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生
い
立
ち

山門梅林寺

生
ま
れ
は
、
大
阪
の
阿
倍
野
で
す
。
父
親
は
化

学
会
社
の
染
料
工
場
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。

昔
は
子
供
が
多
か
っ
た
か
ら
、
私
の
父
親
も
十

二
人
兄
弟
で
す
。
親
戚
の
出
入
り
が
多
く
て
、
叔

母
さ
ん
や
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
の
が
、
実
は
い

と
こ
だ
っ
た
り
し
て
。
父
親
が
兄
弟
の
一
番
下
。

母
親
も
六
人
の
一
番
下
。
私
も
三
人
兄
弟
の
末
っ

子
で
す
。
い
と
こ
の
子
で
も
私
よ
り
年
が
上
で
す
。

小
さ
い
頃
は
そ
う
い
う
関
係
が
わ
か
ら
な
く
て
、

叔
母
さ
ん
や
と
思
っ
て
い

た
の

が
中
学
生
頃
に

な
っ
た
ら
、
い
と
こ
だ
っ
た
の
が
わ
か
っ
た
り
ね
。

そ
う
す
る
と
同
じ
い
と
こ
で
も
、
離
婚
し
た
り
、

家
が
倒
産
し
た
の
も
お
る
。
夜
逃
げ
し
た
の
も
お

る
。
小
さ
い
な
か
ら
に
そ
う
い
う
話
を
聞
い
た
り

す
る
と
、
人
生
と
い
う
も
の
は
、
世
の
中
と
い
う

も
の
は
、
と
や
っ
ぱ
り
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
中
学

時
分
と
い
う
の
は
一
番
多
感
な
頃
で
、
い
ろ
い
ろ

思
い
悩
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

私
は
、
昭
和
二
十
八
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
団

塊
世
代
の
後
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
中
学
校
で
は
生

徒
が
二
千
人
お
り
ま
し
た
。
進
学
と
い
う
の
は
大

変
だ
っ
た
で
す
よ
。
家
は
裕
福
で
は
な
か
っ
た
し
。

当
時
、
『
黒
部
の
太
陽
』
と
い
う
、
石
原
裕
次
郎
の

映
画
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
終
わ
っ
て
、
日
本
列
島
改
造
論
で
黒
四
ダ
ム

な
ど
が
施
工
さ
れ
た
と
き
で
し
た
か
ら
、
男
子
一

生
の
仕
事
は
こ
れ
だ
と
思
い
ま
し
た
ね
。
ト
ン
ネ

ル
を
掘
っ
た
り
ダ
ム
を
造
る
。
そ
れ
で
、
府
立
工

専
の
土
木
を
受
験
し
た
の
で
す
。
『
黒
部
の
太
陽
』

に
憧
れ
て
。

競
争
率

が
十
倍
近
く
あ
っ
た
の
じ

や
な
い
で

し
ょ
う
か
。
先
生
か
ら
は
「
無
理
だ
」
と
言
わ
れ

ｊ 之/

ま
し
た
。
そ
れ
で
も
受
け
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

も
の
の
見
事
に
滑
り
ま
し
た
。
親
は
「
公
立
し
か

や
れ
な
い
。
私
立
に
な
ん
か
や
れ
ん
か
ら
働
け
」

と
言
う
。
そ
れ
で
方
向
転
換
を
し
て
、
市
立
工
芸

高
校
の
美
術
科
へ
入
学
し
ま
し
た
。
そ
こ
へ
入
っ

て
み
て
、
「
は
あ
、
い
ろ
ん
な
人
間
か
お
る
な
あ
。

様
々
な
家
庭
が
あ
る
な
あ
」
と
、
本
当
に
そ
う
感

じ
ま
し
た
。

今
ま
で
自
分
が
、
親
に
対
す
る
不
平
不
満
、
例

え
ば
、
家
が
貧
乏
だ
と
か
思
っ
て
い
た
の
が
、
そ

う
い
う
い
ろ
ん
な
生
徒
と
の
付
き
合
い
を
体
験
し

て
、
世
の
中
は
広
く
、
自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
が

い
っ
ぱ
い
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。

だ
か
ら
、
今
ま
で
の
自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
を
経

験
し
た
く
な
っ
て
み
た
ん
で
す
ね
。
今
ま
で
の
自

分
が
否
定
さ
れ
た
よ
う
な
。
そ
れ
ま
で
は
自
分
で

は
大
人
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
こ
れ
じ
ゃ
ダ
メ

だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
。

出

会

い

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
担
任
の
先
生
が
、

い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
下

さ
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
先
生

と
い
う
の
は
大
事
で
す
。
あ
あ
い
う
多
感
な
中
学
、

高
校
の
と
き
に
、
い
か
に
よ
い
先
生
に
巡
り
会
え

る
か
ど
う
か
は
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
。
今
、

(2)



"不平成21 年10月１日発行第九十号

私
自
身
が
こ
う
し
て
雪
香
室
東
海
大
光
老
師
の
後

を
嗣
い
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
な
る
ほ
ど
昔
の
修

行
僧
が
、
師
を
求
め
て
行
脚
を
す
る
。
こ
の
師
弟

の
出
会
い
と
い
う
の
は
、
大
切
な
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
師
に
は
重
大
な
責
任
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
私
は
学
校
で
い
ろ
い
ろ
と
問
題
を
起
こ

し
て
困
ら
せ
た
生
徒
だ
っ
た
の
で
す
が
、
先
生
は

本
当
に
親
身
に
な
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

担
任
の
先
生
が
、
も
う
遷
化
さ
れ
ま
し
た
け
れ

ど
も
花
園
大
学
の
学
長
も
な
さ
れ
た
大
徳
寺
の
立

花
大
亀
老
師
と
、
お
茶
の
ご
縁
が
あ
っ
て
「
実
は

こ
れ
こ
れ
、
こ
う
い
う
生
徒
が
お
り
ま
す
。
困
っ

て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
た
ら
い
い
で

し
ょ
う
か
」
と
相
談
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
う
し
た

ら
大
亀
老
師
が

匸
言
の
も
と
に
「
好
き
に
さ
せ
て

や
っ
た
ら
い
い
じ
や
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た
ら
し

い
で
す
。
た
だ
、
そ
う
は
言
っ
て
も
先
生
に
す
れ

ば
好
き
に
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
の

と
き
、
綾
部
の
和
尚
さ
ん
が
た
ま
た
ま
老
師
の
と

こ
ろ
に
み
え
て
お
っ
た
。
綾
部
の
和
尚
さ
ん
は
保

育
園
の
園
長
さ
ん
や
ら
、
生
活
保
護
司
や
ら
い
ろ

い
ろ
な
町
の
役
を
し
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ

で
「
そ
う
い
う
の
が
お
る
の
な
ら
一
度
綾
部
に
連

れ
て
来
ん
か
」
と
先
生
に
言
わ
れ
た
わ
け
で
、
私

は
綾
部
に
連
れ
て
い
か
れ
ま
し
た
。

初
め
は
そ
う
し
て
先
生
と
一
緒
に
行
き
ま
し
た

が
「
夏
休
み
は
一
人
で
来
い
よ
」
と
言
わ
れ
て
一

人
で
綾
部
に
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
頃
か
ら
、
仏
教
と
い
う
も
の
に
少
し
ず
つ

傾
倒
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

新
聞
社
の
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
か
、
山

田
無
文
老
師
が
法
話
に
来
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
を

聞
き
に
行
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
、
雲
水

さ
ん
が
二
人
つ
い
て
来
ら
れ
て
、
今
で
も
そ
の
話

を
覚
え
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
無
文
老
師
の
前

に
宗
教
学
者
の
梅
原
猛
さ
ん
が
話
を
さ
れ
て
、
そ

の
後
に
無
文
老
師
が
法
話
を
さ
れ
た
。
『
法
華
経
』

の
火
宅

の
話

を
さ
れ
て

お
り
ま
し

た
。
「
火
宅

じ
ゃ
な
あ
～
、
火
宅
じ
ゃ
な
あ
～
」
と
。

雲
水
さ
ん
の
格
好
を
見
て
、
世
の
中
に
は
い
ろ

ん
な
人
が
お
る
も
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
い

う
下
地
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
い
ろ
ん
な
こ
と

を
経
験
し
て
み
た
く
な
っ
だ
の
で
す
ね
。
ま
あ
、

こ
れ
が
高
校
一
年
生
の
と
き
で
す
。

出
　
　
家

そ
う
し
て
い
ざ
高
校
を
卒
業
す
る
と
き
に
、
ど

う
す

る
か
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
。
兄
は
優
秀

だ
っ
た
の
で
教
育
大
学
へ
行
っ
て
、
今
は
校
長
先

生
を
し
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
っ
ち
は
ダ
メ
で
す
。

し
か
し
親
は
私
か
何
も
言
わ
ん
か
ら
、
浪
人
す
る

く
ら
い
に
思
っ
て
い
た
ん
で
し

よ
う
ね
。
で

も
今

ま
で

の
ご
縁

が
あ

っ
た

も
ん
で
す

か
ら
、
ど

う
す

る
か
と
い
う
と
き
に
、
「
エ

イ
、
ヤ

ア
」
と
い
う
感

じ
で
出
家
し
ま
し

た
。
そ
れ
で
綾
部

の
和
尚

さ
ん

が

「
そ
れ
な
ら
美
濃
へ
行
け
」
と
言

う
の
で
、
清

泰
寺
に
入
門
し
た
ん
で
す
。

清

泰
寺
で
一
年
ち

ょ
っ
と

小
僧
生
活

を
し
て
い

ま
し

た
ら
、
伊
深

か
ら
托
鉢
に
み
え

る
し
、

妙
心

僧
堂
か
ら
も
遠
鉢
に
み
え

る
。
雲

水
さ
ん

の
あ
あ

い
う
姿
に
憧
れ
た
の
で

す
ね
。
清

泰
寺
で

は
小
僧

で

も
、
雲

水
の
姿

を
し
て

い
ま
し

た
。
一
年
ほ
ど

し

た
あ

る
日
、
弊

師
で

あ

る
高
林

太

山

和

尚
に

「
僧
堂
に
や
ら
し
て
下

さ
い
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、

怒
ら
れ
ま
し

た
。
「
『
金
剛
経
』

も
読
め
ぬ
の
に
僧

堂
へ
行
っ
て
ど
う
す
る
か
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら

『
金
剛
経
』

の
特
訓
で
す
。
朝
、
粥
座

が
終
わ
っ
て
、
茶

礼

が
終
わ
っ
た
ら
隠
寮
へ
行
っ

て
、
昔
な

が
ら
の
や
り
方
で
火
箸

を
使

っ
て

二

時
佛
在
～
」
と
特
訓

を
受
け
ま
し
た
。
そ

の
と
き

に
弊

師
が

「
お
前
は
高
校
し

か
出
て
お
ら
ん
け
れ

ど

も
、
大
学
は
行

か
ん
で

も
い
い

か
」
と
言

わ
れ

(3)
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勅使門梅林寺

ま
し
た
。
し
か
も
高
校
も
普
通
科
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
し
、
ま
と
も
に
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
す
か
ら
心
配
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し

そ
の
頃
、
無
文
老
師
の
法
話
を
聞
い
て
、「
禅
と
い

う
も
の
は
、
頭
じ
ゃ
な
い
」
と
思
っ
て
お
り
ま
し

た
か
ら
ね
。
学
者
の
梅
原
さ
ん
も
「
禅
は
頭
じ
ゃ

な
い
、
学
問
じ
ゃ
な
い
、
実
践
だ
」
と
言
わ
れ
た
。

そ
う
い
う
言
葉
が
頭
に
残
っ
て
い
た
か
ら
「
い
や
、

学
校
は
い
い
で
す
」
と
断
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

梅
林
僧
堂
へ

さ
て
、
何
処
の
僧
堂
に
掛
搭
す
る
か
と
考
え
た

と
き
に
、
当
時
、
清
泰
寺
の
次
の
新
命
さ
ん
に
な

る
人
が
妙
心
僧
堂
に
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

私
の
兄
弟
子

が
伊
深
に
お
ら
れ
た
。
更
に
は
、
今

度
、
伊
深
の
短
大
に
入
る
と
い
う
兄
弟
子
か
お
り

ま
し
た
。
弊
師
は
平
林
寺
。
そ
れ
か
ら
三
島
の
龍

沢
寺
の
鈴
木
宗
忠
老
師
も
弊
師
の
弟
弟
子
で
す
。

近
辺
に
そ
う
い
う
兄
弟
子
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ
で
一
番
遠
い
と
こ
ろ
、
梅
林
僧
堂
だ
と
思
い
ま

し
た
。

そ
れ
に
九
州
と
い
う
と
こ
ろ
は
行
っ
た
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
す
。
沖
縄
は
ま
だ
外
国
だ
っ
た
し
、

三
十
六
、
七
年
前
の
あ
の
頃
は
、
宮
崎
は
新
婚
旅

行
に
み
な
さ
ん
行
か
れ
て
い
て
、
暖
か
い
と
こ
ろ
。

九
州
の
人
に
は
大
変
失
礼
だ
け
れ
ど
も
、
宮
崎
も

福
岡
も
沖
縄
も
、
み
な
暖
か
い
と
こ
ろ
で
外
国
の

イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
久
留
米
と
い
っ
て

も
、
久
留
米
絣
し
か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
美
濃

で
は
紙
漉
で
、
一
集
落
が
み
な
紙
す
き
の
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た

か
ら
、
久
留
米
へ
行
く
と
み
な
絣
の
機
織
り
を
し

て
い
て
、
気
候
が
暖
か
く
の
ん
び
り
し
て
い
る
よ

い
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
行
っ
た
ん
で
す
。

そ
こ
で
、
昭
和
四
十
八
年
に
梅
林
僧
堂
に
掛
搭

し
ま
し
た
。
四
十
九
年
に
雪
香
室
老
師
の
晋
山
式

が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
一
年
間
は
青
嶂
軒
東
海
玄

照
老
師
の
教
え
を
受
け
、
そ
の
後
は
雪
香
室
老
師

の
教
え
を
受
け
ま
し
た
。

花
園
大
学
へ

ま
だ
新
到
や
旧
新
到
の
う
ち
は
よ
か
っ
た
の
で

す
が
、
三
年
半
い
て
も
、
や
っ
ぱ
り
語
録
な
ん
か

全
然
読
め
ま
せ
ん
し
、
語
も
引
く
こ
と
な
ど
さ
っ

ぱ
り
で
し
だ
か
ら
、
や
は
り
勉
強
は
し
な
け
れ
ば

と
思
い
ま
し
た
。
恐
る
恐
る
弊
師
に
「
大
学
へ
行

か
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
青
春
時
代
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
、
一

般
の
学
生
さ
ん
た
ち
の
よ
う
に
四
年
間
、
下
宿
が

で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
豈
に
測
ら
ん
や

東
海
庵
に
お
世
話
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大
井
際
断
老
師
が
大
分
の
萬
壽
寺
か
ら
移
ら
れ

て
一
年
目
か
二
年
目
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
昭
和

五
十
二
年
で
す
。
東
海
庵
で
二
年
間
大
変
お
世
話

に
な
っ
て
、
あ
と
二
年
間
は
綾
部
の
お
寺
か
ら
通

い
ま
し
た
。

学
生
の
間
も
、
お
盆
、
彼
岸
、
年
末
年
始
の
諸

行
事
、
又
、
法
要
等
で
美
濃
へ
帰
っ
て
い
ま
し
た

か
ら
、
大
学
で
の
、
ク
ラ
ブ
活
動
し
た
り
と
か
、

(4)
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ゼ
ミ
旅
行
と
か
、
そ
う
い
う
の
は
経
験
あ
り
ま
せ

ん
。出

会
い
と
い
う
不
思
議
さ

と
き
ど
き
思
う
の
で
す
が
、
も
し
お
坊
さ
ん
に

な
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
あ
の
ま
ま
絵
の
道
に
進

ん
で
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
え
ば
実
家
の
母
親
に

「
出
家
し
ま
す
。

お
坊
さ
ん
に
な
り
ま
す
」
と
言
っ
て
清
泰
寺
で
兄

弟
子
と
得
度
式
を
し
た
と
き
、
母
親
が
言
っ
た
こ

と
は
、
「
お
前
は
和
尚
さ
ん
に
な
る
因
縁
が
あ
っ

た
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
実
家
は
分
家
で

し
た
か
ら
、
神
棚
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
仏
壇

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
「
お
前
が
生
ま

れ
た
の
は
地
蔵
盆
の
と
き
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

町
内
の
盆
踊
り
が
あ
る
と
き
で
す
。
そ
の
と
き
に

産
気
付
い
て
生
ま
れ
た
と
言
う
の
で
す
。
だ
か
ら

「
あ
な

が
ち
仏
さ
ん
に
ご
縁

が
な
い
わ
け
は
な

い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

本
家
へ
連
れ
て
行
か
れ
、
命
日
の
お
参
り
を
し

た
と
き
に
、
仏
壇
で
チ
ン
チ
ン
叩
く
と
、
祖
母

が

孫
の
可
愛
い
さ
ゆ
え
に
お
菓
子
を
く
れ
た
そ
う
で

す
。
そ
の
お
菓
子
が
欲
し
く
て

「
お
前
は
い
つ
も
、

つ
い
て
行
く
と
、
チ
ン
チ
ン
と
や
っ
て
い
た
も
ん

だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
自
分
自
身
の
考
え
で
こ

の
道
を
選
ん
だ
と
思
っ
て
い

ま
し
た

が
、
そ
う

じ
ゃ
な
い
ん
だ
、
ご
先
祖
さ
ま
か
ら
の
ご
縁
と
い

う
も
の
が
あ
る
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

正
直
こ
そ
取
り
柄

高
校
の
担
任
の
先
生
が
と
て
も
よ
い
先
生
だ
っ

た
。
私
か
父
親
の
愚
痴
を
言
う
。
尋
常
小
学
校
し

か
出
て
お
ら
ん
か
ら
、
学
問
も
な
い
。
会
社
勤
め

と
い
っ
て
も
染
料
を
扱
う
現
場
労
働
者
で
し
た
か

ら
、
会
社
で
の
地
位
も
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を

子
供
心
に
不
満
に
感
じ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
今
か梅林寺　 本 堂前

ら
思
え
ば
、
誠
に
申
し
訳
な
い
こ
と
で
す
が
、
そ

れ
を
言
っ
て
み

た
ら

「
人
間
は
そ
う
い
う
こ

と

じ
ゃ
な
い
や
ろ
。
正
直
し
か
取
り
柄
が
な
い
こ
と

は
、
人
と
し
て
一
番
じ
ゃ
な
い
か
」
と
担
任
の
先

生
は
言
わ
れ
た
。
更
に
「
職
業
云
々
じ
ゃ
な
い
。

ま
た
部
長
や
ら
社
長
や
ら
、
い
ろ
ん
な
人
が
い
る

け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
人
と
し
て
ど
う
生
き
て
い

る
か
、
そ
れ
が
一
番
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
正
直
し

か
取
り
柄
が
な
い
と
い
う
の
は
一
番
よ
い
こ
と

だ
」
と
、
そ
う
担
任
の
先
生
に
言
わ
れ
た
。

皆
さ
ん
は
、
職
業
と
し
て
の
和
尚
さ
ん
、
住
職

と
い
う
立
場
が
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う

い
う
こ
と
は
別
に
し
て
、
や
は
り
一
番
は
、
人
と

し
て
、
人
間
と
し
て
の
生
き
方
の
問
題
で
し

よ
。

何
か
大
切
か
、
こ
れ
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
自

ず
か
ら
僧
侶
・
出
家
と
い
う
も
の
の
根
本
、
源
、

土
台
に
も
な
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

途
中
か
ら
出
家
し
た
人
も
、
お
寺
の
子
供
さ
ん
で

生
ま
れ
育
っ
て
き
た
人
も
同
じ
で
す
よ
。
お
釈
迦

さ
ん
の
人
と
し
て
の
教
え
は
同
じ
で
す
か
ら
。
何

の
変
わ
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
僧
堂
に
行
か
れ
て
、

住
職
に
な
ら
れ
て
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
に
接
す
る

う
ち
に
自
ず
と
「
あ
あ
こ
れ
じ
ゃ
い
か
ん
。
こ
う

い
う
こ
と
か
」
と
い
う
ふ
う
に
、
皆
さ
ん
方
そ
れ

ぞ
れ
に
勉
強
さ
れ
て
、
変

わ
っ
て
い

か
れ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

(5)
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お
礼
の
儀
式

普
通
、
一
般
の
お
寺
で
の
葬
式
、
法
事
、
仏
事

は
大
切

な
柱
で
す
。
ま
た
、
生
活
面
で

の
収
入

の

柱
で

も
あ
り

ま
す
ね
。
こ

れ
を
ど

う
し
て
教
え
て

い
く
か
、
日

々
導

く
と
い
う
と
語
弊

が
あ
る
か
も

し
れ
な
い

が
、
こ

の
こ

と
を
し

っ
か
り
考
え
て

い

か
な
い
と
、
檀
家
さ
ん
は
だ

ん
だ
ん
お
寺
か
ら
離

れ
て
い

き
ま
す
ね
。

今
、

妙
心
寺

の
管
長
さ
ん
で
あ

る
雪
香
室
老

師

は

「
葬
儀
と
い
う
も
の
は
、
亡

く
な
っ
た
大
に
代

わ
っ
て
遺
族

が
お
世
話
に

な
っ
た
皆
さ
ん
方
へ
の

お
礼

を
す
る
儀
式
だ
」
と
い

う
ふ
う
に
お
っ
し

や

っ
た

の
で

す
。
「
亡

く

な
っ
た

大
は
お
礼

が
で

き

な
い
の
で
、
遺
族

が
そ
れ
に
代
わ
っ
て
お
礼

の
意

味
合
い
の
儀
式

を
す

る
の
だ
」
と
い

う
ふ

う
に
言

わ
れ
ま
し
た
。
だ

か
ら

「
わ
し

が
死
ん
だ
ら
葬
式

を
出
さ
ん
で
い
い
」
、
「
無
宗
教
で

い
い
」
、
「
大
に

迷
惑

を

か
け

な
い
」
、
そ

う
言
わ

れ

る
大
た
ち

が

お
ら

れ
ま
す
け
れ
ど
も
、

い
か
に
も
進
ん
だ

よ
う

な
、
文
化
的
な
、
ま
た
故
人
を
尊
重
し
た
よ
う
な

印
象

が
あ
る
よ

う
に
聞
こ
え
ま
す

が
、
し
か
し
こ

れ
は
亡

く
な
っ
た
人

の
傲
慢
で
す
ね
。
亡
く

な
っ

た
大
は
、

決
し
て
自
分
一
人
で
生

き
て
こ
ら

れ
た

わ
け
で

は
な
い
の
で

す
。

ま
た
、
死

ん
で
し

ま
っ

庫裡梅林寺

て
い
る
か
ら
自
分
で
後
始
末
も
で
き
な
い
の
で
す
。

何
よ
り
も
た
く
さ
ん
の
皆
さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ

て
自
分
の
一
生
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で

す
か
ら
、
遺
族
が
代
わ
っ
て
皆
様
方
に
お
世
話
に

な
っ
た
お
礼
を
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

三
本
の
柱

葬
式
・
法
事
と
い
っ
た
所
謂
仏
事
ご
と
は
別
に

し
て
、
禅
宗
の
僧
侶
に
と
っ
て
何
か
大
事
か
と
言

え
ば
、
基
本
は
坐
禅
で
す
よ
。
去
年
、
梅
林
寺
の

開
山
和
尚
の
四
百
年
遠
諱
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ

を
記
念
し
て
梅
林
寺
展
を
石
橋
美
術
館
で
開
催
し

ま
し

た
。
そ

の

と

き
に

美

術

館

の

方

か

ら
。

「
せ
っ
か
く
皆
さ
ん
方
が
来
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、

坐
禅
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
入
館
す
る
人
た

ち
に
坐
禅
の
体
験
を
さ
せ
る
。
そ
れ
を
雲
水
さ
ん

が
指
導
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
話
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、

非
常
に
多
く
の
人
た
ち
が
坐
禅
体
験
を
さ
れ
た
。

こ
の
後
、
久
留
米
市

が
観
光
客
を
呼
び
込
も
う

と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画

し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
も
坐
禅
体
験
の
企
画
が
あ

り
ま
し
た
。
全
部
で
二
十
も
三
十
も
い
ろ
い
ろ
な

イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ
た
中
で
、
坐
禅
体
験
が
一
番
に

満
員
に
な
っ
た
。
で
も
、
初
め
こ
の
話
が
あ
っ
た

と
き
に

「
十
月
、
十
一
月
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
に
、

誰
が
わ
ざ
わ
ざ
お
寺
に
来
て
坐
禅
を
す
る
の
か
」

そ
う
言
っ
だ
の
で
す
が
、
し
か
し
老
若
男
女
、
特

に
子
供
さ
ん
が
多
く
来
ら
れ
ま
し
た
。
「
梅
林
寺

と
い
う
お
寺
さ
ん
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
や
っ

ぱ
り
入
り
に
く
か
っ
た
」
と
い
う
声
を
聞
き
ま
し

た
。
そ
れ
に
「
坐
禅
を
し
て
み
た
い
。
け
れ
ど
も

ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
ど
こ
へ
行
っ
た
ら
い
い
か

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
話
も
聞
き
ま
し
た
。

全
国
に
妙
心
寺
派
だ
け
で
も
約
三
千
四
百
ヶ
寺
、

臨
済
宗
の
お
寺
だ
け
で
も
全
国
に
約
七
千
ヶ
寺
く

ら
い
あ
る
。
こ
の
七
千
の
お
寺
が
そ
う
や
っ
て
坐

㈲
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禅
を
し

た
い
と
い
っ
て
来
ら

れ
た
人

を
受
け

入
れ

れ
ば
よ
い
の
だ
け
れ
ど

も
、
現
状

は
ど

う
で
す

か

ね
。
坐
禅
を
し
た
い
と
い

う
人

が
わ
ざ
わ
ざ
来
る

の
に
、
「
う
ち
は
で

き
ま
せ
ん
」
と
。
や
は
り
受
け

入

れ
て
い

く
よ

う
な
体
制

を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。

た
と
え

ば
、
朝

八
時
か
ら
坐
禅

を
す

る
。

毎
日

が
で

き
ん
の
な
ら
、

毎
週
日
曜
日
に
す

る
と

か
。

自
分

の
お
寺
で

坐
禅

を
す

る
こ
と
で
す
。

そ

う
す
れ
ば
自
然
と
、
あ
の
お
寺
で
は
毎
週
日
曜
日

の
い
つ
に
行
け
ば
坐
禅

が
で

き
る
と
い
う
こ

と
が

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
は
受
け
入
れ
で

す
。

次
は
初
心
者
に

「
足
は
こ
う
組
む
の
で
す
よ
」
。

「
呼
吸
は
こ

う
で
す
よ
」
、
「
数

息
観
は
こ
う
で

す

よ
」
と
指
導
で

き
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
勝
手
に

坐
ら
せ
て

お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
な
る

と
和
尚

さ
ん
が
き
ち
っ
と
数
息
観
を
体
得
し
て
お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
「
あ

そ
こ

の
お
寺

さ
ん庫裡廊下梅林寺

へ
行
け
ば
坐
禅
が
で
き
る
」
、
「
坐
禅
さ
せ
て
も
ら

お
う
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
お
寺
に
せ
に
や
い
か

ん
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
七
千
ヶ
寺
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
僧
堂
へ
行
っ
た
人
は
坐
禅
の
プ

ロ
で
す
か
ら
で
き
る
は
ず
で
す
よ
。
何
は
と
も
あ

れ
、
こ
れ
だ
け
は
や
ら
な
け
れ
ば
。

た
と
え
ば
、
お
葬
式
が
あ
る
と
、
必
ず
七
日
七

囗
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
初
盆
、
一
周
忌
が

あ
る
。
三
回
忌
が
あ
る
。
そ
う
い
う
お
勤
め
の
後
、

た
と
え
十
分
で
も
よ
い
か
ら
坐
禅
を
さ
せ
る
の
で

す
。
こ
の
頃
、
私
は
そ
う
し
て
い
ま
す
。
お
勤
め

が
終
わ
っ
て
、
皆
さ
ん
方
も
多
分
法
話
は
さ
れ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
た
と
え
ば
五
分
で
も
十

分
で
も
、
坐
ら
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
本
当
は
足
を

組
む
わ
け
で
す
が
、
坐
り
方
は
正
座
で
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
「
は
い
、
息
を
吐
い
て
、
吸
っ
て
」
と
い

う
ふ
う
に
呼
吸
法
を
教
え
て
「
一
日
一
度
は
静
か

に
坐
っ
て
、
体
と
呼
吸
を
調
え
ま
し
ょ
う
」
と
。

こ
の
よ
う
に
坐
禅
を
さ
せ
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
と

あ
る
と
思
う
。
と
に
か
く
坐
禅
を
す
る
こ
と
で
す
。

実
践
で
す
ね
。

僧
堂
の
と
き
の
、
坐
禅
、
お
経
、
作
務
、
や
っ

ぱ
り
こ
れ
が
三
本
柱
で
す
よ
。
基
本
で
す
ね
。
ど

う
で
す
か
、
一
ヶ
寺
の
ご
住
職
に
な
ら
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
こ

れ
が
変
わ
る
わ
け
で

は
な
い
で

し
ょ
’つ
。

韋駄天

梅
林
寺
で
も
檀
家
さ
ん
が
三
百
軒
ち
ょ
っ
と
あ

り
ま
す
が
、
所
謂
、
本
山
僧
堂
の
よ
う
に
僧
堂
だ

け
で
は
な
く
檀
務
も
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
と
同
じ

よ
う
に
、
一
ヶ
寺
の
住
職
と
し
て
の
仕
事
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
伽
藍
の
維
持
管
理
も
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
ね
。
し
か
し
私
自
身

は
雲
水
で
来
た
と
き
の
こ
と
を
そ
の
ま
ま
し
て
い

る
だ
け
で
す
。
何
か
と
い
っ
た
ら
坐
禅
、
お
経
、

作
務
で
し
よ
。
結
局
そ
こ
へ
帰
っ
て
い
く
の
じ
や

な
い
で
す
か
。

そ
う
言
い
ま
す
と
「
こ
の
頃
、
世
の
中
が
大
変

な
中
で
も
、
老
師
さ
ん
は
暢
気
で
い
い
で
す
ね
」

(7)
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な
ん
て
言
わ
れ
ま
す
か
ら
、「
ど
う
大
変
な
の
」
と

聞
く
と

「
こ
れ
こ
れ
、
こ
う
だ
」
と
言
う
か
ら
。

「
勝
手
に
み
ん
な
大
変
か
っ
て
い
る
だ
け
じ
や
な

い
か
」
と
答
え
る
の
で
す
。
「
世
の
中
の
こ
と
を
知

ら
ぬ
」
と
言
っ
て
怒
ら
れ
ま
す
け
ど
、
先
ず
は
基

本
的
に
す

べ
き
こ
と
を
し
て
い
け
ば
い
い
ん
じ

や

な
い
ん
で
す
か
。
み
ん
な
が
、
あ
ま
り
に
も
振
り

ま
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
社
会
の

仕
組
み
、
経
済
の
仕
組
み
に
つ
い
て
い
け
な
い
経

済
一
辺
倒
に
な
り
過
ぎ
だ
と
思
う
の
で
す
。
今
回

の
不
況
は
、
み
ん
な
が
少
し
考
え
直
す
の
に
丁
度

よ
い
機
会
じ
や
な
い
で
す
か
。
お
金
は
命
の
次
に

大
事
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
経
済
だ
け
で
み

ん
な
が
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
ね
。
だ

か
ら
禅
宗
の
僧
侶
は
、
坐
禅
、
お
経
、
作
務
で
す

よ
。触

れ
合
い

昔
の
禅
僧
の
よ
う
に
、
黙
っ
て
お
れ
ば
い
い
ん

だ
と
い
う
ふ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。
特

に
若
い
人
た
ち
に
は
わ
か
る
よ
う
に
話
を
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
そ
こ
に
工
夫
と
い
う
も
の
が
い

る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
た
だ
、
直
に
目
の
前
で
お
話

を
す
る
、
直
に
挨
拶
を
す
る
。
そ
う
い
う
触
れ
合

い
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
大
事
に
し
ま
せ
ん
と
、

廴』 9〃 ゛

こ
の
世
の
中
が
お
か
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
て

し
ま
う
。
い
や
、
も
は
や
お

か
し
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。

結
局
、
何
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
右
か
ら
左

に
、
こ
う
だ
、
こ
う
だ
と
い
う
も
の
は
な
い
の
だ

と
思
い
ま
す
。
や
る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
い
く
こ

と
。
そ
れ
し
か
で
き
な
い
で
す
し
ね
。
そ
れ
は
な

ぜ
だ
ろ
う
か
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
、
は
考
え
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
お
釈
迦
さ
ん
が

や
っ
て
き
た
こ
と
を
我
々
も
や
れ
ば
い
い
ん
で
す
。

お
釈
迦
さ
ん
が
話
さ
れ
た
こ
と
を
そ
の
通
り
に
話

せ
ば
よ
い
。
お
釈
迦
さ
ん
が
悟
ら
れ
た
こ
と
を
そ

の
通
り
に
悟
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
は
難
し
い
。
で
も
、

常
に
お
釈
迦
さ
ん
に
顧
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
。

結
局
こ
れ
は

『
脚
下
照
顧
』
で
す
。
こ
の
こ
と
さ

え
き
ち
っ
と
踏
ま
え
て
お
け
ば
い
い
の
で
す
。

(8)
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梅林寺　開山堂

筑
後
川
の
清
流
に
臨
む
風
光
明
媚
な
臨
済
宗
妙

心
寺
派
の
古
刹
と
し
て
、
ま
た
、
九
州
に
お
け
る

代
表
的
な
修
行
道
場
と
し
て
知
ら
れ
る
梅
林
寺
は
、

元
和
七
年
（
一
六
二

二

に
有
馬
豊
氏
が
丹
波
福

知
山
（
現
在
の
京
都
府
福
知
山
市
）
か
ら
久
留
米

の
地
に
藩
主
と
し
て
移
封
さ
れ
た
際
、
故
地
の
瑞

巌
寺
を
移
し
有
馬
家
の
菩
提
寺
と
し
て
建
立
し
た

こ
と
に
よ
り
始
ま
り

ま
す
。

当
初
は
大
龍
寺
と
称
し
ま
し
た

が
、
後
に
寺
号

を
豊
氏
の
父
で
あ

る
有
馬
則
頼

の
法
号

「
梅
林
寺

殿
」
に
因
み
梅
林
寺
と
改
め

ま
し

た
。

境
内

の
裏

手
に
は
歴
代
藩
主

の
霊
廟

や
墓
塔

が
静

か
に
立
ち

並
ん
で
い
ま
す
。

梅
林
寺

の
創
建

は
湘
山
玄

澄
禅
師
に
よ
り
ま
す

が
、

玄
澄
は
師
で

あ
る
禹
門

玄
級
禅
師

（
慧
性
霊

通
禅
師
：

慶
長
十

一
年

（

匸
（

○
六
）

九
月
二
十

七
日
遷
化
）

を
勧
請
し
開
山
に
し
て
い
ま
す
。
九

世
憲
幢
威
烈
禅
師
の
時
代
で
あ

る
文
化
元
年

二

八
〇
四
）
、
六
月
に
は
僧
堂

が
開
単
し
、
そ
れ
以
来
、

雲
霞

の
如
く
雲
袖

が
参
集
し
、
一
大
修
行
道
場
と

し
て
多
く
の
逸
材
を
世
に
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。

と
こ

ろ
が
明

治
の
時
代
に

な
る
と
廃
藩

置
県
、

廃
仏
段
釈

の
影

響
を
強

く
受
け
て
、

一
時
荒
廃
し

ま
す
。
す
ぐ

さ
ま
三

生
軒
東
海
猷
禅
老
師

（
十
代

妙
心
寺
派
管
長
）

は
復
興
に
ご
尽
力
な
さ
れ
、
現

在
見
ら
れ
る
些

麗
な
伽
藍
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

法
は
代
々
受
け
嗣

が
れ
、
梅
林
寺
の
先
住
職
で
あ

る
雪
香
室
東
海
大
光
老

師
は
妙
心
寺
派

の
管
長
と

し
て
、
現
在
ご
活
躍
な
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

場
所

は
、
ユ

Ｒ
久
留
米

駅
か
ら
徒
歩
で

約
五
分

程
。
国
指
定
の
重
要
文

化
財
と
し
て

有
名
な

「
絹

本
着
色
釈
迦
三
尊
像
」

一
幅
の
他
、
尾
形
光
琳
の

「
富
士
山
図
」
、
長
谷
川
等
伯
の
屏
風
、
加
納
雨
蓬

ら
が
描
く
襖
絵
な
ど
六
百
余
点
の
貴
重
な
寺
宝
が

収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
梅
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
外
苑
は
開

山
三
百
五
十
年
遠
諱
の
記
念
事
業
と
し
て
、
隣
接

す
る
ブ
リ
ジ
ス
ト
ン
エ
場
の
創
業
者
で
あ
る
故
・

石
橋
正
二
郎
氏
の
援
助
に
よ
っ
て
約
三
千
㎡
の
墓

地
を
改
葬
し
て
、
跡
地
に
玉
剣
・
紅
ち
ど
り
な
ど

の
約
三
十
種
、
五
百
本
余
の
梅
樹
が
植
え
ら
れ
て

整
備
さ
れ
、
昭
和
三
十
三
年
眷
か
ら
市
民
の
憩
い

の
場
と
し
て
一
般
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
美

し
さ
を
一
目
見
よ
う
と
毎
年
一
月
下
旬
～
三
月
初

旬
の
シ
し
ズ
ン
に
は
大
勢
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
右
是
非
一
度
、
お
出
か
け
に
な
っ

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

香

も

高

し
　

梅

の

林

の
　

観

世

音

導

き

た

ま

え
　

み

だ

の

浄

土

へ

梅
林
寺
の
ご
詠
歌
　
永
安
七
年
二

七
七
八
）
頃

(9)
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