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直
訳
す
れ
ば
「
よ
く
よ
く
己
を
見
つ
め
て

み
な
さ
い
、
こ
の
身
は
二
度
と
得
る
こ
と
の

出
来
な
い
、
や
り
返
し
の
出
来
な
い
一
生
で

す
よ
。
だ
か
ら
　
い
た
ず
ら
に
ま
ち
が
っ
た

考
え
や
見
方
や
甘
い
誘
い
に
惹
か
れ
て
、
自

分
よ
が
り
の
生
き
方
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
に

生
き
る
こ
と
は
、
も
っ
た
い
な
い
で
は
な
い

か
、
い
ま
の
生
き
方
の
是
非
善
悪
の
報
い
は

必
ず
あ
る
の
だ
か
ら
、
せ
っ
か
く
の
人
生
を

虚
し
く
、
疎
か
に
過
ご
し
て
は
な
る
ま
い
。」

と
諭
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

世
間
で
は
仏
教
が
死
後
の
世
界
を
説
い
て

い
る
か
の
よ
う
に
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
教
典
に

は
お
釈
迦
様
の
出
現
も
過
去
七
仏
の
因
縁
が

強
調
さ
れ
、
人
間
が
現
世
に
生
か
さ
れ
る
因

縁
の
深
さ
を
強
調
さ
れ
、
死
後
の
世
界
も
多

く
述
べ
て
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
経
論

お

し

え

は
読
む
人
、
聴
く
人
、
学

ぶ
人
の
受
け
止
め
方
で
異
な
り
ま
す
し
、
解

釈
が
真
反
対
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で

す
。で

す
か
ら
宗
祖

し
ゅ
う
そ

道
元
禅
師

ど
う
げ
ん
ぜ
ん
じ

は
仏
道
修
行
の

用
心
は
、
正
し
い
指
導
者
に
会
う
こ
と
、
正

し
い
指
導
者
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
か
、
厳
し
く
お
示
し
に
な
っ
て
い
ま

す
。「
古
人
い
わ
く
、
発
心

ほ
っ
し
ん

正た
だ

し
か
ら
ざ
れ
ば
、

万
行

ま
ん
ぎ
ょ
う

空む
な

し
く
施

ほ
ど
こ

す
」
分
か
り
や
す
く
申
し
ま

す
と
「
昔
の
人
の
い
わ
れ
る
こ
と
に
、
自
分

よ
が
り
の
間
違
っ
た
生
き
方
を
す
る
と
、
人

生
全
て
の
こ
と
が
空
し
く
終
わ
る
」
と
人
生

の
用
心
を
示
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
指
導
者
（
自
分
自
身
の
受
け
止
め
方
）

の
正
と
邪
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
機き

（
人
）
は
良
材

り
ょ
う
ざ
い

の
ご
と
く
、
師
は
工
匠

こ
う
し
ょ
う

に
似
た
り
。
た
と
え
良
材

り
ょ
う
ざ
い

と
い
え
ど
も
、

良
工

り
ょ
う
こ
う

を
得え

ざ
れ
ば
、
綺
麗

き
れ
い

い
ま
だ
あ
ら
わ
れ

ず
、
た
と
え
曲
木

き
ょ
く
ぼ
く

と
い
え
ど
も
、
も
し
好
手

こ
う
し
ゅ

に
あ
わ
ば
妙
功
忽

み
ょ
う
こ
う
た
ち
ま

ち
あ
ら
わ
れ
ん
。」

指
導
者
（
自
分
自
身
の
受
け
止
め
方
）
の

正
邪
に
随
っ
て
、
何
が
真
実
か
偽
り
か
が
分

か
れ
る
。
と
お
示
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

修
証
義
第
一
章
は
仏
教
の
基
本
的
な
見
方

や
考
え
方
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
達
は
得
難
い
命
を
授
か
り
な
が
ら
、
我

見
我
慢
の
生
き
方
に
気
づ
か
ず
一
生
を
終
わ

る
こ
と
は
空
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
問
わ

れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
第
一
章
は
三
世
と
三
時
、
善
と
悪
の

分
別
を
如
何
に
受
け
止
め
る
か
の
大
事
を
諭

し
て
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
。
私
は
三
世

を
生
き
る
生
き
方
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
い
ま
を
生
き
る
自
分
の
生
き
方
を
思

う
思
い
も
、
自
分
の
育
っ
た
時
代
や
環
境
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
そ
の
境
遇
を
如
何
に

受
け
止
め
て
現
世
を
生
き
る
生
き
方
に
、
来

世
（
自
分
の
死
ん
で
逝
く
世
界
で
は
あ
り
ま

せ
ん
）
に
生
か
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
生
き
方

が
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
の

よ
う
に
自
分
の
生
き
方
を
自
ら
に
問
い
ま
す

と
、
今
日
一
日
と
い
う
日
が
疎
か
に
生
き
ら

れ
な
い
自
分
を
思
う
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に

思
う
思
い
が
、
私
を
励
ま
し
て
く
れ
元
気
が

出
る
の
で
す
。

善
と
悪
の
考
え
方
も
、
善
が
悪
を
生
む
結

果
と
な
る
こ
と
も
、
悪
が
善
を
生
む
機
縁
と

な
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
、
三
世
を
透
視
し

て
、
自
他
平
等
の
視
点
で
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

修
証
義
　
第
六
節

禅
昌
寺
住
職
　
横
山

正
賢

当ま
さ

に
知
る
べ
し
今
生

こ
ん
じ
ょ
う

の
我
が
身
二
つ
無

し
三
つ
無
し
、
徒

い
た
ず
ら

に
邪
見

じ
ゃ
け
ん

に
墜お

ち
て
虚む

な

し
く
悪
業

あ
く
ご
う

を
感
得

か
ん
と
く

せ
ん
、
惜お

し

か
ら
ざ
ら

め
い
や
、
悪
を
造
り
な
が
ら
悪
に
非
ず

と
思
い
、
悪
の
報ほ

う

あ
る
べ
か
ら
ず
と

邪
思

じ

ゃ

し

惟ゆ
い

す
る
に
依
り
て
、
悪
の
報
を

感
得

か
ん
と
く

せ
ざ
る
に
は
非あ

ら

ず
。



６
月
７
日
（
木
）
早
朝
広
島
空
港
に
集

合
し
た
一
行
が
上
海
経
由
パ
リ
へ
向
け
て

飛
び
立
っ
た
。
曹
洞
宗
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際

布
教
40
周
年
記
念
式
典
が
行
わ
れ
る
禅
道

尼
苑
訪
問
の
一
行
で
、
禅
昌
寺
ご
住
職
、

他
の
お
寺
様
ご
住
職
、
壇
信
徒
、
坐
禅
会

他
の
方
々
総
勢
28
名
で
あ
る
。

式
典
は
６
月
８
日
（
金
）〜
10
日
（
日
）

の
３
日
間
。
第
一
日
目
の
夕
食
に
間
に
合

う
よ
う
パ
リ
空
港
か
ら
観
光
し
な
が
ら
禅

道
尼
苑
へ
向
け
バ
ス
は
走
っ
た
。
禅
道
尼

苑
は
パ
リ
の
南
約
１
５
０
キ
ロ
に
位
置
す

る
ブ
ロ
ワ
の
郊
外
に
あ
り
最
初
の
宿
泊
地

で
あ
る
。

午
後
７
時
に
な
っ
て
も
ま
だ
目
的
地
に

着
か
な
い
。
ど
う
も
バ
ス
が
迷
っ
て
い
る

ら
し
い
。
周
囲
は
一
面
広
大
な
農
場
で
、

大
小
の
森
が
遠
く
周
辺
を
と
り
ま
い
て
い

て
民
家
も
ま
ば
ら
で
人
影
も
無
い
。
バ
ス

路
線
は
舗
装
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
１
車

線
の
細
い
道
を
走
り
ま
わ
る
。
さ
ら
に
30

分
ぐ
ら
い
迷
走
し
た
先
で
、
１
枚
の
小
さ

な
案
内
板
が
あ
る
森
の
入
口
で
バ
ス
は
止

ま
っ
た
。
５
０
０
メ
ー
ト
ル
奥
に
３
人
の

人
影
が
見
え
た
。
道
は
舗
装
さ
れ
て
い
な

い
。
バ
ス
は
森
の
大
き
な
樹
木
か
ら
垂
れ

た
枝
葉
を
こ
す
っ
て
進
入
し
て
い
く
と
、

そ
こ
に
禅
道
尼
苑
が
忽
然
と
現
れ
た
。
そ

こ
に
は
お
城
の
中
を
改
装
し
た
本
部
事
務

所
、
本
堂
、
宿
泊
所
、
売
店
、
駐
車
場
等

が
ゆ
っ
た
り
と
配
置
さ
れ
て
い
る
。
初
日

の
主
行
事
が
終
わ
り
、
沢
山
の
禅
僧
の

方
々
が
く
つ
ろ
い
で
お
ら
れ
た
。
現
地
の

人
た
ち
は
仮
設
テ
ン
ト
を
張
っ
て
宿
泊
し

て
い
た
。
泰
賢
さ
ん
は
、
宗
務
総
長
到
着

直
後
で
大
変
忙
し
そ
う
で
、
対
面
で
き
た

の
は
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

早
速
、
総
勢
５
０
０
人
に
近
い
禅
僧
・

関
係
者
の
方
々
が
出
席
さ
れ
た
第
１
日
目

の
夕
食
会
に
参
加
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
決
め

ら
れ
た
番
号
の
席
で
会
食
を
取
っ
た
。
ロ

ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
及
び
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
か
ら
参
加
さ
れ
た
米
国
在
住
日
本
人
の

団
体
さ
ん
（
一
行
31
名
）
の
方
々
と
も
同

席
し
て
の
食
事
と
な
り
、
話
が
弾
ん
だ
。

私
達
の
宿
泊
所
は
会
食
し
た
食
堂
の
２

階
に
あ
り
１
部
屋
５
〜
６
つ
の
ベ
ッ
ド
が

置
か
れ
た
木
造
の
部
屋
が
16
室
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
分
散
し
て
第
一
夜
を
す
ご
し
た
。

外
国
の
人
と
同
室
に
な
っ
た
方
も
い
た
。

外
は
午
後
の
10
時
で
も
散
歩
で
き
る
ほ
ど

明
る
く
、
10
時
30
分
ぐ
ら
い
か
ら
暗
く
な

り
始
め
る
。
遅
く
ま
で
鳥
の
さ
え
ず
り
が

聞
こ
え
て
い
る
。森
の
中
は
静
寂
で
あ
る
。

第
２
日
目
は
、
早
朝
か
ら
終
日
式
典
及

び
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
に
参
加
し
た
。
朝
６

時
鈴
を
鳴
ら
す
人
の
サ
ッ
サ
ッ
サ
と
走
る

足
音
を
、
目
を
覚
ま
し
た
ベ
ッ
ド
の
上
で

聞
く
。
外
は
す
で
に
明
る
い
。
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安
佐
南
区
（
総
代
護
持
会
会
計
）

高
瀬

正
則

禅道尼苑本部建物

広大な境内建物の一つ講堂
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早
朝
、本
堂
で
の
坐
禅
と
読
経
に
参
加
。

長
身
の
欧
州
の
禅
僧
の
方
々
も
頭
を
そ
り

袈
裟
を
身
に
纏
い
お
勤
め
を
さ
れ
て
い

る
。
参
加
者
は
約
４
０
０
人
。
坐
禅
は
約

40
分
、
朝
の
お
勤
め
は
ロ
ー
マ
字
で
書
か

れ
た
お
経
本
を
手
に
し
て
の
日
本
語
で
の

読
経
で
あ
る
。
日
本
の
お
寺
に
い
る
よ
う

な
錯
覚
を
覚
え
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
で
は
、
午
前
は
青
山

俊
董
老
師
、
午
後
の
最
後
に
は
泰
賢
事
務

局
長
の
講
演
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
イ
タ

リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
伝
道
教
師

に
よ
る
講
演
が
あ
り
、
聴
衆
は
レ
シ
ー
バ

よ
り
英
語
、
仏
語
、
日
本
語
に
訳
さ
れ
た

も
の
を
選
択
し
て
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。

青
山
老
師
の
講
演
は
「
真
理
は
一
つ
、

切
り
口
の
違
い
で
争
わ
ず
」

と
わ
か
り
や
す
い
説
法
を

な
さ
れ
た
。
泰
賢
さ
ん
の

講
演
は
「
国
際
布
教
に
関

わ
る
に
至
る
経
緯
・
難
し

さ
・
問
題
点
」
を
英
語
で

１
時
間
あ
ま
り
ス
ピ
ー
チ

さ
れ
た
。
レ
シ
ー
バ
を
耳

に
し
て
日
本
語
の
翻
訳
を

聞
く
こ
と
と
な
っ
た
。
米

国
13
年
欧
州
３
年
目
の
経

験
を
ふ
ま
え
流
暢
な
英
語

で
、
自
ら
の
経
験
か
ら
感

じ
と
ら
れ
た
国
際
布
教
の

難
し
さ
、
問
題
点
、
こ
れ

か
ら
期
待
さ
れ
る
こ
と
を

述
べ
ら
れ
た
。
人
を
ひ
き

つ
け
る
講
演
で
す
ば
ら
し

い
も
の
で
し
た
。

第
３
日
目
は
、
２
日
目

と
同
様
早
朝
の
坐
禅
と
読

経
、
午
前
の
法
要
に
参
加
。

最
後
の
「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」

は
旅
行
日
程
上
聴
講
出
来
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
講
師
全
員

に
よ
る
も
の
で
、
泰
賢
さ
ん
も
参
加
さ
れ

て
い
る
の
で
大
変
残
念
な
思
い
で
し
た
。

全
て
の
行
事
の
進
行
、
来
賓
者
の
接
待
、

通
訳
等
も
兼
ね
ら
れ
る
泰
賢
さ
ん
と
は
ゆ

っ
く
り
と
話
を
す
る
時
間
は
持
て
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
だ
け
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
青
山
老

師
、
泰
賢
さ
ん
の
時
間
の
と
れ
る
の
を
待

っ
て
我
々
一
行
は
記
念
写
真
撮
影
を
す
ま

せ
禅
道
尼
苑
を
後
に
し
ま
し
た
。

米
国
か
ら
欧
州
に
転
任
さ
れ
て
各
国
へ

の
布
教
活
動
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
泰
賢
さ

ん
の
現
実
の
姿
に
接
し
、
こ
れ
か
ら
一
寺

院
だ
け
に
専
念
す
る
の
は
も
っ
た
い
な
い

こ
と
だ
と
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
私
ひ
と
り

だ
け
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
米
国
日

本
人
会
の
方
々
か
ら
は
泰
賢
さ
ん
に
ま
た

米
国
へ
戻
っ
て
欲
し
い
と
の
思
い
を
述
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
欧
州
各
国
の
方
々
も

同
じ
思
い
で
し
ょ
う
。

禅
昌
寺
に
国
際
布
教
に
貢
献
し
て
い
る

泰
賢
さ
ん
が
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
我
々
壇

信
徒
の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
国
際
布
教
の

ノ
ウ
ハ
ウ
と
行
動
力
を
活
か
す
こ
と
な

く
、
一
寺
院
だ
け
に
奉
仕
す
る
の
は
、
必

ず
し
も
泰
賢
さ
ん
に
望
む
べ
き
方
向
で
は

な
い
と
考
え
ま
す
。
禅
昌
寺
で
の
お
勤
め

を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
、
許
さ
れ
る
最
大

限
で
国
際
布
教
の
一
端
を
引
続
き
担
い
貢

献
で
き
る
体
制
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
し
ょ
う
。

近
い
将
来
に
は
、
国
際
都
市
広
島
で
禅

昌
寺
を
中
心
と
し
た
国
際
布
教
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ー
ム
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。

今
回
の
パ
リ
禅
道
尼
苑
訪
問
は
通
常
で

は
経
験
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
機

会
を
見
逃
さ
ず
企
画
し
て
い
た
だ
い
た
方

丈
さ
ん
・
泰
賢
さ
ん
に
感
謝
を
申
し
上
げ

ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

合
掌

禅昌寺通信「道心」第26号

禅道尼苑本部前にて今村ヨーロッパ布教総監・青山俊董老師と共に

講演する泰賢事務局長
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良
寛
さ
ま
は
、
そ
こ
に
お
ら
れ
る
と
い
う
だ
け

で
居
あ
わ
せ
た
人
々
の
心
を
安
ら
か
に
し
、
素
直

に
し
、
ほ
か
ほ
か
と
あ
た
た
か
く
心
の
底
か
ら
生

き
る
力
を
与
え
る
よ
う
な
お
方
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。し

か
し
自
分
自
身
に
は
き
わ
め
て
き
び
し
か
っ

た
よ
う
で
「
言
葉
に
つ
い
て
の
戒い

さ

め
」
と
し
て
、

「
戒
語

か

い

ご

」
九
十
カ
条
を
書
き
残
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

一
、
こ
と
ば
の
多
き

一
、
よ
く
心
得

こ
こ
ろ
え

ぬ
事
を
、
人
に
教
え
る

一
、
人
の
か
く
す
事
を
、
あ
か
ら
さ
ま
に
言
う

一
、
憎
き
心
を
も
ち
て
、
人
を
叱し

か

る

一
、
悪あ

し
き
と
知
り
な
が
ら
言
い
通
す

一
、
手
柄
話

一
、
呉く

れ
て
の
ち
、
人
に
そ
の
事
を
か
た
る

一
、
し
め
や
か
な
る
座
に
て
、
心
な
く
物
言
う

一
、
客
の
前
に
て
、
人
を
叱
る

一
、
下
僕

げ

ぼ

く

を
つ
か
う
に
、
言
葉
の
あ
ら
き

一
、
い
や
し
き
お
ど
け

一
、
学
者
く
さ
き
話

一
、
好
ん
で
唐
言
葉

か
ら
こ
と
ば

（
外
来
語
）
を
使
う

一
、
悟さ

と

り
く
さ
き
話

一
、
酒
に
酔
い
て
理

こ
と
わ
り（

理
屈
）
を
言
う

一
、
か
え
ら
ぬ
こ
と
を
幾
度

い

く

ど

も
言
う

一
、
人
の
い
や
が
る
も
知
ら
ず
長
話

一
、
人
の
物
言
い
切
ら
ぬ
う
ち
に
物
言
う

一
、
こ
の
人
に
言
う
べ
き
事
を
、
あ
の
人
に
言
う

一
、
人
の
器
量

き
り
ょ
う

の
あ
り
な
し

憎
し
み
を
持
っ
て
人
を
叱
る
な

―
―
―
九
十
カ
条
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
い
ず

れ
も
ハ
ッ
と
思
い
当
た
る
こ
と
ば
か
り
。
紙
に
書

き
写
し
て
自
室
の
壁
に
貼は

っ
て
お
き
た
い
く
ら
い

で
す
。

ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
子
供
た
ち
と
遊
び
、
野
の
草

花
を
摘つ

ん
で
鉢は

つ

の
子こ

（
托
鉢

た
く
は
つ

の
時
に
持
ち
歩
く

応
量
器

お
う
り
ょ
う
き

）
を
忘
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
り
、
ノ
ミ
、

シ
ラ
ミ
に
日
向

ひ

な

た

ぼ
っ
こ
さ
せ
、
日
が
か
げ
る
と
フ

ト
コ
ロ
に
入
れ
て
や
り
、

ノ
ミ
、
シ
ラ
ミ
　
野
に
鳴
く
虫
の
声
な
ら
ば

わ
が
ふ
と
こ
ろ
は
、
武
蔵
野
の
原

な
ど
と
歌
う
良
寛
さ
ま
が
、
日
常
に
使
う
言
葉

に
し
て
さ
え
も
、
こ
れ
ほ
ど
自
戒

じ

か

い

し
て
お
ら
れ
た

か
と
、
そ
の
き
め
細
か
さ
に
は
驚
く
ば
か
り
で
す
。

な
か
で
も
「
憎
き
心
を
も
ち
て
、
人
を
叱
る
」

「
客
の
前
に
て
、
人
を
叱
る
」
と
叱
る
時
の
心
の

あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
二
度
も
と
り
あ
げ
て
お
ら

れ
ま
す
。

道
元

ど
う
げ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

の
お
師
匠
さ
ま
の
如
浄

に
ょ
じ
ょ
う

禅
師

ぜ

ん

じ

は
修
行

僧
た
ち
を
説
得
す
る
の
に
、
ご
自
分
の
履は

い
て
い

た
靴
を
脱
い
で
た
た
い
た
り
、
口
ぎ
た
な
く
の
の

し
っ
た
り
さ
れ
た
け
れ
ど
、
修
行
僧
た
ち
は
そ
れ

に
涙
を
流
し
て
喜
ん
で
受
け
た
と
い
い
ま
す
。
そ

の
き
び
し
い
如
浄
禅
師
が
あ
る
時
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。

「
あ
な
た
方
は
み
な
尊
い
仏
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち

で
国
の
宝
で
す
。
そ
れ
を
た
と
え
眠
っ
て
い
る
か

ら
、
怠

お
こ
た

っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
打
っ
た
り
の

の
し
っ
た
り
し
て
、
ま
こ
と
に
も
う
し
わ
け
な
い

こ
と
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
住
職

と
し
て
の
責
任
で
止
む
を
え
ず
や
っ
て
い
る
こ
と

で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
ど
う
ぞ
慈
悲

じ

ひ

を
も
っ
て
許

し
て
く
だ
さ
い
」

と
涙
を
流
し
て
懺
悔

ざ

ん

げ

さ
れ
た
と
、
道
元
禅
師
は

愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
頭

青
山

俊
董
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『
正
法
眼
蔵

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

隨
聞
記

ず
い
も
ん
き

』
で
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

”真
実
の
教
え
に
目
覚
め
て
く
れ
“と
い
う
祈
り
に

も
似
た
心
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
た
叱
り
で
あ
り
、

た
た
き
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
修
行
者
た
ち
は
そ
れ

に
反
発
す
る
こ
と
な
く
、
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ

た
の
で
す
。
仏
の
愛
、
親
の
愛
、
無
私

む

し

の
愛
が
な

か
っ
た
ら
こ
ん
な
叱
り
方
は
で
き
ま
せ
ん
。

大
勢
の
人
の
な
か
で
、
人
を
叱
る
な

私
は
生
来
ノ
ロ
マ
な
人
間
で
（
生
来
と
い
う
と

親
の
責
任
の
よ
う
で
申
し
訳
な
い
こ
と
で
す
が
）、

仕
事
な
ら
い
つ
で
も
間
に
合
わ
な
い
し
、
人
と
待

ち
合
わ
せ
な
ら
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
遅
刻
し

て
し
ま
う
の
で
す
。

あ
る
時
二
人
の
友
と
待
ち
合
わ
せ
を
し
ま
し

た
。
時
間
ど
お
り
来
な
い
私
に
対
し
、
Ｎ
尼
が
Ｓ

尼
に
向
か
っ
て
、

「
青
山
さ
ん
は
い
つ
も
待
た
せ
る
の
で
ね
」

と
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
っ
た
そ
う
で
す
。

非
難
す
る
で
も
な
く
悪
気
で
も
な
く
、
何
と
い

う
こ
と
も
な
く
つ
ぶ
や
い
た
だ
け
の
よ
う
で
す
け

れ
ど
、
私
を
大
切
に
思
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
Ｓ

尼
は
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
つ
ら
い
思
い
の
中

で
こ
の
一
言
を
受
け
と
め
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

あ
と
で
二
人
き
り
に
な
っ
た
時
、
Ｓ
尼
は
真
剣

な
顔
で
私
に
言
い
ま
し
た
。

「
あ
な
た
が
少
し
で
も
人
に
悪
く
言
わ
れ
る
と
、

自
分
が
言
わ
れ
る
よ
り
つ
ら
い
の
よ
。
遅
れ
な
い

で
ち
ょ
う
だ
い
」

そ
の
目
に
は
涙
が
あ
ふ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
泣
き

な
が
ら
叱
っ
て
く
れ
る
友
の
前
で
私
は
深
く
頭
を

垂
れ
な
が
ら
、
”こ
の
友
の
た
め
に
も
遅
れ
て
は

い
け
な
い
“と
心
に
固
く
誓
っ
た
こ
と
で
し
た
。

あ
い
も
変
わ
ら
ず
ノ
ロ
マ
で
間
に
合
わ
な
い
月

日
を
重
ね
て
い
る
私
で
す
が
、
そ
の
友
の
言
葉
と

声
を
生
涯
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ

う
。
二
人
き
り
に
な
っ
た
時
、
涙
を
流
し
て
叱
っ

て
く
れ
た
―
―
―
こ
れ
こ
そ
が
良
寛
さ
ま
の
い

う
「
客
の
前
に
て
、
人
を
叱
る
な
」
の
心
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

仏
教
の
深
層
心
理
学
と
も
い
う
べ
き
『
唯
識

ゆ
い
し
き

』

の
な
か
に
、
《
叱
り
と
か
怒
り
と
か
が
煩
悩

ぼ
ん
の
う

で
あ

る
か
そ
う
で
な
い
か
を
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
に
あ

る
の
は
、
”我が

“の
有
無
で
あ
る
》
と
い
う
教
え
が

あ
り
ま
す
。

ど
れ
だ
け
相
手
が
悪
い
こ
と
を
し
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
叱
り
と
か
怒
り
の
な
か
に

私
心
が
ひ
そ
み
こ
ん
で
い
る
時
は
、
煩
悩
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
根
底
に
私
心
が
あ
っ
て
の
叱

り
は
相
手
の
心
に
傷
を
つ
け
こ
そ
す
れ
、
素
直
に

非
を
た
だ
さ
せ
る
方
向
へ
は
決
し
て
向
か
わ
な
い

と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。

”私
心
“や
”我

“が
ひ
そ
ん
で
い
ま
せ
ん

か
？こ

こ
数
年
、
教
育
の
現
場
か
ら

「
こ
の
ご
ろ
の
お
母
さ
ん
は
怒
る
こ
と
は
あ
る
け

れ
ど
叱
ら
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
声
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

怒
る
と
い
う
心
の
状
態
を
分
析
し
て
み
る
と
、

た
と
え
相
手
に
非
が
あ
ろ
う
と
自
分
の
思
い
に
か

な
わ
な
い
た
め
に
腹
を
立
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

り
、
重
心
は
自
分
の
ほ
う
に
あ
り
ま
す
。

叱
る
と
い
う
の
は
何
と
か
気
づ
い
て
ほ
し
い
、

よ
く
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
愛
の
思
い
か
ら
出
た

の
で
重
心
は
相
手
の
ほ
う
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
行

為
の
根
底
に
私
心
が
あ
る
か
な
い
か
の
違
い
で
、

一
方
は
煩
悩
と
な
り
一
方
は
慈
悲
行

じ

ひ

こ

う

と
な
る
と
い

う
『
唯
識
』
の
教
え
を
教
育
の
現
場
か
ら
流
れ
て

き
た
声
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
思
い
を
あ
ら
た
に
し

た
こ
と
で
し
た
。

道
元
禅
師
も
、

「
に
く
む
心
に
て
、
人
の
非ひ

を
み
る
べ
か
ら
ず
。

ほ
と
け
に
非
を
制せ

い

す
る
こ
と
あ
れ
ど
も
、
に
く
め

と
は
非あ

ら

ず
」

と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

叱
る
こ
と
は
ほ
め
る
こ
と
よ
り
む
ず
か
し
い
。

よ
ほ
ど
の
深
い
愛
が
な
か
っ
た
ら
、
叱
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
叱
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
あ
っ
た
ら
、
ど

ん
な
に
感
謝
し
て
も
し
き
れ
な
い
思
い
で
、
そ
の

叱
り
を
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
叱
ら

ね
ば
な
ら
な
い
側
に
ま
わ
っ
た
ら
如
浄
禅
師
や
Ｓ

尼
の
よ
う
に
泣
い
て
叱
る
、
そ
ん
な
叱
り
方
が
で

き
る
人
間
に
な
り
た
い
と
思
う
こ
と
で
す
。
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

●

炎
天
下
大
輪
の
ダ
リ
ア
は
萎な

え
つ
つ
も

花
冠
を
か
た
む
け
て
咲
く

●

日
を
恋
う
る
凌
霄
花

の
う
ぜ
ん
か
ず
ら

の
朱
の
色
の

こ
ぼ
れ
ん
ば
か
り
空
の
青
に
映
ゆ

東
区
　
矢
野

淑
子

●

子
の
問
い
に
応
え
つ
づ
け
り
新
樹
光

●

若
葉
よ
り
雫
の
や
う
な
光
か
な

●

こ
で
ま
り
の
揺
る
る
は
風
の
遊
び
か
な

●

蝸
牛
か
た
つ
む
り
と
し
て
孵
り
た
る

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

短
歌

◆
行
事
報
告
◆（
四
月
〜
六
月
）

「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
重
奏
に
老
若
百
二
十
人
の
聴
衆
を
魅

了
し
、
後
は
和
や
か
な
ワ
イ
ン
パ
ー
テ

ー
で
楽
し
い
一
時
で
し
た
。

●

六
月
七
日
（
木
）〜
十
五
日
（
金
）

・
パ
リ
禅
道
尼
苑
訪
問
と
フ
ラ
ン
ス

世
界
遺
産
巡
り
（
二
十
八
名
が
参
加
）

パ
リ
よ
り
南
百
五
十
キ
ロ
程
の
町
ブ
ロ

ア
の
郊
外
に
在
る
「
禅
道
尼
苑
」
で
開

催
さ
れ
た
、
曹
洞
宗
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
布
教

四
十
年
記
念
行
事
に
参
加
の
後
、
ロ
ワ

ー
ル
渓
谷
の
古
城
巡
り
、
西
洋
の
驚
異

と
も
称
さ
れ
る
神
秘
的
な
修
道
院
「
モ

ン
サ
ン
ミ
ッ
セ
ル
」
に
お
参
り
し
、
第

二
次
世
界
大
戦
が
終
局
へ
向
か
う
序
と

な
っ
た
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
上
陸
作
戦

で
知
ら
れ
る
地
方
の
オ
ン
フ
ル
ー
ル
港

町
・
パ
リ
近
郊
の
世
界
遺
産
・
美
術
館

等
を
観
光
し
ま
し
た
。

俳
句

■
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
五
時
十
分
〜
五
時
五
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
）

◆
行
事
案
内
◆（
七
月
〜
九
月
）

●

四
月
二
十
二
日
（
日
）

五
月
十
九
日
（
土
）

・
檀
信
徒
交
流
登
山
（
予
定
）

雨
天
の
た
め
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

●

五
月
五
日
（
土
）

・
檀
信
徒
交
流
コ
ン
サ
ー
ト
＆
懇
親
会

桐
朋
学
園
大
学
音
楽
部
ピ
ア
ノ
科
四
年

生
、
伊
藤
　
優
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
と
同
大

学
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
科
四
年
生
佐
田
大
陸

さ
ん
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
ク
ラ
シ
ッ
ク

●

お
盆
前
伽
藍
掃
除

・
七
月
二
十
九
日
（
日
）
午
前
九
時
半
よ

り
お
昼
ま
で

お
素
麺
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

●

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日
（
日
）
午
前
十
時
半
よ
り

盂
蘭
盆
会
施
食
供
養
法
要
・
法
話

十
二
時
半
終
了

●

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト「Tsukim

iin

寺
」

・
九
月
二
十
九
日
（
土
）

フ
ル
ー
ト
＝

エ
リ
ザ
ベ
ト
音
大
教
授

大
代
啓
二
、
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
＝

Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
響

楽
団
主
席
奏
者
岡
崎
耕
治
、
ピ
ア
ノ
＝

岡
崎
悦
子
の
お
三
方
に
よ
る
三
重
奏
。

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
九
月
三
十
日
（
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
方
は
九
時
よ
り
）

参
加
費
　
二
千
円
　

（
午
前
、
午
後
の
み
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
。

●

大
本
山
永
平
寺
参
拝
と
奥
飛
騨
の
旅

・
十
月
十
五
日（
月
）〜
十
七
日（
水
）

ご
本
山
永
平
寺
と
平
湯
温
泉
に
宿
泊
予

定
、
参
加
費
は
参
加
者
三
十
名
と
し
て

お
一
人
七
万
円
前
後
の
予
定
で
す
。

神秘的な修道院「モンサンミッセル」


