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林

圓

照

は

じ

め

に

露
柱

(う
ち
ゅ
う
)
と
い
う
言
熱
は
禅
の
語
録
に
散
見
す
る
が
・
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

〈
は
し
ら
〉
で
あ
ろ
う

か
。
建
物
の
ぞ
と
の

露
天

に
立
て
ら
れ
た

石
柱
か
丸
太
の
柱
の
類
で
あ
ろ
う
と
、

一
応
は
推
察
で
き
る
。

し
か
も
奇
妙
な
こ
と
に
、

禅

の
祖
師
方
の
問
答
に

「燈
籠

(と
う
ろ
う
)

・
露
柱
」
と
か
、

「露
柱
に
問
取

(も
ん
し
ゅ
)
せ
よ
」
な
ど
と
出
て
く
る
以
外
、
他
の
文
献

に
は
、
こ
の
語
の

　

記
述

が
皆
無
に
近
い
こ
と
で
あ
る
。

『侃
文
韻
府
』
巻
三
十
七

・
下
に
陸
游
詩
か
ら
の

「露
柱
の
説
法
、
君
ま
さ
に
聞
く
べ
し
」
と
い
う

出
拠
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
用
法
も
禅
語
の
世
界
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

無
著
道
忠

(
エ
ハ
五
二
⊥

七
四
四
)
の

『禅
林
象
器
箋
』
第
二
類
・
殿
臨

に
は
・
直
接
の
項
目
で
は
な
い
が
、
「雨
打

(ゆ
た
)
」

と

「携
天
柱
」

(と
う
て
ん
ち
ゅ
う
)
と
の
説
明
文
に
露
柱
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
お
よ
そ
殿
堂
の
四
壁
と
露
柱
と

の
間
を
雨
打
と
い

う
」
、
「
お
よ
そ
殿
堂
の
正
面
の
左
右
の
二
露
柱
、
こ
れ
を
携
天
柱

〈
天
を
さ
さ
え
る
柱
〉
と
い
う
」
と
な
っ
て
い
る
。
元
来
は
戸
外
の
は

だ
か
の
柱
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
禅
と
関
係
の
あ
る
法
堂
と
か
僧
堂
と
か
の
前
庭
や
石
階
の
下
に
、
何
ら
か
の
目
的
で
建
て
た
屋

外
の
柱
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
次
第
に
仏
殿
や
法
堂
な
ど
に
あ
る
壁
面
に
は
つ
な
が
ら
ぬ
、
独
立
し

た
柱
を
呼
ぶ
よ
う
に
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ゆ

変
化

し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
資
料
だ
が
、

『
正
法
眼
蔵
』
第
二
十
九
、
「山
水
経
」
で
は
、
「
さ
ら
に
宮
殿
楼
閣

の
欄
楷

(ら
ん
か

い
)

・
露
柱
は
、
か
く
の
ご
と
く
の
説
著

(せ
つ
ち
ゃ
)
あ
る
と
保
任
す
る
こ
と
も
あ
ら
む
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
建
築
内
の
も
の
で

あ
る

こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
と
に
か
く
単
純
に
仏
殿
な
ど
の
円
柱
と
も
見
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
諸
宗
教
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
世
界
で
は
、

「柱
」
と
い
え
ば
、
世
界
を
カ
オ
ス
か
ら

コ
ス
モ
ス
へ
と
変
容
し
、

そ
の
聖
域
空
間
を

創
造
す
る
機
能
を
持
つ
世
界
の
中
心
柱
、
宇
宙
山
、
宇
宙
の
軸

(》
×
一の
日
¢
昌
侮
岡)

を
想
起
す
る
が
、
禅
の
露
柱
は
む

ろ
ん
、
こ
の
概
念

に
は
概
当
し
な
い
。
ま
た
大
乗
経
典
に
お
い
て
、
宗
教
文
学
的
な
象
徴
表
現
に
見
ら
れ
る
壮
麗
な
世
界
で
の
、
例
え
ば
、

「大
重
楼
閣
が

ゆ

瑠
璃
を
も

っ
て
柱
と
し
、
明
浄
宝
で
も

っ
て
荘
厳
さ
れ
て
い
る
」
と
い

っ
た
宝
柱

(ヵ
葺
ロ
甲
矯
口
冨
)
の
イ
メ
ー
ジ
も
露
柱
に
は
相
応
し
な

い
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
露
柱
は
瓦
礫
、
矯
壁
、
燈
籠
、
火
櫨
、
鉢
孟
、
匙
筋
、
控
杖
、
扇
子
、
門
扇
、
厨
庫
、
仏
殿
、

三
門
と
い
っ
た
、

日
常

に
触
れ
る
も
の
と
共
に
、
無
情

(非
情

・
無
生
物
の
も
の
、
植
物
を
含
め
て
言
う
場
合
が
あ
る
)
の
最
も
手
近
に
存
在
す
る
物
象
の

代
表

と
し
て
、
禅
の
示
衆
や
商
量
に
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

比
較
的
、
素
朴
で
標
準
と
な
る
露
柱
の
用
例
を
大
応
国
師

(南
浦
紹
明

=

一三
五
-

一
三
〇
九
)
の
語
録
か
ら
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

七
月

一
日
の
解
夏
の
上
堂
で
、

暑
、
退
い
て
涼
生
じ
、
樹
凋
ん
で
葉
落
ち
、

林
下
の
柄
僧
、
全
機
、
独
脱
す
。

露
柱

・
燈
籠
、
箇
箇
に
心
空
じ
、

⑦

狸
奴

(り
ぬ
)

・
白
轄
…
(び
ゃ
っ
こ
)
い
ち
い
ち
に
眼
活
す
。

会
中
に
自
覚
を
得
た
叢
林

の
僧
た
ち
は
清
涼
の
眼
で
世
界
を
眺
め
る
。
非
情
の
露
柱
に
も
燈
籠
に
も
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
心
を
空
し
く
し
、

猫
や
牛
に
も
目
を
輝
か
す
。
非
情
な
が
ら
生
き
生
き
と

「見
ら
れ
る
露
柱
」
が
そ
こ
に
あ
る
。

元
旦
の
上
堂
で
、
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昨
夜
、
旧
年
を
送
り
、
今
朝
、
新
歳
を
迎
う
。

太
宰
府
裏
の
藤
三
、
源
四
、
崇
福
山
中
の
露
柱

・
燈
籠
、
拝
す
る
底
は
拝
し
、
賀
す
る
底
は
賀
す
。

い
ち
い
ち
、
わ
が
家
の
真
機
を
漏
泄
し
、

頭
頭
、
霊
山
の
密
旨
を
発
揮
し
、　

山
僧
も
、

一
半
の
気
力
を
省
得
す
。

新
年
を
迎
え
、
崇
福
寺
の
露
柱
や
燈
籠
ま
で
が
、
年
賀
の
あ
い
さ
つ
を
交
し
て
い
る
。
非
情

の
も
の
が
有
情
の
者
と
も
ど
も
拮
華
の
禅

風
を
挙
揚
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
っ
た
風
景
が
あ
る
。

冬
至
の
上
堂
で
、

一
気
潜
か
に
通
じ
て
万
物
敷
栄
し
、
暖

(だ
ん
)
供
供

(
こ
う
こ
う
)
、
闊

(ど
う
)
洪
洪
た
り
。

露
柱

・
燈
籠
、
満
面
に
光
生
じ
、

狸
奴

・
白
拮
、
と
も
に
歓
顔
を
展
ぶ
。

直
に
得
た
り
、
崇
福
山
中
の
和
気
蕪
春
、

仏
法
、
世
法
、

一
時
に
昌
盛
な
る
こ
と
を
。

何
を
も

っ
て
験
と
な
す
。
良
久
し
て
云
く
、

㌧

「
露
」

一
陽
来
復
し
て
万
物
が
活
気
を
回
復
し
た
。
凡
も
聖
も
、
無
情

(露
柱

・
燈
籠
)
も
有
情

(猫
牛
も
人
々
も
)
も
春
を
迎
え
る
歓
喜
に

か
が
や
い
て
い
る
。

・「露
」

〈
ま
る
出
し
だ
〉
の

一
句
は
大
応
の
、
雲
門
禅
師

(文
堰
、
八
六
四
1
九
四
九
)
を
通
じ
て
の
真
面
目
を
こ

こ
に
垣
間
見
る
こ
ど
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
、
燈
節
の
上
堂
、
結
夏
の
小
参
な
ど
に
、
無
情
を
代
表
す
る
露
柱
と
し
て
、
同
工
の
提
示
が

見
ら
れ
る
。
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露
柱
と
い
う
何
で
も
な
い
眼
前
の
非
情
な
存
在
の
直
下
の
把
握
を
意
義
づ
け
た
の
は
、
雲
門
で
あ
る
。
次
の
露
柱
問
答
も
そ
の

一
つ
で

あ
る
。

雲
門
は
露
柱
を
指
し
て
、
東
京

(開
封
)
出
身
の
僧
に
質
問
す
る
。

「
お
前

の
郷
里
で
は
、
こ
ん
な
柱
が
あ
る
か
な
」
。
僧
が
答
え
る
、

「あ
り
ま
す
」。
雲
門
が
問
う
、

「ど
う
い
う
名
で
呼
ぶ
か
」
。
僧

が
言
う
、

「
も
ち
ろ
ん
、
露
柱
と
言

っ
て
い
ま
す
」。
雲
門
は
更
に
た
ず
ね
る
、
「寒
村
の
爺
さ
ん
に
も
、
そ
う
呼
ん
で
通
じ
る
か
な
」

と
。
僧
は
返
答
で
き
ぬ
。
雲
門
が
代

っ
て
言

っ
て
や
る
、

「本
領
の
面
目
だ
」
と
。

⑩

(『
雲
門
語
録
』)

露
柱
は
無
情
の
物
の
代
表
な
る
が
た
め
に
、
か
え

っ
て
情
識
を
絶
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
情
況
を
導
き
出
す
道
具
と
な
る
。
加
え

て
、
澄
ん
だ
眼
で
真
実
を
見
て
取
る
証
人
で
あ
り
、

つ
い
に
は
、
本
来
、
不
動
な
る
が
故
に
、
か
え

っ
て
凡
聖
の
跡
も
残
さ
ぬ
無
心
な
行

動
主
体
に
さ
え
な
り
得
る
と
い
う
高
度
な
象
徴
性
を
帯
び
て
く
る
。
こ
の
小
論
で
は
以
上
の
よ
う
な

「露
柱
」
を
媒
体
と
す
る
問
答
そ
の

他
の
種
々
な
姿
を
、
異
な

っ
た
祖
師
、
商
量
の
場
面
、
提
示
の
意
図
、
そ
の
背
景
な
ど
の
状
況
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
こ
に
展
開
す
る
禅

の

世
界

の
意
義
を
考
察
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

閏

臨
済

録

な
ど

に
出

る
露

柱

ω

露
柱
と
い
う
語
の
意
味
は
ど
う
あ
れ
、
禅
録
に
登
場
し
て
く
る
の
は
馬
祖
門
下
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
な
い
。

『伝
燈
録
』
第
七

に
あ
る
盧
山
、
帰
宗
寺
の
智
常
禅
師

(馬
祖

の
法
嗣
)
の
次
に
挙
げ
る
問
答
が
古
い
例
に
属
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

僧

問
う
、
此

の
事
、
久
遠
な
り
、
如
何
が
用
心
せ
ん
。
師

(帰
宗
)
云
く
、
牛
皮
、
露
柱
を
鞘

(お
お
)
う
に
、
露
柱
は
鰍
鰍

(し
ゅ

う
し
ゅ
う
)
と
叫
ぶ
。
凡
耳
は
聴
く
と
も
聞
え
ず
、
諸
聖
は
呵
呵

(か
か
)
と
笑
う
。

久
遠
の
此
の
事
と
は
仰
山
慧
寂
禅
師

(八
〇
七
ー
八
八
三
)
が
長
沙
景
琴
禅
師

(1
八
六
八
)
に

「
人
人
す
べ
て
這
箇

(し
ゃ
こ
)

の
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事
あ
り
、
た
だ
用
不
得
。」
(伝
燈
録
巻
十
)
と
い

っ
た
、
法
華
経
に
背
景
を
も
つ

一
大
事
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
帰
宗
は
と
く
に
取
り

立

て
て
、
そ
の

「用
心
」
を
拒
絶
す
る
。
こ
こ
で
の
露
柱
は
声
を
あ
げ
て
な
げ
く
、
単
な
る
柱
の
喩
に
過
ぎ
な
い
。

さ
て

『臨
済
録
』
で
は
、
露
柱
の
用
語
は
二
回
あ
り
、
比
較
的
初
期
の
用
例
に
属
す
る
。

ω

一
般
の
好
悪
を
識
ら
ざ
る
禿
奴

(と
く
ぬ
)
あ

っ
て
、
す
な
わ
ち
東
を
指
し
、
西
を
画
し
、
晴
を
好
み
、
雨
を
好
み
、
燈
籠

・
露
柱

を
好
む
。
徐
、
看
よ
。
眉
毛
幾
茎
か
あ
る
。

「
這
箇
、
機
縁
を
具
す
」
と
、
学
人
会
せ
ず
し
て
す
な
わ
ち
心
狂
す
。
か
く
の
如
き
の
流
、

総
に
と
航
野
狐
の
精
魅
魍
魎

(せ
い
み
も
う
り
よ
う
)
、
他
の
好
学
人
に
磁
艦

(あ
く
あ
く
)
と
し
て
、

微
笑
し

て

「購
老

(か

つ
ろ

う
)
禿
奴
、
他
の
天
下
の
人
を
惑
乱
す
」
と
言
わ
れ
ん

〔示
衆
六

　
〕

こ
れ
は
邪
正
の
判
断
も
で
き
な
い
よ
う
な
師
家
に
対
す
る
強
烈
な
批
判
で
あ
る
。
学
人
に
対
し
て
肝
心
の
所
は
触
れ
な
い
で
、
東
と
問

え
ば
西
と
、
他
の
事
で
言
い
ま
ぎ
ら
し
、
晴
と
か
雨
と
か
、
山
と
か
水
と
か
、
日
常
卑
近
な
と
こ
ろ
で
、
い
い
か
げ
ん
に
商
量
す
る
。
眼

の
前
の
も
の
は
手
当
り
次
第
に
、
燈
籠
だ
の
露
柱
だ
の
と
問
答
に
愛
用
す
る
。
充
分
、
会
得

で
き
て
い
な
い
学
人
は

「
こ
れ
は
す
ば
ら
し

い
ご
縁
が
で
き
た
」
と
騙
さ
れ
て
狂
喜
す
る
。
こ
ん
な
妖
怪
変
化
は
い
つ
れ
具
眼
の
士
か
ら
、

「と
ん
で
も
な
い
イ

ン
チ
キ
坊
主
だ
」
と

㈲

冷
笑
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
。
露
柱
の
用
語
は
な
い
が
、
同
趣
旨
の
箇
所
は

「
示
衆
」
(三
二
)

に
も
出
て
く
る
。

当
時
の
禅
界
の

一
面
が

提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

「
露
柱
し
は
否
定
的
な
文
脈
状
況
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が

「
燈
籠
露
柱
」
が
す
で
に
セ
ツ
ト
で
成
語
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

②
次
は

「
勘
弁
」
に
見
ら
れ
る
露
柱
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。

師
、
ち
な
み
に
軍
営
に
入

っ
て
、
斎
に
赴
む
き
、
門
首
に
員
僚

(
い
ん
り
ょ
う
)
を
見
る
。
師
、
露
柱
を
指
し
て
問
う
、

「
是
れ
凡
か

是
れ
聖
か
」
と
。
員
僚
、
無
語
。
師
、
露
柱
を
打
し
て
云
く
、

「
た
と
い
道
い
得
る
も
、
ま
た
祇
だ
こ
れ
箇
の
木
楓

(も

っ
け
つ
)
」

⑯

(と
い
っ
て
)
す
な
わ
ち
入
り
去
る
。

(勘
弁
二
十

一
)

こ
こ
で
い
う
露
柱
そ
の
も
の
は
鎮
州
軍
の
営
舎
に
あ
る
丸
木
の
柱
に
過
ぎ
な
い
。
い
わ
ゆ
る

一
本
の
木
楓

〈
棒
杭

の
切
れ
は
し
〉
で
あ
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る
。

仮
り
に
牛
馬
を

つ
な
ぐ
柱
で
も
よ
い
。
た
だ
臨
済
に
よ
っ
て

「凡
人
か
聖
者
か
」
と
ゆ
び
さ
さ
れ
、
あ
る
い
は
杖

で
打
た
れ
た
時
、

有
情

・
無
情
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
面
目
を
新
た
に
す
る
。

こ
の
問
答
は
臨
済
の
自
問
自
答
で
あ
り
、
し
ょ
せ
ん
は
独
り
芝
居
に
終

る
。

こ
の
状
況
で
は
、
無
衣
の
真
人
で
あ
る
臨
済
に
は
、
で
く
の
ぼ
う
と
化
し
た
員
僚

〈
幕
僚
の
将
校
〉
よ
り
は
無
心
で
赤
裸
な
露
柱
の

方
が
よ
り
親
密
で
、
気
心
が
通
じ
る
。
こ
こ
に
露
柱
と
い
う
存
在

の
不
思
議
が
あ
る
。

外

、
聖
凡
を
取
ら
ず
、
内
、
根
本
に
住
せ
ず
と
、
つ
ね
に
説
法
し
て
い
る
臨
済
で
あ
る
か
ら
、

「
凡
か
聖
か
」
の
テ
ー

マ
は

「示
衆
」

に
十

二
分
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
真
正
の
見
解
を
弁
得
す
れ
ば
、
真

・
俗
、
凡

・
聖
、
染

.
浄
の
世
界
を
透
脱
し
て
、
表
顕

の
名
字
に
執
す
る
こ
と
は
な
い
。
心
地
の
法
を
把
得
す
れ
ば
自
在
に
、
能
く
凡
に
入
り
、
聖
に
入
り
、
俗
に
入
り
得
る
。
ま
た
、
勘
弁
で

は
、
普
化
の
風
顛
な
行
動
を
、
臨
済
の
同
輩
た
ち
が
よ
り
集

っ
て

「彼
は
聖
者
か
凡
夫
か
」
と
批
評
し
て
い
る
と
き
、
闘
入
し
て
来
た
普

化
に
よ

っ
て
逆
評
価
さ
れ
る
事
編
が
あ

っ
た
が
、
こ
れ
も

「
凡
聖
」
の
問
題
か
ら
こ
の
話
頭
と
か
か
わ

っ
て
い
る
。

ま

つ
と
う
な
問
答
が
成
立
し
な
い
、
い
う
な
ら
ば
非
生
産
的
な
商
量
だ
と
知
り
つ
つ
も
、
勢
い
込
ん
で

「
仕
掛
」
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
状

況
は
も
と
も
と
普
化
和
尚

一
流
の
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
て
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
い
つ
も
同
伴
し
て
赴
斎
し
て
い
た
普
化
の
姿
は
な
く
、

臨
済

一
人
で
あ
る
。

　

こ
の
勘
弁
に
も

っ
と
も
類
似
し
た
状
況
だ
と
、
想
起
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
普
化
と
馬
歩
使

〈馬

.
歩
両
軍
の
指
揮
官
〉
と
の
問
答
で
あ

る
。

市
中
で
馬
歩
使
に
出
会
う
と
、

普
化
は
相
撲
を
と
ろ
う
と
仕
掛
け
る
。

馬
歩
使
は
普
化
に
五
棒
を
く
ら
わ
せ
る
。

普
化
が
言
う
、

「ら
し
い
こ
と
は
ら
し
い
が
、
そ
う
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
」
と
。
馬
歩
使
の
殿
打
は
し
ょ
せ
ん
覚
醒
の
打
で
は
な
い
。
普
化
が

空
振
り
承
知
で
、
命
が
け
の
擬
似
禅
問
答
に
身
を
さ
ら
す
と
こ
ろ
に
、
彼
の

「
狂
」
が
あ
る
。

こ
こ
で
も
普
化
の

「聖
か
凡
か
を
」
詰
周

す
る
意
味
で
、
露
柱
の
位
置
に
、
普
化
を
置
い
て
も
よ
い
。
も

っ
と
徹
底
し
た
見
方
を
す
る
な
ら
ば
、
臨
済
自
身
の
座

に
普
化
を
す
え
れ

ば
、
ぴ

っ
た
り
す
る
。
裏
が
え
し
て
い
え
ば
、
臨
済
に
内
在
す
る
普
化
こ
そ
が
、
こ
の
問
答
を
誘
発
し
た
と
読
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

臨
済

が

「何
と
い
っ
て
答
え
得
て
も
、
木

の
切
れ
は
し
に
過
ぎ
ぬ
」
と
言

っ
た
の
は
、
露
柱
に
こ
と
よ
せ
て
員
僚
を
評
し
た
意
味
に
相
違
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な

い
が
、
そ
の
時
、
員
僚
は
木
楓
と
な
り
、
露
柱
は
普
化
の
ご
と
き
親
友
と
な
る
。
こ
の
両
者
の
入
れ
か
わ
り
こ
そ
、
臨
済
が
有
情
に
も

無
情
に
も
、
出
入
自
在

の
活
動
が
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
知
覚
、
情
識
を
絶
し
た
、
無
分
別
の
存
在
こ
そ
最
も
親
し
い

も

の
で
あ
る
。

ゆ

一
休
は
こ
の
露
柱
を

「
目
前
の
真
の
木
薇
」
と
呼
ん
で
、
「偲
縄
」
(か
い
ら
い
)
と
い
う
頗
を
う
た

っ
て
い
る
。
道
元
禅
師
も

「祖
師

西
来
意
」
の
巻
に
、

「
露
柱
に
あ
ら
ず
ば
、
木
楓

(ぼ
く
く
ゑ
ち
)
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
仏
面

・
祖
面
の
破
顔
な
り
と
も
、
自
己
他
己
の

相
見
あ
や
ま
ら
ざ
る
べ
し
」
と
解
説
し
て
い
る
。

二

露

柱

に
問
取

せ
よ

.
露
柱
は
人
で
は
な
い
。
し
か
も
禅
に
あ

っ
て
は
、
無
情

の
露
柱
は
自
か
ら
問
い
か
け
る
こ
と
な
く
し
て
、
常
に
面
前
で
応
答
を
迫
ま
ら

れ

て
い
る
存
在
で
も
あ
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、

一
人
前
に
控
杖
の

一
打
が
飛
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な

「問
取
露
柱
」

〈
露
柱
に
尋
ね
て
み
よ
〉
を
指
示
す
る
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
好
話
頭
が
あ
る
。

ω
長
沙
興
国
寺
の
振
朗
禅
師
、
は
じ
め
て
石
頭
に
参
じ
て
問
う
、

「
い
か
な
る
か
、
是
れ
祖
師
西
来
の
意
」
、
石
頭
云
く

「
露
柱
に
問

取
せ
よ
」
、

(振
朗
)
云
く
、

「振
朗
、
会
せ
ず
」。
石
頭
云
く

「わ
れ
更
に
会
せ
ず
」
と
。
師
、
俄
然
と
し
て
省
悟

す
。

〔伝
燈
録
巻

㈲

十

四
〕

『祖
堂
集
』
巻
四
と

『伝
燈
録
』
巻
十
四
の
石
頭
章
に
も
同
話
が
載

っ
て
い
る
。
し
か
し
振
朗
の
省
悟

の
部
分
は
な
い
。
露
柱
は
学
人

の

「
問
取
」
に
耐
え
う
る
存
在
で
あ
り
、
情
識
を
絶
し
た
も
の
と
し
て
、
か
な
ら
ず

「問
取
」
に
即
応
し
て

「道
得
」

で
き
る
。

「わ
し

に
は
も

っ
と
分
ら
ぬ
」
と
い
う
石
頭
の
語
は

「
お
前
が
不
会
と
い
う
の
が
わ
か
ら
ぬ
」
と
い
う
理
解
で
は
浅
い
よ
う
だ
。
不
会
に
徹
す
る

方
向

で
あ
ろ
う
。
会

・
不
会
は
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

②
僧
問
う
、

「
い
か
な
る
か
是
れ
仏
」
、
師

(宣
州
稗
樹
慧
省
禅
師
)
云
く
、
「猫
児
、
露
柱
に
上
る
」、
云
く
、

「学
人
会
せ
ず
」、
師
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云
く

「露
柱
に
問
取
し
去
れ
」
。

(伝
燈
録
巻
十
四
)

露
柱
に
上

っ
た
猫
に
は
聞
か
な
い
と
こ
ろ
、

「
露
柱
に
問
取
せ
よ
」
と
い
う
応
答
は
す
で
に

「
露
柱
」
が

一
定
の
意
義
を
含
ん
で
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
代
、

こ
の
句
は

「西
来
意
」
な
ど
と
同
様
に
問
答
の
素
材
と
な
り
、
概
念
化
さ
れ
て
行
く
。

③
鼓
山
智
厳
了
覚
大
師

(鼓
山
第
二
世
住
)
に
も
次
の
商
量
が
あ
る
。

多
言
ま
た
多
語
、
由
来
、
返

っ
て
相
誤
る
。
珍
重
。
僧
問
う
、
石
門
の
句
は
即
ち
敢
え
て
問
わ
ず
、
請
う
師
方
便
せ
よ
。
師
云
く
、
露

柱

に
問
取
せ
よ
。

〔伝
燈
録
巻
二
十

一
〕

多
言
、
多
語
に
わ
た
ら
ぬ
方
便
と
は
、
知
覚

・
知
解
を
越
え
た
無
情
の
露
柱
が

一
番
よ
く
為
人
の
機
用
を
は
た
し
て
く
れ
る
こ
と
を
意

味
す

る
。
な
お
石
門
の
句
と
は
、
後
出
す
る
が
、
石
門
山
二
世
の

「露
柱
に
燈
籠
を
掛
く
」
と
い
ヶ

一
句
で
あ
ろ
う
か
。

ω
泉
州
西
明
院
の
探
禅
師
の
問
答
に
、
問
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
祖
師
西
来
の
意
、
師
云
く
、
露
柱
に
問
取
し
看
よ
。

〔伝
燈
録
巻
二

十

二
〕
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
定
形
化
し
た
露
柱
問
答
と
な

っ
て
い
る
。

⑥
時
代
は
こ
れ
よ
り
少
し
さ
か
の
ぼ
る
が
、
黄
彙
希
運
禅
師

の
法
嗣
で
あ
る
陳
尊
宿
に
次
の
問
答
が
あ
る
。
す
で
に
相
手
不
足
の
商
量

に
お
い
て
無
情
の
露
柱
が

「
打
た
れ
る
」
ケ
ー
ス
は
前
述
し
た
が
、
こ
こ
で
は

「掴
ま
れ
る
」。

一
日
、
天
使
あ
り
て
問
う
。
三
門
と
も
に
開
く
、
那
門
よ
り
入
ら
ん
。
師
喚
ぶ
、

「尚
書
」
と
。
天
使
、
応
諾
す
。
師
云
く
、

「信
の

門

よ
り
入
れ
」
と
。
天
使
ま
た
、
壁
画
を
見
て
問
う
て
云
く
、
二
尊
者
、
何
事
を
か
対
課
す
。
師
、
露
柱
を
掴
ん
で
云
う
、
三
身
中
、

那
箇
か
法
を
説
か
ざ
る
。

〔伝
燈
録
巻
十
二
〕

信

門
よ
り
入
れ
と
い
う
の
は
、

「信
は
道
元
、
功
徳
の
母
」
と
か

「
信
を
も

っ
て
能
入
と
な
す
」
な
ど
の
教
学
的
な
背
景
が
あ
り
、
勅

使
と
し
て
の
存
在
も
、
信
を
運
ぶ
も
の
で
あ
る
。
陳
尊
宿
は
も
と
も
と
露
柱
で
は
な
く
、
勅
使
を
掴
え
て
い
る
、
い
や
掴
え
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
問
取
露
柱
、
以
前
の
行
動
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
露
柱
は
法
身
、
報
身
、
応
身
の
三
身
中
の
法
身
か
、
あ
る
い
は
三
尊

者
の
中

の
ど
れ
で
も
よ
い
が
そ
の

一
つ
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
陳
尊
宿

の
問

い
か
け
は
、
法
を
説
か
ず
、
サ
ボ

っ
て
い
る
の
は
誰
か
、
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露
柱
よ
、
お
前
か
と
い
う
勢
い
で
あ
る
が
、
果
し
て
他

の
二
身

(二
尊
者
)
が
真
実
、
法
を
問
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
答
は
、

後
述
の

「露
柱
説
法
」
の
テ
ー
ゼ
を
導
き
出
す
好
例
と
も
な

っ
て
い
る
。
な
お
そ
の
他
、『
雲
門
語
鍮
』
に
は
、
露
柱
を

一
打
し
僧
を

一
掴

し
て
云
う
場
合
と
か
、
喫
粥
を
終

っ
た
僧
に

「露
柱
を
咬
著
せ
し
や
」
と
問
う
な
ど
、
こ
れ
に
類
し
た
多
様
な
問
答
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

⑥
次
に
雪
峰
義
存
の
法
嗣
の
保
福
展
禅
師
の
露
柱
問
答
を
み
て
み
ょ
う
。

師
、

一
僧
を
見
て
す
な
わ
ち
杖
子
を
も

っ
て
、
露
柱
を
打

つ
。
ま
た
そ
の
僧
の
頭
を
打

つ
。
僧
、
忍
痛
の
声
を
な
す
。
師
日
く
、
那
箇

か
、
什
歴

(な
ん
)
と
し
て
痛
せ
ざ
る
・
僧
、
対
う
る
な
し
。

〔伝
燈
録
巻
十
煽
〕

こ
こ
で
は
情
識
を
絶
し
て
、
不
痛
で
あ
る
露
柱
と
、
忍
痛
の
声
を
出
す
有
情
と
し
て
の
僧
と
の
間
に
評
価
の
逆
転
が
あ
る
。
ま
た

「
露

柱
を
打
つ
」
ケ
ー
ス
と
徳
山
和
尚
の
打
棒
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
が
、

一
応
こ
の
小
論
で
は
触
れ
な
い
。

ω

『祖
堂
集
』
第
十

一
、
あ
る
い
は

『
雲
門
語
録
』
に

「
柱
に
問
取
す
る
」
ケ
ー
ス
の
代
表
的
な
提
示
が
あ
る
。

師

(雲
門
)
ち
な
み
に
杖
を
把

っ
て
柱
を
打

っ
て
問
う
、
什
摩
の
処
よ
り
来
る
、
対
え
て
云
く
、
西
天
よ
り
来
る
。
師
云
く
、
什
摩
と

し
て
か
来
る
。
対
え
て
云
く
、
唐
土
の
衆
生
を
教
化
し
来
る
。
師
云
く
、
わ
が
唐
土
の
衆
生
を
欺
か
ん
、
却

っ
て
大
衆
に
問
う
、
還

っ

て
会
す
や
、
対
え
て
云
く
、
会
せ
ず
、
師
、
柱
を
打
し
て
云
く
、
徐
全
の
両
重
の
敗
闘
を
打
せ
ん
。

〔祖
堂
集
第

十

咽
〕

こ
れ
は

「柱
」
を
媒
体
と
し
た
雲
門

の
自
問
自
答
よ
り
始
ま
る
。
ま
ず
指
摘
し
て
置
き
た
い
こ
と
は
、

『
雲
門
録
』
の
方
は

一
喝
が
あ

っ
て
の
ち

「わ
が
唐
土
の
人
を
欺
か
ん
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
と
、
『祖
堂
集
』
で
は
、
『
雲
門
録
』
に
「露
柱
」
で
あ
る
所
が
単
に

「
柱
」

と
な

っ
て
い
る
こ
と
で
、
露
柱
の
語
義

の
上
か
ら
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
さ
て
雲
門
の

一
打

で
、

「
柱
」
は
ダ

ル

マ
大
士
と
化
し
、
そ

の
ダ

ル
マ
は
衆
生
を
欺
す
存
在
だ
と
退
け
ら
れ
る
。
次
に
大
衆
に
問
い
か
け
る
が
、
大
衆
は
応
答
で
き
な
い
。

つ
い
に

「柱
」
は
ダ
ル
マ

大
士
と
大
衆
と
の
両
方

の
罪
を
被

っ
て

「
二
度
と
失
敗
し
た
ぞ
」
と
打
ち
す
え
ら
れ
る
。

有
情
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
無
情
で
あ
ろ
う
が
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
真
を
道
得

〈言
い
得
る
、
表
現
で
き
る
〉
す
る
な
ら
ば
、
ど
こ
ま
で

も

そ
れ
に
問
取

〈
尋
ね
て
み
る
〉
し
て
迫

っ
て
行
く
道
が
こ
こ
に
あ
る
。
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㈲
道
元
禅
師
の
道
得

(ど
う
て
)

の
巻
は
、
こ
れ
ら
の
祖
師
方
の
説
く
、
道
得
と
問
取
と
の
水
脈
を
深
く
く
み
取

っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
巻
の
冒
頭
を
あ
げ
る
と
、

諸
仏
諸
祖
は
道
得
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
仏
祖
の
仏
祖
を
選
す
る
に
は
、
か
な
ら
ず
道
得
也
未
と
問
取
す
る
な
り
。

こ
の
間
取
、

こ
こ

ろ

に
て
も
問
取
す
、
身
に
て
も
問
取
す
。
控
杖
払
子
に
て
も
問
取
す
、
露
柱
燈
籠
に
て
も
問
取
す
る
な
り
。
仏
祖
に
あ
ら
ざ
れ
ば
問
取

な
し
、
道
得
な
し
。
そ
の
と
こ
ろ
な
き
が
故
に
」

〔正
法
眼
蔵
第
三
十
三
、
道
得
〕

ま
た

「
仏
性
の
巻
」
に
も

「仏
性
成
仏
の
と
き
無
仏
性
な
る
か
、
仏
性
発
心
の
と
き
無
仏
性
な
る
か
と
問
取
す
べ
し
、
道
取
す
べ
し
。

露
柱
を
し
て
も
問
取
せ
し
む
べ
し
、
露
柱
に
も
問
取
す
べ
し
、
仏
性
を
し
て
も
問
取
せ
し
む
べ
し
」
と
あ
る
。

三

証
明

者

と
し

て
の
露
柱

無
情
の
代
表
者
、
露
柱
は

「
見
ら
れ
る
露
柱
」
、
「打
た
れ
る
露
柱
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
澄
ん
だ
不
動
の
眼
で
、
あ
り
の
ま
ま
を
見
て

取
る
証
人
と
な
る
。

ω
廠
居
士
と
仰
山
と
の
対
話
は
、

こ
の

「露
柱
証
明
」
の
典
型
で
あ
る
。

(
鷹
)
居
士
、

仰
山
禅
師
を
訪
い
、

問
う
、

「
久
し
く
仰
山
を
饗

(し
た
)

い
し
に
、

到
り
来
た
れ
ば
な
に
ゆ
え

に
、
か
え

っ
て
覆

(
う
つ
む
く
)
や
」
。
山
、
払
子
を
竪
起
す
。
士
日
く
、
「
あ
た
か
も
是

(し
か
)
り
」
。
山
日
く

「
こ
れ
仰

(あ
お
む
)
く
や
、
こ
れ

覆
く
や
」
。
士
す
な
わ
ち
、
露
柱
を
打

っ
て

(ま
た
は
拍

っ
て
)
日
く

「
人
な
し
と
錐
然

(
い
え
ど
も
)
、
ま
た

(わ
が
た
め
に
)
露

柱

の
証
明
せ
ん
こ
と
を
要
め
ん
」
。
山
、
払
子
を
な
げ
う

っ
て
日
く
、

「
も
し
諸
方
に
到
ら
ば
、
ひ
と
え
に
挙
似
す
る
に
任
す
」。
〔鹿

居
土
語
録
上
〕

「
仰
山

(上
に
向
い
た
山
)
と
聞
い
て
か
ね
て
か
ら
拝
見
し
た
い
と
願

っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
な
ん
と
う

つ
伏
せ
で
す
ね
」
と
鹿
居
士

は
仕
掛
け
る
。
「仰

(あ
お
向
く
)
と
覆

(う
つ
向
く
)
」
に
こ
だ
わ

っ
た
仰
山
は
自
己
確
定
の
提
示
の
た
め
に
払
子
を
立
て
ざ
る
を
得
な
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か

っ
た
。
居
士
は
有
無
を
言
わ
せ
ず
、
第
三
者
で
あ
る

「露
柱
」
を
証
人
に
し
た
て
る
。
雲
門
の

一
打
の

「実
印
」
と
、
払
子
を
放
り
出

し

て
江
湖
に
判
定
を

一
任
す
る
こ
と
に
し
た
仰
山
の

「認
め
印
」
と
の
両
印
が
押
さ
れ
て

「露
柱
」
と
い
う
証
明
書
が
で
き
あ
が

っ
た
と

も

い
え
る
。

こ
の
問
答
は

『仰
山
語
録
』

(五
家
語
録
所
収
の
仰
山
章
、
中
文
出
版
本
、
二
十
七
左
、

=

六
b
)
や

『鹿
居
士
詩
』
巻
下
、

(二

十

】
、
中
文
本
二
四
〇
、
下
)
に
も
出
て
く
る
。
居
士
詩
の
方
は
白
雲
守
端
禅
師
の
偶
が
附
さ
れ
て
い
る
。
語
録
の
仰
山
章

で
は
隠
静
琴

禅

師
の
偶
が
あ
る
。
こ
の
問
答
の

「
仰
山
」
を
濾
山
下
の
仰
山
慧
寂

(八
〇
七
-
八
八
三
)
と
す
れ
ば
時
代
が
相
応
し
な
い
の
で
別
人
で

あ

る
か
、
あ
る
い
は
後
代
の
創
作
問
答
と
も
推
定
で
き
る
。
隠
静
零
禅
師
の
評
言
で
は
、

「大
小
の
小
釈
迦
(
仰
山
慧
寂
の
こ
と
)
、
居
士

の

一
拶
を
う
け
て
、
直
に
手
忙
脚
乱
を
得
た
り
。
た
だ
居
士
、
露
柱
を
打
ち
て
、

一
下
す
る
も
ま
た
作
歴
生
。
鯨
は
海
水
を
呑
み
尽
し
て
、

珊
瑚
の
枝
を
露
出
す
」
と
い
っ
て
い
る
。

②
露
柱
の
証
明
を
め
ぐ

っ
て
興
味
あ
る
用
法
が
、

『
大
応
録
』
に
見
ら
れ
る
。
ま
ず
仏
浬
葉
上
堂
の
と
こ
ろ
に
、

僧
問
う
、

「雨
淡
紅
を
洗

っ
て
桃
薯
轍
く
、
風
浅
く
碧
を
動
か
し
て
柳
糸
軽
し
」
と
。
如
何
な
る
か
こ
れ
盟
曇
の
面
目
。
師

(大
応
)

云
く
、

「慈
顔
す
で
に
露
る
」
、
僧
云
く
、

「如
何
せ
ん
、
露
柱
の
横
に
点
頭
す
る
を
」
、
師
云
く

「ま
さ
に
請
え
り
、
人
の
証
明
す

ゆ

る
な
か
ら
ん
と
。」

先
人
の
初
春
の
風
景
に
寄
せ
て
、
学
人
は
仏
浬
葉
の
真
面
目
を
問
う
、
師
は
釈
尊

の
慈
顔
は
す
で
に
現
前
に
露
出
し
て
い
る
で
は
な
い

か
と
問
い
か
え
す
。
学
人
は

「
し
か
し
、
露
柱
が
か
ぶ
り
を
横
に
ふ
っ
て
納
得
し
て
い
ま
せ
ん
よ
」
と
反
論
す
る
。
だ
れ
も
証
明
す
る
者

が
い
な
い
と
思

っ
て
い
た
ら
、
露
柱
が
そ
こ
に
い
た
か
と
。
是
非
に
つ
い
て
は
彼

(露
柱
)
に

一
任
し
ょ
う
と
大
応
が
言
う
所
は
、
先
の

仰
山
禅
師
の
立
場
に
通
じ
る
が
、
こ
の
場
合
は

「
証
明
」
に
積
極
的

・
肯
定
的
で
あ
る
。

③
同
趣
の
商
量
を
挙
げ
る
と
、

上

堂
、
僧
問
う
、

「
一
機

一
境
、
こ
と
ご
と
く
、
今
時
に
落

つ
。
化
門
に
渉
ら
ず
、
如
何
が
信
を
通
ぜ
ん
や
」。
師
云
く
、
「南
地
の
竹
、
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北
地
の
木
」
。
僧
云
く
、
「露
柱
、
暗
中
に
横
に
点
頭
す
、
聾

(
に
い
)
」。
師
云
く
、
「更
に
知
音
の
在
る
あ
り
」。

現
在
の

一
機

一
境
に
す
べ
て
が
集
約
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
教
化
の
門
を
開
い
て
く
れ
ね
ば
ど
う
し
て
本
源
に
到
達
で
き
ま
し
ょ
う
と
い

う
僧

の
願

い
に
対
し
て
、

「南
は
竹
、
北
は
木
」
と
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
本
分
が
あ
る
と
答
え
る
。
僧
は
反
論
す
る
。

「
露
柱
が
闇
の
中

で
、

否
、
否
と
か
ぶ
り
を
横
に
振

っ
て
い
ま
す
よ
」
と
。

大
応
は
答
え
る

「
わ
し
を
よ
く
面
識
す
る
知
人
が
そ
こ
に
い
た
か
」
。

露
柱
は
大
応

の
知
音
底
と
し
て
目
前
に
あ

っ
て
、
否
で
も
応
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
見
と
ど
け
て
く
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
前
話
と
全
く
同
じ
文
脈
で
あ
る
。

以
上

の
如
く
非
情
な
露
柱
は
証
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
不
動
の
知
己
と
し
て
、
多
く
の
法
戦
の
現
場
に
臨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

四

露
柱
を
め
ぐ
る
無
情
と
の
交
流

露
柱
は
無
情

・
非
情

の
手
近
な
代
表
と
し
て
禅
録
に
登
場
す
る
が
、
そ
の
無
心
な
る
が
故
に
、
共
に
無
情
の
世
界
に
生
き
る
瓦
礫
、
膀

壁
、
燈
籠
、
火
櫨
、
鉢
孟
、
匙
筋
、
控
杖
、
門
扇
、
厨
庫
、
仏
殿
、
三
門
ら
と
自
在
に
交
流
す
る
。
凡
聖
を
越
え
て
、
執
わ
れ
の
な
い
行

動
主
体
と
さ
え
な
り
得
る
。
道
元
が

「
三
十
七
品
菩
提
分
法
」
で

「念
覚
支
」

〈
心
が
明
ら
か
で
忘
却
し
な
い
覚
〉
は

「
露
柱
、
空
を
歩

み
て
行
く
な
り
」。
と
称
し
た
よ
う
な
空
に
基
礎
を
置
く
自
在
な
活
動
が
展
開
す
る
。
こ
の
種
の
表
現
は
雲
門
の
語
録
に
圧
倒
的
に
多
い
。

ω
青
原
の
七
世
で
翠
巌
参
禅
師
の
法
嗣
で
あ
る
福
州
の
安
国
院
の
従
貴
禅
師
の
問
答
に
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

問
う
、
牛
頭
未
だ
四
祖
を
見
ざ
る
時
如
何
。
師
云
く
、
香
鎮
、
縄
躰
に
対
す
。
僧
云
く
、
見
て
後
ち
如
何
、
師
日
く
、
門
扇
、
露
柱
に

対
す
。

〔伝
燈
録
巻
二
十
二
〕

②
益
州
大
随
法
真
禅
師
に
と

っ
て
は
、
露
柱
は
法
を
付
嘱
す
る
相
手
で
も
あ
り
得
る
。

問

う
、
和
尚
、
百
年
の
の
ち
、
法
を
何
人
に
付
せ
ん
。
師
日
く
、
露
柱
、
火
櫨
、
日
く
か
え

っ
て
受
く
る
や
、
師
曰
く
、
火
櫨
、
露
柱
。

③

露
柱
と
燈
籠
と
は
最
も
親
密
で
あ
る
。
そ
し
て
無
情
の
代
表
と
し
て
も
同
格
で
あ
る
。
露
柱
燈
籠
、
燈
籠
露
柱
は

一
語
を
成
し
て
い

る
。
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石
門
山
乾
明
寺
慧
徹
禅
師
の
問
答
に
、

㈲

問
う
、
従
上
の
諸
聖
、
什
磨
の
処
に
向

っ
て
去
る
。
師
云
く
、
露
柱
、
燈
籠
を
掛
く
。

〔伝
燈
録
巻
二
十
三
〕

諸
聖
に
去
来
は
な
い
。
こ
れ
は
現
成
を
指
摘
す
る
問
答
で
あ
ろ
う
。
瑞
鹿
先
禅
師
に
は

「南
泉
遷
化
し
い
つ
く
の
処

に
向

っ
て
去
る
。

東
家
に
騙
と
な
り
、
西
家
に
馬
と
な
る
」

〔伝
燈
録
巻
二
十
六
〕
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
理
解
を
例
示
す
る
所
に
、

「露
柱
と
作
る
処
に

去
る
」
と
い
う
の
を
挙
げ
て
い
る
。
当
時
、
こ
の
種
の
応
答
が

一
範
例
と
な

っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ω
大
応
国
師
の
七
月

一
日
の
上
堂
に
も

「灯
籠
、
露
柱
に
掛
く
」
の
語
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

只
だ
自
恣
、
斯
に
臨
み
、
法
堂
新
た
に
開
く
が
如
き
ん
ば
、
か
え

っ
て
新
底
の
仏
法
あ
り
や
、
師
云
く

「燈
籠
、
露
柱
に
掛
く
」

元
来
、
真
法
は
現
成
底
で
あ
る
。
燈
籠
は
露
柱
に
も
と
か
ら
掛

っ
て
い
る
。
別
に
目
新
し
い
見
解
を
探
し
ま
わ
る

こ
と
も
な
い
。

⑤
問
答
に
よ

っ
て
は
露
柱
と
し
て
も
、
燈
籠
に
置
き
換
え
て
も
支
障
の
な
い
場
面
が
多
い
。
例
え
ば
仰
山
と
潴
山

の
問
答
も
そ
う
で
あ

る
。

仰
山
間
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
祖
師
西
来
の
意
、
師
、
燈
籠
を
指
し
て
云
く
、
大
好
、
燈
籠
、
仰
山
云
く
、
た
だ
、

こ
れ
す
な
わ
ち
是

㈲

な
る
こ
と
な
き
や
。
師
云
く
這
箇
は
こ
れ
な
ん
ぞ
、
仰
山
云
く
、
大
好
燈
籠
、
師
云
く
、
果
然
と
し
て
不
見
。

「西
来
意
」
を
仰
山
に
問
わ
れ
て
濡
山
が
燈
籠
を
指
し
て
立
派
な
も
の
だ
な
あ
と
い
う
。
仰
山
は
燈
籠
に
気
を
と
ら
れ
て

「祖
師
意
」

は
こ
れ
で
す
ね
と
念
を
押
そ
う
と
す
る
。
濾
山
は
這
箇

〈
こ
れ
〉

っ
て
何
だ
と
反
問
す
る
。
仰
山
は
美
事
な
燈
籠
に
ひ
っ
か
か

っ
て
、
固

定
化
、
概
念
化
し
て
、
真
実
を
把
握
し
て
い
な
い
と
分
る
。

第

二
章
の
冒
頭
で
例
示
し
た
如
く
、

石
頭
と
長
沙
と
の
問
答
で
、

石
頭
は
西
来
意
を
問
わ
れ
て
露
柱
に
問
取
せ
よ
と
答
え
た
。

ま
た

『雪
峰
語
録
』
巻
上
に
も
、
雪
峰
は
、
僧
に
触
目
菩
提

〈
目
に
触
れ
る
も
の
は

一
切
が
悟
り
の
座
〉
と
は
と
問
わ
れ
て

「好
箇
の
露
柱
」

と
応
答
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
況
か
ら
、
無
情
の
代
表
と
い
う
限
り
で
は
燈
籠
と
露
柱
と
は
同
置
で
き
る
。

⑥

こ
の
濾
山
の

「
大
好
燈
籠
」
の
話
頭
に
係
わ

っ
て
、
雲
門
の
次
の
問
答
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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師
、
僧
に
問
う
。
還

っ
て
燈
籠
を
見
る
や
、
僧
云
く
更

(
こ
と
さ
ら
)
に
見
る
べ
か
ら
ず
。
師
云
く
、
獺
孫
を
露
柱

に
繋
ぐ
。

こ
の
話
は
大
燈
国
師
の
七
月

一
日
の
上
堂
に
も
見
え
る
。
そ
こ
で
は
雲
門
が
超
仏
越
祖
の
談
に
対
し
て

「醐
餅
」
と
評
し
た
話
を
挙
げ

て
、
そ
の
端
的
を
問
う
僧
に
、
大
燈
が

「獺
獅
、
露
柱
に
繋
ぐ
」
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
露
柱
」
に
仏
教
学
的
な
背
景
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

「
露
柱
ま
た
光
を
放

つ
」
と
い
っ
た
語
句
が
あ
る
か
ら
大

㈹

乗
仏
典
の
宝
柱
な
ど
と
類
比
が
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
も
と
も
と
意
味
は
な
い
。

『
大
事
』
第

一
巻

ζ
昏

碧
霧
ε

の
四
九
三
の
仏
名
の

う
ち
第
三

一
八
番
目
に
宝
柱

(ヵ
卑
口
⇔
-矯
o
饗
)
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
露
柱
に
結
び
つ
け
る
根
拠
は
な
い
。
団
口
冨

と
は
も
と
も
と
動
物

を

つ
な
ぐ
祭
柱
で
あ

っ
た
り
、
戦
勝
を
祝
う
記
念
柱
で
あ

っ
た
り
す
る
。

㈹

い

っ
ぽ
う
、
露
柱
の
相
方
で
あ
る

「
燈
籠
」
の
方
は
そ
の
起
源
を

『毘
奈
耶
雑
事
』

(巻
十
三
)
に
発
す
る
。

コ
ー
サ
ラ
国
の
都
、
舎

衛
城

(シ
ユ
ラ
…
ヴ
ア
ス
テ
ィ
ー
)

で
の
こ
と
、
夜
の
諦
経
に
出
く
わ
す
蛇
な
ど
の
動
物
を
避
け
る
た
め
に
、
仏
陀
の
指
示
で
灯
火
を
燃

す
こ
と
に
な

っ
た
が
、
今
度
は
火
に
虫
が
飛
び
込
む

の
で
、
竹
籠
を

つ
く
り
、
そ
れ
に
薄
畳
か
雲
母
片
を
は

っ
て
造

っ
た
と
い
う
伝
説
が

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
燈
籠
は
仏
陀
時
代
か
ら
僧
た
ち
の
諦
経
を
守
護
し
て
、
名
実
と
も
に
法
灯
を
保
持
し
た
存
在
だ
と
い
え
な
く
も
な

い
。
雲
門
が

「中
に

一
宝
の
形
山

(肉
体
)
に
秘
在
す
る
あ
り
」
と
い
う
示
衆
で
燈
籠
を
持
ち
出
す
の
も
燈
籠
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の

背
景

に
か
か

っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

〔未
完
〕

〔以
下
の
第
五

・
六

・
七
章
は
小
論
で
は
紙
面
の
関
係
で
掲
載
を
割
愛
す
る
。
た
だ
問
題
点
の
み
例
挙
し
て
置
く
。〕

五

無
情
仏
性

・
触
目
菩
提

と
露
柱

禅

に
お
け
る
無
情
仏
性
、
草
木
成
仏
の
思
想
と
実
践
と
め
展
開
上
に

「
触
目
菩
提
」
の
テ
ー
ゼ
に
も
と
づ
き
、
そ
の
代
表
と
し
て
の
露

柱
を

み
て
行
く
。
特
に
、
ω
無
情
の
中
で
も
、
な
ぜ

「
露
柱
」
な
の
か
、
②
体
露
真
常
や
独
露
身
の
伝
統
に
導
か
れ
た
、
雲
門
の

「露
」

の
思
想
と
の
関
連
に
注
目
す
る
。
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六

無
情
と
露
柱
説
法

無
情
仏
性
の
思
想
の
背
景
と
長
沙
、
雲
門
な
ど
の
提
示
に
も
と
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
露
柱
は

一
大
蔵
経
」
と
す
る
問
答
な
ど
に
関
連
す
る
素
材
を
と
り
扱
う
。

七

古
仏
た
ち
と
交
わ
る
露
柱

無
情
説
法
の
線
上
に

「
露
柱

の
説
法

・
聞
法
」
、

仏
陀
か
ら
始
ま
り
、
ダ
ル
マ
大
士
、
來
山
ら
の
古
仏
祖
が
露
柱
と
同
視
さ
れ
る
こ
と
、

の

「古
仏
と
露
柱
と
相
交
る
」
と
い
う
こ
と

へ
の
展
開
を
見
る
。

結

語

露
柱
懐
胎
児
の
問
題
、
さ

い
ご
に
雲
門
の
示
衆

こ
の
小
論
で
は
露
柱
を
め
ぐ

っ
て
展
開
す
る
話
頭
を
中
心
に
概
括
的
に
考
察
し
た
訳
で
あ
る
が
、
な
お
各
論
的
に
見
わ
た
せ
ば
、
雲
門
、

道
元
、
大
燈
と
花
園
帝
、

一
休
な
ど
の
各
禅
師
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
禅
風
に
深
く
か
か
わ
り
、
そ
の
表
詮
の
趣
向
す
る
と
こ
ろ
に

独
自
の
も
の
が
あ
る
。
個
々
に
つ
い
て
論
究
す
る
に
足
る
、
特
色
あ
る
素
材
は
充
分
、
そ
な
わ

っ
て
い
る
の
で
別
に
検
討
す
る
機
会
を
持

つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注ω

『仮
名
正
法
眼
蔵
』

で
は
露
柱

(
う
し
ゅ
)
と
呼
ん
で
い
る
。
例

え
ば

「仏
祖

の
証
契
す
る
玄
は
露
柱
燈
籠

(
う
し

ゅ
と
う

ろ
う
)
な

り
」

(
第
四
十
二
、
説
心
説
性
、
十
八
頁
)

②

『偲
文
韻
府
』
巻

三
十
七
、

二
十

一
ー
三
九
九
七
上
、

『
陸
游
集
』

第
二
冊
、

中
華
書
局
出
版
、

剣
南
詩
稿

巻
二
十
八
、

七

六
二
頁
、

「控
杖
歌
」
道
人
四
壁
空
無
有
。

一
住
清
香
閑
袖
手
。
床
辺
独
有
控

杖
子
。
疾
病
相
扶
真

我
友
。
禅
房
按
膝

秋
聴

雨
。
野
店
敲
門
暮

除
酒
。

畏
途
九
折
歴
欲
尽
。
世

上
誰
如
君
耐
久
。
老
　
更
踏
千
山
云
。
何

可

一
日
無
此
君
。
帰
來
燈
前
夜
欲
半
。
露
柱
説
法

君
応
聞
。

③

殿
堂

(
十
七
頁
)

ω

「
山
水
経
」

(
『
正
法
眼
蔵
』
第

二
十
九
、
日
本
思
想
大
系

13
ω
三
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三

八
頁

)

⑤

『
エ
リ

ア

!
デ

著

作
集

⑬

』
宗

教

と

芸

術

五
九

頁

、
×
一く
.い
o
ω
曳
日
-

ぴ
。
臣

臼
o

O
o
吻
臼
β
器

竃

§

口
臼
g

帥吻

知
①
一一駐

o
舞

噂

O
①
馨

o
N

巳

】≦
8

像
ρ

↓
o
ヨ
巳
o
。。
L
≦
巴
ωo
ロ
…
ζ

一H8

9

国
一冨
畠
o

①
も。
●
ω
O
即

⑥

六

十
華

厳

、

(
大

正
蔵

九
、

六
七

七

上

、

)

大
荘

厳

重

閣

の
師

子

奮

迅

三
昧

中

の
様

子

。

「瑠

璃

以

柱

、

以

明
浄

宝

而

荘

厳

之

(
入
法

界
品

)
。

(1(》(9)(3)(7)

「崇
福
禅
寺
語
録
」

(
『
日
本
の
禅
語
録
三
』
、
二
四
六
頁
参
照
)

「崇
福
禅
寺
語
録
」

(
同
右
、

三

一
〇
頁
参
照
)

「崇
福
禅
寺

語
録
」

(同
右
二
八
三
頁
参
照
)

『
雲
門
語
録
』

(
九
十
五
左
、

二
〇
四
頁
上
b
、
中
文
本
)

『
五

家
語

録
』
内
。

oo

『
景
徳
伝

燈
録
』
第
七

(台
湾
本

=

一九
頁
)

働

『
示
衆

六
十

一
』

(
一
〇

六
-

一
〇
七
頁
)

〔訓
註
臨
済
録
、

田
本
〕

⑬

示
衆

三
十
二

(
五

二
頁
、
柳

田
本
)

⑭

勘
弁

百

一

(
一
七
五
頁
、
同
右
)

⑯

勘
弁
九
十

六

(
一
七
〇
頁
、
同
右
)

⑯

『祖
堂
集
』
巻
十
六
中
文
本

(
一
〇
七

c
)

⑰

日
本
思
想
大
系
本
⑯

二
九

六
頁

⑱

「祖
師
西
来
意
」
第

六
十
二

・
二
〇

四
頁
)

⑲

巻
十

四
、

(
七
十
六
頁
、
台
湾
本
)

⑳

巻
十
四
、

(
八
十
六
頁
、
同
右

)

⑳
　

巻

二
十

一
、

(
二
十

一
頁
、
同
右
)

柳

㈲

巻

二
十
二
、

(
三
十
四
頁
、
同
右
)

⑳

巻
十

二
、

(
二
十
六
頁
、
同
右
)

⑳

『
雲
門
語
録
』
九
十
五

(
二
〇

四
頁
上

a
)
前
出
本
。

㈲

巻
十
九
、

(
一
八
〇
頁
)

⑳
　

『
雲
門
語
録
』
八
十
三

(
一
九
八
頁
上

a
)

『
祖
堂
集
』
第
十

一

(
七
三

a
)

「道
得
」

(
三
八
四
頁
)

「
仏
性
」

(
五
十
二
頁
)

⑳

『鷹
居
士
語
録
』

(禅

の
語
録

㈹

一
六
九
ー

一
七
〇
)
参
照

㈹

『
仰
山
語
録
』

(五
家
語
録
内
)
(
二
十
七
左
、

一
一
六
頁
b
)

　⑳

「
崇
福
禅
寺
語
録
」

(
前
出
本
二
二
五
-
二
二
六
頁
)

㈱

「崇
福
禅
寺
語
録
」

(
前
出
本
二
二
九
ー
二
三
〇
頁
)

⑳

「
三
十
七
品
菩
提
分
法
」

(第

六
十
巻

・
一
八
九
頁
)

㈱

巻
二
十
二

(
二
十
七
頁
)

鱒

巻

二
十
唱二

(
山ハ
十
五
頁
)

㈹

巻

二
十
六

(
一
四
二
頁

)

㈲

「崇
福
禅
寺

語
録
」

(
二
四
四
頁

)

鰺

『
潟
山
語
録
』

(
五
左
、
百
五
頁
)

㈲

巻

二
十
三
、

(
六
十

五
頁
)
。

「大
徳
寺
語
録
」

(『
日
本
の
禅
語
録
』

山ハ
、

一
七
八
頁
)

㈹

ゆ
・
ω
窪

舞

"
..訂

日
ρ
冨

毒

。。
ε
、、
く
9

圖・=

お

⑳

大
正
蔵
二
十
四

・
二
六
三

a
b

畢


