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真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論

古

瀬

珠

水

は
じ
め
に

二
〇
〇
八
年
七
月
十
八
日
︑
名
古
屋
市
真
福
寺
に
お
い
て
︑
名
古
屋
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
テ
ク
ス
ト
布
置
の

解
釈
学
的
研
究
と
教
育
﹂
第
四
回
国
際
研
究
集
会
︵
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
︶
が
開
催
さ
れ
︑
そ
の
際
︑
末
木
文
美
士
氏
︑
牧
野
淳
司
氏
︑

米
田
真
理
子
氏
︑
和
田
有
希
子
氏
に
よ
り
真
福
寺
か
ら
新
た
に
発
見
さ
れ
た
禅
宗
聖
教
が
紹
介
さ
れ
た
︒
同
日
︑﹃
プ
レ
・
カ
ン
フ

ァ
レ
ン
ス
真
福
寺
大
須
文
庫
聖
教
展
観
︱
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
︱
︑
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
﹁
栄
西
と
初
期
禅
宗
に
関
す
る
新
出

聖
教
断
簡
の
復
元
﹂
資
料
集
・
真
福
寺
大
須
文
庫
に
お
け
る
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
展
観
図
録
﹄
︵
以
後
︑﹃
資
料
集
﹄
と
呼
ぶ
︶
が
参
加

者
に
配
布
さ
れ
た
︒

か
ね
て
よ
り
﹃
見
性
成
佛
論
﹄︑
大
日
房
能
忍
︑
達
磨
宗
の
研
究
を
し
て
い
る
筆
者
に
と
っ
て
︑
四
二
丁
左
奥
書
に
記
さ
れ
た

﹁
大
日
本
国
特
賜
金
剛
阿
闍
梨
能
忍
﹂
の
一
文
は
極
め
て
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
︒
真
福
寺
新
出
初
期
禅
宗
聖
教
中
の
﹁
新
出
聖
教

断
簡
の
復
元
と
研
究
﹂
に
つ
い
て
は
和
田
有
希
子
氏
の
詳
細
な
る
発
表
︑
及
び
執
筆
に
よ
る
紹
介
が
﹃
資
料
集
﹄
二
一
頁
か
ら
二
三

頁
に
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
和
田
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
︑
全
体
の
構
成
は
︑
二
部
に
分
け
ら
れ
︑
前
半
は
﹃
伝
心
法
要
﹄︑﹃
苑
陵
録
﹄

が
書
か
れ
︑
続
い
て
四
二
丁
左
に
は
︑
次
の
よ
う
な
奥
書
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
文
治
五
年
に
宋
に
渡
っ
た
際
に
仏
照
禅
師
か
ら
伝

授
さ
れ
た
﹃
伝
心
法
要
﹄
に
は
先
段
が
あ
っ
た
が
︑
後
段
が
無
か
っ
た
︒
︵
大
日
房
︶
能
忍
は
こ
れ
を
広
め
る
為
に
後
段
︵﹃
苑
陵
録
﹄︶

仙
石
山
仏
教
学
論
集
第
五
号

平
成
二
二
年
四
月

二
七



を
﹃
廣
灯
録
﹄
か
ら
補
い
出
版
し
た
︒
出
版
の
費
用
は
尼
無
求
か
ら
施
さ
れ
た
︒﹂
︵﹁
文
治
五
年
︑
遣
宋
使
帰
朝
時
︑
宋
国
仏
照
禅
師
︑

送
遣
新
渡
心
要
︑
有
先
段
無
後
段
︑
而
奥
有
此
伝
心
偈
等
︒
已
上
十
八
行
二
七
七
字
︑
此
是
秘
本
歟
︒
大
日
本
国
特
賜
金
剛
阿
闍
梨
能
忍
︑
為
弘
迴

之
︑
広
灯
心
要
後
段
了
彫
継
之
也
︒
後
賢
悉
之
︒
彫
料
浄
施
財
者
尼
無
求
﹂︶
続
く
四
三
丁
か
ら
四
六
丁
は
失
紙
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て

後
半
四
七
丁
右
か
ら
六
一
丁
左
︵
中
欠
あ
り
︶
ま
で
が
仮
名
交
じ
り
の
仮
名
法
語
︵
以
後
︑
今
︑
私
に
﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
と
呼
ぶ
︶
で

あ
る
︒
成
立
年
代
は
不
明
だ
が
︑
和
田
氏
は
前
半
部
が
十
三
世
紀
前
半
か
ら
十
四
世
紀
初
め
︑
後
半
部
の
仮
名
法
語
︵
底
本
︶
は
十

三
世
紀
半
ば
と
考
え
て
お
ら
れ
る(�
)︒

今
回
筆
者
は
︑
断
片
的
で
は
あ
る
が
︑
後
半
の
翻
刻
さ
れ
て
い
る
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
つ
い
て
︑
達
磨
宗
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ

考
察
を
お
こ
な
っ
た
︒

一
︑
真
福
寺
新
出
仮
名
法
語
︵﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂︶
の
全
文
と
概
要

｢真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
は
四
七
丁
か
ら
六
一
丁
ま
で
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
四
八
丁
︑
四
九
丁
︑
五
四
丁
︑
五
八
丁
が
失
紙
で
あ
る
︒

︵
以
下
︑
原
文
・
翻
刻
は
漢
字
と
片
仮
名
ま
じ
り
の
問
答
で
あ
る
が
︑
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
︑
文
章
は
な
る
べ
く
漢
字
と
平
仮
名
に
統
一
し
︑
濁

点
を
加
え
︑
さ
ら
に
片
仮
名
も
な
る
べ
く
漢
字
に
変
換
し
た
︒
但
し
︑
不
明
な
こ
と
ば
は
片
仮
名
の
ま
ま
に
し
た
︒
ま
た
︑
訓
読
不
能
の
箇
所
は
□

で
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
類
推
で
き
る
場
合
は
右
横
に
︹

︺
で
示
し
た
︒
補
っ
た
ほ
う
が
よ
い
文
字
は
︵

︶
で
示
し
た
︒
引
用
文
及
び
発
話
の
こ

と
ば
等
は
︽

︾
で
括
っ
た
︒
会
話
を
意
識
し
問
答
の
内
容
を
﹁

﹂
で
補
っ
た
︒
句
点
︑
読
点
は
文
脈
に
即
し
て
変
え
た
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
返
り

点
が
あ
る
場
合
に
は
︑
訓
読
文
に
置
き
換
え
た
︒
異
体
字
は
通
常
の
字
体
に
書
き
換
え
た
︒︶

ま
ず
︑
四
七
丁
は
︑
人
を
上
根
︑
中
根
︑
下
根
に
分
け
︑
今
は
下
根
人
の
み
で
あ
る
が
︑
坐
禅
を
し
て
心
を
静
め
る
こ
と
を
説
い

て
い
る
︒ 真

福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶

二
八



(四
七
丁
右
)

胸
の
中
に
通
り
て
︑
目
も
眠
ぶ
ら
れ
ぬ
程
に
︑
胸
中
朗

ら
か
に
な
り
た
る
人
に
示
す
こ
と
ば
也
︒
今
善
知
識
の
中
に

悪
し
く
心
得
た
る
人
は
︑
今
知
ら
れ
ぬ
事
も
肝
に
染
ま
ず
︑
胸

中
も
朗
ら
か
な
ら
ぬ
人
に
向
て
尋
ば
︑
悪
し
き
ぞ
と
示
す
は
︑

人
の
分
際
を
不
知
也
︒
下
根
人
と
申
ば
︑
不
知
事
の
肝
に

染
て
︑
目
も
眠
れ
ざ
る
程
の
事
も
無
し
︒
知
れ
ぬ
処
を
心
に
懸
む
と

す
れ
ど
も
︑
事
に
触
れ
て
易
き
忘
也
︒
加
様
ナ
ン
ト
ノ
人
は
︑

強
い
て
心
を
運
し
て
知
れ
ぬ
処
を
尋
て
︑
知
ん
と
励
む
べ
き
也
︒

志
し
懇
ろ
な
る
は
︑
必
ず
悟
る
也
︒
加
様
に
励
む
人
の
中
に
︑

中
根
人
様
に
肝
に
染
み
︑
目
も
眠
ら
れ
ぬ
程
に
な
る
事
も
あ
る
也
︒

(四
七
丁
左
)

又
下
根
人
修
行
す
る
一
様
あ
り
︒
不
知
事
の
心
に
も
染
ま

ざ
ら
む
に
は
︑
其
尋
求
る
事
を
も
止
め
て
︑
一
向
に
坐
禅
を
し
て
︑

心
を
沈
む
べ
し
︒
心
閑
な（

ルま

ま

り）

ぬ(�
)れ

ば
必
ず
悟
也
︒
此
二
様
は
何

れ
も
良
け
れ
ど
も
︑
坐
禅
は
万
人
に
相
応
し
た
る
行
也
︒
当
時
の

人
は
下
根
人
の
み
有
る
也
︒
下
根
人
︑
上
根
︑
中
根
の
人
の

様
に
尋
ず
し
て
︑
空
過
何
益
有
や
︒﹂
問
︑﹁
下
根
人
の
回
光

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶
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返
照
何
様
に
す
べ
き
ぞ
や
︒﹂
答
﹁
閑
り
た
ら
む
時
︑
物
の

音
を
聞
︑
未
だ
何
に
の
音
と
も
不
知
時
︑
知
り
に
行
心
引

返
︑
此
音
聞
物
は
︑
何
な
る
所
よ
り
起
る
ぞ
と
︑
尋
て
見
る
也
︒
初
に
は

返
さ
れ
ざ
る
也
︒
さ
れ
ど
も
懇
ろ
に
心
を
懸
て
︑
常
に
守
れ
ば

四
八
丁
︑
四
九
丁
は
失
紙
で
あ
る
︒
次
に
︑
五
〇
丁
右
か
ら
五
一
丁
右
四
行
目
ま
で
は
九
品
人
に
つ
い
て
述
べ
︑
今
が
︑
末
法
で

あ
り
禅
も
教
も
衰
え
て
い
る
こ
と
嘆
い
て
い
る
︒

(五
〇
丁
右
)

申
す
べ
き
也
︒
せ
め
て
は
下
品
の
三
根
の
中
の
上
根
の
人
は
︑
禅
門
の

人
と
も
申
べ
し
︒
さ
れ
ば
古
人
は
︽
直
に
最
上
根
の
為
に
す
べ
し
︒

櫓
底
を
不
論
︾
云
也
︒
櫓
底
と
は
愚
か
な
る
人
な
り
︒
中
下

根
の
人
は
盲
底
也
︒
不
論
︑
愚
か
な
る
人
は
︑
善
知
識
の

目
を
欠
く
べ
き
に
も
あ
ら
ず
と
申
事
な
り
︒
加
様
な
る

事
を
聞
か
ん
人
は
︑︽
我
は
上
品
の
人
に
も
あ
ら
ず
︑
下
品
の
中
の
上

根
に
も
外
れ
た
れ
ば
︑
宗
門
の
修
行
に
は
分
タ〔け

〕

隔
︵
て
︶
り
︾
と
て
︑

退
く
事
不
可
有
︒
其
故
は
此
宗
門
に
入
人
︑
其
品
異

な
れ
ど
も
︑
終
に
同
じ
台
に
可
遊
な
り
︒
上
品
の
人
□〔は
〕

自
︵
ら
︶

本
台
に
遊
な
り
︒
上
根
の
人
は
︑
一
押
し
に
門
を
破
り
︑
則
ち
入
て

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶
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(五
〇
丁
左
)

台
に
遊
︑
中
根
人
は
門
を
破
り
得
ず
し
て
︑
門
の
辺
に
久
く
立
︵
ち
︶

休
ら
う
て
後
に
門
を
破
り
開
入
て
︑
台
に
遊
事
は
只
同

事
な
り
︒︽
宗
門
は
頓
門
と
て
︑
早
入
を
本
と
す
る
故
に
︑
愚
か

な
る
は
善
知
識
に
も
棄
て
ら
る
る
な
り
︾
と
申
す
計
な
り
︒﹂

問
︑﹁
上
品
人
は
何
人
ぞ
や
︒﹂
答
︑﹁
上
品
人
は
好
世
に
有
人
な
り
︒

好
世
と
は
仏
入
滅
後
︑
正
法
一
千
年
︑
像
法
千
年
︑
末

法
万
年
な
り
︒
正
法
像
法
の
代
々
を
好
世
申
也
︒
禅
門
の

祖
師
天
竺
の
廿
八
代
は
正
法
と
像
法
と
の
始
の
人
な
れ
ば
︑
上

品
の
人
な
り
︒
唐
土
に
は
像
法
の
半
に
成
て
︑
達
磨
大
師

来
て
禅
門
を
広
め
給
し
か
ば
︑
其
時
は
上
品
人
も
あ
り
き
︒

(五
一
丁
右
)

下
品
人
も
相
交
て
有
し
な
り
︒
今
は
末
法
悪
世
と
成
て

二
百
年
に
余
り
ぬ
れ
ば
︑
下
品
の
人
の
中
の
上
根
の
人

す
ら
無
し
︒
何
か
上
品
の
人
有
ら
ん
や
︒
禅
も
教
も
大
乗

法
は
三
世
常
住
に
し
て
衰
う
る
事
無
し
︒
さ
れ
ど
も
人
の

根
は
世
に
随
て
衰
う
る
な
り
︒

五
一
丁
右
五
行
目
か
ら
五
三
丁
右
二
行
目
ま
で
は
︑
根
の
衰
え
た
仏
教
者
︵
？
︶
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
部
分
に
つ
い
て

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶
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は
後
に
詳
し
く
考
察
す
る
︒

さ
れ
ど
も
人
の

根
は
世
に
随
て
衰
う
る
な
り
︒
智
恵
無
人
は
大
乗
の

行
い
つ
も
変
わ
ら
ず
と
計
り
聞
て
︑
人
の
根
の
衰
た
る
事
を

不
知
し
て
︑
邪
見
起
す
也
︒
或
︵
は
︶︽
上
品
人
迷
ざ
れ
ば
︑
悟
云
事
も

無
き
︾
を
聞
て
︑
我
身
の
深
く
迷
へ
る
を
不
知
し
て
︑︽
迷
無
く
悟
を
無
︾
と

思
ふ
︒
是
は
迷
の
上
に
迷
を
重
て
︑
無
間
地
獄
に
堕
べ
き
邪

見
な
り
︒
或
は
修
行
可
悟
と
は
知
た
れ
ど
も
︑
我
身
下
品
に
し
て

(五
一
丁
左
)

中
上
根
の
人
の
如
く
に
︑︽
始
よ
り
無
心
無
念
の
心
し
て
は
行
し
て

可
悟
︾
思
へ
り
有
︒
是
戒
禁
執
見
□〔し

〕

て
︑
悪
道
に
堕

邪
見
な
り
︒
是
面
の
邪
見
者
に
は
近
人
も
罪
を
可
得ウ

る
な
り
︒

国
境
を
も
可
追
出
す
也
︒
可
悲
︑
代
︑
既
に
末
法
に
下
り
て
は
︑
万
ず

悪
事
有
也
︒
今
時
才
覚
を
以
て
善
知
識
立
人
多

其
見
処
を
探
り
見
れ
ば
︑︽
心
に
知
ら
れ
ず
言
端(�
)及
ば
ざ
る

処
を
実
と
の
心
︾
と
思
り
︒
加
様
な
ら
む
見
解
は
︽
老
子
の
智
を

棄
て
聖
を
絶
す(�
)︾

と
云
て
︑︽
思
想
分
別
の
心
起
こ
ら
ざ
れ
︒

神
明
自
然
也
︾
と
云
に
は
︑
何
の
頭(�
)又
有
ら
ん
や
︑
浅
猿
き

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶
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事
也
︒
又
一
類
の
見
解
あ
り
︒︽
仏
法
と
も
不
思
︑
世
間
の
法
と
も

(五
二
丁
右
)

不
思
︑
我
人
ぞ
善
悪
し
な
む
と
も
不
思
︑
又
加
様
に
万

思
は
ぬ
所
こ
そ
よ
け
れ
ど
も
不
思
︑
只
少
無
物
寒
し
︑
空

腹(�
)よ
り
外
に
は
知
る
事
も
無
き
様
に
︑
自
然
に
色
を
見
︑
声
□〔を
〕

聞
ど
も
︑
其
に
移
ら
ず
︑
性
に
任
て
明
し
暗
す
︒
生
死
と
立
ど
も

不
恐
︑
菩
提
と
立
ど
も
不
願
︑
又
我
云
事
を
も
忘
た
れ
ば

命
も
不
惜
︑
腹
不
立
︑
万
の
物
も
不
惜
て
︑
是
に
勝
た
る

楽
︑
何
事
か
有
る
べ
き
な
ん
と
思
へ
り
︒︾
是
は
自
然
外

道
見
也
︒
又
平
生
無
事
見
と
も
申
□〔す

〕

也
︒
此
輩
等

為
中
に
極
め
て
多
し
︑
又
是
な
ら
ぬ
見
解
を
不
可
注
尽
︒

是
等
の
見
解
あ
る
人
に
向
ひ
て
︑
唯
今
声
□〔を
〕

聞
物
は
何

(五
二
丁
左
)

よ
り
出
来
ぞ
と
問
ば
︑
様
々
に
狂
い
︑
答
る
物
の
有
と
も

実
に
知
る
人
ト
一
人
も
無
し
︒
百
丈
禅
語
の
言
葉
に
は
︑

《霊
光
□〔獨

〕

照
し
て
遥
に
︑
根
塵
を
免
れ
た
り(�
)︾

と
云
也
︒

霊
光
と
は
声
聞
物
の
源
也
︒
根
塵
を
免
が
れ
た
り
と
は

未
声
聞
物
伴
な
ら
ざ
る
所
也
︒
霊
光
を
不
見

程
は
何
と
心
得
た
り
ど
も
︑
皆
そ
ぞ
ろ
事
也
︒
又
そ
ぞ
ろ
な
る

真
福
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見
解
を
発
し
て
︑︽
我
は
霊
光
を
見
た
り
︑
悟
た
り
︒
不
審

無
し
︾
な
ん
と
云
人
︑
世
中
に
多
し
︑
又
︽
心
源
は
都
て
知
ま
じ
き

物
也
︒
眼
の
己
を
不
見
︑
指
の
己
に
触
れ
ざ
る
が
如
し
︾
と
云

人
も
有
り
︑
皆
当
た
ら
ぬ
事
也
︒
只
実
あ
ら
む
人
は
励
み

(五
三
丁
右
)

修
行
し
て
実
処
解
て
後
︑
諸
の
見
解
を
見
て
払
う

べ
き
也
︒

次
の
五
三
丁
右
三
行
目
か
ら
五
三
丁
左
最
後
ま
で
は
︑
初
心
者
に
説
く
修
行
中
の
病
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
続
く
五
四
丁
が
欠
け
て

い
る
の
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
︒

一
︑
実
の
志
し
起
て
修
行
す
る
に
病
と
な
る
事
あ
り
︒
病
多

け
れ
ど
も
︑
先
ず
二
の
病
あ
り
︒
一
に
は
着
意
の
病
︑
二
に
は
忘

懐
病
也
︒
着
意
病
と
申
は
︑
尋
求
事
の
切
に
し
て
久
な
れ
ば

心
漬
け
り
て
ほ
れ
ぼ
れ
と
な
る
也
︒
心
清
悟
は
開
べ
き
に

ほ
れ
ぼ
れ
と
あ
れ
ば
悪
し
き
也
︒
此
病
有
知
は
譬
求
る

心
を
止
め
て
︑
心
ゆ
る
ゆ
る
と
成
て
可
有
也
︒
譬
へ
ば
細
工
□[を

]

す
る
人
の
余
り
に
久
く
俯
き
入
て
す
れ
ば
︑
心
尽
き
て

何
と
す
べ
き
と
も
覚
ぬ
な
り
︒
左
様
な
る
時
に
は
︑
さ
し
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(五
三
丁
左
)

置
て
︑
心
を
遊
ば
□[せ
]

ん
︒
心
明
に
成
て
笑
み
成
る
心
出
来
る

如
し
︒
忘
懐
の
病
と
申
は
︑
懇
ろ
に
修
行
す
る
程
に
︑
俄
に

胸
中
□
空
く
成
て
尋
求
る
志
し
無
く
し
ゆ
く
也
︒
此

病
有
時
︑
心
を
励
ま
し
て
可
尋
求
也
︒
中
根
人
の

胸
の
中
朗
ら
か
に
な
り
た
る
も
︑
此
忘
懐
に
似
た
れ
ど
も

疑
肝
に
染
み
︑
骨
に
通
り
た
る
間
︑
目
も
不
眠
久
く

食
せ
ざ
れ
ど
も
︑
食
せ
ば
や
と
思
ふ
心
も
忘
る
る
也
︒
忘

懐
の
人
は
そ
ぞ
ろ
に
眠
を
し
て
ほ
れ
ぼ
れ
と
な
る
也
︒

一
︑
疑
と
申
事
品
々
有
ど
も
︑
今
修
行
の
人
の
疑
と
申
ば

知
れ
ぬ
事
の
不
審
無
き
を
疑
と
は
申
也
︒
譬
へ
ば
□

五
五
丁
右
か
ら
五
七
丁
左
ま
で
は
坐
禅
中
に
何
を
心
懸
け
る
か
を
説
い
て
い
る
︒
五
七
丁
左
七
行
目
に
﹁
栗
原
女
房
﹂
の
文
字
が

あ
る
︒
こ
の
法
語
が
在
家
の
女
性
に
︵
も
︶
語
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

(五
五
丁
右
)

れ
ど
も
︑
其
度
罪
を
作
て
︑
又
三
悪
道
に
落
也
︒
是
等
は

皆
夢
に
て
有
る
な
り
︒
悟
て
見
れ
ば
六
道
の
中
に
有
し
事
は

皆
空
き
夢
に
て
有
け
り
︒
眠
夢
見
時
は
︑
其
の
夢
の
中
の
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事
を
皆
実
と
の
み
思
ど
も
︑
覚
め
て
︻
盤
イ
本

カ
ム
サ
シ
ノ
シ
ム
也
︼︻
ヒ
ト
ヨ
ロ
イ
也
︼

見
皆
空
事
な
り
︒
其
様
に
我
等
が
迷
の
中
に
は
万
の
事
を
皆

実
と
思
へ
ど
も
︑
悟
て
見
ば
一
も
実
な
る
事
は
無
也
︒
只
眠
た
る

時
見
る
計
り
を
夢
思
ひ
て
は
︑
う
つ
つ
に
有
事
を
ば
実
と

思
は
ば
叶
へ
事
也
︒
う
つ
つ
に
有
事
も
皆
夢
に
て
有
る

也
︒
さ
れ
ば
︻
カ
ネ
ノ
ハ
コ
也
︑︼
昔
の
人
の
歌
に
は
︑︽
見
し
夢
を
な
に
は

悲
し
と
思
ひ
け
む
︒
覚
む
る
う
つ
つ
も
う
つ
つ
な
ら
ね
ば(�
)︾
と

(五
五
丁
左
)

読
め
り
︒
是
は
う
つ
つ
も
︑
皆
夢
知
人
歌
な
り
︒
さ
て
此
夢

を
ば
何
に
し
て
覚
ま
す
べ
き
ぞ
と
申
︵
す
︶
に
︑
迷
て
さ
ま
ざ
ま
の

夢
を
見
も
我
心
な
り
︒
覚
め
て
昔
の
事
は
皆
夢
な
り

け
り
と
知
も
我
心
也
︒
さ
れ
ば
夢
を
覚
ま
さ
ん
と
思
ば
︑
我
心
を

可
知
な
り
︒
何
様
に
し
て
可
知
ぞ
と
申
に
︑
先
づ
心
を

閑
む
べ
し
︒
よ
く
心
の
閑
ま
り
た
ら
む
時
︑
声
を
聞
事

有
ら
ば
︑
声
の
方
へ
は
心
を
遣
ら
ず
︑
声
を
聞
物
は
何
様
な

る
物
ぞ
︑
又
何
な
る
所
よ
り
出
来
た
る
ぞ
と
︑
可
尋
也
︒
都
て

不
知
な
り
︒
さ
れ
ど
も
︑
其
知
ら
れ
ぬ
所
に
心
を
懸
て
︑
夜

昼
眠
て
も
起
き
て
も
︑
不
忘
れ
可
尋
︒
加
様
に
す
れ
ば
俄
に

(五
六
丁
右
)
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眠
の
覚
む
る
︻
雨
イ
本

涙
な
り
︼
様
に
て
知
ら
れ
ざ
り
し
︑
心
の
源
明
□

悟
に
悟
な
り
︒
不
悟
程
は
善
知
識
に
相
も
て
思
︑
此
知
ら
れ

ざ
る
我
心
の
源
を
問
也
︒
何
が
仏
と
も
問
ひ
︑
何
る
が
禅
と
も

問
ひ
︑
何
実
の
道
と
も
問
︒
何
心
と
も
云
ふ
︒
其
こ
と
ば
は
変
わ
れ
︻
ナ
ク
ス

カ
タ
︼
ど
も
︑
只
我
心
の
源
の
知
ら
れ
ざ
る
を
問
也
︒
善
知

識
或
は
手
を
さ
し
上
げ
て
示
し
︑
或
は
言
を
以
て
様
々
に
示
し
︑

或
は
杖
を
以
て
打
ち
な
ん
と
す
る
︒
皆
其
問
人
心
の
源
を
知
ら

せ
ん
と
示
す
な
り
︒
利
根
な
る
人
は
︑
加
様
に
示
す
所
に
て
安
く
︑

不
悟

□
人
□
ナ
リ

人
は
︑
其
善
知
識
の
示
所
に
心
を
懸
て
︑
何
様
に

知
ら
せ
ん
と
て
︑
加
様
に
示
す
や
ら
ん
と
︑
深
く
不
審
を
起
し
て
︑
寝

(五
六
丁
左
)

て
も
覚
め
て
も
不
忘
︒
公
案
以
て
修
行
す
る
人
は
申
也
︒

《加
様
に
す
れ
ば
︑
夢
の
覚
む
る
様
に
て
︑
我
が
心
の
源
の
悟
也
︒
》

若
︑
我
心
の
源
の
知
ら
れ
ぬ
に
︑
不
審
も
不
起
︒
知
ら
れ
ぬ
所
の

心
に
深
く
染
み
て
︑
歎

し
き
事
も
無
き
人
は
︑
百
千
人
の
善

知
識
に
会
へ
ど
も
︑
只
言
を
の
み
多
く
聞
集
め
て
︑
我

心
の
源
は
︑
い
よ
い
よ
暗
く
成

ミ
ロ
人
□
□
ノ

て
知カ

チ

れカ

ヒ

ざ
る
な
り
︒
さ
て
我

声
聞
物
は
い
づ
れ
よ
り
起
る
屏
風
也

ぞ
と
尋
に
示
事
也

︑
知
ら
れ
ざ
れ
ど

も
︑
不
審
も
起
こ
ら
ず
︒
又
知
ら
れ
ぬ
事
も
歎

か
し
か
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ら
ず
し
て
あ
ら
ん
人
は
︑
只
坐
禅
の
心
を
清
ま
す
べ
き
な
り
︒

坐
禅
す
る
時
は
︑
心
の
源
を
知
ら
ん
と
思
ふ
事
を
も
棄
つ
□〔べ
〕

き

(五
七
丁
右
)

也
︒
況
や
其
外
の
い
た
づ
ら
事
を
ば
皆
棄
て
て
︑
只
心
を

沈
め
澄
ま
す
べ
し
︒
始
に
は
閑
め
む
と
す
れ
ど
も
︑
様
々
の

心
起
こ
り
て
︑
閑
め
難
し
︒
た
ま
た
ま
心
の
閑
ま
る
時
は
︑

ほ
れ
ぼ
れ
と
な
る
な
り
︒
眠
な
ん
と
し
て
清
ま
し
難
け
れ
ど

も
︑
寝
て
も
起
き
て
も
︑
常
に
心
に
懸
て
閑
む
れ
ば
︑
後
に
は

閑
ま
り
て
︑
心
の
澄
む
な
り
︒
左
様
に
成
ぬ
れ
ば
夢
覚
む
る

如
く
に
て
︑
先
に
知
ら
れ
ざ
れ
去
り
し
心
の
源

明
に
知
ら
る
る
な
り
︒
心
源
と
明
な
れ
ば
︑
日
比
思
ひ
知
り
と
︑
知
た
り
し

事
共
□
︑
皆
空
き
夢
に
て
有
り
け
り
と
︑
明
に
知
ら
る
る
な
り
︒
其

外
に
日
来
無
し
事
の
可
有
有
ら
ず
︒
若
︑
左
様
に
不
思
議
な
る

(五
七
丁
左
)

事
あ
ら
ば
︑
是
は
悪
事
な
り
︒
実
悟
に
て
は
無
し
と
知
る
べ

き
な
り
︒
昔
人
も
十
人
悟
を
聞
き
た
る
中
に
八
九
人
は

坐
禅
の
覚
し
也
︒
今
の
人
十
人
な
が
ら
坐
禅
し
て
覚
る
べ

き
也
︒
只
心
を
閑
む
れ
ば
︑
悟
は
開
る
な
り
︒
又
人
の
様
々
に

申
せ
ば
と
て
︑
御
心
を
移
さ
れ
ず
し
て
︑
只
一
筋
に
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修
行
し
て
︑
実
の
さ
と
り
を
開
か
せ
給
べ
し
︒

爾
栗
原
女
房

夫
︵
れ
︶
仏
道
修
行
は
先
つ
浅
き
所
よ
り
修
行
し
て
︑
深
き
所
を
も
悟
る

べ
き
也
︒
浅
所
と
申
は
︑
世
中
に
心
に
て
知
る
外
の
者
は
皆
あ
だ
な

る
物
に
て
︑
夢
幻
の
如
し
と
知
る
べ
し
︒
さ
れ
ば
金
剛
経
に
は

そ
の
後
︑
五
八
丁
を
失
紙
し
︑
五
九
丁
右
か
ら
最
後
の
六
一
丁
左
ま
で
は
︑
心
閑
め
る
修
行
に
つ
い
て
﹃
宗
鏡
録
﹄
の
こ
と
ば
を

引
用
し
て
説
い
て
い
る
︒

(五
九
丁
右
)

《実
の
心
を
表
わ
さ
ん
が
為
な
り
︾︒
百
丈
の
坐
禅
義(�
)に

《定
の
水
澄
ぬ
れ
ば
︑
心
の
谷(
)に
現
る
︾
と
申
は
︑
心
の
閑

10

ま
り
て
︑
水
の
澄
た
る
様
に
成
ぬ
れ
ば
︑
玉
の
様
に
明
な
る
心
の
現

は
る
る
と
申
な
り
︒
其
玉
の
様
に
明
に
成
心
よ
り
︑
声
を
聞
く

心
も
︑
色
を
見
る
心
も
︑
万
づ
の
心
も
発
る
な
り
︒
さ
れ
ば
閑
か
な
る

時
︑
万
づ
の
声
を
聞
に
未
だ
人
の
声
と
も
︑
鐘
の
声
と
も
知
り

ワ
カ
ス
︒
只
聞
計
り
な
る
心
を
︑
何
な
る
所
よ
り
起
る
ぞ
と
尋

べ
き
也
︒
加
様
に
尋
れ
ば
︑
尋
る
心
の
極
り
尽
る
時
︑
必
ず

悟
也
︒
加
様
に
懇
ろ
に
修
行
す
る
事
︑
月
日
を
経
て
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若
し
不
悟
︑
発
る
心
を
止
め
て
︑
心
□〔を
〕

閑
む
べ
し
︒
立
居
閑
れ
ば

(五
九
丁
左
)

心
よ
く
澄
み
て
心
の
源
の
悟
る
る
也
︒
是
を
︽
定
水
澄
み
ぬ
れ
ば
︑

心
の
玉
現
る
る
︾
と
は
申
也
︒
又
心
を
閑
め
ん
と
す
る
志
し

弱
け
れ
ば
︑
人

ク
（

ま

ま

）

坐
禅
す
れ
ど
も
不
閑
︒
志
を
深
く
起
し
て
︑
不

忘
れ
︑
立
居
起
臥
︑
忘

ク
（

ま

ま

）

も
︑
不
振
舞
し
て
︑
閑
む
れ
ば
︑
程
無
く(
)
11

行
の
力
の
付
也
︒
坐
禅
の
時
計
は
閑
か
に
て
︑
悟
ら
ず
時
は

心
の
志
し
あ
る
に
は
︑
す
べ
て
行
の
力
ら
不
付
也
︒
行
の
力
と
申
ば

心
の
よ
く
よ
く
閑
り
て
︑
閑
め
ん
と
せ
ざ
れ
ど
も
︑
自
ら
閑
に
て

忩

々
の
中
に
交
り
た
れ
ど
も
︑
心
の
散
ら
ざ
る
を
︑
行
の
力
と
は

申
也
︒
加
様
に
成
ぬ
れ
ば
︑
安
く
悟
る
べ
き
也
︒
悟
る
と
申
は
︑

譬
ば
深
く
寝
入
て
︑
夢
見
人
の
俄
に
驚
様
に
て
︑
日
比
知

(六
〇
丁
右
)

ら
れ
ざ
り
し
心
源
の
明
に
知
ら
る
る
也
︒
常
に
白
し
︑
黒
し
︑
吉
し
︑

悪
し
と
知
る
心
に
て
︑
知
れ
た
る
は
︑
悟
に
て
は
無
き
也
︒
常
に

物
知
る
心
を
ば
︑
心
意
識
と
も
申
す
︒
六
識
と
も
申
し
て
︑
縁
に

よ
り
て
起
る
心
な
れ
ば
︑
実
に
心
の
源
を
ば
不
可
知
︒
悟
と
申
は

実
の
心
が
己
と
争
ひ
て
︑
明
な
る
也
︒
別
に
知
る
心
の

有
て
︑
実
と
の
心
を
知
に
は
あ
ら
ざ
る
也
︒
是
を
浅
所
よ
り
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修
行
し
て
︑
深
き
心
を
悟
と
は
申
也
︒
加
様
に
悟
の
開
け
ん

ま
で
は
︑
心
長
く
可
行
也
︒
抑
常
に
物
知
心
に
て
悟
る
事
は

無
れ
ど
も
︑
修
行
す
る
時
は
︑
恒
に
物
知
る
第
六
の
意
識
と

申
心
に
て
︑
修
行
す
る
也
︒
さ
れ
ば
智

意
(ま
ま
)
〔覺
〕

禅
師
の(
)
12

(六
〇
丁
左
)

宗
鏡
録
に
は
︑︽
散
位
の
意
識
と
︑
定
中
の
意
識
と
︑
此

二
の
心
に
て
修
行
は
す
る
也
︾(
)と
申
た
る
也
︒
散
位
の
意

ヽ
（

ま

ま

）

13

識
に
て
修
行
す
る
と
申
は
︑
修
行
の
始
は
先
づ
荒
き
心
に

て
尋
て
見
る
也
︒
此
尋
る
心
を
散
位
の
意
識
と
は

申
也
︒
定
中
の
意
識
の
修
行
と
申
は
︑
尋
る
心
の
極
り

て
行
く
方
無
き
時
︑
胸
の
中
閑
に
朗
ら
か
な
る
を

定
中
の
意
識
の
修
行
と
は
申
也
︒
此
法
世
中
に
実
に

修
行
を
不
知
人
は
︑︽
古
人
心
意
識
を
離
て
修
行
せ
よ
︾

と
云
ふ
事
の
あ
る
を
悪
し
く
心
得
て
︑︽
心
意
識
絶
へ
て

不
起
時
修
行
す
る
︾
と
は
申
也
︒
正
教
の
事
は
り
を
不シ

テ

(六
一
丁
右
)

知
︑
左
様
に
は
申
也
︒
深
く
寝
入
た
る
時
と
︑
俄
に
死
入
た
る

時
な
ん
と
す
る
時
は
︑
何
か
様
に
修
行
す
べ
き
ぞ
や
︒
さ
ら
ぬ

時
は
︑
起
こ
ら
ぬ
時
の
あ
ら
ば
こ
そ
︑
心
意
識
を
離
れ
て
修
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行
す
と
云
事
は
あ
ら
め
︒
い
わ
れ
無
き
事
也
︒︽
古
の
人
の

心
意
識
を
離
よ
︾
と
申
ば
︑︽
世
の
常
の
人
の
仏
法
は
心

意
識
で
得
心
︑
可
知
ら
る
物
ぞ
︾
と
思
ひ
て
︑
心
意
識
に
て

心
得
た
る
事
を
︑︽
是
ぞ
仏
法
︑
是
ぞ
実
の
心
な
ん
︾
と
思
ひ
て

其
に
留
□〔ま

〕

□〔る
〕

︒
実
の
悟
は
志
す
事
の
無
け
れ
ば
︑
其
を
嫌
ふ

時
︑
実
の
悟
り
は
心
意
識
に
て
悟
る
物
に
あ
ら
ず
︒︽
心
意
識

を
離
れ
て
悟
れ
︾
と
申
也
︒
其
を
悪
く
心
得
て
︑︽
心
意

(六
一
丁
左
)

識
絶
へ
て
起
こ
ら
ぬ
こ
そ
︑
無
心
無
念
の
修
行
な
ん
︾
と
申
ば
︑

修
行
の
始
め
終
り
を
不
知
申
也
︒
始
は
散
位
の
意
識
に

て
尋
て
知
ら
ん
と
修
行
す
る
程
に
︑
実
に
志
し
深
く

肝
に
染
み
ぬ
れ
ば
︑
胸
中
空
く
朗
ら
か
に
成
て
︑
尋

求
る
心
の
肝
に
染
み
て
︑
無
心
無
念
に
成
た
る
は
︑
ほ
れ
ぼ
れ
と

あ
る
事
無
く
し
て
︑
心
さ
わ
さ
わ
と
し
て
目
も
眠
ら
れ
ざ
る
也
︒﹂

問
︑﹁
坐
禅
し
て
心
閑
め
た
る
も
無
心
無
念
也
︒
始
よ
り
無
心

無
念
な
ら
ん
と
修
行
し
て
も
︑
無
心
無
念
に
な
る
べ
し
︒
何
な
る
変
わ

り
目
の
あ
れ
ば
︑
始
よ
り
無
心
無
念
な
ら
ん
と
す
る
を
ば
嫌
ふ

ぞ
や
︒﹂
答
︑﹁
始
め
心
源
を
知
ら
ん
と
尋
に
︑
不
知
心
を
閑
め
て
︑﹂
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以
上
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
を
漢
字
と
平
仮
名
に
書
き
変
え
︑
全
文
と
概
要
を
示
し
た
︒
個
々
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
以
下
に

考
察
す
る
︒

二
︑
二
つ
の
禅
病

前
述
の
よ
う
に
﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
の
五
三
丁
右
三
行
目
か
ら
五
三
丁
左
最
後
ま
で
は
︑
修
行
中
の
病
に
つ
い
て
書
か
れ
て
あ

る
︒
修
行
中
の
病
に
は
二
種
類
あ
り
︑﹁
着
意
の
病
﹂
と
﹁
忘
懐
の
病
﹂
が
あ
る
と
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
説
明
が
さ
れ
て
い
る
︒

全
体
の
文
脈
か
ら
﹁
修
行
中
の
病
﹂
と
は
﹁
坐
禅
の
病
﹂
と
考
え
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
︒

｢実
の
志
し
起
て
修
行
す
る
に
病
と
な
る
事
あ
り
︒
病
多
け
れ
ど
も
︑
先
ず
二
の
病
あ
り
︒
一
に
は
着
意
の
病
︑
ニ
に
は
忘
懐
病
也
︒
一
に
は
着

意
の
病
︑
ニ
に
は
忘
懐
病
也
︒﹂︵
五
三
右
三
行
目
︱
五
行
目
︶

と
切
り
出
し
︑
先
ず
︑﹁
着
意
の
病
﹂
に
つ
い
て
そ
の
状
態
と
回
復
法
を
説
明
す
る
︒

｢着
意
病
と
申
は
︑
尋
求
事
の
切
に
し
て
久
な
れ
ば
心
漬
け
り
て
ほ
れ
ぼ
れ
と
な
る
也
︒
心
清
悟
は
開
べ
き
に
ほ
れ
ぼ
れ
と
あ
れ
ば
悪
し
き
也
︒

此
病
有
知
は
蹔
求
る
心
を
止
め
て
︑
心
ゆ
る
ゆ
る
と
成
て
可
有
也
︒
譬
へ
ば
細
工
□[を
]

す
る
人
の
余
り
に
久
く
俯
き
入
て
す
れ
ば
︑
心
尽
き
て
何
と
す

べ
き
と
も
覚
ぬ
な
り
︒
左
様
な
る
時
に
は
︑
さ
し
置
て
︑
心
を
遊
ば
□[せ
]

ん
︒
心
明
に
成
て
笑
み
成
る
心
出
来
る
如
し
︒﹂︵
五
三
丁
右
五
︱
五
三
丁
左

二
︶次

に
︑﹁
忘
懐
の
病
﹂
の
状
態
と
回
復
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
︒
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｢忘
懐
の
病
と
申
は
︑
懇
ろ
に
修
行
す
る
程
に
︑
俄
に
胸
中
□
空
く
成
て
尋
求
る
志
し
無
く
し
ゆ
く
也
︒
此
病
有
時
︑
心
を
励
ま
し
て
可
尋
求
也
︒

中
根
人
の
胸
の
中
朗
ら
か
に
な
り
た
る
も
︑
此
忘
懐
に
似
た
れ
ど
も
疑
肝
に
染
み
︑
骨
に
通
り
た
る
間
︑
目
も
不
眠
久
く
食
せ
ざ
れ
ど
も
︑
食
せ
ば

や
と
思
ふ
心
も
忘
る
る
也
︒
忘
懐
の
人
は
そ
ぞ
ろ
に
眠
を
し
て
ほ
れ
ぼ
れ
と
な
る
也
︒﹂︵
五
三
丁
左
二
︱
五
三
丁
左
八
︶

こ
れ
ら
﹁
着
意
の
病
﹂
と
﹁
忘
懐
の
病
﹂
に
関
し
て
は
︑
夙
に
石
井
修
道
氏
が
﹁
坐
禅
観
﹂
と
し
て
金
沢
文
庫
所
蔵
︑
如
々
居
士

作
﹃
坐
禪
儀
﹄
に
見
ら
れ
︑
そ
れ
は
大
慧
宗
杲
の
考
え
方
と
同
じ
と
さ
れ
て
い
る(
)︒
大
慧
宗
杲
の
資
料
に
は
し
ば
し
ば
﹁
著
意
﹂

14

︵
著
と
着
は
同
義
語
と
判
断
す
る
︶
と
﹁
忘
懐
﹂
の
病
気
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
が
﹁
著
意
﹂
を
﹁
掉
挙
﹂
ま
た
︑﹁
忘
懐
﹂
を
﹁
昏

沈
﹂
と
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
が
解
る(
)︒
ま
た
︑
石
井
氏
は
大
慧
宗
杲
が
こ
れ
ら
を
﹁
著
意
﹂﹁
掉
挙
﹂﹁
管
帯
﹂
の
系
列
と
﹁
忘

15

懐
﹂﹁
昏
沈
﹂﹁
黙
照
﹂
の
系
統
を
体
系
化
し
︑﹁
著
意
﹂
と
﹁
忘
懐
﹂
を
対
立
語
と
し
て
表
現
し
た
例
は
大
慧
以
外
に
な
い
︑
と
指

摘
さ
れ
て
い
る(
)︒
16

和
田
氏
が
﹃
資
料
集
﹄
の
中
で
﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
が
﹁
法
燈
派
﹂
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る(
)︒
法
燈
國
師
の
法
語
は
早
苗

17

憲
生
氏
に
よ
れ
ば(
)︑
複
数
発
見
さ
れ
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
内
容
や
表
現
な
ど
に
微
妙
な
違
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
筆
者
は
今
回
︑

18

早
苗
氏
が
翻
刻
さ
れ
た
今
津
文
庫
所
蔵
﹃
由
良
開
山
法
燈
円
明
国
師
法
語
﹄
︵
以
後
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
今
津
本
と
呼
ぶ
︶
︑﹃
大
日
本

仏
教
全
書
﹄
第
四
八
巻
の
﹃
由
良
開
山
法
燈
國
師
法
語
﹄
︵
以
後
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
仏
全
本
と
呼
ぶ
︶
及
び
金
沢
文
庫
所
蔵
﹃
禪
宗
法

語
︵
仮
題
︶
﹄﹁
由
良
開
山
法
語

法
燈
圓
明
國
師
﹂
︵
以
後
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
と
呼
ぶ
︶
を
参
考
に
法
燈
國
師
の
法
語
と

﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
に
つ
い
て
比
較
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
︒

さ
て
︑
確
か
に
﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
で
云
う
修
行
中
の
病
﹁
着
意
﹂︵﹁
著
意
﹂︶
と
﹁
忘
懐
﹂
を
意
味
す
る
﹁
散
乱
﹂
と
﹁
昏

沈
﹂
を
紹
介
し
て
い
る
内
容
が
法
燈
国
師
無
本
覚
心
に
よ
る
﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
仏
全
本
と
﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
今
津
本
に
書
か
れ

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶

四
四



て
い
る
︒

｢心
昏
ク
シ
ヅ
ム
コ
ト
ナ
カ
レ
︒
又
散
シ
ミ
ダ
ス
コ
ト
ナ
カ
レ
︒
是
ヲ
昏
沈
散
亂
ノ
二
病
ト
云
ナ
リ
︒﹂︵﹃
大
日
本
佛
教
全
書
﹄
第
四
八
巻
︑
一
九

七
一
︑
二
七
六
頁
︶

｢坐
禅
ノ
時
ニ
置
テ
︑
心
ノ
眠
ル
様
ニ
シ
テ
暗
昏
ト
成
ル
事
莫
︒
又
︑
心
ヲ
ソ
ソ
ロ
ニ
散
ス
事
莫
︒
是
ヲ
昏
散
ニ
病
ト
嫌
ナ
リ
︒﹂︵
早
苗
憲
生
︑

一
九
八
三
︑
一
二
〇
頁
︶

こ
の
二
文
の
中
で
は
︑﹁
着
意
﹂︑﹁
忘
懐
﹂
と
呼
ば
ず
︑﹁
着
意
﹂
を
意
味
す
る
﹁
昏
﹂
と
︑﹁
忘
懐
﹂
を
意
味
す
る
﹁
散
﹂
を
使

用
し
て
い
る
点
は
少
々
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
は
表
現
上
︑
大
慧
禅
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
︑
法
燈

派
と
は
少
し
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
︒

三
︑
公
案

前
述
の
二
つ
の
禅
病
か
ら
逃
れ
る
方
法
と
し
て
大
慧
宗
杲
は
坐
禅
中
に
公
案
を
解
く
こ
と
を
勧
め
て
い
る
︒

｢坐
時
︑
不
得
令
昏
沈
︑
亦
不
得
掉
挙
︒
昏
沈
掉
挙
︑
先
聖
所
訶
︒
静
坐
時
︑
纔
覚
此
両
種
病
現
前
︑
但
只
挙
狗
子
無
仏
性
話
︒﹂︵
荒
木
見
悟
︑

一
九
六
九
︑
五
七
頁
︶︵﹁
坐
す
る
時
︑
昏
沈
せ
し
む
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
亦
︑
掉
挙
を
せ
し
む
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
昏
沈
と
掉
挙
と
は
︑
先
聖
の
訶

す
る
所
な
り
︒
静
か
に
坐
す
る
時
︑
纔
に
此
の
両
種
の
病
現
前
す
る
を
覚
さ
ば
︑
但た

只だ

︑
狗
子
無
仏
性
の
話
を
挙
せ
よ
︒﹂
筆
者
訓
読
︶

｢狗
子
無
仏
性
話
﹂
は
大
慧
宗
杲
が
し
ば
し
ば
公
案
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
︒
ま
た
︑﹁
狗
子
無
仏
性
話
﹂
の
他
に
﹁
庭
前
柏
樹
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子
﹂︑﹁
麻
三
斤
﹂︑﹁
乾
子
橛

﹂
な
ど
が
あ
る(
)︒
さ
ら
に
︑
石
井
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に(
)︑
如
々
居
士
作
﹃
坐
禪
儀
﹄
︵
金
沢

19

20

文
庫
所
蔵
︶
に
も
禅
病
を
除
去
す
る
方
法
と
し
て
公
案
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒

｢若
し
方
便
シ
テ
二
病
を
除
去
せ
ん
と
要
せ
バ
︑
須
ラ
ク
先
ズ
箇
ノ
話
︱
頭
を
看
ず
べ
し
︒
狗
子
無
仏
性
ノ
話
︑
竹
箆
ノ
話
︑
乾
子
橛

話
︑
麻
三

斤
話
︑
皆
提
撕
す
べ
し
︒﹂︵﹃
金
沢
文
庫
資
料
全
書
第
一
巻
禪
籍
篇

﹄︑
一
六
〇
上
︒
筆
者
訓
読
︒︶

如
々
居
士
は
大
慧
宗
杲
の
孫
弟
子
と
な
れ
ば
︑
大
慧
宗
杲
の
伝
統
を
受
け
つ
い
で
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒
ま
た
︑﹃
法
燈
國

師
法
語
﹄
今
津
本
の
﹁
十
︑
公
案
事
﹂
に
は
︑
公
案
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
︒

｢公
案
ト
云
ハ
︑
父
母
未
生
前
出
来
面
目
︑
無
字
︑
又
廻

光
返
照
︑
如
是
ノ
公
案
多
ト
云
共
︑
只
同
心
ナ
ル
可
︒︵
中
略
︶
若
人
此
公
案
深
ク
信
ハ
︑

必
悟
得
可
︒﹂︵
早
苗
憲
生
︑
一
九
八
三
︑
一
二
〇
頁
︶

さ
ら
に
︑
坐
禅
に
お
い
て
公
案
に
取
り
組
む
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
︒

｢坐
禅
ニ
公
案
ヲ
不
知
ハ
︑
盲
者
ノ
杖
ヲ
失
イ
テ
︑
一
足
モ
不
行
カ
如
︒﹂︵
早
苗
憲
生
︑
一
九
八
三
︑
一
二
〇
頁
︶

ま
た
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
仏
全
本
に
は
﹁
よ
く
よ
く
尋
ね
て
︑
念
ず
る
こ
と
が
公
案
﹂
と
し
て
い
る
︒

｢心
ノ
用
様
ハ
︒
父
母
生
以
前
ノ
面
目
ハ
︒
如
何
ヤ
ウ
ナ
ル
物
ゾ
︒
又
我
身
ノ
終
テ
ノ
後
ハ
︒
如
何
様
ナ
ル
ゾ
ト
︒
ヨ
ク
ヨ
ク
是
ヲ
タ
ヅ
ネ
見
ベ
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シ
︒
カ
ク
ノ
如
ク
念
ズ
ル
ヲ
︒
公
案
ト
モ
︒
工
夫
ト
モ
云
フ
ナ
リ
︒﹂︵﹃
大
日
本
佛
教
全
書
﹄
第
四
八
巻
︑
一
九
七
一
︑
二
七
六
頁
中
︶

以
上
の
如
く
︑
公
案
を
坐
禅
に
取
り
入
れ
た
法
燈
國
師
の
考
え
方
は
︑
大
慧
禅
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
で
公
案
が
行
わ
れ
て
い
た
か
否
か
を
検
証
し
て
み
る
と
︑
公
案
の
具
体
的
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
︒

む
し
ろ
︑
公
案
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
様
子
が
次
の
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
︒

｢公
案
以
て
修
行
す
る
人
は
申
也
︒︽
加
様
に
す
れ
ば
︑
夢
の
覚
む
る
様
に
て
︑
我
が
心
の
源
の
悟
也
︒︾﹂︵
五
六
丁
左
一
︱
二
︶

つ
ま
り
︑﹁
公
案
を
使
っ
て
修
行
す
る
人
が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
︑
夢
か
ら
覚
め
る
様
に
自
分
の
心

の
源
を
悟
る
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒
法
話
の
答
者
は
公
案
を
使
用
し
て
修
行
す
る
人
の
こ
と
を
述
べ
て
お
り
︑
答
者
自
身
が
公
案
を
用

い
て
修
行
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
に
語
ら
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
法
燈
國
師
法
語
に
は
︑
大
日
本
仏
教
全
書
に
あ
る
﹃
法
燈
國
師
坐
禪
儀
﹄
︵
以
後
︑﹃
法
燈
國
師
坐
禪
儀
﹄
仏
全
本
と
呼

ぶ
︶
に
は
︑﹁
先
初
心
人
ハ
︒
念
起
坐
禪
ト
云
コ
ト
ヲ
心
得
ベ
シ(
)︒﹂︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
に
は
︑﹁
先
初
心
人
ハ
念
起

21

ノ
坐
禪
ト
モ
云
事
ヲ
心
得
ヘ
シ(
)︒﹂︑
ま
た
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
今
津
本
中
﹁
同
法
燈
國
師
ノ
御
消
息
﹂
の
後
に
﹁
同
法
語
云
﹂
と

22

あ
り
︑﹁
初
心
人
ハ
︑
念
起
ノ
坐
禅
を
心
に
懸
可
シ(
)﹂
と
あ
り
︑
い
ず
れ
も
公
案
を
用
い
る
こ
と
は
示
さ
ず
︑﹁
念
の
起
る
源
を
知
る

23

こ
と
﹂
を
強
調
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
に
は
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

｢先
初
心
人
ハ
念
起
ノ
坐
禪
ト
モ
云
事
ヲ
心
得
ヘ
シ
︒
念
起
の
坐
禪
ト
云
ハ
︑
ヨ
ロ
ツ
ノ
善
悪
ノ
境
界
ニ
付
テ
︑
其
ノ
始
ヲ
ヨ
ク
ヨ
ク
ミ
レ
ハ
︑

天
□
始
テ
雲
ノ
ヲ
コ
ル
カ
如
ク
シ
テ
︑
其
由
来
ナ
シ
︒
只
ハ
レ
タ
ル
虚
空
ノ
如
シ
︒
清
淨
ノ
虚
空
ナ
ル
処
ヲ
ハ
︑
心
ト
名
ツ
ク
︒
其
心
中
ヨ
リ
起
ル
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ヲ
ハ
念
ト
名
ツ
ク
︒
其
心
中
ヨ
リ
起
ル
ヲ
ハ
念
ト
名
ツ
ク
︒﹂︵﹃
金
沢
文
庫
資
料
全
書
第
一
巻
禪
籍
篇

﹄
二
三
六
頁
上
・
下
︒
読
点
︑
句
読
点
は
筆

者
︒﹁
其
心
中
ヨ
リ
起
ル
ヲ
ハ
念
ト
名
ツ
ク
︒﹂
は
衍
文
か
︒︶

つ
ま
り
︑
念
の
起
る
根
源
を
よ
く
よ
く
見
れ
ば
︑﹁
ハ
レ
タ
ル
虚
空
ノ
如
シ
﹂
で
あ
り
︑﹁
清
淨
ノ
虚
空
ナ
ル
処
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ

を
︑﹁
心
ト
名
ツ
ク
﹂
と
し
て
い
る
︒
念
の
起
る
所
は
﹁
心
﹂
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
其
心
中
ヨ
リ
起
ル
ヲ
ハ
念
ト

名
ツ
ク
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
﹁
心
の
中
﹂
か
ら
こ
そ
念
が
起
る
と
︑
念
の
出
所
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

大
慧
禅
や
﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
仏
全
本
で
は
﹁
念
じ
尋
ね
る
手
段
︵
＝
公
案
︶
﹂
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
が
︑﹃
法
燈
國
師
坐
禪

儀
﹄
仏
全
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
今
津
本
の
﹁
同
法
語
云
﹂
で
は
︑﹁
初
心
の
人
の
念
起
の
坐

禅
﹂
と
し
て
﹁
念
じ
尋
ね
る
場
所
︵
＝
心
の
源
︶
﹂
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
︒
ど
ち
ら
も
法
燈
派
の
僧
侶
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
法
語

で
あ
ろ
う
が
︑
坐
禅
に
お
い
て
初
心
者
に
は
公
案
を
推
進
し
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

さ
て
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
に
は
︑﹃
法
燈
國
師
坐
禪
儀
﹄
仏
全
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
今

津
本
の
﹁
同
法
語
云
﹂
に
も
あ
る
﹁
念
じ
尋
ね
る
場
所
︵
＝
心
の
源
︶
﹂
を
解
明
す
る
こ
と
を
度
々
強
調
し
て
い
る
︒﹁
心
の
源
﹂
は

全
部
で
十
回
登
場
す
る
︒

｢加
様
に
す
れ
ば
俄
に
眠
の
覚
む
る
︻
雨
イ
本

涙
な
り
︼
様
に
て
知
ら
れ
ざ
り
し
︑
心
の
源
明
□
ざ
る
我
心
の
源
を
問
也
︒
何
が
仏
と
も
問
ひ
︑

何
る
が
禅
と
も
問
ひ
︑
何
実
の
道
と
も
問
︑
何
心
と
も
云
ふ
︒
其
こ
と
ば
は
変
わ
れ
︻
ナ
ク
ス
カ
タ
︼
ど
も
︑
只
我
心
の
源
の
知
ら
れ
ざ
る
を
問
也
︒

善
知
識
或
は
手
を
さ
し
上
げ
て
示
し
︑
或
は
言
を
以
て
様
々
に
示
し
︑
或
は
杖
を
以
て
打
ち
な
ん
と
す
る
︒
皆
其
問
人
心
の
源
を
知
ら
せ
ん
と
示
す

な
り
︒﹂︵
五
五
丁
左
︱
五
六
丁
右
︶

｢我
心
の
源
は
︑
い
よ
い
よ
暗
く
成

ミ
ロ
人
□
□
ノ

て
知カ

チ

れカ

ヒ

ざ
る
な
り
︒﹂︵
五
六
丁
左
︶
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｢坐
禅
す
る
時
は
︑
心
の
源
を
知
ら
ん
と
思
ふ
事
を
も
棄
つ
□〔べ
〕

き
也
﹂︵
五
六
丁
左
︱
五
六
丁
右
︶

｢心
源
と
明
な
れ
ば
︑
日
比
思
ひ
知
り
と
︑
知
た
り
し
事
共
□
︑
皆
空
き
夢
に
て
有
り
け
り
と
︑
明
に
知
ら
る
る
な
り
︒﹂︵
五
七
丁
右
︶

｢立
居
閑
れ
ば
心
よ
く
澄
み
て
心
の
源
の
悟
る
る
也
︒﹂︵
五
九
丁
右
︱
五
九
丁
左
︶

｢六
識
と
も
申
し
て
︑
縁
に
よ
り
て
起
る
心
な
れ
ば
︑
実
に
心
の
源
を
ば
不
可
知
︒﹂︵
六
十
丁
右
︶

｢始
め
心
源
を
知
ら
ん
と
尋
に
︑
不
知
心
を
閑
め
て
︑
⁝
﹂︵
六
一
丁
左
︶

こ
の
よ
う
に
﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
で
は
﹃
法
燈
國
師
坐
禪
儀
﹄
仏
全
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
︑﹃
法
燈
國
師
法

語
﹄
今
津
本
の
﹁
同
法
語
云
﹂
で
初
心
者
に
説
く
﹁
念
じ
尋
ね
る
場
所
︵
＝
心
の
源
︶
﹂
を
見
る
こ
と
︵
＝
見
性
︶
が
大
事
な
テ
ー
マ

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
︒﹁
見
性
﹂
は
金
沢
文
庫
蔵
﹃
見
性
成
佛
論
﹄
の
根
本
的
な
思
想
で
あ
る
が
︑﹃
見
性
成
佛
論
﹄
で
は

﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
で
云
う
﹁
心
の
源
﹂
を
﹁
心
性
﹂
と
表
現(
)
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
公
案
に
つ
い
て
﹃
見
性
成
佛
論
﹄
で
は
明
言

24

さ
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
で
は
公
案
か
ら
距
離
を
お
い
て
い
る
姿
勢
は
︑
共
通
点
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
︑﹁
公
案
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
大
慧
禅
や
大
慧
禅
を
踏
襲
し
て
い
る
法
燈
派
は
坐
禅
中
︑
公
案
は
必
須
の
手
段
と
し
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
︒
但
し
︑
法
燈
派
で
は
初
心
の
人
に
は
公
案
に
替
わ
り
﹁
念
起
の
坐
禅
﹂
と
説
い
て
お
り
︑﹁
心
の
源
﹂

を
知
る
こ
と
が
最
終
目
的
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
心
の
源
﹂
は
﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
の
仮
名
法
語
の
後
半
部
分

の
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
両
者
の
思
想
的
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
和
田
氏
が
﹃
資
料
集
﹄
で
当
仮
名
法
語
が
﹁
法
燈
派
に
依

る
も
の
﹂
と
推
測(
)さ
れ
た
こ
と
が
肯
け
る
︒

25
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四
︑﹁
無
心
無
念
﹂

｢真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
に
は
最
終
紙
六
一
丁
左
一
〇
行
の
問
答
中
に
﹁
無
心
無
念
﹂
の
こ
と
ば
が
登
場
す
る
︒

《心
意
識
を
離
れ
て
悟
れ
︾
と
申
也
︒
其
を
悪
く
心
得
て
︽
心
意
識
絶
へ
て
起
こ
ら
ぬ
こ
そ
︑
無
心
無
念
の
修
行
な
ん
︾
と
申
ば
︑
修
行
の
始
め
終

り
を
不
知
申
也
︒
始
は
散
位
の
意
識
に
て
尋
て
知
ら
ん
と
修
行
す
る
程
に
︑
実
に
志
し
深
く
肝
に
染
み
ぬ
れ
ば
︑
胸
中
空
く
朗
ら
か
に
成
て
︑
尋
求

る
心
の
肝
に
染
み
て
︑
無
心
無
念
に
成
た
る
は
︑
ほ
れ
ぼ
れ
と
あ
る
事
無
く
し
て
︑
心
さ
わ
さ
わ
と
し
て
目
も
眠
ら
れ
ざ
る
也
︒﹂
問
︑﹁
坐
禅
し
て

心
閑
め
た
る
も
無
心
無
念
也
︒
始
よ
り
無
心
無
念
な
ら
ん
と
修
行
し
て
も
︑
無
心
無
念
に
な
る
べ
し
︑
何
な
る
変
わ
り
目
の
あ
れ
ば
︑
始
よ
り
無
心

無
念
な
ら
ん
と
す
る
を
ば
嫌
ふ
⁝
﹂︵
六
一
丁
右
︱
六
一
丁
左
︶

右
文
で
答
者
の
使
う
﹁
無
心
無
念
﹂
の
意
味
は
︑﹃
宗
鏡
録
﹄
で
云
う
﹁
散
位
の
意
識
と
︑
定
中
の
意
識
の
修
行
﹂
を
指
し
︑
そ

の
う
ち
︑
最
初
の
﹁
散
位
の
意
識
﹂
で
修
行
し
た
と
き
に
﹁
無
心
無
念
﹂
に
な
る
こ
と
を
諫
め
て
い
る
箇
所
で
あ
る
︒
本
来
は
﹁
定

中
の
意
識
の
修
行
﹂
に
お
い
て
﹁
尋
ね
る
心
が
極
っ
て
行
く
方
も
無
い
時
︑
胸
の
中
閑
に
朗
ら
か
な
る
﹂
状
態
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
︑﹁
散
位
の
意
識
﹂
の
と
き
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
︒
続
い
て
︑
問
者
が
﹁
無
心
無
念
﹂
を
連
発
す
る
が
︑
そ

れ
に
対
す
る
答
者
の
答
え
の
部
分
が
失
紙
し
て
い
る
点
は
残
念
で
あ
る
︒

｢無
心
﹂
は
も
と
も
と
牛
頭
法
融
が
使
っ
て
い
た
も
の
を
大
慧
宗
杲
が
法
語
の
中
で
示
し
て
い
る(
)︒
ま
た
︑﹃
伝
心
法
要
﹄
の
偈
の

26

中
に
﹁
無
心
似
鏡
︑
与
物
無
競
︑
無
念
似
空
︑
無
物
不
容
﹂
と
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
法
燈
國
師
坐
禪
儀
﹄
仏
全
本
︑﹃
法
燈
國
師
法

語
﹄
金
沢
文
庫
本
に
は
﹁
無
念
無
心
﹂
の
表
現
が
散
見
さ
れ
る(
)︒﹁

真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
の
﹁
無
心
無
念(
)﹂

と
﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂

27

28

以
外
の
﹁
無
念
無
心
﹂
の
表
現
の
違
い
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
に
は
詳
し
い
説
明
が
な

さ
れ
て
い
る
︒

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶

五
〇



｢佛
ハ
善
悪
ヲ
念
ノ
起
ル
源
ヲ
知
テ
執
心
起
サ
ル
カ
故
ニ
︑
ト
コ
シ
ナ
ヘ
ニ
念
ハ
ヲ
コ
レ
ト
モ
無
念
ト
成
ル
︒
無
念
ノ
処
ヲ
シ
ハ
ラ
ク
心
ト
イ
フ
︒

心
ト
云
ハ
名
ノ
ミ
有
テ
形
ナ
シ
サ
レ
ハ
︑
無
心
ト
云
ヘ
リ
︒﹂︵﹃
金
沢
文
庫
資
料
全
書
第
一
巻
禪
籍
篇

﹄︑
二
三
八
頁
上
︶

｢無
念
無
心
ヲ
サ
ト
ル
ト
心
得
ヘ
ヌ
レ
ハ
︑
又
無
念
ト
モ
無
心
ト
モ
心
カ
ア
リ
サ
コ
ソ
思
ワ
ス
レ
︒
ケ
ニ
無
念
ト
モ
無
心
ト
モ
云
ヘ
キ
物
ス
ヘ
テ

ナ
キ
ナ
リ
︒﹂︵﹃
金
沢
文
庫
資
料
全
書
第
一
巻
禪
籍
篇

﹄︑
二
三
八
頁
下
︶

右
の
解
釈
は
︑﹁﹁
無
念
﹂
︵
念
の
な
い
︶
の
処
を
仮
に
﹁
心
﹂
と
言
う
が
︑﹁
心
﹂
は
有
形
な
の
で
︑﹁
心
無
し
﹂︑
つ
ま
り
﹁
無
心
﹂

と
表
現
す
る
︒﹂
と
理
解
で
き
る
︒﹁
無
念
﹂
で
あ
る
と
こ
ろ
が
﹁
心
﹂
で
あ
る
が
︑
そ
の
﹁
心
﹂
す
ら
も
実
在
し
な
い
と
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
無
心
﹂︑﹁
無
念
﹂
を
理
解
し
︑
ど
ち
ら
に
も
囚
わ
れ
ず
棄
て
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒

も
し
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
に
お
い
て
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
の
よ
う
な
解
釈
を
意
識
し
て
﹁﹁
心
﹂
も
無
け
れ
ば

︵﹁
無
心
﹂︶﹁
念
﹂
も
起
ら
な
い
︵﹁
無
念
﹂︶
﹂
と
考
え
る
論
法
で
あ
れ
ば
﹁
無
心
無
念
﹂
と
表
現
す
る
ほ
う
が
正
し
い
︒
し
か
し
︑﹃
法

燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
で
云
う
よ
う
に
﹁
無
念
﹂
も
﹁
無
心
﹂
も
棄
て
る
べ
き
も
の
な
ら
ば
︑﹁
無
心
無
念
﹂
で
も
﹁
無
念
無

心
﹂
で
も
大
差
は
無
い
︑
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
と
法
燈
派
と
の
繋
が
り

を
窺
が
わ
せ
る
好
個
の
材
料
と
考
え
ら
れ
る
︒

五
︑
他
の
仏
教
者
︵
？
︶
を
批
判

｢真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
に
は
︑
五
一
丁
右
五
行
目
か
ら
五
三
丁
右
二
行
目
ま
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
者
或
い
は
宗
教
者
を
批
判
し

て
い
る
部
分
が
あ
る
︒
批
判
対
象
者
を
列
挙
し
て
み
よ
う
︒︵
批
判
対
象
者
の
描
写
は
解
り
易
い
よ
う
に
︽

︾
で
括
り
︑
フ

ォ
ン
ト
を
変
え
た
︶

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶

五
一



①
智
恵
無
人
は
大
乗
の
行
い
つ
も
変
わ
ら
ず
と
計
り
聞
て
︑
︽
人
の
根
の
衰
た
る
事
を
不
知
し
て
、
邪
見
起
す
︾
也
︒

②
或
︵
は
︶
上
品
人
迷
ざ
れ
ば
︑
悟
云
事
も
無
き
を
聞
て
︑
我
身
の
深
く
迷
へ
る
を
不
知
し
て
︑︽
迷
無
く
悟
を
無
︾
と
思
ふ
︒
是
は

迷
の
上
に
迷
を
重
て
︑
無
間
地
獄
に
堕
べ
き
邪
見
な
り
︒

③
或
は
修
行
可
悟
と
は
知
た
れ
ど
も
︑
我
身
下
品
に
し
て
中
上
根
の
人
の
如
く
に
︑︽
始
よ
り
無
心
無
念
の
心
し
て
は
行
し
て
可
悟
︾
思

へ
り
有
︑
是
戒
禁
執
見
□〔し

〕

て
︑
悪
道
に
堕
邪
見
な
り
︒

④
今
時
才
覚
を
以
て
善
知
識
立
人
多
其
見
処
を
探
り
見
れ
ば
︑
︽
心
に
知
ら
れ
ず
言
端
及
ば
ざ
る
処
を
実
と
の
心
︾
と
思
り
︒
加
様
な
ら

む
見
解
は
︽
老
子
の
智
を
棄
て
聖
を
絶
す
︾
と
云
て
︑
︽
思
想
分
別
の
心
起
こ
ら
ざ
れ
。
神
明
自
然
也
︾
と
云
に
は
︑
何
の
頭
か

ぶ

り

又
有
ら
ん
や
︑

浅
猿
き
事
也
︒

⑤
又
一
類
の
見
解
あ
り
︒
︽
仏
法
と
も
不
思
、
世
間
の
法
と
も
不
思
、
我
人
ぞ
善
悪
し
な
む
と
も
不
思
、
又
加
様
に
万
思
は
ぬ
所
こ
そ
よ
け
れ
ど

も
不
思
、
只
少
無
物
寒
し
、
ひ
た
る
し
︵
空
腹
︶
よ
り
外
に
は
知
る
事
も
無
き
様
に
、
自
然
に
色
を
見
、
声
□
︹
を
︺
聞
ど
も
、
其
に
移
ら
ず
、
性

に
任
て
明
し
暗
す
。
生
死
と
立
ど
も
不
恐
、
菩
提
と
立
ど
も
不
願
、
又
我
云
事
を
も
忘
た
れ
ば
命
も
不
惜
、
腹
不
立
、
万
の
物
不
惜
て
、
是
に
勝
た

る
楽
、
何
事
か
有
る
べ
き
な
ん
︾
と
思
へ
り
︒
是
は
自
然
外
道
見
也
︒
又
平
生
無
事
見
と
も
申
□〔す

〕

也
︒
此
輩
等
為
中
に
極
め
て
多
し
︑

又
是
な
ら
ぬ
見
解
を
不
可
注
尽
︒

⑥
霊
光
を
不
見
程
は
何
と
心
得
た
り
ど
も
︑
皆
そ
ぞ
ろ
事
也
︒
又
そ
ぞ
ろ
な
る
見
解
を
発
し
て
︑
︽
我
は
霊
光
を
見
た
り
、
悟
た
り
。
不

審
無
し
︾
な
ん
と
云
人
︑
世
中
に
多
し
︑

⑦
又
︽
心
源
は
都
て
知
ま
じ
き
物
也
。
眼
の
己
を
不
見
、
指
の
己
に
触
れ
ざ
る
が
如
し
︾
と
云
人
も
有
り
︑
皆
当
た
ら
ぬ
事
也
︒
只
実
あ
ら

む
人
は
励
み
修
行
し
て
実
処
解
て
後
︑
諸
の
見
解
を
見
て
払
う
べ
き
也
︒

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
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①
か
ら
③
ま
で
は
﹁
邪
見
者
﹂
と
称
し
て
︑

｢是
面
の
邪
見
者
に
は
近
人
も
罪
を
可
得ウ

る
な
り
︒
国
境
を
も
可
追
出
也
︒
可
悲
︑
代
︵
に
︶
既
に
末
法
下
り
て
は
︑
万
ず
悪
事

有
也
︒﹂︵
五
一
丁
左
︶

と
手
厳
し
く
批
難
し
て
い
る
︒
①
は
﹁
人
の
根
の
衰
え
た
今
の
末
法
の
時
代
に
も
︑
同
じ
よ
う
な
修
行
を
す
る
智
慧
の
無
い
人
﹂
を

云
っ
て
い
る
︒
②
は
﹁
仏
教
の
智
慧
を
得
た
人
︵
上
品
人
︶
が
悟
り
な
ど
無
い
︑
と
言
う
の
を
聞
い
て
︑
自
分
は
深
く
迷
っ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
︑
悟
り
な
ど
無
い
と
公
言
し
て
い
る
人
﹂
で
あ
ろ
う
か
︒
③
は
﹁
修
行
に
よ
っ
て
悟
っ
た
人
の
こ
と
を
知
っ
て
︑
只

管
に
厳
し
い
修
行
し
て
い
る
人
﹂
で
あ
ろ
う
︒

④
は
︑﹁
頭
で
考
え
る
こ
と
を
せ
ず
︑
智
を
使
わ
ず
分
別
の
心
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
良
い
と
︑
思
っ
て
い
る
人
﹂
の
こ
と
で
あ
ろ

う
︒
⑤
は
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
心
に
思
わ
ず
に
︑
自
然
に
気
持
ち
に
任
せ
て
生
き
て
い
る
人
﹂
を
取
り
上
げ
︑
彼
ら
の
態
度
を

﹁
自
然
外
道
見
﹂︑﹁
平
生
無
事
見
﹂
と
し
て
い
る
︒

実
は
︑
こ
の
⑤
の
人
々
に
つ
い
て
筆
者
は
極
め
て
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
達
磨
宗
の
人
々
を
指
す
と

き
に
︑
⑤
の
よ
う
な
表
現
を
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒﹃
興
禅
護
国
論
﹄
で
︑
問
者
は
次
の
よ
う
に
質
問
す
る
︒

｢問
曰
︑
有
人
妄
称
禪
宗
︑
名
曰
達
磨
宗
︒
而
自
云
︑
無
行
無
修
︑
本
無
煩
悩
︑
元
是
菩
提
︒
是
故
不
用
事
戒
︑
不
用
事
行
︑
只
応
用
偃
臥
︒
何

労
修
念
仏
︑
供
舎
利
︑
長
斎
節
食
耶
云
々
︒﹂︵
大
正
蔵
八
〇
︑
七
下
︶︵
問
う
て
曰
く
︑
或
る
人
妄
り
に
禅
宗
と
称
し
名
づ
け
て
達
磨
宗
と
曰
う
︒

し
か
も
自
ら
云
く
︑
行
無
く
修
無
く
︑
本
よ
り
煩
悩
無
く
︑
元
よ
り
是
れ
菩
提
︒
是
れ
故
︑
戒
を
用
い
る
事
せ
ず
︑
行
を
用
い
る
事
せ
ず
︑
只
だ
応

に
偃
臥
を
用
い
る
べ
し
︒
何
ぞ
念
仏
を
修
し
︑
舎
利
を
供
し
︑
長
斎
節
食
す
る
こ
と
を
労
せ
ん
耶
と
云
々
︒
是
の
義
如
何
︒
答
え
て
曰
く
︑
其
れ
之

真
福
寺
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出
﹁
仮
名
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す
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試
論
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の
類
を
造
ら
ざ
る
こ
と
悪
無
し
也
︒
聖
教
に
中
に
空
見
と
言
う
如
き
は
︑
是
れ
也
︒
此
の
人
と
共
に
語
り
同
座
す
べ
か
ら
ず
︒
応
に
避
く
き
こ
と
百

由
旬
な
り
︒︶

つ
ま
り
︑
達
磨
宗
に
は
﹁
戒
も
行
も
せ
ず
自
然
に
任
せ
て
す
ご
し
て
い
る
集
団
﹂
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
っ
た
観
が
あ
る
︒

ま
た
︑
達
磨
宗
が
中
国
唐
代
馬
祖
禅
を
踏
襲
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら(
)︑﹁
平
生
無
事
﹂
︵﹁
平
常
心
是
道
﹂︑﹁
貴
人
是
無
事
﹂
を

29

組
合
わ
せ
た
も
の
か
？
︶
の
こ
と
ば
は
説
得
力
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
嘗
て
筆
者
は
別
稿
で
達
磨
宗
が
必
ず
し
も
︑﹃
興
禅
護
国
論
﹄
の

問
者
の
描
写
が
大
日
房
能
忍
に
関
わ
る
達
磨
宗
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
た(
)︒﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
が
︑
果
た
し
て
﹁
大
日
本

30

国
特
賜
金
剛
阿
闍
梨
能
忍
﹂
と
書
か
れ
た
紙
幅
か
ら
五
紙
置
い
て
︵
失
紙
︶
説
か
れ
た
法
語
に
大
日
房
能
忍
を
祖
師
と
す
る
達
磨
宗

を
批
判
的
に
書
く
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
⑤
の
人
に
つ
い
て
の
問
題
は
︑
達
磨
宗
の
真
実
の
姿
と
合
わ
せ
て
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な

ろ
う
︒

⑥
は
﹁
い
い
加
減
な
考
え
で
︑
自
分
は
霊
光
を
み
て
悟
り
を
得
た
と
吹
聴
す
る
人
﹂
を
指
し
て
い
る
︒
⑦
は
﹁
心
源
は
知
る
こ
と

は
無
い
︒
自
分
の
眼
を
自
分
が
見
え
な
い
し
︑
自
分
の
指
を
自
分
の
指
で
触
れ
る
こ
と
は
な
い
﹂
と
考
え
る
懐
疑
論
者
の
よ
う
な
人

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
な
﹁
邪
見
者
﹂
や
﹁
自
然
外
道
﹂
は
︑
あ
る
い
は
﹁
放
下
僧
﹂︑﹁
暮
露
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
伝
統
仏
教
か
ら
外
れ
た

禅
者
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
ち
な
み
に
﹁
放
下
僧
﹂︑﹁
暮
露
﹂
が
鎌
倉
時
代
末
期
に
は
多
数
存
在
し

た
こ
と
が
︑
原
田
正
俊
氏
の
論
文
に
詳
し
い(
)︒

例
え
ば
︑﹃
塩
山
和
泥
合
水
集
﹄
に
は
︑﹁
我
ス
デ
ニ
本
来
ノ
面
目
ヲ
明
メ
タ
リ
︑
這
裏
ニ

31

ハ
我
ナ
ク
人
ナ
ク
︑
仏
モ
ナ
ク
法
モ
ナ
ク
シ(
)﹂
の
描
写
は
⑥
の
人
々
を
髣
髴
と
さ
せ
る
︒
し
か
し
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
で
云
う
﹁
邪

32

見
者
﹂
や
﹁
自
然
外
道
﹂
が
﹁
放
下
僧
﹂︑﹁
暮
露
﹂
な
ど
の
禅
者
た
ち
と
関
連
性
が
あ
る
か
否
か
は
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
の
答

者
を
特
定
す
る
な
か
で
︑
批
判
さ
れ
る
人
々
を
限
定
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
考
え
る
︒
更
な
る
研
究
を
重
ね
︑
他
日
を
期
し
て
発
表

真
福
寺
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出
﹁
仮
名
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る
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論
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で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

結
語

一
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
為
に
漢
字
と
平
仮
名
交
じ
り
の
文
に
書
き
換
え
︑
全
文
を
記
載
し
た
︒
結
果
︑

全
体
は
大
ま
か
に
五
つ
の
内
容
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
解
っ
た
︒

二
︑
二
つ
の
修
行
の
病
︵
坐
禅
の
病
︶
︑﹁
着
意
の
病
﹂
と
﹁
忘
懐
の
病
﹂
に
つ
い
て
説
か
れ
︑
大
慧
禅
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
︒
同
時
に
﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
仏
全
本
と
﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
今
津
本
の
法
燈
國
師
法
話
に
も
二
つ
の
坐
禅
病
に
つ
い
て
書
か

れ
て
い
る
た
め
︑
法
燈
派
と
の
関
連
も
推
定
で
き
る
が
︑﹁
着
意
の
病
﹂
と
﹁
忘
懐
の
病
﹂
を
﹁
昏
﹂
と
﹁
散
﹂
と
表
現
し
て
い
る

の
で
︑
直
接
の
関
係
が
あ
っ
た
か
否
か
は
疑
問
の
余
地
が
残
る
︒

三
︑
大
慧
禅
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
仏
全
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
今
津
本
で
は
坐
禅
に
お
い
て
公
案
が
用
い
ら
れ
る
が
︑﹁
真
福
寺

仮
名
法
語
﹂
を
生
み
出
し
た
グ
ル
ー
プ
で
は
公
案
は
用
い
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
初
心
の
人
の
坐
禅
を
説
く

﹃
法
燈
國
師
坐
禪
儀
﹄
仏
全
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
今
津
本
の
﹁
同
法
語
云
﹂
に
も
公
案
の
提

示
が
見
ら
れ
な
い
︒
法
燈
派
で
は
初
心
の
人
に
は
﹁
念
起
の
坐
禅
﹂
を
︑
初
心
を
終
え
た
人
に
は
﹁
公
案
﹂
の
坐
禅
を
推
進
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
で
は
こ
の
法
燈
派
の
初
心
の
人
へ
の
法
話
と
関
連
性
が
あ
る
こ
と
が
解
っ
た
︒
ま
た
︑

大
慧
禅
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
仏
全
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
今
津
本
で
は
﹁
念
じ
尋
ね
る
手
段
﹂
と
し
て
公
案
を
推
進
し
て
い
る
が
︑

﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
で
は
︑﹁
念
じ
尋
ね
る
場
所
﹂
と
し
て
﹁
心
の
源
﹂
を
説
き
︑
更
に
︑﹁
心
の
源
﹂
を
見
る
こ
と
︵
＝
見
性
︶
を

度
々
強
調
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
心
の
源
﹂
は
大
日
房
能
忍
の
問
答
集
と
思
わ
れ
る
金
沢
文
庫
蔵
﹃
見
性
成
佛
論
﹄
の
﹁
心
性
﹂
と
同

様
の
考
え
方
で
あ
り
︑
両
者
の
共
通
性
を
伺
い
見
る
こ
と
が
出
来
る
︒

四
︑﹁
無
心
無
念
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
︑
法
燈
派
の
﹁
無
念
無
心
﹂
と
﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
の
﹁
無
心
無
念
﹂
の
表
現
が
異

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶

五
五



な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
ま
た
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂︑﹃
法
燈
國
師
坐
禪
儀
﹄
仏
全
本
︑﹃
法
燈
國
師
法
語
﹄
金
沢
文
庫
本
に
﹁
無

心
﹂︑﹁
無
念
﹂
の
説
明
が
あ
り
︑
そ
の
思
想
的
内
容
か
ら
︑
や
は
り
﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
と
法
燈
派
と
の
関
連
性
を
感
じ
さ
せ
る
︒

五
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
に
は
他
の
仏
教
者
又
は
宗
教
者
を
批
判
す
る
部
分
が
あ
る
︒
批
判
対
象
者
は
七
種
類
の
人
々
が
い
る
︒

特
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
⑤
の
﹁
自
然
外
道
見
﹂︑﹁
平
生
無
事
見
﹂
と
揶
揄
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
︒
従
来
の
達
磨
宗
を
描
写
し
た
か

の
内
容
で
あ
る
が
︑
祖
師
の
名
﹁
大
日
本
国
特
賜
金
剛
阿
闍
梨
能
忍
﹂
と
書
か
れ
た
紙
幅
か
ら
五
丁
置
い
て
︑
こ
の
よ
う
な
批
判
的

な
こ
と
を
書
か
れ
る
こ
と
に
は
︑
大
い
に
疑
問
を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
果
た
し
て
達
磨
宗
が
⑤
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
か
︑

再
考
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
︑﹁
真
福
寺
仮
名
法
語
﹂
が
ど
こ
で
誰
に
よ
っ
て
成
立
し
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
︑
今
後
の
大
き

な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
翻
刻
が
発
表
さ
れ
て
さ
ほ
ど
時
間
も
経
て
い
な
い
上
︑
筆
者
は
原
文
を
実
見
し
た
わ
け
で
も
な
い
為
︑
実
に
荒
削
り
な

論
文
に
な
っ
た
こ
と
は
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
︒
諸
先
生
方
の
ご
叱
責
と
ご
示
教
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
︒

(了
)

註
(
�

)

『プ
レ
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

真
福
寺
大
須
文
庫
聖
教
展
観
︱
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
︱
﹄︵
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
︑
二

〇
〇
八
︶
二
三
頁

(
�

)

翻
刻
は
﹁
心
閑
ナ
ル

リ
（

ま

ま

）

ヌ
レ
バ
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
心
閑
ナ
リ
ヌ
レ
バ
﹂
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
︑﹁
心
閑
ナ

ル
（

ま

ま

）

リ
ヌ
レ
バ
﹂
と
表
記
す

る
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
︒

(
�

)

翻
刻
は
﹁
コ
ト
ハ
シ
﹂

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶

五
六



(
�

)

老
子
﹃
道
徳
経
﹄
第
十
八
章
﹁
絶
聖
棄
智
︑
民
利
百
倍
﹂

(
�

)

翻
刻
は
﹁
カ
フ
リ
﹂

(
�

)

翻
刻
は
﹁
ヒ
タ
ル
シ
﹂

(
�

)

｢上
堂
云
︒
靈
光
獨
耀
︒
迥
脫

根
塵
︒
體
露
真
常
︒
不
拘
文
字
︒
心
性
無
染
︒
本
自
圓
成
︒
但
離
妄
緣

︒
即
如
如
佛
︒﹂﹃
洪
州
百
丈
山
大

智
禪
師
語
錄

﹄︵
大
正
藏
六
九
︑
六
中
二
︶

(
�

)

作
者
不
明

(
�

)

｢諸
修
行
中
禪
定
為
最
︒
若
不
安
禪
靜
慮
︒
三
界
流
轉
觸
境
茫
然
︒
所
以
道
探
珠
宜
靜
︒
浪
動
水
取
應
難
︒
定
水
澄
清
心
珠
自
現
︒﹂﹃
勅

修
百
丈
清
規
﹄
卷
第
五
﹁
坐
禪
儀
勅
修
百
丈
清
規
﹂
卷
第
五
︵
大
正
藏
四
八
︑
一
一
四
三
上
二
三
︱
二
五
︶

(

)

｢心
の
谷
﹂
は
﹁
心
の
珠
﹂
あ
る
い
は
﹁
心
の
玉
﹂
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
︒
五
九
丁
左
二
行
目
は
同
じ
百
丈
坐
禪
義
の
引
用
が
あ
る
が
︑

10
﹁
心
の
玉
﹂
と
あ
る
︒

(

)

翻
刻
は
﹁
無
程
﹂

11(

)

｢智
覺
禪
師
﹂
は
﹃
宗
鏡
録
﹄
の
著
者
︑
永
明
延
寿
の
諡
号
︒

12(

)

｢第
六
意
識
有
四
類
︒
一
明
了
意
識
︒
亦
通
三
境
︒
與
五
同
緣

實
五
塵
︒
初
率
爾
心
中
是
性
境
︒
若
以
後
念
緣

五
塵
上
方
圓
長
短
等
假
色
︒

13

即
有
質
獨
影
︒
亦
名
似
帶
質
境
︒
二
散
位
獨
頭
意
識
︒
亦
通
三
境
︒
多
是
獨
影
︒
通
緣

三
世
有
質
無
質
法
故
︒
若
緣

自
身
現
行
心
心
所
時
︒

是
帶
質
境
︒
若
緣

自
身
五
根
︒
及
緣

他
人
心
心
所
︒
是
獨
影
境
︒
亦
名
似
帶
質
境
︒
又
獨
頭
意
識
︒
初
刹
那
緣

五
塵
︒
少
分
緣

實
色
︒
亦
名

性
境
︒
三
定
中
意
識
︒
亦
通
三
境
︒
通
緣

三
世
有
質
無
質
法
故
︒
是
獨
影
境
︒
又
能
緣

自
身
現
行
心
心
所
故
︒
是
帶
質
境
︒
又
七
地
已
前
有

漏
定
位
︒
亦
能
引
起
五
識
︒
緣

五
塵
故
︒
即
是
性
境
︒
四
夢
中
意
識
︒
唯
是
獨
影
境
︒
第
七
識
唯
帶
質
境
︒
第
八
識
︒
其
心
王
唯
性
境
︒
因

緣

變
故
︒
相
應
作
意
等
五
心
所
︒
是
似
帶
質
真
獨
影
境
︒﹂﹃
宗
鏡
錄

﹄
卷
第
六
八
︵
大
正
藏
四
八
︑
七
九
八
中
一
四
︱
二
九
︶

(

)

石
井
修
道
︵
一
九
七
三
︶︒
金
沢
文
庫
所
蔵
﹃
坐
禅
儀
﹄
に
は
﹁
坐
禪
二
病
一
昏
病
二
散
病
﹂
と
し
て
あ
る
︵﹃
金
沢
文
庫
資
料
全
書
第
一

14

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶

五
七



巻
禪
籍
篇

﹄︑
一
五
九
頁
︶

(

)

｢士
大
夫
學
道
︑
不
出
二
種
岐
路
︒
一
曰
忘
懐
︑
一
曰
著
意
︒
所
謂
著
意
者
︑
杜
撰
長
老
︑
喚
作
管
帯
是
也
︒
忘
懐
者
︑
杜
撰
長
老
︑
喚

15

作
黙
照
是
也
︒
管
帯
黙
照
二
種
病
不
除
︑
則
不
能
出
生
死
︒﹂︵﹃
大
慧
普
覚
禅
師
法
語
﹄︑
石
井
修
道
︑
一
九
九
三
︑
二
九
頁
︶

｢昔
達
磨
謂
二
祖
曰
︑
汝
但
外
息
諸
緣

︑
内
心
無
喘
︑
心
如
墻
壁
︑
可
以
入
道
︒
二
祖
種
種
説
心
説
性
︑
引
文
字
作
證
︑
並
不
契
達
磨
意
︒

前
所
云
忘
懐
著
意
︑
正
謂
此
也
︒
若
不
著
意
︑
則
諸
緣

息
矣
︒
若
不
忘
懐
︑
則
内
心
定
矣
︒︵
中
略
︶
不
是
差
事
︒
得
如
此
了
︑
忘
懐
也
得
︑

著
意
也
得
︒︵
中
略
︶
忘
懐
著
意
︑
二
俱

蹉
過
︒
不
忘
懐
不
著
意
︑
是
箇
甚
麼
︒﹂︵﹃
大
慧
普
覚
禅
師
法
語
﹄︑
石
井
修
道
︑
一
九
九
三
︑
三

〇
︱
三
一
頁
︶

｢苟
能
於
日
用
應
緣

留
處
︑
不
昧
最
初
一
念
︑
不
忘
懐
不
著
意
︒﹂︵﹃
大
慧
普
覚
禅
師
法
語
﹄︑
石
井
修
道
︑
一
九
九
三
︑
四
四
頁
︶

｢亦
不
得
忘
懐
空
寂
︒
忘
懐
空
寂
︑
則
心
困
矣
︒
心
困
︑
則
昏
沈
矣
︒
轉
疎
轉
遠
︑
則
掉
挙
矣
︒
昏
沈
掉
挙
二
種
病
不
除
︑
欲
息
念
念
馳

求
心
︑
大
似
鄭
州
出
曹
門
︒﹂︵﹃
大
慧
普
覚
禅
師
法
語
﹄︑
石
井
修
道
︑
一
九
九
三
︑
五
〇
頁
︶

｢取
之
捨
之
︑
著
意
忘
懐
︑﹂︵﹃
大
慧
普
覚
禅
師
法
語
﹄︑
石
井
修
道
︑
一
九
九
四
︑
九
六
頁
︶

｢著
意
時
忘
懐
時
︑
掉
挙
時
昏
沈
時
﹂︵﹃
大
慧
普
覚
禅
師
法
語
﹄︑
石
井
修
道
︑
一
九
九
四
︑
九
八
頁
︶

｢亦
莫
著
意
︑
亦
莫
忘
懐
︒
著
意
則
流
蕩
︑
忘
懐
則
昏
沈
︒
不
著
意
︑
不
忘
懐
︑
善
不
是
善
︑
悪
不
是
悪
︒﹂︵
荒
木
見
悟
︑
一
九
六
九
︑

一
一
三
頁
︶

｢初
未
嘗
知
管
帯
忘
懐
之
事
﹂︵
荒
木
見
悟
︑
一
九
六
九
︑
九
二
頁
︶

｢坐
時
︑
不
得
令
昏
沈
︑
亦
不
得
掉
挙
︒
昏
沈
掉
挙
︑
先
聖
所
訶
︒﹂︵
荒
木
見
悟
︑
一
九
六
九
︑
五
七
頁
︶

(

)

石
井
修
道
︵
一
九
七
三
︶
二
九
三
頁

16(

)

『プ
レ
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

真
福
寺
大
須
文
庫
聖
教
展
観
︱
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
︱
﹄︵
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
︑
二

17

〇
〇
八
︶
二
三
頁

真
福
寺
新
出
﹁
仮
名
法
語
﹂
に
関
す
る
試
論
︵
古
瀬
︶

五
八



(

)

早
苗
憲
生
︵
一
九
八
三
︶

18(

)

荒
木
見
悟
︵
一
九
六
九
︶
一
〇
六
頁

19(

)

石
井
修
道
︵
一
九
七
三
︶
二
九
二
頁

20(

)

『法
燈
國
師
坐
禪
儀
﹄︵﹃
大
日
本
佛
教
全
書
﹄
第
四
八
巻
︑
財
団
法
人
鈴
木
学
術
財
団
︑
一
九
七
一
︶
二
七
二
頁
上

21(

)

『金
沢
文
庫
資
料
全
書
第
一
巻
禪
籍
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My preliminary conclusion is that the basic doctrines of the Kana hōgo

are similar to those taught by Dahui and the Hōtō school. There are,

however, some differences, such as the absence of kōan in the Kana hōgo.

The reference to Nōninʼ s name seems to indicate some relation to the

Daruma school, but it is still premature to draw definitive conclusions as to

its nature as well as to the author (s) of theKana hōgo. For this, we need to

further deepen our understanding of the history and philosophy of the

Daruma school.

for Postgraduate Buddhist Studies

Postgraduate Student,

International College
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Summary

Preliminary Study on theKana Hōgo in an Early
Zen Text Newly Found at Shinpuku-ji 真福寺

Tamami Furuse

One of the most amazing aspects of this newly found text is to find the

mention of the name of Nōnin能忍, the founder of the Daruma school達磨

宗. The text consists in an address to Nōnin, publishing Zen texts for

propagation, 5 sheets of blank paper, and a catechism written in Chinese

characters and katakana, which is called Kana hōgo.

In this study, I edit the Kana hōgo text into kanji and hiragana in

accordance with modern conventions.

The preliminary findings of my study on the Kana hōgo include the

following points:

(1) Content-wise, the Kana hōgo consists in five parts.

(2) Defects in the practice of seated meditation (zazen 坐禪) are

expounded in detail. The defects are very similar to the same teachings of

Dahui 大慧.

(3) The practice of kōan公案 is not mentioned. Zazen without kōan公

案 as a practice for beginners might have been used in the Hōtō school法燈

派.

(4) The concept of ʻno mind, no thoughtʼ (mushin munen無心無念) is

very similar to ʻno thought, no mindʼ (munen mushin無念無心) in the Hōtō

school.

(5) The answerer in the Kana hōgo criticizes seven kinds of the

person (or groups) who expouse wrong views on Buddhism. The

description of one of them appears to refer to the (or some of the) followers

of the Daruma school.
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