
　
　
　

日
本
に
お
け
る
達
磨
図
の
展
開

　
　
　
　
　

―
白
隠
と
風
外
慧
薫
に
共
通
す
る
こ
と

―
村
　
松
　
　
哲
　
文　

　
　
　
は
じ
め
に

　
　
「
達
磨
さ
ん
」
で
親
し
ま
れ
て
い
る
禅
宗
の
初
祖
達
磨
禅
師
は
、
日
本
で
は
日
常
生
活
に
い
た
る
ま
で
な
じ
み
深
い
図
像
に
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
縁
起
物
と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ど
仏
教
や
禅
と
い
う
枠
を
超
え
た
存
在
と
し
て
、
そ
の
名
を
聞
け
ば
誰
で
も
顔
や
姿

を
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
釈
迦
の
姿
よ
り
も
人
々
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

達
磨
自
身
の
著
作
や
イ
ン
ド
で
書
か
れ
た
達
磨
の
記
録
は
な
く
、
達
磨
に
関
わ
る
資
料
は
没
後
に
中
国
で
編
纂
さ
れ
た
書
物
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
い
か
に
し
て
達
磨
の
か
た
ち
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
。

　

小
論
で
は
、
日
本
に
お
け
る
達
磨
図
の
変
遷
を
た
ど
り
、
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
達
磨
図
が
構
築
さ
れ
て
い
く
際
、
ど
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
で
達
磨
の
姿
が
作
ら
れ
て
い
く
の
か
試
論
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
白
隠
と
風
外
慧
薫
の
達
磨
図
の
接
点
を
さ
ぐ
り
つ
つ
論
を

進
め
た
い
。
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一
、
達
磨
図
の
は
じ
ま
り

　
　
日
本
の
達
磨
図
を
検
討
す
る
と
、
管
見
の
限
り
現
存
で
最
も

古
い
作
例
は
山
梨
県
向
嶽
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
達
磨
図
で
あ
る

（
図
１
）。
描
い
た
作
者
は
不
明
で
あ
る
が
、鎌
倉
中
期
に
中
国・

南
宋
か
ら
来
た
蘭
渓
道
隆
が
賛
を
書
い
て
い
る
こ
と
で
も
有
名

で
あ
る
。
本
像
は
、
赤
衣
を
頭
上
か
ら
ま
と
い
、
ゆ
っ
た
り
と

足
も
と
ま
で
垂
ら
し
て
い
る
。
顔
は
正
面
で
は
な
く
、
向
か
っ

一
四
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図1 蘭渓道隆賛「達磨図」
向嶽寺

て
右
を
向
き
眼
は
一
点
を
見
つ
め
て
い
る
。口
髭
と
顎
髭
、揉
み
上
げ
、そ
し
て
胸
毛
を
表
現
し
て
い
る
。顔
の
表
情
で
特
徴
的
な
こ
と
は

口
を
や
や
開
き
、わ
ず
か
に
歯
を
見
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。眼
が
八
方
を
見
て
い
る
の
で「
八
方
に
ら
み
の
達
磨
」と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
達
磨
図
に
は
、
建
長
寺
創
建
の
祖
・
蘭
渓
道
隆
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
賛
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
賛

　
訳
文

香
至
国
王
之
季
子

香
至
国
王
の
季
子

般
若
多
羅
之
克
家

般
若
多
羅
の
克
家

遊
竺
乾
破
六
宗
之
執
見

竺
乾
に
遊
び
て
六
宗
の
執
見
を
破
り

来
震
旦
開
五
葉
之
奇
花

震
旦
に
来
た
り
て
五
葉
の
奇
花
を
開
く

香
伝
日
域

香
日
域
に
伝
わ
り



瑞
応
河
沙

瑞
河
沙
に
応
ず

少
林
元
墜
霊
芽

少
林
元
よ
り
霊
芽
を
墜
は
ず

移
向
侯
門
発
異
葩

侯
門
に
移
向
り
て
異
葩
を
発
く

建
長
蘭
渓
道
隆
為

建
長
の
蘭
渓
道
隆

朗
然
居
士
拝
賛

朗
然
居
士
の
為
に
拝
賛
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
賛
に
は
、
達
磨
の
略
歴
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
香
至
国
の
第
三
王
子
（
末
子
）
と
し
て
生
ま
れ
た
達
磨
は
、
般
若
多
羅
の
法
を

よ
く
受
け
継
ぎ
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
六
つ
の
異
宗
を
論
破
し
た
。
そ
の
後
中
国
に
来
た
達
磨
は
、
禅
を
広
め
て
興
隆
さ
せ
た
。
そ
の
教

え
は
日
本
に
も
伝
わ
り
、
数
え
き
れ
な
い
瑞
兆
を
も
た
ら
し
た
。
少
林
寺
で
の
面
壁
九
年
と
い
う
歳
月
の
霊
妙
な
力
は
、
け
っ
し
て
今

も
色
褪
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
賛
は
、
最
後
の
行
の
文
に
よ
り
蘭
渓
道
隆
か
ら
朗
然
居
士
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
朗
然
居
士
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
島
尾
新
氏
に
よ
れ
ば
左
馬
権
守
と
称
せ
ら
れ
る
人
物
と
推

測
さ
れ
、
蘭
渓
道
隆
が
建
長
寺
に
在
住
し
て
い
た
時
期
と
重
な
り
、
こ
の
賛
が
弘
長
二
年
春
か
ら
文
永
元
年
初
頭
ま
で
書
か
れ
た
こ
と

が
理
解
で
き（
註
１
）る。

少
な
く
と
も
日
本
に
伝
来
し
た
初
期
の
達
磨
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
う
し
た
姿
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

　

達
磨
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
た
故
事
と
し
て
最
も
有
名
な
場
面
は
、『
景
徳
伝
灯
録
』
な
ど
に
載
る
達
磨
が
南
朝
・
梁
の
武
帝
を

訪
ね
た
時
の
話
で
あ（
註
２
）る。

　
　

武
帝
「
朕
、
寺
を
造
り
、
僧
を
度
し
て
、
経
を
写
し
、
仏
像
を
鋳
造
す
。
何
の
功
徳
有
る
や
」

　
　

達
磨
「
並
び
に
無
功
徳
」
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武
帝
「
如
何
な
る
か
是
、
聖
諦
第
一
義
」

　
　

達
磨
「
廓
然
無
聖
」

　
　

武
帝
「
朕
に
対
す
る
者
は
誰
か
」

　
　

達
磨
「
不
識
」

　

仏
教
信
仰
の
盛
ん
な
南
朝
・
梁
の
皇
帝
武
帝
は
仏
教
に
篤
く
帰
依
し
、
自
分
自
身
の
仏
教
信
仰
に
自
信
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
達
磨

は
そ
う
し
た
行
為
は
何
も
な
ら
な
い
と
断
言
し
、ま
た
武
帝
が
聖
諦
第
一
義
（
仏
教
の
教
え
で
最
も
大
切
な
こ
と
）
の
意
味
を
尋
ね
れ
ば
、

達
磨
は
そ
の
影
も
形
も
な
い
（
聖
も
俗
も
な
い
）
と
反
論
す
る
。
最
後
に
武
帝
が
自
分
の
前
に
い
る
者
は
誰
か
と
聞
け
ば
、
達
磨
は
知

ら
な
い
と
啖
呵
を
切
る
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
対
論
場
面
で
あ
る
。
こ
の
故
事
の
仏
教
的
な
吟
味
は
稿
を
譲
る
と
し
て
、
時
の
最
高
権

力
者
で
あ
る
皇
帝
を
相
手
に
達
磨
は
毅
然
と
し
た
態
度
を
と
っ
た
と
い
う
場
面
は
、
誰
も
が
達
磨
に
対
し
て
一
種
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
描
か
れ
た
達
磨
の
表
情
か
ら
、
武
帝
に
対
し
て
如
何
な
る
眼
光
を
向
け
た
の
か
想
像
す
る
に
難

く
な
い
。

　
で
は
、
日
本
で
達
磨
図
が
表
現
さ
れ
る
前
、
中
国
に
お
け
る
達
磨
の
表
現
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
現
在
日
本
で
見
る
こ

と
が
で
き
る
数
点
の
達
磨
図
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　

日
本
に
伝
わ
っ
て
い
る
早
い
時
期
の
中
国
の
作
例
は
、
天
龍
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
北
宋
の
李
公
麟
が
描
い
た
「
二
祖
立
雪
図
」
と

称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る（
図
２
）。
達
磨
は
斜
め
向
き
に
坐
禅
す
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
赤
衣
を
頭
上
か
ら
被
り
、顔
の
表
情
は
三
白
眼
、

大
き
な
耳
に
は
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
着
け
て
、
口
髭
と
顎
髭
を
た
く
わ
え
て
い
る
。
腕
は
膝
の
上
で
組
む
が
手
は
衣
で
覆
わ
れ
、
胸
元
を
大

き
く
開
け
、
胸
毛
を
表
現
し
て
い
る
。

一
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つ
づ
い
て
南
宋
の
馬
麟
の
達
磨
図
（
図
３
）
は
、
半
身
で
あ
る
が
赤
衣
を
ま
と
い
、
本
像
は
頭
上
に
赤
衣
を
か
け
な
い
。
大
き
く
見

開
い
た
眼
は
三
白
眼
で
何
か
を
見
据
え
て
い
る
。
大
き
な
耳
に
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
着
け
て
口
髭
と
顎
髭
を
た
く
わ
え
、
胸
元
は
大
き
く
開

け
て
胸
毛
を
表
現
し
て
い
る
。

　

南
宋
末
・
牧
谿
の
達
磨
図
（
図
４
）
は
、
通
称
「
目
黒
達
磨
」
と
称
さ
れ
、
眼
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

上
半
身
の
み
表
現
さ
れ
、
横
に
向
い
て
い
る
。
衣
は
頭
上
に
被
ら
ず
、
大
き
な
耳
に
大
き
め
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
着
け
口
髭
と
顎
髭
を
た
く

わ
え
て
い
る
。
口
が
や
や
開
き
歯
を
見
せ
て
い
る
こ
と
も
印
象
的
な
達
磨
図
で
あ
る
。
腕
は
胸
前
で
組
む
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
が
手

は
衣
で
隠
れ
て
い
る
。

一
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図3 馬麟
「達磨図」南宋

図5 顔輝「達磨図」元代

図2 李公麟
「二祖立雪図」北宋

図4 牧谿
「目黒達磨」元代



　
つ
ぎ
に
元
代・顔
輝
の
達
磨
図
は
（
図
５
）、岩
窟
の
中
に
坐
禅
す
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
赤
衣
を
ま
と
い
、頭
上
に
も
か
け
て
い
る
。

赤
衣
の
表
面
に
黄
白
色
の
線
で
丸
い
文
様
を
表
現
し
、
一
見
鮮
や
か
な
衣
を
ま
と
う
。
眼
は
三
白
眼
で
は
な
く
普
通
に
遠
く
を
見
つ
め

る
表
情
を
し
て
お
り
、
目
に
特
徴
の
あ
る
達
磨
に
比
べ
て
、
本
像
か
ら
は
穏
や
か
な
面
持
ち
の
印
象
を
う
け
る
。
口
髭
と
顎
髭
を
た
く

わ
え
て
、
大
き
な
耳
に
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
着
け
る
の
は
他
の
作
例
と
同
様
で
あ
る
が
、
衣
の
胸
元
を
大
き
く
開
け
て
い
る
が
胸
毛
の
表
現

は
確
認
で
き
な
い
。

　

中
国
で
描
か
れ
た
達
磨
図
を
検
討
し
て
共
通
す
る
表
現
を
あ
げ
れ
ば
、
多
く
の
達
磨
図
は
三
白
眼
で
眼
を
見
開
き
、
赤
衣
を
ま
と
い
、

口
髭
と
顎
髭
を
た
く
わ
え
、
大
き
な
耳
を
表
し
て
耳
朶
に
や
や
大
き
め
の
リ
ン
グ
を
着
け
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
衣
が
大

き
く
開
い
た
胸
元
に
は
胸
毛
を
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
描
法
は
、
例
え
ば
北
宋
や
南
宋
の
祖
師
像
な
ど
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
で
、
達
磨
図
に
特
有
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
特
徴
的
な
表
現
は
、
ま
さ
し
く
達
磨
が
イ
ン
ド
か
ら
海
を
渡
っ
て
き
た
渡

来
僧
で
あ
り
、
中
国
人
画
家
が
西
方
か
ら
き
た
人
物
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
際
に
で
き
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
渡
来
僧
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
ま
ず
強
調
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
が
後
世
の
達
磨
図
の
原
形
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
国
に
お
け
る
達
磨
の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
洛
陽
伽
藍
記
』「
永
寧
寺
の
条
」
に
確
認
で
き
、
こ
こ
に
は
達
磨
の
中
国
お
け
る
一
番
古
い

記
録
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
達
磨
は
「
西
域
の
沙
門
菩
提
達
磨
は
、
波
斯
国
の
胡
人
な
り
」
と
記（
註
３
）す。
波
斯
と
は
ペ
ル
シ
ア
を
い
い
、

達
磨
が
ペ
ル
シ
ア
生
ま
れ
の
胡
人
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
録
は
、
当
時
最
も
荘
厳
に
し
て
華
麗
で
あ
っ
た
洛
陽
永
寧
寺

の
九
層
塔
を
記
す
場
面
で
あ
り
、
達
磨
は
九
層
塔
に
向
か
い
「
南
無
、
南
無
」
と
唱
え
何
日
も
合
掌
し
続
け
た
と
い
う
。
こ
の
描
写
の

真
偽
は
と
も
か
く
、
中
国
で
の
達
磨
の
イ
メ
ー
ジ
を
知
り
得
る
貴
重
な
記
録
と
い
え
る
。『
洛
陽
伽
藍
記
』
は
東
魏
の
楊
衒
之
が
著
し
た

も
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
の
達
磨
は
ペ
ル
シ
ア
生
ま
れ
の
胡
人
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

中
国
へ
朝
貢
に
来
た
外
国
人
の
様
子
を
描
い
た
梁
の
『
職
貢
図
』
に
は
、
波
斯
国
す
な
わ
ち
ペ
ル
シ
ア
か
ら
の
使
節
を
描
い
た
人
物
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も
み
ら
れ
る
な
ど
、
少
な
か
ら
ぬ
脚
色
も
読
み
取
れ
る
こ
と
か
ら
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
書
か
れ
た
東
魏
時
代
に
は
、
す
で
に
中
国
で
は

達
磨
の
理
想
化
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
二
、
達
磨
図
の
諸
相
―
白
隠
の
場
合
―

　
　

達
磨
の
構
図
に
は
、「
正
面
向
き
達
磨
」、「
斜
め
向
き
達
磨
」、「
蘆
葉
達
磨
」、「
隻
履
達
磨
」
な
ど
い
く
つ
か
の
表
現
形
式
が
あ
る
。

達
磨
を
描
く
場
合
、
正
面
向
き
が
意
外
と
少
な
い
こ
と
に
気
づ
く
が
、
お
そ
ら
く
伝
記
あ
る
い
は
説
話
に
な
っ
て
い
る
劇
的
な
場
面
、

す
な
わ
ち
蘆
葉
達
磨
、
隻
履
達
磨
な
ど
が
好
ま
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
斜
め
向
き
達
磨
は
、
眼
の
向
き
が
や
ぶ
に
ら
み
に
な
り
、
お
そ

ら
く
達
磨
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
出
す
る
の
に
最
適
な
姿
勢
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
蘆
葉
達
磨
」
は
、
先
に
述
べ
た
武
帝
と
の
対
論
の
後
、
南
朝
か
ら
北
魏
に
向
か
う
時
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
際
に
蘆
の
葉
に
乗
っ
て
移

動
し
た
と
い
う
。
足
も
と
に
一
葉
の
蘆
が
描
か
れ
波
打
つ
揚
子
江
を
渡
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
蘆
の
葉
に
乗
る
と
い
う
こ
と
事
態
が
達

磨
の
理
想
化
で
あ
り
、
見
る
者
に
達
磨
の
超
人
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。
ち
な
み
に
白
隠
が
描
く
「
蘆
葉
達
磨
」
に
は
、
葉
に
沓
だ

け
を
載
せ
た
作
例
が
あ
り
、
こ
れ
は
留
守
文
様
と
い
っ
て
姿
の
な
い
人
物
を
描
き
、
沓
を
そ
の
象
徴
と
し
て
表
現
す
る
も
の
で
、
浅
井
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が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
確
認
す
る
と
、
朝
貢
に
訪
れ
た
人
物
は
、

皮
膚
の
色
は
黒
く
、
口
髭
か
ら
顎
鬚
ま
で
を
表
現
し
た
顔
で
描

か
れ
る
（
図
６
）。
少
な
く
と
も
波
斯
国
の
人
間
は
髭
を
た
く
わ

え
て
い
る
、
と
中
国
の
人
は
認
識
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
こ

の
他
に
、
永
寧
寺
を
訪
れ
た
時
に
達
磨
は
一
五
〇
歳
と
い
う
記
述



京
子
氏
に
よ
れ
ば
白
隠
独
特
の
構
図
で
あ
る
と
い（
註
４
）う。

　
こ
う
し
た
構
図
の
中
で
禅
画
を
代
表
す
る
白
隠
は
、
斜
め
に
向
く
達
磨
の
画
が
多
い
。
白
隠
の
達
磨
図
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
達
磨

の
衣
の
描
き
方
と
い
わ
れ
て
い
る
。
顔
の
部
分
は
幾
つ
も
の
線
を
用
い
て
描
き
上
げ
る
が
、
首
よ
り
下
は
筆
数
を
減
ら
し
簡
略
化
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
白
隠
の
簡
略
し
た
衣
の
表
現
法
に
つ
い
て
は
、
芳
澤
勝
弘
氏
の
興
味
深
い
考
察
が
あ（
註
５
）る。

　

簡
略
化
さ
れ
た
衣
の
表
現
の
中
で
も
芳
澤
氏
が
注
目
し
て
い
る
点
は
、
達
磨
が
胸
元
に
何
か
物
を
抱
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
で

あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
白
隠
の「
出
山
釈
迦
図
」に
も
見
ら
れ
る
と
し
、そ
れ
は
白
隠
画
の
初
期
に
は
な
く
晩
年
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
こ
の
晩
年
の
「
出
山
釈
迦
図
」
の
手
の
ふ
く
ら
み
が
「
達
磨
図
」
に
影
響
し
て
い
る
と
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
釈
迦
に
使

わ
れ
た
描
き
方
が
達
磨
を
描
く
際
に
も
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
表
現
法
の
伝
播
は
、『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
三
「
達
磨
章
」
の
つ

ぎ
の
記
述
に
あ
た
る
と
い（
註
６
）う。

乃
ち
慧
可
を
顧
み
て
之
に
告
げ
て
曰
く
、「
昔
、如
来
、正
法
眼
を
以
て
迦
葉
大
士
に
付
す
。
展
転
嘱
累
し
て
我
れ
に
至
る
。
我
れ
今
、

汝
に
付
す
。
汝
当
に
護
持
す
べ
し
。
幷
び
に
汝
に
袈
裟
を
授
け
て
以
て
法
の
信
と
為
す
。
各
々
の
所
表
有
り
、宜
し
く
知
る
可
し
」。

可
曰
く
、「
請
う
師
、
指
陳
せ
よ
」。
師
曰
く
、「
内
に
法
印
を
伝
え
て
以
て
証
心
に
契
い
、
外
、
袈
裟
を
付
し
て
以
て
宗
旨
を
定
む
。

後
代
、
澆
薄
に
し
て
、
疑
慮
、
競
っ
て
生
ぜ
ん
。
吾
は
西
天
の
人
な
り
と
云
い
、
汝
は
此
方
の
子
な
り
と
言
わ
ば
、
何
に
憑
っ
て

か
法
を
得
、
何
を
以
て
か
之
を
証
せ
ん
。
今
、
此
の
法
衣
を
受
く
。
却
後
に
難
生
ぜ
ば
、
但
だ
此
の
衣
、
幷
び
に
吾
が
法
偈
を
出

し
て
、
用
い
て
以
て
其
の
化
無
碍
な
ら
ん
こ
と
を
表
明
せ
よ
。
…
…
吾
が
偈
を
聴
け
、
曰
く
、
吾
れ
本
と
玆
の
土
に
来
た
る
、
法

を
伝
え
て
迷
情
を
救
う
、
一
花
、
五
葉
を
聞
く
、
結
果
自
然
に
成
ぜ
ん
」。
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と
が
伺
え
る
。
そ
し
て
芳
澤
氏
は
、
白
隠
が
伝
法
衣
で
あ
る
表
現
を
強
調
し
、
達
磨
の
手
の
部
分
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
こ
の
ふ
く
ら
ん
だ

形
は
「
心
」
の
字
を
描
き
い
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
図
７
）。
こ
う
し
た
白
隠
の
隠
さ
れ
た
表
現
は
、
初
期
に
描
か
れ
た
作
品
に
は
見

ら
れ
ず
、
白
隠
の
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
。

　

白
隠
の
胸
前
の
ふ
く
ら
み
の
あ
る
表
現
は
、「
隻
履
達
磨
」
に
も
見
ら
れ
る
。「
隻
履
達
磨
」
も
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
二
十
八
に
載
る

つ
ぎ
の
有
名
な
故
事
に
も
と
づ（
註
７
）く。
達
磨
が
一
五
〇
歳
で
亡
く
な
っ
た
時
の
話
か
ら
始
ま
る
。

後
魏
孝
明
帝
の
太
和
十
九
年
丙
辰
歳
の
十
月
五
日
な
り
。
其
の
年
の
十
二
月
二
十
八
日
、熊
耳
山
に
葬
る
。
塔
を
定
林
寺
に
起
つ
。

後
三
歳
、
魏
の
宋
雲
、
使
を
奉
じ
て
西
域
よ
り
回
る
。
師
（
達
磨
）
に
葱
嶺
に
遇
う
。
手
に
隻
履
を
携
え
て
翩
々
と
し
て
独
り
逝

く
を
見
る
。

雲
問
う
「
師
、
何
れ
か
に
往
く
」。
師
曰
く
「
西
天
に
去
る
」。
又
雲
に
謂
い
て
曰
く
「
汝
が
主
、
已
に
厭
世
せ
り
」。
雲
、
之
を
聞

い
て
茫
然
た
り
。
師
に
別
れ
て
東
に
邁
く
。
既
に
復
命
す
。
即
ち
明
帝
登
遐
し
て
孝
荘
即
位
せ
り
。
雲
、具
さ
に
其
の
事
を
奏
す
。

帝
、
壙
を
啓
か
し
む
る
に
、
唯
空
棺
に
し
て
一
隻
の
革
履
の
み
を
存
す
。
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つ
ま
り
釈
迦
が
身
に
着
け
て
い
た
袈
裟
は
迦
葉
に
伝
わ
り
、

そ
の
後
に
法
を
継
い
だ
西
天
十
六
人
が
受
け
継
ぎ
達
磨
に
伝

え
ら
れ
た
と
い
う
。
法
を
伝
え
た
信
憑
と
し
て
の
法
信
、
そ

の
証
明
が
袈
裟
で
あ
る
。『
景
徳
伝
灯
録
』
に
載
る
こ
の
部
分

は
、
達
磨
自
身
が
弟
子
の
慧
可
に
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

達
磨
に
と
っ
て
の
伝
法
の
証
と
し
て
袈
裟
を
重
視
し
て
い
る
こ



　

達
磨
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
三
年
後
、
宋
雲
が
求
法
の
旅
を
終
え
て
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
帰
国
す
る
際
、
葱
嶺
（
パ
ミ
ー
ル
高
原
）
で

達
磨
に
出
会
う
場
面
で
あ
る
。
達
磨
の
手
に
は
片
方
の
履
物
を
も
ち
、
宋
雲
が
ど
こ
に
い
く
の
か
尋
ね
る
と
、
イ
ン
ド
に
帰
る
と
い
う
。

帰
国
し
た
宋
雲
は
、
そ
の
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
よ
う
と
門
人
が
達
磨
の
墓
に
行
き
中
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
棺
の

中
に
は
片
方
の
履
物
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
こ
の
場
面
を
描
い
た
も
の
が
「
隻
履
達
磨
図
」
で
あ
る
。
白
隠
が
描
い
た
作
品
で
は
龍
嶽
寺
の
「
隻
履
達
磨
」
が
有
名
で
、
宝
暦
七

年
（1757

）
に
白
隠
が
信
州
に
出
向
い
た
際
に
描
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
達
磨
を
見
る
と
手
に
は
履
物
を
持
ち
、
一
方
の
腕
は
衣

の
中
に
隠
れ
て
い
る
が
大
き
な
ふ
く
ら
み
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
る
で
大
き
な
棒
状
の
も
の
を
抱
え
る
よ
う
に
表
す
点
は
、
あ
ま
り
に

も
特
徴
的
で
あ
る
が
、
芳
澤
氏
に
よ
れ
ば
「
そ
の
大
き
さ
、
位
置
な
ど
は
あ
ま
り
に
異
様
で
あ
り
、
不
自
然
さ
が
残
る
。
常
識
的
に
見

る
な
ら
ば
、
こ
の
ふ
く
ら
み
は
、
何
か
そ
の
な
か
に
物
が
あ
る
た
め
に
で
き
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
ふ
く
ら
み
に
気
づ
い
て
ほ

し
い
か
ら
、
極
端
な
誇
張
に
よ
っ
て
描
い
た
に
違
い
な
い
」
と
指
摘
す（
註
８
）る。

こ
れ
も
芳
澤
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
心
」
と
い
う
字
の
表
現

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

白
隠
が
達
磨
図
か
ら
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は
何
か
。
白
隠
禅
の
真
髄
を
考
察
す
る
際
、
白
隠
が
大
衆
に
す
す
め
た
「
隻
手
の
声
」
と

い
う
公
案
は
特
に
有
名
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
こ
に
着
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
白
隠
が
見
性
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
説
い
て
い
る
内

容
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
両
手
を
打
て
ば
音
が
聞
こ
え
る
が
、
隻
手
す
な
わ
ち
片
手
で
音
が
聞
こ
え
る
か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
り
、
白
隠
は
こ
れ
を

画
題
と
し
て
好
ん
で
描
い
て
い
る
。
通
常
は
、
片
手
を
あ
げ
る
布
袋
な
ど
が
表
さ
れ
て
い
る
。「
隻
手
音
声
」
と
い
わ
れ
る
、
こ
の
公
案

に
つ
い
て
は
白
隠
自
身
が
説
明
し
た
法
語
が
あ
る
。
現
代
ま
で
に
二
種
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
一
つ
は
富
郷
賢
瑛
と
い
う
女
性
に
宛
て
た
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手
紙
、
一
つ
は
正
宗
寺
（
愛
知
県
）
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
手
紙
の
中
に
は
、
隻
手
の
音
に
つ
い
て
多
く
の
比
喩
を
用
い
な
が

ら
説
明
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
隻
手
の
音
を
聞
く
こ
と
の
効
能
を
説
き
、音
な
き
音
を
聞
く
こ
と
が
見
性
を
得
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
。

そ
の
中
で
興
味
深
い
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
あ（
註
９
）る。

且
其
れ
達
磨
大
師
の
如
き
は
、
二
三
行
の
書
を
漢
土
に
送
り
、
専
唱
称
名
、
浄
刹
に
往
生
せ
よ
、
と
言
は
ば
足
れ
ら
く
の
み
、
何

ぞ
許
多
の
艱
険
を
喫
し
、
十
萬
里
の
波
濤
を
凌
ぎ
て
此
の
見
性
の
法
を
伝
へ
ん
。

　

念
仏
を
し
て
極
楽
往
生
し
な
さ
い
と
、
わ
ず
か
二
三
行
の
手
紙
で
も
出
せ
ば
、
そ
れ
で
事
が
足
り
る
は
ず
で
、
達
磨
が
苦
労
し
て

十
万
里
も
波
濤
を
超
え
て
悟
り
の
道
で
あ
る
見
性
成
仏
の
法
を
伝
え
る
こ
と
な
ど
し
な
く
て
も
良
か
っ
た
の
に
、
と
い
う
こ
と
を
説
い

て
い
る
。

　
「
隻
履
達
磨
」
は
、
中
国
か
ら
イ
ン
ド
に
も
ど
る
姿
を
表
現
し
て
お
り
、
苦
労
し
て
中
国
に
来
て
再
び
帰
る
姿
と
い
う
場
面
を
図
像

化
し
て
い
る
。
そ
の
達
磨
が
隻
手
の
音
を
自
ら
の
手
で
表
し
、
見
性
を
説
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
隻
履
達
磨
」
の
意
図
す

る
こ
と
は
、
単
に
イ
ン
ド
に
帰
る
姿
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
隻
手
音
声
」
の
極
意
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。
白
隠
は
、
普
通
に
「
隻
履
達
磨
」
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
達
磨
に
「
隻
手
音
声
」
を
託
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
達
磨
が
胸
前
に
大
き
な
ふ
く
ら
み
を
表
現
し
て
い
る
の
は
、
衣
の
中
で
片
手
を
あ
げ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
無
論
、
そ
の
意
図
す
る
こ
と
は
「
心
」
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
念
の
余
地
が
な
い
。
白
隠
は
達
磨
を
描
き
つ
つ
も
、
こ
の
画
の
中

に
も
眼
に
見
え
な
い
も
の
を
表
出
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
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白
隠
の
達
磨
図
に
つ
い
て
は
、
古
田
紹
欽
氏
も
「
白
隠
と
い
う
人
は
達
磨
の
内
外
の
二
相
を
一
つ
に
し
て
捉
え
描
い
た
人
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
」と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、描
く
対
象
の
本
質
を
描
く
こ
と
に
も
意
を
払
っ
て
い
）
（註

（
註

る
。こ
こ
で
い
う
二
相
と
は
、表
面
上
の「
外
相
」

と
内
に
込
め
ら
れ
た
思
想
で
あ
る
「
内
相
」
を
示
し
て
お
り
、古
田
氏
は
、白
隠
は
「
普
通
の
画
家
で
は
描
け
な
い
も
の
を
描
い
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い
）
（（

（
註

る
。
先
に
述
べ
た
伝
法
衣
で
あ
る
袈
裟
を
重
視
し
、
釈
迦
か
ら
伝
え
ら
れ
た
仏
教
の
真
髄
を
「
心
」
と
う
文
字
で
達
磨

図
に
託
し
て
表
現
す
る
際
に
用
い
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
古
田
氏
の
い
う
内
相
を
示
す
た
め
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、辻
惟
雄
氏
に
よ
る
と
、白
隠
の
こ
う
し
た
表
現
法
は
風
外
慧
薫
の
影
響
が
あ
る
と
い
）
（註

（
註

う
。
白
隠
が
描
い
た
達
磨
図
の
う
ち
、

現
存
で
一
番
早
い
作
例
に
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
描
い
た
作
品
が
あ
る
（
図
８
）。
白
隠
三
十
五
歳
の
時
の
も
の
だ
が
、
達
磨
の
着
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図9 「達磨図」
　　 白隠50歳前後

図8 「達磨図」
白隠35歳

し
て
い
る
衣
は
、
濃
墨
に
よ
る
勢
い
の
あ
る
力
強
い
線
描
に
よ

り
表
さ
れ
て
い
る
。
辻
氏
に
よ
れ
ば
室
町
時
代
に
つ
な
が
る

古
様
な
性
格
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
十
数
年
後
、

白
隠
五
十
歳
前
後
の
達
磨
図
が
あ
る
（
図
９
）。
そ
の
後
の
白

隠
に
よ
る
達
磨
図
の
原
型
と
も
い
え
る
構
図
で
、
ま
だ
そ
の

発
展
途
中
と
も
い
え
る
筆
致
で
あ
り
、
濃
墨
を
使
い
な
が
ら

筆
に
た
め
ら
い
を
感
じ
る
。
図
８
か
ら
図
９
に
至
る
過
程
で
、

地
域
的
に
近
く
実
際
に
白
隠
が
見
て
参
考
に
し
た
達
磨
図
と

し
て
、
風
外
慧
薫
の
達
磨
図
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

白
隠
の
達
磨
図
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
い
う
風
外

慧
薫
の
達
磨
図
は
、
ま
た
特
徴
的
な
表
現
法
を
と
っ
て
い
る
。
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三
、
風
外
慧
薫
の
達
磨
図

　

風
外
慧
薫
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
曹
洞
宗
の
禅
僧
で
あ
り
、
上
野
国
出
身
で
托
鉢
を
し
な
が
ら
、
相
模
や
伊
豆
な
ど
諸
国

を
行
脚
し
た
と
い
わ
れ
、
書
画
が
巧
み
で
達
磨
や
布
袋
を
多
く
描
い
て
い
る
。
洞
窟
に
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
「
穴
風
外
」
と
も
称
さ

れ
た
。
ま
た
す
ぐ
に
立
腹
す
る
の
で
「
腹
立
風
外
」
と
も
い
わ
れ
た
ら
し
い
。
ち
な
み
に
曹
洞
宗
に
は
風
外
慧
薫
以
外
に
、
風
外
焉
知

と
風
外
本
高
と
い
う
三
人
の
風
外
が
い
て
、
そ
の
う
ち
慧
薫
と
本
高
が
書
画
を
遺
し
て
い
る
。

　

穴
風
外
と
称
さ
れ
た
風
外
慧
薫
は
、
多
く
の
達
磨
図
（
図
10
）
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
く
と
、
上
半
身
を
描
く

作
例
が
多
く
、
お
お
よ
そ
向
か
っ
て
左
を
向
い
て
い
る
。
衣
を
頭
に
被
る
表
現
は
と
ら
ず
、
頭
髪
は
な
く
、
眉
毛
と
口
髭
、
顎
鬚
を
表

し
、
眼
は
向
か
っ
て
右
を
見
る
よ
う
に
表
さ
れ
る
。
一
般
的
な
達
磨
と
違
い
、
耳
に
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
表
現
し
な
い
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

顔
は
薄
墨
で
描
か
れ
る
が
、
上
瞼
と
瞳
、
鼻
の
穴
と
口
だ
け
は
濃
墨
で
線
が
引
か
れ
る
。
白
隠
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
衣
の
表
現
は
、

簡
略
に
描
き
、
手
の
部
分
の
ふ
く
ら
み
が
特
徴
的
で
あ
る
。

図10 風外「達磨図」
嶽林寺蔵

　

風
外
慧
薫
の
描
い
た
「
蘆
葉
達
磨
」
は
、
全
身
を
表
現
し
、

多
く
は
向
か
っ
て
右
を
向
く
姿
で
描
か
れ
る（
図
11
）。
半
身
の

達
磨
と
違
い
、衣
を
頭
に
被
り
、瞳
は
画
面
の
右
を
見
つ
め
る
。

衣
は
簡
略
さ
れ
た
線
で
描
か
れ
、
ほ
ぼ
輪
郭
線
の
み
で
表
し

て
い
る
。
特
徴
的
な
の
は
、蘆
を
踏
む
足
も
と
を
よ
く
見
る
と
、

足
首
に
リ
ン
グ
を
表
現
し
て
い
る
。
耳
に
リ
ン
グ
を
表
さ
な
い
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風
外
慧
薫
の
達
磨
図
の
中
で
、
足
の
リ
ン
グ
は
印
象
的
な
表
現

で
あ
る
。
さ
ら
に
衣
を
通
肩
に
ま
と
っ
て
胸
を
表
現
し
て
い
な

い
の
で
、
先
に
指
摘
し
た
達
磨
の
胸
毛
は
確
認
で
き
な
い
が
、

風
外
慧
薫
の
場
合
は
、
リ
ン
グ
の
あ
る
足
に
毛
を
多
く
表
現
す

る
こ
と
も
留
意
し
て
お
き
た
い
（
図
12
）。
そ
れ
は
あ
た
か
も

人
間
離
れ
し
た
獣
の
足
の
よ
う
に
、
足
首
か
ら
足
の
甲
に
い
た

る
ま
で
毛
を
表
し
て
お
り
、
一
種
独
特
な
印
象
を
受
け
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
風
外
慧
薫
の
達
磨
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
、
中
国

か
ら
さ
ら
に
西
の
国
、
イ
ン
ド
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
風
外
な

り
の
理
解
で
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
達
磨
を
表
現
す
る
場

合
、
描
き
手
は
達
磨
の
出
自
を
考
慮
し
た
上
で
描
い
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

実
は
、
他
に
も
達
磨
の
足
に
毛
を
生
や
す
作
例
が
あ
る
。
そ

れ
が
白
隠
の
描
い
た
達
磨
図
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
白
隠
の

蘆
葉
達
磨
図
は
、
時
に
よ
っ
て
は
上
半
身
だ
け
の
場
合
が
あ
る

が
、
例
え
ば
全
身
を
描
い
て
い
る
静
岡
・
好
運
寺
蔵
の
「
蘆
葉

達
磨
」
は
、
足
も
と
が
表
現
さ
れ
、
そ
の
足
首
に
は
二
本
の
リ

ン
グ
と
毛
を
表
現
し
て
い
る
（
図
13
）。
ま
た
達
磨
図
で
足
ま

図11 風外「蘆葉達磨図」
正泉寺蔵

図12 風外「蘆葉達磨図」（部分）　正泉寺蔵
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で
確
認
で
き
る
作
例
が
少
な
い
た
め
、
白
隠
の
描
い
た
作
品
で

足
の
あ
る
像
を
検
討
す
る
と
、「
出
山
釈
迦
図
」
が
あ
る
。
佐

野
美
術
館
所
蔵
の
宝
暦
前
期
（
一
七
五
一
～
一
七
五
六
）
と
さ

れ
る
「
出
山
釈
迦
図
」
の
釈
迦
の
足
に
は
毛
の
表
現
が
な
い
が

（
図
14
）、
し
か
し
永
青
文
庫
所
蔵
の
宝
暦
後
期
（
一
七
五
七
～

一
七
六
三
）
と
さ
れ
る
同
図
の
釈
迦
の
足
に
は
、
し
っ
か
り
毛

の
表
現
が
見
ら
れ
る
（
図
15
）。
こ
の
足
も
と
の
表
現
法
の
変

化
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
偶
然
で
は
な
け
れ
ば
、
辻
氏
が
推

測
し
た
よ
う
に
白
隠
は
あ
る
時
期
か
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な

風
外
慧
薫
の
禅
画
を
見
習
い
な
が
ら
作
品
を
描
き
は
じ
め
た
と

い
う
推
測
が
現
実
味
を
お
び
て
く
る
。

　

そ
の
風
外
慧
薫
は
、『
日
本
洞
上
聯
燈
録
』
に
よ
る
と
上
州

碓
碓
氷
郡
土
塩
村
の
出
身
と
あ
り
、
神
奈
川
県
小
田
原
市
真

鶴
に
あ
る
貴
船
神
社
に
所
蔵
さ
れ
る
風
外
自
筆
の
「
貴
船
大
明

神
縁
起
」
に
「
慶
安
三
年　

風
外
衲
八
十
三
歳
」
と
記
さ
れ
て

い
る
の
で
、
慶
安
三
年
は
一
六
五
○
年
な
の
で
、
室
町
時
代
の

永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
現
在
の
群
馬
県
安
中
市
で
生
ま

図13 白隠「蘆葉達磨図」
好運寺蔵

図14 白隠「出山釈迦図」
　　 佐野美術館

図15 白隠「出山釈迦図」
　永青文庫
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れ
た
こ
と
が
分
か

）
（註

（
註

る
。
風
外
の
得
度
・
立
職
・
嗣
法
を
記
す
文
献
が
な
く
、
風
外
の
僧
侶
と
し
て
の
来
歴
は
実
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ

し
風
外
が
小
田
原
、
真
鶴
、
石
岡
に
行
脚
し
て
い
た
こ
と
は
、
各
地
に
残
る
碑
文
や
墨
蹟
や
禅
画
に
よ
っ
て
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
も
風
外
の
起
居
す
る
と
こ
ろ
は
洞
窟
だ
っ
た
と
い
う
。
現
在
で
も
小
田
原
市
田
島
な
ど
に
風
外
が
住
ん
で
い
た
洞
窟
は
残
っ
て
お
り
、

本
来
は
古
墳
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
穴
を
風
外
が
住
居
用
と
し
て
利
用
し
て
い
た
よ
う
だ
。
風
外
の
画
業
に
つ
い
て
白
井
華
陽
『
画

乗
要
略
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
）
（註

（
註
る
。

天
賦
画
を
善
く
す
。
人
其
の
画
を
需
む
る
に
即
ち
五
升
の
米
を
以
て
之
に
換
う
。
米
尽
さ
ば
即
ち
復
一
紙
を
画
く
。

　
こ
れ
は
風
外
が
小
田
原
城
外
の
穴
に
住
ん
で
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
が
、
良
く
画
を
描
い
て
お
り
、
画
を
求
め
ら
れ
る
と
米
五
升
と

交
換
し
て
い
た
と
い
う
。
米
が
な
く
な
る
と
ま
た
画
を
描
い
て
い
た
と
い
う
。
興
味
深
い
の
は
、
身
分
の
高
い
者
や
富
豪
に
対
し
て
は

画
を
与
え
ず
、
ま
た
子
供
に
は
お
布
施
な
し
で
画
を
与
え
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
風
外
慧
薫
は
、
小
田
原
城
主
稲
葉
正
則
か
ら
城
に

招
か
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
程
、
小
田
原
で
は
画
を
描
く
禅
僧
と
し
て
有
名
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
こ
う
し
て
画
僧
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
風
外
慧
薫
の
画
を
、
そ
れ
か
ら
数
十
年
後
に
同
地
域
に
い
た
白
隠
が
看
過
し
て
い
る
こ
と
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
胸
の
前
で
大
き
な
ふ
く
ら
み
を
表
現
す
る
白
隠
の
画
は
、
こ
の
地
で
風
外
慧
薫
の
達
磨
図
あ
る
い
は

釈
迦
図
を
見
て
か
ら
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
む
す
び
に
か
え
て



　

禅
を
中
国
に
も
た
ら
し
た
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
達
磨
が
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
理
想
化
さ
れ
て
い
き
、
多
く
の
人
々
の
心
の
中
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、
中
国
の
達
磨
図
を
原
形
と
し
て
表
現
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
は
風
外
慧
薫
や
白
隠
な
ど
が

達
磨
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
画
の
中
に
表
す
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

達
磨
図
は
、
各
々
の
時
代
・
地
域
の
人
々
の
坐
禅
や
公
案
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
作
り
だ
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
達
磨
図
は
す
な

わ
ち
禅
の
姿
と
考
え
て
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
風
外
慧
薫
や
白
隠
が
達
磨
図
を
描
く
際
に
、
達
磨
を
方
便
と
し
て
禅
を

描
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
今
私
た
ち
が
思
い
浮
か
べ
る
達
磨
の
表
情
は
、
禅
の
か
た
ち
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
註
）

１
、『
禅
林
画
賛
―
中
世
水
墨
画
を
読
む
―
』
八
三
頁　

毎
日
新
聞
社　

昭
和
六
二
年

２
、「
景
徳
伝
灯
録
」
巻
三　

第
二
八
祖
菩
提
達
磨
、『
大
正
蔵
』
巻
五
一

３
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
東
洋
文
庫
五
一
七　
二
二
頁　

平
凡
社　

平
成
二
年

４
、
浅
井
京
子『
禅
画
入
門
』
三
八
頁　

淡
交
社　

平
成
二
九
年

５
、
芳
澤
勝
弘『
白
隠　

禅
画
の
世
界
』
二
三
六
頁　

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫　

平
成
二
八
年

６
、
前
掲
註
２

７
、
前
掲
註
２

８
、
前
掲
註
５　
二
三
八
頁

９
、
芳
澤
勝
弘『
白
隠
禅
師
法
語
集　

第
十
二
冊　

隻
手
音
聲
』
七
七
～
七
八
頁　

禅
文
化
研
究
所　

平
成
二
三
年

10
、
古
田
紹
欽『
白
隠　

禅
と
そ
の
芸
術
』
一
一
一
頁　

吉
川
弘
文
館　

平
成
二
七
年

一
六
一



11
、
前
掲
註
10　
一一
三
頁

12
、
辻
惟
雄
編『
日
本
美
術
全
集
』
二
三　

江
戸
の
宗
教
美
術　
一
七
二
頁　

学
習
研
究
社　

昭
和
六
一
年

13
、
嶺
南
秀
恕「
日
本
洞
上
聯
燈
録
」『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一一
〇　
三
四
七
～
三
四
八
頁　

名
著
普
及
会　

昭
和
五
四
年

14
、
白
井
華
陽『
画
乗
要
略
』
巻
二　
二
十
二
頁　

天
保
二
年　

早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
図
版
出
典
）

１
～
５
、『
ダ
ル
マ・
達
磨・
だ
る
ま
展
』
図
録　

財
団
法
人
禅
文
化
研
究
所　

昭
和
六
三
年

６
、『
世
界
美
術
全
集
』
東
洋
編
三　

小
学
館　

平
成
一
四
年

７
、
芳
澤
勝
弘『
白
隠　

禅
の
世
界
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫　

平
成
二
八
年

８
～
９
、
辻
惟
雄
編『
日
本
美
術
全
集
』
二
三　

江
戸
の
宗
教
美
術　

学
習
研
究
社　

昭
和
六
一
年

10
～
13
、『
風
外
慧
薫
―
安
中
で
生
ま
れ
た
曹
洞
宗
禅
画
の
祖
―
』
安
中
市
学
習
の
森
ふ
る
さ
と
学
習
館　

平
成
三
〇
年

14
～
15
、『
駿
河
の
白
隠
さ
ん
』
静
岡
市
美
術
館・
佐
野
美
術
館　

平
成
三
〇
年

小
論
は
、文
部
科
学
省「
私
立
大
学
研
究
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
」タ
イ
プ
Ｂ「
禅
の
源
流
お
よ
び
文
化
の
研
究
」に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
六
二




