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「
お
迎
え
」
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
臨
終
間

近
の
方
に
、
あ
の
世
か
ら
、
誰
か
が
、
文
字
ど

お
り
「
お
迎
え
」
が
来
る
こ
と
で
す
。

現
代
人
の
常
識
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り

え
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
綿

密
な
調
査
の
結
果
、「
お
迎
え
」
が
か
な
り
頻

繁
に
起
こ
っ
て
い
る
事
実
が
あ
き
ら
か
に
な
っ

た
の
で
す
。

そ
の
調
査
結
果
は
、

東
京
大
学
大
学
院
人

文
社
会
系
研
究
科

「
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ

Ｅ
『
死
生
学
の
展
開

と
組
織
化
』
の
課
題

と
目
標
」
か
ら
、
二

〇
〇
八
年
三
月
に
発

行
さ
れ
た
『
死
生
学

研
究
』
第
九
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
論
考
の

タ
イ
ト
ル
は
「
現
代
の
看
取
り
に
お
け
る
〈
お

迎
え
〉
体
験
の
語
り
―
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
遺
族
ア

ン
ケ
ー
ト
か
ら
―
」
で
す
。

そ
も
そ
も
こ
の
研
究
の
発
端
は
一
九
九
七
年

に
、
執
筆
者
の
一
人
で
あ
る
岡
部
健
氏
（
爽
秋

会
岡
部
医
院
理
事
長
）
が
、
宮
城
県
名
取
市
植
松

に
、
在
宅
緩
和
ケ
ア

を
専
門
と
す
る
診
療

所
を
開
業
し
た
時
点

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

岡
部
氏
は
臨
床
経
験

の
中
で
、
多
く
の
在

宅
死
患
者
が
「
お
迎

え
」
体
験
を
し
て
い

る
事
実
を
観
察
し
、

こ
う
し
た
体
験
を
も

っ
た
患
者
が
ほ
と
ん

ど
例
外
な
く
穏
や
か

な
最
期
を
迎
え
た
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
厳
密
か
つ
実

証
的
な
調
査
研
究
を

お
こ
な
う
必
要
を
感

じ
、
二
〇
〇
二
年
に

最
初
の
調
査
を
実
施
。

さ
ら
に
二
〇
〇
七
年

に
、
よ
り
大
規
模
で

本
格
的
な
調
査
を
お

こ
な
っ
た
の
で
す
。

じ
つ
は
「
お
迎
え
」
を
体
験
し
た
方
の
割
合

は
、
な
ん
と
四
五
・
六
％
に
も
達
し
て
い
ま
し

た
。
つ
ま
り
半
数
近
く
の
方
に
「
お
迎
え
」
が

あ
っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
驚
く
べ
き
は
、「
お
迎
え
」
の
内
容

で
す
。
す
で
に
亡
く
な
っ
た
家
族
や
知
り
合
い

が
「
お
迎
え
」
に
来
た
と
い
う
例
が
、
全
体
の

五
二
・
九
％
を
占
め
て
い
た
の
で
す
。
も
う
少

し
詳
し
く
い
う
と
、
父
母
が
圧
倒
的
に
多
く
、

つ
い
で
兄
弟
姉
妹　

そ
し
て
友
人
や
知
人
、
配

偶
者
（
夫
・
妻
）
と
い
う
順
番
で
し
た
。

逆
に
、
仏
や
神
が
「
お
迎
え
」
に
来
た
例
が

き
わ
め
て
稀
で
し
た
。
二
〇
〇
二
年
の
先
行
調

査
で
も
、
一
一
四
件

の
う
ち
、
仏
に
ま
つ

わ
る
回
答
は
わ
ず
か

五
件
し
か
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、

論
考
は
佐
々
木
宏
幹

氏
（
駒
澤
大
学
名
誉
教

授
）
に
よ
る
、
日
本

人
の
「
ほ
と
け
」
に

は
三
つ
あ
る
と
い
う

学
説
に
注
目
し
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
の
「
ほ
と
け
」
に

は
①
仏
教
の
如
来
・
②
死
者
・
死
霊
・
③
成
仏

し
た
先
祖
霊
・
遺
骨
の
、
つ
ご
う
三
つ
が
あ
り
、

本
尊
も
「
ほ
と
け
（
仏
）」、
先
祖
も
「
ほ
と
け

（
先
祖
霊
）」
で
あ
る
な
ら
、
人
々
は
教
理
と
し

て
の
「
ほ
と
け
（
仏
）」
よ
り
も
身
内
と
し
て
の

「
ほ
と
け
（
先
祖
霊
）」
に
惹
か
れ
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
と
い
う
学
説
に
、
賛
意
を
表
明
し
て
い

る
の
で
す
。

た
し
か
に
そ
う
考
え
る
と
、
日
本
人
が
先
祖

供
養
を
と
て
も
大
切
と
感
じ
、
連
綿
と
受
け
継

い
で
き
た
理
由
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
最
新
の

研
究
に
よ
っ
て
、
先
祖
供
養
の
意
義
が
明
確
に

な
っ
た
の
で
す
。

挿絵 /長谷川葉月

まさき・あきら
宗教学者。1953年神奈川
県生まれ。国際日本文化研
究センター客員助教授を経
て、慶應義塾大学、立正大
学講師。『「千と千尋」のス
ピリチュアルな世界』など
多数の著書がある。

す
べ
て
の
生
き
も
の
を

供
養
す
る	

正
木	

晃

「
お
迎
え
」
と
先
祖
供
養
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が
、
相
談
者
の
お
寺
に
対
す
る
認
識
が
た
だ
単
に
お

説
教
を
受
け
る
、
法
を
説
い
て
も
ら
う
だ
け
だ
と
、

今
の
時
代
、
期
待
も
大
き
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

避
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
こ
れ
は
と
て
も
勿
体
な
い
こ
と
で
す
。

　
私
た
ち
は
生
き
方
を
説
き
示
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。

お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
、
あ
る
い
は
道
元
禅
師
様
が

説
か
れ
た
教
え
を
お
教
え
す
る
機
会
を
私
た
ち
は
持

っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
が
突
っ
ぱ
ね
ら
れ
て
し
ま
う

と
い
う
の
は
非
常
に
も
っ
た
い
な
い
話
で
す
。
私
か

ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
を
、
い
か
に
柔
軟
に
受
け
取
っ

て
も
ら
え
る
か
、
心
地
よ
く
受
け
取
っ
て
も
ら
え
る

か
と
い
う
の
は
、
こ
ち
ら
の
か
か
わ
り
方
に
非
常
に

左
右
さ
れ
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
私
自
身
の

行
動
に
も
自
覚
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

藤
木
│	

か
か
わ
り
方
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
と
…
…
。

前
田
│	

相
談
者
は
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
強

く
望
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
僧
侶
も
、

そ
の
力
に
な
れ
る
こ
と
を
喜
び
と
し
、
そ
れ
を
望
み

ま
す
が
、
人
の
力
に
な
れ
る
こ
と
を
喜
び
と
す
る
あ

ま
り
、
考
え
を
押
し
付
け
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
り
、

相
談
者
の
状
況
や
思
い
を
聞
く
こ
と
が
疎
か
に
な
り

が
ち
で
す
。
相
談
者
の
状
況
と
思
い
を
知
る
こ
と
は
、

仏
教
の
智
慧
を
説
く
た
め
の
大
切
な
情
報
と
な
り
ま

す
の
で
、
こ
ち
ら
が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
智
慧

を
伝
え
ら
れ
る
状
況
に
す
る
た
め
の
土
台
を
つ
く
る

と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

相
手
の
心
情
に 

寄
り
添
う
と
こ
ろ
か
ら

前
田
│	

例
え
ば
、
ご
主
人
が
亡
く
な
っ
て
一
周
忌
の

法
要
を
や
り
た
い
、
と
相
談
を
受
け
た
場
合
、
相
手

の
心
情
に
何
も
触
れ
な
け
れ
ば
、
た
だ
お
経
を
読
ん

で
終
わ
り
の
は
ず
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
供
養

は
供
養
と
し
て
成
り
立
つ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

ご
遺
族
の
方
の
心
の
整
理
だ
と
か
、
心
の
安
寧
、
安

心
と
い
う
意
味
で
は
不
十
分
だ
と
思
う
ん
で
す
。
で

仏
の
教
え
を 

心
地
よ
く
理
解
し
て
ほ
し
い

藤
木
│ 

お
寺
の
役
割
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、

私
が
子
供
の
頃
は
田
舎
育
ち
の
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
法
要
が
あ
る
と
お
年
寄
り
が
お
寺
に
行
け
ば
、

そ
れ
に
つ
い
て
孫
も
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
お

寺
で
お
坊
さ
ん
の
話
を
聞
く
機
会
は
結
構
あ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
は
そ
ん
な
機
会
は
ま
れ

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
、
寺
子
屋
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
近
年
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
の
中
で
の
お
寺
の
役
割
を
復

活
さ
せ
よ
う
と
、
そ
う
い
う
行
動
が
出
始
め
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
前
田
さ
ん
は
ご
自
坊
（
三
田
・
正
山
寺
）
で
「
あ
な

た
の
お
話
し
、
お
聴
き
し
ま
す
」
と
い
う
対
話
の
場

を
設
け
る
と
い
う
活
動
を
つ
づ
け
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

や
は
り
お
寺
の
役
割
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
お
考

え
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

前
田
│	

そ
う
で
す
ね
、
寺
の
役
割
を
復
活
さ
せ
よ
う

と
い
う
行
動
が
出
始
め
て
い
る
の
は
確
か
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
僧
侶
の
意
識
を
変
え
る
と
同
時
に

一
般
衆
生
の
寺
や
僧
侶
に
対
す
る
期
待
も
含
ま
れ
ま

す
。
私
が
行
っ
て
い
る
相
談
活
動
も
そ
の
一
つ
で
す正山寺外観

前
田
宥
全 

ま
え
だ
ゆ
う
せ
ん

東
京
都
正
山
寺
住
職

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
委
託
研
究
員
。

財
団
法
人
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
協
会
精
神
対
話
士
。

自
死
・
自
殺
に
向
き
合
う
僧
侶
の
会
　
共
同
代
表
。

中
央
区
／
港
区
自
殺
対
策
委
員
。

寺
院
を

語
り
合
い
の
場
と

す
る
た
め
に

 
精
神
対
話
士

前
田
宥
全
師
に
聞
く

聞き手 / 藤木隆宣

　人の力になれることを喜びとするあまり、
考えを押し付けてしまう



6

ら
か
す

初
最

に

談
相

を
受

た
け

に
き
と

こ

の

間
年
一

う
ど

う
い

思

で
い

過た
し
ま
れ
さ
ご

か
」
か
と

お
辛

」

う
よ
う
い
と

な

言
一

を
申
し
上

ら
か
ろ
こ
と
る
げ

始

す
ま
り
ま

　

て
し
そ

日
当

ご
の

養
供

が
す
ま
り
な
と

の

前
に

分
〇
二
体
大

い
ら
ぐ

話
法

い
だ
た
い
て
せ
さ
を

て

し
を

が
終

墓
に
行

て

の
で

は
て

事
食

な
う
よ
う
い
と
る
す
を

合
具

ね
す
で

そ

的
般
一

と
思

が
す
ま
い

お
で
こ
こ
よ
い
よ
い

事
食

に
き
と
う
い
と

ま
れ
そ

は
で

話
法

う
い
と

的
方
一

が
の
た

ら
か
こ
そ
ん
だ
ん
だ

徒
信
檀

や

身
自
者
詣
参

の

的
情
心

が
の
も
な

吐

露

す
ま
り
あ
が
と
こ
る
く
て
れ
さ

　

的
体
具

な
話

ば
れ
す
を

の

打
ち
合

で
せ

話
電

に
き
と
た
し
を

丈

ね
よ
た
し
ま
い
て

」
と

あ
あ
は

う
い

容
内

の
話

は
の
う
い
と

に

丈
方

ら
か
ん
さ

聞

れ
け
な
え
ら
も
て
い

ば
話

ら
か
だ

族
親

も
に

話

す
で
と

」
る
さ
だ

の
こ

れ
け
た
き
で
ん
こ
え

も
ど

を
た
ふ

閉

た
い
て
め

分
部

て

を
切

後
に

て
し
う
こ

過

き
て
し
ご

た

は
い
る
あ

人
主

が

前
生

を
と
こ
な
ん
ど

言

か
と
か
の
た
い

な
ん
ど
は
ち
た

活
生
婦
夫

を
営

か
と
か
の
た
き
で
ん

あ
ば
が
と
こ
な
う
よ
う
い
と

」
と

人
「

に
話

と
こ
う
い
と
る
す
を

か
な
か
な

慣

し
い
な
い
て
れ

る
す

会
機

ら
か
す
で
の
も
い
な
が

丈
方

に
ん
さ

聞

て
い
だ
た
い
て
い

の

持
気

ち

に
気

た
し
ま
き
で
が
と
こ
く
づ

だ
た

悲

い
し

思
い

で

過
間
年
一

な
う
よ
た
き
て
し
ご

気

が
す
ま
し
も

考
え
直

と
る
み
て
し

の
く

人
に
支

れ
ら
え

も
ら
が
な
い
し

人
主

ら
か

教

陳元贇碑（ちんげんぴんひ）
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に
と

気

き
づ

お

香
線

を
立

て
て

人
主

に
語
り
掛
け

た
し
ま
し
り
た
い
て

も
に
ろ
こ
と
な
ん
そ

気
を
向

き
で
が
と
こ
る
け

て
と

も
心
が
安

た
し
ま
り
な
に
か
ら

」
お
と

話

た
れ
さ
し

方

た
し
ま
い
が

　
時

て
し
と

と
い
た
に

思

方

る
い
も

す
で
け
わ

付
年
長

き
添

り
添

た

侶
伴

を
亡

た
れ
さ
く

の
こ

妻
が

は
い
る
あ

夫

が
亡

う
も

分
自

は
に

生

く
い
て
き

力
気

う
い
と
い
な
も

方

う
い
う
そ

死

な
う
よ
う
い
と
い
た
に

境
心

を
語
る

所
場

か
ん
な

し
す
で
け
わ
い
な

な
ん
そ

重

い
た

で
は

ね
よ
ん
せ
ま
き

お
う
い
う
そ

持
気

を
ち

初

て
め

で
こ
こ

露
吐

る
れ
さ

は

人
主

が
亡

死
度
何

と
う
の

思

」

を
と
こ
う
い
と

め

て
話

す
で
ん
る
な
に
と
こ
す

ガ
で
か
こ
ど
は

ス
抜

な
ろ
い
ろ
い

情
事

で

は
い
る
あ

的
会
社

な

潮
風

な

ス
ガ
か
な
か

抜

き
で
が
き

に
ず

栓
る
い

方
が
多

と
い

思

ま
い

す

で
こ
こ
が
れ
そ

化
変

が
す
で
け
わ
る
す

の
そ

方
の

露
吐

を
と
こ
た
れ
さ

く
ま
う

に
向

て
け

話

が
と
こ
く
い
て
し
を

必

要

す
で

来
未

を

向
前

に
き

 

生

く
い
て
き

助
手

に
け

─
木
藤

 

徒
信
檀

の
思
い

を
ろ
こ
と
の

引
き
出

を
と
こ
う
い
う
ど
は
に
め
た
す

心

─
田
前

 

は
れ
そ

徒
信
檀

の

々
方

く
な
で
け
だ

き

交

人
も
含
め

象
対

と
こ
う
い
と
て
べ
す
は

も
ど
れ
け
ん
せ
ま
れ
し
も
か
る
な
に

の
そ

方
の
思

に
い

点
視

を
向

か
す
ま
い
い
と
る
け

─
木
藤

 

今

お
の

話
の

う
も

死

と
い
た
い
ま
し
で
ん

談
相

が
仮

い
う
ど

う

応
対

か
す
ま
い
さ
な
を

─
田
前

 

は
れ
こ

本
基
番
一

は
ろ
こ
と
き
べ
る
す
と

死

い
ら
ぐ
い
た
い
ま
し
で
ん

辛

う
い
と
い

の
そ

気

持

ま
ま
の
そ
を
ち

私
が
受
け
止

で
と
こ
う
い
と
る
め

す

ば
え

は
死

い
た
い
ま
し
で
ん

」

お
と

か
す
で
う
そ

ら
ぐ
い
た
い
ま
し
で
んい

辛

ね
す
で
ん
い

そ

の
辛
い

況
状

因
原

は
何

か
す
で

」
と

掘
り
下

て
げ

聞

う
よ
く

す
ま
い
て
し
に　

と
る
す
う
そ

が
亡

常
日

が
か
と
い
な
ら
な
ま
ま

烏枢沙摩明王像（うすさまみょうおうぞう）

時として、死にたいと
　思っている方もいるわけです
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お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
死
に
対
す
る
整
理
の
仕
方
を
進

め
て
い
く
。
私
が
分
析
を
し
て
、
解
釈
的
な
理
解
を

進
め
て
、
そ
の
方
自
ら
吐
露
さ
れ
た
こ
と
を
う
ま
く
、

そ
の
方
の
歴
史
と
し
て
紡
い
で
、
じ
ゃ
あ
ど
う
い
う

ふ
う
に
そ
れ
を
未
来
に
向
け
て
行
き
ま
し
ょ
う
か
と
、

そ
う
い
う
話
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
こ
で
大
き
な
支
え
に
な
る
の
が
仏
教
な
の
で
す
。

い
じ
め
　
子
ど
も
を
取
り
巻
く

深
刻
な
状
況

藤
木
│	

そ
れ
で
は
今
度
は
子
ど
も
た
ち
の
問
題
で
、

い
じ
め
な
ど
よ
く
報
道
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
ど

ん
な
こ
と
で
相
談
に
こ
ら
れ
ま
す
か
。

前
田
│	

こ
れ
は
深
刻
な
問
題
で
す
ね
。
子
ど
も
を
育

て
る
の
は
大
人
で
す
の
で
、
子
ど
も
が
育
っ
て
い
く

環
境
と
い
う
の
は
、
必
ず
大
人
が
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
、
家
庭
に
し
て
も
学
校
に
し
て
も
。
こ
れ
が
な
ぜ

深
刻
か
と
申
し
上
げ
る
か
と
い
う
と
、
家
庭
で
の
長

た
る
親
も
生
き
方
を
子
ど
も
に
説
か
な
い
。
学
校
の

先
生
も
子
ど
も
に
生
き
方
を
説
か
な
い
と
い
う
問
題

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
基
準
が
何
も
な
い
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
私
の
と

こ
ろ
に
来
て
い
る
中
学
生
で
す
が
、
い
じ
め
を
受
け

て
あ
る
年
の
夏
休
み
が
終
わ
っ
て
か
ら
学
校
に
行
け

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
学
校
の
先
生
が
対
応
し
て

く
れ
た
の
は
い
い
ん
で
す
が
、
先
生
は
喧
嘩
両
成
敗

だ
と
、
言
っ
て
み
れ
ば
ど
ち
ら
も
悪
い
し
、
ど
ち
ら

も
悪
く
な
い
と
い
う

よ
う
な
対
応
を
取
っ

て
し
ま
っ
た
、
要
す

る
に
放
任
で
す
。
結

局
、
い
じ
め
ら
れ
て

い
る
子
は
学
校
に
行

け
な
い
。

　
今
、
公
立
の
学
校
は
ど
こ
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど

も
、
い
じ
め
対
策
を
し
て
い
ま
す
と
か
、
真
剣
に
取

り
組
ん
で
い
る
と
言
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
取
り
組

み
方
が
ま
た
ひ
ど
く
て
、
学
校
に
行
け
な
く
な
っ
た

子
ど
も
を
ど
う
や
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
違
う
受

け
皿
に
移
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
し
か
考
え
て
い

な
い
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
的

な
塾
に
行
か
せ
て
、
何
と
か
勉
強
だ
け
は
継
続
し
て

い
け
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
い
じ
め
対
策
と
称
し

て
い
る
。
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
を
転
校
さ
せ

て
、
い
じ
め
対
策
と
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
本
当
は
、
自
分
は
学
校
に
行
き
た
い
、
仲
良
し
の

友
達
だ
っ
て
い
る
し
、
み
ん
な
と
遊
び
た
い
の
に
、

い
じ
め
に
あ
っ
て
行
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
悪

い
こ
と
に
、
そ
の
子
の
家
の
近
く
に
大
き
な
公
園
が

あ
り
、
い
じ
め
た
連
中
が
そ
こ
に
遊
び
に
来
る
よ
う

な
状
況
で
家
に
い
て
も
大
変
辛
い
。
あ
い
つ
ら
を
殺

し
て
や
り
た
い
と
ま
で
そ
の
子
は
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
ま
ま
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
だ
っ
た

ら
あ
い
つ
ら
を
思
い
知
ら
せ
る
た
め
に
お
れ
が
死
ん

あ
る
い
は
伴
侶
は
い
る
け

れ
ど
、
家
庭
内
別
居
で
孤

立
し
た
よ
う
な
状
態
で
、

一
日
誰
と
も
話
さ
な
い
と

か
、
あ
る
い
は
家
族
か
ら

そ
れ
こ
そ
無
視
を
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る

と
、
い
ろ
い
ろ
な
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う

い
う
中
で
、
も
う
私
は
存

在
し
て
い
て
も
意
味
が
な

い
の
で
は
な
い
か
、
死
ん

で
し
ま
い
た
い
と
、
そ
う

い
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ

る
方
や
孤
立
し
て
し
ま
っ

て
い
る
方
が
多
い
と
思
い

ま
す
。

藤
木
│	

そ
う
い
う
方
が
来
ら
れ
て
、
前
田
さ
ん
と
の

出
会
い
が
あ
る
、
そ
こ
か
ら
そ
の
方
ご
自
身
は
ど
う

い
う
と
こ
ろ
で
気
づ
き
、
ま
た
こ
れ
か
ら
の
道
を
見

つ
け
て
い
か
れ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

前
田
│	

も
と
も
と
も
な
ぜ
自
分
が
死
に
た
い
と
思
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
気
づ
い
て
い
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
気
づ
い
て
い
な
い
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
が
、
理
由
を
は
っ
き
り
自
覚
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
後
ろ
向
き
だ
っ
た
も
の

を
自
分
の
命
を
紡
い
で
い
く
べ
く
、
自
分
自
身
の
状

況
や
思
い
と
向
き
合
い

は
じ
め
ま
す
。

　
た
だ
単
に
当
面
の
問

題
が
あ
る
か
ら
死
に
た

い
の
で
は
な
く
、
実
は

も
と
も
と
自
己
肯
定
感

が
薄
か
っ
た
り
、
命
そ

の
も
の
に
対
す
る
執
着

が
薄
弱
だ
っ
た
り
す
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
家

庭
内
で
自
分
が
抱
え
て

い
る
問
題
を
話
し
て
く

だ
さ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
掘
り

下
げ
て
、
そ
の
中
で
自

分
は
ど
の
よ
う
な
感
情

を
抱
い
て
い
る
の
か
、
い
つ
頃
か
ら
そ
う
い
う
思
い

を
も
っ
た
の
か
を
お
聞
き
し
た
り
し
ま
す
。

　
非
常
に
厳
し
い
両
親
に
育
て
ら
れ
た
中
で
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
私
に
い
つ
も
優
し
く
接
し
て
く
れ
た
。

そ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
て
、
私
は
抜
け
殻

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
話
を
し
て
く
れ
る
方
が
い
ま

し
た
。「
あ
な
た
の
死
に
た
い
と
い
う
思
い
も
も
ち

ろ
ん
大
切
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
過
去
の
話
を
ど

う
い
う
ふ
う
に
整
理
し
た
ら
い
い
の
か
を
考
え
ま
し

ょ
う
」
と
話
し
ま
す
。
こ
こ
が
と
て
も
大
切
に
な
っ

て
く
る
ん
で
す
。

本堂内観

親も生き方を子どもに説かない。
　学校の先生も子どもに生き方を説かない
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な
う
よ
う
い
と
る
や
で

持
気

を
ち

持　

御
親

は
て
し
と
ん
さ

校
学

ち
に

訴

し
す
ま
い
て
し
を
え

れ
そ

上
以

の

置
措

と
い
な
き
で
が

で
と
こ
う
い

行
き
詰

で
ト

私
を
知
り
来

で
け
わ
た
れ
ら

す

も
で

の
そ

子
が
死

い
た
に

か
と

を
ら
つ
い
そ

殺

り
や
て
し

う
い
と
い
た

思

は
に
い

は
親

御

は
ん
さ

気

で
ん
い
な
い
て
い
づ

ね
す

の
そ

子

で
こ
こ
も

初

う
い
う
そ
て
め

持
気

ち

を

露
吐

て
し

を
見

め
つ

何

を
れ
そ
か
と

乗
り

越

る
い
て
し
と
う
よ
え

況
状

す
で

─
木
藤

お
話
は

手
相

の

談
相

に
応

思

が
す
ま
い

々
多

る
あ

─
田
前

す
で
う
そ

つ
一
つ
事

情
が
違

ね
で
の
す
ま
い

か
と

分
自

の

持
気

の
ち

理
整

よ
け
つ
を

と
う

張
頑

方

の
そ

理
整

ら
け
つ
を

か
る
れ

か
の
い
な
れ
ら
け
つ

難

ね
す
で
ろ
こ
と
い
し

　

だ
た

に
来

る
れ
ら

い
よ
り
よ

生
人

を

標
目

し
と

に
も
と

考

き
い
て
え

と
い
た

思

集
募
り
便
お

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読
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仏ぶ
つ

遺ゆ
い

教
き
ょ
う

経
ぎ
ょ
う

（
仏ぶ

つ

垂し

般は
つ

涅ね

槃は
ん

略
り
ゃ
く

説せ
っ

教
き
ょ
う

誡か
い

経き
ょ
う） 

—

姚よ
う

秦し
ん

三さ
ん

蔵ぞ
う

法ほ
う

師し  

鳩く

摩ま

羅ら

什
じ
ゅ
う 

訳や
く

原
文
訓
読

戒か
い

は
是
れ
正

し
ょ
う

順じ
ゅ
ん

解げ

脱だ
つ

の
本も

と

な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に

波は

羅ら

提だ
い

木も
く

叉し
ゃ

と
名
く
、
此
の
戒
に
依え

因い
ん

て
、
諸
の
禅ぜ

ん

定じ
ょ
う

及
び
滅
苦
の
智ち

慧え

を
生
ず
る
こ
と
を
得
、
是
の
故

に
比び

丘く

、
当ま

さ

に
浄

じ
ょ
う

戒か
い

を
持た

も

っ
て
毀き

欠け
つ

せ
し
む
る
こ
と
勿な

か

る
べ
し
、
も
し
人
、
能よ

く
浄
戒
を
持
て
ば
、
是
則
ち
能

く
善
法
有
り
。
若
し
浄
戒
無
け
れ
ば
諸し

ょ

善ぜ
ん

功く

徳ど
く

皆
生
ず

る
こ
と
を
得
ず
、
是
を
も
っ
て
当
に
知
る
べ
し
、
戒
は

第
一
安あ

ん

穏の
ん

功く

徳ど
く

の
所し

ょ

住じ
ゅ

処し
ょ

た
る
こ
と
を
。

訳戒
は
、
戒
に
正
し
く
順
い
、
苦
し
み
の
世
界
か
ら
抜
け
出

て
覚
り
を
得
る
根
本
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
波
羅
提
木

叉
（
出
家
者
が
守
り
続
け
る
戒
律
、
こ
れ
に
よ
っ
て
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
こ
と

が
で
き
る
）
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
戒
に
よ
っ
て
行
動

し
た
な
ら
ば
、
諸
々
の
禅
定
や
苦
し
み
を
滅
ぼ
す
（
整
え
る
）
智

慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
比
丘
た
ち
よ
、
ぜ
ひ
と
も
浄
戒
（
仏
の
定
め
た
戒
）
を
守
り
、

こ
れ
を
破
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
浄

戒
を
守
れ
ば
、
善
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
も
し
浄
戒
を

守
ら
な
け
れ
ば
、
諸
々
の
善
き
功
徳
を
得
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
よ
く
よ
く
分
か
り
な
さ
い
、
戒

こ
そ
、
最
高
の
平
穏
無
事
の
功
徳
を
得
ら
れ
る
拠
り
所
で
あ

る
こ
と
を
。

原
文
訓
読

汝な
ん

等だ
ち

比
丘
、
已す

で

に
能よ

く
戒
に
住
す
。
当ま

さ

に
五ご

根こ
ん

を
制

し
て
、
放ほ

う

逸い
つ

し
て
五ご

欲よ
く

に
入
ら
し
む
る
こ
と
勿な

か

る
べ
し
、

譬た
と

え
ば
牧ぼ

く

牛ご

の
人
の
杖
を
執
っ
て
之
に
視み

せ
し
め
て
、

縦じ
ゅ
う

逸い
つ

し
て
人
の
苗

み
ょ
う

稼け

を
犯
さ
し
め
ざ
る
が
如
し
、
若

し
五
根
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
れ
ば
、
唯
五
欲
の
み
に
非

ず
、
将ま

さ

に
涯が

い

畔は
ん

無の

う
し
て
制
す
べ
か
ら
ず
、
亦
、
悪あ

く

馬め

の
く
つ
わ
づ
ら
を
以
て
制
せ
ざ
れ
ば
、
当
に
人
を
牽ひ

い

て
、
坑

き
ょ
う

陥か
ん

に
お
と
さ
し
め
ん
と
す
る
が
如
し
、
も
し
劫こ

う

害が
い

を
被
む
る
も
苦
一
世
に
止
ま
る
、
五
根
の
賊ぞ

く

禍か

は
わ

ざ
わ
ひ
累る

い

世せ

に
及
ぶ
、
害
を
為
す
こ
と
甚
だ
重
し
。
慎

ま
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
、

訳比
丘
た
ち
よ
、
比
丘
で
あ
る
の
で
、
君
た
ち
は
す
で
に
戒

を
受
け
て
そ
の
中
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、

五
根
（
眼
・
耳
・

鼻
・
舌
・
身
の
五
根
）

の
感
覚
器
官
を

制
御
し
て
、
勝

手
気
ま
ま
に
五

欲
（
色
・
声
・
香
・

味
・
触
の
五
境
）
に

振
り
回
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
の

が
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
牛
を
放

牧
す
る
人
が
、

（
制
御
す
る
）
杖
を

見
せ
し
め
て
、

勝
手
気
ま
ま
に

他
人
の
家
の
農
作
物
を
食
べ
さ
せ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

も
し
、
五
根
の
好
き
勝
手
に
さ
せ
た
な
ら
ば
、
ま
さ
に
涯
の

な
い
五
欲
を
生
じ
て
、
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で

は
な
く
、
あ
ば
れ
馬
の
轡
を
以
て
制
御
し
な
け
れ
ば
、
そ
の

馬
は
人
を
引
き
ず
っ
て
穴
の
中
に
落
と
そ
う
と
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
も
し
、
劫
害
（
劫
水
、
劫
風
の
こ
と
か
、
こ
の
世
の
終

わ
り
の
よ
う
な
大
洪
水
や
大
風
災
の
害
）
に
よ
る
苦
し
み
は
、
一
世
で

終
わ
る
が
、
五
根
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
災
い
は
、
何
世
に

も
及
ぶ
ほ
ど
の
も
の
で
、
大
変
に
重
い
害
に
な
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

原
文
訓
読

是こ

の
故ゆ

え

に
智ち

者し
ゃ

は
制
し
て
而し

か

も
随し

た
が
わ
ず
。
之こ

れ

を
持じ

す

る
こ
と
賊ぞ

く

の
如
く
に
し
て
縦

じ
ゅ
う

逸い
つ

な
ら
し
め
ざ
れ
、
た
と

い
こ
れ
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
と
も
、
皆
ま
た
久
し
か

ら
ず
し
て
其そ

の
磨ま

滅め
つ

を
見
ん
、
こ
の
五
根
は
心
を
其
の

主
と
な
す
。
是
の
故
に
汝な

ん

等だ
ち

ま
さ
に
好
く
心し

ん

を
制
す
べ

し
、
心
の
畏お

そ

る
べ
き
こ
と
毒ど

く

蛇じ
ゃ

・
悪あ

く

獣じ
ゅ
う・

怨お
ん

賊ぞ
く

・
大
火
よ

り
も
甚は

な
は

だ
し
、
越お

つ

逸い
つ

な
る
こ
と
未
だ
諭さ

と

す
る
に
足
ら
ず
。

た
と
え
ば
人
有
り
、
手
に
蜜み

つ

器き

を
執
っ
て
動ど

う

転て
ん

軽
き
ょ
う

躁そ
う

し
て
、
但た

だ
蜜
の
み
を
観
て
深じ

ん

坑き
ょ
うを

見
ざ
る
が
如
し
、

ま
た
狂お

う

象ぞ
う

の
鉤か

ぎ

な
く
、
猿え

ん

猴こ
う

の
樹
を
得
て
騰と

う

躍や
く

踔ち
ょ
う

躑
ち
ゃ
く

し
て
、
禁き

ん

制ぜ
い

す
べ
き
こ
と
難が

た

き
が
如
し
。

当
に
急
に
之
を
挫

と
り
ひ
しい

て
放ほ

う

逸い
つ

な
ら
し
む
る
こ
と
無
か

る
べ
し
。
此こ

の
心
を
縦

ほ
し
い
ま
まに

す
れ
ば
人
の
善ぜ

ん

事じ

を
喪う

し
の

う
、

之
を
一い

っ

処し
ょ

に
制
す
れ
ば
事
と
し
て
辨べ

ん

ぜ
ず
と
い
う
こ
と

無
し
。
是こ

の

故ゆ
え

に
比
丘
当ま

さ

に
勤
め
て
精
進
し
て
汝
が
心
を

折し
ゃ
く

伏ぶ
く

す
べ
し
。

訳こ
う
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
智
慧
あ
る
も
の
は
、
五
根
を
制

御
し
て
、
従
う
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
五
根
を
制
御
し

続
け
る
こ
と
は
、
五
根
を
賊
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
捕
ま
え

て
勝
手
気
ま
ま
に
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
五
根
の
ほ
し
い
ま

ま
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
は
全
て
間
も
な
く
消
え
て

な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
空
し
い
も
の
で
あ
る
。
五
根
の

主
と
な
る
の
は
心
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
比
丘
た
ち
よ
、

ぜ
ひ
と
も
心
を
制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
が
恐
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
毒
蛇
・
悪
獣
・
怨
賊
・
大
火
よ
り
も

は
な
は
だ
し
く
、
そ
れ
以
上
で
あ
る
こ
と
は
喩
え
る
も
の
が

ほ
か
に
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
蜜
の
入
っ
た
器
を
手
に
し
た
の
で
、
嬉
し
く

て
気
持
ち
が
浮
か
れ
て
、
蜜
だ
け
に
気
を
取
ら
れ
、
深
い
穴

が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
か
な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
た
、
狂

っ
た
象
を
制
御
す
る
の
に
鉤
が
な
か
っ
た
り
、
猿
に
木
に
の

ぼ
ら
れ
て
し
ま
い
、
飛
び
跳
ね
た
り
走
り
回
っ
た
り
す
る
の

を
、
制
御
す
る
こ
と
が
難
し
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
は
あ
り
ま
す

が
、
心
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
い
か
な
る
働
き
も
為
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
生
き
て
命
の
あ
る
間

は
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
は
い
か
よ
う
に
も
働
き
ま
す
。

心
が
あ
る
か
ら
で
す
。

美
し
い
も
の
を
見
れ
ば
欲
し
い
と
思
う
、
騒
々
し
い

音
が
す
れ
ば
う
る
さ
い
と
腹
を
立
て
る
、
お
い
し
そ
う

な
匂
い
が
す
れ
ば
食
べ
た
い
と
い
う
気
を
起
こ
す
、
お

い
し
い
も
の
を
食
べ
た
と
き
も
っ
と
食
べ
た
い
と
食
欲

を
起
こ
す
、
十
分
眠
っ
た
は
ず
な
の
に
ま
だ
ま
だ
眠
い

と
惰
眠
を
貪
る
、
な
ど
な
ど
五
根
が
も
ろ
も
ろ
に
働
く

の
は
、
心
の
作
用
で
す
。

五
根
を
制
御
す
る
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
心
を
制

御
す
る
こ
と
で
す
。
五
根
が
欲
に
振
り
回
さ
れ
る
の
は
、

心
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

心
に
振
り
回
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
ど
う
し
た
ら
、
心
に
振
り
回

さ
れ
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
お
釈
迦
様
は
、
お
っ
し

ゃ
る
の
で
す
。「
戒
は
是
れ
正
順
解

脱
の
本
」
な
の
で
す
か
ら
、「
当
に

浄
戒
を
持
っ
て
毀
欠
せ
し
む
る
こ

と
勿
る
べ
し
」
と
。

お
釈
迦
様
は
、
仏
弟
子
た
ち
が
ま

こ
と
の
解
脱
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
、

最
期
の
教
え
を
説
い
て
、
解
脱
に
導

い
て
く
だ
さ
り
た
い
の
で
す
。
弟
子
を
思
う
師
の
真
情

で
す
。
こ
の
度
こ
の
お
経
を
学
ぶ
私
た
ち
も
、
厳
し
い

戒
が
順
々
に
説
か
れ
ま
す
が
、
御
釈
迦
様
の
真
情
を
受

け
止
め
て
、
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

御
釈
迦
様
の
願
い
は
、
す
べ
て
の
人
間
を
救
い
た
い
、

悠
々
と
し
た
真
の
幸
せ
の
境
地
に
導
い
て
く
だ
さ
り
た

い
、
そ
れ
だ
け
で
す
。
御
釈
迦
様
が
、
お
説
き
く
だ
さ

っ
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

苦
し
み
の
淵
か
ら
救
っ
て
く
だ
さ
り
た
い
の
で
す
、

悩
み
の
暗
闇
か
ら
、
広
々
と
明
る
い
世
界
に
導
い
て
く

だ
さ
り
た
い
、
そ
れ
だ
け
で
す
。
そ
の
願
い
で
お
説
き

く
だ
さ
っ
た
の
が
、「
戒
」
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
戒
を
実
践
で
き
る
の
は
、
汝
達
比
丘
、

君
た
ち
自
身
、
と
語
り
か
け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
先
、
解
説
を
次
号
で
も
続
け
ま
す
が
、
お

釈
迦
様
は
常
に
「
汝
達
比
丘
」「
汝
達
比
丘
」
と
語
り
か

け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
私
た
ち
の
代
わ
り

に
、
こ
の
命
を
生
き
て
く
だ
さ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
主
人

公
は
あ
な
た
で
す
。
あ
な
た
の
眼
・

耳
・
鼻
・
舌
・
身
と
心
は
あ
な
た
の

も
の
。
私
の
主
人
公
は
私
で
す
。
私

の
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
と
そ
れ
を

制
御
す
る
心
は
私
の
も
の
。
任
さ
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
五
根
と
心
で
す
。
戒

を
灯
り
に
生
き
て
い
く
、
人
間
の
道

を
学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

で
あ
る
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
急
い
で

心
を
制
御
し
お
さ
え
て
、
好
き
勝
手

に
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
心

を
勝
手
気
ま
ま
に
さ
せ
れ
ば
、
人
と

し
て
の
善
事
（
誠
信
・
孝
順
・
精
進
・
念
善
・
一

心
・
智
慧
な
ど
）
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。
心
を
一
つ
処
に
制
御
す
る
な
ら
ば
、

い
か
な
る
こ
と
も
処
理
で
き
な
い
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
比
丘
た
ち
よ
、
ぜ

ひ
と
も
精
を
出
し
て
仏
道
修
行
に
専
念
し
、
汝
の
迷
い
や
放

逸
な
心
を
打
ち
砕
い
て
し
ま
い
な
さ
い
。

 

解
説

こ
の
度
、『
仏
遺
教
経
』
を
訳
し
て
み
ま
し
て
、
原

文
訓
読
に
対
し
て
、
逐ち
く

語ご

訳や
く

で
は
意
味
が
通
じ
づ
ら
い

こ
と
に
改
め
て
気
が
付
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
和
文
で

あ
っ
て
も
、
耳
に
聞
い
て
い
る
だ
け
で
は
せ
っ
か
く
の

お
釈
迦
様
の
最
後
の
説
法
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い

で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
逐
語
訳
で
は
な
く
、
意
味
が
通
じ
る
よ
う

に
言
葉
を
補
っ
た
り
、
ま
た
訓
読
が
主
語
と
述
語
の
位

置
や
、
修
飾
語
の
位
置
な
ど
が
転

倒
し
た
り
し
て
い
て
、
そ
の
ま
ま

の
逐
語
訳
で
は
わ
か
り
ず
ら
い

文
章
が
多
い
の
で
、
訳
文
を
丁
寧

に
し
て
み
ま
し
た
。

そ
れ
で
訳
文
を
お
読
み
い
た

だ
け
れ
ば
、
改
め
て
こ
の
経
文
の

解
釈
は
不
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
是
非
、
訳
文
を

よ
く
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

五
根
の
欲
に
振
り
回
さ
れ
な
い
こ
と

お
釈
迦
さ
ま
は
、
周
り
に
集
ま
っ
て
き
た
弟
子
た
ち

に
、
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
、
説
い
て
く
だ
さ
い
ま

す
の
は
、
五
根
の
欲
の
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
を
五
根

と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
機
能
に
欲
の
思
い
を
抱
か
さ
れ

る
の
が
「
意
」
の
働
き
で
す
。
こ
の
経
典
で
は
「
心
」
と

表
現
し
て
い
ま
す
。「
こ
の
五
根
は
心
を
其
の
主
と
な
す
。

是
の
故
に
汝
等
ま
さ
に
好
く
心
を
制
す
べ
し
」
と
。
心

と
は
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
大
変
に
と
ら
え

ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
の
よ

う
に
指
し
示
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
眼
・
耳
・

鼻
・
舌
・
身
が
そ
の
働
き
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

「
心
」
の
作
用
に
よ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
辞
書
を
引

い
て
み
ま
す
と
、「
人
間
の
精
神
」「
人
間
の
理
性
・
知

識
・
感
情
・
意
志
な
ど
の
働
き
の
も
と
に
な
る
も
の
」

な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
遺
体

如来立像(保善寺）
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子
供
で
も
、
大
人
で
も
誰
れ
で
も
書
け
ま
す
。
円え
ん

相そ
う

と
い
い
ま
す
。
継つ

ぎ
目
も
な
く
、
初
め
も
終
わ
り

も
な
い
。
だ
円
形
も
あ
れ
ば
、
い
び
つ
な
円
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
で
仏
様
の
姿
、
心
を
表
わ
し
ま
す
。
更

に
い
え
ば
、
書
い
た
人
の
心
持
ち
を
表
わ
し
ま
す
。

こ
の
仏
様
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
、
仲
々
、
難
か
し

い
問
題
で
す
。
見
た
人
、
夫そ
れ

々ぞ
れ

に
答
え
が
あ
り
、
書

い
た
人
も
そ
れ
を
思
い
、
円
の
横
、
上
、
下
に
言
葉

を
添
え
て
い
ま
す
。
著
じ
ゃ
く

語ご

、
添
え
語
、
賛さ
ん

で
す
。
こ

の
言
葉
に
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。
曹
洞
宗
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
臨
済
宗
の
仙せ
ん

厓が
い

の
円
相
で
○
の
横
に

「
こ
れ
く
ふ
て
茶
ま
い
れ
」
と
あ
り
ま
し
た
。
○
を

饅
頭
に
見
立
て
て
い
ま
す
。
同
じ
臨
済
宗
の
白は

く

隠い
ん

は

○
の
横
に
「
遠
州
浜
松
、
よ
い
茶
の
出
ど
こ
、
む
す

め
や
り
た
や
お
茶
つ
み
に
」
と
。

私
達
に
仏
様
の
心
持
ち
を
印
象
深
く
示
し
て
く
れ

ま
す
。
仏
様
は
日
常
の
生
活
の
中
に
あ
り
、
両
者
共
、

庶
民
の
中
に
入
っ
て
、
教
え
を
わ
か
り
易
く
説
い
て

い
ま
す
。

宗
門
の
円
相
を
紹
介
し
ま
す
。
最
初
は
黙も
く

子し

素そ

渕え
ん

（
一
六
七
三
〜
一
七
四
六
）。
徳と
く

翁お
う

良り
ょ
う

高こ
う

の
弟
子
。
岡

山
県
西
来
寺
、
静
岡
県
少
林
寺
、
鳥
取
県
退
休
寺
に

住
し
、「
黙も
く

子し

和お

尚し
ょ
う

語
録
」
が
あ
り
ま
す
。
○
の
上

に
「
如
臨
宝
鏡
、
形
影
相
視
、
汝
不
是
渠
、
渠
正
是

汝
」
と
あ
り
ま
す
。
訓よ

ん
で
み
る
と
〝
宝ほ
う

鏡き
ょ
うに

臨の
ぞ

ん
で
、

形ぎ
ょ
う

影よ
う

、
相あ

い
視み

る
が
如
し
、
汝
、
こ
れ
渠か
れ

に
あ
ら
ず
、

渠か
れ

ま
さ
に
こ
れ
汝
〟
で
す
。「
宝ほ
う

鏡き
ょ
う

三ざ
ん

昧ま
い

」
と
い
う

経
に
あ
り
、
宝
鏡
と
は
鏡
、
鏡
を
前
に
し
て
、
形
と

影
を
み
る
。
汝
と
は
形
、
渠
と
は
影
で
あ
り
、
形
は

形
、
影
は
必
ず
形
を
持
っ
て
影
が
あ
る
と
い
う
の
で

す
。仙

厓
、
白
隠
の
賛
と
は
違
い
難
解
で
す
。

も
う
一
本
は
明
み
ょ
う

庵あ
ん

哲て
つ

了り
ょ
う（

一
七
〇
五
〜
一
七
七
九
）

で
す
。
大だ
い

梅ば
い

法ほ
う
せ
ん

の
弟
子
で
長
野
県
耕
雲
寺
、
貞
祥

寺
、
滋
賀
県
善
勝
寺
、
常
徳
寺
に
住
し
た
人
で
す
。

こ
の
賛
は
「
寒か
ん

山ざ
ん

詩し

」
の
「
無
物
堪
比
倫
」
で
〝
物
の

比ひ

倫り
ん

す
る
に
堪た

う
る
な
し
〟
と
訓
み
ま
す
。
こ
の
○

を
澄
み
切
っ
た
秋
月
と
み
て
、
他
と
比
べ
よ
う
が
な

く
、
何
と
も
説
明
の
し
よ
う
が
な
い
と
。

曹
洞
宗
二
人
の
賛
は
仏
典
の
心
得
が
な
け
れ
ば
、

わ
か
ら
な
い
が
、
仙
厓
、
白
隠
は
読
め
ば
、
わ
か
り

ま
す
。
日
頃
の
く
ら
し
ぶ
り
に
仏
心
を
見
つ
け
て
い

ま
す
。
こ
の
わ
か
り
や
す
さ
こ
そ
が
、
仙
厓
、
白
隠

の
人
気
の
も
と
な
の
で
す
。

よしおか・はくどう
1942年9月27日、静岡県生まれ、
駒澤大学仏教学部卒、永平寺僧堂
研究科修了。現在静岡県藤枝市文
化財保護審議会会長、禅文化・洞
上墨蹟研究会会長、正泉寺東堂。

現
代
宗
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書
吉
岡
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た
し
示
で
動
行
を
心
る
せ
寄
に
地
災
被
の
北
東
も

が
様
師
禅
両
の
寺
持
總
・
寺
平
永
山
本
大

揮
毫

恐
山
の
灯
火

県
善
寶
寺

を
水
浄
の

捧
持

行
て
け
か
間
日
六
で
ま
市
巻
石
県
城
宮
る
あ
で
点

常
安

寺

南
相
馬
市
の
同
慶
寺

が
な
え
唱
を
経

し
ま
り
降
が
雨
は
盤
終

網
代
笠
や

法
衣 東

祈りの道

東日本大震災
慰霊と復興祈願の行脚

19

さ
流
が
墓
お
や
物
造
建
の
て
べ
す
為
い
近
が
岸
海

を
身
が
方
の
く
多
て
し
と
所
難
避
の
民
住
域
地

員
全
て
し
ら
鳴
を
鐘
は
に
分
六
十
四
時
二
後
午
の

し
脚
行
を
程
行
の
㎞
〇
五
五
約
離
距
総
が
侶
僧
の

く
な
少
は
と
こ
る
れ
さ
道
報
が
状
現
の
地
災
被

17

人
万
（
2

）
在
現
月

が
方
る
い
で
ん
住
に
宅
住
設
仮
ち
う

6

す
ま
い
く
近
人
万

（
1

）
在
現
月

 

材
取
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す
。
春
に
は
沈じ
ん

丁ち
ょ
う

花げ

が
芳
香
を

漂
わ
せ
、
夏
に
は

や
っ
て
く
る
蝉
が

季
節
の
声
を
響
か

せ
ま
す
。
秋
に
な

れ
ば
葉
が
色
づ
き
、

冬
に
は
木
々
に
積

も
っ
た
雪
が
清
浄

の
景
色
を
現
出
さ

せ
ま
す
。

道
元
禅
師
に

「
春
は
花
　
夏
ほ

と
と
ぎ
す
　
秋
は

月
　
冬
雪
さ
え
て

冷
し
か
り
け
り
」
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
禅
寺

に
足
を
踏
み
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
美
し
い
四
季
を
、

そ
の
移
ろ
い
を
感
じ
る
こ
と
で
、
人
の
心
は
解
き
放

た
れ
、
静
か
で
穏
や
か
な
も
の
と
な
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

「
禅
の
庭
」
は
自
然
を
凝
縮
し
て
境
内
に
展
開
し
た

も
の
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。「
禅
の
庭
」
は
禅

僧
が
修
行
に
よ
っ
て
会え

得と
く

し
た
自
分
の
心
の
境
地
を

空
間
に
置
き
換
え
る
、
表
現
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
中
国
か
ら
日
本
に
「
禅
の
庭
」

造
り
を
伝
え
た
の
は
、
の
ち
に
鎌
倉
・
建
長
寺
の
ご

開
山
様
に
な
ら
れ
る
蘭ら
ん

渓げ

道ど
う

隆り
ゅ
う（

大だ
い

覚が
く

禅ぜ
ん

師し

）
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
日

本
で
は
平
安
時
代

に
す
で
に
庭
造
り

は
確
立
さ
れ
て
お

り
、
橘
た
ち
ば
な
の

俊と
し

綱つ
な

と

い
う
人
の
手
に
な

る
が
有
力
と
さ
れ

る
『
作
庭
記
』
と

い
う
書
物
も
編
ま

れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
は
「
禅
の

庭
」
の
代
表
格
で

あ
る
枯か
れ

山さ
ん

水す
い

に
つ

い
て
の
記
述
も
あ

り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
平
安
時
代
に
芽
吹
い
て
い
た
枯
山
水
の
考
え
方

は
、
鎌
倉
時
代
に
禅
宗
が
広
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
花

開
い
た
、
本
格
化
し
た
、
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
で
の
「
禅
の
庭
」
づ
く
り
の
祖
は
夢む

窓そ
う

疎そ

石せ
き

（
夢む

窓そ
う

国こ
く

師し

）
で
す
。
国
師
は
臨
済
宗
の
人
で
建
長
寺

で
も
修
行
し
て
い
ま
す
。「
禅
の
庭
」
造
り
を
牽
引

し
た
の
は
臨
済
宗
で
す
が
、
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
り

ま
す
。
禅
僧
の
理
想
は
「
樹じ
ゅ

下げ

石せ
き

上じ
ょ
う」
の
言
葉
が
あ

る
よ
う
に
、
大
自
然
に
抱
か
れ
て
、
大
樹
の
下
に
宿

を
借
り
、
石
の
上
で
坐
禅
を
す
る
と
い
っ
た
修
行
の

姿
で
す
が
、
京
の
都
近
く
に
多
く
建
立
さ
れ
た
臨
済

宗
の
寺
院
は
、
自
然
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

今
で
は
ど
ん
な
建
物
に
も
あ
る
玄
関
で
す
が
、

じ
つ
は
こ
の
言
葉
は
も
と
も
と
禅
語
で
す
。

玄
妙
な
る
空
間
に
入
る
関
所
、
禅
の
修
行
、
仏
の
道

に
入
っ
て
い
く
入
口
、
と
い
う
の
が
そ
の
意
味
で
す
。

禅
寺
で
は
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
、
住
職
の
居
室
で
あ

る
方
丈
に
玄
関
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
江
戸
時

代
以
降
、
一
般
住
宅
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
禅
寺
に
は
玄
関
を

三
つ
造
る
の
が
い
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

ひ
と
つ
は
、
お
参
り
に
こ
ら
れ
る
方
を
お
迎
え
す
る

た
め
の
玄
関
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
ご
法
事
な
ど
で
大

勢
の
方
が
出
入
り
す
る
た
め
の
玄
関
、
そ
し
て
、
三

つ
め
は
、
家
族
が
使
う
玄
関
で
す
。
い
わ
ば
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
、
セ
ミ
パ

ブ
リ
ッ
ク
、
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
の
使
い

分
け
で
す
が
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、

寺
の
居
心
地
も
使

い
勝
手
も
、
大
き

く
向
上
す
る
と
思

い
ま
す
。

部
屋
の
な
か
で

は
自
分
の
師
に
あ

た
る
方
、
尊
敬
す

る
方
の
墨ぼ
く

跡せ
き

、
い

わ
ゆ
る
書
や
頂ち
ん

相ぞ
う

（
姿
図
）
が
と
て
も

大
切
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
床
の
間
に
か
け
、

前
に
香
炉
を
置
い
て
お
香
を
焚
い
た
り
、
花
を
供
え

た
り
し
た
の
で
す
。「
在い
ま

す
が
如
く
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
、
師
は
す
で
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
て

も
、
墨
跡
や
頂
相
を
そ
の
方
に
見
立
て
、
ま
る
で
そ

こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
の
よ
う
な
気
持
ち
で
、
そ
の

前
で
手
を
合
わ
せ
、
お
参
り
を
し
た
わ
け
で
す
。

禅
寺
に
は
境
内
に
塔た
っ

頭ち
ゅ
うと
い
う
別
の
寺
院
が
設
け

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
塔
は
ご

開
山
様
の
お
墓
の
こ
と
。
塔
頭
は
そ
れ
を
お
守
り
す

る
た
め
の
庵
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
発
展
し

て
、
引
退
し
た
僧
の
隠
寮
と
な
り
、
独
立
し
た
寺
院

と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

禅
寺
に
か
ぎ
っ

た
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
お
寺

に
欠
か
せ
な
い
の

が
緑
だ
と
思
い
ま

す
。
樹
木
の
緑
に

は
固
ま
っ
た
心
を

ほ
ぐ
し
て
く
れ
る

力
が
あ
り
ま
す
。

人
知
を
超
え
た
自

然
の
パ
ワ
ー
と
い

っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。
自
然
は
四

季
折
々
の
姿
を
そ

こ
に
現
じ
て
い
ま

 

佇た
た
ず

ま
い
、

    

し
つ
ら
え

禅
の

空
間
、

禅
寺
の
建
物
、

境
内
、

庭
園

枡
野
俊
明
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夜坐の様子

の
で
す
。

そ
こ
で
、
臨
済
宗
の
寺
院

は
自
然
を
凝
縮
し
た
「
禅
の

庭
」
を
さ
か
ん
に
手
が
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、

曹
洞
宗
の
寺
院
は
永
平
寺
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
深し
ん

山ざ
ん

幽ゆ
う

谷こ
く

の
自
然
の
な
か
に
建
立

さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
わ
ざ
わ

ざ
庭
を
造
る
必
要
が
な
か
っ

た
の
で
す
。

「
禅
の
庭
」
は
修
行
を
す
る

者
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を

持
っ
て
い
ま
す
。
禅
寺
で
は

開か
い

枕ち
ん

と
い
っ
て
、
就
寝
時
間
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
す
ぐ
に
布
団
に
入
る
修
行
僧
は
い
ま
せ
ん
。

開
枕
後
に
思
い
思
い
の
場
所
で
坐
禅
を
す
る
の
で
す
。

こ
れ
を
夜や

坐ざ

と
い
い
ま
す
。
こ
の
習
慣
は
、
現
在
の

曹
洞
宗
の
本
山
僧
堂
で
は
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の

が
残
念
で
す
。

そ
の
際
、
修
行
僧
の
多
く
は
庭
に
向
か
っ
て
す
わ

る
の
で
す
。
す
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
見
つ

め
て
い
く
、
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
め
直
す
。
そ
の

た
め
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
空
間
が
、
庭
と
い
う

〝
自
然
〟
の
静
か
な
佇
ま
い
な
の
で
す
。

こ
の
時
代
を
生
き
て
い
る
み
な
さ
ん
は
、
総
じ
て

時
間
に
追
わ
れ
る
よ
う
な
感
覚
を
持
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
休
む
ひ
ま

な
く
走
り
続
け
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
心
は
潤
い
も
余
裕
も
失

っ
て
い
ま
す
。
禅
に
こ
ん
な
言

葉
が
あ
り
ま
す
。「
七し
ち

走そ
う

一い
ち

坐ざ

」。

七
回
走
っ
た
ら
、
一
回
す
わ
り

な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

走
り
続
け
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
と
き
に
は
立
ち
止
ま
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
自
分
を
見

つ
め
る
こ
と
も
、
生
き
方
を
見

つ
め
直
す
こ
と
も
、
立
ち
止
ま

ら
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。
も

ち
ろ
ん
、「
禅
の
庭
」
と
向
き

合
っ
て
坐
禅
を
す
る
の
が
い
ち

ば
ん
い
い
。
し
か
し
、
坐
禅
が
で
き
な
く
て
も
、「
禅

の
庭
」
に
触
れ
る
、
そ
こ
に
立
っ
て
み
る
こ
と
が
、

貴
重
な
〝
一
坐
〟
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。

禅
寺
を
訪
ね
ま
せ
ん
か
？
　
そ
し
て
、「
禅
の
庭
」

で
し
ば
し
の
時
間
を
過
ご
し
、
ぜ
ひ
、
心
に
潤
い
と

余
裕
を
取
り
戻
し
て
く
だ
さ
い
。

ますの・しゅんみょう
1953年、神奈川県生まれ。建
功寺（横浜市鶴見区）住職。多
摩美術大学環境デザイン学科教
授。住職でありながら庭園デザ
イナーとしても高い評価を得て
いる。祇園寺紫雲台庭園『龍門
庭』など国内外多数の庭園作品
を手がける。『心に美しい庭を
つくりなさい。』など著作多数。
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書店もしくは、
下記宛にハガキ・電話・FAX・メールにてお
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平川恒太（ひらかわ・こうた）│ 1987 年高知県生まれ、2011 年多摩美術大学卒業、2013 年東京藝術大学大学院を修了。ゴールデンコン
ペティション 2012 にてグランプリのゴールデン賞（2012）、FACE2013 損保ジャパン美術賞にて審査員特別賞（2013）などを受賞する。




