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あ
あ

お
金
が
あ
っ
た
な
ら

あ
あ

頭
が
良
か
っ
た
ら

美
人
で
あ
っ
た
ら

何
か
才
能
が
あ
っ
た
な
ら

い
や

せ
め
て

健
康
で
あ
っ
た
な
ら

あ
あ
…

あ
れ
も
こ
れ
も
と

無
い
物
ね
だ
り

ま
ず

今
い
の
ち
を

頂
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝

本
来
無
一
物

何
の

不
足
が
あ
ろ
う

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

【
出
典
】『
六ろ
く
そ
だ
ん
き
ょ
う

祖
壇
経
』
禅
宗
六
祖
候
補
で
あ
っ
た
神
秀
の
偈
「
身

は
こ
れ
菩
提
樹
、
心
は
明
鏡
台
の
如
し
、
時
々
に
勤
め
て
払
拭
し

て
、塵じ

ん
あ
い埃
を
し
て
惹ひ

か
し
む
る
こ
と
莫な
か
れ
」
に
対
し
、慧え
の
う能
が
「
菩

提
本も

と

よ
り
樹
無
し
、
明
鏡
も
亦ま
た

台
に
非
ず
、
本
来
無
一
物

0

0

0

0

0

、
何い
ず

れ

の
処
に
か
塵じ

ん
あ
い埃

を
惹ひ

か
ん
」
と
返
し
、
六
祖
と
認
め
ら
れ
た
。

浄 土 宗 西 山 禅 林 寺 派

撮影 : 超空正道



本ほ
ん
ら
い来
無む

一い
ち
も
つ物

　
最
近
、
明
る
い
話
題
が
少
な
い
よ
う

で
す
。
マ
ス
コ
ミ
で
も
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
ニ
ュ
ー
ス
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
た
り

し
ま
す
の
で
、
ど
う
も
よ
く
あ
り
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、

自
分
の
周
り
の
他
人
を
見
て
い
る
と
、

実
に
楽
し
そ
う
に
し
て
い
る
よ
う
で
、

イ
ラ
イ
ラ
、
ク
ヨ
ク
ヨ
し
て
い
る
の
は

自
分
だ
け
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
か
ら

不
思
議
で
す
。
し
か
し
、
悩
み
の
な
い

人
間
な
ん
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
金
持
ち

は
金
持
ち
で
、
美
人
は
美
人
で
、
聞
く

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
般
人
に
は
分
か

ら
な
い
悩
み
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。

　
悩
み
の
多
く
は
、
出
世
で
き
な
い
、

成
果
が
上
が
ら
な
い
、
容
姿
に
不
満
が

あ
る
、
お
金
が
な
い
、
健
康
に
自
信
が

な
い
と
い
っ
た
、
要
は
、
あ
れ
も
足
り

な
い
、
こ
れ
も
足
り
な
い
、
さ
ら
に
は

物
事
す
べ
て
が
悲
観
的
・
否
定
的
に
な

り
、
自
分
は
だ
め
な
ん
だ
と
、
悪
い
方

向
、
悪
い
方
向
に
考
え
が
向
か
っ
て

い
っ
て
し
ま
う
マ
イ
ナ
ス
思
考
に
由
来

す
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
悪
い
状
況

に
あ
る
と
き
に
は
特
に
、
物
事
を
楽
観

的
・
肯
定
的
に
と
ら
え
、
気
持
ち
を
前

向
き
に
し
て
い
く
、
プ
ラ
ス
思
考
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
砂
漠
に
ひ
と
り
取
り
残

さ
れ
た
と
し
て
、
水
筒
の
水
が
半
分
に

な
っ
た
と
き
、「
も
う
半
分
も
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
あ
と
半
分
し
か
残
っ
て

い
な
い
」
と
思
う
と
、
気
持
ち
が
萎な

え

て
き
ま
す
が
、「
ま
だ
半
分
も
残
っ
て

い
る
」と
思
え
ば
、不
安
や
恐
れ
と
い
っ

た
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
少
な
く
、
結

果
も
好
転
す
る
可
能
性
が
ず
い
ぶ
ん
高

ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
頭
で

は
分
か
っ
て
い
て
も
、
実
生
活
の
中
で

生
か
し
応
用
で
き
る
か
と
い
う
と
、
こ

れ
が
甚
だ
難
し
い
の
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ

で
、
ご
く
初
歩
的
な
鉄
棒
の
逆
上
が
り

に
し
て
も
、
練
習
し
な
い
と
で
き
ま
せ

ん
。
ま
し
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
が

す
る
よ
う
な
ウ
ル
ト
ラ
級
の
技
は
、
基

礎
体
力
を
つ
け
た
上
で
、
よ
ほ
ど
の
鍛

錬
が
必
要
で
す
。

　
精
神
面
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
じ

で
、
プ
ラ
ス
思
考
を
自
分
の
も
の
と
す

る
た
め
に
は
、
先
ず
も
っ
て
、
基
礎
と

な
る
智
慧
を
養
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
点
、
仏
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
に
あ
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま

な
智
慧
を
養
う
こ
と
の
で
き
る
教
え
を

提
供
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。な
か
で
も
、

「
因い
ん
ね
ん縁
」「
空く
う

」
の
教
え
は
仏
教
の
基
本

で
、
す
べ
て
は
、
こ
の
教
え
を
基
に
展

開
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
私
と
い
う
存
在
も
、
誕
生
以
前
、
影か
げ

も
形
か
た
ち

も
な
か
っ
た
の
が
、
両
親
と
い
う
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因
縁
を
得
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
目

に
見
え
る
も
の
見
え
な
い
も
の
、
こ
れ

ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
縁
を
い
た
だ
い
て
、

今
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
、
そ
の
縁
に
感
謝
こ
そ
す
れ
、
不
足

な
ぞ
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
と
い
う
の
が

道
理
で
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
一
語
で

端
的
に
表
し
た
の
が
「
本ほ
ん
ら
い
む
い
ち
も
つ

来
無
一
物
」

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
マ
イ
ナ

ス
思
考
病
に
罹か
か

っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ

を
、
一
気
に
プ
ラ
ス
思
考
健
康
体
に
導

い
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
ぞ
禅
語
の
醍
醐

味
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
わ
れ
わ

れ
に
「
因
縁
」
と
「
空
」
の
智
慧
の
下

地
が
で
き
て
い
な
い
と
「
あ
っ
、そ
う
」

で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
意
味
で
、

仏
法
の
智
慧
と
い
う
基
礎
体
力
を
つ
け

て
お
く
必
要
性
が
あ
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、「
本
来
無
一
物
」
は
、

達だ
る
ま磨
大
師
を
始
祖
と
す
る
中
国
禅
宗
の

六
祖
に
あ
た
る
慧え
の
う能
の
言
葉
で
、
こ
ん

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

　
慧
能
の
師
（
弘
忍
）
が
、
弟
子
の
誰

か
に
法
灯
を
嗣つ

が
せ
よ
う
と
、
自
分
の

修
行
し
た
心
境
を
偈げ
も
ん文
で
示
す
よ
う
に

告
げ
た
折
の
こ
と
で
す
。
当
時
、
門
下

第
一
と
目
さ
れ
て
い
た
の
は
神
じ
ん
し
ゅ
う秀
で
し

た
。
そ
の
偈
は
、

　
身
は
こ
れ
菩
提
樹

　
心
は
明
鏡
台
の
如
し

　
時
々
に
勤
め
て
払ふ
っ
し
き拭

し
て

　
塵じ
ん
あ
い埃

を
し
て
惹ひ

か
し
む
る
こ
と
莫な
か

れ

で
、
そ
の
意
味
は
「
こ
の
身
は
悟
り
を

宿
す
樹
で
あ
り
、
心
は
澄
ん
だ
鏡
の
台

の
如
き
も
の
。
故
に
、
常
に
払
っ
た
り

拭ふ

い
た
り
し
て
、
煩
悩
の
塵ち
り

や
埃
ほ
こ
り
を
つ

け
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
し

た
。
つ
ま
り
、
修
行
の
大
切
さ
を
示
し

た
の
で
す
。

　
こ
の
偈
を
見
た
当
時
、
米
を
つ
い
て

い
た
寺
男
の
慧
能
が
、
そ
ん
な
ら
自
分

も
出
し
て
み
る
か
と
、
そ
の
隣
に
張
り

出
し
た
の
が
次
の
偈
で
す
。

　
菩
提
本も
と
よ
り
樹
無
し

　
明
鏡
も
亦ま
た

台
に
非
ず

　
本
来
無
一
物

　
何い
ず
れ
の
処と
こ
ろに
か
塵じ
ん
あ
い埃
を
惹ひ

か
ん

　
つ
ま
り
、「
こ
の
世
界
は
空く
う

で
あ
り
、

身
に
菩
提
を
宿
す
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
、
こ
の
身
は
空
で
あ
る
。
心
の
塵
を

払
い
鏡
の
よ
う
に
磨
く
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
、
そ
の
鏡
も
同
じ
く
空
で
あ
る
。

悟
ろ
う
と
い
う
こ
だ
わ
り
こ
そ
迷
い
。

本
来
か
ら
し
て
何
も
な
い
の
だ
。
ど
こ

に
塵
埃
の
た
ま
り
よ
う
が
あ
ろ
う
か
」

と
切
り
返
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を

契
機
に
、
慧
能
は
袈け

さ裟
と
鉄て
っ
ぱ
つ鉢
を
授
か

り
、六
祖
を
嗣つ

い
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
ま
た
、
中
国
の
詩
人
、
蘇そ
と
う
ば

東
坡
は

「
無む

一い
ち
も
つ
ち
ゅ
う

物
中
無む
じ
ん
ぞ
う

尽
蔵
、
花
有
り
月
有
り

楼ろ
う
だ
い台
有
り
」
と
詠
じ
て
い
ま
す
。「
空く
う

」

は
、
と
き
に
、
す
ば
ら
し
い
世
界
を
展

開
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
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に
、
ハ
イ
チ
（
１
／
12

）・
チ
リ
（
２
／
27

）・

中
国
青
海
省
（
４
／
14
）
と
立
て
続
け
に
、

そ
れ
ぞ
れ
甚
大
な
被
害
が
で
て
い
ま

す
。
そ
し
て
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
火
山
噴

火
（
４
／
14

）
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の

空
港
が
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
深
刻

な
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。科
学
者
は
、

太
陽
の
黒
点
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
は
収
ま
る
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
不
気
味
で
は
あ
り
ま
す
。

▼
吉
野
山

　
そ
の
黒
点
と
の
関
連
も
あ
る
の
か
、

四
月
半
ば
ま
で
寒
波
が
押
し
寄
せ
、
野

菜
や
母
の
日
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
も

影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、

桜
は
長
持
ち
し
て
、
か
ね
て
か
ら
念
願

の
吉
野
の
千
本
桜
を
見
て
き
ま
し
た
。

吉
水
神
社
か
ら
の
景
色
は
絶
景
！

◆
薫く
ん
ぷ
う風
も
ま
た
凪な
ぎ

も
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
鯉
の
ぼ
り
　
沐
魚

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

有
名
な
鴨

か
も
の
ち
ょ
う
め
い

長
明
の
『
方
丈
記
』
も
、

も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
ち
な
ん
で
い
る
。
世
を

は
か
な
ん
で
出
家
遁と
ん
せ
い世
し
た
彼
は
、
小

さ
な
方
丈
の
庵い
お
りを

結
ぶ
の
だ
が
、
そ
の

き
っ
か
け
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
周
辺
の

状
況
、
思
い
を
つ
づ
っ
た
の
が
、
こ
の
著

で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
方
丈
、
計
算
し
て
み
る

と
、
現
代
の
四
畳
半
に
比
べ
て
三
割
方

広
い
。
維
摩
も
鴨
長
明
も
、
現
代
の
う

さ
ぎ
小
屋
に
住
む
我
々
よ
り
は
、
は
る

か
に
心
に
余
裕
が
あ
る
生
活
を
し
て
い

た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。

　
（『
仏
教
の
こ
と
ば
』
早
わ
か
り
事
典
）

▼
大
地
震

　
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
大
地
震
が
頻
発

し
て
お
り
ま
す
。
今
年
に
な
っ
て
す
で

◎
方
丈

　
「
丈
」
と
は
も
ち
ろ
ん
長
さ
の
単
位
の

こ
と
で
十
尺
、
つ
ま
り
三・三
メ
ー
ト
ル

の
長
さ
を
い
う
。
そ
れ
が
「
方
」、
つ
ま

り
四
方
に
あ
る
わ
け
で
、
と
に
か
く
狭

い
部
屋
を
表
す
代
名
詞
と
い
っ
て
い
い
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
語
、
今
で
は
お
寺
の

住
職
や
師
の
敬
称
、
あ
る
い
は
そ
の
人

た
ち
の
住
ま
い
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
事
の
起
こ
り
は
釈し
ゃ
か迦

の
時
代
の
イ

ン
ド
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

当
時
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
と
い
う
町

に
、
維ゆ
い
ま摩

と
い
う
在
家
の
信
者
が
い
た
。

こ
の
人
が
住
ん
で
い
た
の
が
方
丈
。
彼

は
こ
の
狭
い
部
屋
を
訪
ね
て
く
る
人
々

を
、
次
々
と
仏
道
に
導
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
転
じ
て
、
維
摩
の
よ
う

に
簡
素
な
暮
ら
し
を
す
る
こ
と
が
僧
侶

た
ち
の
生
活
信
条
と
さ
れ
、
そ
れ
を
実

践
す
る
人
々
が
「
方
丈
さ
ん
」
と
呼
ば
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