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は
じ
め
に

日
本

の
聖

一
国
師

(東
福
円
爾
、

一
二
〇
ニ
ー
一
二
八
〇
)
は
、
公
案
を
理
致

・
機
関

・
向
上
の
三

つ
に
分
類
し
、
次
い
で
白
隠
慧
鶴

(
一
六

八
五
1

一
七
六
八
)
な
ら
び
に
東
嶺
円
慈

(
一
七
二
一
-
一
七
九
二
)
を
中
心
と
す
る
そ
の
門
下
達
は
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
、
法
身

・
機
関

・
言
詮

・

難
透

・
向
上
の
五

つ
に
分
類
し
た
。
そ
し
て
、
現
在

で
は
そ
の
五

つ
に
、
室
内
に
よ

っ
て
差
が
あ
る
も
の
の
、
概
ね

五
位

・
十
重
禁
戒

・

末
後
の
牢
関
の
三
つ
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
臨
済
宗
に
あ

っ
て
も
、
洞
上
五
位
は
重
要
な
修
行
の
過
程

で
あ

る
。

　　
　

洞
上

五
位
と
は
、
元
来
中
国
の
洞
山
良
扮

(八
〇
七
-
八
六
九
)
が
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
白
隠
慧
鶴
は
、
師
匠
で
あ
る
正
受
老
人

(道

鏡
慧
端

一
六
四
二
ー

一
七
二
一
)
の
室
内
に
お
い
て
そ
れ
を
授
け
ら
れ
、
更
に
そ
の
弟
子
に
伝
承
し
た
。
そ
し
て
曹
洞
宗

に
伝
わ

っ
て
い
る
五

位
の
伝
統
的
な
解
釈
と
は
異
な

っ
た
、
白
隠
下

一
流
の
五
位
説
を
形
成
し
て
い
る
。

現
在

の
臨
済
禅
修
行

の
段
階
と
し
て
、
五
位
は
悟
後
の
修
行
に
位
置
す
る
。
白
隠
下
独
特
の
方
法
と
し
て
、
種

々
の
公
案
で
修
行
し
て

き
た
悟
境
を
、
こ
の
五
位
に
よ

っ
て
理
論
的
に
整
理
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

白
隠
自
身
は
様
々
な
著
作

の
中
で
五
位
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
特
に

『
荊
叢
毒
蕊
』
巻
三
、
す
な
わ
ち

「洞
上

五
位
偏
正
口
訣
」
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に
お

い
て
、
詳
し
く
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

本
論
に
お

い
て
は
、
偏
正
五
位
と
は
何
か
と
い
う
点
に
関
し
て
概
説
し
た
後
、
「洞
上
五
位
偏
正
口
訣
」
な
ど
の
作
品
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
白
隠
の
五
位
理
解
、
な
ら
び
に
公
案
と
し
て
の
扱
い
方
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
最
後
に
修
行

に
お

い
て
五
位
が
ど
の
よ
う
な
価
値
を
持

つ
の
か
を
思
想
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

＼

一

偏
正
五
位
に
つ
い
て

＼

ま
ず

、
白
隠
の
五
位
に
お
け
る
思
想
的
研
究
に
入
る
前
に
、
五
位
に

つ
い
て
の
概
略
を
述

べ
た
い
ゐ

一
般
的
に
五
位
と

い
え
ば
偏
正
五
位
を
指
す
よ
う
で
あ
る
が
、
厳
密
に
は
、
五
位
に
は

「偏
正
五
位
」
「功
勲
五
位
」

「君
臣
五
位
」
「王

子
五
位
」

の
四

つ
が
あ
る
。

洞
山

の
五
位
は
、
元
の
中
統
元
年

(
一
二
六
〇
)
に
晦
然
が
序
を
書
い
て
編
集
刊
行
し
た

『
重
編
曹
洞
五
位
』

「洞
山

五
位
顕
訣
」
に
述
べ

ら
れ
た
偏
正
五
位
と
、
『
禅
林
僧
宝
伝
』
(
一
三
三
一
年
刊
)
「華
厳
隆
禅
師
」
項
に
記
載
さ
れ
、
洞
山
の
著
語
的
説
明
と
頒
で
示
さ
れ
た
功
勲

五
位
と
が
あ
る
。

偏
正
五
位
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
洞
山
良
紛
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
宗
旨
を
五
項
目
に
分
類
し
、
そ
れ
に
弟
子
で
あ

る
曹
山
本
寂

(八
四
〇
1
九
〇
一
)
が
註
釈
を

つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

偏
正
五
位
は
、
洞
山
は
概
ね
①
正
位
却
偏
、
②
偏
位
却
正
、
③
正
位
却
来
、
④
偏
位
中
来
、
⑤
相
兼
帯
来
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
曹

山
に
到

っ
て
、
各
位

の
項
目
を
①
正
中
偏
、
②
偏
中
正
、
③
正
中
来
、
④
偏
中
至
、
⑤
兼
中
到
と
三
文
字
ず

つ
に
整
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
そ
の
趣
旨
を
各
位
毎
に
七
言
三
句

で
ま
と
め
た
逐
位
頒
を
示
し
て
分
析
し
て
い
る
。

曹
山

の
逐
位
頒
と
は
以
下
を
い
う
。



正
中

偏

。

偏

中

正

。

正
中

來

。

兼

中

至

。

兼

中

到

。

三
更
初
夜
月
明
の
前
、
怪
む
こ
と
な
か
れ
、
相
逢
ひ
て
相
識
ら
ざ
る
こ
と
を
。
隠
隠
と
し
て
猶
ほ
奮
日
の
妊
を
懐
く
。

い
か
ん

　　
　

失
曉
の
老
婆
古
鏡
に
逢
う
。
分
明
観
面
別
に
眞
無
し
。
孚
奈
せ
ん
頭
に
迷
ひ
還
り
て
影
を
認
む
る
こ
と
を
。

　　
　

無
中
に
路
有
り
、
塵
埃
を
隔

つ
。
但
だ
能
く
當
今

の
諦
に
鰯
れ
ず
。
也
た
前
朝
の
断
舌
の
才
に
勝
れ
り
。

も
ち

　　
　

　　
　

爾
刃
鋒
を
交

へ
て
避
る
を
須
ひ
ず
。
好
手
還
り
て
火
裡
の
蓮
に
同
じ
。
宛
然
と
し
て
自
ら
沖
天
の
氣
有
り
。

　　
　

有
無
に
落
ち
ず
、
誰
か
敢
て
和
せ
ん
。
人
人
壼
く
常
流
を
出

で
ん
と
欲
す
。
折
合
還

っ
て
炭
裡
に
蹄
し
て
坐
す
。
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ま
た
、
曹
山
は

「五
位
君
臣
旨
訣
」
を
著
わ
し
、
偏
正
五
位
に
合
わ
せ
て
君
臣
五
位
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

は
偏
正
五
位

の
註
釈

と
し
て
の
性
格
が
強

い
。
「王
子
五
位
」
は
も

っ
と
後
の
時
代
に
石
霜
慶
諸

(九
八
六
ー

一
〇
三
九
)
が
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

　ご

本
論
で
は
こ
れ
ら

の
二
つ
は
問
題
と
し
な

い
。

「功
勲
五
位
」
は
、
向
、
奉
、
功
、
共
功
、
功
功
の
五

つ
を
い
う
。
功
勲
五
位
は
、
そ
れ
を
体
得
す
べ
き
学
人
の
修
行

の
進
展
状
況
を
示

し
た
も

の
で
あ
る
。
偏
正
五
位
と
功
勲
五
位
と
の
関
係
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
前
者
が
証
、
後
者
が
修
の
道
理
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
る
と

い
え
る
。
し
か
し
、
偏
正
五
位
、
功
勲
五
位
共
に
洞
山
自
身

の
悟
得
の
体
験
を
元
に
し
て
い
る
と

い
え
よ
う

。

そ
も
そ
も
、
六
祖
慧
能
下
の
青
原
行
思
の
弟
子
で
あ
る
石
頭
希
遷

(七
〇
〇
ー
七
九
〇
)
が

『参
同
契
』
を
著
し
て
以
来
、
そ
の
門
下
で
は
、

「明
暗
」

「理
事
」

「回
互
、
不
回
互
」
な
ど
の
思
想
を
も

っ
て
宗
旨
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
洞
山
は
そ
の
流
れ
を
受
け
て
、
『
宝
鏡

　　
　

三
昧
』
を
著
す
に
い
た

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
中
の

「重
離
六
交
、
畳
而
為
三
、
変
尽
成
六
」
の
部
分
か
ら
五
位
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

五
位
は
曹
洞
宗
だ
け
で
は
な
く
、
臨
済
宗
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ

て
く
る
。
唐
代
に
お
い
て
臨
済
宗
と

の
混
渚
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
臨
済
義
玄

(?
1
八
六
七
)
の
下
で
四
料
挾
に
よ

っ
て
悟

っ
た
後
、
曹
山
に
参
じ
た
克
符
道
者

(生
没
年
不
詳
)
が
曹
山

に
な
ら

っ
て
七
言
三
句
ず

つ
の
偏
正
五
位
頒
を
作
成
し
て
い
る
の
が
そ
の
嗜
矢
で
あ
る
。

臨
済
か
ら
下

っ
て
五
代
目
、
扮
陽
善
昭

(九
四
七
-
一
〇
二
四
)
も
ま
た
、
洞
山
良
紛

の
法
嗣
、
青
林
師
度

の
孫
弟
子
に
あ
た
る
石
門
慧
徹
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に

つ
い
て
曹
洞
の
宗
旨
を
学
ん
で
い
る
。
問
題
な

の
は
、
こ
の
扮
陽
に
よ

っ
て
、

一
旦
五
位
が
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、

本
来
は
第

三
位
で
あ
る
、
「正
中
来
」
を
第

一
位

へ
移
動
し
、
ま
た

「偏
中
至
」
を

「兼
中
至
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
順
序

の
変
動

は
、
扮
陽
の
法
嗣
で
あ
る
石
霜
楚
圓

(九
四
六
ー

一
〇
三
九
)
に
よ

っ
て
元
の
形
に
改
め
ら
れ
る
も
の
の
、
偏
中

至
を
兼
中
至
と
し
た

す
　

点

に
関

し

て
は

そ

の

ま

ま

残

し
た

。

　　
　

よ
く
誤
り
で
は
な

い
か
と
指
摘
さ
れ
る
も
か
か
わ
ら
ず
、
白
隠
も
第
四
位
を
兼
中
至
の
形
で
伝
え

て
い
る
。
こ
の
点
も
白
隠

の
五
位
解

釈
の
独
自
性
を
表
し
、
白
隠
の
五
位
が
臨
済
宗

の
五
位
解
釈

の
も

っ
と
も
深
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
曹
洞
宗
の
五
位
と
の
相
違
を
明
ら

か
に
し

て
い
る
。

以
下
、
白
隠
の

「偏
正
五
位
」
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
。

二

「
洞
上
五
位
偏
正
ロ
訣
」
に
お
け
る
白
隠
の
偏
正
五
位
の
理
解

現
在

に
到

っ
て
も
、
五
位
は
臨
済
禅

の
修
行
に
お
い
て
重
要
な
公
案
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た

よ
う
に
、
白
隠
と
白

隠
門
下
に
よ

っ
て
、
五
位
が
他
の
多
く
の
公
案
と
と
も
に
体
系
化
さ
れ
て
現
在
に
ま
で
伝
わ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

「兼

中
至
」

か

「偏
中
至
」
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
体
系
化
の
過
程
の
中
で
、
真
実
の

「存
在
」
と
し
て
、
あ

る
い
は
よ
り
活
力
を
も

つ
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
存
在
意
義
を
深
め
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
最
も
重
要
な

こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
白
隠
の
場
合
、
こ
の

「五
位
」
を
ど

の
よ
う
な
も

の
と
し
て
見
て
い
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

白
隠

の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
白
隠
は
五
位
を
師
で
あ
る
正
受
老
人
に
、
宝
永
五

(
一
七
〇
八
)
年
、
白
隠
二
四
歳
の
時
に
教
授
さ
れ
て
い
る
。

(
U

)

(
12

)

し
か
し
白
隠
は
正
受
に
出
会
う
前
に
、
高
田
の
英
巌
寺
に
お
い
て
、
生
鉄
素
脊

(?
1
一
七
二
八
)
の

『
人
天
眼
目
』
の
提
唱
を
聞
き
に
行

っ

て
い
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
時
に
偏
正
五
位
の
こ
と
を
知

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
正
受

の
弟
子
で
あ
る
道
樹
宗
覚

(
=
ハ
七
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お
け

九
ー
一
七
三
〇
)
を
知
り
、
そ
の
こ
と
が
縁
で
正
受
の
下
に
参
ず
る
こ
と
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

正
受

の
下
で
、
八
ヶ
月
間
に
渉
る
厳
し
い
修
行
を
経
て
、
ま
た
い
く

つ
か
の
公
案
に
も
参
じ
た
後
に
、
白
隠
は
最
初

の
見
性
を
得
た

こ

と
を
正
受
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
後
に
、
白
隠
は
五
位
を
工
夫
し
て
い
る
。
こ
の
因
縁
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
以
下
抜
粋
す
る
。

「
一
日
曹
洞
の
五
位
偏
正
を
請
益
す
。
翁
曰
く
、
『汝
試
み
に
道
え
看
ん
』。
師
所
見
を
呈
す
。
翁
笑

い
て
曰
く
、
『
只
但
這
箇
の
み
。
更

に
別
に
在
る
こ
と
有
り
や
』
。
師
無
語
。
翁
呵
し
て
曰
く
、
『
洞
山
の
五
位
最
も
悟
後
の
修
行
を
明
ら
か
に
す
。
甚
だ
深
理
有
り
。
若
し
汝

が
所
解

の
如
く
な
ら
ば
、
只
々
是
れ

一
場

の
閑
家
具
。
洞
山
許
多

の
階
位
を
立
て
什
慶
か
せ
ん
』
と
。
後
ち
、
眞
訣
を
伝
う
。
且
つ
語
り

て
『重
離

の
六
交
、
偏
正
回
互
し
て
、
畳
み
て
三
と
為
る
』
と
言
う
に
至
り
て
、
翁
口
を
杜
づ
。
師

『
変
尽
し
て
五
と
成

る
』
の
訣
を
乞
う
。

翁
曰
く
、
『
堂
に

一
登
し
て
極
む
可
け
ん
や
。
只
但
だ
洞
山

一
人
の
頒
を
看
よ
。
余
の
奴
輩
の
説
を
管
取
し
て
、
以
て
孤
窟
に
陥
る
こ
と
莫

な
　

れ
』
と
」
。

白
隠

は
五
位

の
工
夫
を
す
る
も
の
の
、
し
か
し
最
初
の
白
隠

の
回
答
が
あ
ま
り
に
も
浅
薄
な
も
の
で
あ

っ
た
た
め
正
受
に

一
旦
否
定
さ

れ
る
。
次
に
正
受
は
改
め
て
白
隠
に
五
位
の
指
導
を
す
る
が
、
偏
正
五
位
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る

「重
離
六
交
、
偏
正
回
互
、
畳
而

為
三
」

に
到

っ
て
語
を
止
め
、
指
導
を
中
断
し
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
は

一
体
ど
う
い
う
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
遂
に
白
隠
は

正
受
と

別
れ
る
ま
で
、
そ
れ
以
上

「五
位
」
に
つ
い
て
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　ま

そ
の
翌
年

の
宝
永
六

(
一
七
〇
九
)
年
、
白
隠
は
菩
提
樹
院
に
留
ま

っ
て
い
た
時
に
、
宗
覚
が
白
隠
と
の
相
見
を
目
的
に
正
受
庵
か
ら
訪
れ
、

白
隠
は
宗
覚
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言

っ
た
の
で
あ
る
。

　お
　

「正
受
年
尊
に
し
て
再
会
期
し
難
し
。
請
う
、
兄
、
五
位
変
尽

の
訣
を
拍
い
て
、
転
じ
て
我
に
伝
え
よ
」
と
。

　　
　

そ
し
て
、
そ
の
翌
年
宝
永
七

(
一
七
一
〇
)
年
に
、
宝
泰
寺
で
宗
覚
に
再
会
す
る
。

「会
中
、
格
兄
約
を
差
え
ず
し
て
来
る
。
師
、
変
尽
の
訣
を
聞
か
ん
こ
と
を
乞
う
。
格
曰
く
、
『
豊
に
容
易
な
ら
ん
や

』。
(中
略
)
緩
に

『
変

尽
し
て
五
と
為
る
』
と
道
う
処
に
至

っ
て
、
師
忽
然
と
し
て
其
の
旨
を
諭

っ
て
曰
く
、
『
止
み
ね
止
み
ね
、
我
れ
会
せ
り
、
我
会
せ
り
』
。
(中
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　お
　

略
)
翌

目
閑
に
乗
じ
て
格
に
告
ぐ
る
に

一
字
を
違
わ
ず
。
只
但
だ
日
用
の
事
依
然
と
し
て
奇
特
無
し
」
。

白
隠

は
宗
覚
に
五
位

の
真
意
を
た
ず
ね
、
そ
れ
に
答
え
た
宗
覚
は

「変
尽
し
て
五
と
為
る
」
と
言
う
の
み
、
全
て
を
語
る
前
に
白
隠
は

全
て
を

了
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
白
隠
は
五
位
を
会
得
し
た
の
で
あ
る
。

当
時
、

つ
ま
り
江
戸
時
代
前
期
に
お
い
て
は
、
五
位
は
宗
義
の
復
興
に
よ

っ
て
曹
洞
宗
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
臨
済
宗
で
は

ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い

っ
た
状
況
下
で
正
受
が
偏
正
五
位
を
公
案
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
正
受
ま
で
済
門
に

お
い
て
も
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

白
隠

の
時
代
ま
で
の
臨
済
宗
に
お
け
る
五
位
の
発
展
と
そ
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
虚
堂

智
愚

(
=

八
五
-

一
二
六
九
)、
南
浦
紹
明

(
一
二
一二
五
-

一
三
〇
八
)、
宗
峰
妙
超

(
一
二
八
ニ
ー

一
三
三
七
)、
関
山
慧
玄

(
一
二
七
七
ー
一
三
七
〇
)

か
ら
、
正
受
ま
で
ど
の
よ
う
に
五
位
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
、
本
論

で
は
検
討
す
る
余
地
は
な

い
が
、
今
後
改
め

て
別
稿
に
よ

っ
て
検

討
し

て
み
た
い
。

さ

て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
白
隠
は
五
位
を
会
得
し
た

の
で
あ
る
が
、
年
譜
を
見
る
限
り
、
白
隠
は
生
涯
偏
正
五
位
に
関
し
て
興
味
を
持

ち

つ
づ
け
て
い
た

こ
と
は
間
違

い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
正
受
か
ら
こ
れ
を
伝
承
さ
れ
た

こ
と
は
白
隠
に
と

っ
て
は
非
常
に
意

味
を
持

つ
こ
と
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
白
隠
が
正
受
老
人
門
下
嗣
法
の
弟
子
の

一
人
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に

つ
い
て
は
、
い
く

つ
か
の
問
題
点
が
存
す
る
。
そ
れ
は

白
隠
が
正
受
老
人
か
ら
、
嗣
法

の
証
明
で
あ
る
印
可
証
明
を
受
け
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
に

関
連
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、
白
隠
が
正
受
庵
に
留
ま

っ
て
い
た
期
間
が
非
常
に
短
く
、
白
隠
が
正
受

の
下
を
去

っ
た

後
、
正
受
は
十
三
年

　　

間
も
生
存
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
白
隠
と
正
受
と
の
間
に
何
の
交
渉
も
無
か

っ
た
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

状
況
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
白
隠
は
正
受
を
自
分
の
真
の
師

で
あ
る
と
生
涯
確
信
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
年

譜
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。
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「師
、
後
に
人
に
謂

っ
て
曰
く

『
予
、
嘗
て
的
翁
の
評
論
を
聞
く
時
は
、
意
に
謂
え
り
、
而
今
列
刹
相
望
ん
で
、
名
師
互

い
に
興
る
。
老
漢

何
が
故
ぞ
、
是
の
如
く
諸
方
を
憤
激
す
る
や
。
是
れ
所
謂
る
我
に
同
じ
き
者
に
党
す
る
な
ら
ん
と
。
後
来
江
湖
に
遊
歴
し
て
、
数
員
の
宗

お
　

匠
に
見
ゆ
る
に

一
箇
も
大
眼
目
を
具
す
る
底

の
真
正
の
宗
師
に
憧
著
せ
ず
、始
め
て
正
受
の
道
の
遙
か
に
諸
方
に
出
つ

る
こ
と
を
知
る
』
」
。

正
受

に
対
し
て
師
と
し
て
多
大
な
感
謝
の
念
を
持

つ
こ
と
は
白
隠
に
と

っ
て
は
当
然

の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
白
隠

は
正
受

よ
り
五
位
を
伝
承
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
非
常
に
重
要
性
を
感
じ
た
故
に
正
受

の
法
を
守
ろ
う
と
決
意
し
た

の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ
る

の
で
あ
る
。
特
に
白
隠
が
五
位
に

つ
い
て
著
し
た
書
を
見
る
と
、
正
受
老
人
の
法
系
の
祖
師
に
関
す
る
提
唱
も

い
く

つ
か
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
愚
堂
東
建

(
一
五
七
七
-

一
六
六
一
)
の
没
後
百
年
忌
の
折
り
の
提
唱
で
あ
る

『寳
鑑
胎
照
』

(
一
七
五
入
刊
)、
な
ど

に
も
五
位
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
「洞
上
五
位
偏
正
口
訣
」
は
二
部
構
成
で
あ
る
。
前
半
は
偏
正
五
位
の
重
要
性
に

つ
い
て
、
ま
た

「重
離
六
交
、
畳
而
為
三
、
変

　ぬ
　

尽
成
六
」
の
説
明
、
そ
し
て
五
位
と
四
智
、
並
び
に
そ
の
配
当
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
後
半
は
、
白
隠
の
洞
山
良
倫

の

「逐
位
頒
」
に

つ

　　

い
て
の

コ
メ
ン
ト
が
記
さ
れ
て
い
る
。

白
隠

の
法
嗣
東
嶺
円
慈
に
よ

っ
て
著
さ
れ
た

『
五
家
参
詳
要
路
門
』
巻

三
の
中
に
お
い
て
も
、
同
じ

「洞
山
五
位
偏

正
口
訣
」
が
載
せ

　お
　

ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
白
隠
に
よ
る

「
口
訣
」
は
東
嶺
に
よ

っ
て
若
干
訂
正
さ
れ

て
い
る
。

「口
訣
」
の
中
で
、
白
隠
は
偏
正
五
位
の
重
要
性
を
主
張
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
複
雑
さ
も
認
め
て
い
る
。

あ
あ

「鳴
、
夫
れ
教
海
は
浩
砂
に
し
て
、
法
門
は
無
量
な
り
。
其

の
中
間
に
秘
授
有
り
、
口
訣
有
り
。
未
だ
曾
て
五
位
の
擁

乱
の
如
き
者
を
見

　　

ず
。
重
離
の
煩
評
、
畳
変
の
墾
説
は
、
枝
上
に
枝
を
添
え
、
蔓
上
に
蔓
を
結
ぶ
」
。

お
そ
ら
く
、
そ
こ
で
白
隠
は
、

一
般
的
な
修
行
者
に
と

っ
て
特
に
そ
の
当
代
に
偏
正
五
位

の
よ
う
な
宗
旨
の
説
明
が

理
解
し
が
た
い
と

い
う
こ
と
を
示
し
た
か

っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
点
は
、
日
本
曹
洞
宗
の
開
祖
で
あ
る
、
永
年
道
元

(
一
二
〇
〇
1

一
二
五
三
)
の
立

場
と
非
常
に
近
似
し
て
い
る
印
象
を
う
け
る
。
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道

元
は
偏
正
五
位
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と

っ
て
い
た
。
『
正
法
眼
蔵
』
巻
三
七
に
、

「師
は
、
こ
れ
洞
山
の
遠
孫
な
り
。
祖
席
の
英
豪
な
り
。
し
か
あ
る
に
、
箇
箇
お
ほ
く
あ
や
ま
り
て
、
偏
正
の
窟
宅

に
し
て
高
祖
洞
山
大

師
を
礼
拝
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
畑
誠
す
る
な
り
。
仏
法
も
し
偏
正
の
局
量
よ
り
相
伝
せ
ば
、

い
か
で
か
今
日
に
い
た
ら
ん
。
あ
る
い
は
野

猫
児
、
あ
る
い
は
田
庫
奴
、
い
ま
だ
洞
山
の
堂
奥
を
参
究
せ
ず
。
か
つ
て
仏
法
の
道
闘
を
行
李
せ
ざ
る
と
も
が
ら
、
あ
や
ま
り
て
洞
山
に

偏
正
等

の
五
位
あ
り
て
人
を
接
す
、
と
い
う
。
こ
れ
は
胡
説
乱
説
な
り
、
見
聞
す
べ
か
ら
ず
。
た
だ
ま
さ
に
上
祖
の
正
法
眼
蔵
あ
る
こ
と

　　

を
参
究
す
べ
し
」
と
あ
る
。

道

元
が
否
定
し
た
の
は
、
五
位

の
そ
の
難
解
さ
に
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
『
信
心
銘
』
の
冒
頭
の

「至
道
無
難
」
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、

本
来
禅

は
そ
れ
程
難
解
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
坐
禅
そ
の
も
の
が
悟
り
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
道

元
に
そ
の
よ
う
な
難

解
な
機
関
は
必
要
な
か

っ
た

の
で
は
な
い
か
。
白
隠
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
五
位
を
否
定
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
道
元

と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。

五
位

の
教
義
は
洞
山
と
曹
山
の
時
代
に
あ

っ
て
も
、
非
常
に
難
解
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。曹
山
の
法
が

そ
の
後
四
代
を
も

っ

て
滅
し
た
の
は
こ
の
五
位
の
教
義

の
困
難
さ
に
あ

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
白
隠
が
最
も
大
切
に
し
て
い
た
の
は
、
全

て
の
衆
生
に
仏
法
を
広
め
て
衆
生
済
度
を
は
か
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に

全

て
の
方
便
を
も
受
け
入
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

「学
者
、
之
に
依
り
て
進
修
せ
ば
、
大
い
に
利
益
あ
ら
ん
。
洞
上
知
識
の
口
授

に
あ
ら
ず
と
為
し
て
、
疑
惑
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
か
、

「予
八
、
九
年
来
我
が
同
人
の
諸
子
を
激
励
し
て
、
此

の
大
事
を
参
究
せ
ん
と
欲

す
る
に
、
往
々
他
家

の
宗
要
と
為
し
て
顧
み
ず
、
其
の
中
間
に
唯
だ

一
箇
半
箇
を
得
る
の
み
。
皇
に
嘆
ず
べ
し
。
且

つ
道
う

こ
と
を
見
ず

　　

や
、
法

門
無
量
誓
願
学
と
。
況
や
是
れ
佛
道
大
綱
、
参
禅

の
要
路
な
る
を
や
」
と
言

っ
て
、
宗
派

の
区
別
を
も
超
越

す
る
こ
と
を
弟
子
に

示
唆
し

て
い
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
言
葉
の
中
に
見
ら
れ
る

「法
門
無
量
誓
願
学
」
は
、
『
四
弘
誓
願
文
』
の
中

の

一
句
で

あ
る
。

「菩
提
心
」
を
重
視
す
る
白
隠
に
と

っ
て
、
『
四
弘
誓
願
文
』
の
思
想

こ
そ
が
そ
の
根
本
に
流
れ
る
思
想
で
あ

る
の
で
あ
る
。
し
た
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が

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
白
隠
に
と

っ
て
、
五
位
の
思
想
は
難
解
で
は
あ

っ
て
も
、
様
々
な
人
々
に
禅
を
普
及
さ
せ
、
そ
し
て
衆
生
済
度
を

は
か
る

に
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　ま

「
口
訣
」
の
前
半
部
分
に
お

い
て
、
も
う

一
つ
重
要
な
思
想
は
、
偏
正
五
位
と
四
智
と
の
組
み
合
わ
せ
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
白

隠
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「正
受
老
人
曰
く
、
『
祖
師
始
め
て
五
位
を
施
設
す
る
大
意
は
、
學
者
を
し
て
四
智
を
謹
得
せ
し
む
る
の
大
慈
善
巧
な
り
。
大
ひ
に
教
家

た

と

の
義
論

に
同
じ
ふ
せ
ず
。
所
謂
る
四
智
と
は
大
圓
鏡
智
、
平
等
性
智
、
妙
観
察
智
、
成
所
作
智
、
是
れ
な
り
。
道
流
直
饒
ひ
三
學
精
錬
し

て
多
劫

を
重
ぬ
る
も
、
未
だ
四
智
を
謹
得
せ
ず
ん
ば
、
眞
の
佛
子
と
稻
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
。
道
流
、
眞
正
参
究
し

て
八
識
頼
耶
の
暗
窟

を
打
破

す
る
時
、
大
圓
鏡
智
の
寳
光
、
立
地
に
換
襲
す
。
却

っ
て
怪
し
む
、
大
圓
鏡
光
黒
く
し
て
漆
の
如
く
な
る
こ
と
を
。
此
れ
を
正
中

偏
の

一
位
と
道
う
。
此
に
於
い
て

一
分
の
大
圓
鏡
智
を
謹
す
。
更
に
偏
中
正
の

一
位
に
入
り
、
寳
鏡
三
昧
を
修
す
る
こ
と
多
時
。
果
し
て

一
分

の
平
等
性
智
を
謹
得
し
、
始
め
て
理
事
無
磯
法
界
の
境
致
に
入
る
。
行
者
此
に
於
い
て
未
だ
足
れ
り
と
爲
さ
ず

、
親
し
く
正
中
來
に

入
り
、
兼
中
至
に
依

っ
て
、
妙
観
察
智
、
成
所
作
智
、
等

の
四
智
を
圓
讃
す
。
最
後
に
兼
中
到
の

一
位
に
到

っ
て
、

折
合
し
て
還

っ
て
炭

　　

裡
に
蹄
し
て
坐
す
』」
。

こ
の
部
分
で
白
隠
は
、
祖
師
が
五
位
を
創
作
し
た
意
図
が

「四
智
」
の
境
涯
を
会
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
四
智
を
真
に
理
解
し
な
け
れ
ば
、
仏
弟
子
と
名
乗
る
こ
と
さ
え
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「四
智
」
と
は
、
唯
識
で
説
か
れ
る
意
識
の
諸
相

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
段
階
に

つ
い
て
は
白
隠
の
言
葉

の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
そ
れ

ぞ
れ
が
唯
識
で
説
く
八
識
に
対
応
し
て
い
る
。

つ
ま
り
眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識
の
五
識
が
転
換
す
る
と
成
所
作
智
に
な
り
、

第
六
識
と

い
わ
れ
る
意
識
が
転
換
す
る
と
妙
観
察
智
に
な
り
、
第
七
番
目
の
末
那
識
が
転
換
す
る
と
平
等
性
智
に
、
そ
し
て
第
八
識
が
転

換
す
る
と
大
円
鏡
智
に
な
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
引
用
し
た
白
隠

の
言
葉
の
最
後
の
表
現
は
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

白
隠

は
第
八
識
那
転
換
し
て
大
円
鏡
智
が
現
れ
る
時
に
は
、
五
位
で
い
う
正
中
偏
の

一
位
の
境
涯
と
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
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し
、

こ
の
大
円
鏡
智
の
光
は
真

っ
黒
で
、
ま
る
で
漆

の
よ
う
で
あ
る
と
述
べ
る
。

ま
た
、
五
位
に
は
そ
の
教
義
を
図
に
示
し
た
、

一
つ
の
象
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
正
と
偏
を
黒
と
白
に
よ

っ
て
分
類
し
た
図
説
で
あ
る
。

　　

こ
の
図
説
の
発
生
に
関
し
て
は
諸
説
あ
ろ
う
が
、
本
論
で
は
そ
の
点
を
問
題
と
し
な

い
。

こ
の
図
説
と
は
、
正
位
を

「黒
」、
偏
位
を

「白
」
と
い
う
よ
う
に
象
徴
し
、
さ
ら
に
正
中
偏
は
0
、
偏
中
正
は
○
、
正
中
来
は
◎
、
兼
中

　　
　

至
は
○
、
そ
し
て
最
後
に
兼
中
到
を
●
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

何
故
白
隠
は
こ
の
よ
う
な
表
現
を
五
位
の
説
明
の
た
め
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
隠
は

「口
訣
」
の
中
で
、
大
圓
鏡
智

の
光
は
真

っ

黒
で
、
ま
る
で
漆

の
よ
う
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
●
は
兼
中
到
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
白
隠
の
説
明
で
は
大
圓
鏡
智
は

　れ
　

正
中
偏

で
あ
る
。
従

っ
て
兼
中
到
は
白
隠
に
と

っ
て
は
正
中
偏
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

同
じ
よ
う
に
ま
た
別
の
播

鎗

れ
る
・
そ
れ
は
・
五
位
に
お
け
る
易
と
の
関
係
で
あ
る
・
稟

よ
り
・
五
位
は
比
喩
と
し
て
易
の
思

想

を

用

い

て

い

る

。
五

位

に

お

け

る

易

の

比

喩

は

、

『
宝

鏡

三
昧

』

の

「
重

離

六

交

、
畳

而
為

三

、
変

尽
成

六

」

と

い
う

句

か

ら

易

卦

と

禅

と

の

関

係

が

問

題

と

な

っ
た

。

つ
ま

り

、

易

卦

の

「重

離

」

と

偏

正
、

そ

し

て

「畳

変

」

と

回

互

の

と

こ
ろ

が

出

発

点

と

な

り

、

そ

こ
か

ら

比

喩

の
中

心

と

な

る

易

卦

の

「重

離

」

か

ら

、

正

中

偏

は

「
=
脳
」

(巽
)
に

な

り

、

偏

中

正

は

「
=
一」

(免
)
と

な

る

。

そ

し

て

正

中

来

は

　　
　

「===」
(太
過
)に
展
開
し
、
兼
中
至
は
』
=≡
」
(中
孚
)
と
な
り
、
最
後
に
兼
中
到
に
至

っ
て
、

「塁
」
(重
離
)に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ

に
関
し
て
白
隠
は
、
「
口
訣
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「≡≡
重
離
六
交
は
、
二
三
四
交
を
取
り
て
、
一=
を
正
中
偏
と
爲
す
。
三
四
五
交
を
取
り
て
、
≡
を
偏
中
正
と
爲
す
。
即
ち
大
過
の
卦
を
見

る
。
大

過
の
二
三
四
交
を
取
り
て
、
≡
を
正
中
來
と
爲
す
。
此
に
お
い
て
、
畳
ん
で
三
と
爲
す
の
判
。
蓋
し
善
を
壼

く
す
に
似
た
り
。
攣

蓋
し
て
五
と
成
る
に
到
り
て
、
全
く
未
だ
善
を
壼
さ
ず
。
後
に
正
受
の
室
に
入
り
て
、
之
れ
を
傳

へ
て
、
方
に
以
て
足
れ
り
と
爲
す
。
足

れ
り
と
爲
す
と
錐
も
、
猶
ほ
恨
む
、
諸
師
未
だ
全
く
偏
正
回
互
の
義
を
判
す
る
に
及
ぼ
ず
、
回
互
の
爾
字
、
棄
榔
し

て
総
に
顧
み
ざ
る
者

ま
　

に
似
た
る
こ
と
を
。
此
に
於

い
て
疑
兜
重
ね
て
頭
を
基
ぐ
」
。
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こ
の
説
明
か
ら
、
白
隠
は
お
そ
ら
く
当
時

の
五
位
と
易
卦
説
と
そ
の
理
解
に
対
し
て
批
判
、
あ
る
い
は
疑
問
を
持

っ
て
い
た
と

い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
、
正
受
が

「重
離
六
交
、
偏
正
回
互
、
畳
而
為
三
」
と

い
う
と
こ
ろ
で
白
隠
に
五
位
に
関
す
る
指
導

を
止
め
た
と
い
う
因
縁
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
る
と
、
不
思
議
に
思
わ
れ
る
。
「重
離
六
交
、
偏
正
回
互
、
畳
而
為
三
」
と

い
う
句
か
ら
、

易
卦
の

「一≡一一」
(重
離
)
ま
で
変
化
し
て
ゆ
く
過
程
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
正
受
が
こ

の

「重
離
」
の
所
で

説
明
を
た
と
え
や
め
た
と
し
て
も
、
す
で
に
五
位
で
い
う
、
最
後
の
兼
中
到
ま
で
説
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
易
卦

の
説
か

ら
考
え
れ
ば
、

「重
離
」
は
再
び
も
と
の
卦
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
正
受
の
教
え
は
こ
こ
で
は
決
し
て
終
わ

っ
て

い
な
か

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
考
察
も
ま
た
推
測
の
域
を
出
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
白
隠
の
五
位
に
お
け
る
解
釈
の
特
徴
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
口
訣
」
の
検
討
に
戻
れ
ば
、
後
半
に
お
い
て
白
隠
は
洞
山
の

「逐
位
頒
」
を
各
々
引
用
し
て
説
明
を

つ
け

て
い
る
。
こ
の
説
明

は
、
概

ね
経
典
や
祖
録
か
ら
引
用
さ
れ
た
文
章

で
あ
る
。
次
に
こ
の
白
隠

の
説
明
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

「正
中
偏
。
三
更
初
夜
月
明
の
前
、
怪
む
こ
と
な
か
れ
、
相
逢
ひ
相
識
ら
ざ
る
こ
と
を
。
隠
隠
と
し
て
猶

ほ
菖
日
の
妊
を
懐
く
。

正
中
偏

の

一
位
は
大
死

一
番
、
因
地

一
下
、
見
道
入
理
の
正
位
を
指
す
な
り
。
眞
正
の
行
者
、
密
参
し
て
功
積
み
、
漕
修
し
て
力
充
ち

　
　

て
、
忽
然
と
し
て
打
襲
す
れ
ば
、
則
ち
虚
空
消
損
し
、
鐵
山
擢
く
。
上
は
片
瓦
の
頭
を
蓋
ふ
無
く
、
下
は
寸
土

の
足
を
立

つ
る
無
し
。
煩

　
　

悩
無
く
菩
提
無
く
、
生
死
無
く
捏
葉
無
し
。

一
片
虚
凝
、
聲
無
く
臭
ひ
無
く
、
澄
潭
の
底
無
き
が
如
く
、
大
虚
の
跡
を
絶
す
る
に
似
た
り
。

往
往
此

の

一
位
を
認
得
し
て
、
以
て
大
事
了
畢
と
爲
す
。
以
て
佛
道
成
辮
せ
ん
と
謂

い
て
、
死
守
し
て
放

つ
こ
と
無
し
。
其
れ
是
れ
此
れ

た

と

を
死
水
裡

の
輝
と
道
ひ
、
棺
木
裡
の
守
屍
鬼
と
爲
す
。
任
使
ひ
耽
著
し
て
三
四
十
年
を
経
れ
ど
も
、
蜀
畳
自
了
し
、
小
果
の
窟
を
出
つ
る

い
は
ゆ

こ
と
能

は
ず
。
所
以
に
言
ふ
、
機
位
を
離
れ
ざ
れ
ば
、
毒
海
に
堕
在
す
と
。
此
れ
即
ち
佛
の
所
云
る
、
正
位
に
謹
を
取

る
底

の
大
療
人
な

た
と

り
。
假

ひ
平
等
眞
智
を
明
了
す
る
こ
と
有
れ
ど
も
、
萬
法
無
擬

の
妙
智
を
換
獲
す
る
こ
と
能
は
ず
。
是
の
故
に
寂
静
無
爲
、
空
間
の
隠
庭

に
在
り

て
、
内
外
玲
瑠
、
了
了
分
明
な
り
と
錐
も
、
観
照
纏
に
動
揺
騒
岡
、
憎
愛
差
別
の
塵
縁
に
渉
れ
ば
、
則
ち
半
鮎

の
力
無
く
、
衆
苦
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逼
迫
す

。
此
の
重
痢
を
救
ん
が
爲
に
、
假
り
に
且
ら
く
偏
中
正
の

一
位
を
立
つ
」
。

こ
の
中
で
特
に
重
要
な
の
は
諸
祖
録
中
に
見
ら
れ
る

「上
は
片
瓦
の
頭
を
蓋
う
無
く
、
下
は
寸
土
の
足
を
立

つ
る
無

し
」
と
い
う
言
葉

　　
　

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
正
と
偏
が
そ
の
ま
ま

一
枚
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
位
で
は
、
白
隠
が
言
う
よ
う
に
、
煩
悩

も
無
く
、
菩
提
も
無

く
、
生
死
も
浬
葉
も
無

い
、
絶
対
平
等
、

一
切
無
差
別
の
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
ひ
そ
か
に
修
め
た
修
行

に
よ

っ
て
、
自
己

が
破
れ

る
と
い
う
見
性
の
世
界
が
訪
れ
る
と
い
う

こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
偏
中
正
に
つ
い
て
は
、
白
隠
は
次
の
よ
う
に
説
明
を
加
え
る
。

「偏
中
正
。
失
曉
の
老
婆
古
鏡
に
逢
う
。
分
明
観
面
更
に
眞
無
し
。
孚
奈
せ
ん
頭
に
迷
ひ
還
り
て
影
を
認
む
る
こ
と
を
。
行
者
、
若
し
正

中
偏
の

一
位
に
住
著
す
れ
ば
、
則
ち
智
常
に
向
背
し
て
、
見
塵
偏
枯
す
る
な
り
。
是
の
故
に
、
上
根
の
菩
薩
、
常
に
動
中
種
種
の
差
別
の

塵
境
上
に
坐
臥
し
て
、
悉
く
目
前

の
老
幼
尊
卑
、
堂
閣
廊
鷹
、
草
木
山
川
の
萬
法
を
把
り
て
、
以
て
自
己
本
來
の
眞

正
、
清
浮
の
面
目
と

爲
す
。
明
鏡
に
封
し
て
自
ら
の
面
目
を
見
る
が
如
し
。

一
切
庭
に
於
い
て
此
く
の
如
く
観
照
し
、
歳
月
を
累
ぬ
れ
ば

、
則
ち
自
然
に
彼
れ

皆
、
我
が
家

一
枚

の
寳
鏡
と
爲
り
、
我
れ
も
亦
た
彼
が
家
の

一
枚

の
寳
鏡
と
爲
る
。
永
平
曰
く
、
『自
己
を
運
び
て
萬
法

を
謹
す
る
は
迷
ひ

　　

な

り

。
萬

法

來

た

り

て
自

己

を

謹

す

る

は

悟

り
な

り

』

と

」

。

　
　

こ
こ
で
は
白
隠
は
、
道
元
の

『
正
法
眼
蔵
』

「現
成
公
案
」
中

の
有
名
な
言
葉
を
引
用
す
る
。
ま
た
、
こ
の
引
用
の
部

分
に
続
い
て
同
じ

く

「心
身
脱
落
、
脱
落
心
身
」
と

い
う
道
元
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
世
界
は
全
て
が
現
れ
出
て
い
る
世
界
で
あ
る
、
そ
れ

は

つ
ま
り

「現
成
公
案
」
の
謂
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
々
の
差
別
、
煩
悩

の
上
に
留
ま

っ
て
、
全
て
の
眼
前
の
老

人
、
子
供
、
高
位
、

低
位
の
者
、
宮
殿
、
廊
下
、
草
木
、
山
川
、
全

て
の
存
在
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
自
己
に
本
来
備
わ
る
真
実

の
清
浄
な
る
姿
を

自
覚
す

べ
き
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、
逐
位
頒
に
も
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
鏡
の
例
を

使

っ
て
説
明
を
加
え
る
。
そ
の
よ
う
な
境
地
は
、
よ
く
磨
き
込
ま
れ
た
鏡
に
向
か
い
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
自
己

の
姿
を
見

つ
め
る
よ

う
な
も

の
で
あ
り
、
前
位
を
よ
り
徹
底
し
て
修
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
然
に
自
己
と
他
人
が

一
つ
に
な
り
、

一
枚

の
鏡

の
よ
う
に
な
る



211白 隠慧鶴 にお ける洞上五位の一考察

の
で
あ

る
。

次
に
正
中
来
で
は
白
隠
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

「正
中
來
。
無
中
に
路
有
り
、
塵
埃
を
出
づ
。
但
だ
能
く
當
今
の
諦
に
燭
れ
ず
。
也
た
前
朝

の
断
舌

の
才
に
勝
れ
り
。
此
の

一
位
は
、
上

乗
の
菩
薩
、
所
謹

の
果
地
に
住
せ
ず
。
無
功
用
の
海
中
に
、
無
縁
の
大
慈
を
換
襲
し
、
四
弘
清
浮
の
大
誓
に
乗
じ
、
上
求
菩
提
、
下
化
衆

生
の
法
輪

に
鞭
う

つ
。
所
謂
る
向
去
中
の
却
來
、
却
來
中

の
向
去
な
り
。
更
に
須
く
明
暗
雌
又讐
底
の
時
節
有
る
こ
と
を
知
る
べ
し
。
是
の

ま
　

故
に
、
且
ら
く
兼
中
至
の

一
位
を
設
く
」
。

こ
こ
に
お
い
て
真
実
そ
の
も
の
の
教
え
を
自
覚
し
た
菩
薩
が
現
れ

て
く
る
。
『摩
詞
止
観
』
か
ら
引
用
さ
れ
た

「上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
」

　　

の
言
葉

は
、
白
隠
に
と

っ
て
根
本
的
な
教
え
で
あ
る
菩
提
心
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
相
対
差
別
の
世
界

に
戻
る
者
、
ま
た
は

差
別
の
中
に
平
等
性
を
自
覚
す
る
者
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
実
践
的
な
働
き
は
、
い
わ
ゆ
る

「空
悟
り
」
を
強
く
戒

め
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「無
縁
の
大
慈
」
を
働
か
せ
る
位
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
で
は
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
を
補
う

の
が
次

の
兼
中
至

の
位

で
あ
る
。

「兼

中
至
。
爾
刃
鋒
を
交

へ
て
避
る
を
須
い
ず
。
好
手
還
り
て
火
裡
の
蓮
に
同
じ
。
宛
然
と
し
て
自
ら
沖
天
の
氣
有

り
。
此
の

一
位
は
、

有
力
量

の
菩
薩
、
明
暗
不
二
の
法
輪
を
揆
轄
し
、
紅
塵
堆
裡
、
灰
頭
土
面
、
聲
色
隊
中
に
お
い
て
、
七
狂
八
纐
し
、

火
裡
の
蓮
花
の
火
に

逢
ひ
て
色
香
轄
た
鮮
明
な
る
が
如
し
。
入
塵
垂
手
の
他
受
用
、
所
謂
る
途
中
に
在
り
て
家
舎
を
離
れ
ず
、
家
舎
を
離
れ

て
途
中
に
在
ら
ず
。

是
れ
凡
、
是
れ
聖
。
魔
外
も
他
を
辮
ず
る
こ
と
能
は
ず
。
佛
祖
も
手
を
挾
む
こ
と
を
得
ず
。
心
を
塁
し
て
向
か
は
ん
と
擬
す
れ
ば
、
兎
角

竈
毛
別
山
を
過
ぐ
。
者
裡
猶
ほ
是
れ
を
穏
坐
地
と
爲
す
こ
と
を
許
さ
ず
。
是

の
故
に
言
ふ
、
宛
然
と
し
て
自
ら
沖
天

の
氣
有
る
と
。
畢
寛

お

　

如
何
。
須
く
知
る
べ
し
、
更
に
有
兼
中
到
の

一
位
有
る
こ
と
を
」。

兼
中

至
で
は
、
正
と
偏
、
あ
る
い
は
平
等
と
差
別
の
両
面
が
存
在
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
明
暗
が
二
つ
な
が
ら
共
に
現
れ
て
く
る

世
界
で
あ
り
、
明
暗

一
如
と
い
う
真
実
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
白
隠
に
よ
る
と
こ
の

一
位
は
ま
さ
し
く
力
量
を
有

す
る
菩
薩

こ
そ
が
、
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泥
だ

ら
け
の
街
頭
に
お
い
て
、
七
転
八
倒
の
苦
し
み
を
得
な
が
ら
も
な
お
も
そ
の
ま
ま
が
空
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て

こ
こ
で
白
隠
は
悟
り
の
過
程
を
述
べ
た
、
『十
牛
図
』
の
最
後
の
第
十

「入
廓
垂
手
」
の
境
地
に
こ
の
位
を
当
て
は
め
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
白
隠
は
こ
れ
だ
け
の
境
地
に
到

っ
て
も
、
い
ま
だ

「穏
坐
の
地
」
で
は
無
い
と
言

っ
て
更
な
る
向
上
を
求
め
る
。
そ
れ
が
最
後
の

兼
中
致

な
の
で
あ
る
。

「兼
中
到
。
有
無
に
落
ち
ず
、
誰
か
敢
て
和
せ
ん
。
人
人
壼
く
常
流
を
出
で
ん
と
欲
す
。
折
合
還
り
て
炭
裡
に
隔
し

て
坐
す
。
師
著
語
し

て
曰
く
。
徳
雲

の
閑
古
錐
、
幾
た
び
か
妙
峯
頂
を
下
る
。
他
の
療
聖
人
を
傭
ひ
て
、
雪
を
携
ひ
て
共
に
井
を
填
む
。
學
者
、
若
し
洞
山
の

　は
　

兼
中

到
の

一
位
を
透
得
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
先
ず
須
ら
く
此

の
頬
に
参
ず
べ
し
」
。

こ

こ
で
白
隠
は
改
め
て
著
語
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
過
程
は
東
嶺
に
よ
る

『
五
家
参
詳
要
路
門
』
に
詳
し
い
。

「或

る
時
、
先
師
予
に
語

っ
て
曰
く

『
洞
山
五
位

の
頒
、
各

々
美
を
壼
く
せ
り
。
中
に
於
い
て
兼
中
到
の

一
頒
、
善

を
壼
く
さ
ざ
る
に
似

た
る
か
、
子
、
奈
如
が
思
ふ
』
。
予
曰
く

『然
り
。
若
し
雲
門
、
臨
濟
の
宗
旨
を
以
て
言
は
ば
、
此
の

一
頒
大
い
に
劣
れ
り
。
洞
山
の
作
に

非
ざ

る
に
似
た
り
。
彼
の
宗
風
は
審
細
に
義
を
論
ず
。
是

の
故
に
此
の
頒
、
是
の
如
く
指
示
し
て
、
全
く

一
字
子
の
失
も
な
し
。
若
し
東

山
下

の
事
を
以
て
之
を
頒
さ
ば
、
雪
實

の
徳
雲

の
閑
古
錐
の
偶
、
誠
に
善
壼
く
し
美
壼
く
す
と
謂
う
べ
き
か
。
尊
意
如
何
』。
先
師
磨
諾
々

　ま

し
て
曰
く

『誠
に
然
り
』
。
因

っ
て
此
の
偶
を
以
て
、
洞
山
に
代
別
し
て
薙
に
著
く
る
の
み
」
。

つ
ま
り
、
白
隠
は
洞
山
の
逐
位
頒
の
兼
中
到
の
頒
を

「兼
中
到
」
の
境
地
に
適
合
し
な

い
と
見
な
し
、
雪
實
重
顕

の

『祖
英
集
』
中
の

頗
で
あ

る
、
「徳
雲
の
閑
古
錐
、
幾
た
び
か
妙
峯
頂
を
下
る
。
他
の
療
聖
人
を
傭
ひ
て
、
雪
を
携
ひ
て
共
に
井
を
填
む
」
と
い
う
頒
に
訂
正

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
隠
に
お
け
る
最
高

の
目
的
は
衆
生
済
度
で
あ
る
。
白
隠
の
思
想
に
従
え
ば
、
「兼
中
到
」
は
そ
の
も

っ
と
も
深
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
曹
山
に
よ
る
こ
の
頒
に
よ
れ
ば
、
悟
れ
ば
た
だ
も
と
の
擬
人
に
も
ど
る
だ
け
で
あ

る
と
、
非
常
に
消
極
的
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「帰
家
穏
坐
」
を
そ
の
ま
ま
悟
り
の
極
致
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
受
用
三

昧
の
中

に
他
受
用
三
昧
を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
隠
の
菩
提
心
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
で
は
し
か
し
い
ま
だ
徹
底
し
て
い
な
い
の
で



あ
る
。
前
位
ま
で
で
す

で
に
悟
り
に
至
り
、
衆
生
済
度

の
行
を
為
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
か

つ
兼
中
到
の
位
が
必
要
な
の
は
、

徹
底
し

て
悟
り
の
垢
を
取
り
、
な
お
か
つ
療
人
に
徹
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
白
隠
が
究
極
と
す

る

「兼
中
到
」
の

一

位

の
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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三

五
位
と
悟
後
の
修
行

さ

て
、
以
上

の
通
り
に
白
隠

の
五
位
の
解
釈
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
白
隠
の
五
位

の
解
釈
が
修
行
の
階
梯
に
擬

す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解

で
き
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
か
ら
五
位
の
公
案
を
実
践
に
お
け
る
か
ぎ
ら
れ
た
時
期
に
行
う
悟
後
の
修
行
の
過
程
と
し
て
、
自
己
の
境
涯
と
仏
教
の
根
本
的

な
教
義

を
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
悟
境
を
整
理
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
当
初
の
白
隠
の
意
図
と
は
異
な

っ
た
も
の
で
は
な

か

っ
た

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

白
隠

に
よ
れ
ば
、
悟
り
を
開
く
の
は

一
度
限
り
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
悟
り
を
開
い
た
後
に
は
ま
た
悟
り

に
至
る

一
連
の
修
行

が
あ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ

こ
そ
が
悟
後

の
修
行
の
大
切
さ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
柳
田
聖
山
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「白
隠

の
禅
は
、

　ま

実
践
的

に
二
つ
の
柱
を
持

つ
。

一
つ
は
無
字
に
よ
る
見
性

の
体
験
で
あ
り
、
他
は
悟
後
の
修
行
で
あ
る
」
と
。

五
位

の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
得
た
境
涯
は
、
開
悟
し
た
後

の
長
い
人
生
に
お
け
る
実
践
的
な
修
行
の

一
つ
の
指
針
に
な
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

一
時
的
な
悟
後
の
修
行
と
し
て
の
悟
境

の
整
理
と

い
う
点
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ

の
こ
と

に

つ
い
て
白
隠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「寛

延
改
元
戊
辰
夏
。
定
中
忽
ホ
と
し
て
偏
正
回
互
の
秘
奥
を
換
襲
す
る
。掌
上
を
見
る
が
如
し
。
(中
略
)諸
子
若
し
此

の
淵
源
を
究
め
ん

と
欲
せ
ば
、
須
く
密
密
に
腱
究
す
べ
し
。
老
僧
辛
苦
す
る
こ
と
既
に
是
れ
三
十
年
、
諸
子
容
易
の
看
を
作
す
こ
と
な
か
れ
。
誓

っ
て
五
位

　　

の
秘

訣

を

究

め

ん

」
。
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白
隠

は
二
四
歳
か
ら
二
六
歳
の
間
に
偏
正
五
位
を
正
受
と
そ
の
門
下
よ
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
時
に
は
五
位
を
真
に
理
解
す
る

こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
。
実
際
に
そ
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
た

の
は
白
隠
六
四
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
の
間
お
よ
そ
四
十
年
で
あ
る
。

こ
の

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
に
、
五
位
を
実
践
に
お
い
て
真
に
理
解
す
る
の
に
、
決
し
て
短
期
間
で
可
能
な
も
の
な
の
で
は
な
く
、
実
生
活

に
お

い
て
何
度
も

「正
」
と

「偏
」
の

「回
互
」
的
な
繰
り
返
し
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
然
に
現
れ

て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

白
隠

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に

「兼
中
至
」
は

『
十
牛
図
』
の
第
十
図
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
十
牛
図
』
は
修
道

の
過
程

を
十
枚
の
図
に
よ

っ
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「兼
中
至
」
は
、
第
十
図
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
見
性

を
完
全
に
得
た
修
行
の
段
階
を
表
し
、
そ
し
て

「兼
中
到
」
は
見
性
も
超
越
す
る
世
界
の
修
行

の
境
地
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
白
隠
の
弟
子
で
あ
る
東
嶺
は
、
そ
の
著

『
宗
門
無
尽
灯
論
』
第
四

「実
証
」
章

の
中
で
、
次

の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

「洞

山
老
師
、
只
だ
汝
を
し
て
重
々
の
深
旨
有
る
を
知
ら
し
め
ん
が
為
に
、
仮
に
名
字
を
設
け
て
許
多
の
説
を
作
す
。
這
箇
尚
お
洞
山
の

本
意
に
非
ず
。
(中
略
)
看
よ
、
仏
急
慶
に
親
切
著
明
に
汝
が
道
位
を
論
ず
る
こ
と
を
。
是
く
の
如
き
は
皆
な
是
れ
悟
後

の
真
修
増
進

の
様
子

な
り
。
洞
山
の
五
位
も
亦
た
然
り
。
臨
済
の
四
料
簡
、
四
賓
主
も
皆
な
是
れ
悟
後
の
様
子
な
り
。
(中
略
)
学
者
、
見
性

の

一
理
に
滞

っ
て
休

　ま

歌
し
去
る
こ
と
莫
れ
」。

直
接
白
隠
の
言
葉

で
は
な

い
に
し
て
も
、
白
隠
の
教
え
と
し
て
考
え
ら
れ
る
東
嶺
の
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
洞
山
が
五
位
を
創
作
し
た

理
由
と
し
て
、
見
性
の
み
に
よ

っ
て
修
行
者
に
修
行
を
滞
ら
せ
な
い
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
々
の
五
位
に
つ
い
て
は
、

東
嶺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(正
中
偏
)

「正
中
偏
と
は
、
見
性
の
端
的
な
り
。
巳
に
見
徹
す
と
錐
も
、
勢
分
微
な
る
が
故
に
、
差
別
の
法
に
於

い
て
尚
お
未
だ
子
々
分

　　

明
な
ら

ず
」
。

(偏
中

正
)

「偏
中
正
は
見
性
明
了
に
し
て

一
切
の
垢
無
く
、
差
別
の
妙
理
、
物
と
し
て
現
ぜ
ず
と
い
う

こ
と
無
し
。
ま
た
、
偏
中
正
の

一

　ぜ

位
を
設
け
て
、
切
に
此
の
旨
を
明
ら
か
に
す
。
若
し
此
の
偏
中
正
三
昧
に
入
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
須
く
難
透

の
話
頭
に
参
ず
べ
し
」
。
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(正
中
来
)

「正
中
来
の

一
位
は
、
此
れ
は
是
れ
我
が
宗
最
後
、
向
上
出
身

の

一
路
な
り
。
(中
略
)
正
中
来
を
透
得
す

る
者
は
、
実
に
以
て

一
箇

半
箇
を
得
難
し
。
然
る
に
今
復
た
兼
中
至
、
兼
中
到
の
二
位
を
設
け
た
る
者
は
、
誠
に
以
て
悟
本
大
師
光
前
絶
後

の
境
界
を
見
る
に

　　

堪
え
た
り
」
。

概

ね
以
上
に
よ

っ
て
、
東
嶺
に
よ

っ
て

「正
中
偏
」

「偏
中
正
」
「正
中
来
」

の
所
ま
で
が
具
体
的
に
修
行
の
段
階

と
し
て
明
ら
か
に
さ

れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
三
位
は
、
見
性
の
世
界
の
そ
れ
ぞ
れ
の
面
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
兼
中

至
と
兼
中
到
に

つ
い

て
は
東
嶺
に
お
い
て
も
あ
ま
り
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。

(兼
中

至
)
「学
者
、
先
ず
正
中
来
に
於

い
て
力
を
尽
く
し
て
、
他
日
別
に
生
涯
有
ら
ば
、
却
り
来
た

っ
て
又
た
兼
中

至
の

一
位
、
何
の
為

　　

に
之
れ
を
説
く
と
い
う
こ
と
を
看
ん
」
。

こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
位
は
正
中
来

の
段
階
か
ら
出
る
た
め
の
位
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
白
隠
は

『十
牛
図
』

の
第
十
図
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
位
は
見
性
を
体
得
し
お
わ
る
位
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
従
う

の
が
兼
中

到
で
あ
り
、
見
性
の

世
界
さ
え
な

い
位
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「兼
中
至
」
は
修
行
の
に
お
け
る
通
過
点
と
言
え
よ
う
。

　　
　

(兼
中

到
)
「兼
中
到
の

一
位
、
又
た
是
れ
什
慶

の
道
理
ぞ
。
看
よ
、
古
人
急
慶
に
垂
手
方
便
、
汝
を
し
て
見
性
の

一
理
に
滞
ら
ざ
ら
し
む
」
。

こ
れ
ら

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「兼
中
到
」
は
見
性
の
世
界
の
段
階
で
止
ま
ら
せ
な

い
た
め
の
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

　の
　

従

っ
て
、
以
上
の
よ
う
に
五
位
は
シ
ン
ボ
リ

ッ
ク
な
言
語
で
修
行
の
段
階
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

白
隠
に
お
け
る
五
位

の
解
釈
を
考
え
る
と
、
鏡
で
は
な
く
球
体

の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
。
正
中
偏
か
ら
兼
中
至
ま

で
の
四
位
は
、
向
上

の
プ

ロ
セ
ス
で
あ
り
、
球

の
表
面
を
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
に
よ

っ
て
眺
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
後

の
兼
中
到

の
場
合
、
そ

の
球

の
中
に
入
り
、
自
ら
球
と
な

っ
て
、
球
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
忘
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
修
行
し
て
い
る
と
い
う
意
識
さ
え
も
捨
て
去
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る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

五
位
と
は
、
五
つ
の
段
階
を
示
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
た
と
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は

一
つ
の
球
体
の
よ
う
な
も
の
の
で
あ

る
。

そ
し
て
、
同
じ
よ
う
に
、
修
行

の
方
法
は
様

々
で
あ
る
が
、
実
は
三
昧
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
三
昧
そ
の
も
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。

本
論
は
筆
者
に
と

っ
て
の
白
隠
と
五
位
と
の
関
係
を
検
討
す
る
た
め
の
端
緒
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

い
き
た

い
と
考
え
る
。

(1
)

　 　 　 　 　
65432

)))))

 

(
7
)

今
後
こ
の
課

題
を
さ
ら
に
深
め
て

注し

か
し

、
石
井
修
道

氏

は
自
身

の
論
文

の
中

で

五
位

を

洞
山

の
作

で
あ

る

こ
と

に
疑

問
を

呈

し

て
い
る

(
「曹

山
本

寂

の
五
位

説

の
創

承

を
め

ぐ

っ
て
」

宗
学

研
究

二
八

昭

和
六

一
年
)
。
宇
井

伯
寿

氏
も

、
『
洞

山

五
位
顕

訣
』
を

分
析

し
、

「逐
位

頒
」

を
曹

山

の
作

で
あ

る

と
結

論

し

て
い
る

(宇

井
伯

寿

『
第

三
禅

宗
史

研
究

』

「洞

山

の
五
位
顕

訣
と
曹

山

の
挾

」
)
。
し

か

し
微
妙
な

問

題

で
あ

る

の

で
、

本
論

で
は

洞
上

五
位

を
従

来

通
り
洞

山

の
作
と

し

て
論
を

進
め

る
。

白
隠

の

「
口
訣

」

で
は

「別
」

は

「
更
」

と
作

る
。

右

に
同

じ
く

「出
」

は

「
隔
」

と
作

る
。

同

じ
く

「還
同

」
は

「猶

如
」

と
作

る
。

同

じ
く

「衝
」

は

「沖

」

と
作

る
。

「正
中

偏
。

三
更
初

夜

月
明
前

。
莫
怪

相
逢

不
相
識

。
隠
隠

猶
懐

奮

日
妊
。
偏

中

正
。
失

曉
老

婆
逢

古
鏡

。
分

明
観

面
別
無

眞
。

箏
奈

迷
頭

還

認
影
。

正
中
來

。
無

中
有

路

隔
塵
埃

。
但

能

不
鯛
當

今
読

。
也
勝

前
朝

断
舌

才
。
兼
中

至
。
雨

刃
交
峰

不

須
避

。
好

手
猶

如
火

裡
蓮

。
宛

然
自

有

衝

天
氣
。
兼

中

到
。

不
落

有
無

誰
敢

和
。

人
人
壼

欲

出
常
流

。
折

合

還
瞬
炭

裡
坐

」

(大

正
蔵

四
七
-

五

三

二

c
)
。

各

々
の
五
位

説
に

つ
い

て
は
、
新
井
勝

龍

「洞
上

五
位

説
」

『
曹

洞
宗
実

践
叢

書
』

一
〇

巻
。
保

坂

玉
泉

『
参

同
契

・
寳

鏡

三
昧

・
洞
上

五
位
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(
8
)

(9
)

　
11
)

　
10
)

　

14
)

　 　
1312
))

　

17
)

　 　
1615
))

説
現

代
講

話
』

(鴻

盟
社

昭
和

五

一
)
、

佐
橋
法

龍

「正

偏

五
位
説

の
研
究

」

(宗
学

研
究

一
、

昭
和

三

一
)
な

ど
を

参
照

。

平

田
高
士

『
禅

の
講

座
第

六
巻

、
禅

の
古
典

、
中
国

編
』

「洞
上

五
位

」
。
し

か
し

、
こ

の
説

に
異

論
を

唱
え

る
学

者

も

い
る
。
新

井

勝
龍

氏

は
、

年
代

的

に
五
位

と

『
宝

鏡

三
昧

』
と
が

ど
ち

ら

が
先

に
説

か
れ
た

も

の
か

は
判
断

し

に
く

い
と

し
、
又
、
重
離

の
易
卦
や

、
草

味

・
金

剛
杵

は

あ
く

ま

で
も

比
喩
に

す
ぎ
な

い
点

を
考

え
合

わ
せ

れ
ば

、
五
位

説
が

確
立

し

て
か
ら
宝

鏡

三
昧
が

撰
述

さ
れ

た
と

考
え

る
方

が
妥

当

で
は
な

い

か
と

推
論

し

て

い
る

(新
井

勝
龍

「前

掲
論

文
」

二
九
九

頁
)
。

佐
橋

法
龍

氏

は
、

「臨

済
系

は

も
と

よ
り
、

投
子
義

青

、
丹
霞

子
淳

、
宏
智

正
覚

等

の
曹

洞
系
ま

で
も
が

そ
れ

に
倣

い
、

五
位
と

い
え

ば
全

て

石
霜

五
位

が
本

来

の
も

の

で
あ

る
か

の
如

く

に
ま

で
伝
播

し
、
普

及
す

る
に

至

っ
た

の
で
あ

る
」

(佐
橋

法
龍

右

記
論

文
)
と

批
判

し

て

い

る
。
し
か

し
、
丹
霞

は

『
語
録
』
中

に
お

い

て
、
五
位

頒
を

二
首

の
せ

る
が

、
そ

れ

は
石
霜

五
位

と
異
な

り

、
第

四
位

が

「偏

中

至
」
と
な

り
、

洞
曹

五
位

の
古

意
を

努
め

て
い
る
。
し
か

し
、
丹
霞

子
淳

の
法
嗣

で
あ

る
宏

智

正
覚

に
な

る
と

、
再
び

第

四
位
が

「兼

中

至
」
と
な

る

の
で
あ

る
。

安
谷

自
雲

『
五
位

・
三
帰

・
三
聚

・
十
重

禁
戒

猫
語

』

三
宝
興

隆
会

昭

和
七

年

八
頁

。

一
旦
廃
寺

と
な

る
も

の
の
、
そ

の
跡
地

に
東
本

願

寺
高

田
別

院
が

建
立
さ

れ

現
在

に

至

っ
て

い
る

(『
白
隠

和
尚

全
集

』
第

一
巻

龍
吟

社

昭
和

四

二
年

一
六
頁

、
加
藤

正
俊

『
白
隠

和
尚

年
譜

』
思

文
閣

出
版

昭

和
六

十
年

一
〇

四
頁
)
。

『
年
譜

』

で
は

「生
鉄

」

は

「性

鉄
」

と
な

っ
て

い
る

(『
全
集

』
第

一
巻

一
六
頁

、
『
年

譜
』

九

二
頁
)
。

正
受

老
人

の
嗣

法

の
弟

子

で
あ

り
、

ま
た

正
受
庵

の
第

二
世

で
も
あ

る
。

「
一
日
請
益

曹

洞
五
位

偏

正
。
翁

日
、

汝
試
道

、
看

。
師

呈
所

見
。

翁
笑

日
、

只
但

這
箇

耳
。
更

有

別
荘

耶
。
師

無
語

。
翁

呵

日
、
洞

山

五
位

最
明
悟

後

修
行

。
甚

有
深

理
。
若
如

汝
所

解

、
只
只
是

一
場

閑
家

具
。
洞

山
立
許

多
階

位
為

什
磨

。
後

傳

眞
訣

。
且
語

至
言
重

離

六
交
、
偏

正

回
互

、
畳

而
為

三
、
翁
杜

口
。
師

乞
攣

壼
為

五
之

訣
。
翁

日

、
量

一
登
而

可
極

乎
。
只
但

看

洞
山

一
人

之
頬

。
莫
管

取
鯨

奴
輩

之
説

以
陥

孤
窟

」

(『
全
集

』

第

一
巻

一
八
頁
、

『
年
譜

』
九

五

頁
)
。

現
在

で
も

静
岡

県
静

岡
市
沓

谷

に
存
在

す

る
。

「正
受

年
尊

、

再
會

難

期
。

請

兄
拍

五
位
攣

壼
之

訣
、

轄
傅

干
我

」

(
『
全
集

』
第

一
巻

二
三

頁
、

『年

譜

』

一
一
五

頁
)
。

『
年
譜

』

で
は
当

て
字

と

し

て

「宝
台

」
と

な

る
。
現

静
岡

県
。
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232221
)))

　
27
)

　 　
2625
))

 

(28
)

(
29
)

(
30
)

「會

中
格

兄

不
差
約

而
來

。
師
乞

聞
攣
壼

之

訣
。
格

日
、
豊

容
易

乎
。

(中
略

)
纏

至
道
攣

壷
為

五
庭

、
師
忽

然
諭

其
旨

日
、
止
止
。
我
會

我
會

。

(中

略
)

翌

日
乗
閑
告

格

不
違

一
字

。

只
但

日
用
之

事
依
然

無
奇

特
」

(
『全
集

』

第

一
巻

二
五
頁
、

『
年
譜

』

一
二
三
頁
)
。

こ
の
問

題
点

に
関

し

て
は
、
陸

川
堆

雲

『
白
隠

和
尚

詳
伝

』
山

喜
房

仏
書

林

一
九

六

三
年

四

一
～
八

二
頁
参

照
。

「師

後
謂

人

日
、
予
嘗

聞
的

翁
評

論
時

、
意

謂
、

而
今

列
刹
相

望
、

名
師

互
興

。
老
漢

何
故

、
如

是
憤
激

諸

方
耶

。
是
所

謂
窯

同
我

者
。

後
來

遊

暦
江
湖

、

見
敷
院

宗
匠

、

一
箇

不
憧

著
具

大
眼

目
底

眞

正
宗
師

。
始
知

正
受

之
道

遙
出

諸
方

」

(
『
全
集

』
第

一
巻

二
三
頁
、

『
年
譜

』
九

六

頁
)
。

『全

集
』

第

一
巻

二
三

一
～

二
六

六
頁

。

『全

集
』

第

二
巻

八

一
～

八
五
頁

。

『全

集
』

第
六

巻

二

一
四
～

二
二
〇
頁

。

「鳴

夫
教

海
浩

紗
、
法

門
無

量
。
其
中

間
有

秘
授

、
有

口
訣
。
未
曾

見
如

五
位

之
壌

齪
者

。
重
離

煩
評

聲
攣
墾

説

、
枝

上
添

枝
。
蔓

上
結

蔓
」

(『
全

集

』
第

二
巻

八

二
頁
)
。

酒

井
得

元

・
鏡

島

元
隆

・
桜
井

秀
雄

『
道

元
禅

師
全
集

』

第

一
巻

春

秋
社

一
九

九

五
年

四

=

頁

。

「學

者
依

之
進
修

、

大
有

利
益

。
莫
爲

非

洞
上
知

識

口
授
疑

惑
」

(
『白

隠
和

尚
全

集
』

第

二
巻

八

二
～

八
四
頁
)
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
近
藤
文

剛

「白

隠
禅

師

に
お

け
る

四
智
弁

に

つ
い
て
」

(東

洋

大
学
紀

要

一
七

一
九

六

三
)
、
ま

た
は
常

盤
義

伸

「白

隠

慧
鶴

の

『
偏

正
秘
奥

』

理
解
と

『
隻

手
音

声
』
」

(花

園
大
学

研

究
紀

要

二
三

一
九

九

一
)

に

詳
し

い
。

「
正
受
老

人

日
、
祖
師

始
施

設

五
位
大

意
者

、
今
學

者
謹

得

四
智
之

大
慈

善
巧

也
。

大
不

同
教
家

義
論

。
所

謂

四
智

者

、
大
圓

鏡
智

、
平
等

性

智

、
妙
観

察
智

、
成
所
作

智

是
也

。
道

流
、
直
饒

三
學

精
錬

重
多

却
、
未

謹
得

四
智
、

不
許
構

眞
佛

子
。
道

流

眞

正
参

究
打

破

八
識
頼

那
暗

窟

時
、
大

圓
鏡
智

之
寳

光

、
立

地
換

襲
。
却
怪

、
大

圓
鏡
光

黒
如
漆

。
此
道

正
中

偏

一
位
。
於

此
謹

一
分

圓
鏡
智

。
更

入
偏
中

正

一
位
、
修
寳

鏡

三
昧

多
時

、
果

謹
得

一
分

平
等

性
智

、
始

入
理

事
無
擬

法

界
境
致

」

(『
全
集

』
第

二
巻

八
四

頁
)
。

佐
橋
法

龍

氏
は

、
こ
の
図
説

を
宋
学

の
母
胎

と

い
わ

れ

る

「太
極

図
」
に
あ

る
と

し
、
こ
の
よ
う

に

図
説

に
よ

っ
て
五
位
を

説

明
し

よ
う
と

し

た
り

、

こ
と

さ
ら

に
易

六

四
卦
と
結

び

つ
け

て
考
え

る
傾

向

は
、
大
体

朱

子
以
後

で
あ

る
と

推
測

し

て

い
る

(佐
橋

法
龍

「前

掲
論

文
」
)
。

こ
れ

に
関

し

て
は
、

『
人

天
眼
目

』

の
中

で
詳
細

に
説

明
が
な

さ
れ

て
い
る

(大

正
蔵

四
八
ー

三

一
六

b
)
。
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こ
れ

と

同
じ
意

見

は
久
松

真

一
氏

に
も

見
ら
れ

る
。

「兼
中

到

は
第

五
位

に
な

り
ま
す

け

れ
ど

も
、
考
え

方

に
よ

っ
て
は
、
兼

中

到

は
第

一
位

に

配
列
さ

れ

て
も

私
は

よ

い
と

思

い
ま
す

」

(久
松
真

一
「洞

上

五
位
提

綱
」

『
久
松

真

一
著
作

集

』
第

六
巻

所
収

法

蔵
館

一
九

九

四

四

三
三
頁
)
。

こ
の
説

に
関

し

て
は
、
新
井

勝
龍

「易
卦

説
と

禅
ー

宝
鏡

三
昧

の
解

釈
を

め

ぐ

っ
て
」

(
印
仏

研

三
〇
1

二

昭
和

六
〇

)
、
他

に
佐
橋

法
龍

「前

掲
論

文

」

に
詳

し

い
。

「垂

重
離

六
交

、
取

二
三
四
交

、

■一開爲

正
中

偏
。

取

三

四
五
交
、

=
一爲

偏
中

正
。

即
見

大
過
卦

。
取

大
過

二
三

四
交

、

=
一爲

正
中
來

。
於
此

聲

而
爲

三
之
判

、
蓋

似
壼

善

。
到

干
攣

蓋
成

五
、
全
未

壼
善

。
後

入
正
受

室
傅

之
、
方

以
爲

足
。
錐
爲

足
、
猶

恨
、
諸
師

未

及
全

判
偏

正

回
互
之

義

。
似

回

互
爾
字

、
棄

郷
総

不
顧
者

。

於
此

疑
此

兜
重

墨
頭

」

(
『
全
集

』
第

二
巻

八
三
頁

)
。

「
正
中

偏
。

三
更
初

夜
月

明
前

。
莫

怪
相

逢

不
相
識

。
隠
隠

猶
懐

蕾

目
好
。

正
中

偏

一
位
者

、
指

大
死

一
番

、
因
地

一
下
、

見
道

入
理

之
正
位

也

。
眞

虚
疑

、
無

聲
無

臭
、

如

澄
潭
無

底
、

似
大

虚
絶

跡
」

(
『全

集
』

第

二
巻

八

五
頁
)
。

こ

の
言
葉

の
出
所

は

わ
か
ら

な

い
。

ほ
と
ん

ど
同

じ
言
葉

は

『
続
古

尊
宿

語

要
』
巻

一

「
死
心
悟

新

語
録
」

(続
蔵

=

八
1

八
六
〇

上
)

に

見
ら

れ
る

。
た

だ

「蓋

」
が

「遮
」
と

な

る
。
ま
た

、

『景

得
伝

灯
録

』
巻

一
五

爽
山

善
会

章

に

「
上
無

片
瓦

遮
頭

。
下
無
卓

錐

之
地

」

(
大

正
蔵

五

一
-

三

二
四

a
)

と
あ

る

の
が
見

ら
れ

る
。

「偏
中

正
。

失
曉

老
婆

逢
古
鏡

。

分
明
観

面

更
無
眞

。
箏
奈

迷

頭

還
認
影

。
行

者
、
若

住
著

正
中

偏

一
位
、

則
智

常
向

背
、

見
庭

偏
枯

也
。

是

故
、
上
根

菩
薩

、
常

坐

臥
動
中

種

種
差

別
塵
境

上

、
悉

把

目
前
老

幼
尊
卑

、
堂
閣

廊
庶

、
草

木

山
川

之
萬

法
、
以
爲

事
故

本
來

眞

正
、
清
浄

面

目
。
如

封
明
鏡

見
自

面

目
。
於

一
切
庭

如
此

観
照

、
累
歳

月
、
則
自

然
彼

皆
、
爲

我
家

一
枚
寳

鏡

。
永

平

日
、
運
自

己
謹

萬
法

迷
也

。
萬
法

來

謹
自

己
悟

也
」

(『
全

集
』

第

二
巻

八
六

頁
)
。

「自

己
を

は

こ
び

て
万
法
を

修

証
す

る
を
迷

い
と
す

。
万
法
す

す

み

て
自

己
を

修

証
す

る
は
さ

と

り
な

り
」

(
『
道

元
禅
師

全
集

』
第

一
巻

二

頁
)
。

「
正
中
來

。
無
中

有
路

出
塵

埃
。

但
能

不
燭

當
今

誰
也

。
勝
前

朝

断
舌
才

。
此

一
位

。
上

乗
菩
薩

、

不
住

所
詮

之
果

地
。
無

功

用
海
中

、
換

襲

無
縁

大
慈

、
乗

四
弘
清

浮

大
誓

、
鞭

上
求

菩

提

下
化
衆

生
法
論

。
所

謂
、
向

去
中

却
來

、
却
來

中
向

去
也

。
更

須
知
有

明
暗

讐
底

時

説
。
是

故
、

且
説

兼
中

至

一
位
」

(
『
全
集
』

第

二
巻

八

七
頁
)
。
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47
)
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)
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)

『摩
詞
止
観
』
の
原
文
で
は

「上
求
佛
道
、
下
化
衆
生
」
と
な
る

(大
正
蔵
四
六
ー
六

a
)。

「兼
中
至
。
爾
刃
交
鋒
不
須
避
。
好
手
還
同
裡
蓮
。
宛
自
有
沖
天
氣
。
此

一
位
有
力
量
菩
薩
、
獲
轄
明
暗
不
二
法
輪
、
紅
塵
堆
裡
、
灰
頭
土
面
、

聲
色
隊
中
、
七
狂
八
纐
、
如
火
裡
蓮
花
逢
火
色
香
轄
鮮
明
。
入
塵
垂
手
他
受
用
、
所
謂
在
途
中
不
離
家
舎
、
離
家
舎
、
不
在
途
中
。
是
凡
、
是

聖
。
魔
外
不
能
辮
他
。
佛
祖
不
得
挟
手
。
畢
心
擬
向
、
兎
角
亀
手
過
別
山
。
者
裡
猶
不
許
是
爲
隠
坐
地
。
是
故
言
、
宛
然
自
有
沖
天
氣
。
畢
尭

如
何
。
須
知
更
有
兼
中
到

一
位
」
(『全
集
』
第
二
巻

八
七
頁
)
。

「兼
中
到
。
不
落
有
無
、
誰
敢
和
。
人
人
壼
欲
出
常
流
。
折
合
還
蹄
炭
裡
坐
。
師
著
語
日
、
徳
雲
閑
古
錐
、
幾
下
妙
峯
頂
。
傭
他
療
聖
人
、
旛

雪
其
填
井
。
學
者
、
若
欲
透
得
洞
山
兼
中
到

一
位
、
先
須
参
此
頒
」
(『全
集
』
第
二
巻

八
八
頁
)。

「或
時
、
先
師
語
予
日
、
洞
山
五
位
頒
、
各
々
蓋
美
　
。
於
中
兼
中
到

一
頬
、
似
不
壼
然
乎
、
子
思
奈
如
。
予
日
、
然
夷
。
若
以
雲
門
、
臨
濟

宗
旨
而
言
、
則
此

一
頒
大
劣
。
似
非
洞
山
作
也
。
彼
宗
風
審
細
論
義
。
是
故
此
頒
、
如
是
指
示
而
、
全
無

一
字
子
之
失
。
若
以
東
山
下
事
頒
之
、

雪
寳
徳
雲
閑
古
錐
之
偏
、
誠
可
謂
壼
善
壼
美
欺
。
尊
意
如
何
。
先
師
磨
諾
々
日
、
誠
然
也
。
因
以
此
偶
、
代
別
洞
山
、
著

干
弦
而
巳
」
(『全
集
』

第
七
巻

二
二
〇
頁
)。

柳
田
聖
山

『臨
済
の
家
風
』
『日
本
の
仏
教
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房

昭
和
二
四
年

二
六
〇
頁
。

「寛
延
改
元
戊
辰
夏
。
定
中
忽
ホ
換
襲
偏
正
回
互
秘
奥
。
如
見
掌
上
。
(中
略
)
諸
子
若
欲
究
此
淵
源
、
須
密
密
艦
究
。
老
僧
辛
苦
既
是
三
十
年
。

諸
子
勿
作
容
易
看
」
(『全
集
』
第
二
巻

八
三
頁
)。

「洞
山
老
師
、
只
為
使
汝
知
有
重
々
深
旨
、
仮
設
名
字
、
作
許
多
説
。
這
箇
尚
非
洞
山
本
意
。
(中
略
)
看
、
急
磨
親
切
著
明
論
汝
道
位
如
是
皆

是
悟
後
真
修
増
進
之
様
子
。
(中
略
)
洞
山
五
位
亦
然
。
臨
済
四
料
挾
、
四
賓
主
皆
是
悟
後
様
子
。
(中
略
)
是
故
学
者
、
莫
滞
見
性

一
理
而
休

歌
去
。」
(『全
集
』
第
七
巻

九
九
、

一
〇

一
～
二
頁
、

西
村
恵
信
訓
註

『宗
門
無
尽
燈
論
』
禅
文
化
研
究
所

平
成
四
年

五

一
～
五
二

頁
)。

「正
中
偏
、
見
性
端
的
、
錐
己
見
徹
、
勢
分
微
故
、
於
差
別
法
尚
未
了
了
分
明
。
」
(『
全
集
』
第
七
巻

九
七
頁
、
『宗
門
無
尽
燈
論
』
五
〇
頁
)。

「偏
中
正
見
性
明
了
無

一
切
垢
、
差
別
妙
理
、
無
物
不
現
。」
ま
た
、
「是
故
、
又
設
偏
中
正

一
位
、
切
明
此
旨
。
若
欲
入
此
偏
中
正
三
昧
、
須

参
難
透
話
頭
」。
(『全
集
』
第
七
巻

九
八
頁
、
『宗
門
無
尽
燈
論
』
五
〇
頁
)。

「正
中
来

一
位
者
、
此
是
我
宗
最
後
、
向
上
出
身

一
路
也
。
(中
略
)
大
凡
透
得
正
中
来
者
、
実
以
難
得

一
箇
半
箇
。
然
今
復
設
兼
中
至
、
兼
中



(
49
)

(
50
)

(
51
)

到

二
位

者

、
誠

堪
以

見
悟
本

大
師

光
前

絶
後

之
境

界
。
」

(『
全
集

』
第

七
巻

九

九
頁

、
『
宗

門
無

尽
燈

論
』

五

一
頁
)
。

「学
者

、

先
於

正
中

来

尽
力

、
他

目
別
有

生

涯
、

却
来

又
看

兼
中

至

一
位

、
為

何
設

之
」
。

(『
全
集

』
第

七
巻

九

九

頁
、

『
宗
門

無

尽
燈
論

』

五

二
頁
)
。

「兼
中

到

一
位
、
又
是
什

慶
道

理
　

。
看
古

人
急

磨
垂

手
方
便

、
使

汝

不
滞

見
性

一
理

」
。

(『
全

集
』
第

七
巻

一
〇
〇

頁
、

『
宗

門
無

尽
燈
論

』

五

二
頁
)
。

仏
教

に

お
け

る

シ
ン
ボ

リ

ッ
ク
な

言
語

で
表
わ

れ
た
修

行

の
段
階

に

つ
い

て
は
、
幻
o
α
Φ
ほ
o
閃
ψ
しU
d
O
溶
Z
国
い
い
L
≦
僧
再
ぼ

ω
↓
d
>
夘
↓

-国
O
×
博

↓
冨

↓
≦
ま
σq
算

い
磐

σq
轟

晦
?

国
×
亘
o
蚕

菖
8

ぎ

切
自
げ
げ
巨
ω
什
冨

Φ
臼
雷
戯
8

き

α
ω
団
白
げ
呂

ω
目

b

詳
旨
8

零

①
ω
ω
"
い
8

住
8

-
QQ
け
竃

帥
長

口
、ω

勺
器
ω
9

乞
Φ
≦

団
o
H
置

一
㊤
。。
①
を

参
照

。
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