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道
心
探
求 

上
の
図
は
、V

O
L

.2
9

の
「
道
心

探
求
」
に
使
用
し
た
図
④
と
図
⑥

で
あ
る
。
こ
の
２
つ
の
図
の
補
足

説
明
を
し
た
い
と
思
う
。 

図
④
の
場
合
は
、
胸
を
開
か
ず

閉
じ
た
状
態
で
素
早
く
相
手
に
入

身
を
す
る
人
に
よ
く
見
ら
れ
る
。

突
っ
込
み
型
入
身
だ
。
一
で
入
身

し
て
、
二
で
体(

た
い)

を
相
手
に
合

わ
せ
、
三
で
相
手
を
崩
す
パ
タ
ー

ン
に
な
る
。
だ
か
ら
動
作
が
、
一
、

二
、
三
、
と
な
っ
て
し
ま
う
。
故
に

相
手
の
崩
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
相

対
的
に
見
て
も
絶
対
的
に
見
て
も

ど
う
し
て
も
遅
く
な
っ
て
し
ま

う
。
遅
れ
を
補
う
た
め
に
、
入
身
動

作
を
必
然
的
に
早
く
し
て
し
ま
う 

だ
ろ
う
。
す
る
と
、
入
身
を
し
て
か
ら
崩
す
ま
で
に
間(

ま)

が
更
に
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
。
い
わ
ゆ
る
「
た
め
」
が
で

き
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
ん
な
人
の
動
き
は
、
視
野
が
狭
く
、

足
で
畳
を
蹴
り
爪
先
か
ら
着
地
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
き

っ
と
上
達
が
遅
れ
る
だ
ろ
う
。 

図
⑥
は
、
相
手
の
全
体
を
ぼ
ん
や
り
と
広
い
視
野
で
見
て

胸
を
開
き
、
相
手
を
迎
え
入
れ
な
が
ら
和
合
と
同
時
に
崩
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
接
触
し
た
瞬
間
か
ら
崩
し
が
始
ま
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
分
は
ほ
と
ん
ど
動
く
必
要
は
な
い
。

自
分
が
入
身
の
状
態
に
な
っ
た
時
に
は
、
既
に
相
手
は
崩
れ

て
い
る
か
ら
、
楽
に
投
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
立
っ

て
い
る
時
、
重
心
が
や
や
踵
荷
重
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

相
手
に
向
か
っ
て
行
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
爪
先
立
ち
で
は

前
傾
に
な
り
前
方
へ
の
意
識
が
強
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
胸

は
開
か
ず
相
手
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。 

図
④
は
速
く
入
身
に
入
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
、

図
⑥
は
崩
し
に
主
眼
を
置
い
て
稽
古
し
て
い
る
と
も
言
え

る
だ
ろ
う
。
図
④
の
よ
う
に
入
身
し
て
か
ら
崩
す
の
で
は
、

「
武
」
に
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
人
に
限
っ
て
、
投
げ
る

時
に
踏
ん
張
っ
て
、
力
を
込
め
て
投
げ
よ
う
と
す
る
。
何

故
な
ら
、
始
め
に
崩
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。 ３

次
元
の
世
界 

 
 

 
 

を
２
次
元
の
紙
面 

 
 

 
 

で
表
現
す
る
こ
と 

 
 

 
  

は
非
常
に
難
し
く 

感
じ
る
。
次
に
写 

真
で
縦
の
動
き

(

崩
し)

を
見
て
い
こ
う
。
写
真
Ａ
は
、
二
教
裏
の
手
首
関

節
を
極
め
て
い
る
場
面
だ
。
通
常
、
相
手
の
手
首
を
し
っ

か
り
と
両
手
で
保
持
し
絞
る
よ
う
に
し
て
極
め
て
相
手
を

崩
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
胸
は
閉
じ
て

相
手
の
手
首
関
節
を
胸
で
押
し
込
み
な
が
ら
、
相
手
へ
向

か
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
写
真
Ａ
で
は
、
胸
を

開
き
相
手
を
迎
え
な
が
ら
崩
し
て
い
る
。
相
手
が
崩
れ
た

か
ら
、
自
然
に
前
傾
姿
勢
と
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
。 

写
真
Ｂ
は
、
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教
で
相
手
を
裏
へ 

崩
し
始
め
て
い
る 

場
面
。
受
け
の
足 

元
を
見
て
頂
き
た 

い
。
踵
が
浮
い
て 

い
る
。
何
故
な
ら
、
受
け
の
腕
を
押
さ
え
つ
け
て
い
な
い

か
ら
だ
。
力
で
押
さ
え
つ
け
た
り
引
っ
張
っ
た
り
し
て
い

る
人
を
よ
く
見
か
け
る
が
、
良
く
な
い
こ
と
は
明
白
だ
。 

 

何
度
も
言
お
う
。
合
気
道
は
、
相
手
を
投
げ
て
や
ろ
う

と
か
、
痛
く
し
て
や
ろ
う
と
か
、
決
し
て
思
っ
て
は
な
ら

な
い
。
ま
た
、
こ
ち
ら
か
ら
相
手
へ
向
か
っ
て
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
自
分
の
計
ら
い
を
先
行
す
る
と
相
手
の
力
を 

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
一
回
一
回
力
ま
ず

丁
寧
に
稽
古
す
る
こ
と
だ
。
心
の
置
き
ど
こ
ろ
が
変
わ
る

だ
け
で
、
技
は
ガ
ラ
リ
と
変
わ
る
だ
ろ
う
。
心
の
置
き
ど
ご

ろ
を
探
り
、
丁
寧
な
稽
古
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
必
ず
相

手
と
和
合
で
き
る
。
相
手
と
和
合
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
敵(

相

手)

は
い
な
い
。
相
手
と
一
体
化
す
る
か
ら
だ
。
決
し
て
ハ

イ
レ
ベ
ル
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
は
な
い
。
ロ
ー
レ
ベ
ル
テ
ク

ニ
ッ
ク(

基
本)

の
積
み
重
ね
に
よ
る
結
晶
で
あ
る
。 

合
気
の
旅
（
高
山
寺
・
和
歌
山
県
田
辺
市
） 

写
真
は
田
辺
に
あ
る
高
山
寺
で 

あ
る
。
こ
こ
に
合
気
道
開
祖
が
眠 

っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
四
年
一
月 

一
五
日
の
本
部
道
場
で
の
鏡
開
き 

式
で
の
演
武
を
最
後
に
体
調
を
崩 

さ
れ
、
四
月
二
六
日
午
前
五
時
に 

安
ら
か
な
眠
り
に
つ
か
れ
た
。
八 

十
五
歳
だ
っ
た
。
五
月
二
日
午
後

一
時
よ
り
青
山
葬
儀
場
に
お
い
て
神
式
に
よ
る
本
葬
が
執

行
さ
れ
た
。
五
月
一
三
日
、
合
気
神
社
に
お
い
て
岩
間
準
町

葬
執
行
。
五
月
一
七
日
、
田
辺
市
市
葬
執
行
さ
れ
遺
骨
は
植

芝
家
菩
提
寺
で
あ
る
高
山
寺
に
埋
骨
さ
れ
た
。「
合
気
院
盛

武
円
融
大
道
士
」
の
戒
名
が
贈
ら
れ
る
。
遺
髪
は
、
岩
間
の

合
気
神
社
、
綾
部
の
植
芝
家
墓
地
、
和
歌
山
県
の
熊
野
本
宮

に
収
め
ら
れ
た
。
世
界
中
の
合
気
道
家
が
開
祖
に
会
い
に

高
山
寺
を
訪
ね
て
い
る
。
境
内
は
広
い
が
、
墓
所
へ
の
案
内

板
が
あ
り
迷
う
こ
と
は
な
い
。
是
非
、
皆
さ
ん
も
参
拝
を
。 

 

 

～開祖の言葉～  

武術こそ和合の道ですよ。和合の道にはずれたもの、なんの役にも立ちません。 
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開祖が眠る植芝家のお墓 
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