
 
 

 
 

師
の
操
行
に
お
よ
ば
ざ
れ
ど
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「
叱
ら
れ
た
恩
を
忘
れ
ず
墓
参
り
」
と
い
う
川
柳
が
あ
り
ま
す
。
私
達
は
多
く
の
人
々
に
支
え

ら
れ
て
生
き
て
い
ま
す
が
、
と
り
わ
け
、
叱
咤
激
励
を
し
て
く
だ
さ
り
、
慈
愛
の
念
を
も
っ
て
育

て
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
恩
は
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
恩
の
重
さ
を
思
う
と

き
、
果
た
し
て
自
分
は
そ
れ
に
報
い
る
よ
う
な
功
績
を
残
せ
る
だ
ろ
う
か
と
、
不
安
に
な
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。 

 

先
人
方
の
残
さ
れ
た
道
は
、
高
く
偉
大
に
見
え
る
も
の
で
す
し
、
自
分
は
そ
の
足
元
に
も
及
ば

な
い
と
思
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、
永
い
歴
史
の
中
で
正
し
い
教
え
が
、
着
実
に
受
け
継
が
れ
て

き
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
古
人
の
遺
徳
を
敬
慕
す
る
後
継
者
の
心
と
行
い
の
中
に

脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
そ
の
精
神
が
生
き
つ
づ
け
て
来
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

冒
頭
の
句
は
、
道
元
禅
師
が
、
中
国
の

じ
ょ
う
し
ゅ
う

趙
州
禅
師
の
故
事
に
想
い
を
馳
せ
て
、
感
想
と
説
法
を

ま
と
め
た
『

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う
は
く
じ
ゅ
し

正
法
眼
蔵
栢
樹
子
』
の
文
中
の
こ
と
ば
で
す
。
趙
州
禅
師
は
唐
の
時
代
の
人
で
、
当

時
と
し
て
は
か
な
り
の
高
齢
の
六
十
一
才
で
出
家
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
真
実
の

道
を
求
め
て
旅
す
る
中
、
師
匠
と
な
る

な
ん
せ
ん

南
泉
禅
師
に
め
ぐ
り
合
い
、
お
釈
迦
様
か
ら
三
十
七
代
目

の
法
を
継
が
れ
ま
し
た
。
そ
の
修
行
生
活
は
、
木
の
実
を
拾
っ
て
食
べ
る
ほ
ど
窮
乏
し
た
そ
う
で

す
が
、
修
行
に
対
し
て
は
厳
格
で
、
僅
か
な
時
間
も
無
駄
に
し
な
い
で
坐
禅
に
励
ま
れ
、
多
く
の

門
弟
を
育
て
ま
し
た
。
道
元
禅
師
は
、
こ
の
句
で
、
「
趙
州
禅
師
の
よ
う
に
厳
し
く
徹
底
し
た
禅

の
境
涯
に
は
及
ば
な
い
け
れ
ど
も
、
古
人
の
徳
行
に
敬
慕
す
る
こ
と
（ 

も

こ

 

慕
古
）
を
心
の
糧
と
し
て

い
き
た
い
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
道
元
様
は
、
お
釈
迦
様
を
は
じ
め
と
す
る
歴
代
の
祖
師
方
の

真
理
を
求
め
る
厳
し
い
姿
勢
に
感
動
し
、
敬
慕
の
念
を
強
く
も
た
れ
、
日
々
の
修
行
に
励
ま
れ
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
熱
い
慕
古
の
精
神
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
、
祖
師
方
が
説
か
れ
て
き
た

真
髄
の
教
え
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 

禅
の
言
葉
や
教
え
の
中
に
は
、
一
般
の
人
々
に
は
理
解
し
に
く
い
面
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
「
慕
古
」
の
精
神
は
分
か
り
や
す
く
、
現
代
の
一
般
社
会
に
お
い
て

も
大
切
な
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
先
人
へ
の
感
謝
と
報
恩
の
敬
慕
の
姿
の
中
に
、
先
人
の
精

神
が
生
き
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、
さ
ら
に
私
た
ち
の
姿
が
、
そ
の
ま
ま
後
人
の
鏡
と
な
っ

て
次
の
世
を
形
成
し
て
い
く
か
ら
な
の
で
す
。 

 

新
年
を
迎
え
、
古
の
教
え
に
耳
を
傾
け
、
過
去
の
優
れ
た
教
え
を
汲
み
取
る
と
同
時
に
、
新
た

な
気
持
ち
で
更
な
る
一
歩
を
築
き
上
げ
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。 



 

解
説 

 

 
 

表
題
の
句
は
、
道
元
禅
師
の
書
か
れ
た
、
『

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

正
法
眼
蔵
』
「

は
く
じ
ゅ
し

栢
樹
子
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
巻
は
、
本
文
に
あ
り
ま
す

じ
ょ
う
し
ゅ
う

趙
州
禅
師
の
問
答
の
一
つ
を
取
り
上
げ
て
感
想
を
述
べ
た
も
の
で
す
。

あ
る
僧
が
禅
師
に
質
問
し
ま
し
た
。
「

い
か

如
何
な
る
か

そ

し

せ

い

ら

い

い

祖
師
西
来
意
（
な
ぜ
達
磨
大
師
は
、
は
る
ば
る
西

か
ら
仏
法
を
伝
え
に
来
た
の
で
す
か
？
）
」
と
。
禅
師
曰
く
「

て
い
ぜ
ん

庭
前
の

は
く
じ
ゅ
し

栢
樹
子
（
庭
の
コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ

の
木
で
あ
る
）
」
と
。
こ
れ
は
禅
の
真
髄
を
説
く
有
名
な
問
答
で
す
が
、
大
切
な
こ
と
は
、
理
屈
を
は

な
れ
て
目
の
前
の
全
体
の
姿
を
捉
え
る
意
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
、
言
葉
の
一
句
に
と
ら
わ
れ
る

よ
り
は
、
趙
州
禅
師
の
日
常
生
活
へ
の
厳
し
い
姿
勢
全
体
か
ら
学
び
と
る
べ
き
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て

い
ま
す
。 

 

平
成
十
四
年
は
、
道
元
禅
師
の
七
百
五
十
回

だ
い
お
ん
き

大
遠
忌
の
年
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
度
の
大
遠
忌
に
あ

た
り
、
そ
の
御
遺
徳
を
偲
び
、
さ
ら
に
禅
師
の
教
え
を
高
揚
す
べ
く
、
テ
ー
マ
を｢

も
こ

慕
古｣

と
掲
げ
て
お

り
ま
す
。
「
慕
古
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
他
の
巻
に
も
延
べ
七
箇
所
に
わ
た
っ
て
使
わ

れ
て
お
り
、
道
元
禅
師
の
精
神
を
伝
え
る
に
最
も
相
応
し
い
言
葉
と
い
え
ま
す
。 
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