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無む
み
ょ
う明

暗
け
れ
ば

身
に
空く
う
げ花
で
織
っ
た

衣
を
ま
と
い

足
に
亀き
も
う毛
で
編
ん
だ

靴
を
履
き

手
に
兔と
か
く角
で
作
っ
た

弓
を
引
き

心
　
怯お
び
え
戦お
の
のき

幻
影
の
鬼
を
射
ん
と
す

無む
み
ょ
う明

明あ

け
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身
に
空く
う
げ花
で
織
っ
た

衣
を
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足
に
亀き
も
う毛
で
編
ん
だ

靴
を
履
き

手
に
兔と
か
く角
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作
っ
た

弓
を
取
り

心
　
自
由
自
在
に

無む
み
ょ
う明
の
鬼
を
射
倒
さ
ん
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【
出
典
】『
寒
山
詩
』「
身
着
空
花
衣
、
足
躡
亀
毛
履
、
手
把

兔
角
弓
、
擬
射
無
明
鬼
」
に
よ
る
。
寒
山
が
、
一
切
の
執
着

を
離
れ
た
「
無
相
」
の
境
地
を
述
べ
た
も
の
。

浄 土 宗 西 山 禅 林 寺 派



寒か
ん
ざ
ん
じ
っ
と
く

山
拾
得
　（
中
）

　
寒
山
の
人
物
像
を
、
そ
の
詩
の
中
か
ら

探
っ
て
み
る
と
、「
少
小
よ
り
経け
い

を
帯
び
て

鋤す

き
、
本も

と
兄
と
共
に
居す

む
。
他
の
輩や
か
らの
責

む
る
に
遭あ

う
に
縁よ

り
、
剰あ
ま

つ
さ
え
自
妻
に
疎う
と

ん
ぜ
ら
る
」
と
あ
り
、
も
と
は
農
家
の
出
身

で
、
若
い
頃
よ
り
、
読
書
し
た
り
、
兄
と
共

に
田
を
耕
し
た
り
し
て
過
ご
し
、
結
婚
も
し

ま
す
が
、
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、
人
か
ら

非
難
さ
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
わ
が
妻
に
も
疎
ん

ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
た
た
ま
れ
ず
家

を
捨
て
、
放
浪
の
身
と
な
り
ま
す
。
以
後
、

文
官
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
、
難
関
と
い
わ

れ
る
科か
き
ょ挙
に
合
格
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す

が
、
果
た
せ
ず
失
望
し
、
天
台
山
の
寒か
ん
が
ん巌

に

隠い
ん
せ
い棲

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
す
。

　
寒
山
に
と
っ
て
、
こ
の
地
は
、
求ぐ
ど
う道

と
詩

作
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
理
想
郷
で
し
た
。
こ

こ
で
修
行
す
る
う
ち
に
、
そ
れ
ま
で
親
し
ん

で
き
た
道
教
の
思
想
を
捨
て
、
禅
仏
教
に
傾

倒
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
、
悟

道
の
隠
士
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　
寒
山
は
、
寒
巌
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
自

由
な
心
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
、
い
く
つ

か
の
詩
か
ら
味
わ
っ
て
み
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
ょ
う
。

◎
一
三
八

　
人
生
百
に
満
た
ざ
る
に

　
常
に
千
載ざ
い

の
憂
い
を
懐い
だ

く

　
自
身
病や
ま

い
始
め
て
可い

ゆ
れ
ば

　
又
た
子
孫
の
為
め
に
愁う
れ
う

　
下
は
禾か

根
の
下も
と
を
視み

　
上
は
桑そ
う
じ
ゅ樹
の
頭さ
き
を
看み

る

　
秤
し
ょ
う
つ
い槌

東
海
に
落
ち

　
底
に
到
っ
て
始
め
て
休
む
こ
と
を
知
る

【
解
釈
】
人
の
一
生
は
百
年
に
も
満
た
な
い

の
に
、
人
は
常
に
千
年
も
の
憂
い
を
抱
い
て

い
る
。
自
分
の
病
気
が
漸
く
治
っ
た
と
思
っ

た
ら
、
今
度
は
子
や
孫
の
こ
と
ま
で
心
配
し

て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
稲
の

根
元
の
育
ち
具
合
を
調
べ
る
の
に
下
の
方
を

覗の
ぞ

い
た
り
、
桑
の
木
の
伸
び
具
合
が
気
に
な

る
の
で
、
上
の
方
を
睨に
ら
ん
だ
り
す
る
よ
う
に
。

色
々
と
心
配
す
る
が
、
分
銅
が
海
の
底
に
沈

ん
で
し
ま
う
よ
う
に
、
も
う
こ
れ
で
お
し
ま

い
だ
と
諦あ
き
らめ

る
。

《
私
評
》
人
間
、
せ
ず
と
も
よ
い
心
配
を
、
死

ぬ
間
際
ま
で
飽
き
も
せ
ず
し
て
い
る
。
死
ん

で
か
ら
休
む
の
で
は
な
く
、一
休
み
、一
休
み
。

◎
一
五
五

　
人
生
一
百
年
　
仏
説
十
二
部

　
慈
悲
は
野
鹿
の
如
く

　
瞋し
ん
ど怒
は
家
狗く

に
似
る

　
家
狗
は
趕お

え
ど
も
去
ら
ず

　
野や
ろ
く鹿

は
常
に
好
く
走に

ぐ

　
獼び
こ
う猴

の
心
を
伏
せ
ん
と
欲
せ
ば

　
須す
べ
から

く
獅し

し

く
子
吼
を
聴
く
べ
し

【
解
釈
】
人
生
は
長
く
て
百
年
で
あ
り
、
仏

の
説
法
は
十
二
種
類
あ
る
。
慈
悲
は
野
の
鹿

の
よ
う
で
あ
り
、
瞋い
か
り怒
は
飼
っ
た
犬
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
飼
い
犬
ー
瞋
怒
ー
は
追
い

払
っ
て
も
去
ら
な
い
し
、
野
の
鹿
ー
慈
悲
ー

は
い
つ
も
よ
く
恐
れ
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
。
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猿
の
心
ー
妄
心
ー
を
降
伏
さ
せ
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
獅
子
の
吼
え
る
声
ー
仏
陀
の
説
法
、

大
法
輪
ー
を
聞
く
べ
き
で
あ
る
。

《
私
評
》
こ
れ
ら
の
喩た
と

え
は
、『
涅
槃
経
』
に

あ
る
が
、
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。

◎
二
九
一

　
身
に
空く
う
げ花
の
衣
を
着

　
足
に
亀き

毛
の
履く
つ

を
躡ふ

み

　
手
に
兎と

角
の
弓
を
把と

り

　
無
明
の
鬼
を
射
ん
と
擬ぎ

す

【
解
釈
】
身
に
は
空
華
で
作
っ
た
衣
裳
を
着

け
、
足
に
は
亀
毛
で
作
っ
た
履
き
物
を
は
き
、

手
に
は
兎
角
で
作
っ
た
弓
を
手
に
し
て
、
煩

悩
の
鬼
た
ち
を
射
殺
し
て
や
ろ
う
。

《
私
評
》
白
隠
禅
師
は
「
自じ
じ
ゅ
ゆ
う

受
用
の
活
三さ
ん
ま
い昧

を
述
ぶ
」
と
評
し
、
寒
山
が
心
に
自
由
を
得

た
と
き
の
法
楽
が
、
こ
の
詩
を
読
む
も
の
に

も
伝
わ
り
、
胸
が
す
く
。

◎
二
九
五

　
寒
山
の
無む

ろ漏
の
巌い
わ

　
其
の
巌
は
甚
だ
済さ
い
要
な
り

　
八
風
吹
け
ど
も
動
ぜ
ず

　
万
古
人
妙
を
伝
う

　
寂
じ
ゃ
く
じ
ゃ
く
寂
と
し
て
安あ
ん
ご居
に
好
く

　
空
空
と
し
て
譏き
し
ょ
う誚
を
離
る

　
孤
月
長と
こ
しえ
に
明
ら
か
に

　
円
日
常
に
来
た
り
て
照
ら
す

　
虎
丘
と
虎
谿
と

　
相
い
呼
召
す
る
を
用
い
ず

　
世
間
に
王
傅ふ

有
り

　
把と

り
て
周
召
と
同
ず
る
こ
と
莫な

か
れ

　
我
れ
寒
巌
に
遯の
が

れ
し
自よ

り

　
快
活
に
し
て
長
く
歌
笑
す

【
解
釈
】
寒
山
に
は
、
無
漏
の
巌
が
あ
る
が
、

そ
の
巌
は
実
に
重
々
し
く
立
派
で
あ
る
。
ど

れ
だ
け
八
風
が
吹
こ
う
と
も
び
く
と
も
動
か

な
い
。
い
つ
ま
で
も
そ
の
霊
妙
な
姿
を
伝
え

る
。
そ
こ
は
物
静
か
で
修
行
す
る
の
に
良
い

処
で
、
し
か
も
か
ら
り
と
し
て
い
て
、
人
の

責
め
た
り
誹そ
し

っ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
全

く
無
い
。
一
輪
の
明
月
が
い
つ
い
つ
ま
で
も

夜
の
空
を
あ
か
る
く
照
ら
し
、
円
い
太
陽
は

い
つ
も
天
空
に
現
れ
て
光
り
輝
い
て
い
る
。

こ
こ
は
虎
丘
と
虎
谿
と
の
清
浄
な
霊
地
の
あ

る
所
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
ら
も
呼
び
招
く

に
は
及
ば
な
い
ー
こ
の
無
漏
巌
の
よ
さ
は
と

て
も
虎
丘
や
虎
谿
と
は
取
り
換
え
ら
れ
な
い
。

　
世
間
に
は
王
の
補
佐
役
が
い
る
が
、
そ
の

人
は
周
公
や
召
公
と
同
じ
扱
い
を
し
て
は
い

け
な
い
。

　
私
が
こ
の
寒
巌
に
隠
棲
し
て
か
ら
は
、
気

持
ち
が
さ
っ
ぱ
り
し
て
憂
い
も
無
い
の
で
い

つ
も
無
心
に
歌
っ
た
り
笑
っ
た
り
し
て
い
る
。

《
私
評
》「
八
風
」
と
は
、
利
益
、
衰
退
、
陰

口
、
名
誉
、
賞
賛
、
悪
口
、
苦
、
楽
の
八
種
。

こ
れ
ら
に
一
喜
一
憂
し
て
動
揺
す
る
の
が
我

ら
凡
夫
で
あ
る
。
似
た
禅
語
に
「
風
吹
け
ど

も
動
ぜ
ず
天
辺
の
月
」
が
あ
る
。
小
さ
き
心

の
我
々
に
は
な
か
な
か
難
し
い
。

※
注
　
詩
に
付
し
た
番
号
、
及
び
、
書
き
下

し
は
、
座
右
版
『
寒
山
拾
得
』
久
須
本
文
雄

著
（
講
談
社
）
に
よ
っ
た
。
ま
た
、【
解
釈
】

も
同
著
作
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
「
玄
関
付
の
洒し
ゃ
れ落

」
と
い

う
言
い
方
が
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
、
前
に

説
明
が
つ
く
下
手
な
洒
落
の
こ
と
を
い

う
が
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
仏
教
の
真

理
が
わ
か
ら
な
い
人
間
も
、
こ
の
よ
う

に
玄
関
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
と
思
う
と
お
も
し
ろ
い
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』
早
わ
か
り
事
典
）

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
ち
な
み
に
、「
兎と
か
く角

、
こ
の
世
は
住

み
に
く
い
」
の
「
兎
角
」
は
当
て
字
。

▼
篆て
ん
こ
く刻

　
こ
れ
ま
で
、
何
度
か
「
篆
刻
」、
い

わ
ゆ
る
石
に
彫
る
ハ
ン
コ
作
り
に
挑
戦

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
納
得
の
い

く
も
の
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
こ
こ
で
六
十
の
手
習
い
、
か
す
む

目
を
こ
す
り
こ
す
り
、
再
度
挑
戦
！

◆
篆
刻
す
釈
迦
宝
印
や

　
　
　
　
　
　
　
　
涅
槃
の
日
　
沐
魚

る
が
、
こ
れ
に
は
案
外
、
仏
教
の
真
理

が
わ
か
ら
な
い
人
間
は
入
る
べ
か
ら
ざ

る
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
こ
の
玄
関
が
、
一
般
に
出
入

り
口
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の

は
江
戸
時
代
以
降
の
こ
と
。
そ
れ
ま
で

玄
関
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
武

士
階
級
だ
け
で
、
町
人
の
家
に
は
設
け

る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

▼
亀き
も
う
と
か
く

毛
兎
角

　「
空く
う
げ華

」
と
い
う
の
は
、
病や

み
か
す

ん
だ
目
で
虚
空
を
見
る
と
花
が
あ
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
存
在
し
な

い
。「
亀
毛
兎
角
」
と
は
、
亀
に
付
着

し
た
藻
を
毛
と
思
い
、
兔
の
耳
を
角
と

勘
違
い
し
、
と
も
に
現
実
に
は
存
在
し

な
い
、
実
体
の
な
い
も
の
の
た
と
え
。

◎
玄げ
ん
か
ん関

　
も
ち
ろ
ん
家
の
入
り
口
の
こ
と
な
の

だ
が
、
ほ
ん
と
う
は
も
っ
と
大
切
な
も
の

に
至
る
た
め
の
入
り
口
で
あ
っ
た
。「
玄

関
」の「
玄
」は「
幽
玄
」「
玄
妙
」の
玄
。

す
な
わ
ち
、
微
妙
な
る
道
理
の
こ
と
で

あ
る
。「
関
」
は
門
。
つ
ま
り
、
玄
関
の

本
来
の
意
味
は
、
仏
教
の
奥
義
へ
至
る

入
り
口
を
指
し
た
の
で
あ
る
。

　
や
が
て
そ
れ
が
、
禅
寺
の
書
院
へ
の

入
り
口
を
指
す
こ
と
ば
に
な
る
の
だ

が
、
こ
れ
は
、
学
問
修
行
の
場
で
あ
る

書
院
内
で
の
「
玄げ
ん
だ
ん談

」（
経
論
を
講
じ

る
前
に
、
経
義
の
深
さ
に
つ
い
て
説
明

す
る
こ
と
）
は
、
容
易
に
は
っ
き
り
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
簡
単
に
通
過

で
き
な
い
こ
と
を
た
と
え
た
た
め
で

あ
る
。「
玄
関
払
い
」
と
い
う
、
奥
に

通
さ
ず
、
あ
る
い
は
対
面
も
せ
ず
客
を

追
い
返
す
と
い
う
意
味
の
こ
と
ば
が
あ
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