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僅わ
ず
か
ば
か
り

儲も
う
か
っ
た

褒ほ

め
ら
れ
た

幸
せ
こ
こ
に
と

有う
ち
ょ
う
て
ん

頂
天
に
な
り

し
た
た
か

損
を
し
た

中
傷
さ
れ
た

切
な
く
苦
し
い
と

怒
り
悲
し
み

ふ
て
く
さ
る

間
断
な
き

愛
憎
の
風
は

小
さ
き
心
を

あ
そ
こ
こ
こ

ふ
わ
り

ふ
わ
り
舞
い
上
げ
る

心
は
大
き
く

大
き
く
ど
っ
し
り
と

動
ず
る
な
か
れ

http://www.ne.jp/asahi/choonji/namo/ 　ナモの寺  検索

【
出
典
】『
寒
山
詩
』「
寒
山
無
漏
巖
、
其
巖
甚
濟
要
、
八
風
吹
不
動
、

萬
古
人
傳
妙
（
以
下
略
）」
に
よ
る
。「
八
風
」
と
は
、
利
益
、
衰
退
、

陰
口
、
名
誉
、
賞
賛
、
悪
口
、
苦
、
楽
の
八
種
。
こ
れ
ら
は
人
間
が
憎

愛
す
る
も
の
で
、
人
心
を
動
揺
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
風
に
た
と
え
た
。

浄 土 宗 西 山 禅 林 寺 派

撮影：超空正道



寒か
ん
ざ
ん
じ
っ
と
く

山
拾
得
　（
上
）

　
一
度
見
た
ら
生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
で

き
な
い
ほ
ど
印
象
深
い
も
の
っ
て
あ
り

ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
次

に
掲
げ
る
図
な
ど
は
そ
の
代
表
格
に
あ

げ
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
異
様
な
風ふ
う
て
い体

と
そ
の
笑
み
を
含
ん
だ

眼ま
な
ざ差

し
は
、
何
か
し
ら
見
る
も
の
に

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
き
て
い
る
よ
う

で
、
気
に
な
っ
て
眠
れ
な
い
ほ
ど
で
は

な
い
に
し
ろ
、
折
に
触
れ
、「
い
っ
た

い
こ
の
二
人
は
何
者
？
」
と
い
う
疑
問

が
頭
を
も
た
げ
て
き
ま
す
。

　
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、あ
の
森
鴎
外
、

芥
川
龍
之
介
、
井
伏
鱒
二
と
い
っ
た
文

豪
も
、『
寒
山
拾
得
』
と
い
う
短
編
を

残
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
作

品
で
、
こ
の
二
人
の
人
物
像
が
分
か
る

か
と
い
う
と
、
や
は
り
、
そ
こ
は
そ
う

単
純
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
順
当
な
手

段
と
し
て
、『
寒
山
詩
集
』
を
紐ひ
も

解と

く

必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　
こ
の
詩
集
は
異
本
が
多
く
、
概
ね
、

寒か
ん
ざ
ん山

詩
（
三
百
余
首
）、
拾じ
っ
と
く得

詩
（
五

拾
余
首
）、
豊ぶ
か
ん干
詩
（
二
首
）
と
、
こ

の
詩
集
を
撰
し
た
閭り
ょ
き
ゅ
う
い
ん

丘
胤
の
序
文
か
ら

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
序
文

に
、
詩
集
を
撰
す
る
に
至
っ
た
経
緯
が

記し
る

さ
れ
て
い
ま
す
。
史
実
云う
ん
ぬ
ん々

の
問
題

は
別
と
し
て
、概
要
は
次
の
通
り
で
す
。

　

天
台
の
丹
丘
（
現
在
の
浙せ
っ
こ
う江
省
）
の
官
吏

と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
閭
丘
胤
、

途
中
で
突
然
、
頭
痛
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
易
者
や
医
者
に
治
療
さ
せ
た
が
重
く

な
る
ば
か
り
。
そ
こ
へ
、
た
ま
た
ま
豊ぶ
か
ん干

と

い
う
禅
師
が
天
台
の
清
国
寺
か
ら
訪
ね
て
き

て
、
治
療
を
頼
む
と
、
浄
水
を
頭
に
吹
き
か

け
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
治
し
て
し
ま
っ
た
。

　
閭り
ょ
き
ゅ
う丘

が
、
こ
れ
か
ら
赴ふ
に
ん任

す
る
天
台
に
、

師
と
仰
ぐ
に
足
り
る
賢
者
が
い
る
か
と
尋
ね

る
と
、「
見
よ
う
と
思
え
ば
分
か
ら
な
く
な

り
、
分
か
ら
な
く
な
っ
た
と
思
う
と
見
え
る

よ
う
に
な
る
。
も
の
を
見
よ
う
と
思
え
ば
、

ま
ず
そ
の
姿
か
た
ち
を
見
て
は
な
ら
な
い
。

心
の
目
で
見
る
の
だ
。
寒
山
は
文も
ん
じ
ゅ殊
菩
薩
で
、

国
清
寺
に
隠
れ
、
拾
得
は
普ふ
げ
ん賢
菩
薩
、
そ
の

二
人
の
姿
は
乞
食
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
風

狂
の
よ
う
で
も
あ
る
。
寺
へ
出
入
り
し
て
い

る
が
、
国
清
寺
の
庫く

り裡
の
厨ち
ゅ
う
ぼ
う房で

は
使
い
走

り
を
し
た
り
、
竈か
ま

た
き
を
し
た
り
し
て
い
る
」

と
言
い
終
わ
る
と
豊
干
は
立
ち
去
っ
た
。

　
閭
丘
は
任
地
に
着
き
、
早
速
に
役
人
に
命

じ
て
、
寒
山
と
拾
得
の
所
在
を
調
べ
さ
せ
た

と
こ
ろ
、「
県
境
よ
り
西
七
十
里
の
所
に
巌
い
わ
お

が
あ
り
、
そ
の
巌
に
貧
士
が
住
み
、
た
び
た

び
国
清
寺
に
行
っ
て
は
庫
裡
で
止
宿
し
て
い
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る
の
を
古
老
が
見
た
。
ま
た
庫
裡
に
は
、
拾

得
と
い
う
名
の
行
者
が
い
た
」
と
の
報
告
で

あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
国
清
寺
に
行
き
、
豊
干
禅
師
、
そ

し
て
拾
得
と
寒
山
の
現
況
を
尋
ね
る
と
、
僧

の
道ど
う
ぎ
ょ
う翹
が
、「
豊
干
禅
師
の
院
は
経
蔵
の
後
う
し
ろ

に
あ
る
が
、
今
は
誰
も
住
ん
で
い
な
い
。
時

折
一
頭
の
虎
が
現
れ
て
吼ほ

え
る
だ
け
だ
。
寒

山
と
拾
得
の
二
人
は
現
在
厨
房
に
い
る
」
と

言
う
。
閭
丘
は
、
案
内
さ
れ
た
豊
干
禅
師
の

院
に
行
っ
て
、
部
屋
を
開
け
て
見
た
が
、
そ

こ
に
は
虎
の
足
跡
が
残
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

豊
干
が
こ
こ
に
居
た
頃
は
、
米
を
つ
い
て
大

衆
に
供
養
し
、
夜
に
は
歌
を
う
た
っ
て
独
り

楽
し
ん
で
い
た
と
い
う
。
次
に
厨
房
へ
行
く

と
、
竈
の
前
で
二
人
の
者
が
火
に
あ
た
っ
て

大
笑
し
て
い
た
。
閭
丘
が
進
み
出
て
礼
拝
す

る
と
、
二
人
は
続
け
ざ
ま
に
閭
丘
を
大
声
で

怒
鳴
り
つ
け
、
ま
た
互
い
に
手
を
取
り
合
っ

て
呵か

呵か

大
笑
し
、「
豊
干
の
お
し
ゃ
べ
り
。

阿
弥
陀
に
さ
え
わ
か
ら
ぬ
に
、
わ
れ
ら
を
礼

拝
し
て
何
に
な
る
」
と
わ
め
き
立
て
た
。
僧

た
ち
は
、
驚
い
て
駆
け
集
ま
り
、
こ
の
よ
う

な
乞
食
ど
も
に
、
何
故
礼
拝
な
ど
す
る
の
か

と
大
い
に
不
審
が
っ
た
。
そ
の
隙す
き

に
、
寒
山

と
拾
得
は
手
を
取
り
合
っ
て
、
寺
か
ら
出
て

行
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
閭
丘
は
、
あ
れ
以
来
二
人
が
寺
に
帰
っ
て

こ
ぬ
と
い
う
の
で
、
使
者
を
立
て
巌
へ
供
物

を
持
っ
て
行
か
せ
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
寒

山
に
会
え
た
。
閭
丘
ら
を
見
る
と
寒
山
は
大

声
で
「
賊
だ
賊
だ
」
と
怒
鳴
り
つ
け
、
巌
の

穴
に
も
ぐ
り
込
み
、「
汝
ら
皆
に
言
う
。
各
々

努
力
せ
よ
」
と
い
う
声
と
と
も
に
姿
が
見
え

な
く
な
っ
た
。
拾
得
の
所
在
も
よ
う
と
し
て

知
れ
な
い
。

　
そ
の
後
、
道ど
う
ぎ
ょ
う翹に

寒
山
の
行
状
を
調
べ
さ

せ
た
と
こ
ろ
、
竹
・
木
・
石
・
壁
な
ど
に
詩

を
書
き
つ
け
、
ま
た
村
の
人
家
の
壁
の
上
に

も
書
き
散
ら
し
た
文
句
な
ど
三
百
余
首
、
加

え
て
、
拾
得
が
土
地
堂
の
壁
の
上
に
書
い
た

偈げ
も
ん文
な
ど
も
あ
っ
た
の
で
、
取
り
集
め
て
一

巻
と
し
た
。

　
以
上
、「
自
分
は
仏
の
教
え
に
心
を

寄
せ
て
い
た
の
で
、
幸
い
に
も
達
道
の

人
と
巡
り
会
う
こ
と
が
で
き
た
」
と
の

感
想
で
序
を
結む
す

ん
で
い
ま
す
。確
か
に
、

我
々
の
身
近
に
文
殊
や
普
賢
が
い
た
と

し
て
も
、
気
づ
い
て
い
な
い
だ
け
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
鴎
外
の
作
品
で
、
寺
か

ら
出
て
行
っ
た
二
人
を
呆ぼ
う
ぜ
ん然

と
見
送

り
、「
道
翹
は
真ま
っ
さ
お蒼

な
顏
を
し
て
立
ち

す
く
ん
で
い
た
」と
い
う
最
後
の
件く
だ
りは

、

道
翹
自
身
、
迂う
か
つ闊
だ
っ
た
こ
と
へ
の
反

省
と
事
の
重
大
さ
を
知
っ
た
が
故
の
表

現
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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ん
。
編
者
閭り
ょ
き
ゅ
う
い
ん

丘
胤
に
し
て
も
、
他
の
文

献
に
そ
の
名
は
な
く
、
こ
れ
も
謎
で
あ

り
ま
す
。
た
だ
事
実
は
、
詩
が
残
っ
て

い
る
こ
と
で
す
。
次
回
は
、
そ
の
詩
の

い
く
つ
か
を
検
討
い
た
し
ま
す
。

▼
ご
寄
付

　
鏧き

ん

す子
と
鏧き
ん
す
だ
い

子
台
の
ご
寄
付
を
新
た
に

次
の
方
か
ら
賜
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
敬
称
略

　
◎
土
方  

祥
　
　（
一
万
円
）

▼
立
春

　
立
春
の
日
、
門
に
「
立
春
大
吉
」
と

書
い
た
紙
を
貼
る
習
慣
が
禅
宗
に
あ
り

ま
す
。
こ
の
文
字
は
左
右
対
称
で
、
一

年
間
災
難
に
あ
わ
な
い
と
い
う
お
ま
じ

な
い
で
す
。
ま
た
、
節
分
に
イ
ワ
シ
を

焼
い
て
そ
の
頭
を
柊
ひ
い
ら
ぎに

刺
し
て
軒
先
に

飾
る
習
慣
も
あ
り
ま
す
。

◆
邪
気
悪
鬼
豆
で
払
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
春
よ
来
い
　
沐
魚

様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
一
枚
の
絵
が
あ

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
十
二
単ひ

と
えを

着
た

女
性
が
台
座
に
腰
を
下
ろ
し
、
裸
足
の

足
を
二
本
、
火
鉢
の
上
に
か
ざ
し
て
い

る
で
は
な
い
か
！
　
炬
燵
が
な
い
時
代

の
婦
人
た
ち
は
か
く
も
大
胆
で
あ
っ

た
。（『
仏
教
の
こ
と
ば
』早
わ
か
り
事
典
）

▼
寒
山
拾
得
（
追
記
）

　
寒
山
・
拾
得
・
豊
干
の
三
隠
士
の
生

存
年
代
は
七
世
紀
、
初
唐
の
頃
と
い
わ

れ
ま
す
。
た
だ
、
寒
山
の
名
は
寒
巌
に

隠
棲
し
て
い
た
こ
と
か
ら
つ
い
た
名

で
、
実
名
で
は
な
く
、
拾
得
は
豊
干
に

拾
わ
れ
た
捨
て
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
あ

る
い
は
、
人
物
で
は
な
く
、『
詩
集
』

に
漏
れ
た
も
の
を
「
拾
い
と
る
」
と
い

う
意
味
に
由
来
す
る
と
も
言
わ
れ
、
そ

の
存
在
す
ら
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

◎
炬こ
た
つ燵

　
こ
れ
も
ま
た
禅
寺
の
風
習
か
ら
生
ま

れ
た
こ
と
ば
。
昔
の
禅
寺
は
よ
っ
ぽ
ど

寒
か
っ
た
も
の
と
み
え
る
。
古
く
は

「
火こ

燵た
つ
」と
書
か
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ

た
と
か
。

　
も
ち
ろ
ん
昔
か
ら
、「
置
き
炬
燵
」

と
「
掘
り
炬
燵
」
の
両
者
が
存
在
す
る

の
だ
が
、
禅
寺
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の

は
前
者
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
ど
う
し
て
炬
燵
な
の
か
。
一

説
で
は
室
町
時
代
の
文
献
に
見
え
る

「
火
榻
」
の
た
め
で
は
な
い
か
と
い
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
中
国
語
の
発
音
で

は
か
と
う

0

0

0

。
そ
れ
が
音
便
で
か
た
つ

0

0

0

→

こ
た
つ

0

0

0

に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、こ
の
炬
燵
が
な
い
時
代
、

人
々
は
ど
う
や
っ
て
冬
の
寒
さ
の
中
で

暖
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
山
東
京
伝

の
『
骨こ
っ
と
う董
集
』
に
は
、
平
安
朝
時
代
の
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