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時
有
僧
出
問
、「
如
何
是
無

位
真
人
？
」
師
下
禅
牀
、

把
住
云
、「
道
道
」。

其
僧
擬
議
。
師
托
開
云
、「
無

位
真
人
是
什
麼
乾
屎
橛
」、

便
帰
方
丈
。

�

（�『
臨
済
録
』）

バ
ラ
が
開
く

　

大
学
生
の
頃
、
第
二
外
国

語
と
し
て
学
ん
で
い
た
フ
ラ

ン
ス
語
の
課
題
に
、
詩
の
訳

が
あ
っ
た
。

　

そ
の
な
か
で
、
ど
う
し
て

も
う
ま
く
訳
せ
な
い
一
文
が

あ
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
元

の
フ
ラ
ン
ス
語
は
覚
え
て
い

な
い
が
、
英
語
で
言
え
ば

R
oses	are	half	open	

そ
の
ま
ま
訳
せ
ば
「
バ
ラ
は

半
分
開
く
」
だ
が
、
ど
う
も

詩
的
で
は
な
い
。

　

悩
ん
だ
末
に
「
バ
ラ
は
た

め
ら
い
開
く
」と
訳
し
た
が
、

少
し
暖
か
く
な
っ
て
、
逡し

ゆ
ん

巡じ
ゆ
ん

し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
花
を

開
か
せ
る
バ
ラ
を
思
い
、
自

分
で
も
気
に
入
っ
た
訳
と

な
っ
た
。

逡
巡

　

人
は
確
固
た
る
自
信
が
な

い
と
き
に
躊ち

ゆ
う

躇ち
よ

を
す
る
。
本

当
に
こ
の
選
択
で
い
い
の
だ

ろ
う
か
、
私
に
そ
れ
が
出
来

る
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
自
分
自
身
の
弱
さ

を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
自
分
自
身
の
弱
さ
を
認

め
ず
、
自
信
た
っ
ぷ
り
に
進

む
強
い
人
を
見
る
と
、
少
し

は
う
ら
や
ま
し
く
も
あ
る

が
、
自
分
に
は
と
て
も
出
来

な
い
と
思
う
。
本
当
は
、
自

分
の
決
断
に
そ
れ
ほ
ど
ゆ
る

ぎ
な
い
自
信
を
も
て
る
ほ

ど
、
人
は
強
く
は
な
い
。

　

し
か
し
時
に
人
は
、
そ
の

自
分
の
弱
さ
を
か
く
す
た
め

に
、
誰
か
の
強
い
決
断
に
共

感
す
る
。
本
当
は
そ
う
で
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

う
思
い
込
む
ほ
う
が
楽
な
の

だ
。
自
分
も
強
い
も
の
の
立

場
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

強
者
へ
の
共
感

　

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
を

見
て
い
る
と
、
負
け
を
認
め

ず
に
強
が
る
候
補
者
に
、
い

さ
ぎ
よ
く
負
け
を
認
め
る
勇

気
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
不

思
議
に
思
う
が
、
も
っ
と
不

思
議
な
こ
と
は
、
強
引
な
強

が
り
に
共
感
す
る
ア
メ
リ
カ

人
の
多
さ
で
あ
る
。

　

自
信
や
強
さ
に
共
感
す
る

こ
と
で
、
自
ら
の
弱
さ
を
覆

い
隠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

て
く
る
。
自
分
自
身
を
き
ち

ん
と
見
つ
め
る
こ
と
な
く
、

他
人
の
強
さ
に
無
批
判
に
共

感
す
る
こ
と
の
危
う
さ
に

は
、
な
か
な
か
気
付
く
こ
と

は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
時
代
の
問
題

　

昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
の
感
染
拡
大
の
影
響
を

受
け
て
、
大
学
も
大
変
な
一

年
を
過
ご
し
た
。
そ
の
影
響

は
ま
だ
解
消
さ
れ
て
は
お
ら

ず
、
今
年
度
も
不
自
由
な
大

学
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
そ
う
だ
。

　

ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
は
確
か

に
恐
ろ
し
い
が
、
そ
れ
以
上

に
恐
ろ
し
い
の
は
、
ど
う
や

ら
人
間
の
よ
う
で
あ
る
。

　

感
染
者
に
対
す
る
非
難
や

差
別
は
想
像
を
絶
す
る
も
の

が
あ
る
。
医
療
従
事
者
に
対

す
る
偏
見
も
報
告
さ
れ
て
い

る
。
う
わ
さ
話
を
信
じ
込
ん

で
誹
謗
中
傷
に
加
わ
る
人
の

話
を
聞
く
と
、
人
は
ど
う
し

て
あ
ん
な
に
残
酷
に
な
れ
る

の
だ
ろ
う
か
と
思
う
。

　

自
粛
が
不
十
分
な
他
者
へ

の
批
判
も
度
が
過
ぎ
て
い

る
。
い
び
つ
な
正
義
感
は
自

粛
警
察
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ

の
正
義
感
に
酔
い
し
れ
て
い

る
人
は
、
そ
こ
に
あ
る
問
題

点
に
は
な
か
な
か
気
付
け
な

い
。

　

そ
の
論
理
に
潜
む
の
は
因

果
論
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
に
感

染
し
た
人
は
、
そ
の
人
に
原

因
が
あ
っ
て
、
き
っ
と
何
か

悪
い
こ
と
を
し
た
か
ら
に
違

い
な
い
、
感
染
拡
大
が
収
ま

ら
な
い
の
は
自
粛
が
充
分
で

な
い
人
や
店
の
責
任
だ
と
批

判
を
強
め
る
。

　

人
類
が
、
か
つ
て
な
い
程

の
困
難
に
直
面
し
た
今
こ

そ
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
性

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
ど
う
や
ら
そ
の
負
の
面

が
表
面
化
し
た
よ
う
で
あ

る
。

　

自
分
自
身
を
善
の
側
に
お

い
て
他
者
を
さ
ば
く
。
テ
レ

ビ
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
は
、

毎
日
そ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト

が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
を
見

る
多
く
の
も
の
が
共
感
す

る
。
他
者
を
批
判
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
ら
を
善
だ
と

思
い
込
む
、
そ
の
姿
勢
に
欠

け
て
い
る
の
は
、
自
ら
を
見

つ
め
る
目
で
あ
る
。

仏
の
眼

　

仏
像
の
眼
は
完
全
に
開
か

れ
る
こ
と
な
く
半
分
閉
じ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
半は

ん

眼が
ん

と

よ
ば
れ
る
が
、
半
分
は
外
の

世
界
を
、
半
分
は
自
分
自
身

の
心
を
見
つ
め
て
い
る
と
説

明
さ
れ
る
。

　

私
た
ち
は
、
自
分
自
身
の

あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
み
つ
め

て
は
い
な
い
。私
の
こ
と
は
、

私
が
一
番
知
っ
て
い
る
な
ど

と
思
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も

の
間
違
い
で
あ
る
。

　

私
と
い
う
人
間
は
ど
の
よ

う
な
人
間
か
、
他
人
の
意
見

を
聞
い
て
み
る
と
意
外
な
ほ

ど
、
自
分
の
思
う
自
分
と
は

異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚

く
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て

見
る
と
、
確
か
に
自
分
で
も

気
付
か
な
か
っ
た
面
が
あ
る

こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。

釈
尊
の
さ
と
り

　

釈
尊
の
さ
と
り
は
、
世
の

中
の
人
び
と
の
あ
り
さ
ま
を

な
が
め
て
、
そ
こ
に
あ
る
問

題
点
を
見
つ
め
、
そ
の
解
決

策
を
見
つ
け
た
の
で
は
な

い
。

　

釈
尊
は
自
分
自
身
を
見
つ

め
た
。
生し

よ
う

老
病
死
と
い
っ
た

根
本
的
な
苦
は
、
誰
か
の
苦

で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
な

か
に
存
在
す
る
苦
で
あ
っ

た
。
そ
れ
を
解
決
す
る
道
を

命
が
け
で
見
つ
け
た
の
が
、

釈
尊
の
さ
と
り
で
あ
る
。

　

他
人
の
苦
に
共
感
し
て
癒い

や
し
を
与
え
る
の
で
は
な

く
、
何
よ
り
も
自
分
自
身
の

苦
と
向
き
合
い
、
そ
れ
を
ご

ま
か
す
こ
と
な
く
根
本
的
な

解
決
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

親
鸞
の
自
覚

　

親
鸞
も
自
分
自
身
を
深
く

見
つ
め
た
。

　

比
叡
山
で
さ
と
り
に
向
か

う
仏
道
を
二
十
年
間
歩
ん
だ

青
春
時
代
は
、
目
標
に
向

か
っ
て
自
分
自
身
を
信
じ
、

真
面
目
に
修
行
の
日
々
を
送

る
充
実
し
た
日
々
の
は
ず

だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
前
を
向
い
て
進

む
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身

を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
る

と
、
違
う
自
分
が
見
え
て
き

た
。

　

さ
と
り
に
向
か
う
善
の
道

を
歩
ん
で
い
る
は
ず
の
自
分

自
身
は
、
本
当
に
心
か
ら
善

な
る
存
在
、
善
人
な
の
だ
ろ

う
か
。
煩
悩
を
な
く
す
た
め

に
厳
し
い
修
行
を
続
け
る
自

分
自
身
の
心
は
、
本
当
に
清

ら
か
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

親
鸞
は
悩
ん
だ
。
こ
の
よ

う
な
自
分
は
本
当
に
さ
と
り

へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

　

親
鸞
は
自
ら
を
煩
悩
に
充み

ち
た
存
在
で
あ
る
と
自
覚
し

た
。
そ
し
て
、
人
間
と
い
う

の
は
そ
の
よ
う
な
存
在
だ
か

ら
こ
そ
私
が
救
い
た
い
と

願
っ
て
く
れ
た
仏
が
い
る
事

を
知
っ
た
。
そ
れ
が
阿
弥
陀

仏
で
あ
り
、
そ
の
願
い
が
本

願
な
の
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
、
ま
さ
に
そ
の
願

い
こ
そ
が
、
自
分
の
た
め
の

願
い
だ
と
考
え
た
。
自
分
を

み
つ
め
る
眼
を
も
た
な
け
れ

ば
、
決
し
て
見
え
な
い
願
い

で
あ
っ
た
。

た
め
ら
う
薔
薇

　

た
め
ら
う
薔
薇
は
美
し

い
。
自
信
た
っ
ぷ
り
に
堂
々

と
咲
き
誇
る
薔
薇
も
美
し
い

が
、
陽
ざ
し
の
明
る
さ
に
開

き
か
け
た
も
の
の
、
自
信
が

も
て
ず
に
逡
巡
す
る
、
そ
の

弱
さ
も
、
私
に
と
っ
て
は
美

し
い
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
物
事
の
見

方
と
い
う
も
の
は
、
幼

い
頃
か
ら
無
意
識
の
う

ち
に
身
に
つ
い
て
い
る

も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
と

え
ば
「
裁
判
官
」
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
時
に
、
多
く
の
人
は

男
性
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
心
の
フ
ィ
ル
タ
ー
は
、

差
別
に
さ
え
つ
な
が
り
か
ね

な
い
危
う
さ
を
持
つ
。

　

一
方
、好
ま
し
い
心
の
フ
ィ

ル
タ
ー
も
あ
る
。
二
〇
〇
一

年
、ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
バ
ー

ミ
ヤ
ン
に
あ
る
石
仏
が
、
イ

ス
ラ
ム
の
過
激
派
に
よ
っ
て

爆
破
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
衝

撃
的
な
動
画
は
、
今
も
ウ
ェ

ブ
上
で
容
易
に
視
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
時
、
世
界
の

仏
教
徒
か
ら
、「
残
念
だ
」
と

い
う
声
は
無
数
に
挙
が
っ
た
。

し
か
し
「
奴
ら
は
許
せ
な
い
、

殺
せ
」と
い
う
声
は
出
な
か
っ

た
。

　

仏
教
は
、
す
べ
て
の
も
の

は
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
変
化

し
続
け
て
い
る
、
と
い
う
現

実
を
直
視
す
る
。
諸
行
無
常

の
教
え
で
あ
る
。
仏
像
で
あ

れ
文
化
財
で
あ
れ
、
い
ず
れ

必
ず
、
そ
の
存
在
が
失
わ
れ

る
こ
と
を
、
仏
教
徒
は
承
知

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
も
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の

石
仏
破
壊
を
惜
し
む
声
は
挙

が
っ
た
。
し
か
し
「
奴
ら
を

殺
せ
」と
い
う
声
は
出
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
日
本
文
化
の

基
底
の
一
つ
に
、
確
か
に
仏

教
が
あ
る
こ
と
を
示
す
例
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
日
本
に
暮

ら
す
多
く
の
人
々
の
間
に
仏

教
的
な
フ
ィ
ル
タ
ー
が
共
有

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ

け
自
分
の
持
つ
無
意
識
の

フ
ィ
ル
タ
ー
に
自
分
で
気
づ

く
こ
と
は
難
し
い
。
仏
教
の

学
び
は
、
自
己
を
学
ぶ
こ
と

だ
と
い
え
る
。
こ
と
に
自
己

中
心
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
学
ぶ

こ
と
に
、
仏
教
を
学
ぶ
重
要

な
意
義
が
あ
る
。	

（
義
）

澪 標

　

か
つ
て
、「
Ｋ
Ｙ
」と
い
う

フ
レ
ー
ズ
が
、
盛
ん
に
用
い

ら
れ
ま
し
た
。「
空
気
読
め

な
い
」と
い
う
表
現
を
元
に
、

二
つ
の
文
節
か
ら
頭
文
字
を

と
っ
た
言
葉
で
す
。

　

人
と
人
と
の
意
思
疎
通
は
、

主
と
し
て
言
語
に
拠
り
ま
す

が
、
コ
ト
バ
だ
け
の
遣
り
取

り
で
は
、
限
ら
れ
た
情
報
し

か
授
受
で
き
ま
せ
ん
。
相
手

の
口
調
や
表
情
、
身
振
り
手

振
り
、
さ
ら
に
は
、
ま
さ
に

「
空
気
」と
し
か
言
い
様
の
な

い
も
の
を
感
じ
取
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
相
手
の
気
持
ち
の

陰
翳
等
の
大
切
な
主
観
的
情

報
を
、
私
た
ち
は
実
に
敏
感

に
感
知
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
よ
っ
て
コ
ト
バ
の
受
け
取

り
方
も
大
き
く
異
な
っ
て
き

ま
す
。
現
今
の
、
マ
ス
ク
を

し
た
状
態
で
の
会
話
で
は
相

手
の
表
情
が
読
み
に
く
く
、

思
い
も
し
な
か
っ
た
厳
し
い

反
応
が
返
っ
て
き
た
経
験
を
、

皆
さ
ん
も
お
も
ち
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

昨
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
で
は
、
ま
し

て
、
相
手
の
様
々
な
情
報
を

受
け
取
る
こ
と
が
難
し
く
、

話
者
も
聴
者
も
、
戸
惑
う
こ

と
が
頻
繁
に
発
生
し
ま
す
。

オ
ン
デ
マ
ン
ド
授
業
動
画
と

な
る
と
、
授
業
を
受
け
て
い

る
方
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
が
完
全
に
欠
落
し
て
お
り
、

「
空
気
を
読
む
」こ
と
は
全
く

絶
望
的
で
す
。
こ
の
よ
う
な

現
在
の
特
殊
状
況
で
は
、
な

お
さ
ら
言
葉
遣
い
に
神
経
を

尖
ら
せ
る
こ
と
が
、
ま
ず
は
、

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回

は
、「
ち
ょ
っ
と
し
た
」違
い

の
あ
る
コ
ト
バ
に
ふ
れ
ま
す
。 　

皆
さ
ん
は
、「
終
日
」と「
全

日
」
と
の
使
い
分
け
を
明
確

に
ご
理
解
さ
れ
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。
前
者
は
「
一
日

中
」と
い
う
意
味
の
言
葉
で
、

必
ず
し
も
24
時
間
で
は
な
く
、

状
況
次
第
で
継
続
時
間
が
決

定
さ
れ
ま
す
。
後
者「
全
日
」

も
、「
一
日
中
」と
い
う
意
味

も
も
っ
て
い
ま
す
が
、「
毎

日
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま

す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　
「
万
一
」と「
万
が
一
」と
は
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
と
も
に

「
万
に
一
つ
」と
い
う
意
味
で

す
が
、「
万
が
一
」
の
方
が
、

よ
り
強
調
さ
れ
て
聞
こ
え
ま

す
。「
重
い
」を「
重
た
い
」と

表
現
し
て
も
同
様
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
こ
う
い
う
強
調
表

現
は
、
話
者
の
気
持
ち
ま
で

も
強
く
伝
え
よ
う
と
す
る
た

め
、
聴
者
の
側
で
、
そ
の「
気

持
ち
」
を
余
計
な
も
の
と
感

じ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
り

ま
す
。「
朝
か
ら
」
を
「
朝
っ

ぱ
ら
か
ら
」
と
強
め
て
表
現

す
る
の
も
、
そ
う
し
た
リ
ス

ク
が
あ
る
上
に
、
く
だ
け
た

印
象
ま
で
与
え
か
ね
ま
せ
ん
。

聴
者
が
、
こ
の
よ
う
な
余
計

な
も
の
を
押
し
つ
け
ら
れ
不

快
だ
と
感
じ
て
し
ま
っ
た
な

ら
、
意
思
疎
通
に
大
き
な
支

障
を
来
し
か
ね
ま
せ
ん
。

　

会
話
と
い
う
、
人
間
の
基

本
的
行
動
に
と
っ
て
も
、
現

在
は
、
非
常
に
厳
し
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
せ
め

て
、
こ
れ
を
、
コ
ト
バ
に
つ

い
て
改
め
て
思
い
を
致
す
機

会
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。	

�

（
国
文
学
科
・
田
上　

稔
）

こ
と
ば
の
窓③「

ち
ょ
っ
と
し
た
」違
い

た
め
ら
う
薔
薇
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本
学
に
着
任
し
た
の
は
平

成
五
年
四
月
一
日
。
辞
令
を

貰
っ
て
す
ぐ
に
一
泊
二
日
の

新
人
研
修
に
出
た
。
建
学
の

精
神
を
学
び
西
本
願
寺
に
お

参
り
す
る
と
い
う
も
の
だ

が
、
全
く
宗
教
と
関
わ
り
な

く
過
ご
し
て
き
た
私
に
と
っ

て
、
そ
れ
は
大
変
な
カ
ル

チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
で
、
夜
は

一
睡
も
で
き
ず
高
熱
を
出
し

た
。
何
し
ろ
、
お
墓
参
り
の

習
慣
も
な
く
、仏
壇
も
な
く
、

宗
教
的
な
行
事
が
一
切
な
い

中
で
育
っ
た
の
だ
か
ら
仕
方

な
い
。
で
も
、
こ
れ
が
き
っ

か
け
と
な
っ
て
、
母
の
家
が

浄
土
真
宗
門
徒
だ
っ
た
と
知

り
、
自
分
の
ル
ー
ツ
を
少
し

ず
つ
探
っ
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
。

　

以
前
、
ル
ー
ツ
の
一
部
を

書
い
た
が
、
そ
れ
か
ら
色
々

気
付
く
こ
と
が
あ
っ
た
の

で
、
こ
の
機
会
に
追
記
し
た

い
。

感
染
症

　

昨
年
来
、
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
症
の
拡
大
で
、
世
の
中
は

一
変
し
た
。
去
年
の
三
月
、

こ
れ
か
ら
一
体
ど
う
な
っ
て

い
く
の
だ
ろ
う
と
不
安
に
駆

ら
れ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を

描
い
た
ア
ル
ベ
ー
ト
・
カ

ミ
ュ
の
『
ペ
ス
ト
』
を
読
み

始
め
た
。
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン

風
邪
で
、
父
方
の
曽
祖
父
が

急
死
し
た
と
、
母
か
ら
聞
い

た
。
残
さ
れ
た
祖
母
や
曽
祖

母
ら
女
達
に
泣
き
つ
か
れ
た

の
だ
ろ
う
か
、
祖
父
は
故
郷

に
帰
る
こ
と
な
く
、
逗
留
し

て
い
た
そ
の
家
の
婿
養
子
と

な
っ
た
。

　

祖
父
は
、
故
郷
で
あ
る
鹿

児
島
の
産
業
育
成
の
た
め
に

彫
刻
技
術
を
学
ぶ
よ
う
に
県

費
で
東
京
の
学
校
へ
派
遣
さ

れ
た
青
年
だ
っ
た
。
そ
れ
が

ど
う
し
て
技
術
指
導
の
た
め

に
知
り
合
っ
た
と
い
う
だ
け

で
、
使
命
を
違
え
て
祖
母
の

家
の
養
子
に
な
っ
た
の
か
。

ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
訳

が
、
漸
く
わ
か
っ
た
。

　

彼
の
生
ま
れ
は
、
母
と
同

じ
く
東
シ
ナ
海
に
浮
か
ぶ
甑

島
で
あ
る
。
ド
ラ
マ
に
な
っ

た
『
ド
ク
タ
ー
コ
ト
ー
診
療

所
』
が
現
存
す
る
の
で
少
し

知
ら
れ
て
き
た
も
の
の
依
然

ひ
っ
そ
り
し
た
離
島
で
あ

る
。

隠
れ
念
仏

　

江
戸
時
代
、
薩
摩
藩
で
は

浄
土
真
宗
は
禁
教
だ
っ
た

が
、
島
の
ほ
と
ん
ど
が
隠
れ

念
仏
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の

た
め
、
度
々
弾
圧
が
あ
り
島

唯
一
の
商
家
だ
っ
た
祖
父
の

先
祖
の
夫
婦
が
浜
に
縛
ら

れ
、
夫
が
命
を
落
と
し
た
。

男
の
方
は
逆
さ
吊
り
だ
っ
た

と
い
う
の
で
、溺
死
で
あ
る
。

何
と
酷
い
！　

こ
れ
を
知
っ

た
時
は
言
葉
を
失
い
、
見
せ

し
め
に
さ
れ
た
理
由
を
た
だ

し
た
か
っ
た
。

　

祖
父
の
家
は
十
六
世
紀
中

頃
、
中
国
福
建
省
か
ら
渡
っ

て
き
た
「
江
夏
」
族
を
祖
と

す
る
よ
う
だ
。
一
族
は
島
津

に
仕
え
て
各
地
に
散
り
、
大

陸
と
の
貿
易
を
行
な
っ
た
。

だ
か
ら
、
密
貿
易
の
お
か
げ

で
暮
ら
し
て
い
る
の
に
藩
に

背
い
た
こ
と
か
ら
処
刑
さ
れ

た
訳
だ
。
因
み
に
、
阪
神
の

名
投
手
だ
っ
た
同
じ
姓
の
江

夏
豊
も
鹿
児
島
が
ル
ー
ツ
な

の
で
、
昔
は
同
じ
家
業
だ
っ

た
と
思
う
。

　

祖
父
は
時
々
、
不
思
議
な

印
を
組
ん
で
瞑
想
し
て
い

て
、子
供
心
に
不
審
だ
っ
た
。

今
思
え
ば
、
宗
教
弾
圧
さ
れ

た
過
去
故
に
、
祈
り
を
自
ら

の
心
に
封
印
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
養
子
だ
か
ら
祖
母
の

家
の
墓
地
や
仏
壇
が
あ
っ
て

も
良
さ
そ
う
だ
が
、
何
故
か

祖
母
も
話
し
た
が
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
家
は
、
紀
州
藩
の

儒
学
者
が
ル
ー
ツ
だ
と
い
う

の
で
、食
い
扶
持
を
求
め
て
、

家
を
捨
て
た
の
だ
ろ
う
。
苗

字
も
変
え
て
い
る
。

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン

　

一
方
、
母
方
の
先
祖
が
甑

島
に
渡
っ
た
の
は
、
十
七
世

紀
初
め
で
あ
る
。
初
代
と
二

代
目
が
「
禅
師
」
と
記
さ
れ

て
い
る
の
で
布
教
の
た
め
に

渡
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
母

の
家
は
熱
心
な
信
者
で
あ

る
。
生
家
に
は
、
集
会
所
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
思
し

き
土
蔵
造
り
の
建
物
が
あ
っ

た
。
若
い
頃
、
図
書
館
収
蔵

庫
で
見
つ
け
た
日
本
建
築
学

会
論
文
集
に
「
不
思
議
な
建

物
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
の

を
、
偶
然
読
ん
だ
こ
と
が
あ

る
。

　

母
が
島
で
過
ご
し
た
家

は
、
何
時
か
の
大
き
な
台
風

で
と
う
と
う
屋
根
が
飛
ん
で

し
ま
い
、
今
は
小
さ
な
社
し

か
残
っ
て
い
な
い
。
伯
父
が

整
理
し
た
と
こ
ろ
、
鳥
居
の

あ
る
こ
の
社
か
ら
三
つ
の
石

を
見
つ
け
た
。
そ
の
一
つ
に

「
主
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
元
は
隠
れ
キ
リ
シ

タ
ン
だ
っ
た
よ
う
だ
。
伯
父

は
キ
リ
シ
タ
ン
の
証
し
を
、

幼
い
頃
に
見
た
よ
う
な
の
だ

が
、
父
親
、
つ
ま
り
私
の
祖

父
が
早
逝
し
た
た
め
、
よ
く

わ
か
ら
ず
に
い
た
ら
し
い
。

甑
島
は
天
草
に
近
い
。

　

何
時
だ
っ
た
か
、
ゼ
ミ
生

か
ら
浄
土
真
宗
と
キ
リ
ス
ト

教
と
の
類
似
性
を
教
え
て
も

ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
仏
教

学
の
授
業
で
、
遠
藤
周
作
の

『
沈
黙
』
を
読
む
課
題
が
出

た
と
い
う
。
す
ぐ
に
私
も
こ

の
本
を
読
み
始
め
た
の
だ

が
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
だ
っ

た
先
祖
の
苦
難
を
思
う
と
、

涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
後
、
映
画
に
な
っ
た
『
沈

黙
─
サ
イ
レ
ン
ス
─
』
も
見

た
が
、
こ
ち
ら
は
む
し
ろ
冷

静
に
鑑
賞
で
き
た
。
弾
圧
の

様
子
や
、
転
び
キ
リ
シ
タ
ン

の
心
の
変
化
を
見
な
が
ら
、

先
祖
の
逃
避
行
を
思
っ
た
。

　

伯
父
も
三
つ
の
石
を
見
つ

け
て
以
来
、
家
の
ル
ー
ツ
を

探
っ
た
。
子
供
の
時
に
、
四

度
の
戦
に
負
け
て
島
に
流
れ

て
き
た
と
、
囃
さ
れ
た
記
憶

が
あ
る
ら
し
い
。
彼
の
推
理

で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名

だ
っ
た
土
佐
一
条
氏
の
元
で

戦
に
敗
れ
、
九
州
の
キ
リ
シ

タ
ン
大
名
を
頼
っ
て
甑
島
に

辿
り
着
い
た
、
と
い
う
こ
と

だ
。
伯
父
は
石
を
納
め
る
た

め
に
、
自
分
の
庭
に
石
造
の

祠
を
造
っ
た
。

生
き
て
い
る
不
思
議

　

宗
教
は
、
安
ら
ぎ
や
救
い

を
求
め
、
生
き
る
た
め
の
道

標
と
し
て
あ
る
と
思
っ
て
い

た
。
だ
が
、
本
学
に
来
た
こ

と
を
契
機
に
宗
教
に
触
れ
た

こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は

ル
ー
ツ
を
探
り
、
苦
難
を
超

え
て
時
代
を
生
き
て
き
た

人
々
に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
幼
い
頃
か
ら
、

寝
る
前
に
無
事
に
一
日
を
過

ご
せ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
祈

る
よ
う
、母
に
躾
け
ら
れ
た
。

祈
り
の
対
象
は
、
神
様
で
も

仏
様
で
も
良
い
け
れ
ど
も
、

御
先
祖
様
に
感
謝
し
な
さ
い

と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思

う
。
祈
り
を
通
じ
て
過
去
を

遡
れ
ば
、
生
き
て
い
る
こ
と

の
不
思
議
を
想
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。

時
有
僧
出
問
、「
如
何
是
無

位
真
人
？
」
師
下
禅
牀
、
把

住
云
、「
道
道
」。

其
僧
擬
議
。
師
托
開
云
、「
無

位
真
人
是
什
麼
乾
屎
橛
」、

便
帰
方
丈
。

�

（�『
臨
済
録
』）

法のことば

　

禅
の
問
答
で
は
、「
如い

何か

な
る
か
是
れ
無む

位い

真し
ん

人に
ん

」
や
「
如
何
な
る
か
是
れ

祖そ

師し

西せ
い

来ら
い

意い

」
と
い
う
形
式
で
、
修
行
者
自
身
が
体
得
し
た
さ
と
り
の
本
質

を
問
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

上
記
で
は
、
臨
済
義
玄
（
？
〜
８
６
７
）
は
「
乾か

ん

屎し

橛け
つ

」
す
な
わ
ち
「
乾

い
た
棒
状
の
糞
」
と
答
え
ま
す
。
そ
し
て
相
手
を
突
き
放
し
て
、
そ
の
場
か

ら
去
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　

な
ぜ
「
乾
屎
橛
」
と
い
う
表
現
を
採
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
希
求
す
べ
き
対

象
と
し
て
の
さ
と
り
を
絶
対
化
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
教
え
る
た
め
で
、

い
わ
ば
反
措
定
的
な
表
現
で
す
。

　

用
意
さ
れ
た
答
え
だ
と
永
遠
に
外
在
的
な
知
識
と
な
り
、
修
行
者
は
二
度

と
そ
れ
を
活
き
た
事
実
と
し
て
自
分
自
身
の
上
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

大
学
で
の
学
び
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い

な
い
問
題
に
と
り
く
み
、
自
分
自
身
で
見
つ
け
出
し
て
こ
そ
自
分
の
血
肉
と

な
っ
て
ゆ
く
と
強
く
思
い
ま
す
。	

（
中
西　

俊
英
）

生
き
て
い
る
不
思
議
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伝
説
と
謎
に
み
ち
た
人
物
、

聖
徳
太
子
。
本
書
は
聖
徳
太
子

の
実
像
を
、
現
存
す
る
資
料
を

も
と
に
丁
寧
に
読
み
解
い
て
い

く
。

　
「
聖
徳
太
子
」
と
聞
い
て
、
み

な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

を
持
た
れ
る
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て

日
本
の
紙
幣
に
度
々
登
場
さ
れ
た

人
物
だ
、
と
か
、『
憲
法
十
七
条
』

や
「
冠
位
十
二
階
」
を
制
定
し
て

国
の
礎
を
築
い
た
優
れ
た
政
治
家

だ
、
と
か
、
は
た
ま
た
日
本
に
仏

教
の
導
入
を
牽
引
し
た
偉
大
な

宗
教
者
で
あ
る
と
か
。

　

聖
徳
太
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
時

代
に
よ
っ
て
変
遷
が
見
ら
れ
る
。

本
書
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
古
資
料
で
は
仏
教
興
隆
の
立

役
者
。
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時

代
に
か
け
て
は
、
浄
土
信
仰
の
隆

盛
と
と
も
に
、
人
々
を
浄
土
へ
と

導
く
観
音
菩
薩
の
化
身
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
り
、
中
世
か
ら
戦

国
時
代
に
か
け
て
は
兵
法
の
達

人
、
戦
い
の
神
と
し
て
も
崇
め
ら

れ
る
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
四

天
王
寺
や
法
隆
寺
を
建
立
し
た

こ
と
か
ら
大
工
や
鍛
冶
屋
・
桶
屋

な
ど
の
工
匠
の
祖
と
し
て
崇
拝
さ

れ
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代

に
か
け
て
は
一
部
の
儒
学
者
や
国

学
者
か
ら
、
そ
の
政
治
的
立
場
や

異
国
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
を
導

入
し
た
こ
と
を
批
判
さ
れ
た
り
も

し
て
い
る
。
一
転
、
明
治
時
代
後

半
に
は
大
国
と
の
平
等
外
交
の

祖
、
憲
法
の
祖
な
ど
の
功
績
を
通

し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
く
。
戦
後

に
な
る
と
、『
憲
法
十
七
条
』の「
和

を
以
て
貴
し
と
為
す
」
と
い
う
言

葉
か
ら
、
民
主
主
義
・
平
和
主

義
を
説
い
た
人
物
と
し
て
解
釈
さ

れ
、
ひ
ろ
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き

た
。

　
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
多
様
な
イ

メ
ー
ジ
や
評
価
で
語
ら
れ
て
き
た

人
物
が
、
か
つ
て
日
本
の
歴
史
上

に
ど
れ
ほ
ど
い
た
だ
ろ
う
か
。
た

だ
、
そ
の
実
像
に
つ
い
て
は
、
限

ら
れ
た
資
料
の
な
か
で
現
在
も

多
く
の
議
論
が
あ
り
、
謎
に
つ
つ

ま
れ
て
い
る
部
分
も
多
い
。
し
か

し
、
そ
の
謎
が
ま
た
人
々
を
惹
き

つ
け
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
聖
徳
太
子
と
は
一
体
何

者
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
命
題
に

基
づ
い
て
、
古
代
史
・
仏
教
史
・

美
術
史
な
ど
の
学
術
成
果
を
駆

使
し
、
太
子
の
実
像
を
広
範
な

資
料
を
も
と
に
考
察
し
て
い
く
。

　
「
聖
徳
太
子
の
呼
び
名
」
に
つ

い
て
、「
聖
徳
太
子
虚
構
説
」
に

つ
い
て
、「
聖
徳
太
子
一
族
の
滅
亡
」

に
つ
い
て
。
ど
こ
か
気
に
な
っ
て

い
た
ト
ピ
ッ
ク
を
次
々
と
取
り
上

げ
て
は
論
じ
、
読
む
者
に
多
く
の

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

今
年
は
聖
徳
太
子
が
世
を
去

ら
れ
て
か
ら
、
千
四
百
回
忌
の
節

目
に
あ
た
る
。
本
書
は
千
四
百
年

の
時
を
超
え
、
影
響
を
与
え
続

け
て
き
た
聖
徳
太
子
と
い
う
人

物
の
実
像
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認

す
る
こ
と
の
で
き
る
一
冊
で
あ

る
。	

（
赤
井　

智
顕
）

シリーズ：東山から発信する京都の歴史と文化㉒
テ ー マ：中世の東北・南九州と京都

開催日　令和 3年10月 9日（第二土曜日）13：00～17：00
第一部　13：00～14：30
　　　　「イオウガシマ、キカイガシマ、琉球を見る目」
　　　　講師　ラ・サール学園教諭
　　　　　　　永山　修一　氏
第二部　15：00～16：30
　　　　「宮城県で見つかった京都の中世」
　　　　講師　東北大学大学院教授
　　　　　　　柳原　敏昭　氏
場　所　Ｂ校舎501教室
※当該公開講座は毎年 6 月に開催していますが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の観点により、日程を上記
の通り変更しました。

　　なお、今後の国内や本学の感染状況によりましては、
開催が取り止めとなる場合があります。その場合は、
大学ホームページ・京女ポータルにてお知らせします。

宗教・文化研究所公開講座（ご案内）

お知らせ




