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深
覚
僧
正
が
、
届
け
て
い
た
だ
い
た
食
事
の
お
か
げ
で
満
腹
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝

の
気
持
ち
（
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
）（
37
字
）
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�

「
十
訓
抄
」
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
成
立
し
た
、
三
巻
か
ら
な
る
説
話
集
。
筆
者
（
編
者
）
は
未
詳
。

「
可
撰
朋
友
事
（
朋
友
を
撰え

ら

ぶ
べ
き
事
）」
や
「
可
専
思
慮
事
（
思
慮
を
専
ら
に
す
べ
き
事
）」
な
ど
の

十
条
の
徳
目
を
掲
げ
、
各
徳
目
ご
と
に
例
話
と
な
る
説
話
を
集
め
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
書
名
の
由
来

と
さ
れ
る
。
年
少
者
の
啓
蒙
を
目
的
に
、
二
百
八
十
余
り
の
教
訓
的
な
説
話
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
後
の
教
訓
書
の
先
駆
的
な
書
物
と
評
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

１�　

本
文
の
後
半
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
法
蔵
の
破
れ
て
侍
る
に
、
修
理
し
て
た
ま
は
ら
ん
（
＝
寺
の

法
蔵
が
破
損
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
修
理
し
て
い
た
だ
き
た
い
）」
と
い
う
深
覚
僧
正
の
言
葉
の
意
図

は
、
「
腹
が
減
っ
た
の
で
何
か
腹
を
満
た
す
も
の
を
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
手
紙
を
読
ん
だ
宇
治
殿
（
藤
原
頼
通
）
が
、
そ
の
言
葉
通
り
に
受
け
取
っ
て
し
ま
い
、
法
蔵

の
破
損
状
況
を
調
べ
る
た
め
の
使
者
を
送
っ
て
き
た
た
め
、
手
紙
の
意
図
を
読
み
違
え
て
い
る
こ
と
を
、

深
覚
僧
正
が
非
難
し
た
の
で
あ
る
。

２�　

「
ア
段
の
音
＋
う
」
は
「
子
音
＋
お
う
」
と
読
む
（
例
え
ば
「
ま
う
す
」
は
「
も
う
す
」
と
読
む
）

と
い
う
法
則
に
従
い
、
「
さ
う
」
の
部
分
を
「
そ
う
」
に
改
め
る
。
ま
た
、
語
頭
以
外
の
「
は
・
ひ
・

ふ
・
へ
・
ほ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
わ
・
い
・
う
・
え
・
お
」
に
直
す
。

３�　

深
覚
僧
正
の
も
と
に
派
遣
し
た
家
司
（
＝
使
ひ
）
が
、
宇
治
殿
の
も
と
に
帰
っ
て
き
て
、
宇
治
殿
に

報
告
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

４�　

「
さ
も
あ
る
ら
む
」
を
直
訳
す
る
と
「
さ
も
あ
ろ
う
」
と
な
り
、
「
き
っ
と
そ
う
だ
ろ
う
」
「
も
っ

と
も
だ
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

５�　

宇
治
殿
が
立
派
な
料
理
を
調
え
て
深
覚
僧
正
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、
傍
線
部
⑤
の
よ
う
な
返
事
が
深
覚

僧
正
か
ら
届
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
食
事
を
送
り
届
け
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
深
覚
僧
正
の

感
謝
が
示
さ
れ
て
い
る
と
推
察
す
る
。
「
法
蔵
の
破
れ
」
は
「
腹
が
減
っ
た
状
態
」
、
「
材
木
」
は

「
料
理
」
、
「
つ
く
ろ
ひ
侍
る
」
は
「
満
腹
に
な
っ
た
こ
と
」
の
た
と
え
と
な
っ
て
い
る
。

〔
大
意
〕

　

�　

禅
林
寺
の
深
覚
僧
正
と
い
う
人
が
、
宇
治
殿
（
＝
藤
原
頼
通
）
に
手
紙
を
お
送
り
に
な
り
、（
そ
の
手

紙
で
）
「
寺
の
法
蔵
が
破
損
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
修
理
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
申
し
上
げ
な
さ
っ
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た
の
で
、（
宇
治
殿
は
）
自
分
に
仕
え
る
家
司
（
＝
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
）
に
お
命
じ
に
な
っ
て
、

ま
ず
（
寺
の
法
蔵
の
）
破
損
し
た
様
子
を
見
る
た
め
に
派
遣
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、
僧
正
が
こ
の
こ
と
（
＝

宇
治
殿
が
法
蔵
の
破
損
状
態
を
見
に
、
職
員
を
派
遣
し
た
こ
と
）
を
お
聞
き
に
な
っ
て
、
そ
の
使
い
の

者
（
＝
家
司
）
を
自
分
の
前
に
呼
び
寄
せ
て
、
「『
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
思
慮
分
別
が
な
く
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
か
。
こ
れ
で
は
天
皇
の
補
佐
役
を
つ
と
め
な
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
』
と
（
宇
治

殿
に
）
申
し
上
げ
よ
」
と
い
う
伝
言
を
託
さ
れ
た
の
で
、
使
い
の
者
が
帰
り
、（
宇
治
殿
の
前
に
）
参
上

し
て
、
「
法
蔵
の
破
損
し
て
い
る
様
子
を
、（
深
覚
僧
正
が
）お
見
せ
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

か
わ
り
に
（
深
覚
僧
正
は
私
を
）
お
呼
び
寄
せ
に
な
っ
て
、『
こ
れ
こ
れ
と
い
う
こ
と
（
→
深
覚
僧
正
の

先
ほ
ど
の
伝
言
）
を
（
宇
治
殿
に
）
申
し
上
げ
よ
』
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
申
し
上
げ
た

の
で
、
宇
治
殿
も
不
審
に
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
に
、（
宇
治
殿
の
）
前
に
年
老
い
た
女
房
（
＝

女
官
）
が
控
え
申
し
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、（
そ
の
女
房
が
）
「
あ
あ
、
そ
れ
は
き
っ
と
腹
が
減
っ

た
こ
と
を
、『
法
蔵
（
の
破
れ
て
侍
る
）』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
の
で
、（
宇

治
殿
も
）
「
き
っ
と
そ
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
、
魚
を
お
か
ず
と
し
た
食
事
を
立
派
に

調
え
ら
れ
て
、（
深
覚
僧
正
の
も
と
に
）
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
「
材
木
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、

法
蔵
の
破
損
も
修
繕
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
（
→
立
派
な
料
理
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
お
か
げ
で
空

腹
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
）」
と
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
慮
深
い
人
々

と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。


