
人
心
。
見
性
成
仏
。
且
道
今
日
如
許
多
葛
藤
。
阿
那
裏
是
直

指
処
。
若
向
長
老

旦
畏
覚
。
大
似
食
観
天
上
月
。
忘
却
室
中
灯
。

若
向
不
言
不
語
処
会
。
直
得
尽
大
地
。
忘
鋒
結
舌
。
只
是
箇
無

孔
鉄
槌
。
有
什
慶
用
処
。
到
者
裏
。
還
有
知
音
者
麿
。
良
久
云
。

只
見
白
雲
飛
散
尽
。
不
知
明
月
落
誰
。

『白
雲
守
端
禅
師
広
録
』
巻

一

(Z
二

・
二
五

・
二
〇
〇
d
)

⑤

『同
前
』
巻

一

(二
〇
〇
d
)、
注
㈲
参
照

㈲
上
堂
。
本
自
無
瘡
。
勿
傷
之
也
。
然
錐
如
是
。
不
因

一
事
。
不

長

一
智
。
参
。
『同
前
』
巻

一

(二
〇
三
d
)

ω

(好
州
法
華
山
証
道
禅
院
)
開
堂
日
。

拮
香
祝
聖
罷
。
乃
云
。

宗
乗

一
挙
。
早
落
二
三
。
古
路
坦
然
。
行

人
自
昧
。
移
身
換
歩
。

到
者
方
知
。
今
日
還
有
到
者
慶
。
試
出
来
看
。

(問
答
略
)
師
乃

云
。
昔
日
霊
山
会
上
。
世
尊
拮
花
。
迦
葉
微
笑
。
世
尊
道
。
吾

正
法
眼
蔵
。
分
付
摩
詞
大
迦
葉
。
次
第
流
伝
。
無
令
断
絶
。
至

干
今
日
。
大
衆
。
若
是
正
法
眼
蔵
。
釈
迦
老
子
自
無
分
。
将
箇

什
慶
分
付
。
将
什
麿
流
伝
。
何
謂
如
此
。
況
諸
人
分
上
。
各

々

自
有
正
法
眼
蔵
。
毎
日
起
来
。
是
是
非
非
。
分
南
分
北
。
種
々

施
為
。
尽
是
正
法
眼
蔵
之
光
影
。
此
眼
開
時
。
乾
坤
大
地
。
日

月
星
辰
。
森
羅
万
象
。
只
在
面
前
。
不
見
有
毫
贅
之
相
。
此
眼

未
開
時
。
尽
在
諸
人
眼
晴
裏
。
今
日
巳
開
者
。
不
在
此
限
。
有

未
開
者
。
山
僧
不
惜
手
。
為
諸
人
開
此

法
眼
蔵
看
。
乃
挙
手
竪

両
指
云
。
看
看
。
若
見
得
去
。
事
同

一
家
。
若
也
未
然
。
山
僧

不
免
重
説
偶
言
。
諸
人
法
眼
蔵
。
千
聖
莫

能
当
。
為
君
通

一
線
。

光
輝
満
大
唐
。
須
彌
走
入
海
。
六
月
降

厳
霜
。
法
華
錐
慈
塵
道
。

無
句
得
商
量
。
大
衆
。
既
満
口
道
了
。
為

什
麿
却
無
句
得
商
量
。

乃
喝

一
喝
云
。
分
身
両
処
看
。

『同
前
』
巻

一

(
二
〇
五
b
)

⑧
上
堂
。
良
久
云
。
早
是
為
蛇
画
足
了
也
。
下
座
。
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『
同
前
』
巻

一

(二
〇
六

c
)

⑨

『
同
前
』
巻

一

(二
〇
〇
d
)
、
注
㈲
参
照

㈲
師

(岱
州
興
化
禅
院
)
開
堂
日
。
祝
聖
白
槌
罷
。
乃
云
。
便
想

慶
散
去
。
祖
焔
高
輝

了
也
。
若
也
未
然
。
不
免
平
高
就
下
。
所

以
道
。
吾
大
聖
人
之
道
。
不
在
有
言
。
不
在
無
言
。
不
関
有
言
。

不
関
無
言
。
只
者
箇
。
赫
然
独
耀
。
週
出
古
今
。
寄
古
今
間
。

応
時
而
作
。
今
日
還
有
知
時
之
士
歴
。
出
来
与
興
化
相
見
。

(問

答

略
)
師
乃
云
。
達
磨
大
師
。
初
来
此
土
時
。
未
有
人
相
委
。

於
少
林
寺
。
端
然
宴
坐
。
凡
経
九
年
。

一
日
二
祖
立
雪
斉
腰
。

達

磨
日
。
汝
当
何
来
。
二
祖
云
。
請
師
安
心
。
達
磨
日
。
汝
将

心
来
。
為
汝
安
心
。
二
祖
良
久
対
日
。
覚
心
了
不
可
得
。
達
磨

日
。
与
汝
安
心
尭
。
大
衆
且
道
。
什
塵
処
是
達
磨
為

二
祖
安
心

処
。
若
言
覚
心
了
不
可
得
。
無

一
法
可
当
情
処
。
是
為
他
安
心

処
。
祇
如
悪
慶
道
底
消
息
。
従
什
腰
処
来
。
若
言
急
麿
道
底
。

是
為
他
安
心
処
。
不
見
道
。
意
為
大
患
。
理
為
大
障
。
直
得
意

理
掃
尽
。
諮
然
便
是
本
郷
。
山
僧
有
頒
云
。
終
始
覚
心
無
可
得
。

蓼

々
不
見
少
林
人
。
満
庭
旧
雪
重
知
冷
。
鼻
孔
依
前
搭
上
唇
。

正
当
任
心塵
時
。
乾
坤
大
地
。
都
是
箇
解
脱
門
。
釈
迦
老
子
。
向

者
裏
無
措
手
分
。

一
大
蔵
教
。
祇
下
得
箇
注
脚
。
然
後
移
身
換

歩
。
応
物
投
機
。
却
能
流
出

一
大
蔵
教
。
所
以
道
。
善
言
言
者
。

言
所
不
能
言
。
善
跡
跡
者
。
跡
所
不
能
跡

。
要
放
行
也
。
万
卉

常
春
。
要
把
定
也
。
大
地
無
塵
。
然
錐
如
是
。
未
称
柄
僧
家
風
。

且
道
如
何
是
柄
僧
家
風
。
良
久
云
。
千
峰
勢
到
岳
辺
止
。
万
派

声
帰
海
上
消
。

『白
雲
守
端
禅
師
広
録
』
巻

二

(Z
二

・
二
五

・
二
〇
九

c
)

⑪
上
堂
云
。
大
道
只
在
目
前
。
要
且
目
前
難
観
。
欲
識
大
道
真
体
。

不
離
声
色
言
語
。
拮
起
柱
杖
云
。
者
箇
是
柱
杖
子
。
阿
那
箇
是

大
道
真
体
。
将
箇
什
麿
識
想
。
爾
者

一
隊
漆
桶
。
膓
月
三
十
日
。

只
認
得
騙
鞍
橋
。
作
阿
爺
下
頷
。
乃
喝
云
。
去
。

『同
前
』
巻
二

⑫

『同
前
』
巻

一

〇3

『同
前
』
巻

一

Gの

『同
前
』
巻

一

⑮

『同
前
』
巻

一

㈲

『
同
前
』
巻

一

⑰

『同
前
』
巻

一

働

『同
前
』
巻

一

⑲

『
同
前
』
巻
二

(
二

一
四

c
)

(
二

〇

五

b

)

(
二

〇

五

b

)

(
二

〇

〇

d

)

(
二

〇

〇

d

)

(
二
〇

〇

d

)

(
二
〇

〇

d

)

(
二
〇

五

b

)

(
二
〇

九

c
)

注
⑦
参
照

注
の
参
照

注
ω
参
照

注
ω
参
照

注
ω
参
照

注
㈲
参
照

注
⑦
参
照

注
⑳
参
照
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⑳

『
同
前
』
巻

一

(
二
〇
〇
d
)
注
ω
参
照

⑳
上
堂
。
拮
起
柱
杖
云
。
若
向
者
裏
会
得
。
雪
上
加
霜
。
若
也
未

然
但
得
雪
消
去
。
自
然
春
到
来
。
卓
柱
杖

一
下
。

『
同
前
』
巻

一

(
二
〇
二
d
)

⑳
洛
浦
和
尚
云
。

一
塵
纏
起
大
地
全
収
。

一
毛
頭
師
子
全
身
総
是

爾
。

『雲
門
匡
真
禅
師
広
録
』
巻
上

(T
四
七

・
五
四
七

a
)

㈱
師
有
時
拮
柱
杖
打
床

一
下
云
。

一
切
声
是
仏
声
。

一
切
色
是
仏

色
。
爾
把
鉢
孟
瞳
飯
時
有
箇
鉢
孟
見
。
行
時
有
箇
行
見
。
坐
時

有
箇
坐
見
。
者
般
底
作
与
慶
去
就
。
把
棒

一
時
　
散
。

『雲
門
広
録
』
巻
中

(T
四
七

・
五
五
五

c
)

図

『雲
門
広
録
』
巻
中

(T
四
七

・
五
五
五

c
)
参
照
注
㈱

㈱
上
堂
云
。
若
端
的
得

一
回
汗
出
来
。
也
向

一
茎
艸
上
便
現
慶
楼

玉
殿
。
若
未
端
的
得

一
回
汗
出
。
縦
有

玉
殿
現
楼
。
却
被

一
茎

艸
蓋
却
。
且
道
作
慶
生
得
汗
出
去
。
良
久
云
。
自
有

一
双
窮
相

手
。
不
曽
容
易
舞
三
台
。

『白
雲
守
端
禅
師
広
録
』
巻
二

(Z
二

・
二
五

・
二

一
一
d
)

㈱
上
堂
云
。
古
人
留
下

一
言
半
句
。
未
透
時
。
撞
著
鉄
壁
相
似
。

忽
然

一
日
観
得
透
後
。
方
知
自
己
自
是
鉄
壁
。
且
道
如
今
作
麿

生
透
。
乃
云
。
鉄
壁
鉄
壁
。

『
同
前
』
巻
二

(
二

=

一b
)

⑳
上
堂
。
良
久
。
却
顧
視
大
衆
云
。
只
者
箇
。
能
有
幾
人
跳
得
出
。

若
跳
不
出
。
不
道
爾
不
知
。
争
奈
身
随

影
転
。
若
跳
得
出
。
早

知
灯
是
火
。
飯
熟
也
多
時
。
参
。
下
座

。

『
同
前
』
巻

一

(二
〇
四
b
)

㈱
上
堂
云
。
少

一
滴
不
得
。
剰

一
滴
不
得
。
且
道
什
麿
人
分
上
事
。

良
久
云
。
日
日
日
東
上
。
夜
夜
月
西
流
。

『同
前
』
巻
二

(
二

一
四
d
)

⑳
因
嗣
者
点
茶
上
堂
云
。
拮
花
付
嘱
。
土
上
加
泥
。
断
腎
安
心
。

水
中
捉
月
。
且
道
作
麿
生
得
此
豚
。
到
今
目
不
墜
。
良
久
云
。

青
仙
不
鎖
長
飛
勢
。
槍
海
合
知
来
処
高
。

『同
前
』
巻
二

(
一=

O

a
)

⑳

『同
前
』
巻
二

(
二
〇
九

c
)
、
注
⑩
参
照

⑳
上
堂
云
。
釈
迦
老
子
有
四
弘
誓
願
。
煩
悩
無
辺
誓
願
断
。
法
門

無
辺
誓
願
学
。
衆
生
無
辺
誓
願
度
。
無
上
菩
提
誓
願
成
。
法
華

亦
有
四
弘
誓
願
。
飢
来
要
喫
飯
。
寒
到
即
添
衣
。
困
時
伸
脚
睡
。

熱
処
要
風
吹
。

『同
前
』
巻

一

(二
〇
六

a
)

㈱
上
堂
云
。
有
時
碓
紫
生
花
。
有
時
仏
面
百
醜
。
李
公
酔
倒
街
頭
。

自
是
張
公
喫
酒
。
灯
籠
織
断
眉
頭
。
露
柱
呵
々
拍
手
。

『同
前
』
巻

一

(
二
〇
八
d
)
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㈹

『
同
前
』
巻

二

(一
=

一
d
)
、
注
㈱
参
照

Gの
上
堂
云
。
解
接
無
根
樹
。
能
挑
海
底
灯
。
未
是
柄
僧
分
上
事
。

且
道
。
作
麿
生
是
柄
僧
分
上
事
。
良
久
云
。

一
日
両
度
鉢
孟
湿
。

『
同
前
』
巻

一

(
二
〇
六

a
)

㈲
上
堂
云
。
揚
眉
瞬
目
。
拮
槌
竪
払
。
弾
指
馨
咳
。
尽
是
擁
鈎
搭

索
。
且
道
。
海
会
今

日
還
免
過
也
無
。
乃
云
。
家
家
観
世
音
。

処

処
弥
陀
仏
。

『同
前
』
巻

二

(二

一
一
b
)

㈹
上
堂
云
。
弾
指
馨
咳
。
揚
眉
瞬
目
。
無
不
是
這
箇
。
古
人
為
什

慶
却
道
。
万
古
碧
潭
空
界
月
。
再
三
携
摘
始
応
知
。
要
会
慶
。

九
九
八
十
八
。

『同
前
』
巻
二

(
二

一
二
b
)

⑳

一
日
云
。
有
所
説
野
干
鳴
。
無
所
説
師
子
吼
。
我
与
慶
是
野
干

鳴
。
作
腰
生
是
獅
子
吼
。
代
云
。
九
九
八
十

一
。

『
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
』
巻
中

(T
四
七

・
五
六
七

a
)

㈱
問
如
何
是
最
初

一
句
。
師
云
。
九
九
八
十

一
。

『
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
』
巻
上

(T
四
七

・
五
四
六

c
)

㈲
問
如
何
是
向
上

一
路
。
師
云
。
九
九
八
十

一
。

『
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
』
巻
上

(T
四
七

・
五
四
五

c
)

㈹
問
如
何
是
途
中
受
用
。
師
云
。
七
九
六
十
三
。

『
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
』
巻
上

(
T
四
七

・
五
四
九

c
)

㈹
上
堂
。
僧
問
。
如
何
是
仏
。
師
云
鍵
湯
無
冷
処
。
如
何
是
仏
法

大
意
。
師
云
水
底
按
萌
藍
。
如
何
是
祖
師

西
来
意
。
師
云
烏
飛

兎
走
。
乃
云
。
江
月
照
松
風
吹
。
到
者
裏
。
還
有
不
漏
網
者
慶
。

良
久
云
。
皇
天
無
親
。

『白
雲
守
端
禅
師
広
録
』
巻

一

(Z
二

・
二
五

・
二
〇
四

c
)

㈹
上
堂
云
。
古
者
道
。
上
士
聞
道
勤
而
行
之

。
中
士
聞
道
。
如
存

如
亡
。
下
士
聞
道
。
大
笑
之
。
大
衆
。
若

約
柄
僧
門
下
。
却
許

他
大
笑
底
。
有
些
些
骨
気
。
何
謂
如
比
。
衆
眼
難
護
。

『同
前
』
巻

一

(二
〇

二
b
)

㈹

『同
前
』
巻

二

(二
〇
九

c
)
、
注
⑩
参
照

㈹
現
成
公
案
。
不
隔

一
糸
毫
。
普
天
匝
地
。
是

一
箇
大
解
脱
門
。

『園
悟
仏
果
禅
師
語
録
』
巻
十
二

(T
五
七

・
七
六
九

a
)

㈲
白
雲
端
禅
師
語
五
祖
演

日
。
有
数
禅
客
自
盧
山
来
。
有
皆
悟
入

処
。
教
伊
説
亦
得
有
来
由
。
挙
因
縁
問
伊
亦
明
得
。
教
伊
下
語

亦
下
得
。
祇
是
未
在
。

『
葛
藤
集
』
巻
下

㈲
上
堂
云
。
文
字

一
般
様
。
語
話

一
般
様
。
声
勢

一
般
。
理
趣

一

般
。
為
什
麿
却
道
。
他
未
在
。
乃
云
。
只
為
鼻
孔
大
頭
向
下
。

『白
雲
守
端
禅
師
広
録
』
巻

二

(Z
二

・
二
五

二

=

四
d
)

㈲
上
堂
云
。
去
去
実
不
去
。
途
中
好
善
為
。
来
来
実
不
来
。
路
上
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莫
魑
危
。
古
人
急
麿
道
。
法
華
即
不
然
。
去
時
乗
興
去
。
回
時

乗
興
回
。
与
君
重
叙
話
。
鼻
孔
大
頭
垂
。

『
同
前
』
巻

一

(
二
〇
七

c
)

㈹
到
五
祖
陞
座
云
。
昔
年
暫
憩
。
今
日
重
過
。
日
月
如
流
。
将
経

二
載
。
且
道
。
不
隔
関
底
有
道
理
。
諸
仁
者
。
高
宴
白
蓮
峰
下
。

病

里
深
隠
法
華
山
中
。
相
去

一
日
程
。
作
塵
生
説
箇
隔
閾
底
道

理
。
夜
々
抱
仏
眠
。
朝
々
還
共
起
。
起
坐
鎮
相
随
。
如
身
影
相

似
。
若
急
慶
。
正
道
著
第

二
頭
底
。
未
道
著
正
定
頭
底
。
且
道

作
麿
生
道
。
乃
云
。
宇
宙
荘
々
人
不
識
。
依
然
鼻
孔
大
頭
垂
。

『同
前
』
巻

一

(二
〇
七
d
)

㈲
上
堂
云
。
尋
常
向
爾
道
未
在
。
也
無
別
意
。
只
是
要
諸
人
喫
粥

喫
飯
。
須
是
自
家
拮
匙
放
筋
便
得
飽
。
若
取
別
人
弁
。
只
是
虚

飽
。
膓
月
三
+
日
。
嘉
得

一
場
乾
嚥
唾
。
然
雌
如
是
。
莫
教
忘

却

口
。

『
同
前
』
巻

一

(
二

一
〇
b
)

60
白
雲
守
端
禅
師
法
嗣
五
祖
法
演
禅
師
。
…
謁
浮
山
円
鑑
禅
師
。

鑑
挙
如
来
有
密
語
迦
葉
不
覆
蔵
令
究
之
及
期
。

一
日
謂
日
。
子

来
何
晩
吾
老
夷
。
恐
虚
度
子
光
陰
。
可
往
依
白
雲
。
此
老
錐
後

生
吾
未
識
面
。
但
見
渠
頬
臨
済

三
頓
棒
話
。
有
過
人
処
。
必
能

了
子
大
事
。
師
潜
然
礼
辞
。
至
白
雲
遂
挙
僧
問
南
泉
摩
尼
珠
話

請
問
。
雲
叱
之
。
師
領
悟
。
献
投
機
偶
日
。
山
前

一
片
閑
田
地
。

叉
手
丁
寧
問
祖
翁
。
幾
度
売
来
還
自
買
。

為
憐
松
竹
引
清
風
。

雲
特
印
可
令
掌
磨
事
。
未
幾
雲
至
語
師

日
。
爾
知

一
件
事
麿
。

云
不
知
。
日
近
日
有
数
禅
客
。
自
鷹
山
来
。
皆
有
悟
入
処
。
教

伊
説
亦
説
得
有
来
由
。
挙
因
縁
問
伊
亦

明
得
。
教
伊
下
語
亦
下

得
。
只
是
未
在
。
師
聞
愕
胎
日
。
既
悟

了
説
亦
説
得
。
明
亦
明

得
。
如
何
却
未
在
。
狐
疑
七
日
。
忽
傷

息
洞
然
昭
徹
日
。
元
来

慈
塵
地
。
其
胸
中
珍
惜
。
到
此
尽
去
走

見
白
雲
。
雲
為
手
舞
足

踏
。
師
亦

一
笑
而
已
。

『嘉
泰
普
灯
録
』
巻
入

(Z
二

・
乙
十

・
六
七

c
)

⑳
未
幾
雲
至
語
師
日
。
有
数
禅
客
。
自
盧
山
来
。
皆
有
悟
入
処
。

教
伊
説
亦
説
得
有
来
由
。
挙
因
縁
問
伊
亦
明
得
。
教
伊
下
語
亦

下
得
。
祇
是
未
在
。
師
於
是
大
疑
私
自
計
日
。
既
悟
了
説
亦
説

得
。
明
亦
明
得
。
如
何
却
未
在
。
遂
参
究
累
日
。
忽
然
省
悟
。

従
前
宝
惜

一
時
放
下
。
走
見
白
雲
。
雲

為
手
舞
足
踏
。
師
亦

一

笑
而
巳
。
師
後
日
。
吾
因
菰

一
身
出
白
汗
。
便
明
得
下
載
清
風
。

『五
灯
会
元
』
巻
十
九

(Z
二

・
乙
十

・
三
六
五
b
)

働
上
堂
。
挙
先
師
在
白
雲
会
中
作
磨
頭
。

一
日
端
師
翁
下
来
日
。

爾
還
知

一
件
事
慶
。
先
師
日
。
不
知
。
師
翁
日
。
近
有
数
禅
客
。
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自

盧
山
来
。
問
他
皆
有
悟
入
処
。
教
伊
説
亦
説
得
有
来
由
。
挙

因
縁
向
伊
亦
明
得
。
教
下
語
亦
下
得
。
端
師
翁
良
久
謂
先
師
日
。

磨

頭
祇
是
未
在
。
爾
道
如
何
。
先
師
聞
了
心
下
不
安
。
得
七
目

七
夜
。
不
成
腸
肚
。
正
中
心
下
。
乃
自
思
惟
日
。
既
悟
了
説
亦

説
得
。
明
亦
明
得
。
如
何
却
未
在
。
忽
然
中
夜
方
会
得
。
従
前

宝
惜

一
時
放
下
。
遂
白
端
師
翁
。
師
翁
起
来
。
手
舞
足
踏
。
某

曽
侍
奉
先
師
。
聞
先
師
挙
此
因
縁
謂
某
日
。
参
学
須
是

一
時
放

下
方
得
安
楽
。
大
衆
。
還
見
得
否
。
放
得
下
好
洒
脱
。
放
不
下

牛
曳
杷
。
堪
笑
諸
方
老
古
錐
。
打
鼓
説
禅
無
尾
杷
。
無
尾
杷
不

驚
伯
。
不
驚
伯
可
嵯
冴
。
解
踏
毘
盧
頂
上
行
。
不
言
亦
自
伝
天

下
。
好
大
寄
。

『
古
尊
宿
語
録
』
巻

二
九

「仏
眼
和
尚
語
録
」

(Z
2

・
23

・
二

六
九
d
)

㈹
上
堂
。
挙
僧
報
趙
州
和
尚
。
大
王
来
看
和
尚
。
趙
州
云
。
大
王

万
福
。
僧
云
。
大
王
未
来
。
趙
州
云
。
又
道
大
王
来
也
。
其
僧

岡
措
。
師
云
。
其
僧
錐
然
岡
措
。
争
奈
王
令
巳
行
。
王
令
已
行
。

即
海
曇
河
清
。
且
道
海
嬰
河
清

一
句
作
慶
生
道
。
野
老
不
知
尭

舜
力
。
馨
蒙
打
鼓
祭
江
神
。

『
白
雲
守
端
禅
師
広
録
』
巻
二

(Z
二

・
二
五

・
二

一
四

a
)

㈹
上
堂
。
衆
集
定
。
乃
云
。
大
衆
会
麿
。

瑚
枕
上
両
行
涙
。
半
是
思
君
半
恨
君
。

『同
前
』
巻

一

(
二
〇
三
b
)

以

04

杖

卓

一
下

云

。

珊

下

座

。


