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仏
道

ぶ
つ
ど

う

を
な
ろ
う
と
い
う
は 

自
己

じ

こ

を
な
ろ
う
な
り 

 

 

『
正
法
眼
蔵
』
「
現
成
公
案
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
に
も

有
名
な
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
皆
様
方
の
中
に
は
、
ま
た
か
と
思
わ
れ

る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
お
言
葉
は
、
た
だ
道
元
禅
師
の

お
言
葉
と
い
う
よ
り
も
、
仏
教
の
中
の
名
言
と
し
て
宗
派
を
超
え
て
い
わ
れ

て
い
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

 

私
ど
も
が
間
違
え
て
は
い
け
な
い
の
は
、
「
仏
道
を
な
ろ
う
」
と
い
う
こ

と
、
「
自
己
を
な
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
、
こ
の
「
な
ろ
う
」
と
い
う
の
は
、

「
習
う
．
．
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
習
う
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
に
教
わ
る
、
あ

る
い
は
書
物
に
よ
っ
て
学
ぶ
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
全
然
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
「
習
う
．
．
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
親
し
む

．
．
．
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
仏
教
に
親
し
む
、
仏
法
に
親
し
む
、
そ
れ
は
「
自
己
に
親
し
む

．
．
．
．
．
．
」

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
、
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
仏
法
に
本
当
に
親

し
む
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
学
ぶ
と
い
う
こ
と
と
か
な
り
違
い
ま
す
。
親
し

む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
、
こ
れ
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
の
糧
と
し
て
心
か
ら
慣
れ
親
し
む
、
こ
う
い
う

意
味
で
あ
り
ま
す
。
正ま

さ

に
仏
法
に
親
し
む
と
い
う
の
は
、
己
に
親
し
む
と
い

う
こ
と
な
ん
で
す
。
ズ
バ
ッ
と
道
元
禅
師
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
だ

か
ら
名
言
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
己
に
親
し
む
と
い
う
の
は
、
つ
ま

ら
な
い
己
、
汚
い
己
、
欲
深
い
己
、
そ
う
い
う
も
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
己

で
ご
ざ
い
ま
す
。
放
下

ほ

う

げ

す
る
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
己
を
ス
ッ
カ
ラ

カ
ン
に
放
下

ほ

う

げ

す
る
、
全
部
放
り
投
げ
て
し
ま
う

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
私
を
放
り
投
げ
て
し
ま
う

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、

そ
こ
に
本
当
の
己
が
現
れ
る
。
こ
の
己
に
親
し
む
の
が
、
本
当
の
仏
法
に
親

し
む
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

 

道
元
禅
師
の
お
教
え
に
な
る
坐
禅
は
、
正ま

さ

に
己
に
親
し
む

行
ぎ
ょ
う

、
「
自
己
に

．
．
．

な
ろ
う
な
り

．
．
．
．
．
」
の
行

ぎ
ょ
う

で
あ
り
ま
す
。
言
葉
を
覚
え
て
い
て
も
中
身
と
本
当
の

そ
の
中
身
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
折
角
の
名
言
を
覚
え

て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
仏
道

ぶ
つ
ど
う

を
な
ろ
う
と
い
う
は
自
己

じ

こ

を
な
ろ
う
な
り
」 

こ
の
坐
禅
に
徹
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
一
年
一
月 

合
掌 
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坐
禅
弁
道

ざ

ぜ

ん

べ
ん

ど

う

こ
れ
発 ほ

っ

菩 ぼ

提 だ

い

心 し

ん

な
り 

  

一
昨
年
ご
ろ
拝
読
し
ま
し
た
『
正
法
眼
蔵
』
「
発
無
上
心
」
の
巻
の
一
節

で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
修
行
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
発
菩
提
心
」
、
菩
提

心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
坐
禅
弁

道
に
精
進
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
表
面
的
に
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
あ

り
ま
す
が
、
中
身
は
深
い
。
私
ど
も
が
生
き
て
い
る
事
実
と
い
う
こ
と
は
、

人
智
の
は
か
ら
い
を
超
え
た
世
界
で
あ
り
ま
す
。
生
き
て
い
る
と
か
、
い
な

い
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
意
識
す
る
、
し
な
い
に
拘
ら
ず
生
き
て
い
る
。
こ

れ
が
真
実
の
あ
り
さ
ま
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
は
か
ら
い
で
は
な
い
、
そ
の

は
か
ら
い
を
超
え
た
、
大
宇
宙
と
共
に
生
き
て
い
る
、
大
宇
宙
の
中
に
生
か

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
私
ど
も
が
生
き
て
い
る
と
い
う
真
実
の
姿
で
あ
り

ま
す
。
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
普
段
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
、
こ
の
真
実
の
世

界
に
生
き
る
、
生
き
て
い
る
真
実
の
ま
ま
に
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
坐
禅

に
よ
っ
て
実
証
す
る
、
礼
拝
に
よ
っ
て
実
証
す
る
、
こ
れ
が

行
ぎ
ょ
う

で
あ
り
ま

す
。
坐
禅
を
真
面
目
に
、
そ
れ
に
な
り
き
っ
て

行
お
こ
な

え
ば
必
ず
自
分
が
生
き

て
い
る
、
大
地
や
天
地
宇
宙
と
共
に
生
き
て
い
る
、
こ
れ
が
実
証
で
き
る
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
坐
禅
の
広
大
無
辺
の
功
徳
で
あ
り
ま
す
。
普
段
、
生

活
や
仕
事
で
あ
く
せ
く
し
て
い
る
時
に
は
、
な
か
な
か
そ
れ
が
実
証
で
き
な

い
。
そ
れ
を
、
他
の
こ
と
は
放
下

ほ

う

げ

し
て
坐
禅
に
な
り
き
る
。
自
分
の
は
か
ら

い
を
捨
て
て
、
坐
禅
に
没
頭
す
る
。
そ
の
時
ま
さ
に
天
地
宇
宙
の
真
実
の
姿
、

こ
れ
と
一
枚
に
な
る
、
そ
れ
が
我
々
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
不
断

に
菩
提
心
を
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
一
回
や
二
回
で
は
駄
目
な
の
で

す
。
一
年
や
二
年
で
も
駄
目
な
の
で
す
。
不
断
に
還
る
こ
と
の
な
い
、
不
断

に
菩
提
心
を
起
こ
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
本
当
の
真
実
の
世
界
に

生
き
抜
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

道
元
禅
師
は
そ
う
い
っ
た
意
味
で
「
坐
禅
弁
道
こ
れ
発
菩
提
心
な
り
」
こ

う
い
う
お
示
し
を
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
り
ま

す
。
行

ぎ
ょ
う

！ 

本
当
に
己
を
無
に
し
て
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
却か

え

っ
て
己
の
正

体
と
一
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が

行
ぎ
ょ
う

の
あ
り
が
た
さ
、
す
ば
ら

し
さ
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
一
回
一
回
が
、
か
け
が
え
の
な
い

行
ぎ
ょ
う

、

か
け
が
い
の
な
い
弁
道
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
事
実
そ
の

も
の
が

行
ぎ
ょ
う

で
あ
り
ま
す
。 

 

「
諸
縁
を
放
捨
し
坐
禅
と
一
枚

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
」
に
な
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
「
坐
禅
弁
道

ざ
ぜ
ん
べ
ん
ど
う

こ
れ
発
菩
提
心

ほ
つ
ぼ
だ
い
し
ん

な
り
」 

平
成
十
一
年
二
月 

合
掌    
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心
こ
こ
ろ

に
思 お

も

う
こ
と
な
く 

身 み

に
こ
と
と
す
る
こ
と
な
き 

こ
れ
第
一

だ

い
い
ち

の
用
心

よ

う

じ

ん

な
り 

  

『
坐
禅
用
心
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
鶴
見
の
総
持
寺
を
開
か
れ
た
螢

山
禅
師
の
坐
禅
に
関
す
る
懇
切
の
お
示
し
、
こ
れ
が
『
坐
禅
用
心
記
』
で
あ

り
ま
す
。
道
元
禅
師
以
上
に
細
か
い
懇
切
な
坐
禅
中
の
用
心
を
記し

る

さ
れ
て
お

り
ま
す
。
そ
の
中
に
こ
の
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
心
に
思
う
こ
と
」
は
、

お
わ
か
り
に
な
り
ま
す
。
「
身
に
こ
と
と
す
る
こ
と
な
き
」
、
こ
れ
は
身
体

の
具
合
が
悪
い
と
か
、
何
か
傷
が
あ
っ
て
痛
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
は
い
け
な
い
。
重
荷
を
背
負
っ
て
坐
禅
を
す
る
の
で
あ
っ
て
は
駄
目
だ
、

こ
ん
な
も
の
を
全
部
か
な
ぐ
り
捨
て
よ
う
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。
「
心
に
思
う
こ
と
な
き
」
、
そ
れ
は
坐
禅
の
、
ま
ず
第
一
の

用
心
で
あ
り
ま
す
。
最
初
の
心
が
ま
え
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
頭
で
考
え
て

は
い
け
な
い
、
頭
の
中
に
い
ろ
ん
な
妄
想
が
わ
く
。
そ
れ
を
打
ち
払
お
う
、

打
ち
払
お
う
と
す
る
の
も
、
ま
た
妄
想
で
あ
り
ま
す
。
妄
想
で
妄
想
を
打
ち

払
っ
て
も
駄
目
、
考
え
て
く
る
こ
と
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
、
全
く
取
り
合
わ

な
い
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
頭
と
い
う
の
は
、
い
う
な
れ
ば
私
ど

も
の
エ
ゴ
の
固
ま
り
で
あ
り
ま
す
。
頭
が
自
分
を
支
配
し
て
い
る
の
だ
と
思

っ
て
い
る
、
と
こ
ろ
が
あ
に
は
か
ら
ん
や
頭
の
い
う
通
り
に
な
れ
る
の
は
顔

に
つ
い
て
い
る
器
官
、
あ
る
い
は
手
足
の
最
小
限
度
の
動
き
、
そ
ん
な
も
の

だ
け
で
す
。
夜
熟
睡
し
て
い
る
時
で
も
身
体
の
隅
々
ま
で
血
液
を
送
り
込
ん

で
く
れ
る
心
臓
は
、
誰
の
命
令
で
動
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
、
頭
で
な
い
、

そ
れ
こ
そ
一
人
の
人
間
の
命
の
躍
動
な
ん
で
す
。
頭
は
そ
の
中
の
一
つ
の
器

官
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
頭
に
普
段
は
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
が
そ
も
そ
も
間
違
い
な
の
で
す
。
だ
か
ら
頭
を
空
っ
ぽ
に
し
な
さ
い
、

坐
禅
の
時
は
本
来
の
命
の
躍
動
の
姿
に
戻
る
、
そ
れ
を
取
戻
す
ん
だ
、
こ
れ

が
本
来
の
面
目
な
ん
だ
と
い
わ
れ
る
の
は
そ
こ
で
あ
り
ま
す
。
初
心
者
の
方

も
ベ
テ
ラ
ン
の
方
も
頭
に
考
え
を
浮
か
べ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
い
ち
ば

ん
の
禁
物
、
そ
れ
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま
っ
て
、
ア
ー
ま
た
い
ろ

ん
な
考
え
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
な
ー
ん
て

．
．
．
．
考
え
る
、
そ
れ
も
妄
想
な

の
で
す
。
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
、
そ
れ
を
相
手
に
し
な
い
こ
と
で
す
。
そ

う
い
う
こ
と
に
徹
し
て
い
れ
ば
良
い
の
で
す
。 

 

「
心
に
思お

も

う
こ
と
な
く 

身み

に
こ
と
と
す
る
こ
と
な
き 

こ
れ
第
一

だ
い
い
ち

の
用
心

よ
う
じ
ん

な
り
」
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
一
年
三
月 

合
掌 
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一い
ち

発 ほ
っ

心 し
ん

は
千
億

せ
ん
お
く

の
発
心

ほ

つ
し

ん

な
り 

  

『
正
法
眼
蔵
』
「
発
無
上
心
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
巻
き
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
縁
に
よ
っ
て
発お

こ

す
べ
き
発
心
の
重
大
さ
が
説
か
れ
て
お
り
ま

す
。
し
か
も
、
仏
道
修
行
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
や
れ
ば
い
い
の
で
は
な
く
、

一
に
も
二
に
も
発
心
の
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
よ
、
と
い
う
こ
と
を

示
さ
れ
て
い
る
巻
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
発
心
」
と
い
う
も
の
は
、
道
心
を
発
し
、
ボ
ダ
イ
を
求
め
る
心
を
発
す

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
道
元
禅
師
の
教
え
を
い
た
だ
く
私
た
ち
の

行
ぎ
ょ
う

と
い
う
も
の
は
、
こ
の
発
心
が
も
っ
と
も
根
本
、
い
ち
ば
ん
大
切
な
の

で
あ
り
ま
す
。
ご
承
知
の
と
お
り
、
「
発
心
」
と
い
う
の
は
、
「
や
る
気

．
．
．
」

を
お
こ
す
の
と
は
似
て
い
ま
す
が
、
じ
つ
は
た
い
へ
ん
違
う
の
で
す
。
「
や．

る
気
．
．
」
の
目
的
は
、
何
も

行
ぎ
ょ
う

に
は
か
か
わ
ら
な
い
、
普
段
の
生
活
や
仕
事

や
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
っ
て
も
よ
い
大
切
な
徳
目
で
あ
り
ま
す
が
、
「
発
心
」
は

ボ
ダ
イ
を
求
め
る
、
つ
ま
り
道
を
求
め
る
ひ
た
む
き
な
心
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
が
ち
が
う
の
で
す
。 

 

お
料
理
を
作
る
と
き
、
そ
れ
が
食
べ
る
た
め
の
も
の
、
空
腹
を
満
た
す
だ

け
の
作
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
調
理
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

そ
う
で
は
な
く
て
、
仏
道
修
行
の
作
務
と
し
て
行
わ
れ
、
い
た
だ
く
側
も
、

「
成
道
．
．
」
の
た
め
に
い
た
だ
く
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
き

に
は
、
作
る
側
も
食
べ
る
側
も
、
と
も
に
立
派
な

行
ぎ
ょ
う

と
な
る
の
で
す
。
「
発

心
」
と
「
や
る
気

．
．
．
」
の
違
い
も
、
こ
れ
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。 

 

道
元
禅
師
は
、
一
つ
の
す
ば
ら
し
い
発
心
が
お
こ
さ
れ
れ
ば

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
そ
れ
は
千．

億．
も
の
発
心

．
．
．
．
、
無
数
の
発
心

．
．
．
．
．
を
お
こ
し
て
ゆ
く
の
だ
か
ら
、
仏
道
を
行
ず
る

者
は
一
大
発
心
を
お
こ
し
な
さ
い
、
と
の
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ま
が

た
、
私
た
ち
は
、
は
た
し
て
次
々
に
発
心
．
．
を
お
こ
し
、
無
限
に
発
心
．
．
を
増
大

さ
せ
て
ゆ
く
よ
う
な
、
そ
ん
な
根
本
と
な
る
、
火
ダ
ネ
と
な
る
一
大
発
心

．
．
．
．
を
、

ま
こ
と
の
切
な
る
発
心
．
．
を
お
こ
し
て
い
る
で
あ
り
ま
し
よ
う
か
。
お
互
い
に
、

こ
の
今
の

一

炷

い
っ
ち
ゅ
う 

の
坐
を
、
一
大
発
心

．
．
．
．
の
坐
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

 

「
一
発
心

い
ち
ほ
っ
し
ん

は
千
億

せ
ん
お
く

の
発
心

は
つ
し
ん

な
り
」 

平
成
十
一
年
四
月 

合
掌 
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水
鳥

み
ず

と
り

の
行 ゆ

く
も
帰 か

え

る
も 

跡 あ

と

た
え
て
さ
れ
ど
も
路 み

ち

は 

わ
す
れ
ざ
り
け
り 

  

『
傘
松

さ
ん
し
ょ
う

道
詠

ど
う
え
い

』
の
中
の
一
首
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
道
元
禅
師
の
和
歌

お

う

た

は

「
応お

う

無
所

む

し

ょ

住
じ
ゅ
う

而
生
其
心

に
し
ょ
う
ご
じ
ん

」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
「
応
無 

所
住
而
生
其
心
」
と
い
う
の
は
金
剛
般
若
経
の
お
言
葉
、
と
ら
わ
れ
の
な
い

心
、
こ
れ
を
示
さ
れ
た
一
首
で
あ
り
ま
す
。 

 

一
昨
日
手
賀
沼
の
側そ

ば

を
通
り
ま
し
た
ら
、
白
鷺
が
沢
山
気
持
ち
良
さ
そ
う

に
泳
い
で
お
り
ま
し
た
。
我
孫
子
の
方
で
は
珍
し
い
鴨
が
飛
来
し
た
そ
う
で

す
。
水
鳥
と
い
う
も
の
は
、
水
の
綺
麗
、

汚
き
た
な

い
に
か
か
わ
り
な
く
ス
イ
ス

イ
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
泳
い
で
い
る
。
自
由
自
在
に
、
そ
し
て
、
ち
ゃ
ー
ん

と
餌
場
を
見
つ
け
、
自
分
の

塒
ね
ぐ
ら

へ
帰
る
こ
と
は
忘
れ
な
い
。
迷
う
こ
と
も

な
い
。
こ
れ
は
や
は
り
自
在
に
動
い
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
の
自
由
な

有
り
様
、
自
在
の
中
に
ち
ゃ
ー
ん
と
道
は
忘
れ
な
い
。
こ
れ
を
私
ど
も
お
手

本
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
道
元
禅
師
の
和
歌

お

う

た

で
あ
り
ま
す
。 

金
剛
経
の
「
と
ら
わ
れ
な
き
心

．
．
．
．
．
．
．
」
、
言
う
は
易
い
で
す
が
行
い
難が

た

い
。
普
段

の
生
活
に
お
い
て
、
職
場
に
お
い
て
、
家
庭
に
お
い
て
、
私
ど
も
は
何
か
に

と
ら
わ
れ
て
生
き
て
い
る
。
何
時
で
も
何
か
が
頭
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
、

紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。
で
す
が
坐
禅
の
時
は
、
そ
れ
を
全
部
止
め

て
し
ま
う
。
全
部
放
り
出
す
、
放
下

ほ

う

げ

し
て
し
ま
う
、
放
下
禅

ほ
う
げ
ぜ
ん

で
あ
り
ま
す
。

全
部
そ
れ
を
放
り
出
し
て
頭
の
中
を
綺
麗
に
し
て
し
ま
う
、
そ
の
時
心
は
自

在
で
あ
り
ま
す
。
水
鳥
の
ス
イ
ス
イ
と
気
持
ち
よ
く
泳
い
で
い
る
よ
う
に
な

ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
一
切
の
引
っ
か
か
り
を
止
め
る
、
こ
れ
で
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
坐
禅
は
楽
し
く
な
く
て
は
い
け
な
い
。
現
に
楽
し
い
の
で
す
。

道
を
楽
し
む
、
と
こ
う
い
い
ま
す
。
道
楽
と
い
う
言
葉
は
悪
い
意
味
で
あ
り

ま
す
が
、
本
来
は
す
ば
ら
し
い
意
味
な
の
で
す
。
そ
の
「
最
た
る
も
の
が
坐

．
．
．
．
．
．
．

禅．
」
で
あ
り
ま
す
。
頭
の
中
は
カ
ラ
ッ
ポ
、
そ
う
す
る
と
楽
な
の
で
す
。
生

理
学
的
に
は
血
圧
な
ん
か
も
下
が
る
し
爽
快
に
な
る
、
当
然
な
の
で
す
。
で

す
か
ら
坐
禅
は
楽
し
ん
で
行
う
、
こ
れ
が
本
当
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
少
々

足
が
痛
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
ん
な
も
の
に
代
え
ら
れ
な
い
「
す
ば
ら

し
さ
」
が
あ
る
。
普
段
の
様
々
な
し
が
ら
み
を
全
部
放
下
し
て
、
そ
し
て
水

鳥
の
泳
ぎ
廻
る
よ
う
に
自
在
に
心
と
い
う
も
の
が
躍
動
で
き
る
。
そ
う
い
う

坐
り
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
水
鳥

み
ず
と
り

の
行ゆ

く
も
帰か

え

る
も
跡あ

と

た
え
て 

さ
れ
ど
も
路み

ち

は
わ
す
れ
ざ
り
け
り
」 

平
成
十
一
年
五
月 

合
掌 
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第
十
四
回
「一
泊
参
禅
」 

 

  

第
十
四
回
目
の
一
泊
参
禅
の
機
会
で
あ
り
ま
す
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
見
ま

す
と
、
七
炷

な
な
ち
ゅ
う

も
坐
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
七
炷

な
な
ち
ゅ
う

も
坐
る
の
か
、
や
れ
や
れ
大
変
だ
と
思
う

と
苦
行
に
な
り
ま
す
。
坐
禅
は
苦
行
で
は
な
く
「
道
を
楽
し
む

．
．
．
．
．
行

ぎ
ょ
う

」
、
こ

う
思
う
と
楽
に
な
り
ま
す
。
大
安
楽
の
法
門

．
．
．
．
．
．
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
道
を
．
．

楽
し
む

．
．
．
」
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

唐
の
時
代
に
、
道
吾
山

ど
う
ご
ざ
ん

と
い
う
山
の
途
中
に
道
場
を
開
い
た
円
智
禅
師
、

こ
の
方
の
作
品
に
「
楽
道
の
頌う

た

」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
長
い
詩し

で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
看み

ま
す
と
、
誠
に
道
を
楽
し
ん
で
い
る
。
「
た
と
え
天
が
め

．
．
．
．
．
．

ぐ
り
．
． 

地
が
転
ず
る
と
も

．
．
．
．
．
．
． 

さ
も
あ
ら
ば
あ
れ

．
．
．
．
．
．
．
」
と
い
っ
た
よ
う
な
句
が
見

え
ま
す
。
天
地
動
転
動
乱
し
て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
問
題
じ
ゃ
な
い
、
自
分

は
た
だ
道
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
、
淡
々
と
達
観
し
て
詠う

た

っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
こ
そ
正
に
禅
の
楽
し
み
で
あ
り
ま
す
！ 

 

坐
禅
は
普
通
、
修
行
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
修
行
と
い
う
も
の
は
、
禅
門

に
お
い
て
は
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
、
尊
い
こ
と
。
土
曜
日
曜
の
連
休
に
遊

ん
で
い
る
人
が
多
い
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
る
人
が
多
い
、
そ
う
い
う
中
で
道

を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
は
誠
に
す
ば
ら
し
い
尊
い
こ
と
で
あ
り
、
あ
り
が
た

い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
っ
て
「
こ
の
身
そ
の
ま
ま
で
仏
さ
ん
に
な
れ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
」

ん
で
す
か
ら
、
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
こ
と
は
な
い
。
人
間
と
し
て
こ
ん
な
う

れ
し
い
こ
と
は
な
い
、
こ
れ
が
私
ど
も
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
少
々
足
が
痛

い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
楽
し
み
な
の
で
す
。
こ
の
す
ば
ら
し

い
坐
禅
と
い
う
道
を
楽
し
む
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
思
え
ば
、
ち
っ
と
も
苦

行
で
は
な
く
、
「
楽
道
の
頌う

た

」
で
あ
り
ま
す
。 

 

七
炷
楽
し
む
た
め
に
は
、
最
初
の
一
炷
が
肝
要
、
「
こ
の
一
炷
」
ま
ず
道

を
楽
し
む
こ
と
に
徹
す
る
。
そ
う
し
て
「
一
炷
一
炷
」
重
ね
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
若
干
蒸
し
暑
い
の
に
、
ま
だ
慣
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
外
は

誠
に
快
適
で
あ
り
ま
す
。
お
互
い
に
七?

じ
っ
く
り
と
、
「
道
を
楽
し
む
気

．
．
．
．
．
．

持
ち
．
．
」
で
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
一
年
六
月 

合
掌 
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聞き

く
ま
ま
に
ま
た
心

こ
こ
ろ

な
き 

身み

に
し
あ
れ
ば 

お
の
れ
な
り
け
り
軒の

き

の
玉
水

た
ま

み
ず 

  

道
元
禅
師
の
和
歌

お

う

た

で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
ま
で
雨
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。

唐
の
時
代
の
「

鏡
き
ょ
う

清せ
い

和
尚
」
、
こ
の
方
に
有
名
な
問
答
が
あ
り
ま
す
。 

「
何
か
音
が
聞
こ
え
る
け
ど
、
何
だ
ね
」
と
、
弟
子
に
尋た

ず

ね
ま
し
た
。 

 

「
弟
子
」
雨
だ
れ
の
音
で
す
。 

 

「
鏡
清
和
尚
」
誰
し
も
外
境

が
い
き
ょ
う

に
と
ら
わ
れ
ち
ゃ
っ
て
、
み
ん
な
心
を
動

揺
す
る
も
の
だ
な
。 

「
弟
子
」
和
尚
さ
ま
、
あ
な
た
は
如
何
な
ん
で
す
か
。 

「
鏡
清
」
わ
し
に
は
な
ー 

迷
い
が
な
い
。 

 
 

「
弟
子
」
そ
の
と
こ
ろ
を
是
非
教
え
て
下
さ
い
。 

 

「
鏡
清
」
出
身

し
ゅ
っ
し
ん

は
猶な

お
易や

す

し
、
脱
体

だ
つ
た
い

に
道い

う
こ
と
応ま

さ

に
難か

た

し
。 

「
出
身

し
ゅ
っ
し
ん

は
猶な

お
易や

す

し
」
、
さ
と
り
を
ひ
ら
く

．
．
．
．
．
．
．
な
ん
て
、
た
い
し
た
こ
と
は

な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
口
に
出
し
て
的
確
に
表
現
す
る
の
は
大
変
だ
。
こ
う

い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
雨
だ
れ
の
音
、
風
の
そ
よ
ぐ
音
、
小
鳥
の

囀
さ
え
ず

り

の
音ね

、
様
々
な
音
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
ど
こ
か
で
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
日

常
生
活
の
卑
近

ひ

き

ん

な
体
験
を
捉
え
て
、

真
ま
こ
と

に
深
い
高
度
な
問
答
が
交
わ
さ
れ

て
い
る
。 

 

雨
だ
れ
の
音
、
こ
れ
は
宇
宙
の
命
で
あ
り
ま
す
。
宇
宙
か
ら
聞
こ
え
て
く

る
命
の
は
た
ら
き
の
有
り
様
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
が
「
お
の
れ
な
り
け

．
．
．
．
．
．

り
軒
の
玉
水

．
．
．
．
．
」
、
こ
の
鏡
清
和
尚
の
問
答
を
踏
ま
え
た
歌
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

「
軒
の
玉
水
」
が
要
す
る
に
自
分
の
命
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
自
分
が
い
ま

生
き
て
と
い
う
こ
と
は
「
軒
の
玉
水
の
音
」
と
同
じ
な
の
で
す
。
宇
宙
の
命

と
同
じ
と
こ
ろ
の
境
涯
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
自
然
と

己
お
の
れ

が
一
体

の
境
地
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
聞
く
ま
ま
に
ま
た
心
な
き
身

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
に
し
あ
れ

．
．
．
．

ば．
」
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
「
心
な
き
」
と
い
う
の
は
無
心
で

あ
り
ま
す
。
頭
の
中
を
空か

ら

っ
ぽ
に
す
る
、
脳
細
胞
の
は
た
ら
き
を
や
め
て
し

ま
う
、
無
心
に
な
り
き
る
。
そ
の
時
に
「
自
分
が
生
き
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
」
、
こ
の
事

実
と
天
地
宇
宙
の
生
命
が
一
つ
に
な
る
、
こ
う
い
う
体
験
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
最
も
凝
縮
さ
れ
た
も
の
が
「
坐
禅
」
で
あ
り
ま
す
。
無
心
の
時
に
身
心
あ

げ
て
天
地
宇
宙
と
一
体
を
な
っ
た
境
地
の
す
ば
ら
し
さ
、
美
し
さ
、
こ
う
い

う
も
の
が
、
こ
の
歌
の
中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
「
聞き

く
ま
ま
に 

ま
た
心

こ
こ
ろ

な
き
身み

に
し
あ
れ
ば 

お
の
れ
な
り
け
り 

軒の
き

の
玉
水

た
ま
み
ず

」 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
十
一
年
六
月 

合
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鳥
飛

と

り

と

ん
で
鳥 と

り

の
如 ご

と

く 
魚
行

う

お
ゆ

い

い
て
魚 う

お

に
似 に

た
り 

  

『
正
法
眼
蔵
』
「
坐
禅
箴
」
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
、

鳥
と
魚
の
こ
と
に
つ
い
て
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
非
常

に
多
い
の
で
す
。
鳥
は
大
空
を
自
由
自
在
に
駆
け
巡
る
、
人
間
に
と
っ
て
は

空
を
飛
ぶ
と
云
う
こ
と
は
非
常
に
憧
れ
の
的ま

と

だ
っ
た
の
で
す
ね
。
あ
あ
ゆ
う

ふ
う
に
自
由
自
在
に
空
を
駆
け
巡
ら
れ
れ
ば
い
い
な
ー
、
昔
か
ら
の
憧
れ
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
水
の
中
を
自
由
自
在
に
泳
ぎ
回
る
魚
、
こ
れ
も
憧

れ
の
的
だ
っ
た
の
で
す
ね
。 

 

た
だ
、
道
元
禅
師
は
憧
れ
の
的
と
し
て
鳥
と
魚
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る

の
で
は
な
い
。
自
由
自
在
と
い
う
こ
と
が
、
私
ど
も
、
皆
様
方
の
心
の
あ
り

方
、
こ
れ
が
自
由
無
碍

む

げ

自
在
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
対
応
す
る
こ
と
に

自
由
自
在
な
心
の
働
き
、
こ
れ
が
な
さ
れ
れ
ば
素
晴
ら
し
い
と
誰
し
も
思
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
現
実
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
道

元
禅
師
は
、
坐
禅
を
す
れ
ば
、
そ
う
ゆ
う
ふ
う
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
ん
だ
、

坐
禅
の
時
は
普
段
様
々
の
分
別
妄
想
打
算
、
人
間
的
な
そ
う
い
う
心
の
様
々

な
葛
藤
、
こ
う
い
う
も
の
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
全
部
や
め

て
し
ま
う
。
は
か
ら
い
や
打
算
や
雑
念
を
全
部
投
げ
出
し
て
し
ま
う
。
諸
縁

を
放
下

ほ

う

げ

す
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
う
し
ま
す
と
私
ど
も
は
、
綺
麗
に
澄
ん
だ
水
の
よ
う
に
、
或
い
は
空
気

の
よ
う
に
、
或
い
は
新
し
い
真
っ
新さ

ら

な
紙
の
よ
う
に
、
そ
う
い
う
心
に
戻
る

の
で
す
。
そ
う
い
う
心
に
戻
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
無
限
の
働
き
が
出
て
く
る
、

自
由
自
在
な
働
き
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
、
だ
か
ら
一
旦
全
て
の
既
成

の
人
間
的
な
は
か
ら
い
を
や
め
て
し
ま
い
な
さ
い
、
投
げ
出
し
な
さ
い
、
肩

の
荷
を
全
部
降
ろ
し
て
し
ま
う
、
こ
れ
が
「
只
管
打
坐

．
．
．
．
」
の
坐
禅
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
心
境
を
「
鳥と

り

飛と

ん
で
鳥と

り

の
如ご

と

く 

魚う
お

行ゆ

い
て
魚う

お

に
似に

た
り
」
と
お

っ
し
ゃ
る
。
で
す
か
ら
基
本
は
「
諸
縁
を
放
捨
し
万
事
を
休
息
す
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
」
、
こ

れ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
雑
念
を
お
さ
め
て
、
そ
れ
に
徹

す
る

行
ぎ
ょ
う

で
あ
り
ま
す
。
魚
や
鳥
の
如
く
淡
々
と
、
何
の
勇い

さ

み
残
さ
な
い

行
ぎ
ょ
う

、

そ
う
い
う
坐
禅
に
徹
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
一
年
七
月 

合
掌 
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身
心

し

ん
じ

ん

脱
落

だ

つ
ら

く

は
坐
禅

ざ

ぜ

ん

な
り 

只
管
打
坐

し

か

ん

た

ざ

の
時 と

き

五
欲

ご

よ

く

を
離 は

な

れ 
五 ご

蓋 が

い

を
除 の

ぞ

く
な
り 

 

『
宝
慶
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
身
心
脱
落
は
坐
禅
な
り
」
、
こ
れ

は
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
も
何
ヶ
所
か
い
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
ま
し
て
、

「
身
心
脱
落
」
と
は
、
身
体
と
心
が
脱
落
す
る
、
裳
抜
け
で
る
、
重
荷
を
落

と
し
て
全
く
身
軽
に
な
る
。
い
ろ
い
ろ
表
現
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
道
元
禅
師

の
お
悟
り
の
体
験
で
あ
り
ま
す
。
お
悟
り
と
い
う
の
は
、
自
分
が
今
存
在
し

て
い
る
の
は
ど
う
い
う
訳
か
、
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら
が

ス
カ
ー
ッ
と
解
か
る
、
全
部
了
解
す
る
。
真
実
の
有
り
様
と
い
う
も
の
が
手

に
取
る
よ
う
に
解
か
る
。
従
っ
て
自
分
が
そ
の
中
に
お
い
て
生
き
て
行
く
姿

勢
、
そ
れ
が
固
ま
る
、
こ
れ
が
身
心
脱
落
で
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
「
身
心
脱
落
は
坐
禅
な
り
」
、
こ
う
云
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
云
う
お
悟
り
の
世
界
は
坐
禅
な
の
だ
、
坐
禅
が
お
悟
り

の
世
界
、
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
教
え
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
後
の

「
只
管
打
坐
の
時 

五
欲
を
離
れ
五
蓋
を
除
く
」
な
ん
て
い
う
こ
と
は
付
け

足
し
、
た
だ
サ
ー
ッ
と
坐
る
。
そ
の
時
に
五
欲
だ
と
か
五
蓋
と
か
い
う
煩
悩
、

い
ろ
い
ろ
な
有
り
様
を
、
五
つ
ず
に
分
け
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
ん
な
も
の
は
、
す
っ
き
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
そ
し
て
、
た
だ
坐
る

．
．
．
．
だ

け
、
こ
れ
が
道
元
禅
師
の
教
え
ら
れ
た
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

 

私
ど
も
は
仏
祖
の
行
履
を
自
分
の
も
の
に
す
る
。
自
分
の
も
の
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
仏
祖
と
同
じ
境
地
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
素
晴
ら
し

い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

行
ぎ
ょ
う

の
素
晴
ら
し
さ
と
云
っ
て
よ
ろ
し
い
と
思

い
ま
す
。
行

ぎ
ょ
う

で
な
く
て
、
そ
う
い
っ
た
仏
祖
と
同
じ
心
に
な
れ
る
な
ん
て
、

あ
り
ゃ
し
な
い
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
は
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
ピ
シ
ッ
と
守

っ
て
「
背
筋
を
伸
ば
し
肩
の
力
を
抜
い
て
一

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
米

メ
ー
ト
ル

前
へ
眼
を
落
と
し
何
に
も

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

考
え
ず
に
淡
々
を
坐
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
」
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
頭
の
中
に
い
ろ

ん
な
妄
想
が
浮
か
ん
で
く
る
、
全
く
取
り
合
わ
な
い
、
右
や
左
へ
受
け
流
す
、

そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
身
心
脱
落

．
．
．
．
」
で
あ
り
ま
す
。
頭
で
い
ろ

い
ろ
考
え
な
い
で
、
そ
う
い
う
教
え
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
守
っ
て
行

う
。
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

 
「
身
心

し
ん
じ
ん

脱
落

だ
つ
ら
く

は
坐
禅

ざ

ぜ

ん

な
り
」
、
た
だ
黙
々
と
坐
る

．
．
．
．
．
．
．
！ 

そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま

す
。 

平
成
十
一
年
八
月 

合
掌 
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春は
る

は
花ば

な 

夏な
つ

ほ
と
と
ぎ
す 

秋あ
き

は
月つ

き 

冬
雪

ふ
ゆ
ゆ
き

さ
え
て 

涼す
ず

し
か
り
け
り 

  

川
端
康
成
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
け
て
、
そ
の
記
念
講
演
を
世
界
に
向

か
っ
て
な
さ
っ
た
時
に
、
最
初
に
こ
の
道
元
禅
師
の
お
歌
を
引
か
れ
た
、
そ

れ
か
ら
一
躍
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
お
歌
を
道
元
禅
師
は
「
本
来
の
面

目
を
詠
ず
」
と
い
う
題
を
つ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
本
来
の
面
目
を
歌
っ
た
も

の
で
す
。
春
夏
秋
冬
、
四
季
の
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
よ
う
な
風
物
、
花
と
か
、

月
と
か
、
杜
鵑

ほ
と
と
ぎ
す

、
雪
、
と
い
う
も
の
を
介
し
て
大
自
然
の
風
光
を
歌
わ
れ

た
も
の
で
す
。
大
自
然
の
在あ

る
が
ま
ま
の
、
人
間
が
何
の
人
工
的
な
要
素
も

加
え
な
い
自
然
の
在
る
が
ま
ま
の
姿
、
こ
れ
こ
そ
本
来
の
面
目
で
あ
る
。
こ

う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

 

自
然
の
風
光
と
い
う
も
の
は
私
ど
も
人
間
が
ど
ん
な
つ
ま
ら
な
い
心
、
作

為
的
な
心
、
色
々
な
心
を
用
い
て
、
何
を
し
よ
う
が
し
ま
い
が

．
．
．
．
．
．
．
．
自
然
の
風
光

は
変
わ
ら
な
い
。
秋
に
な
れ
ば
今
日
の
よ
う
な
爽
や
か
な
日
が
必
ず
訪
れ
る
。

そ
し
て
何
時

い

つ

し
か
秋
深
ま
り
木
の
葉
は
落
ち
て
冬
を
迎
え
る
。
人
間
の
人
工

的
な
は
か
ら
い
と
関
係
は
な
い
、
大
自
然
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
人
間
、

そ
し
て
ま
た
大
自
然
の
中
に
帰
っ
て
い
く
運
命
に
あ
る
人
間
、
私
ど
も
皆
様

方
一
人
一
人
全
部
そ
う
で
例
外
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
人
間
も
所
詮
自
然
の

中
の
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
然
と
共
に
歩
み
、
自
然
と
共
に
生
き
る
、

そ
し
て
自
然
と
共
に
死
ん
で
行
く
、
こ
う
い
う
生
涯
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も

は
普
段
、
生
活
の
中
で
生
き
る
と
い
う
営
み
の
中
で
様
々
な
し
が
ら
み
に
悩

み
苦
し
ん
で
お
り
ま
す
。
大
自
然
の
命
か
ら
見
れ
ば
何
と
い
う
こ
と
は
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
大
自
然
と
い
う
神
様
、
先
生
に
よ
っ
て

常
に
浄
化
し
て
行
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
が
本
来
の
面
目
で
あ
り
ま

す
。
本
来
の
面
目
に
帰
る
、
そ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
頭
は
カ
ラ
ッ
ポ
、

自
然
の
波
長
に
合
わ
せ
て
坐
る
、
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

 

科
学
や
文
明
、
そ
う
い
う
も
の
と
は
あ
ん
ま
り
縁
の
無
か
っ
た
昔
の
人
ほ

ど
本
来
の
面
目
を
大
切
に
し
、
そ
う
い
う
世
界
に
生
き
て
い
た
。
今
日
が
複

雑
き
わ
ま
り
な
い
時
代
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
や
は
り
「
本
来
の
面
目

．
．
．
．
．
」
に

帰
る
た
め
、
大
自
然
を
大
先
生
と
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
歌

の
眼
目
は
「
涼
し
か
り
け
り
」
。
私
ど
も
の
「
こ
こ
ろ

．
．
．
」
「
精
神
．
．
」
が
秋
の

爽
や
か
な
今
朝
の
空
の
よ
う
に
涼
し
く
爽
や
か
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
感

覚
的
な
も
の
で
な
く
坐
禅
に
よ
っ
て
そ
れ
に
直
参
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
春は

る

は
花ば

な 

夏な
つ

ほ
と
と
ぎ
す 

秋あ
き

は
月つ

き 

冬
雪

ふ
ゆ
ゆ
き

さ
え
て
涼す

ず

し
か
り
け
り
」 

平
成
十
一
年
九
月 

合
掌 
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学
道

が
く

ど
う

の
人 ひ

と

た
だ
今
日

こ
ん
に
ち

今
時

こ

ん

じ

を 

 
 
  
  
 

過 す

ご
さ
ず
し
て
日
々

に
ち

に
ち

時
々

じ

じ

を 

 
   
   
  
 
   

勤 つ
と

む
べ
き
な
り 

  

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
学
道
の
人
」
、
道
を
学

ぶ
人
、
参
禅
す
る
人
、
皆
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
「
た
だ
今
日
今
時
を
過
ご
さ

ず
し
て
」
、
ぼ
ん
や
り
時
を
過
ご
さ
な
い
で
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
「
日
々
時
々
を
勤
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
。
坐
禅

に
限
ら
ず
学
道
の
基
本
的
な
心
構
え
で
あ
り
ま
す
。 

 

坐
禅
の
時
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
分
を
無な

く
す
、
己
れ
を
無む

に
す
る
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
基
本
で
あ
り
ま
す
。
頭
の
中
で
妄
想
を
さ
か
ん
に

し
て
い
る
、
こ
れ
は
己
れ
が
騒
い
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
く
自

分
を
無な

く
し
て
し
ま
う
。
己
れ
を
無む

に
し
て
天
地
宇
宙
の
呼
吸
と
一
体
に
な

っ
て
半
跏
趺
坐
或
い
は
結
跏
趺
坐
の
「
正
身
端
坐
す
る

．
．
．
．
．
．
」
。
こ
れ
が
坐
禅
の

基
本
で
あ
り
ま
す
。
何
年
も
や
っ
て
い
る
古
い
人
、
今
日
初
め
て
の
人
、
中

身
は
皆
同
じ
で
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
や
っ
て
い

る
人
は
、
己
れ
を
捨
て
去
っ
た
坐
禅
を
果
た
し
て
何
時
で
も
や
っ
て
い
る
か

ど
う
か
。 

 

皆
さ
ん
、
明
日
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
鈴
木
格
禅

先
生
の
お
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
我
々
は
誰
で
も
「
持
ち
時
間
ゼ
ロ

．
．
．
．
．
．
」
、
明
日

ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
。
だ
っ
た
ら
今
日
、
今
、
一
時

い
っ
と
き

、
こ
の
坐
禅
を
今

生
一
番
素
晴
ら
し
い
坐
禅
に
す
る
。
己
れ
を
無な

く
し
て
無む

に
徹
す
る
坐
禅
、

悔
い
の
な
い
坐
禅
。
こ
れ
は
今
一
時

い
ま
い
っ
と
き

だ
、
明
日
は
も
う
出
来
な
い
か
も
知
れ

な
い
、
来
月
は
も
う
来
ら
れ
な
い
。
こ
う
い
う
気
持
ち
で
渾
身
坐
禅

．
．
．
．
を
、
今

一
時
、
今
一
時
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
学
道

が
く
ど
う

の
人ひ

と 

た
だ
今
日

こ
ん
に
ち

今
時

こ

ん

じ

を
過す

ご
さ
ず
し
て 

日
々

に
ち
に
ち

時
々

じ

じ

を

勤
つ
と
む

む
べ

き
な
り
」
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
一
年
十
月 

合
掌 
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は
か
り
知 し

り
ぬ
坐
禅

ざ

ぜ

ん 

そ
の
功
徳

く

ど

く

最
勝

さ
い
し
ょ
う

の 

甚
深

じ

ん
し

ん

な
る
こ
と
を 

  

道
元
禅
師
の
教
え
の
中
で
漢
文
の
語
録
を
集
め
た
も
の
に
『
永
平
広
録
』

と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
『
永
平
広
録
』
十
巻
の
中
の
、
巻
七
の
お

言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
道
元
禅
師
の
説
法
の
お
言
葉
で
あ
り
ま

す
が
、
説
法
の
中
で
お
釈
迦
様
が
こ
う
い
わ
れ
た
。
二
人
の
罪
人
が
い
る
、

一
人
は
世
界
中
の
人
を
殺
し
た
悪
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
は

仏
門
に
入
っ
て
悟
り
を
開
い
た
け
れ
ど
も
、
坐
禅
を
嫌
っ
て
坐
禅
を
謗そ

し

っ
た
。

一
体
全
体
何
れ
の
者
が
よ
り
罪
が
深
い
で
あ
ろ
う
か
、
こ
う
尋
ね
ら
れ
た
。

誰
も
答
え
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
答
え
て
お
釈
迦
様
は
、
坐
禅
を
謗

っ
た
者
の
方
が
よ
り
罪
が
重
い
と
明
言
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
お
話
を
な
さ
れ

た
後
で
「
は
か
り
知
り
ぬ
坐
禅 

そ
の
功
徳
最
勝
の 

甚
深
な
る
こ
と
を
」
こ

う
い
う
こ
と
を
道
元
禅
師
が
お
話
に
な
っ
た
。
お
釈
迦
様
の
お
話
を
さ
れ
た

後
だ
け
に
坐
禅
と
い
う
も
の
の
功
徳
が
一
段
と
そ
の
く
ら
い
大
き
い
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
如
何
に
坐
禅
は
大
き
な
功
徳
を
持
っ
て
い

る
か
、
と
云
う
こ
と
の
表
現
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
「
坐
禅
ぐ
ら
い
素

晴
ら
し
い
も
の
は
、
こ
の
世
の
中
に
無
い
の
だ
、
人
間
の
行
う
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
行
為
の
中
で
坐
禅
に
優
る
も
の
は
も
う
決
し
て
無
い
の
だ
」
、
こ
う
い

う
「
絶
対
の
確
信

．
．
．
．
．
」
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

坐
禅
は
古
今
東
西
変
わ
り
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
行
為
で
あ
る

以
上
変
わ
ら
な
い
。
道
元
禅
師
の
頃
も
知
識
人
、
武
士
、
そ
う
い
っ
た
人
た

ち
を
中
心
に
盛
ん
に
僧
俗
共
に
坐
禅
が
行
わ
れ
た
、
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

今
日
の
日
本
の
人
口
か
ら
し
ま
す
と
、
今
日
の
方
が
遥
か
に
少
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
皆
様
方
は
い
み
じ
く
も
そ
の
坐
禅
を
然
も
道
元
禅
師
か

ら
正
伝
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
行
わ
れ
て
来
た
伝
統
の
あ
る
坐
禅
を
行
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
り
ま
す
。
と
す
れ
ば
自
分
の
坐
禅
は
、
こ
の
世
で
一
番
優
れ
た

行
ぎ
ょ
う

、

人
間
の
行
為
、
こ
う
い
う
気
概
に
立
っ
て
私
ど
も
も
坐
禅
を
行
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
「
正
身
端
坐

．
．
．
．
」
、
背
筋
を
伸
ば
し
、

ゆ
っ
た
り
し
た
心
、
ど
っ
し
り
と
坐
る
、
頭
の
中
は
空
っ
ぽ
、
何
も
考
え
な

い
。
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
仏
祖
の
坐
禅
、
悟
り
の
世

界
で
あ
り
ま
す
。
時
あ
た
か
も
晩
秋
の
静
寂
な
空
気
、
寒
く
も
な
い
、
何
と

坐
り
の
い
い
時
期
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
時
こ
そ
「
一
期
一
会
」
、

し
っ
か
り
と
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
は
か
り
知し

り
ぬ
坐
禅

ざ

ぜ

ん

そ
の
功
徳

く

ど

く

最

勝

さ
い
し
ょ
う

の
甚
深

じ
ん
し
ん

な
る
こ
と
を
」
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
一
年
十
一
月 

合
掌 
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だ
れ
人 び

と

か
初 は

じ

め
よ
り
道
心

ど
う

し

ん

あ
る 

  

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
破
戒
の
者
、

道
心
の
な
い
人
、
道
心
の
う
す
い
人
、
そ
う
い
う
人
は
ど
う
し
た
ら
よ
ろ
し

い
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
の
お
答
え
で
あ
り
ま
す
。 

「
だ
れ
人び

と

か
初
め
よ
り
道
心
あ
る
」
、
誰
が
初
め
か
ら
道
心
堅
固
の
者
が

い
よ
う
か
、
い
る
に
し
て
も
非
常
に
稀
で
あ
る
と
い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。

道
心
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
道
を
求
め
、
悟
り
に
向
か
う
心
」

で
あ
り
ま
す
。
悟
り
と
い
う
の
は
安
心

あ
ん
じ
ん

の
心
と
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
に
続
い
て
「
発お

こ

し
難
き
を
発
し
行
じ
難
き
を
行
じ

れ
ば
自
然

じ

ね

ん

に
道
心
は
増
進
す
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

道
心
の
発
し
難
き
を
発
し
、
そ
し
て
行
じ
難
き
を
行
ず
れ
ば
自
然

じ

ね

ん

に
道
心
と

い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
行
く
と
い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

 

私
が
永
平
寺
に
お
り
ま
し
た
頃
、
道
心
が
薄
い
。
そ
の
自
分
を
省
み
て
三

ケ
月
間
、
道
元
禅
師
様
の
御
廟
で
あ
り
ま
す
承
陽
殿
に
お
詣
り
を
し
ま
し
た
。

だ
ん
だ
ん
自
分
が
自
分
で
な
く
、
尊
く
感
じ
ら
れ
て
参
り
ま
し
た
。
最
後
の

日
、
今
日
で
山
を
下
り
る
と
い
う
日
に
は
、
涙
が
出
て
涙
が
出
て
止
ま
る
と

こ
ろ
を
知
ら
ず
、
大
げ
さ
に
い
う
と
そ
う
い
っ
た
状
態
で
、
あ
り
が
た
い
と

い
う
感
情
は
理
屈
ぬ
き
で
あ
り
ま
し
た
。
文
字
通
り
あ
り
が
た
い
気
持
ち
で

山
を
下
り
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
は
自
分
に
と
っ
て
生
涯
の
財
産
で

あ
り
ま
す
と
共
に
、
無
道
心
の
者
で
も
仏
法
を
虚
心
に
行
え
ば
道
心
と
い
う

も
の
が
沸
き
上
が
っ
て
く
る
、
増
進
す
る
と
い
う
体
験
を
味
わ
っ
た
こ
と
が

よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

成
道
会
の
坐
禅
は
別
に
特
別
な
物
が
あ
る
訳
で
は
な
い
、
「
報
恩
の
坐

禅
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
報
恩
と
は
、
日
頃
薄
く
な
り
つ
つ
あ
る
道
心
、
こ

れ
を
強
く
呼
び
起
こ
す
こ
と
で
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

以
外
に
報
恩
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

「
だ
れ
人び

と

か
初は

じ

め
よ
り
道
心

ど
う
し
ん

あ
る
」
、
道
心
の
坐
禅
、
こ
れ
を

行
ぎ
ょ
う

じ
た
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
一
年
十
二
月
成
道
会 

合
掌 
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坐
禅

ざ

ぜ

ん

と
は
煙
雲

え

ん

う

ん

を
坐
断

ざ

だ

ん

し
て 

功 こ
う

を
借 か

ら
ず  

 

  

こ
れ
は
『
永
平
広
禄
』
巻
き
六
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
坐
禅

と
い
う
も
の
の
基
本
的
な
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

 

「
煙
雲
を
坐
断
す
る
」
と
い
う
の
は
、
煙
雲
は
煙
と
雲
、
例
え
で
あ
り
ま
し

て
人
間
界
の
分
別
の
働
き
と
い
う
も
の
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う

も
の
を
坐
断
す
る
、
や
っ
つ
け
て
し
ま
う
、
無
く
す
。
人
間
界
の
分
別
働
き
、

様
々
な
思
い
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
無
く
し
て
し
ま
っ
て
功
を
か
ら
ず
。
功

と
は
修
行
の
効
果
、
と
い
っ
た
意
味
に
例
え
て
使
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
修
行

を
し
て
、
そ
の
効
果
が
あ
る
と
か
無
い
と
か

．
．
．
．
．
．
．
．
、
そ
う
い
う
よ
う
な
功
績
、
勲

章
、
そ
ん
な
も
の
を
全
く
必
要
と
し
な
い
、
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

効
果
を
求
め
る
、
効
能
を
求
め
る
坐
禅
。
こ
れ
は
道
元
禅
師
の
最
も
嫌
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
は
無
く
て
、
い
ま
現
に
た
だ
坐
っ
て
い
る

こ
と
が
目
的
で
あ
り
ま
す
。 

 

静
か
に
坐
っ
て
い
る
と
頭
だ
け
が
働
い
て
い
ろ
ん
な
分
別
妄
想
様
々
な

思
い
、
そ
う
い
う
も
の
が
浮
か
ん
で
参
り
ま
す
。
こ
れ
は
生
き
て
い
る
証
拠

で
す
か
ら
、
浮
か
ん
で
来
る
こ
と
自
体
は
差
し
支
え
な
い
。
そ
れ
を
追
い
か

け
な
い
、
ど
ん
ど
ん
追
い
か
け
て
行
か
な
い
。
こ
れ
が
大
事
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
直
ぐ
妄
想
が
消
え
て
行
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
次
の
考
え
が
浮
か

ん
で
く
る
、
追
い
か
け
な
い
、
そ
の
繰
り
返
し
で
い
い
の
で
す
。
そ
う
い
う

も
の
に
負
け
な
い
で
た
だ
坐
る

．
．
．
．
。
こ
れ
が
「
煙
雲
を
坐
断
す
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
た
だ
．
．
自
分
の
本
性

．
．
．
．
．
」
と
い
う
も
の
が
丸
出
し
に
な

る
坐
禅
を
す
る
。
こ
れ
だ
け
で
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
普
段
の
い
ろ
ん
な
生

活
上
の
こ
と
が
考
え
に
浮
か
ん
で
来
る
の
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
み
ん

な
、
こ
の
本
堂
の
中
に
置
い
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。
そ
う
い
う

柵
し
が
ら
み

の
中

で
生
き
て
い
る
自
分
、
こ
れ
を
こ
こ
に
全
部
置
い
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
自
分

を
投
げ
出
し
て
し
ま
え
ば
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
を
投
げ
出
し
て
し
ま

え
ば
、
い
つ
の
ま
に
か
仏
様
に
れ
る
。
仏
様
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で

あ
り
ま
す
。
特
に
初
心
者
の
方
は
「
何
か
」
を
求
め
た
が
り
ま
す
、
私
ど
も

の
坐
禅
は
「
何
か
」
を
全
て
投
げ
出
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
求
め
る
の
を
止

め
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
が
「
只
管
打
坐
の
坐
禅

．
．
．
．
．
．
．
」
で
あ
る
。
道
元
禅
師

は
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
坐
禅

ざ

ぜ

ん

と
は
煙
雲

え
ん
う
ん

を
坐
断

ざ

だ

ん

し
て
功こ

う

を
借か

ら
ず
」 

平
成
十
一
年
十
二
月 

合
掌 

   


