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鈴
木
大
拙

「若
き
思

い
出
」
に
附
す

そ
の
1

大
拙
の
歩
み
方

鈴

木

昭

明

大
拙
に
於
け
る
目
本
近
代
を
考
え
る
時
、
私
は
作
家
の
埴
谷
雄
高
の
述
べ
た
歴
史
観
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ

は
、
い
わ
ゆ
る
弁
証
法

的

で
も
な
く
、
ま
た
実
存
的

で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
で
も
な
く
、
さ
ら
に
初
期
イ
ン
ド
仏
教
や
中
国
仏
教
か
ら
く
る
史
観
で
も
な
い
。

「例

え
ば
螺
旋
階
段
の
様
な
」
歴
史
観
で
あ
る
。
横
か
ら
見
れ
ば
或
る
方
向
に
廻
り
な
が
ら
進
み
な
が
ら
、
上
か
ら
見
る
と
単
な
る
円
で
し
か

な

い
螺
旋
、
そ
れ
が
大
拙
の

一
生
で
あ

っ
た
様
に
も
、
ま
た
思
考
方
法
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
の
影
響
が
多
分

に
あ

っ
た
埴
谷
に
と

っ
て
は
共
産
主
義
社
会
に
駆
登
る
方
向
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
ず
、

一
方
、
大
拙

の
方
向
は

一
体
何
で
あ

っ
た
か
は
今

日
に
於

い
て
も
大
き
な
問
題
に
な
る
が
、
こ
こ
で
大
切
な

の
は
大
拙
の
円
環
で
あ
り
、
そ
し
て
大
拙
の
ま
ず
最
初
の
円
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ

の

2

"
国
霞

ξ

]≦
Φ
日

o
ユ
o
ω
"

の
意

味

私
は
そ
の
最
初
の
円
を

①
明
治
最
初
期
、
大
拙
若
年
の
時
の
父
の
死
か
ら
始
ま
る
金
沢
で
の
貧
困
の
中
で
は
ぐ
く
ま
れ
た
感
性

②

鎌
倉
円
覚
寺
で
の
禅
修
業

③
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
西
洋
で
の
十
数
年

の
生
活

の
三
段
階
で
理
解

で
き
る
と
考
え
る
。
換
言
す
れ



ば
、
禅
体
験
を
主
体
的
に
把
握
し
、
異
文
化
の
中
で
生
き
た
大
拙
の
青
春

の
時
が
す
べ
て
の
基

・
円
で
あ
り
、
そ
の
後
は
そ
れ
を
円
環
と

し
て
ひ
た
す
ら
昇

っ
た
連
続
と
し
て
、
私
は
大
拙
の
生
涯
を
捉
え
て
い
る
。

私
が

"国
鋤
二
団
冨
①ヨ
o
江
①ω
"
の
拙
訳
を
試
み
た
も
の
、
こ
の
理
由
か
ら
で
も
あ
る
。
自
ら
を
語
る
こ
と
が
嫌

い
で
あ

っ
た
大
拙
の
自
叙

傳
と
し
て
は
、
全
集
第
三
十

二
巻

の

『也
風
流
庵
自
傳
』
『私
の
履
歴
書
』
の
他
、
数
篇
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と

"国
霞
牙
竃
①日
o
ユ
①
ω"
を

比
較
す
る
と
、
後
者
は
率
直
に
い
っ
て
重
複
す
る
部
分
も
多
く
未
完

の
も
の
に
近

い
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
本
は
、
鎌
倉
で
の
最
後
の
接

心
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
で
の
最
終
的
な
悟
り
を
語
り
、
し
か
も

「最
初
の
体
験
、
正
に
そ
れ
こ
そ
が
、
最
も
大
切
な
も

の
な
の
で
す
。
」
で
自

傳
を
終
え
た
そ
こ
に
こ
の
本

の
意
味
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
所
か
ら
、
大
拙
は
こ
の
自
傳
を
青
春

の
完
結
と
し

て
良

い
意
味
で
、
投
げ
上
げ
た
と
思
う
。

そ
の
3

大
拙
文
書
の
翻
訳
の
注
意
点
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大
拙
の
英
文
著
作
を
翻
訳
す
る
際
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
大
拙
の
日
本
文
体

で
訳
す
こ
と
が
可
能
か
?

更
に
い
え
ば
、
自
傳
を
大
拙
の
肉
声
で
訳
せ
る
か
?

と
い
う
点
で
あ
る
。
翻
訳
と
は
単
に
他
の
言
語
に
置
き
変
え
る
こ
と
で
な
い
の

は
自
明
で
あ
る
が
、
大
拙

の
目
本
人
性
と
世
界
人
性

の
交
叉
の
複
雑
さ
は
大
拙
英
文
著
作
を
訳
す
時
に
も
現
わ
れ
る

こ
と
を
先
ず
確
認
し

て
置
き
た
い
。
私
の
訳
は
己
れ
の
語
学
力
の
拙
さ
か
ら
大
拙
の
肉
声
を
描
く
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
が
、
大
拙
を
直
接
知
る
方
々
の
助
力

を
得

て
英
文
著
作
を
翻
訳
す
る
大
切
な
時
期
に
今
日
き
て
い
る
の
で
は
?

と
考
え
て
い
る
。

残
り
の

一
つ
は
、
彼
の
英
文
著
作
は
大
拙
が
直
接
書
い
た
作
品
で
あ
る
か
、
ま
た
は
大
拙

の
口
述
を
も
と
に
し
て
他
者
が
が
英
訳
し
た

か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
勿
論
、
最
終
的
に
大
拙
が
校
閲
し
て
い
る
の
だ
が
、
作
品
に
於
け
る
文
体
は
微
妙
に
違

っ
て
く
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
本
が
出
版
に
及
ぶ
状
況
と
そ
の
後
の
流
れ
を
概
括
し
て
お
く
。
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そ
の
4

発
刊
後
の
推
移
と
著
述
背
景

私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
著
作
は
四
回
に
渉
り
、
三
社
に
よ

っ
て
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
小
論
の
た
め
に
独
自

で
は
掲
載
さ
れ
な
か

っ

た

が
、
大
拙
の
個
人
を
知
る
上
で
の
入
門
書
と
し
て
適
し
て
い
た
の
で
な

い
か
と
思
う
。

こ

の
邦

訳

は

》

N
Φ
昌

い
龍
Φ

"
∪
き

ω
二
N
自
臨

U
Φ
日

①
8

げ
興

Φ
自
.
Z
霜

図
○
時

諺
昌
自
↓
o
吋
く
o

こ

○
げ
昌

芝

Φ
簿
び
臼

三

一ζ

ロ
ρ
レ
㊤
Q。
①
の
中

の

冒
頭
に
載
せ
ら
れ
た

"国
p。二
矯
竃
Φ日
o
ユ
①ω
"
か
ら
訳
出
し
た
も
の
で
、
粗
訳
後
に
幸
福
に
も
こ
の
自
叙
伝
に
直
接
た
ず
さ
わ
れ
た
別
宮
美

穂

子

(旧
姓

・
岡
村
)
さ
ん
に
お
会
い
出
来

て
、
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
前
後
の
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
そ
し
て
美

穂
子
さ
ん
に
ま
ず
最
初

に
指
摘
さ
れ
た

の
は
、
私
が
訳
し
た

白
①
①
昏
興
三
ロ
社
版
以
前
に
こ
の
書
は

↓
げ
Φ
目
吋①
巳
巳
昌
ひq
o
h
匪
①
N
①口
じd
⊆
&

ゲ
一ω叶
ヨ
8

犀
』Z
Φ≦

網
o
時

…
d
巳
く
Φ
同ω一昌

しu
o
o
閃
ω
社
版
に
掲
載
さ
れ
、
こ
の
書
に
関
す
る
脚
注

の
冒
頭
部
分
を
読
ま
せ

て
い
た
だ
い
た
。
出
版
の
動
機
に
ふ
れ
る
大
切
な
部
分
な
の
で
、
ま
ず
訳
す
。

一
九
六
四
年
、
九
十
四
才
の
鈴
木
博
士
は
、
岡
村
美
穂
子
嬢
と
カ
ー
メ
ン

・
ブ
ラ

ッ
カ
ー
博
士

(】)
憎●()鋤
Hb日①
⇒
UU
一90
犀
O『)
が
博
士
に

く
り
返
し
イ
ン
タ
ビ

ユ
ー
し
て
取
材
し
た
覚
書
か
ら
、
こ
の
論
文
を
ま
と
め
る
事
を
許
可
さ
れ
ま
し
た
。
最
初
に
こ

の
論
は
、
『中
道
』
↓
ゴ
①

]≦
置
色
o
輔

錯

の

一
九
六
四
年
十

一
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
そ
し
て
、
ロ
ン
ド

ン
の

↓
ゴ
①
切
二
自
象
ω
什
ω
0
9
Φ
な

社
の
ク
リ
ス
マ
ス

.
ハ
ン
プ

レ
ー
ズ
社
長
の
寛
大
な
る
許
し
を
得
て
、

こ
こ
に
再
版
す
る
。

こ
の
論
文
は
、
鈴
木
博
士
の
多
く
の
著
作
の
な
か
で
も
独
自
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
博
士
が
若
か

っ
た
頃
を
話
し
て
欲
し
い

と

い
う
願
い
を
、
事
実
上
、
謙
虚
さ
が
ゆ
え
に
常
に
断
ら
れ
て
き
た
。
今
や
こ
の
論
文
に
よ

っ
て
、
博
士
が
私
達
に
伝
え
る
修
業
者

(ヨ
o
旨
犀
)

と

し
て
の
博
士
自
身

の
体
験
が
、
こ
の
本

(日
げ
o
↓
轟
巳
巳
ロ
伽q
o
眺
昏
Φ
N
Φづ
Uu
巳

住
ぼ
ω什
竃
o
昌
閃
)
を
理
解
す
る
う
え
で
、
新
し
い
鍵
を

い
し
ず
え

与
え
て
く
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
博
士
は
常
に
自
分
自
身
の
体
験
を
精
神
の
礎
と
し
て
、
著
作
に
励
ん
で
い
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
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こ
の
本
が
世
に
出
る
三
十
年
以
上
も
前
よ
り
、
鈴
木
博
士
は
仏
教
学
の
分
野
に
於

い
て
英
文
著
作
を

二
十
冊
以
上
も
出
版
さ
れ
て
き
た
。

今

こ
こ
で
、
博
士
自
ら
の
精
神
を

つ
く
し
た
体
験
か
ら
生
れ
出
た
博
士
の
学
問
を
、
私
達
は
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
だ
。
ー

出
版
者

こ
の
脚
注
に
よ

っ
て
、
ま
ず
最
初
に

国
餌
二
く
竃
①
目
o
昌
Φω
の
発
刊
の
推
移
が
わ
か
る
。
即
ち

↓
び
①
じU
⊆
◎
臼
ω
什
ω
o
o
δ
蔓

社

の
仏
教
雑
誌

『中
道
』
に
初
め
て
掲
載
さ
れ
、
そ
の
脚
注
で
は
不
明
だ
が
、
同
社
四
十
周
年
記
念
と
し
て
の
手
に
よ
り

↓
げ
①
固
9
α
o
{
N
Φ
旨
に

一
九
六

九
年

に
載
り

d
巳
く
①
『ω騨
く
ゆ
o
o
犀
ω
社
か
ら

芝

Φ讐
ゴ
Φ跨
巳

社

へ
と
時
と
共
に
発
表
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
小
論
の
自
伝

と
し
て
好
適
で
あ

っ
た
の
だ
が
、
こ
の
脚
注
に
あ
る
よ
う
に
大
拙
の

"
禅
体
験
"
を
知
る
好
著
で
あ
る
事
が
、
最
大

の
理
由
と
私
は
思
う
。

も
う

一
つ
判
明
す
る
の
が
、
こ
の
著
述
が
れ
な
さ
れ
た
経
過
背
景
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
に
美
穂
子
さ
ん
の
話
を
要
約
す
る

(((((

五 四 三 ニ ー
)))))

 

あ
え
て
箇
条
書
に
さ
せ
て
も
ら

っ
た
が
、

の
人
柄

の
す
べ
て
が
出
て
い
た
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
大
拙
生
前
に
発
表
さ
れ
た
。

ブ
ラ

ッ
カ
ー
さ
ん
と
彼
女
が
、
大
拙
に
質
問
し
な
が
ら
、
大
拙
が
語

っ
た
事
を
ま
と
め
た
。

ブ
ラ

ッ
カ
ー
さ
ん
が
主
体
と
な

っ
て
、
こ
の
本
を
ま
と
め
た
。

そ
の
ま
と
め
た
原
稿
を
、

二
人
で
校
正
し
て
、
大
拙
の
許
し
を
得

て
発
刊
し
た
。

ブ
ラ
ッ
カ
ー
さ
ん
は
彼
女
よ
り

一
回
り
年
上
の
女
性
の
英
国
人
で
、
日
本
思
想
研
究
者
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ヂ
な
ど
多
く
の
大
学
で
学
び
、
慶
応
大
学

で
は

「諭
吉
論
」
も
為
し
、
最
終
的
に
は

「山
伏
論
」
を
書
き
あ
げ

て
、
ご
健
在

で
、
今
で
も
日
本
に
再
々
こ
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
本
の
業
績
は
ブ
ラ

ッ
カ
ー
さ
ん
に
あ
る
。
」
と
満
面
に
笑
ま
れ
る
美
穂
子
さ
ん
に
、
そ
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若
き
思
い
出

"
国
餌
二
図

竃

①
ヨ

o
ほ
Φ
ω
"

鈴

木

鈴

木

大

拙

昭

明

(
訳
)

私
の
家
は
金
沢

(原
注
1
)
の
町
で
代
々
続

い
た
医
者
で
し
た
。
父
も
祖
父
も
、
そ
の
ま
た
曾
祖
父
も
皆
、
医
者

で
あ

っ
た

の
で
す
が
、

不
思
議
な
事
に
み
ん
な
若
く
し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
勿
論
、
そ
の
頃
の
こ
と
で
す
か
ら
、
若
死
す
る
事
は
そ
れ

ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は

な

い
の
で
す
が
、
昔
の
封
建
社
会
下
で
の
医
者
の
場
合
、
藩
主
か
ら
い
た
だ
く
俸
給
が
切
り
詰
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
不
運
な

こ
と

だ

っ
た

の
で
す
。
私
の
家
は
武
士
階
級

で
あ

っ
た
の
で
す
が
、
父
の
代
で
貧
し
く
な

っ
て
お
り
ま
し
た
し
、
私
が
六
才

の
時
に
父
が
亡
く

な

っ
た
後
、
私
ど
も
家
族
は
、
封
建
社
会
終
焉
後
の
武
土
階
級

の
没
落
か
ら
く
る
多
大
な
経
済
困
難
に
よ

っ
て
更

に
貧
し
く
な

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

そ
の
当
時
は
、
父
親
を
亡
く
す
こ
と
は
、
多
分
、
今
目
と
比
べ
て
、
も

っ
と
大
き
な
痛
手
で
し
た
。
と
言
い
ま
す

の
は
、
そ
の
頃
は

一

家

の
長
た
る
父
親
に
、
子
供
の
教
育
や
、
将
来
の
生
活
の
道
を
見
い
だ
す
よ
う
な
、
人
生

の
大
切
な
岐
路
を
選
ぶ
事
を
多
く
委
ね
て
い
た

か
ら
で
す
。
私
が
早
く
父
を
亡
く
し
た
事
と
、
更
に
十
七
、
八
才

の
頃
に
続

い
た
不
幸
の
数

々
が
、
私
の
宿
命
を
考
え
さ
せ
る
き

っ
か
け

と
な

っ
た
の
で
し
た
。

「ど
う
し
て
私
は
こ
ん
な
に
早
く
人
生
の
出
発
点
で
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
不
利
な
立
場
か
ら
歩
み
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ

の
か
?
」
と
思

っ
た
も

の
で
す
。
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そ

こ
で
私
の
思
い
は
、
哲
学
や
宗
教
に
向
か

っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
家
は
臨
済
宗
で
し
た
の
で
、
私
に
ふ
り
か
か
る
問
題
の
答
を

求
め

て
、
禅
に
向
う
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
だ

っ
た
と
い
え
ま
す
。
私
ど
も
家
族
が
帰
依
し
て
い
た
或
る
臨
済
宗

の
寺

(そ
こ
は
金
沢
で

も

一
番
小
さ
な
臨
済
の
寺
で
し
た
が
)
に
行

っ
て
、
そ
こ
の
お
坊
さ
ん
に
禅
に

つ
い
て
尋
ね
た
思

い
出
が
あ
り
ま
す

。
し
か
し
、
当
時
の

日
本
中
の
寺

の
禅
僧
の
多
く
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
そ
の
寺
の
お
坊
さ
ん
も
余
り
禅
を
知

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
、
『碧
巌
録
』

(原
注
2
)
す
ら
全
く
読
ん
で
い
な
い
状
態

で
、
私
の
相
見
は
長
続
き
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
よ
く
同
年
輩
の
学
生
達
と
哲
学
や
宗
教
に
つ
い
て
議
論
し
た
も
の
で
す
が
、
思
い
出
し
て
み
ま
す
と
、
そ
の
頃
い
つ
も
私
を
悩
ま

し
て
い
た

の
は
、
「
い
っ
た
い
何
が
雨
を
も
た
ら
す
の
か
?

何
故
、
雨
は
降
る
必
然
性
が
あ
る
の
か
?
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
今
振
り

か
え

っ
て
み
ま
す
と
、
私
に
は
キ
リ

ス
ト
教

の
教
え
で
あ
る

"
正
し
き
者
に
も
、
正
し
か
ら
ざ
る
者
に
も
、
共
に
降

る
雨
"
に
似
か
よ

っ

た
何
か
が
、
私
の
心
の
う
ち
に
あ

っ
た
事
が
解
り
ま
す
。
そ
の
当
時
偶
然
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教

の
宣
教
師
と
数
回
出
会
う
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
十
五
才
の
頃
、
金
沢
に
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス

・
チ
ャ
ー
チ

(原
注
3
)
か
ら
来
ら
れ
た

一
人
の
宣
教
師
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
記
憶

わ

と
じ

で
は
、
そ
の
方
は
私
に
和
綴
の
旧
約
聖
書

・
創
世
記
の
和
訳
複
写
本
を
く
れ
、
「家
に
帰

っ
て
読
ん
で
み
な
さ

い
」
と

い
わ
れ
ま
し
た
。
そ

こ
で
読
ん
で
み
ま
し
た
が
、
全
く
理
解
で
き
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
故
な
ら
、
ま
ず
最
初
か
ら
神
が
存
在
し

て
い
た
か
ら
で
す
。

「そ

の
上
で
し
か
し
、
ど
う
し
て
神
は
、
こ
の
世
界
を
創
造
し
得
る
の
か
?
」
、
こ
れ
が
私
を
途
方
に
暮
れ
さ
せ
た
の
で
し
た
。

し
き

同
じ
年
に
、

一
人
の
友
人
が
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
改
宗
し
ま
し
た
。
彼
は
私
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
こ
と
を
願

っ
たて
、
頻
り
に
洗
礼

を
受
け
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し

「キ
リ
ス
ト
教

の
真
理
を
確
信
す
る
ま
で
は
、
洗
礼
を
う
け
な
い
」
と
私
は
彼
に
言
い
ま
し
た
。

私
に
は
、
"
何
故
、
神
は
、
こ
の
世
を
創
造
し
た
か
?
"
と

い
う
問
題
が
謎
と
し
て
、
な
お
在

っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
他

の
宣
教
師

(こ

の
時
は
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
人
で
し
た
が
)
の
所
に
行

っ
て
、
同
じ
質
問
を
し
ま
し
た
。
そ
の
人
は

「万
物
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
こ

み
ず
か

の
世
は
創
世
主
が
必
要
な

の
だ
」
と
言
う
の
で
す
。
そ
こ
で

「誰
が
神
を
創

っ
た
の
だ
?
」
と
尋
ね
る
と
、
「神
が
自
ら
を
創

っ
た
」
と
彼

は
答
え
ま
し
た
。
私
に
と

っ
て

"
彼
は
創
世
主
で
は
な

い
!
"
の
で
す
。
私
に
は
と
う
て
い
納
得
で
き
る
答
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
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こ
の
事
が
常
に
繰
返
さ
れ
る
疑
問
と
な
り
、
私
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
障
害
物
と
し
て
あ
る
の
で
す
。

た
ば

そ
う

い
え
ば
、
こ
の
こ
と
で
も
う

一ト
つ
思
い
出
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
宣
教
師
は
い
つ
も
大
き
な
鍵
の
束
を
持
ち
歩
い
て
い
て
、

そ
れ

が
私
に
は
お
か
し
く
映

っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
当
時
、
日
本
で
は
何

で
も
か
ん
で
も
鍵
を
か
け
る
な
ん
て
事
は
し
な
か

っ
た
も
の

で
、
こ
の
人
が
そ
ん
な
に
沢
山
の
鍵
を
持

っ
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
、

「ど
う
し
て
、
そ
れ
程
多
く
鍵
を
か
け
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
?
」

と
不
思
議
で
し
た
。

そ

の
頃
、
新
任
の
先
生

(訳
注
1
)
が
、
私
の
学
校
に
や

っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
数
学
を
担
当
さ
れ
、
そ
の
教
え
方
が
上
手
な
も
の
で

し
た

の
で

先
生
の
指
導
で
私
で
も
数
学
に
興
味
が
わ

い
た
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
て
、
先
生
は
禅
に
と

て
も
関
心
が
あ
り
、
そ

の
当
時
の
す
ば
ら
し
い
師
家
だ

っ
た
洪
川
老
師

(原
注
4
)
の
下
で
参
禅
し
た
人
で
し
た
。
先
生
は
生
徒
に
禅
に
興
味
を
も
た
せ
よ
う
と

努
力
さ
れ
、
白
隠
禅
師

の

『遠
羅
天
釜
』

(原
注
5
)
の
複
写
を
印
刷
し
て
、
生
徒
に
配
り
ま
し
た
。
私
に
は
、
そ
の
本
が
ほ
と
ん
ど
理
解

で
き
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
な
に
か
と
て
も
興
味
が
湧
い
て
、
も

っ
と
知
り
た
く
な

っ
た
の
で
、
越
中

の
高
岡
の
近
く
の
国
泰
寺
に
居
ら

れ
た

雪
門
老
師

(訳
者
注
2
)
を
訪
れ
よ
う
と
決
意
し
た
の
で
す
。
そ
の
寺
が
高
岡
の
近
く
の
ど
こ
か
に
あ
る
ら

し
い
位
は
知

っ
て
い
た

が
、

ほ
と
ん
ど
、
ど
う
や

っ
て
寺
に
い
け
る
の
か
分
か
ら
な

い
状
態
で
家
を
出
発
し
ま
し
た
。
五
、
六
人
位
で
い

っ
ぱ
い
に
な
る
古
い
乗

く

り

か

ら

合
馬
車
に
の
っ
て
、
山
々
の
間
を
ぬ
う
よ
う
に
し
て
倶
利
伽
羅
峠
を
越
え
て
行

っ
た
、
そ
の
旅
を
今

で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
道
も
馬
車
も

ひ
ど

い
も
の
で
、
頭
を
な
ん
度
も
天
井
に
ぶ

つ
け
た
も
の
で
し
た
。
高
岡
か
ら
残
り
の
寺

へ
の
道
は
、
多
分
、
歩
か
な
く
て
は
い
け
な
か

っ

た
と
思
い
ま
す
。

私
は
紹
介
状
な
し
で
行

っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
寺
の
僧
達
は
心
よ
く
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
私
に

「老
師

(原
注
6
)
は
留
守

だ
が
、
も
し
良
か

っ
た
ら
寺
に
入
っ
て
室
内

で
坐
禅
し
て
も
結
構

で
す
。
」
と
も
い

っ
て
く
れ
ま
し
た
。
僧
達
は
、
坐
り
方
や
、
息

の
吸
い

方
を
教
え
、
狭
い
部
屋
で
坐
禅
を
続
け
る
よ
う
に
告
げ

て
、
私
を

一
人
に
し
て
出
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
、
二
日
の
後
、
老
師
が

戻
ら
れ
、
相
見
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
勿
論
、
そ
の
頃
は
全
く
禅

の
こ
と
を
わ
か

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
"
参
禅
"
の
正
し
い
決
ま
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り
も
知
り
ま
せ
ん
。
た
だ

「老
師
の
所
に
い
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
の
で

『遠
羅
天
釜
』
の
複
写
を
に
ぎ
り
し
め

て
出
掛
け
ま
し
た
。

『遠
羅
天
釜
』

の
大
部
分
は
、
か
な
り
や
さ
し
い
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
文
中
に
は
私
に
は
理
解
で
き
な
い
難
し
い
禅
語

が
か
な
り
あ
り
ま
し
た
の
で
、
老
師
に
そ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
を
尋
ね
た

の
で
す
。
す
る
と
老
師
は
怒

っ
て
、
私

の
方
に
向
き
直

っ
て
、

こ
う

言
い
ま
し
た
。
「お
前
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
愚
か
な
質
問
を
す
る
の
か
?
」
と
。
私
は
何
ん
の
教
え
も
い
た
だ
か
ず
元
の
部
屋
に
戻
さ

れ
、
た
だ
ひ
た
す
ら
坐
禅
を
続
け
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
全
く
独
り
で
置
き
ざ
り
に
さ
れ
た

の
で
す
。
誰
も
私
に
説
明
し
て
く
れ
ま

せ
ん
。
食
事
を
運
ん
で
く
れ
た
僧
達
さ
え
、
私
に
決
し
て
話
し
か
け
な
い
の
で
す
。
こ
の
時
が
、
家
か
ら
遠
く
離
れ
た
最
初
で
し
た
の
で
、

い
と
ま

間
も
な
く
と
て
も
淋
し
く
な
り
、
家
が
恋
し
く
、
母
の
こ
と
が
思
わ
れ
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
四
、
五
日
た
ち
、
寺
に
お
暇
し
、

母
の
も
と
に
帰

っ
た
の
で
す
。
老
師
と
の
暇
こ
い
に
つ
い
て
は
何
も
憶
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
家
に
再
び
帰
り

つ
い
た
喜
び
だ
け
は
、
は

っ

げ

ざ
ん

き
り
記
憶
し
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
最
も
愚
か
な
下
山
で
し
た
。

の

と

た
こ

そ

の
後
、
私
は
日
本
海
に
つ
き
出
た
半
島
、
能
登
半
島
に
あ
る
蛸
島
と
い
う
小
さ
な
村
で
英
語
を
教
え
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
こ
の
、
あ

る
浄

土
真
宗

の
寺
に

一
人
の
学
僧
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
私
に

『
百
法
問
答
』
(百
の
法
に
関
す
る
質
問
と
解
答
)
と
い
う
唯
識
派
の
教
科
本

を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
で
も
そ
の
本
は
、
か
け
離
れ

て
と
て
も
難
解
で
奥
深
く
、
も

っ
と
学
び
た
い
と
思

っ
た
の
で
す
が
、
私
に
は
全

く
わ
か
ら
な
か

っ
た
の
で
す
。

み

か
わ

そ
れ
か
ら
、
金
沢
の
私
の
家
か
ら
お
よ
そ
五
里

(十
五

マ
イ
ル
)
離
れ
た
美
川
と
い
う
町
で
、
ま
た
英
語
を
教
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
も
や
母
が
と
て
も
恋
し
く
て
、
い
つ
も
週
末
に
は
母
に
会
う
た
め
、
歩

い
て
帰

っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ

は
約
五
時
間
も
か
か

る
道

中
で
し
た
か
ら
、
学
校
が
始
ま
る
の
に
ち
ょ
う
ど
間
に
合
う
た
め
に
は
、
月
曜
日
の
朝

の
午
前

一
時
に
は
、
私

の
家
を
出
発
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
母
と
出
来
る
だ
け

一
緒
に
会

っ
て
い
た
か

っ
た

の
で
、
残
り

一
分
ま
で
家
に
留
ろ
う
と
い
つ
も
思

っ
た
も

の
で
し
た
。

と

こ
ろ
で
、
ち
ょ
っ
と
付
け
加
え
ま
す
が
、
そ
の
当
時
私
が
教
え
た
英
語
は
、
と
て
も
お
か
し
な
も
の
だ

っ
た
の
で
す
。
そ
の
奇
妙
さ
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の
ち

の
た
め
に
、
後
に
私
が
ア
メ
リ
カ
に
最
初
に
行

っ
た
際
、
私
の
話
す
英
語
を
誰
も
わ
か

っ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た

。
常
に
全
て
の
事
を
、

た
だ

ひ
た
す
ら
文
字
通
り
に
訳
し
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
私
が
と
て
も
困
惑
し
た
の
は
、
英
語
で

「犬

は
、
持

つ

(冨

ω
)、
四

つ
の
脚
を
」
(蝉
餌
o
oq
冨

ω
囲〇
二
二
Φ
ぴq
ω
)
と
か
、
「猫
は
持

つ

(び
餌
ω)
、

一
つ
の
尾
を
」

(餌
o
讐

ゴ
鋤ω
餌
富
e

い
う
表
現
に
対
し
て
だ

っ

た
と
思
い
ま
す
。
日
本
語
で
は

「持

つ
」

(げ
鋤
く
Φ
)
と
い
う
動
詞
は
、
こ
の
よ
う
に
使
い
ま
せ
ん
。
も
し

「私
は
二
つ
の
手
を
持

っ
て
い
る
」

と
表
現
し
た
ら
、
ま
る
で
あ
な
た
の
手
以
外
に
、
別
の
余
分
の
二
つ
の
手
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
後
あ
る
時
、

西
洋
思
想
で
は
所
有
の
考
え
方
に

つ
い
て
は
、
能
力
、
二
元
論
、
そ
し
て
対
立
関
係
を
強
調
す
る
た
め
だ
、
こ
れ

は
東
洋
思
想
に
は
な
い

と
、
私
も
判
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
が
美
川
に
い
た
六

ヶ
月
間
は
、
禅
の
勉
強
は
中
断
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
弁
護
士
だ

っ
た
兄

(訳
注
3
)
を
頼

っ
て
神
戸
に
行

き
、
そ
し
て
間
も
な
く
兄
が
、
東
京
で
勉
強
す
る
私
の
た
め
に
月
々
六
円
の
生
活
費
を
送

っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
、

学
生

の
下
宿
代
は

一
ヶ
月
お
よ
そ
三
円
五
十
銭
ぐ
ら
い
だ

っ
た
の
で
す
。
私
が
学
ぼ
う
と
選
ん
だ
大
学
は
早
稲
田
大
学
で
し
た
。
し
か
し
、

東
京

に
着
い
て
ま
ず
最
初
に
私
が
し
た
事
は
、
そ
の
当
時
、
円
覚
寺

の
管
長
で
い
ら
し
た
洪
川
老
師
の
も
と
で
禅

を
学
ぶ
た
め
に
鎌
倉
に

出
掛
け
た
こ
と
で
し
た
。
今

で
も
憶
え
て
い
る
の
で
す
が
、
東
京
を
夕
方
に
立

っ
て
、
次
の
日
の
朝
早
く
鎌
倉
に
辿
り

つ
く
間
、
た
だ
た

だ
歩
き
続
け
た
事
で
す
。

(原
注
7
)

し

か

知

客

(禅
院
の
賓
客
接
待
の
役
位
の
僧
)
が
、
紙
に
十
銭
の

"香
料
"
を
包
み
、
老
師
の
も
と
に
初
見
の
た
め
に
私
を
と
も
な
い
、
盆

ま
さ

の
上

に
そ
の
包
み
を
の
せ
て
差
し
だ
し
ま
し
た
。
そ
の
知
客
は
と
て
も
印
象
的
な
人
で
し
た

(訳
注
4
)
。
彼
は
正
し
く
そ
れ
ま
で
見
て
き

た
達
磨

(原
注
8
)
の
画
そ
の
も
の
で
し
た
し
、
全
く
禅

の
風
貌
を
持

っ
て
い
ま
し
た
。
老
師
は
、
私
が
初
め
て
お
目
に
か
か

っ
た
時
、

七
十

六
才
に
な
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
お
身
体
も
、
お
人
柄
も
、
と
て
も
大
き
な
方
で
し
た
が
、

つ
い
最
近
の
発
作

で
歩
く

こ
と
が
ご
不
自

由

で
し
た
。
「ど
こ
か
ら
や

っ
て
来
た
の
か
?
」
と
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
「金
沢
の
生
ま
れ
で
す
。
」
と
答
え
ま
す
と
、
喜
ば
れ

て

「禅

の
修
業
を
続
け
る
よ
う
に
」
と
励
ま
し
て
く
だ
さ

っ
た

の
で
す
。
多
分
こ
れ
は
、
金
沢
あ
た
り
の
北
陸
地
方
の
人
間
は
、
特
に
忍
耐
つ
よ
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く

、

し

っ
か

り

者

と

思

わ

れ

て

い
た

た

め

で
し

ょ
う

。

ど
く
さ
ん

せ
き
し
ゅ

独
参

で
二
度
目
に
お
会

い
し
た
際
、
老
師
は
公
案

(原
注
9
)
と
し
て

"隻
手
"
(訳
注

5
)
を
私
に
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
私
に
は
そ
の

当
時
、
公
案
を
受
け
入
れ
る
用
意
は
、
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
事
実
、
禅
に
関
し
て
私
の
心
は
、
白
紙

の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
そ

の
紙
の
上
に
、
ど
の
様
な
も
の
で
も
書
き
込
め
る
の
で
す
。
参
禅
に
行
く
と

い
つ
で
も
、
老
師
は
何
も
語
ら
ず
左
手
を
私
に
差
し
出
す
の

お
ん
じ
よ
う

で
す
が
、
そ
れ
が
と
て
も
私
を
当
惑
さ
せ
ま
し
た
。

一
所
懸
命
に
理
に
か
な

っ
た

"
隻
手
の
音
声
"
の
公
案
を
答
え
よ
う
と
し
ま
す
が
、

こ
ば

い
つ
も
当
然
な
が
ら
洪
川
老
師
に
拒
ま
れ
、
数
回
の
参
禅
の
あ
と

で
遂
に
私
は
袋
小
路
に
入

っ
て
し
ま

っ
た

の
で
し
た
。

あ
る

日
の
老
師
と
の
相
見
が
、
と
て
も
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。
老
師
は
池
を
見
渡
せ
る
縁
側
で
朝
食
を
と
ろ
う
と
机
を
出
し
て
、
粗

ぱ
い

末
な
椅

子
に
す
わ

っ
て
、
お
粥
を
陶
器
の
鍋
か
ら
ご
自
分
の
椀
に
す
く

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
三
拶
を

い
た
し
ま
す
と
、
真
向
い
の

椅
子
に
す
わ
る
よ
う
に
い
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
そ
の
時
お

っ
し
ゃ
ら
れ
た
事
を
今
は
何
も
憶
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
老
師
が
な
さ
れ

た
全
て
の
動
作
、
私
に
椅
子
に
す
わ
ら
せ
よ
う
と
し
た
仕
草
や
、
自
ら
鍋
か
ら
粥
を
す
く
わ
れ
る
様
、
が
と

て
も
強
く
私
の
胸
を
う

っ
た

ふ
る
ま
い

さ
い

の
で
す
。
そ
う
で
す
正
に
禅
僧
な
ら
で
は
の
振
舞
だ
と
思
い
ま
し
た
。
老
師
そ
の
も
の
が
、
直
戴
、
端
的
、
誠
実
、

そ
し
て
勿
論
、
何
も

し
や

こ

の
と
も
定
め
る
事
の
出
来
な

い
這
箇
、
そ
れ
な
の
で
し
た
。

私
が
老
師

の
提
唱
に
臨
ん
だ
最
初
の
機
会
も
、
ま
た
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な

い
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
僧
侶
達
が

『般
若
心
経
』
や
、

夢
窓
国
師
の
遺
言
状
の

『絶
法
』
(原
注
10
)
、
「我
に
三
等
の
弟
子
あ
り
云
々
」
で
唱
え
始
め
る
厳
粛
な
儀
式

で
し
た
。
そ
の
間
、
老
師
は

む
し

佛
像
の
前
で
三
拝
し
、
そ
れ
か
ら
仏
壇
に
面
し
た
椅
子
か
ら
立
ち
あ
が

っ
て
、
ま
る
で
大
衆
と

い
う
よ
り
も
寧
ろ
佛
陀
に
語
り
か
け
る
よ

き
ょ
う
き

う
で
し
た
。
侍
者
が
経
机
を
さ
さ
げ
持

っ
て
来
て
、
経
が
続
く
間
も
、
老
師
は
す
ぐ
に
提
唱
を
始
め
た
い
様
子
で
し
た
。

ほ
う
こ
う

じ

や
く
さ
ん

そ
の
提
唱
は

『碧
巌
録
』

の
四
十
二
則

、
廠
居
士
が
薬
山
を
訪
れ
た
話
で
、
内
容
は
、
相
見
の
後
で
薬
山
は
十
人

の
弟
子
達
に
山
か
ら

お
り
て
寺
の
門
ま
で
鹿
居
士
を
見
送
ら
せ
ま
し
た
。
そ
の
途
中
で
次
の
様
な
問
答
が
な
さ
れ
る
の
で
す
。
「居
士
曰
く
、
好
雪
、
片
片
別
処

に
落
ち
ず
」
全
禅
客
曰
く
、
「甚
処
に
か
落
在
す
」
云
々
。

(訳
注
6
)



鈴木大拙 『若き思い出』114

こ
の
話
は
、
私
に
禅
僧
達
が
問
答
す
る
風
変
わ
り
な
題
目
と
し
て
引
き

つ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、

一
方
、
老
師
は
な
ん
の
説
明
も
加
え
ず

段
落
を
読
み
、
ま
る
で
そ
の
語
録
の
言
葉
に
う

っ
と
り
と
没
入
し
て
い
る
様
に
読
み
つ
づ
け
る
の
で
し
た
。
そ
の
言
葉
は
解
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
こ
の
読
み
方
に
と
て
も
印
象
づ
け
ら
れ
、
私
は
今
で
も
、
椅
子
に
す
わ
り
前
に
置
か
れ
た
教
本
か
ら
、
好
雪
片
片
と
読
ま
れ
る

姿
を
思
い
出
し
ま
す
。
全
て
こ
れ
ら
の
事
が
起

っ
た
の
は

一
八
九

一
年
、
そ
の
時
、老
師
は
七
十
六
才
、
そ
し
て
私
は
二
十

一
才

で
し
た
。

つ

も
ち

さ
ら
に
、
そ
の
年
の
冬
至
の
接
心
に
参
加
し
た

こ
と
も
憶
え
て
い
ま
す
。
こ
の
日
は
僧
侶
達
が
お
米
を
揚
い
て
餅
を

つ
く

っ
て
、

一
晩

中

み
ん
な
で
大
宴
会
を
続
け
る
も
の
で
し
た
。
ま
ず
最
初
に
揚
か
れ
た
餅
は
佛
に
捧
げ
ら
れ
、
そ
し
て
二
番
目
の
餅
は
老
師
に
召
上

っ
て

も
ら
う
の
で
す
。
洪
川
老
師
は
大
根
お
ろ
し

(原
注
11
)
に
餅
を

つ
け
て
食

べ
る
の
が
大
好
物
で
、
と
て
も
沢
山

の
餅
を
食
べ
ら
れ
た
も

の
で
し
た
。
こ
の
日
も
、
も
う

一
皿
お
代
り
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
侍
者
が

「そ
ん
な
に
沢
山
お
食
べ
に
な

る
と
、
お
身
体
に
悪

い

で
す
よ
。」
と
い
っ
て
断
わ
り
ま
し
た
。
す
る
と
老
師
は

「消
化
薬
を
飲
ん
だ
ら
絶
対
大
丈
夫
」
と
、
お
答
を
返
さ
れ
た

の
で
す
。

翌
年
、

一
八
九
二
年
の

一
月
十
六
日
、
老
師
は
突
然
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
丁
度
そ
の
時
、
私
は
老
師

の
死
に
際
に
立
会
う
こ

と
と
な

っ
た
の
で
す
。
私
と
従
者
達
は
、
控
え
の
間
で
戸
の
近
く
に
置
り
ま
し
た
。
そ
の
時
突
然
、
老
師
の
部
屋

で
何
か
大
き
な
物
が
落

ち

る
音
を
聞
き
ま
し
た
。
待
者
が
部
屋
に
急

い
で
入
り
ま
す
と
、
老
師
が
床
の
上
に
意
識
が
な
い
状
態
で
倒
れ

て
お
ら
れ
た

の
で
す
。
お

と
う

す

そ
ら
く
老
師
は
東
司

(洗
面
所
)
を
出
ら
れ
よ
う
と
し
た
時
に
発
作
を
起

こ
し
、
倒
れ

て
頭
を
引
出
し
の
角
に
打

っ
た
よ
う
で
し
た
。
あ

の
大
柄
な
身
体
が
床
に
倒
れ
ら
れ
た
の
で
、
と
て
も
大
き
な
音
が
し
た

の
で
す
。
す
ぐ
に
医
者
が
呼
ば
れ
、
や

っ
て
来
た
医
者
は
脈
を
取

こ
と

り
ま
し
た
が
、
「も
う
手
遅
れ
で
す
。
」
と
言

っ
た
だ
け
で
し
た
。
老
師
は
す
で
に
、
事
切
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

円
覚
寺
の
管
長
と
し
て
洪
川
老
師
の
後
継
者
と
な

っ
た

の
は
、
繹
宗
演
老
師

(原
注
12
)
で
し
た
。
洪
川
老
師
が
亡
く
な

っ
た
当
時
は
、

宗

演
老
師
が
上
座
部

(小
乗
)
仏
教
を
学
ぶ
た
め
に
セ
イ

ロ
ン
を
訪
れ

て
か
ら
、
丁
度
、
日
本
に
帰
ら
れ
た
頃
で
、
す
で
に
実
力
者
と
し

て
認
め
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
宗
演
老
師
は
と
て
も
す
ば
ら
し
い
知
性
の
持
ち
主
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
老
師
の
資
格
と
も
言
う
べ

き
印
可
も
す
で
に
得
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
し
、
し
か
も
と
て
も
若
く
て
、
そ
の
当
時
、
約
十
五
年
程
の
修
行
で
そ

の
様
な
高

い
地
位
に
つ
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く
こ
と
は
普
通
で
は
な
か

っ
た
の
で
す
。
印
可
を
受
け
た
後
、
西
洋
の
学
問
を
学
ぶ
た
め
に
慶
応
義
塾
大
学
に
入
り
ま
し
た
し
、
そ
の
事

も
同
じ
く
禅
僧
と
し
て
稀
な

こ
と
で
し
た
。
多
く
の
人
が
そ
の
歩
み
方
に
批
判
的
で
、
洪
川
老
師
で
さ
え

「西
洋
を
学
ぶ
こ
と
は
全
く
役

立
た
な
い
こ
と
だ
」
と
、
宗
演
老
師
に
い
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。
し
か
し
宗
演
老
師
は
他
人
の
警
告
な
ど
に
気
に
も
と
め
ず
、
己
れ
の
道
を

ひ
た
す
ら
歩
ま
れ
ま
し
た
。
と
に
か
く
全
く
慣
習
に
と
ら
わ
れ
な
い
才
智
を
持

っ
た
、
す
ば
ら
し
い
人
物
で
し
た
。

洪
川
老
師

の
葬
儀
の
際
は
宗
演
老
師
は
喪
主
と
し
て
全
て
の
葬
儀
万
端
を
執
り
行
い
、
そ
し
て
そ
の
年
、

一
八
九

二
年
の
春
、
円
覚
寺

の
師
家
に
任
ぜ
ら
れ
、
私
は
宗
演
老
師
に
参
禅
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

宗
演
老
師
は
、
私

の
公
案
を

"
無
字
"

(訳
注
7
)
に
か
え
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
私
が

"隻
手
の
音
声
"
を
う
ま
く
こ
な
す
こ
と
が
出

来
な
か

っ
た

の
で

"
無
字
"

の
公
案
で
私
の
見
性
を
も

っ
と
早
く
明
ら
か
に
さ
せ
よ
う
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
宗
演
老
師
は
こ
の
公
案

に
対
し
て
何
も
手
助
け
し
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
私
は
数
回
に
わ
た
る
参
禅
の
後
、
何
も
答
え
る
も
の
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ

の
後
の
私
の
四
年
に
わ
た
る
苦
悶
は
、
精
神
的
、
道
徳
的
、
そ
し
て
知
的
な
迷
い
と
し
て
続
い
た
の
で
す
。
私

は
そ
の
究
極
は
、
た

だ
素
朴
、
端
的
に

"
無
字
"
を
分
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

「ど
う
や

っ
て
、
こ
の
端
的
な

も
の
を
掴
ん
だ
ら
よ

い
の
か
」
が
分
か
ら
ず
、
そ
れ
は

「本

の
中
に
あ
る
に
違
い
な

い
」
と
思

っ
て
、
私
が
手
に
入
れ
ら
れ
る
限
り
の
禅

の
本
を
み
ん
な
読
ん

で
み
ま
し
た
。
そ
の
頃
私
が
住
ん
で
い
た
佛
日
庵
に
は
、
北
条
時
宗

(原
注
13
)
に
献
じ
る
た
め
に
出
来
た
神
殿
が
あ
り
、
そ
の
中
の

一

屋
に
、
寺
に
伝
わ
る
沢
山
の
本
や
資
料
が

一
杯
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
夏

の
あ
い
だ
見

つ
け
る
こ
と
の
出
来
た
全
て
の
本
を
読
み
つ
づ
け
、

私
の
時
問
を
殆
ど
費
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
漢
文
の
私
の
知
識
は
未
だ
も
の
足
り
な
い
も
の
で
し
た
の
で
、
教
本
の
多
く
は
理
解
で
き
ま

せ
ん

で
し
た
が
、
"無
字
"
に
関
し
て
知
的
に
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
事
を
見
い
出
そ
う
と
、
全
力
を
挙
げ
ま
し
た
。

む
ち

し
ゅ
こ
う

私
が
特
に
興
味
を
持

っ
た
本
の

一
つ
が

『禅
關
策
進
』

(禅
の
関
所
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
鞭
打

つ
)
で
、
雲
棲
株

宏

(
一
五
三
五
-

一

六

一
五
)
と
い
う
明
朝
の
中
国
僧
に
よ

っ
て
編
ま
れ
た
本
で
し
た
。

そ
れ
は
禅

の
修
行
に
つ
い
て
書
か
れ
、
ま
た

い
か
に
公
案
と
取
り
組
む
か
に

つ
い
て
、
多
く
の
師
家
達
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
著
語
を
集
め
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た
も

の
で
す
。

こ
の
本
の
中
に
見
い
だ
し
、

「こ
れ
に
従

っ
て
い
こ
う
」
と
思

っ
た

一
例
を
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
箇
所
で
す
。

信

が
十
分
あ
れ
ば
、
疑
も
十
分
あ
り
、
疑
が
十
分
あ
れ
ば
、
悟
り
も
十
分
あ
る
。
禅
に
入
る
前
に
蓄
積
さ
れ
た
、
多
く
の
知
識
、
経
験
、

す
ば

ら
し
き
語
句
や
、
自
尊
心
な
ど
、
そ
れ
ら
の
全
て
を
投
げ
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
精
神
力
を
公
案
を
解
く
た
め
に
注
ぎ
こ
ん

で
、
昼
夜
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
く
坐
し
、
心
を
公
案
に
集
中
せ
よ
。
な
ん
度
も
そ
う
す
る
内
に
、
い
つ
か
時
空
は
な
く
な
り
、
死
人
の

よ
う
な
己
れ
を
見
い
だ
す
だ
ろ
う
。
そ
し
て
心
の
中
に
何
か
が
立
ち
上
る
、
或
る
境
地
に
達
し
た
時
、
そ
れ
は
燭
腰
が
粉
々
に
な
る
よ
う

な
も

の
だ
。
お
前
が
得
た
そ
の
体
験
は
、
外
か
ら
や

っ
て
来
る
も

の
で
な
く
、
己
れ
自
身
の
内
よ
り
生
れ
る
の
だ
。

そ

こ
で
精
神
集
中
の
方
法
と
し
て
、
舎
利
殿

(原
注
14
)
、
そ
こ
に
は
佛
陀

の
歯
が
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
裏

の
洞
窟
で
多

ち
か
ら

く

の
夜
を
費
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
私
の
意
志
の
力

の
弱
さ
の
為
に
、
い
つ
も
坐
り
続
け
る
こ
と
が
出
来
ず
、
何
か

口
実
を
も
う
け

て

去
ろ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
例
え
ば

「蚊
が
い
っ
ぱ

い
い
る
」
と
か
、
い
っ
た
様
な
こ
と
で
…
。

私

は
そ
の
四
年
間
は
、
ケ
ー
ラ

ス
博
士
の

(訳
注
8
)
『佛
陀

の
福
音
』
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
含
め
て
、
多
く
の
種
類
の
著
作

で
多
忙
で
し
た
が
、
し
か
し
い
つ
で
も
こ
の
公
案
が
私
の
心
の
奥
深
い
所
で
わ
だ
か
ま

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
、
疑
い
も
な
く
私
が

わ
ら
つ
か

最
も

心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
藁
塚
に
よ
り
か
か

っ
て
野
に
坐
り
つ
づ
け
、
「も
う

"
無
字
"
を
悟
る

こ
と
が
出
来
な
か

っ
た

ら
、
私
に
と

っ
て
人
生
は
何
ん
の
意
味
も
な
い
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
。
」
と
、
考
え
て
い
た

こ
と
を
憶
え
て
い
ま
す
。
後
年
、
西
田
幾
多

郎

(原
注
15
)

が
、
私
が

「そ
の
頃
し
ば
し
ば
自
殺
に
つ
い
て
話
し
て
い
た
」
と
彼
の
日
記
の
ど
こ
か
に
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私

と

し
て
は
そ
ん
な
事
を
言

っ
た
こ
と
は
憶
え
て
い
ま
せ
ん
。
"
無
字
"
に

つ
い
て
答
え
る
べ
き
、
そ
れ
以
上
の
何
も

の
も
な
い
と
分

っ
た
後

は
、
相
参
、
接
心

(原
注
16
)

の
間
の
義
務
的
な
参
禅
以
外
、
釈
宗
演
老
師
に
参
禅
す
る
の
を
や
め
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
し
て
そ
の
結

果

は
、
常
に
老
師
が
私
を
如
意
で
打

つ
こ
と
だ
け
で
し
た
。

こ
の
種
の
危
機
は
、
人
間
の
生
涯
に
お
い
て
公
案
を
と
く
た
め
に
、
全
力
を
注
ぐ
必
要
性
と
し
て
し
ば
し
ば
起

こ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ

け
い
き
ょく
そ
う
だ
ん

に

つ
い
て
は

『荊
棘
叢
談
』

(イ
バ
ラ
と
ア
ザ

ミ
の
物
語
)
、
と
い
う
本
の
中
に
物
語
り
と
し
て
上
手
に
説
明
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
本
は
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と
げ

白
隠
禅
師
の
弟
子

(妙
喜
宗
績
)
に
よ

っ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
、
禅
修
行
中
に
お
け
る
チ
ク
チ
ク
刺
を
射
す
よ
う
な
体
験
が
語
ら
れ

て
い

る
の
で
す
。

す

い
こ
う

も
と

沖

縄
か
ら
或
る

一
人
の
僧
が
禅
を
学
ぶ
た
め
に
、
白
隠
の
高
弟

で
、
荒
々
し
く
ま
た
信
念

の
人
で
あ

っ
た
遂
翁
元
盧
の
下
に
や

っ
て
来

ま
し
た
。
こ
の
遂
翁

こ
そ
、
白
隠
が
い
か
に
生
き
生
き
と
教
え
を
表
現
し
た
か
を
伝
え
る
人
物
で
し
た
。
そ
の
僧
は
遂
翁
の
下
で
三
年
と

ど
ま

り

"
隻
手
の
音
声
"
の
公
案
を
工
夫
し
続
け
た
の
で
す
。

い
つ
の
間
に
か
、
早
や
そ
の
僧
が
沖
縄
に
帰
る
時
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た

が
、

ま
だ
公
案
は
解
け
ま
せ
ん
。
と
て
も
絶
望
し
て
、
涙
な
が
ら
に
遂
翁
の
所
に
や

っ
て
来
ま
し
た
。
師
家
は
僧
を
慰
め
、
こ
う
告
げ
ま

し
た

Ω
「心
配
す
る
な
。
出
発
を

一
週
間
延
ば
し
て
、
全
力
で
坐
り
続
け
な
さ

い
」
と
。
七
日
間
は
過
ぎ
ま
し
た
が
、
公
案
は
ま
だ
解
け
ま

せ
ん
。
再
び
そ
の
僧
は
遂
翁
の
下
に
や

っ
て
来
た
の
で
、
僧
に
な
お

一
週
間
出
発
を
延
期
す
る
よ
う
に
勧
め
ま
し
た
。
そ
の

一
週
が
終
り
、

僧
が

ま
だ
公
案
を
解
け
ず
に
い
た
時
、
師
家
は
次
の
よ
う
に
言

っ
た

の
で
す
。
「三
週
間
の
後
に
、
悟
り
に
達
し
た
人
達

の
讐
え
が
昔
か
ら

沢
山
あ
る
。
だ
か
ら
、
三
週
問
目
を
や

っ
て
み
な
さ
い
」
と
。
し
か
し
三
週
が
過
ぎ
て
も
、
ど
う
し
て
も
解
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
師
家
は

「さ
あ
、
あ
と
五
日
間
や

っ
て
み
な
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
だ
が
五
日
は
過
ぎ
て
も
、
僧
は
ほ
と
ん
ど
全
く
公
案

を
解
く
こ
と
が
出
来

き

こ

につ

な
い

の
で
、
遂
翁
は

つ
い
に
告
げ
た
の
で
す
。
「も
う
三
日
や

っ
て
み
な
さ

い
。
そ
し
て
も
し
三
日
後
、
貴
公
が
ま
だ

こ
の
公
案
を
解
け
な

か

っ
た
ら
、
そ
こ
で
貴
公
は
死
を
覚
悟
し
な
さ

い
」
と
。

と

そ
し
て
や

っ
と
始
め
て
、
そ
の
僧
は
彼
に
残
さ
れ
た
全
生
涯
を
賭
し
て
、
そ
の
公
案
を
解
こ
う
と
務
め
た
の
で
す

。
三
日
後
、
そ
れ
は

な成
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
話
の
教
訓
は
、
人
は
全
力
を
挙
げ

て
そ
の
結
果
に
向

っ
て
、
全
て
の
も
の
を
拠

つ
決
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
す
。

き
わ

"
人
間

の
窮
地
の
極
み
は
、
禅

の
好
機
"
人
が
絶
望
の
極
み
に
達
し
、
死
を
賭
し
た
そ
の
時
に
、
悟
り
に
達
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
き

も

は
や

る
も

の
で
す
。
私
は
、
多
く
の
人
々
に
と

っ
て
悟
り
は

"
正
に
最
早
こ
れ
ま
で
"
と
言
う
と
こ
ろ
に
立

っ
た
時
に
や

っ
て
来
る
、
と
思
う

の
で
す
。
悟
り
に
達
し
た
そ
の
人
達
は
、
そ
の
間
、
死
の
途
上
に
あ

っ
た

の
で
す
。
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普

通
は
人
に
は
多
く
の
選
択
肢
が
あ
り
、
逆
に
い
え
は
そ
れ
で
自
分
自
身
に
言
い
訳
け
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
公
案
を
解
く
と
は
、

極

限
に
立
た
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
、
直
面
し
て
い
る
事
を

「選
ぶ
」
と
い
う
可
能
性
な
ど
な
い

の
で
す
。
為
す
べ
き
事

は
、
唯
だ

一
つ
な

の
で
す
。

私
に
と

っ
て
こ
の
危
機
も
し
く
は
極
致
は
、
私
が
ア
メ
リ
カ
に
ケ
ー
ラ
ス
博
士
の

『
老
子
道
徳
経
』
の
翻
訳
を
手
助
け
に
行
く
こ
と
を
、

ろ
う
は
つ

最
終
的
に
決
め
る
段
階
で
や

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
冬

(原
注
17
)
の
臓
八
接
心

(原
注
18
)
こ
そ
が
、
私
に
残
さ
れ
た
接
心
に
参
じ
る

も

最
後
の
機
会
と
な
り
、
こ
こ
で
若
し
私
の
公
案
が
と
け
な
け
れ
ば
、
最
早
決
し
て
悟
れ
な
い
だ
ろ
う
と
実
感
し
ま
し
た
。
そ
の
接
心
に
、

私

の
精
神
力

の
全
て
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
で
す
。

そ
の
時
ま

で
依
然
と
し
て
、
私
の
心
の
中
に

"
無
字
"
が
常
に
気
に
か
か

っ
て
い
ま
し
た
。
然
し

"無
字
"
を
意

識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

さ
ん
ま
い

か

え

っ
て
、

"
無

字

"

か

ら

離

れ

て

い
く

事

に
な

り

、
そ

し

て

そ

れ

こ

そ
、

本

当

の
定

・
三
昧

(ω
四
B
倒
住
ぼ

)

で

な

い

の

で

す

。
然

し
接

心

が

終

ろ

う

と

す

る

五

日

目
ご

ろ

、

私

か

ら

"
無

字

"

を

意

識

す

る

こ
と

は

、

消

え

て

い

き

ま

し

た

。

私

は

"
無

字

"

と

一
体

と

な

り

、

"
無

き

字

に
帰
し
た

の
で
す
。
そ
こ
は
最
早

"無
字
"
を
意
識
す
る
こ
と
に
伴
う
分
別
の
意
識
が
な
く
な

っ
た
所
で
し
た
。
こ
れ
は
、
ま
こ
と
の

定

の
境
地
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
定
の
み
で
は
ま
だ
充
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
境
地
よ
り
抜
け
出
て
、
そ
れ
か
ら
覚
醒
し
自
覚
化
し
な
け
れ
ば
な
り

め

ざ

ま

せ
ん
。
そ
の
目
覚
め
こ
そ
般
普

(宮
鉱
55
倒
)
な
の
で
す
。
定
か
ら
抜
け
出
て
、
般
若
そ
れ
そ
の
も
の
を
見
性
す

る
瞬
間
こ
そ
、
そ
れ
が

悟

り
な

の
で
す
。
そ
の
接
心
の
間
、
定

の
境
地
を
脱
し
た
時
、
私
は
言
葉
に
出
し
ま
し
た
。
「わ
か

っ
た
!
こ
れ
、

こ
れ
だ
!
」
と
。

私
は
ど
の
く
ら

い
長
く
定
の
境
地

で
あ

っ
た
か
憶
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
鐘

の
音
に
よ

っ
て
そ
の
境
地
よ
り
我
に
か
え
り
ま
し
た
。
私
は

さ

つ
し
よ

老

師
の
も
と
に
参
禅
に
出
掛
け
、
そ
し
て
老
師
は
私
に
拶
所

の
い
く

つ
か
で

"
無
字
"
に

つ
い
て
試
み
の
問
い
を
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
た

ち
ゅ
う
ち
ょ

だ

一
つ
の
事
を
残
し
て
他
の
全

て
に
答
え
た
の
で
す
が
、
そ
の
残
り
の

一
つ
に
私
が
躊
躇
す
る
と
、
即
座
に
老
師

は
私
を
退
室
さ
せ
ま
し

た
。
で
も
翌
朝
早
く
私
は
再
び
参
禅
し
、
今
度
は
残
さ
れ
た
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。
今
で
も
僧
堂
か
ら
帰
源
院
の
私
の



た
た
ず

宿
所

に
歩
い
て
帰

っ
た
、
そ
の
夜

の
こ
と
を
憶
え
て
い
ま
す
。
月
明
り
に
仔
む
木
々
を
眺
め
な
が
ら
、
月
光
も
木
々
も
透
き
通
り
、
私
も

ま
た
透
明
で
し
た
。

私
は
、
体
験
す
る
と
は

一
体
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
か
を
自
覚
す
る
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
た
い
の
で
す
。
見
性

(原
注
19
)
の
後

じ
よ
う
じ
ゆ

も
、
な
お
完
全
に
は
、
私
は
私
の
体
験
を
自
覚
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
ま
だ
夢
の
よ
う
な
中
に
あ

っ
た
の
で
す
。
悟
り
の
成
就
し

か
ん

ひ
じ
そ
と

た
最
高

の
境
地
は
、
後
に
私
が
ア
メ
リ
カ
に
い
た
問
に
訪
れ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
突
然
、
禅
語

"
肱
外
に
曲
ら
ず
"
(訳
注
9
)
が
私
を

了
知
さ
せ
た
の
で
す
。
こ
の
語
句

"
肱
外
に
曲
ら
ず
"
は
、
必
然
性

へ
の
単
な
る
表
現
に
す
ぎ
な
い
と
思
え
て
い
た

の
で
す
が
、
然
し
突

然
私
に
は
、
制
限
あ
る
事
こ
そ
が
現
実
の
自
由

・
真
の
自
由
だ
、
と
わ
か

っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
全
て
の
自
由
に
関
す
る
問
題
は
、
こ
れ

で
解

け
る
と
感
じ
ま
し
た
。

そ

の
後
、
私
は
数
々
の
公
案
を
容
易
に
透
過
で
き
ま
し
た
。
勿
論
、
他
の
公
案
を
見
性
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
必
要
で
す
。
し
か

し
最
初
の
体
験
、
正
に
そ
れ
こ
そ
が
最
も
大
切
な
も
の
な

の
で
す
。
他

の
も
の
は
、
最
初
の
体
験
を
さ
ら
に
完
全
な

も
の
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
人
間
を
よ
り
深
め
明
ら
か
に
す
る
事
を
、
た
だ
単
に
助
け
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
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〈
原

注
〉

ω

金
沢
は
、
石
川
県
の
西
岸
中
部
に
位
置
す
る
県
庁
所
在
地
。
三
百
年
間
、
前
田
封
建

一
族
の
下
に
あ
り
、
鈴
木
博

士
の
先
祖
は
、
代
々

前
田
藩
の
医
者

で
あ

っ
た
。

②

『
碧

巌

録

』

は

、
意

訳

す

る

と

"
青

い
絶

壁

の

記

録

"

で

、
禅

に

於

い

て
宗

門
第

一
の
書

と

い
わ

れ

て

い

る

。
∪
け
即

∪
●ζ

ω
げ
塁

訳

の

"
↓
げ
①
じd
ピ

Φ
Ω

罵
涛

①
o
O
a

"

(目
P
一〇
げ
9
Φ
一
一
〇
鋤
①
b
ゴ
博H
㊤
①
H
)

を

参

照

。

③
↓
ゴ
Φ
O
お

Φ
閃

O
詳
げ
o
住
o
×

O
げ
霞

o
ゴ

の

こ

と

を

意

味

す

る

。

ω

今

北

洪

川

(
一
八

一
六

i

一
八

九

二
)

は

、

鎌

倉

・
円

覚

寺

の

釈

宗

演

の
前

管

長

で
、

そ

の
他

に

埋

葬

さ

れ

て

い

る

。

鈴

木

博

士

著
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邦

文

『
今

北

洪

川

』

の
伝

記

が

あ

る

。

⑤

『
遠

羅

天
釜

』

"
私

の
小

さ

な

鉄

の
や

か

ん

"
は

、
白

隠

禅

師

(
一
六

八

五

ー

一
七

六

九

)
が

弟

子

達

に
送

っ
た

手

紙

を

収
集

し
た

本

。

一)
μ
即

∪
.冨

ω
げ
彗

訳

の

"
↓
げ
①
国
日

げ
O
ω
ω
①
血

目
①
鋤

一
内
卑
菖
Φ
"

(》
=
①
旨
P
鋤
コ
α

d
昌
鼠

昌
レ
リ
①
ω
)

参

照

。

㈲
老
師
は
、
禅
堂

の
長
で
参
禅
、
独
参
さ
ら
に
坐
禅
を
監
督
す
る
。

⑦
東
京
か
ら
鎌
倉
ま
で
は
、
三
十

マ
イ
ル
あ
る
。

⑧
達
磨
は
、
サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語

じd
o
侮
げ
置
げ
餌
毒

餌

中
国
語

目
o
日
o

の
日
本
語
名
、
禅
宗
の
初
祖
で
、
西
暦
五
二
〇
年
に
イ
ン
ド

よ
り
支
那
に
到
来
し
た
。

⑨
公
案
と
は
、
知
性
で
は
究
明
で
き
な
い
語
句
。
老
師
に
参
ず
る
人
達
に
、
分
別
を
越
え
た
真
実
を
洞
察
す
る

手
助
け
の
た
め
に
老
師

よ
り
与
え
ら
れ
る
。

⑩
夢
窓
国
師

『絶
句
』
は
、
大
拙
の

"
ζ
鋤
ヨ
ニ
巴
o
胤
N
Φ昌
しU
⊆
ま

匡
ωヨ
"

(初
版

・
一
八
二
頁
)
に
書
か
れ

て
い
る
。

ω
ダ
イ

コ
ン
は
、
長
く
て
太
い
白

い
食
用
根
。
日
本

で
人
気
の
あ
る
野
菜
。

⑱

釈

宗

演

は

、

ソ

ー

エ
ン

又

は

ソ

エ
ン
、
釈

の
名

で

"
ω
①
§

o
日

ω
a

鋤
じU
二
血
9
ω
け
〉
げ
げ
o
け
"

(O
巨
〇
四
αq
o
獅
㊤
O
①
)

の
著

者

と

し

て

知

ら
れ

て
い
る
。
彼
は
今
北
洪
川

(注
ω
参
照
)

の
愛
弟
子
で
、
し
か
も
二
十
五
才
で
印
可
を
う
け
て
い
る
。

一
八
九
三
年
に
シ
カ
ゴ

の
万
国
宗
教
会
議
に
出
席
し
、
そ
の
後
渡
欧
し
た
。

⑬
北
条
時
宗
は
、

一
二
八
二
年
、
北
鎌
倉
の
禅
寺
円
覚
寺
を
開
基
し
た
。
鈴
木
博
士
は
そ
の
中
の
正
伝
庵
に
多
年
住
し
た
。

αの
円
覚
寺

(注
⑬
参
照
)
の
舎
利
殿
は
宋
王
朝
時
代

の
寺
院
様
式
を
残
す
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。
と
て
も
小
規
模
で
簡
素
だ
。

一
九
二

三
年

の
大
震
災
で
損
壊
し
た
が
、
そ
の
後
、
再
建
さ
れ
た
。

⑮
西
田
幾
多
郎

(
一
八
七
〇
1

一
九
四
五
)
。
偉
大
な
近
代

の
日
本
の
哲
学
者
。
青
年

の
時
代
よ
り
親
友
で
あ

っ
た
。

㈲
接
心
。

一
週
間
続
く
、
ひ
た
す
ら
坐
禅
弁
道
す
る
修
行
の
期
間
。
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αの

こ
れ
は
、

一
八
九
六
年
の
臓
八
接
心
と
思
え
る
。

⑬
臓
八
接
心
。
臓
は
12
月
の
意
。

ハ
ッ
又
は
ハ
チ
は
八
日
を
意
味
す
。
十
二
月
八
目
は
昔
し
か
ら
釈
迦
成
道

の
日
さ
れ
、
人
々
は
十
二

月

一
日
か
ら
八
日
の
明
け
ま
で
、
悟
り
を
ひ
ら
く
た
め
こ
の
接
心
に
全
力
を

つ
く
す
。
普
通
、
全
力
を
注
い
で
こ
の
期
間
、
寝
る
こ

と
な
く
修
行
す
る
。

⑲

見
性
。
人
間
に
本
来
そ
な
わ
る
根
源
そ
の
も
の
を
撤
見
す
る
こ
と
。
最
初

の
悟
り
に
達
す
る
こ
と
と
も
い
え
よ
う
。

〈
訳

注
〉

ω

北
条
時
敬
。
金
沢
時
代
の
恩
師
。
西
田
幾
多
郎
と
北
条
と
の
師
弟
関
係
よ
り
や
や
薄

い
も
の
が
あ
る
が
、
国
泰
寺
相
見
の
切
掛
と
な

る
人
物
。

②

雪
門
玄
松
。
管
長
よ
り
突
然
世
俗
に
も
ど
り
、
ま
た
出
家
す
る
と
い
う
独
自
の
歩
み
が
印
象
的
。

③

早
川
亭
太
郎
。
次
兄
で
こ
の
頃
は
執
達
吏
を
開
業
し
て
お
り
、
弁
護
士
に
七
十
歳
で
合
格
し
た
。

㈲

広
田
天
真
。
後
年
、
円
覚
寺

・
東
福
寺
管
長
。

⑤

白
隠
が
創
始
し
た
公
案

「隻
手
の
音
声
」

㈲

「鹿
居
士
好
雪
片
片
」
『碧
巌
録
』
第
四
十

二
則

『
鹿
居
士
語
録
』
(禅
の
語
録
7
)

三
十

一
頁
参
照
。

⑦

『無
門
関
』
第

一
則
の

「趙
州
無
字
」
の
公
案

⑧
ポ
ー
ル

・
ケ
ー
ラ
ス
博
士
。
大
拙
在
米
中
の
恩
人
。
な
お

エ
ド
ワ
ル
ド

・
ヘ
ゲ
ラ
ー
氏
も
加
え
た
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
の
大
拙
は
、
研

究
を
要
す
。

⑨

『碧
巌
録
』
第

一
則

「達
磨
廓
然
無
聖
」
の
園
悟

の
本
則
の
著
語

「膏
臆
不
向
外
曲
」
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