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は
じ
め
に

　

本
号
の
特
集
は
、「
受
け
継
が
れ
る
書
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
書

道
家
と
し
て
の
技
と
心
が
、
世
代
か
ら
世
代
に
わ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に

継
承
さ
れ
る
の
か
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
、「
書
」
そ

の
も
の
が
作
者
の
死
後
も
次
世
代
に
受
け
継
が
れ
、
後
世
の
人
々
が
そ

こ
に
顕
れ
た
精
神
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
く
か
と
い
う
心
的
世

界
の
継
承
の
、
世
代
継
承
性
に
つ
い
て
の
二
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
が
内

包
さ
れ
て
い
る
。

　

一
幅
の
書
、
一
枚
の
絵
画
、
一
個
の
陶
器
な
ど
、
芸
術
家
や
職
人
の

心
魂
を
傾
け
た
作
品
に
は
、
そ
の
作
者
の
境
涯
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
顕

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
境
涯
と
は
、
作
者
が
自
ら
の
経

験
の
中
で
辿
り
つ
い
た
心
奥
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品
に
出

会
っ
た
時
、
私
は
、
作
者
が
自
ら
の
世
界
に
自
己
を
投
入
し
、
こ
れ
ほ

書
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る

心
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

文
／

岡
本
祐
子

（
広
島
大
学
名
誉
教
授
・
臨
床
心
理
学
）

特
集
の
最
後
に
、
継
承
の
精
神
に
つ
い
て
心
理
学
の
世
界
か
ら
迫
り
ま
す
。

発
達
臨
床
心
理
学
が
専
門
で
、〝
世
代
継
承
性
〞
も
研
究
テ
ー
マ
と
す
る

広
島
大
学
名
誉
教
授
・
岡
本
祐
子
氏
が
解
説
し
ま
す
。

ど
ま
で
の
技
と
感
性
を
自
分
の
も
の
と
す
る
ま
で
の
道
行
き
に
思
い
を

い
た
し
、
畏
敬
の
念
を
い
だ
か
ず
に
は
お
れ
な
い
。

　

人
が
そ
の
世
界
に
出
会
い
、
数
々
の
技
と
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
心
血

を
注
い
で
作
品
を
生
み
出
す
そ
の
道
行
き
は
、
作
者
自
身
の
「
人
間
探

求
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
文
化
、
芸
術
、
学
問
、
宗
教
な

ど
の
世
界
に
お
け
る
プ
ロ
と
し
て
の
仕
事
は
、
古
い
も
の
と
新
し
い
も

の
が
重
な
り
合
い
、
少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
発
展

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
基
本
的
な
も
の
が
決
定
的
に
重
要
な
意

味
を
も
つ
。
そ
の
基
本
、
つ
ま
り
「
型
」
を
血
肉
に
し
、
そ
れ
に
拠
っ

て
自
己
を
訓
練
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
人
は
そ
の
世
界
に
参
入
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
基
本
・
土
台
と
な
る
「
型
」
を
自
分
の

も
の
に
し
た
人
々
は
、
自
己
の
内
的
な
創
造
性
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
発

揮
し
形
に
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

私
は
、
臨
床
心
理
学
を
専
門
と
し
、
青
年
期
以
来
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
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テ
ィ
の
生
涯
発
達
と
危
機
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
。
青
年
期
に
一
応

の
と
こ
ろ
獲
得
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
＝
自
分
は
何
者
で
、
ど
う

生
き
て
い
く
の
か
）
は
、
そ
の
後
の
人
生
の
中
で
、
危
機
に
遭
遇
す
る

毎
に
問
い
直
さ
れ
組
み
直
さ
れ
て
深
化
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
次
世
代
に
ど
の
よ

う
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
か
。
精
神
分
析
家 

エ
リ
ク
ソ
ン
は
、
中

年
期
の
心
理
社
会
的
課
題
と
し
て
世
代
継
承
性
、
つ
ま
り
次
世
代
に
関

心
を
持
ち
育

は
ぐ
く

む
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
心
的
実
相
に
つ
い
て
は
、

驚
く
ほ
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。

　

ミ
ク
ロ
な
継
承
と
マ
ク
ロ
な
継
承

　

専
門
的
精
神
、
技
、
知
識
や
知
恵
の
継
承
の
営
み
と
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
を
は
る
か
遠
く
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
時

代
か
ら
、
人
類
は
、
上
の
世
代
か
ら
何
も
の
か
を
学
び
、
次
世
代
に
伝

え
る
と
い
う
営
み
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
伝
承
の
営
み
に
は
、
ミ
ク
ロ

な
継
承
と
マ
ク
ロ
な
継
承
と
い
う
二
つ
の
次
元
が
あ
る
。
ミ
ク
ロ
な
継

承
は
、
師
と
弟
子
の
一
対
一
、
も
し
く
は
ご
く
少
数
の
間
で
、
顔
を
合

わ
せ
、
師
の
息
づ
か
い
ま
で
を
わ
が
身
に
感
じ
と
り
な
が
ら
体
験
さ
れ

る
直
接
的
な
関
係
性
の
中
で
行
わ
れ
る
継
承
の
営
み
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
書
物
と
い
う
紙
媒
体
を
介
さ
な
い
口
伝
の
形
を
と
る
こ
と
も
少

な
く
な
い
。

　

こ
の
対
極
に
あ
る
の
が
、
マ
ク
ロ
な
継
承
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私

た
ち
人
類
の
文
化
史
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
ら

は
、
そ
の
国
や
土
地
で
生
ま
れ
、
そ
の
空
気
を
吸
っ
て
生
き
、
無
意

識
の
う
ち
に
自
分
の
心
と
体
に
沁
み
つ
い
た
生
活
・
生
き
方
・
文
化

を
土
台
と
し
て
多
岐
に
わ
た
る
。
各
国
・
各
地
に
継
承
さ
れ
て
い
る

祭
り
や
儀
式
は
、
そ
の
文
化
の
価
値
観
・
死
生
観
・
生
き
方
を
象
徴

的
に
示
し
て
い
る
。

　

学
問
や
技
能
の
継
承
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、

ロ
ー
マ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
口
伝
の
形
で
行

わ
れ
た
。
紙
の
生
産
技
術
の
向
上
、
さ
ら
に
十
五
世
紀
の
活
版
印
刷
技

術
の
発
明
に
よ
っ
て
、
口
伝
は
、
紙
媒
体
に
よ
る
継
承
へ
と
っ
て
か
わ

ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
も
な
お
、
伝
統
的
技
能
・
芸
術
や

宗
教
の
世
界
で
は
、
口
伝
や
師
の
所
作
を
直じ

か

に
見
取
っ
て
自
分
の
も
の

に
す
る
と
い
う
継
承
が
生
き
て
い
る
。
こ
の
域
に
達
す
る
と
、
師
が
多

数
の
弟
子
に
、
自
分
の
持
て
る
技
と
精
神
を
す
べ
て
伝
授
す
る
こ
と
は

不
可
能
に
近
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
継
承
者
に
の
み
、
秘
儀
を
伝

授
す
る
こ
と
に
な
る
。
技
芸
や
学
問
の
師
が
、
そ
の
奥
義
や
本
質
を
弟

子
の
中
の
一
人
に
だ
け
伝
え
、
他
の
も
の
に
は
秘
密
に
す
る
と
い
う

「
一
子
相
伝
」
の
世
界
で
あ
る
。

　

禅
の
世
界
に
み
る
世
代
継
承

　

本
号
の
主
題
で
あ
る
書
に
つ
い
て
は
、
私
は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
。

書
道
家
が
師
に
就
い
て
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
技
と
心
を
磨
い
て
い
く
の

か
、
そ
の
師
と
弟
子
の
ミ
ク
ロ
な
継
承
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
残

念
な
こ
と
に
私
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
「
書
」
に
つ
い
て
は
、
私
は
若

い
頃
か
ら
禅
僧
の
墨
蹟
に
親
し
ん
で
生
き
て
き
た
。

　

禅
宗
に
は
、
参さ
ん

禅ぜ
ん

と
い
う
独
特
の
修
行
法
が
あ
る
。
老
師
は
、
修
行

者
に
公こ
う

案あ
ん

と
い
う
「
問
題
」
を
与
え
る
。
公
案
と
は
、
古
来
、
修
行
者

が
悟
り
を
得
た
そ
の
瞬
間
の
体
験
を
、
修
行
の
課
題
と
し
て
体
系
的
に

ま
と
め
た
問
答
で
あ
る
。
一
般
に
も
知
ら
れ
て
い
る
「
隻
せ
き
し
ゅ
お
ん
じ
ょ
う

手
音
声
」（
片

手
の
声
を
聴
け
）
と
い
う
公
案
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公

案
は
知
的
に
考
え
て
、
そ
の
答
え
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不

可
能
で
あ
る
。「
隻
手
」
の
中
に
自
己
を
没
入
し
、
自
己
を
忘
れ
、
隻
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手
と
一
体
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
隻
手
の
声
が
あ
り
、

同
時
に
自
己
が
あ
る
の
で
あ
る
。
修
行
者
は
、
老

師
か
ら
与
え
ら
れ
た
公
案
を
、
坐
禅
を
し
て
拈ね
ん

提て
い

し
、
毎
日
の
「
独ど
く

参さ
ん

」
の
時
間
に
、
老
師
の
室
内

に
参
上
し
、
自
ら
の
見け
ん

処し
ょ

を
述
べ
る
。
そ
れ
は
ま

さ
に
、
老
師
と
修
行
者
の
一
対
一
の
真
剣
勝
負
で

あ
る
。

　

幸
運
な
こ
と
に
、
私
は
青
年
期
の
約
十
年
間
、

臨
済
宗
の
老
師
に
就
い
て
参
禅
を
す
る
機
会
に
恵

ま
れ
た
。
参
禅
の
師
は
、
臨
済
宗
大
本
山
佛
通
寺

派
管
長 
藤ふ

じ

井い

虎こ

山ざ
ん

老
師
（
一
九
〇
一
―
一
九
九
二
）
で
あ
っ
た
（
図
1
）。

学
校
・
大
学
と
い
う
正
規
の
教
育
の
場
と
は
全
く
異
な
る
世
界
で

の
こ
の
経
験
は
、
自
己
と
他
者
の
見
方
、
危
機
へ
の
向
き
合
い
方

な
ど
、
私
の
人
生
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
続
け
た
。
禅
の
修
行

の
目
的
は
、「
本
来
の
自
己
」
の
探
究
で
あ
る
。
老
師
は
多
く
を

語
ら
な
い
。
言
葉
に
す
る
と
、
そ
れ
は
す
で
に
知
性
を
超
え
た

禅
の
真
髄
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

禅
寺
で
の
修
行
は
、
厳
し
い
規
律
の
定
め
ら

れ
た
極
め
て
ハ
ー
ド
な
生
活
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
見
方
を
変
え
る
と
、
実
際
の
禅
寺

は
修
行
者
を
真
摯
に
誠
実
に
受
け
入
れ
、
非

常
に
大
ら
か
で
温
か
な
母
性
的
な
世
界
で
あ

る
と
、
私
は
感
じ
て
き
た
。
老
師
を
、
独
参

や
提
唱
（
老
師
に
よ
る
禅
講
）
か
ら
だ
け
で
な

く
、
全
人
格
的
に
見
て
、
そ
の
姿
、
立
ち
居

振
る
舞
い
か
ら
師
の
到
達
し
た
境
涯
を
盗
み

取
り
学
ぶ
と
い
う
関
係
性
は
、
言
葉
に
よ
ら

な
い
ミ
ク
ロ
な
継
承
の
具
現
で
あ
る
。

　

世
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
る
「
書
」
の
持
つ
力

　

藤
井
虎
山
老
師
が
揮
毫
さ
れ
た
も
の
は
、
書
（
墨
蹟
）
だ
け
で
な
く
、

禅
画
も
数
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。
老
師
は
、
禅
画
を
誰
に
就
い
て
、
ど

の
よ
う
に
腕
を
磨
か
れ
た
の
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
時
空

を
超
え
た
豊
か
で
鋭
い
感
性
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
老
師
の
独
自
の
創
意

で
身
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
墨
蹟
や
禅
画
に
は
、

老
師
の
禅
の
境
涯
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
顕
れ
、
見
る
者
に
迫
る
（
図
2
）。

　

図
3
は
、
藤
井
虎
山
老
師
が
揮
毫
さ
れ
た
「
達
磨
」
の
画
で
あ
る
。

虎
山
老
師
遷
化
後
の
現
在
も
な
お
、
佛
通
寺
の
玄
関
横
の
部
屋
に
掲
げ

ら
れ
て
お
り
、
も
の
す
ご
い
迫
力
で
修
行
者
を
迎
え
て
い
る
。

　

中
国 

南
宋
の
禅
書
『
無
門
関
』（
無む
も
ん
え
か
い

門
慧
開
、
一
二
二
八
）
に
、「
胡こ

子す

無む

鬚し
ゅ

」
と
い
う
公
案
が
あ
る
。「
西
天
の
胡
子
、
甚な

ん

に
因
っ
て
か
鬚
な

き
」。「
西
方
イ
ン
ド
か
ら
来
た
人
（
＝
達
磨
）
に
ど
う
し
て
鬚
が
な
い

の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
達
磨
大
師
と
言
え
ば
、
茫
々
と
し
た
鬚

を
蓄
え
た
大
男
で
あ
る
。
そ
の
達
磨
に
な
ぜ
鬚
が
な
い
の
か
、
と
修
行

者
に
迫
る
。
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
境
地
は
、「
有
」

と
「
無
」
に
と
ら
わ
れ
な
い
あ
る
が
ま
ま
の
世
界

で
あ
る
。
こ
の
あ
い
だ
、
鬚
を
剃
っ
た
と
思
っ
た

ら
、
ま
た
生
え
て
き
た
な
あ
。「
野や

火か

、
焼
け
ど

も
尽
き
ず
、
春
風
吹
い
て
ま
た
生
ず
」（
白
氏
文
集
）。

そ
れ
は
、
自
己
と
自
然
が
一
体
と
な
っ
た
、
自
己

を
忘
れ
た
世
界
で
あ
る
。
虎
山
老
師
の
「
達
磨
」

画
を
見
る
た
び
に
、
私
は
こ
う
い
う
世
界
が
心
に

広
が
る
。「
書
」
は
、
そ
の
作
者
が
故
人
と
な
っ

た
後
も
世
代
を
超
え
て
、
書
を
見
る
人
に
作
者
自

ら
の
心
的
世
界
を
伝
え
る
。
書
に
よ
る
世
代
継
承

の
醍
醐
味
は
こ
こ
に
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

図1　臨済宗大本山佛通寺派管長 
 藤井虎山老師（佛通寺にて）

図2　藤井虎山老師「円相」

図3　藤井虎山老師「達磨」画
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