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三
教
老
人
の
序 

⑧

「
万
象
之
中
一
指
頭
」

　

今
回
は
平
成
三
十
一
年
の
年
頭
所

感
に
も
少
し
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、「
竪じ

ゅ

指し

（
指
を
立
て
る
）」

こ
れ
は
「
倶ぐ

胝て
い

の
一い

っ

指し

頭と
う

」
と
い
う

中
国
の
唐
の
時
代
の
倶
胝
和
尚
と
い

う
方
の
お
話
で
す

【
中
国
で
の
禅
の
系
譜
‐
倶
胝
和
尚
ま
で
】

　

中
国
の
唐
の
時
代
に
倶
胝
和
尚

と
い
う
方
が
居
ま
し
た
。

　

中
国
の
禅
の
初
祖
は
達
磨
大
師

で
す
が
、
そ
の
第
六
番
目
に
あ
た
る

大だ
い

鑑か
ん

慧え

能の
う

禅
師
に
よ
っ
て
禅
は
大

成
し
、
現
在
の
世
界
規
模
で
の
禅

の
展
開
に
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
後
の
宗
代
に
お
い
て
形
成

さ
れ
た
潙い

仰
ぎ
ょ
う

宗
・
臨り

ん

済ざ
い

宗
・
曹そ

う

洞と
う

宗
・

雲う
ん

門も
ん

宗
・
法ほ

う

眼げ
ん

宗
と
、臨
済
宗
の
黄こ

う

龍り
ゅ
う

派
・
楊よ

う

岐ぎ

派
の
い
わ
ゆ
る
五
家
七
宗
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、全
て
と
言
っ

て
い
い
ほ
ど
慧
能
禅
師
に
帰
り
着
く

の
で
す
。
そ
の
慧
能
禅
師
か
ら
曹
洞

宗
の
靑せ

い

原げ
ん

行
ぎ
ょ
う

思し

禅
師
と
臨
済
宗
の
南な

ん

嶽が
く

懐え

譲
じ
ょ
う

禅
師
の
二
派
に
分
か
れ
ま

す
。
そ
の
南
嶽
懐
譲
禅
師
か
ら
馬ば

祖そ

道ど
う

一い
つ

‐
大だ

い

梅ば
い

法ほ
う

常じ
ょ
う

‐
杭こ

う

州
し
ゅ
う

天て
ん

龍り
ゅ
う

‐
そ

し
て
今
回
の
金き

ん

華か

倶ぐ

胝て
い

と
続
き
ま
す
。

　

倶
胝
和
尚
の
生
没
年
は
は
っ
き

り
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

金
華
は
住
持
さ
れ
た
お
寺
の
山

号
で
浙
江
省
金
華
県
北
二
十
里
に

あ
り
ま
す
。

　
「
七し

ち

佛ぶ
つ

倶ぐ

胝て
い

佛ぶ
つ

母も

心し
ん

大だ
い

准
じ
ゅ
ん

提で
い

陀だ

羅ら

尼に

経き
ょ
う

」
略
し
て
倶
胝（
准
提
）陀
羅
尼

を
常
に
読
誦
し
て
い
た
の
で
倶
胝
和

尚
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

除
災
・
治
病
・
延
命
・
求
児
の
諸
願

を
叶
え
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
尼
僧
さ
ん
と
の
問
答
】

　

あ
る
日
の
夕
方
、
そ
の
倶
胝
和

尚
の
庵
に
「
実じ

っ

際さ
い

」
と
い
う
名
の
一

人
の
尼
僧
が
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
こ

の
尼
僧
は
着
く
な
り
、
笠
も
脱
ご
う

と
せ
ず
に
、和
尚
の
廻
り
を
三さ

ん

帀そ
う（
三

回
ま
わ
っ
て
）
し
て
、
錫

し
ゃ
く

杖じ
ょ
う

と
い
う

杖
を
突
い
て
、「
言
い
得
ば
即
ち
笠

を
下
ろ
さ
ん
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

右
肩
を
向
け
て
時
計
廻
り
に
三

帀
す
る
の
は
お
釈
迦
様
の
時
代
か

ら
最
大
の
尊
敬
を
表
す
作
法
で
す
。

そ
の
作
法
を
守
っ
て
「
何
か
一
句
、

あ
な
た
の
佛
道
修
行
で
得
た
と
こ

ろ
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す

れ
ば
笠
を
脱
い
で
御
挨
拶
し
ま

し
ょ
う
」
と
和
尚
に
迫
り
ま
す
。

　

残
念
な
が
ら
倶
胝
和
尚
は
三
回
問

わ
れ
て
、
三
回
と
も
何
も
答
え
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
尼
は
さ
っ
さ

と
お
寺
か
ら
出
て
行
き
ま
し
た
。

【
馬
祖
道
一
禅
師
】

　

こ
の
「
実
際
」
と
い
う
尼
僧
で
す
が
、

禅
学
大
辞
典
に
は
「
馬
祖
（
道
一
禅
師
）

の
嗣し

」
と
あ
り
ま
す
。

　

馬
祖
道
一
禅
師（
七
〇
六
～
七
八
六
）

を
少
し
紹
介
し
ま
す
。
特
に
有
名

な
教
え
は
「
平

び
ょ
う

常
じ
ょ
う

心し
ん

是ぜ

道ど
う

」
で
す
。

佛
道
と
は
特
別
な
事
で
は
な
く
、

「
身
・
口
・
意
」
が
平
常
に
調
え
ら
れ

た
日
常
生
活
こ
そ
、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
「
み
佛
様
の
日
送
り
」
で
す
。

私
達
が
法
事
等
で
お
勤
め
す
る
修

証
義
の
第
五
章
「
一
日
の
行
持
こ
れ

諸
佛
の
種
子
な
り
、
諸
佛
の
行
持

な
り
」
と
お
示
し
の
通
り
で
す
。

　

四
川
省
の
出
身
で
石せ

き

門も
ん

道ど
う

一い
つ

と
も

呼
ば
れ
、
俗
姓
が
「
馬
」
で
祖
師
（
佛

法
を
実
践
し
伝
え
ら
れ
た
師
）
に
成
ら

れ
た
の
で
馬
祖
と
称
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

馬
祖
道
一
禅
師
は
「
生
じ
て
凝

ぎ
ょ
う

重じ
ゅ
う

」

生
ま
れ
な
が
ら
落
ち
着
か
れ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
「
容
貌
奇
異
な
り
、
虎こ

視し

牛ぎ
ゅ
う

行こ
う

、
舌
を
引
け
ば
鼻
を
過
ぐ
、
足

下
に
二
つ
の
輪り

ん

文も
ん

あ
り
」
と
あ
る
よ

う
に
、
一
目
し
て
凡
人
で
は
無
い
雰

囲
気
が
漂
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

【
虎
視
牛
行
】

　

虎こ

視し

と
は
獲
物
を
狙
う
虎
の
よ
う

な
目
付
き
の
表
現
で
す
が
、
こ
こ
は

坐
禅
の
眼ま

な

差ざ

し
で
す
。
瑩
山
禅
師
の

「
三
根
坐
禅
説
」
に
は
「
双
眼
を
鼻
端

に
注
ぐ
」
と
お
示
し
で
す
。
武
道
に

「
八
方
目
」
と
い
う
眼
の
構
え
が
あ

り
ま
す
が
、
一
点
を
注
視
す
る
の
で

は
な
く
、
全
て
を
等
し
く
見
る
、
生

活
の
全
て
が
佛
道
で
あ
る
と
い
う
徹

底
し
た
ス
キ
の
無
い
眼
差
し
で
あ
り

「
十
方
目
」
と
言
っ
た
方
が
良
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
牛
の
よ
う

に
歩
む
。
以
前
に
国
会
中
継
で
「
牛

歩
戦
術
」
を
見
ま
し
た
が
、
ま
る
で

坐
禅
が
終
わ
っ
て
堂
内
を
「
一
息
半

歩
」で
歩
む「
経き

ん

行ひ
ん

」の
よ
う
で
し
た
。

と
い
う
こ
と
は
禅
師
の
眼
差
し
も
歩

み
も
全
て
の
行
い
が
坐
禅
を
基
本
に

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
佛
の
三
十
二
相
】

　

禅
師
は
舌
を
伸
ば
す
と
鼻
す
じ
を

超
え
る
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
い
ま

す
。「
広こ

う

長
ち
ょ
う

舌ぜ
つ

」
と
い
う
み
佛
様
が
具

え
て
い
る
と
い
う
三
十
二
の
す
ぐ
れ

た
外
見
的
な
身
体
的
特
徴
の
一
つ
で

す
。
み
佛
様
の
舌
は
柔
軟
で
薄
く
、

ま
た
額
に
届
く
ほ
ど
長
く
広
い
と
さ

れ
、
言
葉
の
全
て
が
真
実
で
普
遍
で

あ
る
こ
と
を
表
し
ま
す
。
こ
れ
は
昔

の
イ
ン
ド
で
は
嘘
で
な
い
証
拠
に
舌

を
出
す
風
習
が
あ
り
、
長
く
広
く
出

す
ほ
ど
真
実
の
証
拠
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。
言
っ
た
こ
と
が
嘘
だ
っ
た
ら

切
り
落
し
て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う

事
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
「
足
下
に

二
つ
の
輪
文
あ
り
」
こ
れ
も
三
十
二

相
の
一
つ
で
両
足
の
裏
に
車
輪
の
よ

う
な
文
様
が
あ
り
ま
し
た
。
み
佛
様

の
教
え
を
意
味
す
る
法
輪
と
云
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
古
代
イ
ン
ド
の
王

が
持
っ
て
い
た
円
盤
形
の
武
器
を
転

が
し
て
自
由
自
在
に
敵
を
撃
破
す
る

よ
う
に
、
み
佛
様
の
教
え
は
私
た
ち

の
迷
い
を
破
り
、
正
し
い
佛
の
道
へ

導
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
で
す
か
ら

「
法
輪
を
転
ず
」
と
表
現
し
車
輪
が
回

り
続
く
が
如
く
に
み
佛
様
の
教
え
を

縦
横
無
尽
に
説
か
れ
続
け
て
い
る
様

で
す
。
つ
ま
り
歩
み
そ
の
ま
ま
、
生

活
そ
の
ま
ま
が
坐
禅
で
あ
り
、
み
佛

様
の
ご
説
法
と
い
う
事
で
す
。

　

馬
祖
道
一
禅
師
は
南
嶽
懐
譲
禅
師
の

後 

堂　

門　

原　

信　

典

碧へ

き

巌が

ん

録ろ

く

物も

の

語が
た
り

独ど

く

語ご 

【
十
九
】
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

満
て
る

　

私
事
で
す
が
、
高
知
県
に
移
り
住

ん
で
十
七
年
目
を
迎
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
土

地
で
し
た
の
で
、
当
初
は
分
か
ら
な

い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。と
り
わ
け
、

土
地
の
古
老
が
話
す
土
佐
弁
に
は
随

分
悩
ま
さ
れ
ま
し
た
。
幸
い
な
こ
と

に
齢
九
十
八
を
迎
え
た
師
匠
は
生
粋

の
土
佐
人
で
す
の
で
、
分
か
ら
な
い

言
葉
に
出
会
う
度
に
意
味
を
教
わ

り
、
今
で
は
す
っ
か
り
土
佐
弁
に
も

馴
染
み
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
土
佐
弁
に
『
み
て
る
』
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
中
国
地
方

で
は
物
が
無
く
な
る
と
い
う
意
味
で

使
わ
れ
る
そ
う
な
の
で
す
が
、
土
佐

弁
で
は
主
に
、
人
が
亡
く
な
る
、
命

が
尽
き
る
と
い
う
意
味
で
使
い
ま

す
。
お
寺
に
い
ま
す
と
、
お
檀
家
さ

ん
と
の
会
話
で
「
〇
〇
が
み
て
て
何

年
な
の
で
法
事
を
」
と
か
「
〇
〇
が

み
て
た
の
で
お
葬
式
を
」
な
ど
と
、

日
常
的
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。

　

何
気
な
く
耳
に
し
、
口
に
し
て
い

た
こ
の
「
み
て
る
」
と
い
う
言
葉
で

す
が
、
昨
年
、
新
聞
を
読
ん
で
い
て
、

『
み
て
る
』
は
【
満
足
の
「
満
」
に
「
て

る
」
と
送
り
仮
名
を
つ
け
て
】『
満
て

る
』
と
書
く
の
だ
と
初
め
て
知
り
ま

し
た
。
亡
く
な
っ
た
方
が
寿
命
を

全
う
し
た
、
満
ち
足
り
た
人
生
で

あ
っ
た
と
い
う
の
が
語
源
な
の
だ

そ
う
で
す
。

　

私
が
こ
の
法
話
の
原
稿
を
書
い

て
い
る
の
は
、
令
和
六
年
一
月
二
十

日
で
す
。
元
日
に
発
災
し
た
能
登

半
島
地
震
で
被
害
に
遭
わ
れ
た
皆

さ
ま
に
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら

れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

今
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
が
５
類
に

移
行
し
て
初
め
て
の
お
正
月
で
し

た
。
御
家
族
や
親
戚
と
の
久
方
ぶ
り

の
再
会
と
団
ら
ん
の
最
中
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
に
と
思
う
と
、
本
当
に
胸

が
痛
み
ま
す
。
今
日
午
後
二
時
の
時

点
で
犠
牲
者
は
二
三
二
名
と
の
報
道

が
あ
り
ま
し
た
。
突
然
の
災
害
で
命

を
奪
わ
れ
た
お
一
人
お
一
人
は
『
満

て
た
』
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
？　

満
ち
足
り
た
人
生
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？
命
を
全
う
し
た
と
言
え

る
で
し
ょ
う
か
？
そ
ん
な
は
ず
は
あ

法
を
嗣つ

ぎ
、
南
嶽
門
下
の
俊
才
で
し
た
。

主
と
し
て
江
西
省
で
禅
を
広
め
、
馬
祖

門
下
は
八
百
人
以
上
と
も
言
わ
れ
、
法

を
嗣
が
れ
た
お
弟
子
さ
ん
は
百
三
十
余

名
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

実
際
尼
は
、
そ
の
馬
祖
道
一
禅

師
の
弟
子
で
す
か
ら
並
大
抵
の
力

量
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
天
竜
和
尚
の
一い

っ

指し

頭と
う

】

　

倶
胝
和
尚
は
反
省
し
ま
す
。

　
「
私
は
皆
に
倶
胝
和
尚
と
呼
ば
れ

て
、
そ
れ
で
慢
心
し
て
い
た
。
一
人

前
の
お
坊
さ
ん
の
顔
を
し
て
い
て

も
、
行
脚
の
尼
僧
さ
ん
に
自
分
の

修
行
を
問
わ
れ
て
何
も
答
え
ら
れ

な
か
っ
た
、
何
と
も
不
甲
斐
な
い
」

と
、「
一
」
か
ら
や
り
直
そ
う
と
明
日

の
朝
か
ら
修
行
の
旅
に
出
よ
う
と

決
意
し
ま
す
。
こ
の
真
っ
す
ぐ
な

心
と
修
行
が
大
事
で
す
。
私
た
ち

は
常
に
親
し
く
、
き
び
し
く
自
分

に
向
か
っ
て
問
い
続
け
な
け
れ
ば

道
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
夜
の
夢
枕
に
、

そ
の
境
内
を
守
る
土ど

地じ

神じ
ん

様
が
出

て
き
て
、
倶
胝
和
尚
に
言
い
ま
し

た
。「
お
前
さ
ん
、
何
も
よ
そ
に
行

く
こ
と
は
な
い
、
明
日
生
き
た
菩
薩

様
が
こ
こ
に
お
見
え
に
な
る
か
ら

待
っ
て
い
な
さ
い
」
と
諭
し
ま
す
。

　

果
た
し
て
そ
の
通
り
、
倶
胝
和

尚
の
庵
に
天
龍
和
尚
が
訪
れ
ま
す
。

　

こ
の
天
龍
和
尚
は
大
梅
法
常
禅

師
の
弟
子
で
す
か
ら
実
際
尼
と
共

に
、
馬
祖
道
一
禅
師
の
教
え
を
嗣

い
で
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
が
面
白

い
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
方
こ
そ
夢
で
お
告
げ
の
あ
っ

た
お
方
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
、
実

際
尼
の
一
件
を
話
し
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
天
龍
和
尚
は
、
何

も
言
わ
ず
に
指
を
た
だ
一
本
ス
ッ

と
立
て
ら
れ
た
の
で
し
た
。

　

倶
胝
和
尚
は
ハ
ッ
と
悟
っ
た
の
で
す
。

　

倶
胝
和
尚
は
「
一
」
か
ら
や
り
直

そ
う
と
決
心
し
ま
し
た
。
そ
の
ひ

た
む
き
な
姿
勢
が
悟
り
に
導
い
た

の
で
す
。
そ
の
「
一
」
こ
そ
が
み
佛

様
の
教
え
全
て
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
倶
胝

和
尚
は
修
行
僧
か
ら
何
を
質
問
さ

れ
て
も
た
だ
指
を
一
本
ス
ッ
と
立

て
て
通
さ
れ
ま
し
た
。

　

倶
胝
和
尚
は
、
お
亡
く
な
り
に
な

る
時
に
、
修
行
僧
た
ち
に
「
わ
し
は
天

龍
の
一
指
の
禅
を
得
た
。
一
生
そ
れ

を
使
っ
た
が
、
使
い
切
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

【
こ
の
「
一
」
と
は
何
で
し
ょ
う
】

　

こ
の
お
話
は
碧
巌
録
第
十
九
則

に
あ
り
ま
す
。
次
回
か
ら
独
語
な

ら
ぬ
寐み

語ご

（
た
わ
ご
と
・
寝
言
）
に

な
り
ま
す
が
、
こ
の
「
一
」
を
参
究

し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

（
続
く
）

り
ま
せ
ん
ね
。
到
底
納
得
で
き
る
わ

け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
土
佐
弁
で
は
老
若
男

女
、
そ
の
死
因
に
関
わ
ら
ず
、
人
が

亡
く
な
れ
ば
『
満
て
る
』
で
す
。
な

ぜ
『
満
て
る
』
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
の
答
え
は
十
人
い
れ
ば
十
人
の

答
え
が
あ
り
、
正
解
は
無
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
あ
え
て
、

答
え
を
出
す
と
す
る
な
ら
ば
…
「
満

て
る
と
は
、
亡
く
な
っ
た
人
が
満
ち

足
り
た
と
満
足
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
見
送
る
人
が
満
た
し
て
く
れ
た

と
故
人
に
感
謝
す
る
こ
と
を
満
て
る

と
い
う
の
だ
」
と
、
私
は
思
う
の
で

す
。
そ
し
て
そ
の
「
満
て
る
」
の
感

謝
を
、
亡
く
な
っ
た
人
だ
け
で
は
な

く
、
自
分
と
関
わ
る
全
て
の
人
に
も

向
け
続
け
、『
あ
り
が
と
う
』
と
感
謝

す
る
日
々
の
先
、
長
い
眠
り
に
つ

く
瞬
間
に
も
『
あ
り
が
と
う
』
と
思

え
た
な
ら
ば
、
送
る
人
と
送
ら
れ

る
人
が
互
い
に
「
満
て
る
」
と
言
え

る
別
れ
の
日
が
来
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

い
つ
何
時
、
何
が
起
こ
る
か
分

か
ら
な
い
の
が
お
互
い
の
人
生
で

す
。
今
日
の
一
日
、
こ
の
ひ
と
と

き
を
丁
寧
に
丁
寧
に
、
あ
り
が
と

う
の
言
葉
と
共
に
す
ご
し
て
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。
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わ
っ
て
行
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

二
十
一
才
の
時
、
高
校
で
一
緒

に
野
球
を
し
た
友
人
が
、
職
場
の

事
故
で
突
然
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
、
恐
ろ
し
く
な
り
ま
し
た
。

自
分
も
突
然
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
。

今
の
自
分
の
生
き
方
で
、
今
、
死
ぬ

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ど
う
い
う
生

き
方
を
し
て
い
れ
ば
、
い
つ
死
ん
で

も
い
い
と
思
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

就
職
活
動
を
す
る
こ
と
も
な
く
、

大
学
を
卒
業
し
、
何
も
し
な
い
よ

り
も
い
い
か
と
、
人
に
勧
め
ら
れ

た
仕
事
に
就
き
ま
し
た
。

　

一
年
を
過
ご
し
た
頃
、
こ
の
ま

ま
で
は
だ
め
だ
と
思
い
、
近
く
に

あ
っ
た
曹
洞
宗
の
お
寺
を
尋
ね
、

修
行
道
場
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い

と
頼
み
ま
し
た
。

　

切
羽
詰
ま
っ
て
し
ま
い
、
お
寺

で
修
行
を
す
れ
ば 

何
か
見
つ
か
る

か
も
し
れ
な
い 

と
思
っ
た
の
で
す
。

瑞
應
寺
に
到
着
し
ま
す
と
、「
何
を

し
に
来
た
。」
と
、
問
わ
れ
ま
し
た
。

「
修
行
を
し
に
来
ま
し
た
。」

「
何
を
修
行
す
る
の
だ
。」

「
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
」

　

私
は
こ
こ
で
、何
を
修
行
す
る
の
だ
。

答
え
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
る
日
、
ご
住
職
が
、「
悟
り
と
は
、

行
ず
る
こ
と
だ
。」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
言
葉
を
聞
い
た
瞬
間
、
ス
ー

と
気
持
ち
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
か
。
こ
こ
で
教
え
ら
れ
る
こ

と
を
、
教
え
ら
れ
る
ま
ま
に
や
れ

ば
い
い
ん
だ
。

お
寺
で
の
生
活
は
、
合
掌
に
始
ま

り
合
掌
で
終
わ
る
生
活
で
す
。

そ
れ
は
、
真
心
と
、
慎
み
と
、
敬

い
の
生
活
で
す
。

真
心
と
、
慎
み
と
、
敬
い
の
心
は
、

〝
自
分
が
〟〝
自
分
が
〟
と
い
う
自
分

を
ひ
い
き
す
る
心
か
ら
は
出
て
来

ま
せ
ん
。

〝
自
分
が
〟
と
い
う
思
い
が
静
ま
っ

て
い
る
時
に
出
て
き
ま
す
。

〝
自
分
が
〟
と
い
う
思
い
を
お
休
み

し
た
時
に
現
れ
ま
す
。

何
を
修
行
す
る
の
か
、〝
自
分
が
〟

と
い
う
思
い
が
出
て
来
た
時
、
そ

の
思
い
を
握
ら
な
い
と
い
う
修
行

を
す
る
の
で
す
。

ど
う
い
う
生
き
方
を
す
る
の
か
、

〝
自
分
が
〟
と
い
う
思
い
が
出
て
来

た
時
、
そ
の
思
い
を
握
ら
な
い
と

い
う
生
き
方
を
す
る
の
で
す
。

〝
自
分
が
〟
と
い
う
思
い
か
ら
は
不

満
の
心
が
出
て
来
ま
す
。

〝
自
分
が
〟
と
い
う
思
い
を
手
放
し

ま
し
た
ら
、
感
謝
の
心
が
生
ま
れ

て
き
ま
す
。

　

何
も
持
た
な
い
の
が
一
番
楽
な

の
で
す
。
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無
縄
自
縛

　

先
日
、
今
年
四
十
歳
に
な
る
友
人

と
会
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
少
し

う
ん
ざ
り
し
た
様
子
で
「
最
近
よ

く
、
結
婚
し
な
い
の
？
と
聞
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
…
」
と
、
話
し
だ

し
ま
し
た
。「
そ
れ
は
先
々
の
こ
と

を
心
配
し
て
く
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
の
か
？
」
と
私
が
応
え
る
と
、

「
独
身
で
い
る
の
を
寂
し
い
も
の
だ

と
決
め
つ
け
ら
れ
て
も
困
る
ん
だ

よ
。
親
や
親
戚
が
心
配
し
て
言
う
の

な
ら
ま
だ
わ
か
る
け
ど
、
同
級
生
や

知
り
合
い
に
言
わ
れ
て
も
な
あ
。
お

れ
は
今
の
生
活
で
、
リ
ア
充
な
ん
だ

よ
。
誰
に
も
迷
惑
か
け
て
な
い
の
だ

け
ど
ね
」
と
ぼ
や
く
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
リ
ア
充
と
は
、
今
時

の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通
し
た
仮
の
姿

で
は
な
く
、
リ
ア
ル
な
人
間
関
係

や
趣
味
を
通
し
て
人
生
を
楽
し
ん

で
い
る
こ
と
。「
リ
ア
ル
が
充
実
し

て
い
る
」
を
略
し
て
リ
ア
充
と
言
い

ま
す
。

　

そ
の
友
人
と
は
「
十
人
十
色
・
百

人
百
様
・
千
差
万
別
。
人
生
百
年

の
時
代
に
は
、
結
婚
も
さ
ま
ざ
ま

な
選
択
肢
の
中
の
一
つ
と
い
う
こ

と
だ
ね
」
と
か
「
大
人
に
な
っ
た
ら

結
婚
す
る
も
の
だ
と
い
う
固
定
観

念
を
つ
い
つ
い
口
に
し
て
し
ま
う

人
も
多
い
ん
だ
ね
」
な
ど
と
話
し
、

「
ま
た
ね
」
と
別
れ
た
の
で
す
が
、

実
は
、
少
し
複
雑
な
気
持
ち
も
残

り
ま
し
た
。

　

現
代
人
は
健
康
寿
命
が
大
幅
に

伸
び
ま
し
た
。
科
学
技
術
の
進
歩

や
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
、
私
た

ち
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
わ
り
よ

う
は
、
昭
和
の
時
代
と
は
比
べ
物

に
な
り
ま
せ
ん
。
人
生
の
選
択
肢

も
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

社
会
人
と
し
て
の
常
識
や
人
生

観
を
持
つ
こ
と
は
大
切
で
す
が
、
時

と
し
て
そ
れ
が
固
定
観
念
と
し
て

柔
軟
な
発
想
や
適
切
な
判
断
力
を

妨
げ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も

昭
和
の
時
代
の
空
気
を
浴
び
て

育
っ
た
世
代
の
一
人
で
す
。
気
を

付
け
て
い
た
つ
も
り
で
も
、
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？
偏
っ
た
常
識
や
こ
だ
わ
り
に

縛
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
？
複
雑
な
気
持
ち
の
正
体
は
、

自
分
自
身
へ
の
不
安
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

禅
の
教
え
に
、
無
縄
自
縛
（
む

じ
ょ
う
じ
ば
く
）
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
自
ら
を
縛
る
縄
な
ど
無

い
と
い
う
四
文
字
か
ら
な
る
言
葉

は
「
あ
な
た
を
縛
っ
て
い
る
の
は
、

あ
な
た
自
身
で
あ
る
。
思
い
込
み

や
先
入
観
、
執
着
や
妄
想
を
捨
て

な
さ
い
」
と
教
え
て
い
ま
す
。

　

人
は
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、

自
分
の
考
え
が
固
定
さ
れ
、
柔
軟

さ
を
失
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、「
命

を
大
切
に
す
る
こ
と
」「
み
ん
な
と

仲
良
く
す
る
こ
と
」「
相
手
を
思
い

や
る
こ
と
」
な
ど
、
人
が
生
き
る
上

で
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

基
本
は
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
い
か
な
る
時
も
、
誰
に
対

し
て
も
、
自
分
の
価
値
観
を
押
し

付
け
る
の
で
は
な
く
、
相
手
の
立

場
を
尊
重
し
、
物
事
に
柔
軟
に
対

応
で
き
る
よ
う
心
が
け
た
い
も
の

で
す
ね
。
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生
き
る
こ
と

　

中
学
二
年
に
な
っ
た
時
、
野
球

部
の
監
督
が
代
わ
り
ま
し
た
。

　

監
督
は
、

「
君
た
ち
に
、
打
っ
た
り
、
投
げ
た

り
、
走
っ
た
り
す
る
こ
と
は
教
え

な
い
。
生
き
る
こ
と
を
教
え
る
。」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

野
球
部
の
監
督
が
、
打
っ
た
り
、

投
げ
た
り
、
走
っ
た
り
す
る
こ
と

を
教
え
な
く
て
何
を
教
え
る
の
か
。

〝
生
き
る
こ
と
〟
生
き
る
こ
と
っ
て

何
だ
。

　

こ
の
時
か
ら
、
私
の
生
き
方
が
変
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土地堂念誦

鐘 

声

　
銀
杏
感
謝
録

北
海
道　

総
泉
寺　
　

殿

鳥
取
県　

自
照
寺　
　

殿

広
島
県　

長
全
寺　
　

殿

愛
媛
県　

三
宅
順
子　

殿

愛
媛
県　

龍
泰
寺　
　

殿

愛
媛
県　

西
禅
寺　
　

殿

岐
阜
県　

正
宗
寺　
　

殿

愛
媛
県　

神
野
英
雄　

殿

愛
媛
県　

髙
橋
英
子　

殿

愛
媛
県　

大
澤
愼
士　

殿

広
島
県　

長
福
寺　
　

殿

愛
媛
県　

村
上
尚
子　

殿

長
野
県　

村
上
泰
助　

殿

新
潟
県　

広
厳
寺　
　

殿

広
島
県　

東
光
寺　
　

殿

岩
手
県　

恩
流
寺　
　

殿

�
(

令
和
五
年
十
二
月
四
日
受
付
迄)

　
三
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

十
二
日　

参
玄
会
（
十
四
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷

　
　
　
　

常
楽
会
（
お
ね
は
ん
）

　
　
　
　

略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿　

日　

萬
霊
塔
供
養

丗
一
日　

略
布
薩

　
四
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

七　

日　

日
曜
参
禅
会

八　

日　

釈
尊
降
誕
会

九　

日　

参
玄
会
（
十
一
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
七
日　

前
夜
祭

十
八
日　

春
季
金
毘
羅
大
祭

　
　
　
　

観
音
講
・
勉
強
会

丗　

日　

略
布
薩

■   

常
楽
会

　

三
月
十
五
日
（
金
）、
三
カ
年

ま
で
の
新
亡
精
霊
を
供
養
す
る
毎

年
恒
例
の
行
事
、
常
楽
会
（
お
ね

は
ん
）
が
行
わ
れ
た
。
金
岡
山
主

導
師
の
も
と
山
内
一
同
、
釈
尊
涅

槃
会
法
要
を
厳
修
。
続
い
て
金
岡

山
主
に
よ
る
法
話
、
読
立
供
養
が

行
わ
れ
た
。

　

瑞
應
寺
で
の
安
居
も
丸
四
ヶ
月
が

経
過
し
ま
し
た
。

　

右
も
左
も
分
か
ら
ず
に
修
行
生
活

に
慣
れ
る
の
に
必
死
だ
っ
た
入
堂
し

た
て
の
頃
と
は
違
い
、
少
し
気
持
ち

に
余
裕
が
出
て
来
た
の
で
し
ょ
う
か
、

最
近
は
暁
天
坐
禅
が
一
日
の
楽
し
み

に
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

始
め
は
、
後
堂
老
師
と
講
師
に
は
さ

ま
れ
て
坐
る
こ
と
に
か
な
り
緊
張
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
両
側
か
ら
伝
わ
っ
て

く
る
張
り
詰
め
た
静
寂
と
心
地
良
い

安
定
し
た
呼
吸
音
が
何
と
も
味
わ
い

深
く
て
、「
あ
ぁ
、
有
り
難
い
単
で
坐

禅
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
」
と
し
み
じ

み
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
老
師
方
か

ら
坐
禅
の
奥
ゆ
か
し
さ
を
吸
収
し
て

い
る
毎
日
で
す
。 

殿
行　

聖
人

■   

ひ
か
り
幼
稚
園
卒
園
式

　

三
月
十
八
日
（
月
）、
令
和
五
年

度
の
卒
園
式
が
行
わ
れ
た
。
子
ど

も
た
ち
を
笑
顔
で
送
り
だ
し
、
の

の
さ
ま
の
や
さ
し
い
気
持
ち
が
伝

わ
っ
て
く
る
卒
園
式
で
し
た
。

■   

萬
霊
塔
供
養

　

三
月
二
十
日（
水
）、当
山
西
墓
地

の
〝
萬
霊
塔
〟
の
供
養
が
金
岡
山

主
導
師
の
も
と
行
わ
れ
た
。

常楽会

ヨ
ガ
を
通
し
て
楽
し
み
な
が
ら
、健
康
な
身
体
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
！

※
詳
し
く
は
瑞
應
寺
ま
で


