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〜
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針
水
は
、博
多
萬
行
寺
の
曇
竜
に
師
事
し
深

く
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。ま
た
、幕

末
の
頃
か
ら
国
学
が
盛
ん
に
な
り
、や
が
て
神

道
が
力
を
持
つ
こ
と
を
予
見
し
て
、そ
の
研
究

も
し
て
い
ま
し
た
。

後
に
生
家
光
照
寺
の
学
寮「
累
世
黌
」で
後
進

の
指
導
に
あ
た
り
ま
し
た
が
、五
十
代
半
ば
で

上
洛
し
、浄
土
真
宗
の
本
山「
西
本
願
寺
」に
出

仕
し
ま
し
た
。

明
治
二
十
四
年
に
は
大
学
林
の
総
理（
現
龍

谷
大
学
学
長
）に
就
任
し
、さ
ら
に
数
多
く
の

指
導
者
の
育
成
に
尽
力
し
ま
し
た
。当
時
の
代

表
的
学
僧「
島
地
黙
雷
」も
か
つ
て「
累
世
黌
」

に
学
び
、針
水
を
生
涯
の
師
と
仰
ぎ
ま
し
た
。
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栴せ
ん

檀だ
ん

は
双ふ

た

葉ば

よ
り
芳か

ん
ば

し

（
天
才
と
い
わ
れ
た
少
年
時
代
）

山
鹿
市
菊
鹿
町
は
、
八
方
ヶ
岳
の
麓
に
広
が
る
の
ど
か
な
田
園
地
帯
で
す
。

こ
こ
を
流
れ
る
上
内
田
川
は
、
川
床
が
大
小
様
々
な
岩
石
で
で
き
て
い
て
と

て
も
美
し
い
川
で
す
。
上
流
に
は
、
矢
谷
渓
谷
が
あ
っ
て
、
夏
の
観
光
地
、

キ
ャ
ン
プ
場
と
し
て
県
内
外
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
ま

た
、
中
心
部
に
は
あ
ん
ず
の
丘
が
あ
り
、
公
園
や
多
目
的
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、

陶
芸
工
房
や
パ
ン
工
房
、
押
し
花
体
験
館
な
ど
の
施
設
が
あ
り
、
休
日
に
は

親
子
連
れ
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。
近
年
、
古
代
の
山
城
で
あ
る
鞠き

く

智ち

城じ
ょ
うの

発
掘
が
進
み
、
鐘し

ょ
う
ろ
う楼や

兵
舎
、
高
床
式
の
倉
庫
な
ど
多
く
の
建
物
が
復
元
さ

れ
ま
し
た
。
山
鹿
市
で
は
、
貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
国
営
公
園
に
し
よ
う

と
国
に
働
き
か
け
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
美
し
い
水
と
山
に
囲
ま
れ
た
下
内
田
村
日ひ

わ
た
し渡

地
区
に
原
口
針
水
は

生
ま
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
末
期
の
文
化
五
年
、
西
暦
一
八
〇
八
年
の
こ
と

で
す
。
生
家
は
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
で
き
た
古
い
お
寺
で
対
岳
山
光こ

う
し
ょ
う
じ

照
寺

と
い
い
ま
す
。

子
ど
も
の
頃
の
名
前
を
妙み

ょ
う
ま
る丸と

言
っ
て
、
ひ
弱
で
病
気
が
ち
な
子
ど
も
で

し
た
。
母
親
と
は
四
歳
の
時
に
死
に
別
れ
て
、
義
理
の
お
母
さ
ん
に
よ
っ
て

大
事
に
育
て
ら
れ
ま
し
た
。

今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、
妙
丸
は
五
歳
か
ら
お
坊
さ
ん
に
な

る
学
問
を
始
め
て
い
ま
す
。
七
歳
で
母
親
の
生
ま
れ
た
安
立
寺
で
基
本
的
な

お
経
を
習
い
ま
し
た
。
九
歳
で
は
隣
村
の
お
医
者
さ
ん
に
弟
子
入
り
し
、
四

書
五
経
（
中
国
の
孔
子
の
教
え
）
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。
十
二
歳
か
ら
十
四

歳
ま
で
は
、
父
親
の
密み

つ

道ど
う

和
尚
と
叔
父
の
顕け

ん
み
ょ
う明和

尚
に
就
い
て
お
経
の
解
釈

を
学
び
ま
し
た
。

一
日
中
勉
強
し
て
も
飽
き
る
こ
と
な
く
、
毎
日
た
く
さ
ん
の
お
経
を
暗
唱

し
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
妙
丸
は
名
前
を
お
坊
さ
ん
ら
し
く
得と

く

慶け
い

と
改
め
、
父
と
叔
父
の

も
と
累る

い

世せ
い

黌こ
う

（
光
照
寺
の
学
寮
）
で
学
問
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。

現
在
は
な
い
の
で
す
が
、
当
時
の
光こ

う
し
ょ
う照寺じ

に
は
、
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が
学

ぶ
学
寮
が
あ
り
ま
し
た
。
昔
か
ら
累
々
と
お
経
の
解
釈
に
つ
い
て
勉
強
す
る

学
寮
だ
っ
た
の
で
、
累
世
黌
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
累
世
黌
は
五
世
（
五

代
目
の
お
寺
の
相
続
者
）
明
秀
が
建
て
た
学
舎
で
、
以
来
十
二
世
の
針
水
ま

で
百
年
以
上
も
優
秀
な
学
僧
が
住
職
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
、
累
世
黌
に

勉
学
す
る
学
生
は
五
十
人
ほ
ど
で
し
た
が
、
歴
代
で
は
九
州
各
地
か
ら
三
千

人
も
の
学
生
が
学
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

得
慶
は
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
二
十
三
歳
の
春
、
博
多
に
あ
る
万ま

ん
ぎ
ょ
う行

寺じ

の
高
名
な
学
僧
、
七し

ち

里り

曇ど
ん
り
ゅ
う竜に

師
事
し
、
宗
学
を
学
び
ま
し
た
。
こ
の
と

き
、
師
の
曇
竜
か
ら
針し

ん

水す
い

と
い
う
名
前
を
も
ら
い
ま
し
た
。

万
行
寺
に
い
た
時
代
は
、
曇
竜
に
追
い
て
京
都
に
数
回
同
行
し
て
い
ま
す
。

天
保
八
年
の
上
京
の
際
に
は
、
大
阪
で
大お

お
し
お塩

平へ
い
は
ち
ろ
う

八
郎
の
乱
を
目
撃
し
た
と
後

に
語
っ
て
い
ま
す
。
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
師
の
曇
竜
が
亡
く
な
る
と
、

針
水
は
し
か
た
な
く
万
行
寺
を
去
り
、
故
郷
の
光
照
寺
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
頃
に
は
、
す
で
に
曇ど

ん
り
ゅ
う竜門も
ん
か下

で
一
番
の
学
僧
と
な
っ
て
い
て
、
全
国
に

そ
の
名
前
が
知
ら
れ
る
有
名
な
存
在
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
針
水
の
一
番
の

弟
子
、
島し

ま
じ
も
く
ら
い

地
黙
雷
が
後
に
針
水
の
一
周
忌
に
あ
た
っ
て
書
い
た
文
章
に
、
当

時
の
針
水
の
学
問
の
深
さ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

『
想
う
に
、
竜り

ゅ
う
も
ん門の

義ぎ

轍て
つ

を
学
び
、
鑽さ

ん
き
ゅ
う究の

久
し
き
十
年
余
り
。
そ
の

詣し

造ぞ
う

す
る
所
深し

ん
え
ん遠

に
し
て
、
玄げ

ん
ゆ
う雄

、
栖す

城じ
ょ
うら

諸し
ょ
せ
ん
が
く

先
学
と
同
じ
く
、
竜り

ゅ
う
か華

瀉し
ゃ

瓶へ
い

の
名
誉
あ
り
て
、
宛あ

た
かも

河か

水す
い

の
源
泉
混こ

ん
こ
ん々

、
昼
夜
を
舎お

か

ず
、
科
に
盈み

ち
て
四し

海か
い

に
達
す
る
の
感
あ
り
し
』

簡
単
に
い
う
と
、
「
曇
竜
門
下
に
入
っ
て
、
勉
学
す
る
こ
と
十
年
が
経
っ

た
。
そ
の
考
え
る
こ
と
は
と
て
も
深
く
広
く
、
真
宗
の
学
問
を
究
め
た
玄げ
ん

雄ゆ
う
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ちょっとコラム
● 針
しんすい

水とは博多万行寺の曇竜師が付けた名前で、西域記の提

婆（ダイバダッタ）と竜樹（ナーガールジュナ）の物語に

由来している。提婆はある日、お釈
しゃ

迦
か

様の一番弟子の竜樹

に対して仏教の解釈について論議を申し入れた。竜樹は、

提婆の悪評を聞いていたので、弟子に命じてあらかじめ鉢

にいっぱいの水を準備させておいた。約束通り提婆がやっ

て来た時、黙ってその水を指し示すと、提婆は一本の針を

取り出し水の中に投げ入れた。

竜樹が弟子に解釈してこう言った。「提婆は利口だ、私

のなみなみいっぱいの水（竜樹知恵の深さ）の問いに対

し、針を投げ入れたのは、お前の知恵の底は見極めたとい

う答えを返したのだ。」

その故事から、針と水で針水とし、知恵の深い僧となる

ようにとの願いが込められている。

針水の生家  光照寺

・
栖す

じ
ょ
う城

と
肩
を
並
べ
る
く
ら
い
だ
。
竜
華
派
の
学
問
を
修
め
る
様
子
は
、
川

の
源
流
の
泉
の
水
が
、
昼
で
も
夜
で
も
こ
ん
こ
ん
と
湧
い
て
き
て
海
に
満
ち

て
い
く
よ
う
だ
。
」
と
ほ
め
た
た
え
て
い
ま
す
。

次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
神
官
が
し
き
り
に
八や

お
よ
ろ
ず

百
万

の
神
々
と
い
う
こ
と
を
ひ
け
ら
か
す
の
に
堪
り
か
ね
た
針
水
が
、
「
そ
れ
な

ら
ば
、
そ
の
無
数
と
も
言
え
る
神
々
の
御
尊
号
で
も
承
り
た
い
」
と
切
り
込

ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
の
神
官
は
即
答
に
窮
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
「
で
は
、

は
ば
か
り
な
が
ら
愚
僧
が
」
と
、
立
て
板
に
水
を
流
す
よ
う
に
、
二
百
も
の

神
の
名
を
す
ら
す
ら
と
並
べ
立
て
て
、
「
愚
僧
も
こ
の
程
度
の
こ
と
は
何
と

か
…
」
と
。
そ
こ
で
相
手
は
唖
然
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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師
と
し
て
累る

い

世せ
い

黌こ
う

で
弟
子
を
育
て
る

そ
れ
ま
で
は
、
お
弟
子
さ
ん
だ
っ
た
の
で
す
が
、
一
八
四
一
年
、
地
元
下

内
田
村
に
帰
っ
て
き
た
針
水
は
、
父
密み

つ

道ど
う

と
叔
父
の
顕け

ん
み
ょ
う明と

一
緒
に
、
三
人

で
お
弟
子
さ
ん
の
指
導
に
当
た
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
九
州
各
地
か
ら
仏
教

の
学
問
を
学
び
に
多
く
の
お
弟
子
さ
ん
が
来
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
数
年
経

っ
て
針
水
は
父
の
跡
を
継
い
で
三
十
六
歳
の
時
、
光
照
寺
の
住
職
に
な
り
ま

し
た
。
針
水
の
学
問
の
深
さ
を
聞
き
つ
け
た
、
多
く
の
お
坊
さ
ん
が
彼
の
も

と
を
訪
れ
、
そ
の
た
め
に
、
光
照
寺
へ
続
く
細
い
道
が
、
人
通
り
の
絶
え
な

い
広
い
道
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

京
都
へ

針
水
は
文ぶ

ん
き
ゅ
う久元

年
（
一
八
六
二
）
五
月
二
日
、
明
治
維
新
の
六
年
前
、
五

十
四
才
の
と
き
、
ま
だ
十
才
に
な
っ
た
ば
か
り
の
我
が
子
で
あ
る
要よ

う
け
い蹊

に
寺

の
仕
事
を
ま
か
せ
て
京
都
へ
行
き
ま
す
。
そ
し
て
西
本
願
寺
及
び
龍

り
ゅ
う
こ
く谷

大だ
い

学が
く

の
前
身
で
あ
る
学が

く

林り
ん

に
お
い
て
責
任
あ
る
職
に
就つ

き
ま
し
た
。

慶け
い

応お
う

三
年
（
一
八
六
七
）
八
月
五
日
、
司し

き
ょ
う教

に
な
っ
た
針
水
は
、
他
の
先

輩
学
僧
数
人
と
と
も
に
、
仏
教
の
正
し
い
学
び
を
積
極
的
に
推す

い

進し
ん

し
て
、
そ

れ
を
広
く
伝
え
て
い
く
役
に
就
き
ま
す
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
政
府
が
「
大
教
院
」
と
い
う
、
神
道
を
主
体

と
し
て
仏
教
を
統
合
す
る
機
関
を
つ
く
っ
た
と
き
、
針
水
は
本
願
寺
を
代
表

し
て
出
仕
し
、
浄
土
真
宗
の
立
場
を
主
張
し
ま
し
た
。
後
に
「
大
教
院
」
を

離
脱
し
、
黙
雷
と
と
も
に
政
府
の
宗
教
政
策
を
厳
し
く
批
判
し
、
仏
教
を
擁

護
し
ま
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
を
学
ぶ

慶け
い
お
う応

四
年
（
一
八
六
八
）
一
月
、
西
本
願
寺
は
当
時
の
日
本
に
押
し
寄
せ

て
く
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
「
破は

じ
ゃ
け
ん
し
ょ
う

邪
顕
正
」
（
よ
こ
し
ま
な
も
の
を
破

り
、
正
し
い
も
の
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
）
の
任
務
に
当
た
る
職
を
新
設

し
ま
し
た
。

天
皇
の
勅ち

ょ
っ
き
ょ許を

待
た
ず
に
、
幕
府
が
行
っ
た
開
国
の
影
に
、
キ
リ
ス
ト
教

が
ど
ん
ど
ん
上
陸
し
て
き
ま
し
た
。
新
し
い
時
代
に
は
新
し
い
救
い
、
心
の

糧か
て

を
求
め
る
民
衆
の
欲
求
が
あ
る
の
は
当
然
で
す
。
仏
教
者
に
と
っ
て
、
そ

れ
は
脅き

ょ
う
い威

で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
自じ

衛え
い

の

砦と
り
でと

し
て
、
「
破
邪
顕
正
」
の
旗
を
か
ざ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
す
る

こ
と
が
必ひ
つ
よ
う要

不ふ

可か

欠け
つ

と
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

針
水
は
、
既す

で

に
こ
の
と
き
の
到と

う
ら
い来

を
予
測
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
、
文ぶ

ん

久き
ゅ
う年

間
、
長
崎
に
お
い
て
、
天て

ん
し
ゅ
き
ょ
う

主
教
の
、
Ｃ
・
Ｍ
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
に
師
事
し

ちょっとコラム
● 博多万行寺の修業時代、針水が三年ぶ

りに休暇をもらって帰ってきたときの

ことです。叔父顕明の所へ挨
あいさつ

拶に行き

ますと、叔父は、いきなり針水を怒鳴

りつけ次のように言ったそうです。

「馬鹿者奴
め

が、時をムダにするな。

即
そっこく

刻博多に帰れ。」

この叔父の一言によって、針水は家

に上がることもなく、父との対面もで

きず、すごすごと博多に帰ったと言う

ことです。学問の道は険
けわ

しいと言うこ

とですね。
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て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
研
究
し
、
真し

ん
し
ゅ
う
が
っ
か
い

宗
学
界
き
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
学
精せ

い
つ
う通

の

名
を
得
て
い
ま
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
論
破
の
た
め
に
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
わ
れ
た
、

か
の
有
名
な
「
崎き

陽よ
う

茶さ

話わ

」
・
「
長な

が
さ
き崎

邪じ
ゃ
し
ゅ
う
し
ま
つ

宗
始
末
」
の
二
つ
の
本
は
、
彼
が

書
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

針
水
は
、
こ
の
よ
う
な
幅
広
い
学が

く
し
き識

の
た
め
に
、
本ほ

ん
ざ
ん山

が
新
設
し
た
「
破

邪
顕
正
」
の
役
職
を
最
初
に
受
け
、
本
山
や
学が

く
り
ん林

の
最
高
幹
部
の
人
た
ち
に
、

手
ほ
ど
き
を
命
ぜ
ら
れ
、
真し

ん
し
ゅ
う
ふ
っ
こ
う
う
ん
ど
う

宗
復
興
運
動
の
課
題
に
第
一
線
で
取
り
組
む
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
『
諸し

ょ
し
ゅ
う
ど
う
と
く
か
い
め
い

宗
同
徳
会
盟
』
が
結
成
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。
こ
れ
は
、

仏
の
学
び
を
護ま

も

り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
脅
威
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
仏
教
の

各
宗
派
が
手
を
繋
い
で
、
学
び
か
つ
戦
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の

設
立
・
運
営
の
中
軸
と
な
り
活か

つ
や
く躍

し
ま
し
た
。

安あ
ん
　
ご居

本ほ
ん

講こ
う

で
の
講
義

「
安あ

ん

居ご

」
と
は
、
「
安
く
居
る
」
と
書
き
ま
す
が
、
決
し
て
文
字
通
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

安
居
は
梵ぼ

ん

語ご

か
ら
来
て
お
り
、
雨う

期き

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
、

雨
期
の
三
ヶ
月
を
僧
は
僧
院
に
こ
も
っ
て
、
学
門
に
励は

げ

む
こ
と
と
決
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

こ
の
風
習
を
受
け
て
、
真
宗
西
本
願
寺
で
は
特
に
、
江
戸
中
期
以
降
か
ら

厳げ
ん
か
く格

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
安
居
は
、
宗
門
最
高
の
権け

ん

威い

あ
る
セ
ミ
ナ
ー
で
、
こ
こ
で
講
演
す
る

者
は
い
つ
も
超
一
流
の
学
僧
が
こ
れ
に
当
り
、
本ほ

ん
こ
う講

と
も
な
れ
ば
、
門
主
に

代
わ
っ
て
宗
学
に
つ
い
て
の
講
義
を
行
う
と
い
う
名
誉
あ
る
も
の
な
の
で
す
。

明
治
二
年
の
安
居
で
は
、
当
時
学が

っ
か
い階

第
二
位
の
司し

教き
ょ
うの

任
に
あ
っ
た
針
水

が
特
に
選
ば
れ
て
、
「
破
邪
顕
正
」
に
つ
い
て
の
講
師
と
し
て
講
義
を
し
ま

し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
学
が
き
わ
め
て
重
要
か
つ
不ふ

可か

欠け
つ

の
も

の
で
あ
り
、
優
先
的
に
学
習
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い

ま
す
。

原口針水の碑
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針
水
の
晩
年

針
水
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
、
六
十
六
才
の
と
き
、
真し

ん
し
ゅ
う
が
っ
か
い

宗
学
階
の

最
高
の
位
で
あ
る
「
勧か

ん
が
く学

」
職
に
の
ぼ
り
ま
す
。
四
才
時
に
始
ま
る
六
十
年

余
の
仏
教
学
に
つ
い
て
の
勉
強
、
努
力
の
結
晶
で
す
。

勧
学
職
と
は
、
得と

く
ご
う業

、
助じ

ょ
き
ょ
う教、

司し
き
ょ
う教

の
順
に
上
階
に
向
か
う
最
高
の
位
で
、

そ
の
人
数
も
時
代
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
一
〜
二
人
に
と
ど
め
て
、

針
水
は
そ
れ
を
受
け
た
の
で
し
た
。

真
宗
西
本
願
寺
派
学
界
の
中
で
の
最
高
の
セ
ミ
ナ
ー
を
『
安あ

ん

居ご

』
と
い
う

こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
が
、
針
水
は
、
助
教
・
司
教
の
学
階
当
時
、

計
五
回
出し

ゅ
っ
こ
う講し

、
ま
た
、
明
治
六
年
に
勧
学
に
な
っ
て
か
ら
も
、
安
居
本
講

・
副
講
・
特と

く
め
い命

の
別
講
等
を
併
せ
て
六
回
の
講
義
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
ま
さ
に
異い

例れ
い

の
こ
と
で
す
。

こ
の
中
の
最
後
の
記
念
す
べ
き
安
居
出
講
が
、
明
治
二
四
年
の
も
の
で
し

た
。
こ
こ
で
の
本
講
は
、
針
水
が
「
観か

ん
ね
ん
ほ
う
も
ん

念
法
門
」
を
講
義
し
、
副
講
を
針
水

の
弟
子
で
あ
る
島し

ま

地じ

黙も
く
ら
い雷

が
「
文ぶ

ん
る
い類

衆し
ゅ
う
き紗

」
を
講
義
し
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
師
弟
そ
ろ
っ
て
の
講
義
は
、
前
例
を
み
な
い
も
の
で
、
大

き
な
よ
ろ
こ
び
で
あ
り
、
光
栄
で
あ
っ
た
と
、
黙も

く
ら
い雷

は
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
針
水
の
活か

つ
や
く躍

は
続
き
ま
す
。

明
治
一
四
年　
　
　

顧こ

問も
ん

（
勧
学
職
の
中
か
ら
）

一
六
年　
　
　

次
の
門
主
大お

お
た
に谷

光こ
う
ず
い瑞

師
の
学が

く
じ
ち
ょ
う

事
長

終し
ゅ
う
し
ん

身
、
内な

い
じ
ん陣

上か
み

座ざ

一
等
着
席

二
一
年　
　
　

侍じ

講こ
う

（
法
主
の
た
め
）

本
山
臨り

ん

時じ

執し
っ
こ
う行

代だ
い

理り

二
三
年　
　
　

再
び
大
谷
光
瑞
師
の
学
事
長

二
四
年　
　
　

大だ
い
が
く学

林り
ん

総そ
う

理り

（
現
竜
谷
大
学
々
長
に
当
た
る
）

宿し
ゅ
く
ろ
う
ぎ
い
ん

老
議
員

光照寺書庫の蔵書
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こ
う
し
て
つ
い
に
、
西
本
願
寺
に
お
け
る
『
元げ

ん
ろ
う老

』
と
い
う
最
高
の
地
位

に
な
っ
た
の
で
し
た
。

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
五
月
、
京
都
の
真
実
寺
で
入に

ゅ
う
よ
く浴の

際
、
あ

や
ま
っ
て
か
す
り
傷
を
負
い
、
そ
れ
が
も
と
で
京
都
病
院
に
入
院
、
万ば

ん
ぜ
ん全

の

手
を
尽
く
さ
れ
ま
し
た
が
、
何な

に
ぶ
ん分

の
老
体
、
快か

い
ふ
く復

に
は
至い

た

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
間
、
親
し
く
見
舞
わ
れ
た
法
主
か
ら
、
本
願
寺
に
お
け
る
長
年
の
功こ

う

労ろ
う

を
ね
ぎ
ら
わ
れ
、
特
に
、
見け

ん
き
ょ
う
い
ん

敬
院
の
院
号
を
た
ま
わ
り
、
中
品
（
ち
ゅ
う

ぼ
ん
）
の
尊そ

ん
ご
う号

を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
針
水
は
感か

ん
る
い涙

に
む
せ
ぶ
ば
か
り
で
あ

り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
つ
い
に
六
月
十
二
日
に
大だ

い
お
う
じ
ょ
う

往
生
を
と
げ
ま
し
た
。

葬そ
う

儀ぎ

は
、
針
水
が
死
の
十
か
月
前
ま
で
総
理
を
つ
と
め
た
大
学
林
に
特
設

さ
れ
た
葬そ

う

儀ぎ

場じ
ょ
うで

、
門
主
明

み
ょ
う
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

如
上
人
・
嗣し

門
主
鏡き

ょ
う
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

如
上
人
（
大
谷
光
瑞
師
）

を
始
め
、
本
山
・
大
学
林
を
挙あ

げ
て
、
か
つ
、
全
国
か
ら
門
弟
や
有う

縁え
ん

の
人

々
千
数
百
余
の
参さ

ん
れ
つ列

の
も
と
、
厳げ

ん
し
ゅ
く粛で

盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

竜
谷
大
学
元も

と

学
長
前
田
慧
雲
は
、
そ
の
著
『
真
宗
学が

く
え
ん
だ
ん
ぎ

苑
談
叢
後
篇
』
に
、

原
口
針
水
に
対
す
る
讃さ

ん

辞じ

の
中
に
、
「
針し

ん
す
い水

和わ
じ
ょ
う上

は
経き

ょ
う
ろ
ん論を

講
ず
る
時
に
原

稿
や
資
料
を
一
緒
に
用
意
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

原
稿
な
し
の
講
義
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
学
の
た
て
ま
え
か
ら
、
き
わ
め
て

難
し
い
こ
と
で
す
。
生し

ょ
う
が
い涯に

渡
っ
て
書
き
あ
ら
わ
し
た
四
十
冊
も
の
著ち

ょ
し
ょ書

は
、

ほ
と
ん
ど
み
な
講
義
の
た
め
に
用
意
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
の

講
義
の
と
き
は
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

針
水
は
、
も
の
凄す

ご

い
勉
強
を
積
み
重
ね
た
上
に
、
非ひ

凡ぼ
ん

な
記
憶
力
を
兼か

ね

備そ
な

え
た
、
す
ば
ら
し
い
お
坊
さ
ん
だ
っ
た
の
で
す
。

【
写
真
及
び
取
材
】

山
鹿
市
菊
鹿
町
下
内
田　

光
照
寺

八
十
餘
り
四
と
せ
か
さ
ね
て
五
た
ひ
も

学
の
そ
の
を
ま
も
る
嬉
し
さ

針　

水

八や

十そ

余
り
四よ

年と
せ

重
ね
て
五い
つ

度た
び

も

学ま
な
びの
園そ
の

を
護ま
も

る
嬉
し
さ

針し
ん　

水す
い

原
口
針
水
の
短
歌

原
文
の
ま
ま

書
き
換
え

山
鹿
市
立
博
物
館
所
有
『
鬼
木
家
灯
籠
屋
台
の
短
冊
』
よ
り
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一
八
〇
八
年 

▼

（
文
化
五
年
）

一
八
一
一
年 

▼

（
文
化
八
年
）

一
八
一
三
〜

一
四
年 

▼

（
文
化
十
三
年
）

一
八
一
五
〜

一
七
年 

▼

（
文
化
十
三
年
）

一
八
三
〇
年 
▼

（
天
保
一
年
）

一
八
四
一
年 

▼

（
天
保
一
二
年
）

一
八
四
三
年 

▼

（
天
保
一
四
年
）

一
八
四
八
年 

▼

（
嘉
永
一
年
）

一
八
五
〇
年 

▼

（
嘉
永
三
年
）

一
八
五
二
年 

▼

（
嘉
永
五
年
）

一
八
五
三
年 

▼

（
嘉
永
六
年
）

一
八
五
五
年 

▼

（
安
政
二
年
）

一
八
五
七
年 

▼

（
安
政
四
年
）

一
八
六
一
〜

六
三
年 

▼

（
文
久
一
〜
三
年
）

一
八
六
一
年 

▼

（
文
久
一
年
）

一
八
六
七
年 

▼

（
慶
応
三
年
）

一
八
六
九
〜

七
一
年 

▼

（
明
治
二
・

一
二
〜
四
）

一
八
七
二
年 

▼

（
明
治
五
年
）

一
八
七
二
年 

▼

（
明
治
五
年
）

一
八
七
九
年 

▼

（
明
治
一
二
年
）

一
八
八
〇
年 

▼

（
明
治
一
三
年
）

一
八
八
二
年 

▼

（
明
治
一
五
年
）

一
八
八
二
年 

▼

（
明
治
一
五
年
）

一
八
八
三
年 

▼

（
明
治
一
六
年
）

一
八
八
二
年 

▼

（
明
治
二
一
年
）

一
八
八
八
年 

▼

（
明
治
二
一
年
）

一
八
八
八
年 

▼

（
明
治
二
一
年
）

一
八
八
八
年 

▼

（
明
治
二
一
年
）

一
八
九
〇
年 

▼

（
明
治
二
三
年
）

一
八
九
一
年 

▼

（
明
治
二
四
年
）

一
八
九
一
年 

▼

（
明
治
二
四
年
）

一
八
九
一
年 

▼

（
明
治
二
四
年
）

一
八
九
一
年 

▼

（
明
治
二
四
年
）

一
八
九
三
年 
▼

（
明
治
二
六
・

六
・
一
二
年
）

一
八
九
三
年 

▼

（
明
治
二
六
・

六
・
一
四
年
）

一
九
一
一
年 

▼

（
明
治
四
四
年
）

一
九
二
二
年 

▼

（
大
正
一
二
年
）

山
鹿
郡
下
内
田
村
日
渡
に
出
生
す
る

生
母
他
界
す
る
。

安
立
寺
に
て
大
経
・
観
経
を
学
ぶ

永
野
大
受
に
四
書
・
五
経
を
学
ぶ

博
多
万
行
寺
七
里
曇
竜
師
に
師
事
す
る

曇
竜
師
入
寂
、
自
坊
に
帰
山

光
照
寺
住
職

阿
蘇
に
て
神
代
巻
を
講
ず
、
得
業

継
母
他
界

叔
父 

顕
明
入
寂

父 

密
道
入
寂

助
教
、
上
洛
重
職
に
就
く

島
地
黙
雷
入
門
（
二
〇
才
）

長
崎
に
て
キ
リ
ス
ト
教
を
学
ぶ

家
督
を
一
子
要
蹊
（
一
〇
才
）
に
譲
る

司
教
・
御
前
講
「
選
択
集
」

本
山
に
お
け
る
法
談
試
験
の
能
問
者
（
試
験
官
）

と
な
る

勧
学

大
教
院
教
導
職
能
問
者
（
中
講
義
・
大
講
義
）

門
主
の
東
上
に
随
従

本
山
講
究
員
に

四
恩
弁
（
針
水
原
著
・
黙
雷
衍
義
）
を
刊
行

門
主
の
東
京
・
信
州
行
に
随
従

嗣
門
主
（
大
谷
光
端
師
）
の
学
事
長
に
、
終
身
内

陣
一
等
着
席

考
究
局
長
代
理

酬
労
年
金
一
等

内
局
出
仕
、
臨
時
執
行
代
理

（
西
本
願
寺
最
高
任
者
）

顧
問
兼
侍
真

嗣
法
主
学
事
長
（
再
）

兼
侍
真
長

大
学
林
（
龍
谷
大
学
前
身
）
総
理
代
理

一
等
巡
教
使

宿
老
議
員

入
寂
（
八
十
六
歳
）

葬
儀
（
大
学
林
構
内
特
設
葬
場
）

西
本
願
寺
か
ら
特
別
賞
与
第
一
種
第
一
等
追
贈

立
教
開
宗
七
百
年
記
念
慶
讃
法
要
に
際
し
表
彰

（
大
谷
尊
由
門
主
）
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鹿
市
で
は
「
人
づ
く
り
」
を
大
き
な
理
念
・
目
標

と
し
て
行
政
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
教
育
委
員
会
で
は
「
近
代
の
山
鹿

を
築
い
た
人
た
ち
」
と
題
し
て
、
ふ
る
さ
と
山
鹿
の
今

日
を
築
い
た
偉
人
を
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
広

く
市
民
の
方
々
に
紹
介
し
、
顕
彰
で
き
る
冊
子
を
発
行

し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
特
に
未
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
に
、
ふ
る
さ
と
山
鹿
に
は
こ
ん
な
に
立
派
な
先
輩
が

い
た
と
言
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、
郷
土
を
誇
り
に

思
い
、
将
来
に
夢
と
希
望
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。
こ

の
よ
う
な
願
い
を
込
め
て
発
行
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、

編
集
に
当
た
っ
て
は
、
各
学
校
の
先
生
方
に
献
身
的
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す
。

あ
と
が
き

あ
と
が
き

山
鹿
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