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渓
声
山
色
と
諸
法
実
相

佐

藤

秀

孝

駒

澤

大

学

禅
宗
で
は
自
然
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
禅
の
自
然
観
に
つ
い
て
一

を
な
し
て
み
た
い
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
は

じ
め
に
北
宋
末
期
の
禅
僧
で
あ
る
青
原
惟
信
の
上
堂
語
に
載
る

見
山
只
是
山
、
見
水
只
是
水

の
こ
と
ば
を
手
が
か
り
と
し
て
論
じ
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

嘉
泰
普
燈
録

巻
六

吉
州
青
原
惟
信
禅
師

の
章
に
よ
れ
ば
、
惟
信
の
上
堂
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

上
堂
曰
、
老
僧
三
十
年
前
未

参
禅

時
、
見

山
是
山
、
見

水
是
水
。
及

至

後
来
親
見

知
識

有

箇
入
処

見

山
不

是
山

見

水
不

是
水

而
今
得

箇
休
歇
処

依
前
見

山
只
是
山
、
見

水
只
是
水
。
大
衆
、
這
三
般
見
解
、
是
同
是
別
。
有

人

素
得

出
、
許

汝
親
見

老
僧

五
燈
会
元

巻
一
七

吉
州
青
原
惟
信
禅
師

の
章
を
は
じ
め
、
そ
の
後
の
禅
宗
燈
史
は
何
れ
も
惟
信
に
関
し
て
こ
の
上
堂
語
し
か

見
録
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
上
堂
語
に
よ
っ
て
の
み
惟
信
は
そ
の
名
を
後
世
に
残
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
い
ま
便
宜

上
、
惟
信
の
上
堂
語
を
書
き
下
し
文
に
直
し
て
み
る
な
ら
ば
、

上
堂
に
曰
く
、

老
僧
、
三
十
年
前
、
未
だ
参
禅
せ
ざ
る
時
、
山
を
見
る
に
是
れ
山
、
水
を
見
る
に
是
れ
水
な
り
。
後
来
、
親
し
く
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知
識
に
見
え
て
、
箇
の
入
処
有
る
に
至
る
に
及
ん
で
、
山
を
見
る
に
是
れ
山
に
あ
ら
ず
、
水
を
見
る
に
是
れ
水
に
あ
ら
ず
。
而
今
、

箇
の
休
歇
の
処
を
得
る
に
、
依
前
と
し
て
山
を
見
る
に
只
だ
是
れ
山
、
水
を
見
る
に
只
だ
是
れ
水
な
り
。
大
衆
、
這
の
三
般
の
見
解
、

是
れ
同
か
、
是
れ
別
か
。
人
有
り
て

素
を
ば
出
だ
す
を
得
ば
、
汝
に
許
さ
ん
、
親
し
く
老
僧
に
見
え
た
り
と

と
。

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
青
原
惟
信
は
北
宋
末
期
に
活
動
し
た
禅
僧
で
あ
る
が
、
そ
の
生
没
年
や
行
歴
な
ど
は
不
詳
で
あ
る
。
臨
済
宗
黄

龍
派
祖
の
黄
龍
慧
南
（
普
覚
禅
師
、
一
〇
〇
二
｜
一
〇
六
九
）
の
高
弟
で
あ
る
晦
堂
祖
心
（
宝
覚
禅
師
、
一
〇
二
五
｜
一
一
〇
〇
）
に
参
じ
て

法
を
嗣
い
で
お
り
、
そ
の
後
、
吉
州
（
江
西
省
）
廬
陵
県
東
南
の
青
原
山
静
居
寺
に
住
持
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
青
原
山

は
い
う
ま
で
も
な
く
唐
代
に
六
祖
下
の
青
原
行
思
（
弘
済
禅
師
、？
｜
七
四
〇
）
が
化
導
を
敷
い
た
地
と
し
て
名
高
い
。

惟
信
の
こ
と
ば
に
山
と
水
と
あ
る
が
、
水
と
は
川
な
い
し
渓
水
の
こ
と
で
あ
り
、
山
水
と
い
え
ば
眼
前
に
展
開
す
る
自
然
の
風
景
を
代

表
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
惟
信
は
自
ら
の
三
〇
年
前
、
い
ま
だ
出
家
得
度
す
る
以
前
、
あ
る
い
は
禅
門
に
投
じ
て
参
禅
学
道
を
開
始

す
る
以
前
の
見
解
か
ら
述
懐
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
惟
信
は

山
を
見
る
と
山
だ
と
見
、
水
を
見
る
と
水
だ
と
見
て
い
た

と
述
べ
て
い

る
が
、
当
時
、
惟
信
は
仏
教
の
道
理
も
知
ら
ず
参
禅
の
体
験
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
世
間
一
般
の
通
念
で
外
界
の
自
然
を
と
ら

え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
の
山
水
は
自
己
と
対
峙
す
る
外
界
の
対
象
物
に
す
ぎ
ず
、
自
然
は
あ
く
ま
で
個
別
の
認
識
対
象
で
し

か
な
く
、
自
己
の
分
別
意
識
で
眺
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

後
に
惟
信
は
出
家
受
戒
し
て
禅
門
に
投
じ
、
親
し
く
善
知
識
に
相
見
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
惟
信
が
具
体
的
に
如
何
な
る
禅
者
の

も
と
を
歴
参
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
当
時
、
盛
ん
で
あ
っ
た
臨
済
宗
黄
龍
派
や
雲
門
宗
の
禅
匠
に
参
学
し
た
も
の
と
推
測

さ
れ
、
最
終
的
に
惟
信
は
黄
龍
派
の
晦
堂
祖
心
と
い
う
善
き
禅
の
指
導
者
を
師
と
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
、
祖
心
の
も
と
で
一
つ
の
入
処
を
得

て
い
る
。
入
処
と
は
入
頭
処
と
も
い
い
、
悟
り
の
境
地
に
入
っ
た
と
こ
ろ
と
い
う
意
で
あ
り
、
最
初
の
悟
道
の
体
験
の
こ
と
を
い
う
。
具
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体
的
に
は
惟
信
が
師
の
祖
心
の
指
導
に
よ
っ
て
初
め
て
悟
道
の
手
掛
か
り
を
得
た
と
き
、
彼
の
心
境
は
そ
れ
ま
で
と
変
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。

惟
信
は
入
処
を
得
た
と
き
の
心
境
を

山
を
見
る
に
是
れ
山
に
あ
ら
ず
、
水
を
見
る
に
是
れ
水
に
あ
ら
ず

と
表
現
し
て
い
る
。
山
を
見

て
も
山
で
な
く
、
水
を
見
て
も
水
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
対
境
が
消
え
て
、
す
べ
て
が
自
身
の
心
の
あ
り
よ
う
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
彼
に
と
っ
て
究
極
の
悟
り
の
境
地
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
悟
境
は
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
い
る
。

三
〇
年
の

道
工
夫
を
経
た
後
、
惟
信
は
吉
州
青
原
山
の
住
持
と
し
て
一
家
を
な
し
、
多
く
の
参
学
の
門
人
を
指
導
し
て
い
る
。
惟
信
に

は
潭
州
梁
山

・
成
都
府
正
法
希
明
・

州
浮
山
光
選
・
祖
庵
主
と
い
っ
た
嗣
法
門
人
が
存
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
化
導

の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
惟
信
は
山
水
の
風
光
に
恵
ま
れ
た
江
西
廬
陵
の
地
に
法

を
掲
げ
、
青
原
山
の
住
持
と
し
て
そ
の
と
き

の
心
境
を

而
今
、
箇
の
休
歇
の
処
を
得
る
に
、
依
前
と
し
て
山
を
見
る
に
只
だ
是
れ
山
、
水
を
見
る
に
只
だ
是
れ
水
な
り

と
表
現
し

て
い
る
。
休
歇
の
処
と
は
、
身
体
を
楽
に
し
て
安
ら
ぐ
と
こ
ろ
、
真
に
く
つ
ろ
ぎ
安
ら
い
だ
あ
り
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
真
の
悟
り

の
境
地
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
あ
る
。
惟
信
は
三
〇
年
の

道
を
経
て
本
当
の
安
心
の
境
地
に
休
息
し
て
み
る
と
、
依
然
と
し
て
山
を
見

る
と
た
だ
山
が
あ
り
、
水
を
見
る
と
た
だ
水
が
存
し
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。

惟
信
は
そ
こ
で
自
ら
の
示
衆
を
聞
く
山
内
の
修
行
僧
た
ち
に
向
か
っ
て

大
衆
、
這
の
三
般
の
見
解
、
是
れ
同
か
、
是
れ
別
か
。
人
有

り
て

素
を
ば
出
だ
す
を
得
ば
、
汝
に
許
さ
ん
、
親
し
く
老
僧
に
見
え
た
り
と

と
問
い
質
し
て
い
る
。
自
己
の
悟
境
の
あ
り
よ
う
を
踏

ま
え
て

諸
君
、
こ
の
三
般
の
見
解
は
、
同
じ
か
別
か
。
白
黒
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
人
が
あ
る
な
ら
、
私
は
そ
い
つ
に
親

し
く
儂
に
見
え
た
と
認
め
よ
う

と
門
下
の
学
仏
道
者
に
迫
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
禅
の
修
行
に
よ
っ
て
も
の
の
見
方
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
に
解
し
た

ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
参
禅
学
道
す
る
以
前
と
、
三
〇
年
を
経
て
仏
道
を
究
め
た
後
と
が
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
か
ろ
う
。

お
そ
ら
く
最
初
に
山
を
見
て
山
と
思
い
、
水
を
見
て
水
と
思
っ
た
あ
り
よ
う
と
は
、
自
己
を
主
体
と
し
て
客
観
世
界
を
見
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
自
分
が
見
て
い
る
通
り
に
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
す
る
素
朴
な
唯
物
論
と
い
っ
て
よ
く
、
自
己
中
心
的
な
も
の
の
見
方
か
ら

と
ら
え
ら
れ
た
世
界
観
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
三
〇
年
後
に
究
め
ら
れ
到
達
し
得
た
境
地
と
は
、
山
水
が
単
な
る
客
観
世
界
で
は
な
く
、

自
己
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
存
在
し
て
い
る
山
水
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
惟
信
に
お
け
る
休
歇
の
処
と
は
、
す

べ
て
の
も
の
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
存
在
し
て
い
る
自
己
に
目
覚
め
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た

え
方
は
華
厳
宗

の
四
法
界
観
に
お
け
る
事
事
無
礙
法
界
の
思
想
な
ど
を
受
け
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
最
初
は
我
々
が
一
般
的
に
思
う
自
己
と
対
峙
す

る
山
水
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
年
あ
る
い
は
三
〇
年
と
い
う
久
し
い
研

道
を
通
し
、
参
禅
学
道
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
自

己
を
包
ん
で
く
れ
る
大
自
然
、
山
水
に
抱
か
れ
た
自
己
に
目
覚
め
、
惟
信
は
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
と
ら
え
る
真
如
実
相
の
あ
り
よ
う
を

体
現
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
最
初
の
出
発
は
事
法
界
の
立
場
で
あ
り
、
現
象
を
す
べ
て
個
別
的
な
も
の
と
す
る
見
方
と
い
っ
て
よ
く
、
眼
前
に
見
る
と

こ
ろ
の
事
事
物
物
の
差
別
的
現
象
の
世
界
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
の

親
し
く
知
識
に
見
え
て
、
箇
の
入
処
有
る
に
至
る
に

及
ん
で
、
山
を
見
る
に
是
れ
山
に
あ
ら
ず
、
水
を
見
る
に
是
れ
水
に
あ
ら
ず

と
い
う
立
場
が
理
法
界
な
い
し
理
事
無
礙
法
界
の
立
場
に

達
し
た
世
界
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
三
〇
年
後
の
休
歇
の
処
と
い
う
の
が
事
事
無
礙
法
界
の
あ
り
方
と
見
ら
れ
、
自
他
共
感
の
自
然
観
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
現
象
界
の
諸
事
象
が
互
い
に
融
け
合
っ
て
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
の
を
い
い
、
一
切
の
事
物
が
互
い
に
相
即
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無
礙
な
る
こ
と
、
諸
事
象
が
相
互
に
密
接
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
惟
信
に
と
っ
て
山
水
は
自
己
と
対
立
す
る
山
水

で
は
な
く
、
自
己
と
縁
起
し
関
係
し
合
う
存
在
と
し
て
の
山
水
で
あ
り
、
真
理
の
現
わ
れ
と
し
て
の
山
水
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
表
現

と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
青
原
惟
信
の
こ
と
ば
は
、
お
そ
ら
く

宛
陵
録

に

但
莫

生

異
見

山
是
山
、
水
是
水
、
僧
是
僧
、
俗
是
俗

と
記
さ
れ
る

こ
と
や
、

雲
門
匡
真
禅
師
広
録

巻
上
に

上
堂
云
、
諸
和
尚
子
、
莫

妄
想

天
是
天
、
地
是
地
、
山
是
山
、
水
是
水
、
僧
是
僧
、
俗

是
俗

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
背
景
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
唐
末
の
南
嶽
下
の
黄
檗
希
運
（
断
際
禅

師
）
と
唐
末
五
代
に
活
躍
し
た
雲
門
宗
祖
の
雲
門
文

（
匡
真
禅
師
、
八
六
四
｜
九
四
九
）
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
希
運
の
い
う

但
だ
異
見

を
生
ず
る
こ
と
莫
か
れ

と
か
文

の
い
う

妄
想
す
る
こ
と
莫
か
れ

と
は

分
別
是
非
の
想
い
を
す
る
な

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
う
す
れ
ば
眼
前
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
真
実
の
す
が
た
と
し
て
現
成
し
て
く
る
と
い
っ
た
意
で
あ
ろ
う
。

但
莫
生
異
見

や

莫
妄
想

の
こ
と
ば
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の

天
は
是
れ
天
、
地
は
是
れ
地
、
山
は
是
れ
山
、
水
は
是
れ
水
、
僧
は
是
れ
僧
、
俗
は
是
れ

俗
な
り

と
い
う
表
現
が
活
き
る
の
で
あ
っ
て
、
初
め
か
ら
参
禅
学
道
を
無
視
し
て
諸
法
が
す
べ
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ

う
。
道
元
（
仏
法
房
、
一
二
〇
〇
｜
一
二
五
三
）
も
こ
の
文

の
句
を
引
用
し
て

正
法
眼
蔵

山
水
経

に
お
い
て

而
今
の
山
水
は
、

古
仏
の
道
現
成
な
り
。
と
も
に
法
位
に
住
し
て
、
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
り
。（
中
略
）
古
仏
云
、
山
是
山
、
水
是
水
。
こ
の
道
取
は
、
や

ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り

と
述
べ
つ
つ
、
自
然
外
道
の
見
を
斥
け
て
い
る
。

一
方
、
鎌
倉
後
期
に
来
日
し
た
臨
済
宗
破
庵
派
（
仏
光
派
祖
）
の
無
学
祖
元
（
仏
光
国
師
、
一
二
二
六
｜
一
二
八
六
）
が

仏
光
円
満
常

照
国
師
語
録

巻
一

住
大
宋
台
州
真
如
禅
寺
語
録

に
お
い
て

山
僧
二
十
年
後
、
自
己
管

帯
自
己

三
十
年
後
、
自
己
忘

却
自

己

四
十
年
後
、
自
己
只
是
自
己
。
驀
拈

杖

卓
一
下
。

杖
穿

過
髑
髏

露
柱
突

出
眼
睛

喝
一
喝

と
い
う
上
堂
を
残
し
て

禅

の

自

然

観
（
佐
藤
秀
孝
）

五
一



い
る
。
こ
れ
は
祖
元
が
来
日
以
前
に
台
州
（
浙
江
省
）
臨
海
県
東
の
真
如
寺
（
真
如
院
）
の
住
持
と
し
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
祖
元

の
示
す

山
僧
、
二
十
年
後
、
自
己
、
自
己
を
管
帯
し
、
三
十
年
後
、
自
己
、
自
己
を
忘
却
し
、
四
十
年
後
、
自
己
、
只
だ
是
れ
自
己
な

り

と
い
う
語
句
な
ど
も
、
山
水
を
自
己
に
帰
せ
し
め
る
惟
信
の
立
場
を
自
己
の
側
か
ら
捉
え
直
し
た
発
想
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

禅
宗
に
は

触
目
菩
提

や

遍
界
不
曾
蔵

あ
る
い
は

無
情
説
法

な
ど
と
称
し
て
我
々
の
眼
前
に
展
開
す
る
事
象
な
い
し
自
然

界
の
営
み
を
す
べ
て
真
理
の
現
わ
れ
と
し
て
捉
え
る
も
の
の
見
方
が
存
し
て
い
る
。
駒
澤
大
学
の
松
本
史
朗
氏
は

道
元
思
想
論

（
大

蔵
出
版
）
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
思
想
を

仏
性
顕
在
論

と
称
し
、
中
国
禅
宗
史
に
お
け
る
仏
性
顕
在
論
の
系
譜
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

触
目
菩
提

と

遍
界
不
曾
蔵

に
つ
い
て
は

景
徳
伝
燈
録

巻
一
五

潭
州
石
霜
山
慶
諸
禅
師

の
章
に
、

師
後
参

道
吾

問
、
如
何
是
触
目
菩
提
。
道
吾
喚

沙
弥

沙
弥
応
諾
。
吾
曰
、
添

浄
瓶
水

著
。
吾
却
問

師
、
汝
適
来
問

什

師
乃
挙

前
問

道
吾
便
起
去
。
師
従

此
省
覚
。（
中
略
）
師
居

方
丈

有

僧
在

明
窓
外

問
、
呎
尺
之
間
、
為

什

不

師
顔

師
曰
、
我
道

界
不

曾
蔵

僧
挙
問

雪
峯

界
不

曾
蔵

意
旨
如
何
。
雪
峯
曰
、
什

処
不

是
石
霜

僧
廻
挙

雪
峯

之
語

呈

師
。
師
曰
、
老
大
漢
有

什

死
急

と
し
て
載
る
青
原
下
の
石
霜
慶
諸
（
普
会
大
師
、
八
〇
七
｜
八
八
八
）
と
雪
峰
義
存
（
真
覚
大
師
、
八
二
二
｜
九
〇
八
）
に
ち
な
む
因
縁
で
あ

り
、

如
何
な
る
か
是
れ
触
目
菩
提

と
か

我
れ
は
道
う
、
遍
界
、
曾
て
蔵
さ
ず

と
示
さ
れ
て
い
る
。
触
目
菩
提
と
は
眼
に
触
れ
る

も
の
す
べ
て
が
菩
提
、
眼
前
の
も
の
が
み
な
真
理
を
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

祖
堂
集

巻
一
七

和
尚

の
章
に
も
南

泉
下
の
長
沙
景

（

大
蟲
）
と
一
僧
と
の

有

人
問
、
如
何
是
触
目
菩
提
。
師
答
曰
、
一
切
法
常
住
。
如
何
是
一
切
法
常
住
。
師
曰
、

触
目
菩
提

と
い
う
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。

遍
界
不
曾
蔵

と
は
、
世
界
中
あ
ま
ね
く
隠
し
立
て
が
な
い
、
常
に
真
理
が
堂
々
と
現

禅

の

自

然

観
（
佐
藤
秀
孝
）

五
二



わ
れ
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
道
元
が
入
宋
し
た
直
後
、
明
州
（
浙
江
省
）

県
の
阿
育
王
山
広
利
禅
寺
の
老
典
座
と
問
答
し
、

老
典
座
の
語
る

遍
界
不
曾
蔵

の
こ
と
ば
に
触
発
さ
れ
、
仏
法
の
参
学
眼
を
深
め
た
と
い
う

典
座
教
訓

に
載
る
消
息
は
有
名
で
あ

る
。ま

た

無
情
説
法

に
つ
い
て
は
、

景
徳
伝
燈
録

巻
二
八

南
陽
慧
忠
国
師
語

に
収
め
ら
れ
る
六
祖
下
の
南
陽
慧
忠
（
大
証
国

師
、？
｜
七
七
五
）
の
説
示
が
有
名
で
あ
り
、
曹
洞
宗
祖
の
洞
山
良

（
悟
本
大
師
、
八
〇
七
｜
八
六
九
）
が
修
行
時
代
に
こ
の
因
縁
を
久
し

く
参
究
し
た
こ
と
は
同
巻
一
五

州
洞
山
良

禅
師

の
章
な
ど
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
無
情
が
説
法
し
て
い
る
と
は
、
無

情
す
な
わ
ち
山
河
大
地
や
牆
壁
瓦
礫
な
ど
大
自
然
の
事
物
・
事
象
が
常
に
真
理
を
説
い
て
い
る
、
仏
の
法
門
を
説
示
し
つ
づ
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
惟
信
の
例
で
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
自
然
観
は
初
め
か
ら
対
象
世
界
な
り
自
然
界
を
そ
の
ま
ま
無
批
判
に

実
相
と
し
て
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
禅
僧
た
ち
は
教
学
の
研

や
長
年
に
わ
た
る
坐
禅
修
行
を
経
て
後
、
最
終
的
に
到

達
し
得
た
境
地
を
こ
と
ば
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
修
行
や
悟
道
を
棚
上
げ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
単
な
る
悪
し
き
本
覚
思
想
、
自

然
外
道
の
見
に
堕
し
、
仏
教
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

依
前
と
し
て
山
を
見
る
に
只
だ
是
れ
山
、
水
を
見
る
に
只
だ
是
れ
水
な

り

と
い
う
境
地
に
到
達
す
る
ま
で
に
惟
信
は
三
〇
年
間
の
修
行
を
要
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
師
匠
の
も
と
で
参
禅
し
て
入
処
と
い
う

一
つ
の
心
境
の
変
化
を
得
た
こ
と
を
絶
対
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
滞
ら
ず
更
な
る

道
精
進
に
よ
っ
て
悟
境
が
深
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

景
徳
伝
燈
録

巻
一
五

州
夾
山
善
会
禅
師

の
章
に
は
、

師
又
曰
、
目
前
無

法
、
意
在

目
前

不

是
目
前
法

非

耳
目
所

到
。
道
吾
乃
笑
。
師
乃
生

疑
問

吾
、
何
笑
。
吾
曰
、
和
尚

禅

の

自

然

観
（
佐
藤
秀
孝
）

五
三



一
等
出
世
未

有

師
、
可

往

往
浙
中
華
亭
県

参

船
子
和
尚

去

（
中
略
）
師
上
堂
示

衆
曰
、（
中
略
）
故
云
、
目
前
無

法
、

意
在

目
前

他
不

是
目
前
法

若
向

仏
祖
辺

学
、
此
人
未

有

眼
目

皆
属

所
依
之
法

不

得

自
在

本
只
為

生
死

茫
々
識
性
、
無

自
由
分

千
里
万
里
、
求

善
知
識

須
有

正
眼

永
脱

虚
謬
之
見

定

取
目
前
生
死

為
復
実
有
、
為
復
実

無
。
若
有

人
定
得
、
許

汝
出
頭
上
根
之
人
言
下
明

道
。
中
下
根
器
、
波
波
浪
走
、
何
不

向

生
死
中

定
当
取

何
処
更
疑

仏

疑

祖
、
替
汝
生
死
、
有

智
人

笑

汝
。

曰
、
労
持

生
死
法

唯
向

仏
辺

求
、
目
前
迷

正
理

撥

火

浮

と
い
う
青
原
下
の
夾
山
善
会
（
伝
明
大
師
、
八
〇
五
｜
八
八
一
）
の
機
縁
と
そ
の
後
の
上
堂
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
善
会
は

目
前
無
法
、

意
在
目
前

と
い
う
語
句
を
参
禅
学
道
す
る
以
前
と
悟
道
し
て
後
の
上
堂
で
同
様
に
述
べ
て
い
る
が
、
同
じ
こ
と
ば
で
も
そ
の
持
つ
意
味

合
い
は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

目
前
に
法
無
し
、
意
は
目
前
に
在
り

と
は

禅
語
辞
典

に
よ
れ
ば

目
の
前
に
形
を
取

っ
て
現
れ
て
い
る
も
の
は
何
も
な
い
ま
ま
に
、
真
実
は
あ
り
あ
り
と
目
の
前
に
あ
る

と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
善
会
は
道
吾
円
智
（
修

一
大
師
、
七
六
九
｜
八
三
五
）
の
指
示
を
受
け
て
松
江
（
江
蘇
省
）
華
亭
県
の
船
子
徳
誠
に
参
学
し
て
仏
法
を
究
め
て
い
る
が
、
後
に
禅
匠

と
し
て

州
（
湖
南
省
）
石
門
県
東
南
の
夾
山
霊
泉
院
に
住
持
し
た
際
、
上
堂
で

目
前
無
法
、
意
在
目
前

の
句
を
吐
露
し
て
い
る
。

か
つ
て
参
禅
学
道
す
る
以
前
に
示
し
た
こ
と
ば
を
上
堂
で
再
び
説
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
こ
そ

道
修
行
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

有
名
な

山
下
の
香
厳
智
閑
（
襲
燈
禅
師
、？
｜
八
九
八
）
の

聞
声
悟
道

の
消
息
や
、
同
じ
く
霊
雲
志
勤
の

見
色
明
心

の
消
息
も
、

機
縁
が
契
う
ま
で
に
長
期
に
わ
た
る
修
行
の
日
々
が
存
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
点
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

道
元
は

正
法
眼
蔵

現
成
公
案

の
巻
に
お
い
て
、

諸
法
の
仏
法
な
る
時
節
、
す
な
は
ち
迷
悟
あ
り
、
生
あ
り
、
死
あ
り
、
諸
仏
あ
り
、
衆
生
あ
り
。
万
法
と
も
に
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時

節
、
ま
ど
ひ
な
く
、
さ
と
り
な
く
、
諸
仏
な
く
、
衆
生
な
く
、
生
な
く
、
滅
な
し
。（
中
略
）
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る

禅

の

自

然

観
（
佐
藤
秀
孝
）

五
四



を
迷
と
す
、
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り
。（
中
略
）
仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
。
自

己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
。
万
法
に
証
せ
ら
る

る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
、
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
諸
方
の
仏
法
な
る
時
節
と
は
自
己
を
中
心
と
し
て
万
法
（
自
然
）
を
見
る
立
場
で
あ
り
、
万
法
と
も
に
わ
れ
に
あ
ら
ざ

る
時
節
と
は
万
法
に
証
せ
ら
れ
て
い
る
自
己
に
目
覚
め
て
い
く
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
参
禅
学
道
の
出
発
点
は
や
は
り
自
己
中
心

的
な
も
の
の
見
方
で
諸
法
を
と
ら
え
て
い
る
が
、
や
が
て
外
界
の
す
べ
て
の
も
の
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
存
在
し
て
い
る
自
己
に
ま
で

高
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
た
の
が
、
中
国
・
日
本
の
禅
宗
の

え
方
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
そ
の
好
事
例
を
北
宋
代
の
詩
人
と
し
て
名
高
い
蘇

（
字
は
子

、
東
坡
居
士
、
一
〇
三
六
｜
一
一
〇
一
）
の
有
名
な
渓
声
山
色

の

悟
道

を
通
し
て
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
因
縁
と
は

嘉
泰
普
燈
録

巻
二
三

内
翰
蘇

居
士

の
章
に
よ
れ
ば
、

内
翰
蘇

居
士
。
字
子

、
号

東
坡

宿

東
林

日
、
与

照
覚
常
総
禅
師

論

無
情
話

有

省
。
黎
明
献

曰
、
渓
声
便
是
広

長
舌
、
山
色
豈
非

清
浄
身

夜
来
八
万
四
千

、
他
日
如
何
挙

似
人

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
蘇

は
禅
に
深
い
関
心
を
寄
せ
た
人
で
あ
り
、
多
く
の
禅
僧
と
関
わ
っ
て
い
る
が
、
と
く
に
廬
山
東
林
寺
に
お
い

て
黄
龍
派
の
東
林
常
総
（
照
覚
禅
師
、
一
〇
二
五
｜
一
〇
九
一
）
に
参
禅
し
て
い
た
。
常
総
は
先
の
晦
堂
祖
心
と
同
じ
く
黄
龍
慧
南
の
高
弟

の
一
人
で
あ
る
。
東
林
寺
に
宿
し
て
い
た
折
、
常
総
と

無
情
説
法

の
話
頭
を
論
じ
て
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
と
き
明
け
方
に
蘇

が
常
総
に
呈
し
た
の
が
こ
の

渓
声
は
便
ち
是
れ
広
長
舌
、
山
色
、
豈
に
清
浄
身
に
非
ざ
ら
ん
や
、
夜
来
、
八
万
四
千
の

、
他
日
、

如
何
ん
が
人
に
挙
似
せ
ん

と
い
う
有
名
な
詩
で
あ
る
。

蘇

詩
集

蘇
文
忠
公
詩
集

巻
二
三

古
今
体
詩

に
も
、

禅

の

自

然

観
（
佐
藤
秀
孝
）

五
五



贈

東
林
総
長
老

渓
声
便
是
広
長
舌
、
山
色
豈
非

清
浄
身

夜
来
八
万
四
千

、
他
日
如
何
挙

似
人

と
し
て
こ
の
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
詩
が
常
総
に
贈
っ
た
詩

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
渓
声
と
は
谷
川
の
せ
せ
ら
ぎ
で

あ
り
、
そ
れ
を
蘇

は
広
長
舌
と
表
現
し
て
い
る
が
、
広
長
舌
と
は
仏
陀
の
三
十
二
相
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
仏
の
説
法
を
意
味
し

て
い
る
。
山
色
と
は
山
々
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
が
清
浄
身
す
な
わ
ち
仏
陀
の
法
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
絶
え

ず
変
化
し
て
止
ま
な
い
大
自
然
の
営
み
の
中
に
諸
法
実
相
の
あ
り
よ
う
を
見
い
出
し
、
そ
れ
を
仏
の
広
長
舌
な
り
仏
の
清
浄
身
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
。
境
を
拠
り
所
と
し
、
縁
と
し
て
悟
入
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
古
写
本

建

記

に
よ
れ
ば
、
道
元
は
こ
の
蘇
東
坡

の
詩
を
和
歌
に
置
き
換
え
て
、

法
華
経

に
題
す
る
五
首
の
ひ
と
つ
と
し
て

峰
の
色
、
谷
の
響
も
、
皆
な
か
ら
、
吾
か
釈
迦
牟
尼
の
、

声
と
姿
と

と
詠
じ
て
い
る
。

宗
門
聯
燈
会
要

巻
一
三

洪
州
黄
龍
慧
南
禅
師

の
章
に
よ
れ
ば
、
常
総
の
師
で
あ
る
黄
龍
慧
南
は

示
衆

に
お
い
て
、

挙
大
珠
和
尚
道
、
身
口
意
清
浄
、
是
名
仏
出
世
。
身
口
意
不
浄
、
是
名

仏
滅
度

也
好
箇
消
息
、
古
人
一
期
方
便
。
与

諸
人

討

箇
入
路

既
得

箇
入
路

又
須

得

箇
出
路

登

山
須

到

頂
、
入

海
須

到

底
。
登
山
不

到

頂
、
不

知

宇
宙
之
寛

広

入

海
不

到

底
、
不

知

滄
溟
之
浅
深

既
知

寛
広

又
知

浅
深

一
踏
踏

翻
四
大
海

一
摑
摑

倒
須
彌
山

撒

手
到

家
人
不

識
、
雀
噪

鳴
栢
樹
間
。

と
い
う
説
法
を
な
し
て
い
る
が
、
慧
南
の
こ
と
ば
で
い
え
ば

山
に
登
っ
て
頂
に
到
ら
ざ
れ
ば
宇
宙
の
広
さ
が
わ
か
ら
な
い
、
大
海
に
入

っ
て
底
に
到
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
海
の
深
さ
が
わ
か
ら
な
い

と
あ
る
の
は
、
広
大
な
大
自
然
の
中
に
真
理
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

て
も
、
実
地
に
入
路
か
ら
さ
ら
に
出
路
を
も
自
ら
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
に
修
行
の
必
要
性
と
悟
道
の
深
ま
り
が
示
さ
れ
て
い

禅

の

自

然

観
（
佐
藤
秀
孝
）

五
六



る
の
で
あ
ろ
う
。

山
城
（
京
都
府
）
深
草
の
観
音
導
利
院
興
聖
宝
林
禅
寺
に
開
堂
出
世
し
た
道
元
は
門
鶴
本

道
元
和
尚
広
録

（

永
平
広
録

と
も
）
巻

一
の

開
闢
本
京
宇
治
郡
興
聖
禅
寺
語
録

に
お
い
て
、

上
堂
云
、
山
僧
是
歴

叢
林

不

多
、
只
是
等
閑
見

先
師
天
童

然
而
不

被

天
童
謾

天
童
還
被

山
僧
謾

近
来
空
手
還

郷
。

所
以
山
僧
無

仏
法

任
運
且
延

時
。
朝
朝
日
東
出
、
夜
夜
月
落

西
、
雲
収
山
谷
静
、
雨
過
四
山
低
。
三
年
必
一
閏
、
鶏
向

五
更

啼
。

と
い
う
上
堂
を
な
し
て
お
り
、
こ
れ
は

永
平
元
禅
師
語
録

（

永
平
略
録

と
も
）
の

上
堂

に
お
い
て
も
、

上
堂
。
山
僧
歴

叢
林

不

多
、
只
是
等
閑
見

天
童
先
師

当
下
認

得
眼
横
鼻
直

不

被

人
瞞

便
乃
空
手
還

郷
。
所
以
一
毫

無

仏
法

任
運
且
延

時
。
朝
朝
日
東
出
、
夜
夜
月
落

西
、
雲
収
山
骨
露
、
雨
過
四
山
低
。
畢
竟
如
何
。
良
久
云
、
三
年
逢

一

閏

鶏
向

五
更

啼
。
久
立
下
座
。
謝
詞
不

録
。

と
若
干
な
が
ら
字
句
を
変
え
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
上
堂
に
は

眼
横
鼻
直

と

空
手
還
郷

の
こ
と
ば
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

入
宋
帰
国
し
た
道
元
の
心
境
を
語
る
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
に
永
平
寺
よ
り
刊
行
さ
れ
た
道
元

禅
師
七
百
五
十
回
大
遠
忌
記
念
出
版

道
元
禅
師
研
究
論
集

に
収
め
ら
れ
た
鈴
木
哲
雄
氏
の

祖
山
本

永
平
広
録

第
四
番
上
堂
語

に
関
す
る
研
究

の
論

に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
道
元
が
な
し
た
上
堂
の
母
体
と
な
っ
た
の
は

建
中
靖
国
続
燈
録

巻
九

廬
山
棲
賢

智
遷
禅
師

の
章
に
、

廬
山
棲
賢
智
遷
禅
師
、
姓
高
氏
。
銭
唐
人
也
。
性
純
志

、
心
敏
言
訥
。
参

天
衣
懐
禅
師

一
日
見

匠
者

木
喝
声

因
而
開

禅

の

自

然

観
（
佐
藤
秀
孝
）

五
七



悟
、
遂
獲

印
可

出

世
龍
舒
法
華

次
移

棲
賢

（
中
略
）
上
堂
云
、
山
僧
無

仏
法

任
運
且
延

時
、
朝
朝
日
東
出
、
夜
夜

転

山
西

雲
収
山
谷
静
、
雨
過
遠
峯
低
、
三
年
逢

一
閏

鶏
到

五
更

啼
。
参
。

と
し
て
載
る
雲
門
宗
の
棲
賢
智
遷
（
？
｜
一
〇
八
六
）
の
上
堂
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
智
遷
は
杭
州
（
浙
江
省
）
銭

塘
の
高
氏
の
出
身
で
、
雲
門
宗
の
天
衣
義
懐
（
振
宗
大
師
、
九
九
三
｜
一
〇
六
四
）
の
法
を
嗣
ぎ
、
廬
山
五
老
峰
中
の
棲
賢
禅
寺
に
住
持
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
北
宋
中
末
期
の
禅
者
で
あ
る
。
道
元
は

眼
横
鼻
直

空
手
還
郷

の
あ
り
よ
う
を
語
る
た
め
に
、
智
遷
の
上
堂

語
で
あ
る

山
僧
、
仏
法
無
し
、
任
運
に
且
ら
く
時
を
延
ぶ
。
朝
朝
、
日
は
東
よ
り
出
で
、
夜
夜
、
山
の
西
に
転
ず
。
雲
収
ま
り
て
山
谷

静
か
に
、
雨
過
ぎ
て
遠
峯
低
し
。
三
年
に
一
閏
に
逢
い
、
鶏
は
五
更
に
到
り
て
啼
く

の
語
句
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
依
用
す
る
か
た
ち
で
自

身
の
仏
法
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
智
遷
や
道
元
は
日
月
の
営
み
や
山
々
の
姿
、
季
節
の
運
行
な
ど
を
通
し
て
自
ら
の
究
め
た
仏
法

の
世
界
を
語
っ
て
い
る
。
道
元
は
人
に
騙
さ
れ
ず
、
我
見
に
振
り
回
さ
れ
ず
、
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
み
る
眼
横
鼻
直
の
あ
り
よ
う
を
示
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
の
青
原
惟
信
の
こ
と
ば
で
い
う

依
前
と
し
て
山
を
見
る
に
只
だ
是
れ
山

と
共
通
す
る
発
想
で
あ
ろ
う
。

ま
た
古
写
本

建

記

に
よ
れ
ば
、
道
元
は

詠
本
来
面
目

と
題
し
た
有
名
な
和
歌
に
お
い
て

春
は
花
、
夏
ほ
と
と
き
す
、
秋

は
月
、
冬
雪
き
ゑ
て
、
す
す
し
か
り
け
り

と
本
来
の
面
目
を
詠
じ
て
い
る
。
道
元
と
同
時
代
に
南
宋
末
禅
林
で
活
躍
し
た
臨
済
宗
楊
岐

派
の
無
門
慧
開
（
仏
眼
禅
師
、
一
一
八
三
｜
一
二
六
〇
）
も

無
門
関

第
一
九
則
の

平
常
是
道

の
評
唱
に
お
い
て

春
有

百
花

秋

有

月
、
夏
有

涼
風

冬
有

雪
。
若
無

閑
事
挂

心
頭

便
是
人
間
好
時
節

と
述
べ
て
い
る
。
春
に
は
百
花
が
咲
き
誇
り
、
夏
に
は
ホ

ト
ト
ギ
ス
が
囀
り
涼
風
が
心
地
よ
く
、
秋
に
は
中
秋
の
満
月
が
煌
々
と
輝
い
て
お
り
、
冬
に
は
森
々
と
雪
が
降
り
し
き
っ
て
い
る
。
心
に

分
別
是
非
の
わ
だ
か
ま
り
が
な
く
、
対
境
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
人
の
世
の
好
時
節
な
の
だ

と
道
元
や
慧
開
は
述
べ
て
い
る
。

禅

の

自

然

観
（
佐
藤
秀
孝
）

五
八



以
上
、
述
べ
て
き
た
ご
と
く
禅
の
自
然
観
と
は
谷
の
せ
せ
ら
ぎ
、
山
々
の
美
し
い
う
つ
ろ
い
の
中
に
、
仏
の
説
法
な
り
、
仏
の
真
理
を

見
出
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
山
水
や
自
然
に
恵
ま
れ
た
中
国
・
日
本
の
風
土
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ

り
、
豊
か
な
自
然
に
抱
か
れ
た
中
で
育
っ
て
い
っ
た
も
の
の

え
方
で
あ
る
。
そ
れ
が
無
常
・
無
我
や
縁
起
・
因
果
を
説
く
イ
ン
ド
仏
教

本
来
の
思
想
と
隔
た
り
が
存
し
た
と
し
て
も
、
中
国
仏
教
な
い
し
中
国
禅
の
醸
造
し
た
自
然
観
が
中
国
や
日
本
の
も
の
の

え
方
や
文

化
・
芸
術
に
与
え
た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

自
然
と
自
己
と
の
調
和
を
如
何
に

え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
今
日
的
に
見
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
禅
の
自
然
観
は
環
境
問
題

な
ど
に
悩
む
現
代
の
我
々
の
も
の
の

え
方
に
対
し
て
も
何
ら
か
提
言
を
な
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
掛
け
替
え
の
な
い
地
球
、
大

自
然
の
恩
恵
と
い
う
も
の
に
人
々
の
目
、
関
心
が
漸
く
向
け
ら
れ
て
き
た
今
日
、
宇
宙
の
中
に
浮
か
ぶ
青
い
水
の
惑
星
に
生
き
る
我
々
は

真
理
の
存
在
と
し
て
の
大
自
然
に
謙
虚
に
眼
や
耳
を
傾
け
る
べ
き
時
代
に
至
っ
て
い
る
。
我
々
の
存
在
を
含
め
て
地
球
の
自
然
が
宇
宙
の

微
妙
な
秩
序
の
中
に
希
有
に
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
露
と
な
っ
て
き
た
事
実
を
思
う
と
き
、
渓
声
山
色
の
持
つ
本
当
の
意
義
が
真
に

価
値
を
持
っ
て
我
々
に
迫
っ
て
来
て
い
る
の
が
二
十
一
世
紀
の
今
日
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
註
略
）

禅

の

自

然

観
（
佐
藤
秀
孝
）

五
九




	完整版_部分53
	完整版_部分54
	完整版_部分55
	完整版_部分56
	完整版_部分57
	完整版_部分58
	完整版_部分59
	完整版_部分60
	完整版_部分61
	完整版_部分62
	完整版_部分63
	完整版_部分64
	完整版_部分65
	完整版_部分66

