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「
今
の
世
に
因
果
を
知
ら
ず
業
報
を
明
め
ず
」

と
い
う
の
は
、
道
元
禅
師
ご
自
身
ご
在
世
の
今
を

言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
、

己
の
生
き
方
の
報
い
は
、
己
の
生
き
方
に
原
因

が
あ
り
結
果
を
招
く
こ
と
に
目
覚
め
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
を
、「
三
世
を
知
ら
ず
」
と
申
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

今
の
世
に
善
悪
を
弁
え
な
い
で
生
き
て
い
る

仲
間
に
は
な
る
な
と
言
わ
れ
て
い
る
。

己
の
今
日
の
営
み
（
生
き
方
）
は
、
命
と
共

に
父
祖
の
営
み
と
し
て
、
私
に
授
か
り
、
私
を

し
て
現
世
に
普
遍
さ
れ
、
さ
ら
に
子
々
孫
々
へ

と
伝
承
さ
れ
る
過
去
・
現
在
・
未
来
を
三
世
と

い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

今
を
生
き
る
己
の
営
み
は
過
去
の
結
果
と
し

て
在
り
、
今
を
ど
う
受
け
止
め
て
如
何
に
生
き

る
か
の
生
き
方
が
明
日
か
、
後
日
か
、
数
年
後

か
、
己
の
死
後
か
に
結
果
が
現
れ
る
道
理
に
目

覚
め
て
生
き
る
こ
と
を
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。

「
若
し
因
果
亡
じ
て
虚
か
ら
ん
が
如
き
は
」
も

し
因
果
の
道
理
を
無
視
し
て
生
き
る
よ
う
で
あ
れ

ば
虚
し
い
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
生
き
方
が
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
お
釈
迦
様
の
お
覚
り
も
、
だ
る

ま
様
の
教
え
も
今
日
に
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
も
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
申
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
様
も
若
い
頃
ご
自
身
、
人
生
に
苦
悩

さ
れ
出
家
さ
れ
ご
修
行
さ
れ
た
後
に
、
移
ろ
い
ゆ

く
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
己
に
目
覚
め
ら
れ
、
諸

行
無
常
・
諸
法
無
我
の
道
理
を
覚
ら
れ
、
人
間
と

し
て
の
有
り
様
を
説
か
れ
た
の
が
仏
教
な
の
で

す
。こ

の
節
で
大
事
な
こ
と
は
「
大
凡
因
果
の
道

理
歴
然
と
し
て
私
な
し
、
造
悪
の
者
は
墜
ち
修
善

の
者
は
陞
る
、
毫
釐
も
た
が
は
ざ
る
な
り
」
と
い

う
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
言
わ
れ
る
善
悪
は
人
間
が
分
別
す
る

善
と
か
悪
を
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
、
私
た
ち
が
考
え
る
善
と
か
悪
と
か
は
人
間
の

価
値
観
が
基
に
な
っ
て
分
別
し
ま
す
が
、
そ
れ
は

人
間
の
仮
の
姿
で
あ
っ
て
、
真
実
に
照
ら
し
て
善

か
悪
か
と
い
う
、
善
悪
に
目
覚
め
て
生
き
な
け
れ

ば
人
生
を
虚
し
く
過
ご
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
、

戒
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
戒

め
を
次
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

己
の
現
実
が
苦
で
あ
ろ
う
と
楽
で
あ
ろ
う
と
、

現
実
を
素
直
に
受
け
止
め
て
、
今
の
命
の
有
り
様

に
目
覚
め
て
、
過
去
も
現
在
も
未
来
も
共
に
、
今

と
い
う
現
実
の
営
み
と
し
て
生
き
る
生
き
方
を
示

唆
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

私
が
今
年
古
希
を
迎
え
た
こ
と
は
道
心
二
十

三
号
で
申
し
ま
し
た
が
、
古
希
の
人
生
を
振
り
返

っ
て
見
る
と
き
、
つ
く
づ
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

現
代
の
世
界
や
日
本
国
の
世
情
を
考
え
る
と

決
し
て
満
足
で
き
る
境
涯
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、

私
個
人
と
し
て
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す

と
、
家
庭
・
人
・
あ
ら
ゆ
る
巡
り
合
わ
せ
、
貧
し

く
て
苦
学
の
時
も
、
小
学
生
の
頃
病
弱
で
あ
っ
た

こ
と
も
、
癌
を
患
っ
た
こ
と
も
、
物
質
的
損
失
を

被
っ
た
こ
と
も
、
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
こ
と
も
全

て
が
、
私
の
生
き
る
知
恵
と
力
に
な
っ
て
不
思
議

に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
を
思
う
と
き
自
分
の
能
力
や
努
力
で
は

及
ば
な
い
も
の
に
気
づ
き
、幼
い
頃
か
ら
知
ら
ず
、

知
ら
ず
両
親
か
ら
仕
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
、

周
り
の
環
境
や
人
々
の
影
響
を
受
け
て
生
か
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
己
の
生
き
方
も
疎
か
に

出
来
な
い
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
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見
知
ら
ぬ
若
い
女
性
が
一
人
で
無
量
寺

む
り
ょ
う
じ

を
訪

ね
て
き
ま
し
た
。
入
る
な
り
玄
関
の
板
敷

い
た
じ
き

に
印

刷
物
を
並
べ
、
い
ま
自
分
の
信
じ
て
い
る
宗
教

の
素
晴
ら
し
さ
を
熱
心
に
説
き
は
じ
め
ま
す
。

こ
こ
が
禅
宗
の
お
寺
で
、
私
が
そ
の
住
職
と
知

り
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
臆お

く

す
る
気
配
は
な
く
、

入
信
を
さ
そ
う
の
で
す
。
一
時
間
ほ
ど
お
話
を

聞
い
た
う
え
で
、
な
ん
と
か
お
断
り
し
て
ひ
き

あ
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

台
所
を
し
な
が
ら
様
子
を
見
て
い
た
弟
子
の

一
人
が
、「
”鰯
い
わ
し

の
頭
も
信
心
か
ら
“
と
い
い
ま

す
け
ど
、
そ
の
信
仰
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い

か
は
別
と
し
て
、
信
じ
込
む
と
い
う
こ
と
は
た

い
し
た
勇
気
が
出
る
も
の
で
す
ね
。
禅
宗
の
お

寺
と
承
知
の
う
え
で
い
ら
し
て
先
生
に
向
か
っ

て
あ
れ
だ
け
説
け
る
ん
で
す
か
ら
」
と
感
心
し

た
ほ
ど
で
し
た
。

こ
の
”鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
“
と
い
う
言
葉
は
、

信
仰
の
陥

お
ち
い

り
や
す
い
盲
目
性
と
同
時
に
、
信
ず

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
力
の
大
き
さ

を
も
語
っ
て
い
ま
す
。「
病
気
」
は
「
気
を
病
む
」

と
書
く
よ
う
に
心
の
あ
り
よ
う
が
大
き
く
左
右

し
ま
す
か
ら
、
肉
体
が
病
ん
で
い
る
よ
り
も
心

が
病
ん
で
い
る
部
分
の
ほ
う
が
多
い
病
人
に
と

っ
て
は
、
こ
の
種
の
信
仰
が
一
時
的
に
病
を
克

服
す
る
力
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
正
信

し
ょ
う
し
ん

か
迷
信
か
を
見
分
け
る

冷
徹

れ
い
て
つ

な
智
慧

ち

え

の
な
い
ま
ま
、「
ワ
ラ
を
も
つ
か
む
」

思
い
で
「
す
す
め
ら
れ
る
ま
ま
に
」「
断
れ
な
い

ま
ま
に
」
入
っ
て
し
ま
っ
た
信
仰
が
、
正
し
い

信
仰
で
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
宗
教
は
阿
片

あ

へ

ん

と

な
っ
て
人
の
心
身
を
む
し
ば
み
つ
く
し
ま
す
。

間
違
っ
た
教
え
に
の
め
り
こ
ん
だ
ば
か
り
に
、

本
人
の
人
生
を
狂
わ
せ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
は

な
く
、
家
族
や
親
戚
ま
で
に
も
迷
惑
を
お
よ
ぼ

し
、
言
葉
を
尽
し
て
の
説
得
も
「
法
難

ほ
う
な
ん

」
と
称

し
て
聞
く
耳
は
全
く
開
か
れ
な
い
と
い
う
例
は

数
知
れ
ま
せ
ん
。

あ
や
ま
れ
る
求
道

ぐ

ど

う

は

あ
な
た
を
破
滅
に
導
く

仏
教
で
は
「
信
と
は
澄す

み
わ
た
っ
た
清
き
心
」

と
教
え
て
お
り
ま
す
。「
三
人
よ
れ
ば
文
殊

も
ん
じ
ゅ

の
智

慧
」
な
ど
と
い
う
あ
の
「
智
慧
」
は
、
人
間
の

知
識
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
の
智
慧
の
こ
と
で

「
簡
択

け
ん
じ
ゃ
く

断
疑

だ

ん

ぎ

」
と
意
訳
さ
れ
て
お
り
ま
す
。「
簡

択
」
が
「
慧
」
で
「
断
疑
」
が
「
智
」
で
す
。

何
が
真
で
何
が
偽
か
、
何
が
善
で
何
が
悪
か
、

な
す
べ
き
こ
と
は
何
か
、
な
し
て
な
ら
ぬ
こ
と

は
何
か
と
、
冷
厳

れ
い
げ
ん

な
目
で
択え

ら

び
わ
け
て
ゆ
く
の

が
「
慧
」
で
、
そ
の
果
て
に
間
違
い
な
い
と
疑

い
を
断
つ
の
が
「
智
」。
そ
こ
に
は
じ
め
て
ゆ
る

ぎ
な
い
「
信
」
が
あ
る
の
で
す
。
信
の
裏
打
ち

が
厳
し
い
智
慧
で
あ
る
こ
と
を
、
幾
重
に
も
銘

記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

茅か
や

を
つ
か
み
そ
こ
ね
れ
ば

そ
の
手
を
傷
つ
け
る
ご
と
く

あ
や
ま
れ
る
求
道
は

破
滅
に
導
く
（
法
句
経

ほ
っ
く
ぎ
ょ
う

）

と
お
釈
迦

し

ゃ

か

さ
ま
は
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

野
山
を
走
り
ま
わ
っ
て
い
て
、
ふ
と
転
び
そ
う

に
な
っ
た
時
、
思
わ
ず
つ
か
ん
だ
草
が
茅
で
あ

っ
た
ら
、
そ
の
手
を
傷
つ
け
る
。
ち
ょ
う
ど
そ

の
よ
う
に
間
違
っ
た
信
仰
、
間
違
っ
た
教
え
に

つ
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
人
生
を
さ
ら
に
家

庭
を
も
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
へ
追
い

こ
ん
で
し
ま
う
か
ら
、
心
し
て
正
し
い
宗
教
に
、

正
し
い
教
え
を
説
く
人
に
従
い
な
さ
い
―
―
―

と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
こ
の
機
会
に
そ
の
宗
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教
が
本
物
か
イ
ン
チ
キ
か
を
見
分
け
る
も
の
さ

し
を
、
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

第
一
に
、
正
し
い
宗
教
は
科
学
を
超
え
る
も

の
、
あ
る
い
は
科
学
を
包
み
こ
む
も
の
で
あ
る

け
れ
ど
、
科
学
に
反
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
あ
ま
り
に
非
科
学
的
な
こ
と
を

い
う
宗
教
は
、
迷
信
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

第
二
に
は
、
無
条
件
で
す
べ
て
を
い
だ
き
と

っ
て
く
だ
さ
る
の
が
ほ
ん
と
う
の
神
・
仏
と
い

う
も
の
で
す
。
お
詣ま

い

り
の
仕
方
や
、
お
供
え
の

多
少
に
よ
っ
て
、
御
利
益
に
増
減
が
あ
っ
た
り
、

そ
の
宗
教
に
と
っ
て
不
都
合
な
こ
と
を
す
る
と

「
罰
が
あ
た
る
」
と
い
う
形
で
お
ど
し
に
か
か
る

も
の
は
、
イ
ン
チ
キ
宗
教
で
す
。
し
た
が
っ
て

先
祖
が
祟た

た

っ
て
い
る
と
か
、
水
子

み

ず

こ

の
霊
が
邪
魔

し
て
い
る
と
か
い
っ
て
、
除
霊

じ
ょ
れ
い

と
か
縁
切
り
と

か
を
し
き
り
に
持
ち
出
し
て
、
む
や
み
に
金
が

か
か
る
の
も
、
眉
つ
ば
も
の
と
思
っ
た
ら
よ
い

で
し
ょ
う
。

第
三
に
は
、
超
能
力
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が

象
徴
す
る
よ
う
な
、
た
と
え
ば
空
中

く
う
ち
ゅ
う

浮
揚

ふ

よ

う

を
し

て
み
せ
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き
た

ら
、
こ
れ
も
用
心
し
て
く
だ
さ
い
。

正
し
い
宗
教
と
は
常
識
的
で

健
康
的
な
も
の

第
四
に
、
教
祖
と
か
会
長
と
呼
ば
れ
る
方
が
、

生
き
仏
、
生
き
神
の
座
に
君
臨

く
ん
り
ん

し
て
い
る
宗
教

も
要
注
意
で
す
。
目
の
な
い
信
者
を
酔
っ
ぱ
ら

わ
せ
、
思
う
よ
う
に
あ
や
つ
る
に
は
、
教
祖
は

雲
の
上
に
い
る
方
が
効
果
的
な
の
で
す
。
教
祖

の
髪
の
毛
や
、
入
浴
し
た
風
呂
の
湯
を
と
ん
で

も
な
い
値
段
で
売
り
、
ま
た
信
者
の
方
も
感
激

し
て
飲
む
、
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
状
態
は
宗
教
で

も
信
仰
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

お
釈
迦
さ
ま
さ
え
、「
私
は
お
前
た
ち
の
師
で
は

な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
り
、「
法
を
師
と
せ
よ
」
と

示
さ
れ
「
法
の
前
に
皆
兄
弟
で
あ
る
」
と
説
い

て
お
ら
れ
ま
す
。

第
五
に
、
人
間
社
会
と
い
う
共
同
体
の
調
和

を
壊
し
て
ゆ
く
よ
う
な
あ
り
方
を
強
制
す
る
の

は
、
や
は
り
本
当
の
宗
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

オ
ウ
ム
真
理
教
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
よ
う

な
ひ
ど
い
例
は
論
外
で
す
が
、
健
全
な
常
識
で

は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
反
社
会
性
、

反
倫
理
的
行
為
が
あ
っ
た
ら
、
こ
れ
も
要
注
意

で
す
。
正
し
い
宗
教
は
倫
理
を
包
み
、
倫
理
を

超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
反
倫
理
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

信
心
す
る
あ
な
た
が

家
族
か
ら
嫌
わ
れ
た
ら

内
山

う
ち
や
ま

興
正

こ
う
し
ょ
う

老
師

ろ

う

し

（
故
人
）
の
と
こ
ろ
へ
、
あ

る
日
一
人
の
お
母
さ
ん
が
訪
ね
て
こ
ら
れ
、
自

分
の
坐
禅
が
間
違
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
心
配

だ
と
い
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

老
師
は
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
ま
し
た
。

「
あ
な
た
の
坐
禅
の
あ
り
方
が
正
し
い
か
正
し
く

な
い
か
を
証
明
す
る
い
ち
ば
ん
の
証
明
者
は
、

坐
禅
の
こ
と
も
宗
教
の
こ
と
も
何
も
知
ら
な
い
、

あ
な
た
の
ご
主
人
や
子
供
さ
ん
だ
。
ご
主
人
や

子
供
さ
ん
か
ら
、
”お
母
さ
ん
、
坐
禅
す
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
と
て
も
よ
い
お
母
さ
ん
に
な
っ
た
。

こ
う
い
う
お
母
さ
ん
に
な
れ
る
の
な
ら
私
も
坐

禅
し
よ
う
“
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

あ
な
た
は
間
違
い
の
な
い
坐
禅
を
し
て
い
る
証

拠
で
す
。
し
か
し

”お
母
さ
ん
、
坐
禅
す
る
よ

う
に
な
っ
た
ら
そ
ば
へ
寄
り
つ
き
に
く
く
な
っ

た
“
と
か
、
”お
母
さ
ん
嫌
い
！
“
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
坐
禅
は
間
違
っ
て
い

る
証
拠
で
す
」

正
し
い
宗
教
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
き

わ
め
て
常
識
的
、
健
康
的
な
も
の
な
の
で
す
。

ま
だ
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
だ
け
と
り
あ
げ
て
お
き
た

い
こ
と
は
、
自
分
の
宗
教
だ
け
を
よ
し
と
し
て
、

他
を
非
難
す
る
宗
教
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
す
。
こ

れ
は
新
宗
教
に
限
ら
ず
世
界
的
宗
教
と
い
わ
れ

る
宗
教
に
あ
っ
て
も
、
も
っ
と
も
陥
り
が
ち
な

落
と
し
穴
で
す
。
自
分
の
信
ず
る
教
え
に
純
粋

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
信
ず
る
思
い
が
ひ
た
む

き
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
ほ
か
の
教
え
は

間
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
か
ら
。

道
元

ど
う
げ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

は
、

「
自
法

じ

ほ

う

愛
染

あ
い
ぜ
ん

の
故
に
、
他
を
毀

す
る
こ
と

な
か
れ
」

と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
す
が
、
宗
教
的
純
粋
さ
と
、

宗
教
的
寛
容
と
が
ど
こ
で
ど
う
折
り
あ
っ
て
ゆ

く
か
、
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
宗
教
は
た
っ
た
一
度
の
、
た
っ
た
一

つ
し
か
な
い
命
を
託
す
る
も
の
な
の
で
す
。
冷

厳
な
目
で
選
ん
で
ゆ
か
ね
ば
と
思
う
こ
と
で
す
。
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昨
年
末
十
一
月
十
八
日
に
念
願
の
広
島
市

近
郊
の
山
、
百
山
登
覇
を
達
成
し
、
そ
の
登
山

記
録
を
、
私
の
踏
み
跡
「
一
人
静
か
に
里
山
歩

き
」
と
し
て
ま
と
め
た
。
思
え
ば
一
九
九
九
年

一
月
三
日
に
母
の
急
逝
を
機
に
禅
昌
寺
さ
ん
と

の
つ
き
あ
い
が
深
ま
り
、
そ
の
後
も
何
か
と
気

を
配
っ
て
頂
き
大
変
良
く
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
。
そ
ん
な
中
、
二

○
○
二
年
二
月
に
竹
原
市
忠
海
町

の
黒
滝
山
・
白
滝
山
の
山
登
り
へ

の
お
誘
い
を
受
け
参
加
さ
せ
て
頂

い
た
。
当
初
は
、
方
丈
さ
ん
が
檀

家
の
皆
さ
ん
が
出
来
る
だ
け
健
康

維
持
に
心
が
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
し
て
何
よ
り
檀
信
徒
相
互
交
流

の
機
会
を
作
り
た
い
と
の
思
い
で
、

こ
う
い
っ
た
山
歩
き
を
企
画
さ
れ

て
居
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

思
い
も
よ
ら
ず
、
翌
日
の
筋
肉
痛

の
事
が
頭
を
よ
ぎ
り
参
加
を
躊
躇

し
て
い
た
事
を
懐
か
し
く
思
い
出

す
。
結
果
的
に
は
こ
の
山
登
り
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
方
丈
さ
ん
の

意
図
と
は
無
関
係
に
、
ず
る
ず
る

と
山
登
り
に
は
ま
っ
て
行
き
、
丸

三
年
九
ヶ
月
を
経
た
昨
年
十
一
月
、

こ
れ
も
何
か
の
縁
と
亡
き
母
の
実
家
近
く
の
服

部
上
登
山
口
か
ら
福
山
市
駅
家
町
の
蛇
円
山

（
通
称
、
備
後
富
士
）
に
登
り
、
区
切
り
の
踏

み
跡
を
残
す
こ
と
が
出
来
た
。
百
山
登
覇
達
成

の
瞬
間
で
あ
る
。
母
も
若
い
頃
こ
の
道
を
歩
い

た
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
と
感
慨
は
ひ
と
し
お

で
あ
っ
た
。

以
前
か
ら
歩
く
の
は
大
好
き
を
通
り
越
し

た
「
歩
き
中
毒
症
」「
歩
き
依
存
症
」
状
態
で
、

昼
休
み
の
散
歩
、
雨
の
日
の
徒
歩
通
勤
に
加
え

て
、
休
日
の
街
へ
の
買
い
物
な
ど
何
処
ま
で
も

よ
く
歩
い
た
。
そ
う
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
と
言
う

言
葉
す
ら
な
い
時
分
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
状
況
で
あ
る
の
で
、
山
登
り
を
始
め
る
に
当

た
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
自
宅
や
大
学
病
院
か

ら
見
え
る
山
の
名
前
位
は
知
り
た
い
し
、
出
来

れ
ば
登
っ
て
み
た
い
、
そ
し
て
何
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
の
山
に
つ
い
て
語
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
と

思
う
よ
う
に
な
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
。

私
に
と
っ
て
の
山
登
り
の
魅
力
は
単
に
頂

上
を
極
め
た
と
き
の
達
成
感
や
爽
快
感
だ
け
で

な
く
、
誰
に
も
会
う
こ
と
な
く
、
誰
に
も
邪
魔

さ
れ
る
こ
と
な
く
自
分
だ
け
の
時
間
が
も
て
る

事
で
、
研
究
の
行
き
詰
ま
り
や
ア
イ
デ
ア
の
枯

渇
か
ら
来
る
ス
ト
レ
ス
か
ら
解
き
放
た
れ
、
次

な
る
研
究
の
進
展
へ
の
意
欲
を
か
き
立
て
る
充

電
時
間
と
な
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て

出
来
る
だ
け
人
に
会
わ
な
い
こ
と
を
祈
り
つ

つ
、
何
も
の
に
も
代
え
難
い
自
分
だ
け
の
至
福

の
喜
び
を
求
め
て
一
歩
一
歩
一
人
静
か
に
頂
上

を
目
指
し
続
け
た
結
果
、
広
島
市
近
郊
の
山
と

名
の
付
く
山
の
殆
ど
に
そ
の
踏
み
跡
を
残
す
こ

と
が
出
来
た
。
こ
の
間
、
特
に
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

に
載
っ
て
い
な
い
山
で
は
、
登
山
口
を
探
す
の

に
難
渋
し
た
り
、
踏
み
跡
を
ト
レ
ー
ス
す
る
の

に
四
苦
八
苦
し
な
が
ら
も
、
幸
い
大
き
な
事
故

も
な
く
歩
き
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
改

め
て
感
謝
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ

る
。登

っ
た
山
の
多
く
は
「
ひ
ろ
し
ま
百
山
」

（
中
国
新
聞
社
）
と
「
分
県
登
山
ガ
イ
ド
―
広

島
県
の
山
」（
山
と
渓
谷
社
）
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
山
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
個
人
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
山
も
三
十
七
含

ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
山
の
多
く
に
つ
い
て

は
二
度
三
度
と
繰
り
返
し
登
っ
て
い
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
の
数
年
間
は
暑
さ
寒
さ
に
関
係

な
く
天
候
の
許
す
限
り
毎
週
末
、
何
処
か
の
山

を
歩
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
「
休
日

は
山
に
居
ま
す
」
状
態
で
あ
る
。

さ
れ
ば
と
振
り
返
っ
て
そ
れ
ま
で
の
自
分

は
そ
の
時
何
を
し
て
い
た
の
か
を
思
い
出
し
て

み
れ
ば
、
盆
正
月
も
土
日
も
休
祭
日
も
な
く
仕

事
仕
事
の
毎
日
を
過
ご
す
典
型
的
な
仕
事
人
間

に
他
な
ら
ず
、
あ
ろ
う
事
か
正
月
三
日
の
昼
前

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
の
訃
報
を
告

げ
る
電
話
を
受
け
た
の
も
大
学
の
研
究
室
と
い

う
有
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
生
の
一
時
期

こ
う
し
て
仕
事
に
打
ち
込
め
る
喜
び
を
得
ら
れ

た
こ
と
自
体
は
何
物
に
も
代
え
難
い
幸
せ
で
あ

っ
た
と
思
う
が
、
こ
ん
な
仕
事
人
間
の
息
子
の

将
来
の
こ
と
を
母
も
そ
れ
と
な
く
気
に
掛
け
て

く
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
推
察
さ
れ

る
状
況
で
あ
っ
た
。

百
山
を
登
覇
し
て
一
区
切
り
は
つ
い
た
が
、

自
ら
の
健
康
維
持
の
た
め
は
も
ち
ろ
ん
、
来
た

る
べ
き
定
年
後
の
楽
し
み
の
た
め
に
も
さ
ら
に
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禅
昌
寺
と
関
係
の
深
い
青
山
俊
董
老
師
が

住
職
を
さ
れ
て
い
る
長
野
県
の
無
量
寺
に
参

拝
す
る
の
は
夢
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
十
一

月
四
日
に
無
量
寺
の
諸
堂
の
落
慶
法
要
を
機

に
信
州
旅
行
を
計
画
し
て
頂
き
大
変
感
激
し

た
も
の
で
す
。
家
内
と
共
に
参
加
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

十
一
月
三
日
、
早
朝
の
新
幹
線
で
岐
阜
羽

島
駅
ま
で
、
広
電
観
光
バ
ス
に
乗
り
換
え
午

前
十
時
最
初
の
観
光
地
国
宝
松
本
城
に
向
け

出
発
、
出
発
間
も
な
く
高
速
道
は
事
故
の
為

渋
滞
、
二
時
間
遅
れ
で
松
本
城
に
着
く
。
昼

食
後
松
本
城
の
見
学
、
国
の
宝
だ
け
あ
っ
て

見
事
な
景
観
だ
っ
た
。
五
時
前
バ
ス
は
諏
訪

湖
ホ
テ
ル
に
向
け
出
発
。
五
時
四
十
五
分
ホ

テ
ル
到
着
。
男
女
別
々
の
部
屋
に
入
り
ゆ
っ

く
り
温
泉
を
楽
し
み
七
時
半
か
ら
の
宴
会
も

大
変
盛
り
上
り
楽
し
い
時
間
を
過
し
た
。

十
一
月
四
日
、
今
日
は
無
量
寺
参
拝
の
日
、

各
々
正
装
に
着
替
、
八
時
半
頃
長
野
県
塩
尻

の
無
量
寺
前
に
着
く
。
す
で
に
多
く
の
人
が

参
列
さ
れ
て
お
り
、
我
々
も
方
丈
さ
ん
を
先

頭
に
約
五
十
米
の
参
道
を
進
み
新
装
新
た
な

本
堂
前
に
着
き
真
新
し
い
鐘
楼
堂
と
の
間
を

通
り
、
私
共
は
本
堂
に
向
っ
て
左
奥
に
座
ら

さ
せ
て
頂
い
た
。
そ
の
前
に
本
堂
に
入
る
と

目
の
前
に
青
山
老
師
が
来
ら
れ
、
思
わ
ず
広

島
か
ら
来
ま
し
た
と
言
い
朝
の
挨
拶
と
お
祝

い
の
言
葉
を
申
し
上
げ
た
。
予
定
通
り
九
時

か
ら
法
要
が
始
ま
り
初
め
に
三
宝
御
和
讃
の

奉
詠
が
聞
こ
え
て
来
た
。
禅
昌
寺
勝
友
詠
道

会
の
メ
ン
バ
ー
も
一
緒
に
唱
え
さ
せ
て
頂
い
た
。

厳
粛
の
内
に
法
要
も
進
み
引
続
き
退
董

式
・
青
山
俊
董
老
師
の
お
言
葉
を
拝
聴
し
涙

が
出
て
来
ま
し
た
。
昼
前
に
退
董
式
も
終
わ

り
檀
信
徒
を
始
め
ご
来
賓
の
皆
様
は
退
室
さ

れ
た
。
我
々
は
無
量
寺
の
ご
厚
意
に
よ
り
本

堂
で
接
待
を
受
け
昼
食
の
弁
当
を
頂
い
た
。

出
発
ま
で
の
時
間
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
な

が
ら
改
め
て
本
堂
の
内
外
を
見
学
さ
せ
て
頂

い
た
。
こ
れ
で
旅
行
の
八
十
％
が
終
わ
っ
た

と
思
う
と
身
体
の
力
が
抜
け
る
想
い
で
あ
っ

た
。
午
後
一
時
、
無
量
寺
と
別
れ
善
光
寺
に

向
い
二
時
半
駐
車
場
に
着
く
。
案
内
人
の
説

明
で
参
拝
を
済
ま
す
。
三
時
半
出
発
、
草
津

温
泉
桜
井
ホ
テ
ル
に
五
時
五
十
分
到
着
。
ホ

テ
ル
に
入
る
前
、
湯
畑
の
見
学
を
済
ま
す
。

今
日
も
宴
会
は
七
時
半
、
ゆ
っ
く
り
草
津
の

湯
を
堪
能
し
今
日
は
皆
さ
ん
さ
ぞ
お
疲
れ
か

と
思
い
き
や
宴
会
は
盛
大
に
盛
り
上
り
楽
し

い
一
時
を
過
ご
し
た
。

十
一
月
五
日
、
予
定
よ
り
早
く
出
発
、
バ

ス
は
浅
間
白
根
火
山
ル
ー
ト
に
入
り
雄
大
な

浅
間
山
の
麓
を
迂
回
し
な
が
ら
進
む
、
途
中

唐
松
の
紅
葉
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
バ
ス
は

佐
久
市
か
ら
霧
ケ
峰
高
原
に
向
い
、
白
樺
湖

を
眼
下
に
見
て
車
山
を
眺
望
し
な
が
ら
高
原

を
進
み
諏
訪
イ
ン
タ
ー
か
ら
一
路
広
島
に
向

っ
た
。
三
日
間
の
信
州
旅
行
も
渋
滞
の
ハ
プ

ニ
ン
グ
は
あ
っ
た
が
事
故
も
な
く
無
事
に
終

わ
っ
た
。

最
後
に
こ
の
計
画
を
立
案
し
て
頂
い
た
方

丈
さ
ん
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
、
抜
け
た

所
は
多
く
あ
り
ま
す
が
私
の
旅
の
記
録
と
い

た
し
ま
す
。

安
佐
南
区
　

中
山
俊
郎

信
州
路
秋
の
旅
に
参
加
し
て

続
け
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
山
に
つ
い

て
は
、「
一
度
目
は
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
、

二
度
目
に
は
一
緒
に
登
り
、
三
度
目
に
は
他
の

人
を
連
れ
て
登
っ
て
あ
げ
な
さ
い
」
と
よ
く
言

わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
私
は
皆
さ
ん
に
連
れ
て

登
っ
て
頂
き
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
登
る
こ
と
で
、

山
の
楽
し
さ
を
教
え
て
頂
い
た
が
、
こ
れ
か
ら

は
他
の
人
に
も
こ
の
楽
し
み
を
お
知
ら
せ
す
る

番
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
今
回
ま
と
め
た
、
私
の

踏
み
跡
「
一
人
静
か
に
里
山
歩
き
」
は
、
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
と
配

慮
し
た
。
諸
般
の
事
情
か
ら
ほ
ん
の
数
冊
し
か

印
刷
で
き
な
か
っ
た
が
、
当
面
は
お
寺
の
方
に

三
冊
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
読
ん
で
み
ら
れ

た
い
方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
な
お
、
パ
ソ

コ
ン
を
使
用
で
き
る
環
境
に
居
ら
れ
る
方
は
、

以
下
の
ア
ド
レ
ス(kiyotani@

hiroshim
a-

u.ac.jp)

に
そ
の
旨
お
申
し
出
い
た
だ
け
れ
ば
、

関
連
す
る
部
分
を
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
お
送

り
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
少
し
で
も
多
く
の

方
々
に
山
登
り
の
楽
し
さ
を
お
伝
え
で
き
れ

ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
皆
様
の
健
康
維
持
の
一
助

に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

合
掌
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

●

奥
山
に
神
宿
り
し
と
人
の
い
う

い
や
「
プ
ッ
セ
」
は
山
に

「
幸さ

ち

」
あ
る
と
い
う

●

如
月
は
君
逝
き
し
月
さ
み
し
さ
の

極
ま
れ
ば
わ
れ
一
人
こ
も
れ
り

東
区
　
矢
野

淑
子

●

乾
き
く
る

風
カ
ン
カ
ン
と

竹
を
伐
る

●

月
に
跳
ぶ

鯨
は
泣
い
て

ゐ
る
と
言
ふ

●

ふ
く
ふ
く
と

布
団
ふ
く
ら
む

日
向
か
な

●

右
ひ
だ
り

違た
が

へ
て
履
く
子

雪
虫
跳
ぶ

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

●

落
慶
に

錦
を
添
し

大
銀
杏

●

落
葉
松

か

ら

ま

つ

の

黄
葉

も

み

じ

山
々

覆
い
け
り

●

紅
葉
の

ト
ン
ネ
ル
な
せ
る

軽
井
沢

東
区
　
青
笹
　
俊
枝

短
歌

◆
行
事
報
告
◆（
平
成
十
八
年
）

「方丈専用E-mail：zenshoji@hicat.ne.jp 」

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。

●

二
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）

・
青
山
俊
董
老
師
講
演
会

公
開
講
座
の
た
め
県
外
か
ら
の
参
加
も

あ
り
百
三
十
人
程
が
聴
講
し
た
。

●

三
月
十
八
日
（
土
曜
日
）

・
彼
岸
法
要
・
護
持
会
総
会
開
催

出
席
者
百
七
十
名
程

●

四
月
八
日（
土
曜
日
）〜
九
日（
日
曜
日
）

・
四
国
八
十
八
カ
所
巡
り
満
願
高
野
山
へ

お
礼
参
り

参
加
者
四
十
名

●

五
月
六
日
（
土
曜
日
）

・
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
披
露
コ
ン
サ
ー
ト

百
十
三
人
参
加
。
音
楽
好
き
の
親
子
連

れ
等
で
賑
わ
い
檀
信
徒
交
流
会
と
し
て
毎

年
開
催
の
声
も
出
た
。

●

六
月
一
日
（
木
曜
日
）〜
九
日（
金
曜
日
）

・
イ
タ
リ
ア
の
禅
堂
場
視
察
と
ロ
ー
マ
バ

チ
ィ
カ
ン
市
国
訪
問
の
旅

二
十
名
参
加

●

七
月
三
十
日
（
日
曜
日
）

・
お
盆
前
諸
堂
掃
除

多
数
の
ご
奉
仕
の
参
加
者
で
予
定
よ
り

早
く
終
わ
る
こ
と
が
出
来
た
。

●

八
月
六
日
（
日
曜
日
）

・
盂
蘭
盆
会
施
食
法
要

家
族
連
れ
の
参
拝
者
で
本
堂
に
あ
ふ
れ
た
。

●

九
月
三
十
日
（
土
曜
日
）

・
青
山
俊
董
老
師
講
演
会

県
内
を
始
め
県
外
か
ら
の
参
加
者
も
あ

り
相
変
わ
ら
ず
の
盛
況
で
あ
っ
た
。

●

十
月
七
日
（
土
曜
日
）

・
お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト「Tsukim

iin

寺
」

約
四
百
七
十
人
の
聴
衆
が
境
内
に
あ
ふ
れ
た
。

●

十
一
月
三
日（
金
曜
日
）〜
五
日（
日
曜
日
）

・
無
量
寺
と
信
州
路
の
旅
参
加
者
三
四
名

●

十
二
月
十
日
（
日
曜
日
）

・
年
末
大
掃
除

参
加
者
の
顔
ぶ
れ
は
相
変
わ
ら
ず
で
し

た
が
参
加
者
多
数
で
予
定
よ
り
一
時
間
も

早
く
済
ま
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。

俳
句

治
さ
ん
の
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
の
予
定
で
現
在
日

程
な
ど
調
整
中
で
す
。

■
毎
月
定
例
行
事

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
　
第
二
又
は
第
四
金
曜
日
の

予
定
　
午
後
二
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ
も

り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招
い

て
練
習
　
昼
ま
で

◎
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講
師

の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、
お
寺
に

電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
六
時
〜
六
時
四
十
分
ま
で

●

水
曜
坐
禅
会

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
　
終
了
八

時
半

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会

終
了
三
時

（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の
後
、
写
経
･

茶
話
会
）

◆
年
間
行
事
案
内
◆

※
年
齢
の
せ
い
か
近
年
思
う
こ
と
は
一
年

が
早
く
過
ぎ
去
る
よ
う
に
思
う
。
昨
年

は
特
に
多
彩
な
行
事
も
あ
り
、
一
層
早

か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

●

一
月
一
日

・
年
頭
祈
願
大
般
若
法
要

午
前
十
時
よ
り
お
昼
ま
で
家
族
連
れ
で

賑
わ
っ
た
。

●

春
彼
岸
法
要

三
月
十
七
日
（
土
曜
日
）
午
前
十
時
半
よ

り
法
要
、
法
話
十
二
時
迄

護
持
会
員
は
引
続
き
総
会

●

檀
信
徒
交
流
会
＆
演
奏
会

五
月
五
日
（
土
曜
日
）

●

お
盆
前
大
掃
除

七
月
二
十
九
日
（
日
曜
日
）

●

盂
蘭
盆
会
法
要

八
月
六
日
（
月
曜
日
）

●

檀
信
徒
本
山
参
拝
予
定

十
月
六
日（
土
曜
日
）〜
八
日（
月
曜
日
）

●

年
末
大
掃
除

十
二
月
九
日
（
日
曜
日
）

■
毎
年
恒
例
行
事

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

二
月
二
十
八
日
（
水
曜
日
）

午
前
の
部
　
午
前
十
時
半
〜
十
二
時

午
後
の
部
　
午
後
一
時
半
〜
三
時

（
坐
禅
を
さ
れ
る
お
方
は
九
時
よ
り
）

参
加
費
　
二
千
円
（
午
前
・
午
後
の
み
の

方
は
各
　
千
円
）
昼
食
代
一
人
　
百
円

※
昼
食
は
持
参
さ
れ
て
も
結
構
で
す
。

お
茶
は
ご
用
意
致
し
ま
す
。

◎
昼
食
が
必
要
な
方
は
お
電
話
に
て
お
申
込

み
下
さ
い
。

●

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト

九
月
二
十
九
日
（
土
曜
日
）
予
定

エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
音
大
　
大
代
啓
二
教
授
の

フ
ル
ー
ト
＆
Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
響
楽
団
　
岡
崎
耕


