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峨
山
禅
師
の
禅
風
―
『
山
雲
海
月
』
を
中
心
と
し
て
―

　
　
　
　
　

駒
澤
大
学
教
授
　
　
松
田
　
陽
志

　
駒
澤
大
学
の
松
田
と
申
し
ま
す
。
私
の
担
当
い
た
し
ま
す
内
容
は
、
こ
の
題
に
有
り
ま
す
様
に
峨
山
禅
師
の
禅
風
と
題
を
付
け
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
峨
山
禅
師
と
い
う
方
が
、
ど
う
い
う
教
え
を
説
い
て
お
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
た
だ
、
峨
山
禅
師
の
思
想
的
な
研
究
は
率
直
に
言
い
ま
す
と
、
峨
山
禅
師
の
名
の
下
に
伝
え
ら
れ
る
文
献
資
料
の
分
析
と
い
う
の
が
未

だ
不
十
分
な
所
も
有
り
未
解
明
な
部
分
も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
峨
山
禅
師
個
人
の
禅
思
想
と
し
て
直
ち
に
読
み
取
る
こ
と

に
つ
き
ま
し
て
は
、
幾
分
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
本
日
取
り
あ
げ
ま
す
、
峨
山
禅
師
の
主
要
著
述
で
あ
る
『
山
雲
海
月
』
と
い
う
資
料
や
、
そ
の
外
に
も
、
峨
山
禅
師
の
言
葉
を
伝
え
る

中
世
期
の
文
献
資
料
は
確
認
で
き
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
内
容
の
分
析
や
資
料
的
性
格
の
特
殊
性
の
点
か
ら
も
、
ま
た
異
本
の
伝
写
の

経
路
と
い
っ
た
も
の
が
明
ら
か
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
お
そ
ら
く
成
立
に
あ
た
っ
て
も
、
後
世
の
法
孫
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち

の
編
集
や
付
加
の
手
が
多
分
に
加
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、そ
の
文
献
の
内
容
の
全
体
を
、

峨
山
禅
師
ひ
と
り
の
筆
に
よ
る
も
の
と
帰
着
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
資
料
的
分
析
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
と
も
か
く
、
本
日
の
発
表
で
取
り
あ
げ
る
『
山
雲
海
月
』
に
お
い
て
は
、
後
世
の
人

び
と
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
意
義
付
け
を
持
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
資
料
そ
の
も
の
の
内
容
と
決
し
て
無
関
係
で

は
な
く
、
む
し
ろ
直
結
す
る
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
山
雲
海
月
』
と
い
う
文
献
を
め
ぐ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
峨
山

禅
師
の
禅
風
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　『
山
雲
海
月
』
と
い
う
文
献
は
、峨
山
禅
師
の
撰
述
文
献
と
し
ま
し
て
、江
戸
時
代
の
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
、『
峨
山
和
尚
山
雲
海
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月
』
と
い
う
表
題
で
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
延
宝
五
年
に
刊
行
さ
れ
た

も
の
を
延
宝
本
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
延
宝
本
の
刊
行
が
も
し
も
無
か
っ
た
な
ら
、
そ
の
存
在
は
歴
史
の
中
に
埋
没
し
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
文
献
的
な
研
究
が
始
ま
り
ま
し
た
の
は
、
峨
山
禅
師
の
五
五
〇
回
の
大
遠
忌
が
行
わ
れ
た
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
伊
藤
道
海
師

に
よ
り
『
峨
山
禅
師
行
実
』（
玄
黄
社
、
大
正
九
年
）
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
ま
し
て
、
こ
の
中
で
延
宝
本
が
初
め
て
活
字
化
さ
れ
、
訓
注

と
い
う
形
で
注
釈
も
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
伊
藤
道
海
師
は
こ
の
後
總
持
寺
の
貫
首
に
な
る
お
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、六
〇
〇
回
の
大
遠
忌
が
行
わ
れ
ま
し
た
昭
和
四
十
年
、佐
橋
法
龍
先
生
（『
峨
山
韶
碩
―
曹
洞
第
三
の
祖
師
―
』、昭
和
三
十
九

年
、
御
茶
水
書
院
）
や
田
島
柏
堂
先
生
（『
總
持
二
祖
峨
山
韶
碩
禅
師
』、
昭
和
四
十
年
、
大
法
輪
閣
）
な
ど
が
刊
行
さ
れ
、
峨
山
禅
師
の

歴
史
的
な
行
状
の
解
明
と
、『
山
雲
海
月
』
の
詳
細
な
研
究
や
そ
の
思
想
的
な
分
析
と
い
う
も
の
が
、
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
曹
洞
宗
宗
務

庁
か
ら
も
訓
読
や
脚
注
さ
れ
（
曹
洞
宗
宗
務
庁
『
信
心
銘
拈
提
・
山
雲
海
月
』）、
瑩
山
禅
師
の
『
信
心
銘
拈
提
』
と
共
に
刊
行
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
そ
の
後
『
山
雲
海
月
』
と
い
う
文
献
に
つ
い
て
は
、石
川
力
山
先
生
（「
肥
前
円
応
寺
所
蔵
の
『
山
雲
海
月
図
』
に
つ
い
て
」、『
曹
洞
宗
研

究
員
研
究
紀
要
』
十
一
号
、昭
和
五
十
四
年
）
に
よ
り
、佐
賀
県
武
雄
市
の
円
応
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
、中
世
期
の
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）

の
書
写
（
享
徳
二
〈
一
四
五
三
〉
年
書
写
本
の
再
写
）
に
よ
る
『
山
雲
海
月
図
』
と
い
う
資
料
が
紹
介
・
分
析
さ
れ
ま
し
た
。
更
に
、
駒

澤
大
学
の
飯
塚
大
展
先
生
（「
円
応
寺
蔵
『
山
雲
海
月
図
』
に
つ
い
て
」、『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
紀
要
』
二
十
九
号
、
平
成
十
一
年
）
に
よ

り
徳
島
県
徳
島
市
の
丈
六
寺
に
も
、
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
の
書
写
に
よ
る
『
山
雲
海
月
図
』
の
存
在
が
示
さ
れ
、
詳
細
な
内
容
的
検

討
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
大
き
く
研
究
は
進
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
江
戸
期
に
刊
行
さ
れ
た
延
宝
本
と
、
そ
し
て
石
川
・
飯
塚
両
先
生
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
、
中
世
期
の
二
種
類
の
書
写
本
と
の
間

を
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
全
体
的
な
内
容
の
類
似
性
は
辿
る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
す
が
、
具
体
的
な
言
葉
と
か
、
字
句
と
か
文
章
の
読
み
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方
に
お
い
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
確
認
で
き
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
伝
写
の
系
統
が
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
特
に
注
目
さ
れ
ま
す
の
は
石
川
・
飯
塚
両
先
生
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
中
世
の
『
山
雲
海
月
図
』
は
、

公
案
禅
と
い
う
禅
の
取
り
組
み
方
の
流
行
を
背
景
に
し
た
、
門
参
資
料
と
し
て
位
置
付
け
る
べ
き
文
献
で
、
他
の
同
時
代
資
料
の
公
案
禅

に
基
づ
く
文
献
と
の
深
い
類
似
性
、
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
世
に
お
き
ま
し
て
は
、
禅
僧
の
悟
り
に
至
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
機
縁
・
公
案
や
、
五
家
七
宗
と
い
う
禅
の
各
派
の
中
で
の
宗
義
の

独
自
性
を
示
す
上
で
、
宗
旨
を
示
す
枠
組
み
と
し
て
、
悟
り
の
境
涯
を
幾
つ
か
の
言
葉
に
類
型
化
し
て
示
す
機
関
と
い
う
枠
組
み
を
参
学

の
対
象
と
し
、
師
の
前
で
自
ら
の
見
解
を
短
い
一
言
（
代
語
・
下
語
）
で
言
い
表
し
、
師
の
証
明
を
受
け
る
と
い
う
公
案
禅
が
広
く
行
わ

れ
て
い
た
訳
で
す
。

　
こ
の
『
山
雲
海
月
』
は
、
公
案
禅
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
文
献
と
し
て
、
参
究
さ
れ
た
。
師
の
証
明
を
受
け
て
師
の
所
属
す
る
門
派
の

法
を
継
い
だ
者
は
こ
の
『
山
雲
海
月
』
を
伝
授
す
る
と
い
う
形
で
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　
二
つ
の
中
世
の
書
写
本
に
は
、
い
ず
れ
も
前
半
に
峨
山
禅
師
の
法
語
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
後
半
部
に

は
明
ら
か
に
こ
の
峨
山
禅
師
の
物
と
は
異
な
る
、
複
数
の
人
物
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
各
種
の
機
関
に
対
す
る
下
語
・
著
語
が
長
部
に
わ

た
っ
て
筆
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
全
体
と
し
て
は
、
中
世
の
古
写
本
は
峨
山
禅
師
個
人
の
文
献
と
い
う
よ
り
瑩
山
禅
師
以
降
の
曹
洞
宗
教

団
に
と
っ
て
の
、
漢
文
で
書
か
れ
た
門
参
資
料
と
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
。
そ
う
い
う
体
裁
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳
で
、

こ
の
こ
と
が
峨
山
禅
師
の
言
葉
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
良
い
か
、
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
又
、
非
常
に
重
要
な
問
題
と
し
て
、
丈
六
寺
と
円
応
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
古
写
本
に
は
、
い
ず
れ
の
本
文
中
に
も
峨
山
禅
師
の
名
前

が
一
切
出
て
こ
な
い
訳
で
あ
り
ま
す
。
文
中
に
「
先
師
」、「
山
老
」、「
山
僧
」
と
い
う
呼
称
は
出
て
ま
い
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
峨
山
禅
師

の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
記
す
る
箇
所
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
中
世
か
ら
近
世
に
わ
た
っ
て
編
集
さ
れ
る
峨
山
禅
師
の
伝
記
資

料
の
中
に
も
『
山
雲
海
月
』
は
著
述
さ
れ
た
文
献
と
し
て
は
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
中
世
期
に
そ
の
内
容
が
伝
写
さ
れ
て
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い
な
が
ら
も
延
宝
本
と
い
う
近
世
江
戸
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
『
山
雲
海
月
』
は
峨
山
禅
師
に
よ
る
法
語
文
献
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
い
る
訳
で
す
。

　
そ
こ
で
、『
山
雲
海
月
』
と
い
う
文
献
に
書
か
れ
て
い
る
文
章
は
、
果
し
て
江
戸
時
代
の
延
宝
本
が
示
す
よ
う
に
、
峨
山
禅
師
の
言
葉
と

し
て
認
定
し
て
良
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
石
川
・
飯
塚
両
先
生
に
よ
り
ま
す
円
応
寺
本
や
丈
六

寺
本
の
詳
細
な
研
究
分
析
に
よ
り
ま
し
て
、
こ
の
本
文
は
中
世
期
の
同
時
代
の
、
曹
洞
宗
の
門
参
資
料
、
曹
洞
宗
に
係
わ
る
文
献
資
料
と

非
常
に
類
似
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
三
つ
具
体
的
な
こ
と
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
一
つ
は
瑩
山
禅
師
に
よ
っ
て
註
脚
さ
れ
、
峨
山
禅
師
が
編
集
し
た
と
い
う
奥
書

を
持
つ
公
案
拈
提
集
で
あ
る
『
報
恩
録
』
と
い
う
門
参
資
料
が
現
在
、
各
地
の
お
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
も
瑩
山
禅
師
の

註
脚
と
帰
着
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
資
料
的
分
析
が
必
要
な
文
献
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
巻
下
一
四
則
に
「
峨
山

和
尚
不
識
上
得
所
機
縁
」
と
い
う
一
つ
の
公
案
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
が
『
山
雲
海
月
』
の
中
に
も
断
片
的
に
関
連
・
類
似
す
る

箇
所
と
し
て
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
同
じ
内
容
が
峨
山
禅
師
の
名
を
冠
し
た
法
語
類
に
も
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
こ
と
。

　
第
二
に
『
報
恩
録
』
の
巻
下
十
六
則
に
峨
山
禅
師
の
投
機
語
（
仏
法
の
相
続
を
許
さ
れ
る
に
至
っ
た
契
機
の
語
）
と
し
て
「
百
雑
砕
相

見
孤
俊
一
」
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、こ
の
語
を
『
山
雲
海
月
』
が
同
様
に
あ
げ
て
詳
し
く
取
り
あ
げ
て
お
り
「
是
れ
家
底
の
大
事
、

是
に
過
ぎ
ず
」
と
、
同
様
の
重
い
位
置
づ
け
持
っ
て
拈
提
さ
れ
て
い
る
。

　
更
に
は
、『
永
平
開
山
道
元
和
尚
仮
名
法
語
』
と
い
う
文
献
が
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
刊
行
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
中
に

「
峨
山
和
尚
法
語
」
が
合
綴
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
峨
山
和
尚
法
語
」
中
の
一
篇
は
、『
山
雲
海
月
』
に
極
め
て
類
似
し
て
お
り
、
更

に
、
室
町
時
代
の
書
写
に
よ
る
成
簣
堂
文
庫
所
蔵
の
『
峨
山
和
尚
法
語
』（
長
禄
四
〈
一
四
六
〇
〉
年
写
）
で
あ
り
ま
す
と
か
、
六
地
蔵
寺

所
蔵
の
『
無
名
冊
子
』（
室
町
期
筆
写
）
所
収
の
「
峨
山
和
尚
法
語
」
に
も
『
山
雲
海
月
』
と
類
似
す
る
一
節
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
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し
た
が
っ
て
江
戸
時
代
の
延
宝
本
に
ま
で
至
る『
山
雲
海
月
』の
本
文
は
峨
山
禅
師
に
帰
着
す
る
法
語
類
と
極
め
て
深
い
関
係
性
を
持
っ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
峨
山
禅
師
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
「
先
師
」
と
い
う
言
葉
の
下
に
、
峨
山
禅
師
の
門
派
の
中
で
編
集
伝
承

さ
れ
て
き
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
種
類
の
中
世
期
の
書
写
本
の

『
山
雲
海
月
図
』
が
峨
山
禅
師
の
名
前
を
一
切
言
及
し
て
い
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
正
に
、
こ
の
中

世
期
の
書
写
本
が
室
内
の
相
伝
資
料
と
し
て
伝
承
す
る
と
い
う
こ
と
に
意
義
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
訳
で
す
。

　
そ
こ
で
、
中
世
の
円
応
寺
本
の
一
番
末
尾
に
あ
り
ま
す
跋
文
を
あ
げ
ま
す
。
こ
の
跋
文
は
江
戸
時
代
の
延
宝
本
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い

一
節
で
す
。

　
此
の
法
語
は
先
師
夜
半
に
堂
奥
遺
教
の
御
語
也
。
其
時
謹
み
て
聴
取
す
る
兄
弟
三
五
に
過
ぎ
ず
。
宗
門
の
仏
法
参
窮
の
人
な
ら
ざ
れ

ば
披
見
す
べ
か
ら
ず
、
家
底
深
密
の
内
参
な
り
。
心
中
心
の
自
照
の
了
語
な
り
。
全
く
先
師
の
普
説
ぞ
、
我
、
聴
取
す
ぞ
と
言
う
は
、

先
師
の
仏
法
と
法
語
、
夢
に
も
見
ず
。
山
僧
が
法
衣
・
応
器
・
仏
具
等
を
相
い
添
え
て
、
其
山
、
其
寺
の
堂
奥
に
籠
め
る
べ
し
。
其
寺
、

焼
香
の
子
孫
に
あ
ら
ず
ん
ば
頂
戴
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
這
箇
の
御
語
、
宗
旨
の
極
則
位
と
為
さ
ざ
れ
ば
、
云
々
。
内
判
こ
れ
在

り
」

（
原
漢
文
）

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
先
師
」
と
は
、
亡
く
な
っ
た
自
分
の
師
と
い
う
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
峨
山
禅
師
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
よ
っ
て
、
こ
の
跋
文
を
書
い
て
い
る
「
山
僧
」
は
、
そ
の
法
を
直
接
に
受
け
た
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。「
先
師
」
は
そ
の
最
晩
年
に
こ
の
『
山
雲
海
月
』
の
説
示
を
真
夜
中
に
三
人
か
ら
五
人
の
ご
く
限
ら
れ
た
門
人
に
向
け
て
言
い
残
さ

れ
ま
し
た
。
堂
奥
の
説
示
と
し
て
仏
法
の
参
窮
の
師
、
即
ち
峨
山
禅
師
の
法
を
直
接
継
い
だ
人
で
な
け
れ
ば
披
見
伝
授
を
許
さ
な
い
も
の

で
、
先
師
（
峨
山
）
門
下
に
お
い
て
最
も
大
切
な
教
え
を
内
密
に
伝
え
る
も
の
。
心
の
内
側
か
ら
自
ら
を
照
ら
し
み
て
表
さ
れ
る
言
葉
で

あ
る
、
と
い
う
様
な
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
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嗣
法
相
続
の
際
に
、
室
内
相
伝
資
料
、
師
と
弟
子
と
の
間
に
伝
授
す
べ
き
文
献
と
し
て
の
位
置
づ
け
と
意
義
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

特
に
注
目
す
べ
き
は
「
全
く
先
師
の
普
説
ぞ
、
我
聴
取
す
ぞ
と
い
う
は
、
先
師
の
仏
法
と
法
語
、
夢
に
も
見
ず
」
と
あ
り
、
こ
の
『
山
雲

海
月
』
を
受
け
取
っ
て
、
先
師
峨
山
禅
師
の
普
説
で
あ
る
、
こ
れ
を
自
分
は
聞
く
こ
と
が
出
来
る
の
だ
、
な
ど
と
言
う
の
は
先
師
（
峨
山
）

が
そ
の
体
で
あ
ら
わ
し
た
仏
法
や
、
法
に
か
な
っ
た
言
葉
を
夢
に
も
見
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
れ
は
嗣
法
相
続
す
る
に
あ
た
っ
て
の
伝
授
物
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
も
ち
な
が
ら
も
そ
の
法
を
受
け
継
ぐ
者
は
峨
山
禅
師
個
人

の
法
語
文
献
と
し
て
、
客
観
的
な
嗣
法
の
相
承
物
と
し
て
受
け
取
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
嗣

法
し
た
際
の
お
墨
付
き
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
を
も
っ
て
法
を
継
い
だ
と
い
う
様
な
認
識
を
持
つ
よ
う
な
こ
と
が
有
れ
ば
、
そ
れ
は
先
師

峨
山
禅
師
の
仏
法
と
は
全
く
か
け
離
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
と
思
う
の
で
す
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
持
っ
て
嗣
法
し
た
門
人
は
こ
の
『
山
雲
海
月
』
を
受
け
取
る
べ
き
か
と
い
え
ば
、「
家
底
深
密
の
内
参
な

り
。
心
中
心
の
自
照
の
了
語
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
峨
山
禅
師
の
法
語
と
い
う
も
の
を
受
け
取
っ
て
、
そ
れ
を
他
人
事
に
し
て
済
ま
せ

る
こ
と
な
く
、
自
分
に
と
っ
て
切
実
な
る
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
こ
の
文
献
を
受
用
す
べ
き
こ
と
を
強
く
求
め
て
い
る
の
が
、
こ
の

跋
文
の
主
旨
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
又
、
末
尾
の
方
に
は
、
山
僧
な
る
人
よ
り
法
衣
や
応
器
（
応
量
器
）
や
仏
具
等
と
共
に
こ
の
『
山
雲
海
月
』
を
其
山
、
其
寺
に
納
め
て
、

護
持
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
寺
の
住
職
と
し
て
峨
山
禅
師
の
法
を
継
ぐ
焼
香
を
行
う
も
の
以
外
に
は
伝
授
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、『
山
雲
海
月
』
と
い
う
資
料
が
師
と
弟
子
と
の
嗣
法
相
続
の
証
明
と
な
る
資
料
と
な
る
だ

け
で
は
な
く
、
寺
院
を
相
続
す
る
証
明
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
お
り
ま
す
。

　
先
ほ
ど
、
尾
﨑
先
生
が
挙
げ
ま
し
た
『
尽
未
来
際
置
文
』
以
降
、
師
の
寺
を
継
ぐ
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
師
の
法
を
継
い
だ
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
開
山
法
護
持
の
原
則
が
明
確
化
さ
れ
、
こ
の
原
則
が
總
持
寺
の
輪
住
制
の
施
行
と
共
に
徹
底
さ
れ
る
こ
と
で
、

全
国
各
地
に
、
峨
山
禅
師
の
法
を
伝
え
る
お
寺
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
、『
山
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雲
海
月
』
は
峨
山
禅
師
の
法
を
確
か
に
伝
え
て
い
る
法
孫
の
住
す
る
寺
院
の
証
、
す
な
わ
ち
、
伽
藍
法
の
証
明
物
と
し
て
も
代
々
の
住
職

に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。

　
こ
の
跋
文
を
載
せ
て
い
る
中
世
の
円
応
寺
や
丈
六
寺
の
『
山
雲
海
月
』
の
書
写
本
が
、
文
中
に
峨
山
禅
師
の
名
前
を
明
記
せ
ず
、
そ
し

て
其
山
、
其
寺
と
護
持
所
蔵
す
る
寺
院
の
名
前
も
書
い
て
い
な
い
、
師
や
弟
子
も
固
有
名
を
欠
く
形
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
跋
文
を
含

め
て
『
山
雲
海
月
』
が
峨
山
禅
師
の
著
述
と
し
て
客
観
的
に
相
伝
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
後
世
の
師
と
弟
子
自
身
に
、
そ
の
ま
ま
主
体

的
に
受
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
義
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
う
い
う
意
義
を
も
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
『
山
雲
海
月
』
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
延
宝
本
と
し
て
こ
の
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
ま

し
て
、
大
き
く
性
格
を
変
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
世
の
書
写
本
の
後
半
部
に
あ
っ
た
、
公
案
や
機
関
に
対
す
る
下
語
や
著
語
と
い
っ

た
も
の
は
一
切
な
く
な
り
、
ま
た
末
尾
の
跋
文
も
な
く
な
り
ま
す
。
代
わ
り
に
表
題
か
ら
『
峨
山
禅
師
山
雲
海
月
』
と
峨
山
禅
師
の
法
語

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
で
、
嗣
法
相
続
の
師
資
に
限
ら
ず
広
く
不
特
定
多
数
の
人
び
と
に
対
し
そ
の
存
在

が
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
本
日
は
、
延
宝
本
の
冒
頭
部
分
の
み
を
あ
げ
ま
す
。

　
先
師
、
夜
話
の
次
い
で
、
嗣
法
の
兄
弟
を
し
て
入
室
せ
し
む
。
且
つ
諸
れ
を
示
す
。
聴
取
の
徒
、
三
・
五
人
を
過
ぎ
ず
。
こ
れ
即
ち
宗

門
の
秘
訣
な
り
。
師
日
く
。
山
僧
、
年
已
に
八
十
有
九
、
老
い
衰
う
る
の
余
り
、
官
に
は
針
を
も
容
れ
ず
、
私
に
は
車
馬
を
通
じ
、
以

て
堂
奥
嗣
法
の
尊
兄
尊
弟
の
為
に
、
仏
法
の
二
字
の
機
縁
を
以
て
、
重
ね
て
蛇
の
為
に
足
を
描
く
。
吾
が
這
の
法
子
法
孫
、
子
細
に
此

の
旨
を
守
り
て
、
一
味
同
心
に
、
仏
法
を
建
立
し
、
衲
僧
を
説
得
し
て
、
子
孫
を
聯
続
せ
し
め
、
宗
門
を
繁
興
し
て
、
永
劫
に
我
が
家

の
法
を
断
絶
せ
し
む
る
こ
と
莫
か
れ
。
従
劫
始
劫
、
世
世
生
生
、
自
心
仏
、
自
心
法
、
自
心
性
な
る
の
み
。（

傍
線
引
用
者
、
原
漢
文
）

　「
年
已
に
八
十
有
九
」
の
箇
所
は
中
世
の
書
写
本
に
は
な
く
、
九
十
一
歳
で
示
寂
す
る
最
晩
年
の
説
示
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
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す
。

　
こ
こ
で
は
峨
山
禅
師
は
自
分
の
法
を
断
絶
さ
せ
る
こ
と
な
く
相
承
す
る
と
い
う
こ
と
を
嗣
法
し
た
弟
子
た
ち
に
向
け
て
強
く
求
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
相
承
は
「
自
心
仏
、
自
心
法
、
自
心
性
な
る
の
み
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
世
の

書
写
本
の
跋
文
と
同
様
に
、
自
ら
の
主
体
的
な
参
学
を
強
く
求
め
る
上
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
延
宝
本
が
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、『
山
雲
海
月
』
が
峨
山
禅
師
の
法
語
と
し
て
後
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
延
宝
本
は
、
題
名
に
峨
山
和
尚
と
冠
し
て
お
り
ま
す
し
、
冒
頭
に
は
峨
山
禅
師
の
行
状
（「
峨
山
大
和
尚
芳
躅
」）
も
示
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
曹
洞
宗
に
お
き
ま
し
て
、
峨
山
禅
師
の
存
在
を
広
く
示
し
、
そ
の
内
容
を
知
ら
し
め
る
目
的
で
刊
行
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
最
後
に
延
宝
本
の
下
巻
末
尾
に
あ
る
、
潭
水
と
い
う
人
の
跋
文
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

　
斯
の
書
は
本
、
太
白
峯
記
の
抜
粋
な
り
。
其
の
言
は
玄
玄
妙
妙
な
る
か
な
。
拙
や
、
暗
に
投
ず
る
を
恐
れ
、
時
時
に
こ
れ
を
摸
写
し
、

日
な
ら
ず
し
て
成
る
。
今
や
将
来
の
亀
鑑
に
備
え
ん
が
為
に
寿
梓
す
。
鳴
呼
、
字
字
に
三
豕
渡
河
の
錯
有
ら
ん
か
。
庶
幾
く
は
博
洽
の

耆
宿
、
こ
れ
を
正
さ
ん
こ
と
を
。

太
源
の
正
流
、
潭
水
、
謹
ん
で
校
輯
す
。

（
原
漢
文
）

　
延
宝
本
の
編
集
刊
行
に
あ
た
っ
た
潭
水
な
る
人
物
は
未
だ
詳
ら
か
に
知
ら
れ
ず
、
今
後
の
研
究
課
題
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
跋
文
で
は

「
太
源
正
流
」
と
自
分
の
こ
と
を
自
称
し
て
お
り
ま
す
こ
と
か
ら
、お
そ
ら
く
は
峨
山
禅
師
の
弟
子
で
あ
る
太
源
宗
真
（
〜
一
三
七
一
）
を

派
祖
と
す
る
、
太
源
派
に
お
い
て
相
伝
さ
れ
て
き
た
文
献
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
中
世
の
書
写
本
を
所

蔵
し
て
い
る
丈
六
寺
や
円
応
寺
は
太
源
派
の
寺
院
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
お
そ
ら
く
延
宝
本
と
は
伝
写
の
系
統
を
異
に
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
訳
で
す
け
れ
ど
も
、潭
水
に
と
り
ま
し
て
は
太
源
派
以
外
に
『
山
雲
海
月
』
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
せ
ず
、
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あ
く
ま
で
そ
の
法
を
相
続
し
た
自
身
に
ま
で
相
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
潭
水
が
曹
洞
宗
旨
の
秘
訣
と
し
て
相
伝
さ
れ
て
き
た
、『
山
雲
海
月
』
を
峨
山
禅
師
の
文
献
と
し
て
刊
行
・
公
開
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
ど
う
い
う
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
最
後
に
私
の
考
え
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
第
一
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
、
峨
山
禅
師
の
文
献
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
峨
山
禅
師
の
法
を
嗣
法
し
た
曹
洞

宗
侶
以
外
の
一
般
の
人
び
と
に
も
触
れ
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
峨
山
禅
師
の
存
在
を
知
ら
し
め
、
そ
の
教
え
を
後
世
に
残
し
た
い
と

考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　
第
二
点
と
し
ま
し
て
は
、
こ
の
延
宝
本
に
は
公
案
や
機
関
に
対
す
る
下
語
・
著
語
を
一
切
収
録
し
て
い
な
い
点
で
す
。
つ
ま
り
、
中
世

の
門
参
資
料
文
献
と
し
て
の
性
格
を
全
く
払
拭
し
て
、
峨
山
禅
師
の
文
献
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
江

戸
時
代
に
入
り
曹
洞
宗
は
教
団
の
一
体
性
や
宗
旨
の
独
自
性
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
気
運
が
あ
ら
わ
れ
る
中
で
、
編
著
者
の
明
ら
か
で

は
な
い
一
相
伝
資
料
と
し
て
歴
史
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
公
案
を
参
ず
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、

主
体
的
に
参
学
し
よ
う
と
す
る
、
峨
山
門
下
の
宗
侶
に
の
み
意
義
あ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
客
観
的
に
峨
山
禅
師
の
法
語
文
献

と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
後
世
に
確
実
に
伝
承
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

　
三
点
目
と
し
て
は
、
師
か
ら
弟
子
へ
の
嗣
法
相
続
に
お
け
る
伝
授
物
と
い
う
位
置
づ
け
よ
り
も
、
実
際
の
内
容
を
参
学
読
解
す
る
こ
と

で
の
主
体
的
な
受
用
を
、
広
く
多
く
の
読
者
に
求
め
た
と
い
う
こ
と
も
こ
の
刊
行
の
意
義
や
理
由
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
ま
し
で
も
、
江
戸
時
代
の
延
宝
本
『
山
雲
海
月
』
の
刊
行
は
、
従
来
ま
で
の
、
中
世
の
書
写
本
の
相
承
の
姿
勢
と
は
全
く

異
な
る
意
義
の
下
で
示
さ
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
峨
山
禅
師
の
冒
頭
の
部
分
に
も
あ
り
ま
す
様
に
、
こ
の
教
え
を
後
世
に

受
け
伝
え
て
い
く
と
い
う
今
回
の
大
遠
忌
の
標
語
で
も
あ
り
ま
す
、「
相
承
」
と
い
う
こ
と
へ
の
意
識
や
自
覚
と
い
っ
た
も
の
は
、『
山
雲

海
月
』
の
本
文
に
あ
る
峨
山
禅
師
へ
の
後
世
の
法
孫
に
託
し
た
願
い
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
中
世
の
書
写
本
を
相
伝
し
た
人
び
と
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に
も
、
近
世
の
延
宝
本
を
刊
行
し
た
に
も
時
代
を
通
じ
な
が
ら
も
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
て
い
る
と
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
一
応
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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