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高た

か

く
と
も
射い

つ
べ
く 

      
  
  

深ふ
か

く
と
も
釣つ

り
ぬ
べ
し 

  

道
元
禅
師
の
教
え
を
、
第
一
の
お
弟
子
さ
ん
で
あ
り
ま
す
孤
雲

こ

う

ん

懷
奘

え
じ
ょ
う

禅
師

が
書
き
記し

る

し
て
残
さ
れ
た
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
高
く
と
も
射い

つ
べ
く
深
く
と
も
釣
り
ぬ
べ
し
」
、
「
高
く
と
も
射い

つ
く

べ
く
」
、
こ
の
射い

る
と
い
う
の
は
、
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
を
射い

る
、
「
深

く
と
も
釣
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
水
底
の
深
い
所
に
あ
る
も
の
で
も
そ

れ
を
釣
り
上
げ
る
。
俗
の
例
え
を
、
私
ど
も
道
を
求
め
る
者
の

志
こ
こ
ろ
ざ
し

と
し

て
あ
げ
て
述
べ
ら
れ
た
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
ど
ん
な
こ
と
で
あ
っ

て
も
切
実
な
志
を
持
っ
て
そ
れ
に
ブ
チ
当
た
れ
ば
、
ど
ん
な
高
い
所
の
も
の

で
あ
っ
て
も
射
る
こ
と
が
出
来
る
。
ど
ん
な
深
い
所
の
も
の
で
も
釣
り
上
げ

る
こ
と
が
出
来
る
ん
だ
。
こ
う
い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

 

仏
道
を
学
ぶ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
学
び
方
が
ご
ざ
い
ま
す
。
頭
で
学
ぶ
、
知

識
と
し
て
学
ぶ
、
優
れ
た
人
の
お
話
を
聞
く
、
様
々
ご
ざ
い
ま
す
が
、
自
分

自
身
が

行
ぎ
ょ
う

と
し
て
学
ぶ
、
こ
れ
に
優
る
も
の
は
な
い
。
こ
れ
を
「
行
道
．
．
」

と
い
い
ま
す
。
「
行
道
．
．
」
は
か
な
ら
ず
身
に
つ
き
ま
す
。
道
を
行
ず
る
、
そ

の
行
道
は
頭
の
良
し
悪
し
で
も
無
け
れ
ば
、
知
識
の
有
る
無
し
に
も
よ
ら
な

い
。
何
が
大
切
か
と
い
え
ば
「

志
こ
こ
ろ
ざ
し

」
で
あ
り
ま
す
。

志
こ
こ
ろ
ざ
し

が
本
物
で
あ

れ
ば
行
道
が
本
物
に
な
る
。

志
こ
こ
ろ
ざ
し

が
薄
弱
で
あ
れ
ば
一
回
で
止
め
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。
道
元
禅
師
は
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

志
こ
こ
ろ
ざ
し

如
何
に
よ
っ
て
必
ず
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は

志
こ
こ
ろ
ざ
し

と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か
。

「
無
常
観

．
．
．
」
で
あ
り
ま
す
。
自
分
は
後
何
年

あ
と
な
ん
ね
ん

生
き
ら
れ
る
の
か
、
何
回
坐
禅

が
出
来
る
か
、
ず
ー
っ
と
続
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
と
ん
で
も
な
い
で

す
。
今
日
が
最
後
か
も
知
れ
な
い
！ 

今
坐
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
素
晴
ら

し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い
つ
大
怪
我
を
す
る
か
、
大
病
を
い
た
だ
く
か
解

ら
な
い
の
で
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
ど
も
は
今
を
最
も
大
切
に
し
た
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
今
と
い
う
時
を
十
二
分
に
生
き
抜
く

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
坐
禅
の
時
は
坐
禅

．
．
．
．
．
．
．

に
徹
す
る

．
．
．
．
。
そ
う
い
う

志
こ
こ
ろ
ざ
し

を
年
頭
に
あ
た
っ
て
お
互
い
に
確
固
た
る
も

の
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
高た

か

く
と
も
い射
つ
べ
く
深ふ

か

く
と
も
釣つ

り
ぬ
べ
し
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
一
月 

合
掌 

    
仏

ほ
と
け

の
行

ぎ
ょ
う

は
尽
大
地

じ

ん

だ

い
ち

と 
同お

な

じ
く
行

お
こ
な

い 
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尽
衆
生

じ
ん
し
ゅ
じ
ょ
う

と
も
に
行

お
こ
な

う 
 
 
  

 

い
ま
拝
読
し
て
お
り
ま
す
『
正
法
眼
蔵
』
「
唯
仏
与
仏

ゆ
い
ぶ
つ
よ
ぶ
つ

」
の
巻
の
一
節
で

あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
こ
の
前
の
月
の
最
後
に
拝
読
し
た
箇
所
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
仏
さ
ん
の
行

ぎ
ょ
う

は
尽じ

ん

大
地

だ

い

ち

と
同
じ
く
行
う
」
、
「
尽
大
地
」
と
は
全
世
界

と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

 

道
元
禅
師
は
常
に
、
私
ど
も
が
本
当
の
坐
禅
、
正
し
い
坐
禅
を
行
っ
て
い

る
時
は
仏
さ
ん
の

行
ぎ
ょ
う

だ
、
こ
う
い
わ
れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
尽
大
地
と
同

じ
く
行
っ
て
い
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
全
世
界

．
．
．
、
全．

宇
宙
．
．
、
そ
う
い
う
も
の
と
共
に
行
っ
て
い
る
坐
禅

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
そ
れ
か
ら
「
尽
衆
生
と

も
に
行
う
」
、
全
て
の
人
々
と
共
に
行
っ
て
い
る
。
自
分
一
人
が
坐
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
、
全
て
の
人
々
と
共
に
坐
っ
て
い
る
、
宇
宙
と
共
に
一
緒
に

行
ぎ
ょ
う

じ
、
全
て
の
人
々
と
共
に
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
只
管
打
坐

．
．
．
．
」
の
本

領
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
し
、
な
か
な
か
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
ぜ
出
来
な
い
か
、

自
我
の
坐
禅
だ
か
ら
で
す
。
自
分
の
坐
禅
を
し
て
い
る
と
、
そ
う
い
っ
た
こ

と
が
出
来
な
い
。
何
が
邪
魔
か
と
い
っ
た
ら
、
自
我
く
ら
い
最
大
の
邪
魔
物

は
な
い
。
こ
れ
が
普
段
の
生
活
で
も
自
分
を
困
ら
せ
、
人
を
困
ら
せ
る
一
番

の
も
と
、
こ
の
自
我
を
取
っ
払
っ
ち
ゃ
っ
て
、
自
分
を
無
く
し
て
裸
に
な
っ

て
坐
る
！ 

そ
の
た
め
に
は
頭
の
中
は
何
も
考
え
な
い
！ 

た
だ
坐
る
！ 

姿．

勢
を
正
し

．
．
．
．
、
正
し
く
呼
吸
を
し

．
．
．
．
．
．
．
、
大
地
に
踏
ん
張
っ
て
坐
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
そ
れ
だ
け
で

い
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
う
し
ま
す
と
天
地
宇
宙
の
リ
ズ
ム
と
一
体
に
な
る
。
尽
大
地
と
同
じ
く

行
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
宇
宙
規
模
で
呼
吸
を
す
る
。

自
分
と
他
人
の
区
別
が
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
そ
れ
が
「
尽
衆
生
と
も
に
行
う

．
．
．
．
．
．
．
．
」
と
い
う
坐

禅
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
自
分
を
無
く
し
て
し
ま
え
ば
い
と
も
簡
単
、
こ

れ
が
仏
の
行
と
し
て
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

 

「

仏
ほ
と
け

の
行

ぎ
ょ
う

は
尽じ

ん

大
地

だ

い

ち

と
同お

な

じ
く
行

お
こ
な

い
尽じ

ん

衆

生

し
ゅ
じ
ょ
う

と
も
に
行

お
こ
な

う
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
二
月 

合
掌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

人
々

に
ん
に
ん

皆
仏
法

み
ん
な
ぶ
っ
ぽ
う

の
器

う
つ
わ

な
り 

修
行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

せ
ば
必

か
な
ら

ず
得う

る

べ
き
な
り 

  

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
言
葉
は
優
し
い
言
葉
で
あ

り
ま
す
か
ら
誰
に
で
も
解
り
ま
す
。
で
す
が
表
面
的
な
こ
と
だ
け
を
解
っ
て
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も
内
容
が
掴
め
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
う
い
う
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
人
は
皆
仏
法
の
器
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
仏
法
の
前
に
お
い
て
は

誰
し
も
完
全
に
平
等
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
頭
の
良
し
悪

し
、
社
会
の
地
位
的
な
高
低
、
年
齢
の
高
低
、
男
女
の
別
、
人
間
に
は
社
会

的
に
様
々
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
こ
と
仏
法
修
行
と
い
う
も

の
の
前
に
は
何
の
区
別
差
別
も
な
い
、
完
全
無
欠
の
平
等

．
．
．
．
．
．
．
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
人
は
皆
仏
法
の
器
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

 

で
あ
り
ま
す
か
ら
一
度
坐
禅
を
や
っ
て
み
た
い
と
か
、
自
分
み
た
い
な
者

で
も
坐
禅
を
し
て
み
た
ら
、
と
か
様
々
な
動
機
で
坐
禅
を
始
め
る
。
そ
し
て

継
続
す
る
者
、
し
な
い
者
、
様
々
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
一
度
で
止
め
て
し
ま

う
方
は
ヤ
ー
と
て
も
坐
禅
な
ん
か
自
分
に
は
続
か
な
い
。
こ
ん
な
に
足
が
痛

い
こ
と
、
と
て
も
出
来
な
い
、
こ
ん
な
に
苦
し
い
も
の
だ
と
思
わ
な
か
っ
た
。

こ
う
い
う
経
験
が
大
半
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
足
の
痛
い
の
は
考
え
方
一

つ
。
痛
く
な
い
者
は
一
人
も
い
な
い
、
み
ん
な
足
は
痛
い
、
私
も
決
し
て
痛

く
な
い
と
は
い
わ
な
い
。
し
か
し
僅
か
三
十
分
、
こ
の
位
の
こ
と
が
続
か
な

い
よ
う
で
は
人
生
駄
目
で
す
。
自
分
の
人
生
全
部
駄
目
だ
！ 

と
思
っ
た
方

が
よ
ろ
し
い
。 

 

そ
れ
な
れ
ば
意
地
で
も
続
く
は
ず
で
す
。
慣
れ
れ
ば
何
で
も
な
く
な
る
。

そ
れ
よ
り
も
背
骨

は
い
こ
つ

の
あ
り
方
、
「
背
筋
を
伸
ば
す
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が

坐
禅
の
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
足
は
半
跏
趺
坐
で
も
結
跏
趺
坐
で
も

何
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
背
筋
を
キ
チ
ッ
と
伸
ば
す
、
こ
れ

が
な
い
と
呼
吸
が
静
か
に
な
ら
な
い
、
背
骨

は
い
こ
つ

を
キ
チ
ッ
と
伸
ば
し
て
坐
る
と

呼
吸
が
自
然
に

整
と
と
の

っ
て
き
ま
す
。
呼
吸
が
整
っ
て
く
る
と
心
が
実
に
安
ら

か
に
な
る
。
背
骨

は
い
こ
つ

を
伸
ば
す
と
い
っ
て
も
体
形
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

洗
濯
板
み
た
い
に
な
れ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
人
そ
の
人
な
り
に
最

大
級
に
背
骨

は
い
こ
つ

を
キ
チ
ッ
と
伸
ば
す
、
そ
れ
で
気
持
ち
が
シ
ャ
ン
と
す
る
。
こ

れ
は
誰
に
で
も
出
来
る
の
で
す
。
足
の
痛
い
痛
く
な
い
に
関
係
が
な
い
、
仏

法
の
一
番
基
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
「
正
身
端
坐

．
．
．
．
」
、
で
す
か
ら
仏
法

は
全
て
の
人
に
完
全
無
欠
に
平
等
と
い
っ
た
っ
て
、
自
分
が
伝
統
的
な
ル
ー

ル
に
そ
っ
て
キ
チ
ッ
と
行
う
こ
と
に
お
い
て
平
等
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
長
く
や
っ
て
い
る
人
も
今
日
初
め
て
の
方
も
全
く
同
じ
で
あ
り
ま

す
。
古
い
人
、
新
し
い
人
、
関
係
が
な
い
。
背
筋

は
い
こ
つ

を
伸
ば
し
キ
チ
ッ
と
坐
る
。

こ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

 

「
人
々

に
ん
に
ん

皆
仏
法

み
ん
な
ぶ
っ
ぽ
う

の
器

う
つ
わ

な
り
修

行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

せ
ば
必

か
な
ら

ず
得う

る

べ
き
な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
三
月 

合
掌 

菩
提
心

ぼ
だ
い
し

ん

 

を
発お

こ

し
て
後の

ち 

か
た
く
守
護

し

ゅ

ご

し
退
転

た

い
て
ん

な
か
る
べ
し 

 

 

『
正
法
眼
蔵
』
「
発
菩
提
心
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
菩
提
心
、
い

う
ま
で
も
な
く
道
心
、
道
念
、
道
に
向
か
っ
て
や
る
気
を
起
こ
す
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
誰
し
も
坐
禅
を
や
る
、
坐
禅
を
行
う
と
い
う
最
初
の
時
は

固
い
菩
提
心
を
起
こ
す
の
で
あ
り
ま
す
。
起
こ
さ
な
か
っ
た
ら
で
き
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
道
元
禅
師
は
起
こ
し
た
だ
け
で
は
駄
目
だ
、
「
か
た
く
守
護
し

て
」
、
守
り
守
っ
て
「
退
転
な
か
る
べ
し
」
、
退
い
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に

し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
猛
烈
な
菩
提
心
を
起
こ
し
て
も
、
そ
れ
が
尻
つ
ぼ

み
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
い
や
、
実
際
そ
う
い
う
人
が
多
い
の
で

す
。
そ
う
い
う
こ
と
の
無
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
、
百
千

万
発
の
菩
提
心
を
次
々
に
起
こ
し
な
さ
い
、
と
道
元
禅
師
は
お
っ
し
ゃ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
最
初
の
時
の
“
坐
禅
を
や
ろ
う
”
、
と
い
う
純
粋
で
ひ
た
む

き
な
心
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
古
い
古
参
の
方
は
、
そ
れ

を
忘
れ
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
惰
性
に
な
っ
て
、
も
う
自
分
は
何
年
何
十
年
や

っ
て
い
る
ん
だ
、
と
い
う
惰
性
に
陥
り
や
す
い
。
こ
れ
は
初
発
心
を
忘
れ
て

い
る
証
拠
、
初
心
の
時
の
純
粋
な
ひ
た
む
な
心
、
こ
れ
は
実
に
重
要
で
あ
り

ま
す
。
む
か
し
私
が
永
平
寺
に
参
る
前
に
、
既
に
安
居
経
験
の
あ
る
先
輩
か

ら
、
僧
堂
安
居
と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と
な
の
だ
と
云
わ
れ
脅
か
さ
れ
ま
し

た
。
例
え
ば
、
初
め
の
一
月

ひ
と
つ
き

は
布
団
な
ん
か
無
い
ぞ
、
藁
の
中
に
寝
か
さ
れ

る
。
こ
れ
に
は
些
か
驚
き
ま
し
た
が
、
私
は
そ
こ
で
発
憤
し
ま
し
て
、
エ
ー

イ
ど
う
せ
修
行
の
た
め
な
ら
ど
ん
な
目
に
あ
っ
た
っ
て
驚
か
ん
ぞ
、
修
行
の

た
め
な
ら
死
ん
で
も
い
い
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
腹
を
く
く
っ
て
安
居
し
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
命
を
か
け
る
ぐ
ら
い
強
い
も
の
は
な
い
。
煎
餅
布
団
な
が

ら
ち
ゃ
ん
と
布
団
は
初
め
か
ら
与
え
ら
れ
ま
し
た
し
、
ど
ん
な
眠
く
て
も
ひ

も
じ
く
て
も
何
と
か
生
き
て
行
か
れ
る
。
お
陰
で
い
ち
ば
ん
辛
い
最
初
の

一
月

ひ
と
つ
き

の
間
、
特
に
辛
い
と
い
う
思
い
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は

若
い
時
代
の
お
恥
ず
か
し
い
体
験
で
す
が
、
純
真
な
身
心

し
ん
じ
ん

の
あ
り
よ
う
と
い

う
こ
と
を
後
で
気
が
つ
き
ま
し
た
。
辛
い
と
か
苦
し
い
と
か
と
い
う
の
は
、

殆
ど
心
の
あ
り
方
一
つ
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
感
覚
的
な
も
の
に
振
り
回

さ
れ
な
い
の
が
本
来
の
自
己
で
あ
り
、
発
心
の
あ
り
方
も
要
す
る
に
こ
こ
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
道
元
禅
師
は

初
発
心
、
「
最
初
の
発
心
と
い
う
も
の
に
非
常
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
置
か

れ
る
」
の
は
そ
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
忘
れ
か
か
っ
て
い
る
初
発
心
を
古
い

方
は
思
い
出
し
、
新
し
い
方
は
純
真
な
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
で
不
退
転
な
心

を
継
続
し
て
行
く
こ
と
に
新
年
度
の
出
発
で
あ
り
ま
す
四
月
、
お
互
い
に
勉

め
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
菩
提
心

ぼ
だ
い
し
ん 

を
発お

こ

し
て
後の

ち

か
た
く
守
護

し

ゅ

ご

し
退
転

た
い
て
ん

な
か
る
べ
し
」 

平
成
十
二
年
四
月 

合
掌 

感
応

か
ん
の
う

道
交

み
ち
こ
う

す
る
と
こ
ろ
に 

          
 

発
菩
提
心

ほ

つ

ぼ

だ

い

し

ん

す
る
な
り 

 
 

 
『
正
法
眼
蔵
』
「
発
菩
提
心
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
を
行
ず

る
と
い
う
こ
と
は
、
発
菩
提
心
の
現
れ
で
な
く
て
は
い
け
な
い
訳
で
あ
り
ま

す
。
「
発
菩
提
心
」
、
つ
ま
り
道
心
道
念
で
す
。
こ
れ
が
基
本
に
な
く
て
は
、

し
っ
か
り
し
た
坐
禅
が
行
ぜ
ら
れ
る
訳
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
発
菩

提
心
は
、
ど
う
し
た
ら
本
物
に
な
れ
る
か
、
「
感
応
道
交
だ
」
と
道
元
禅
師
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は
お
っ
し
ゃ
る
。
感
応
道
交
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
信
心
の
誠
と
い
う
も
の

に
感
じ
て
、
仏
さ
ま
が
そ
れ
に
応
じ
て
く
れ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
誠
の
信
人
、
こ
れ
が
尽
く
さ
れ
る
時
に
仏
さ
ま
が
そ
れ
に
応
じ
て
働
き

だ
し
て
下
さ
る
。
「
こ
れ
が
感
応
道
交
」 

 

誠
の
信
人
と
い
い
ま
す
と
、
わ
た
く
し
心
を
捨
て
た
ひ
た
む
き
な
坐
り
、

こ
れ
以
外
に
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
坐
る
こ
と
が
無
心
の
行
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
誠
の
道
心
で
あ
り
、
誠
の
信
人
で
あ
り
、
そ
の
誠
の
信
人

が
行
な
わ
れ
る
時
に
仏
さ
ま
が
働
き
だ
し
て
来
ま
す
。
こ
う
い
う
感
応
道
交

の
時
に
本
当
の
道
心
、
本
当
の
道
念
、
こ
れ
が
固
ま
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に

道
元
禅
師
お
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

で
す
か
ら
本
当
の
道
心
道
念
、
と
い
う
も
の
に
培
わ
れ
た
坐
禅
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
感
応
道
交
し
て
仏
さ
ま
が
応
じ
て
く
れ
る
。

そ
し
て
発
菩
提
心
が
本
物
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
行
持
道
環
と
い
わ
れ

る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
初
め
は
そ
ん
な
素
晴
ら
し
い
心
で
坐
禅
が
行
わ
れ

な
く
て
も
、
し
っ
か
り
と
や
ろ
う
と
気
持
ち
を
起
こ
し
て
い
る
間
に
感
応
道

交
が
現
れ
て
く
る
。
感
応
道
交
さ
れ
る
と
、
も
う
本
物
に
な
っ
て
く
る
。
こ

う
い
う
素
晴
ら
し
い
行
道
と
い
う
も
の
が
、
丁
度
輪
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い

働
き
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

新
し
い
方
、
比
較
的
初
心
の
方
は
ま
ず
、
ひ
た
す
ら
坐
る
。
わ
た
く
し
心

を
捨
て
て
無
に
な
っ
て
坐
る
。
こ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
継
続
し
て

い
る
間
に
必
ず
感
応
道
交
の
働
き
が
あ
り
ま
す
。
古
い
方
は
そ
う
い
う
こ
と

を
何
度
も
経
験
し
て
い
る
訳
で
す
が
、
と
も
す
れ
ば
忘
れ
て
し
ま
う
。
だ
か

ら
初
心
に
還
る
、
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

「
感
応

か
ん
の
う

道
交

ど
う
こ
う

す
る
と
こ
ろ
に
発
菩
提
心

ほ
つ
ぼ
だ
い
し
ん

す
る
な
り
」 

 

誠
に
あ
り
が
た
い
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
二
年
五
月 

合
掌 

     

一
日

い
ち
じ
つ

の
ぎ
ょ
う
じ

行
持
こ
れ
諸
仏

し
ょ
ぶ
つ

の
種
子

し

ゅ

し

な
り

諸
仏

し
ょ
ぶ
つ

の
行
持

ぎ
ょ
う
じ

な
り 

「第
十
五
回
一
泊
参
禅
会
」 

  

第
十
五
回
一
泊
参
禅
会
の
開
始
で
あ
り
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
行
事
を
普
通
は

「
・

・

・

・

お
こ
な
う

・

・

こ
と
」
の
行
事
と
書
き
ま
す
が
、
道
元
禅
師
の
お
言
葉
に
「
一
日
の

ぎ
ょ
う
じ

行
持
こ

れ
諸
仏
の
種
子
な
り
諸
仏
の
行
持
な
り
」
と
い
う
素
晴
ら
し
い
一
節
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
行
持
は
「
行
い

・

・

・

た
も
つ
」
と
書
き
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
「

・

・

・

・

お
こ
な
い
は
修
行
の

行
、

・

・

も
つ
は
持
続
の
持
」
で
あ
り
ま
す
。 

 

従
っ
て
、
行
持
と
は
修
行
を
持
続
す
る
こ
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
一
回
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だ
け
の
修
行
も
そ
れ
は
修
行
で
す
が
、
持
続
し
な
け
れ
ば
何
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
単

な
る
経
験
で
あ
り
ま
す
。
体
験
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
い
や
し
く
も
行
持
と
い

わ
れ
る
か
ら
に
は
持
続
し
な
い
と
駄
目
。
本
当
の
行
と
か
修
行
は
持
続
で
あ
り
ま
す
。

持
続
す
る
こ
と
は
大
き
な
大
き
な
力
と
な
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
道
元
禅
師
の
お
言

葉
は
、
『
正
法
眼
蔵
行
持
の
巻
』
と
い
う
極
め
て
長
い
巻
が
あ
り
ま
す
。
お
祖
師
さ
ま

方
の
素
晴
ら
し
い
修
行
の
持
続
の
有
り
様
を
沢
山
の
例
を
あ
げ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
「
行
持
」
の
巻
。
そ
の
最
後
近
く
に
、
「
一
日
の
行
持
こ
れ
諸
仏
の
種
子
な
り

諸
仏
の
行
持
な
り
」
、
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

私
ど
も
が
坐

っ
て
い
る
の
は
単
な
る
凡
夫
の
坐
禅
で
し
か
な
い
、
こ
う
殆
ん
ど
の
方
が
思
っ
て
お
り

ま
す
が
、
あ
に
は
か
ら
ん
や
、
私
ど
も
が
本
物
の
坐
禅
を
行
う
こ
と
、
本
物
の
作
務
を

行
う
こ
と
、
本
物
の
読
経
供
養
を
行
う
。
そ
う
い
っ
た
全
て
の
修
行
を
本
物
に
行
う
と

い
う
こ
と
。
そ
れ
が
仏
さ
ん
の
行
持
に
な
る
一
つ
の

し

ゅ

し

種
子
。
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
と
同
時
に
諸
仏
の
行
持
で
あ
る
。
仏
さ
ん
と
云
わ
れ
た
人
の
素
晴
ら
し
い
方
々

の
行
持
、
そ
の
も
の
と
同
じ
な
ん
だ
。
道
元
禅
師
の
坐
禅
、
或
い
は
お
釈
迦
様
の
坐
禅
、

如
浄
禅
師
の
坐
禅
、
そ
う
い
う
も
の
が
私
ど
も
一
人
一
人
の
身
体
を
借
り
て
現
に
今
体

現
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
坐
禅
が
本
物
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
本
物
の
行
持
で
あ
り

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
諸
仏
の
行
持
な
り
、
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
お
言
葉
が
出
て
く
る

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
事
に
な
り
ま
す
と
夢
疎
か
に
は
出
来
ま
せ
ん
。
つ
ま
ら
な

い
人
間
の
や
っ
て
い
る
事
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
絶
対
に
そ
う
で
な
い
！ 

大
変
な
坐

禅
を
一
人
一
人
が
や
っ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
仏
さ
ん
の
種
子
で
あ
る
。
仏
さ
ん
そ

の
も
の
の
行
持
で
あ
る
。
今
日
は
一
泊
両
日
に
渡
る
坐
禅
の
初
め
で
あ
り
ま
す
。
毎
月

の
例
会
と
違
っ
て
た
っ
ぷ
り
と
坐
れ
ま
す
。
た
っ
ぷ
り
と
持
続
出
来
ま
す
。
ど
う
か
そ

の
最
初
の
一 

、
こ
の 

に
よ
っ
て
、
全
て
が
決
ま
り
ま
す
。
そ
う
い
う
つ
も
り
で
お

互
い
に
仏
祖
の
坐
禅
を
行
じ
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

 

「
こ
の
一
日

い
ち
じ
つ

の
行
持

ぎ
ょ
う
じ

こ
れ
諸
仏

し
ょ
ぶ
つ

の
種
子

し

ゅ

し

な
り
諸
仏

し
ょ
ぶ
つ

の
行
持

ぎ
ょ
う
じ

な
り
」 

平
成
十
二
年
六
月
一
泊
参
禅
会 

合
掌      

 
 

聞
思

も
ん
し
ゅ

は
な
お
門
外

も
ん
が
い

に
処 し

ょ

す
る
が
如 ご

と

く 
 

 
 

坐
禅

ざ

ぜ

ん

は
直 じ

き

に
す
な
わ
ち 

 
  
 
 
 

帰
家

き

か

穏
坐

お

ん

ざ

す
る
な
り 

 
 
 
 

 

道
元
禅
師
が
中
国
へ
渡
ら
れ
天
童
山
で
ご
修
行
を
な
さ
っ
て
い
る
間
に
、

如
浄
禅
師
の
お
示
し
を
記
録
し
て
お
い
た
『
宝
慶
記
』
と
い
う
書
物
が
残
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
『
宝
慶
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
こ

の
お
示
し
は
、
道
元
禅
師
の
お
師
匠
様
で
あ
り
ま
す
如
浄
禅
師
の
お
示
し
で

あ
り
ま
す
。
「
聞
思

も
ん
し
ゅ

は
な
お
門
外
に
処
す
る
が
如
く
」
、
仏
法
を
聞
い
た
り

考
え
た
り
す
る
。
こ
れ
は
仏
法
の
門
の
外
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、
仏
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法
の
外
に
ま
だ
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
「
坐
禅
は
直じ

き

に
す
な
わ
ち

帰
家

き

か

穏
坐

お

ん

ざ

す
る
な
り
」
、
坐
禅
と
い
う
も
の
を
行
う
時
に
は
も
う
ス
ト
レ
ー

ト
に
「
仏
の
家
に
入
っ
て
」
こ
こ
で
穏
坐
「
く
つ
ろ
い
で
坐
っ
て
い
る
」
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
仏
の
家
の
中
の
方
が
く
つ
ろ
げ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で

ご
ざ
い
ま
す
。
い
う
な
れ
ば
、
坐
禅
以
外
は
仏
の
家
で
は
な
い
ん
だ
、
ま
だ

仏
の
家
に
辿
り
着
い
て
い
な
い
。
坐
禅
を
し
て
初
め
て
仏
の
家
に
帰
っ
て
、

そ
こ
で
く
つ
ろ
げ
る
。
く
つ
ろ
ぐ
と
云
う
と
楽
を
す
る
、
イ
コ
ー
ル
、
こ
ん

な
こ
と
を
想
像
し
ま
す
が
、
そ
う
云
う
こ
と
で
は
な
く
て
「
大
安
楽
の
法
門
」

と
も
云
わ
れ
る
仏
法
の
安
ら
ぎ
で
あ
り
ま
す
。
普
段
生
活
の
中
で
、
言
葉
で

様
々
な

柵
し
が
ら
み

に
生
き
て
い
る
こ
の
人
生
、
一
人
一
人
、
み
ん
な
違
う
と
い
っ

た
も
の
を
背
負
っ
て
、
そ
れ
を
全
部
肩
か
ら
背
中
か
ら
み
ん
な
降
ろ
し
て
し

ま
っ
て
、
い
ま
ゆ
っ
た
り
ド
ッ
シ
リ
本
来
の
自
分
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ

が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
消
息
を
帰
家

き

か

穏
坐

お

ん

ざ

、
仏
の
家
に
戻
っ

て
、
よ
そ
の
家
で
な
い
自
分
の
仏
の
家
に
戻
っ
て
く
つ
ろ
ぐ
、
こ
れ
が
坐
禅

で
あ
る
と
い
う
素
晴
ら
し
い
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

 

な
お
、
如
浄
禅
師
は
こ
の
後
、
「
わ
れ
は
三
十
余
年
、
時
と
共
に
工
夫
弁

道
し
て
、
い
ま
だ
か
っ
て
退
を
生
ぜ
ず
、
今
年
六
五
才
、
老ろ

う

に
至
っ
て
い
よ

い
よ
堅か

た

し
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
自
分
は
三
十
数
年
前
か
ら
こ
の
仏

の
家
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
、
そ
こ
で
坐
禅
を
一
所
懸
命
す
る

よ
う
に
な
っ
て
、
い
ま
六
五
才
、
歳と

し

は
と
っ
た
が
ま
す
ま
す
弁
道
の
志
は
固

い
ん
だ
。
「
道
元
さ
ん
よ
、
あ
な
た
も
こ
の
よ
う
に
精
進
努
力
し
な
さ
い
」

と
い
う
こ
と
を
お
示
し
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
如
浄
禅
師
が
お
亡
く
な
り
に

な
っ
て
か
ら
、
も
う
八
百
年
に
近
い
今
日
、
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
慈
愛
の

言
葉
、
慈

い
つ
く

し
み
の
言
葉
、
こ
れ
は
時
代
を
超
え
て
生
き
て
お
り
ま
す
。
私
ど

も
皆
様
方
、
ど
う
か
普
段
忘
れ
て
い
る
自
分
の
素
晴
ら
し
い
仏
の
家
、
こ
れ

を
思
い
出
し
て
こ
こ
に
ド
ッ
シ
リ
ゆ
っ
た
り
と
安
住
、
こ
う
い
う
坐
禅
を
努

め
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
聞
思

も
ん
し
ゅ

は
な
お
門
外

も
ん
が
い

に
処し

ょ

す
る
が
如ご

と

く
坐
禅

ざ

ぜ

ん

は
直 じ

き

に
す
な
わ
ち
帰
家

き

か

穏
坐

お

ん

ざ

す
る
な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
六
月 

合
掌 

   
 

初
心

し
ょ
し
ん

の
坐
禅

ざ

ぜ

ん

は
最
初

さ
い
し

ょ

の
坐
禅

ざ

ぜ

ん

な
り 

 
 

最
初

さ
い
し

ょ

の
坐
禅

ざ

ぜ

ん

は
最
初

さ

い
し

ょ

の
坐
仏

ざ

ぶ

つ

な
り 

  

『
正
法
眼
蔵
』
「
坐
禅
箴
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
古
い
方
は
よ
く

承
知
し
て
い
る
通
り
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
古
い
方
や
新
し
い
方
に
拘
わ

ら
ず
、
そ
の
時
そ
の
時
の
真
実
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
道
元
禅
師
の
お
言
葉
は
、

南
嶽
・
馬
祖
の
坐
禅
の
有
名
な
機
縁
、
中
国
の
唐
の
時
代
に
南
嶽
懐え

譲
じ
ょ
う

禅

師
が
馬
祖
道
一
さ
ん
の
坐
に
執
す
る
、
坐
禅
と
い
う
も
の
に
執
着
し
て
い
る

と
い
う
、
こ
れ
を
咎と

が

め
た
。
例
の
瓦
を
磨
い
て
鏡
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
行
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っ
た
ら
、
馬
祖
が
驚
い
て
、
何
を
為な

さ
る
の
で
す
か
。
鏡
に
す
る
。
瓦
が
鏡

に
な
る
訳
が
な
い
で
し
ょ
う
。
「
坐
禅
を
し
た
っ
て
仏
に
な
り
は
し
な
い
じ

ぁ
な
い
か
」
、
こ
う
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
馬
祖
は
も
う
坐

仏
と
い
う
、
仏
と
し
て
の
坐
禅
を
最
初
か
ら
坐
り
ま
く
っ
て
い
た
の
だ
、
こ

う
い
う
解
釈
を
さ
れ
、
ご
自
分
の
坐
禅
、
門
下
の
坐
禅
、
全
て
坐
仏
の
坐
禅

で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
坐
っ
た
仏
さ
ん
、
こ
れ
を
坐
禅
の
根
底
と
し
て
お

示
し
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
方
は
、
特
に
初
心
の
方
は
何
か
の
為
に

坐
禅
を
や
る
、
日
頃
の
生
活
体
験
の
中
で

躓
つ
ま
づ

き
が
あ
る
、
職
場
で
社
会
で

様
々
な
人
間
関
係
の
中
で
色
ん
な

柵
し
が
ら
み

が
あ
る
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
何
と

か
乗
り
越
え
よ
う
、
ま
あ
そ
う
い
っ
た
様
々
な
動
機
で
も
っ
て
坐
禅
を
行
う

の
は
結
構
で
あ
り
ま
す
。
で
も
坐
禅
を
や
れ
ば
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
ら
れ
る

か
。
そ
う
す
る
と
坐
禅
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
手
段
に
な
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

乗
り
越
え
ら
れ
た
ら
も
う
坐
禅
を
や
ら
な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

坐
禅
は
到
達
す
れ
ば
も
う
そ
れ
で
い
い
の
だ
と
い
う
、
「
た
め
坐
禅
」
を
い

ち
ば
ん
嫌
わ
れ
る
の
が
道
元
禅
師
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
、
生
き
て
い
る

証
あ
か
し

が
坐
禅
な
ん
だ
。
仏
さ
ま
と
し
て
の
各
人
各
人
の
素
晴
ら
し
さ
が
発
揮
さ
れ

る
の
が
坐
禅
な
ん
だ
、
だ
か
ら
坐
禅
は
い
つ
も
継
続
し
な
け
れ
ば
駄
目
な
ん

だ
。
ま
た
す
ぐ
凡
夫
に
な
っ
て
し
ま
う
。
凡
夫
に
な
っ
て
し
ま
う
と
は
云
い

ま
せ
ん
が
、
素
晴
ら
し
い
坐
禅
を
す
れ
ば
仏
さ
ま
に
な
っ
て
い
る
。
人
間
と

し
て
の
素
晴
ら
し
い
命
の
働
き
。
こ
の
素
晴
ら
し
さ
が
一
瞬
で
終
わ
っ
て
し

ま
う
の
で
は
情な

さ

け
な
い
。 

 

こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
坐
禅
は
坐
仏
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
素

晴
ら
し
さ
が
一
瞬
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
情
け
な
い
。
い
ろ
ん
な
妄
念

雑
念
、
様
々
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
を
打
ち
消
そ
う
な
ん
て
駄
目
で

す
。
取
り
合
わ
な
け
れ
ば
い
い
の
で
す
。
追
い
か
け
な
け
れ
ば
い
い
の
で
す
。

天
地
の
働
き
、
命
の
大
き
な
は
か
ら
い
、
そ
う
い
う
も
の
の
中
に
自
分
を
委

ね
る
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
ド
ッ
シ
リ
坐
る
。
こ
れ
だ
け
で
坐
仏
で
あ
り
ま

す
。 

 

「
初
心

し
ょ
し
ん

の
坐
禅

ざ

ぜ

ん

は
最
初

さ
い
し
ょ

の
坐
禅

ざ

ぜ

ん

な
り 

最
初

さ
い
し
ょ

の
坐
禅

ざ

ぜ

ん

は
最
初

さ
い
し
ょ

の
坐
仏

ざ

ぶ

つ

な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
七
月 

合
掌 

   
 

坐
禅

ざ

ぜ

ん

は
習
禅

し
ゅ
う
ぜ
ん

に
は
あ
ら
ず 

 
   
   

大
安
楽

だ
い
あ
ん
ら
く

の
法
門

ほ
う
も
ん

な
り 

 
  
  
  
  
  

不
染
汚

ふ

ぜ

ん

な

の
修
証

し
ゅ
し
ょ
う

な
り 

  
 

『
正
法
眼
蔵
』
「
坐
禅
儀
」
の
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
非
常
に
短
い
文
章

で
あ
り
な
が
ら
、
重
点
を
ズ
バ
ッ
と
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
『
普
勧
坐
禅
儀
』
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の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
云
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
こ
の
最
後
に
「
坐
禅
は
習
禅

に
は
あ
ら
ず
」
。
習
禅
と
は
習な

ら

う
禅
、
天
台
宗
の
坐
禅
と
か
、
真
言
宗
の
坐

禅
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
観
想
観
念
な
ん
て
い
う
こ
と
を
坐
禅
中
に
や

っ
て
、
心
境
を
高
め
て
行
こ
う
と
す
る
。
道
元
禅
師
は
、
こ
の
仏
家
の
坐
禅

は
、
そ
う
い
う
坐
禅
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
か
、
「
大
安
楽
の
法
門
な
り
不

染
汚
の
修
証
な
り
」
。 

 

大
安
楽
の
法
門
と
云
い
ま
す
と
、
な
ー
ぜ
こ
ん
な
に
足
の
痛
く
辛つ

ら

い
坐
禅

が
安
楽
な
ん
だ
と
、
す
ぐ
こ
う
云
う
人
が
い
ま
す
。
こ
れ
は
間
違
い
、
坐
禅

は
身
体
も
心
も
「
心
身
と
も
安
ら
か
に
な
っ
て
喜
ば
し
い
」
。
こ
ん
な
に
心

安
ら
か
に
ド
ッ
シ
リ
す
る
も
の
は
他
に
例
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
「
大

安
楽
の
法
門
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
は
足
は
少
し
痛
い
、
背
筋
を
ピ
シ
ー

ッ
と
反
り
返
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
眠
気
が
抜
け
飛
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
で

何
も
考
え
ず
に
、
只
淡
々
と
坐
る
。
何
時
の
ま
に
か
心
は
鏡
の
よ
う
に
な
る
。

素
晴
ら
し
い
安
ら
ぎ
の
状
態
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
大
安
楽
の
法
門
。
苦
痛

の
法
門
だ
っ
た
ら
十
年
、
二
十
年
や
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
。
先
輩
の
方
々

は
平
気
で
十
年
、
二
十
年
続
け
て
い
る
。
大
安
楽
の
法
門
だ
か
ら
続
け
ら
れ

る
の
で
す
。
坐
禅
を
楽
し
ん
で
。
こ
れ
が
本
当
で
あ
り
ま
す
。
足
が
痛
い
な

ん
て
そ
ん
な
も
の
眼
前
の
も
の
、
慣
れ
ち
ゃ
え
ば
何
で
も
な
い
。
突
き
抜
け

れ
ば
、
継
続
す
れ
ば
、
そ
ん
な
も
の
は
解
決
し
ま
す
。 

 

そ
し
て
「
不
染
汚
の
修
証
な
り
」
、
何
に
も
貶け

な

さ
れ
な
い
。
普
段
の
生
活

の
中
の
い
ろ
ん
な

柵
し
が
ら
み

、
そ
ん
な
も
の
や
め
ち
ゃ
う
、
こ
の
本
堂
の
中
に
全

部
投
げ
捨
て
て
置
い
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
身
軽
に
な
る
、
全
部
そ
ん
な

も
の
や
め
ち
ゃ
う
、
何
も
考
え
な
い
、
そ
れ
で
た
だ
坐
る
、
そ
れ
だ
け
で
い

い
の
で
す
。
分
別
も
打
算
も
な
い
赤
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
ま
っ
さ
ら
な
心
、
こ

れ
が
不
染
汚
の
修
行
で
あ
り
悟
り
で
あ
り
ま
す
。
あ
れ
こ
れ
難
し
く
考
え
る

こ
と
は
な
い
。
頭
の
中
で
考
え
る
こ
と
を
止
め
ち
ゃ
っ
て
、
た
だ
坐
れ
ば
い

い
、
そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
坐
禅

ざ

ぜ

ん

は
習

禅

し
ゅ
う
ぜ
ん

に
は
あ
ら
ず
大
安
楽

だ
い
あ
ん
ら
く

の
法
門

ほ
う
も
ん

な
り
不
染
汚

ふ

ぜ

ん

な

の
修

証

し
ゅ
し
ょ
う

な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
八
月 

合
掌 

     
 

鼻
息

び

そ

く

か
す
か
に
通つ

う

ず 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

有
名
な
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
一
節
で
も
あ
り
、
ま
た
道
元
禅
師
は
他
の
坐

禅
の
心
得
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
び
そ
く

．
．
．
、

鼻
か
ら
の
呼
吸
が
微か

す

か
に
通
じ
て
い
る
。
要
す
る
に
呼
吸
を
し
て
い
る
か
、

し
て
い
な
い
か
、
分
か
ら
な
い
く
ら
い
静
か
に
坐
禅
中
は
呼
吸
を
し
な
さ
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
は
一
般
に
「
調
身
、
調
息
、
調
心
」
と
い



 10

い
ま
す
。
最
初
の
調
身
は
「
か
ら
だ
」
を
整
え
る
こ
と
、
最
後
の
調
心
は
「
こ

こ
ろ
」
を
整
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
心
を
整
え
る
な
ん
て
自
分
で
な
か
な
か
整

え
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
身
体
を
整
え
呼
吸
を
整
え
れ
ば
、
自
然
に
「
こ

こ
ろ
」
が
整
っ
て
く
る
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
坐
禅
の
足
の
組
み
方
、

手
の
置
き
方
、
背
中
の
姿
勢
、
顎
を
引
い
て
、
眼
は
閉
じ
な
い
で
半
眼
、
開

い
て
一

米
メ
ー
ト
ル 

位
前
に
目
を
落
と
す
。
こ
う
い
う
基
本
的
作
法
、
動
作
、
こ

れ
が
キ
チ
ッ
ト
ま
ず
出
来
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
足
は
半
跏
趺
坐
で
も
よ
ろ

し
い
、
組
め
な
い
方
は
椅
子
で
も
よ
ろ
し
い
。
ま
あ
そ
う
い
う
違
い
が
あ
り

ま
す
け
ど
も
、
身
体
の
基
本
的
な
作
法
を
整
え
る
。
こ
れ
が
前
提
で
あ
り
ま

す
。 

 

そ
し
て
、
い
き
な
り
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
所
に
進
ま
な
い
。
そ
の
間
に
呼

吸
を
整
え
な
さ
い
。
こ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
に
坐
禅
の
妙
技
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
に
は
「
鼻
息
か
す
か
に
通
じ
る
」
。
鼻
息
が
粗
い
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ

と
は
全
く
逆
の
状
態
。
呼
吸
を
ゆ
っ
く
り
落
ち
着
い
て
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、

出
来
る
だ
け
腹
式
呼
吸
が
好
ま
し
い
。
人
間
、
内
蔵
は
自
分
の
力
で
ど
う
す

る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
す
が
、
た
っ
た
一
つ
例
外
が
ご
ざ
い
ま
す
。
横
隔

膜
だ
け
動
か
せ
る
。
腹
式
呼
吸
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
横
隔
膜
が
動
く
。
そ

う
す
る
と
内
蔵
の
働
き
が
非
常
に
良
く
調
和
さ
れ
て
く
る
。
身
体
が
楽
に
な

り
、
ゆ
っ
た
り
す
る
、
呼
吸
も
静
か
に
な
る
。 

 

宗
門
の
昔
か
ら
の
口
伝

く

で

ん

と
い
い
ま
す
か
、
伝
統
的
に
一
分
間
で
三
回
か
ら

四
回
位
の
呼
吸
が
好
ま
し
い
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
分
に
三
回
、
四
回

の
呼
吸
と
い
い
ま
す
と
腹
式
呼
吸
以
外
し
か
な
い
。
大
き
く
鼻
か
ら
息
を
吸

っ
て
、
そ
し
て
今
度
は
ゆ
っ
く
り
吐
き
出
す
、
時
間
を
か
け
て
吐
き
出
す
。

そ
の
時
、
実
に
ゆ
っ
た
り
と
す
る
。
と
こ
と
ん
ま
で
我
慢
し
な
い
で
。
何
も

三
、
四
回
と
決
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
年
齢
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す

し
、
ま
た
内
蔵
の
働
き
の
違
い
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
五
回
で
も
六
回
で
も
差

し
支
え
は
な
い
の
で
す
が
、
腹
式
呼
吸
を
や
る
と
、
呼
吸
が
ゆ
っ
く
り
に
な

り
ま
す
。
従
っ
て
、
鼻
息
か
す
か
に
近
く
な
る
。
心
身
全
体
が
ゆ
っ
た
り
と

い
た
し
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ば
「
大
安
楽
の
法
門
」
の
一
面
で
あ
り
ま
す
。

基
本
的
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
と
か
く
熟
練
者
も

疎
お
ろ
そ

か
に
な
り
が
ち
。

 

「
鼻
息

び

そ

く

か
す
か
に
通つ

う

ず
」 

 

お
互
い
に
心
し
て
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
九
月 

合
掌 

  
 

人ひ
と

ま
さ
に
正
信

し
ょ
う
し
ん

修
行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

す
れ
ば 

 
   
  

利
鈍

り

ど

ん

を
わ
か
た
ず 

 
   
   
   

等ひ
と

し
く
得
道

と
く
ど
う

す
る
な
り 

  

『
正
法
眼
蔵
』
「
弁
道
話
」
の
中
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
普
通

の
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
大
変
あ
り
が
た
い
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。「
人

ま
さ
に
正
信
修
行
す
れ
ば
」
、
し
ょ
う
し
ん

・

・

・

・

・

、
正
し
い
信
仰
と
書
き
ま
す
。

正
し
い
信
仰
、
そ
う
い
っ
た
心
で
も
っ
て
修
行
す
れ
ば
、
す
れ
ば
と
い
う
仮
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定
の
言
葉
、
し
な
け
れ
ば
駄
目
な
ん
で
す
。
ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
正
信
修

行
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
い
う
心
を
も
っ
て

行
ぎ
ょ
う

を
行
う
。
こ
れ
が
正
信
修
行

で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
坐
禅
の
日
だ
か
ら
行
っ
て
や
ろ
う
、
こ
う
い
う
の
は

正
し
い
正
信
で
は
な
い
、
惰
性
で
あ
り
ま
す
。
も
う
今
日
で
終
わ
り
か
も
わ

か
ら
な
い
。
来
月
は
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
う
時
と
い
う
も
の

を
、
自
分
の
行
動
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
寧む

し

ろ
時
が
あ
る
ん
だ
と
、
こ
う
い

う
気
持
ち
に
な
っ
て
坐
る
。
こ
れ
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
事
実
、
来
月
は
ど

う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
今
日
で
最
後
、
今
日
こ
っ
き
り

．
．
．
．
．
．
の
坐
禅
、

こ
れ
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
常
に
そ
う
い
っ
た
気
持
ち
を
抱
い
て
坐
る
。
〝

正
信
坐
禅
〞
。
そ
う
し
ま
す
と
「
利
鈍
を
わ
か
た
ず
」
。
利
鈍
と
い
う
の
は

頭
が
良
い
悪
い
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
仏
法
と
い
う
も
の
に
縁
が
深
い
か
ど
う

か
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
も
仏
法
と
い
う
も
の

を
、
ど
ん
ど
ん
先
ま
で
次
々
体
得
出
来
る
人
、
そ
れ
と
出
来
な
い
人
が
い
ま

す
。
こ
れ
が
利
鈍
。
頭
の
善
し
悪
し
だ
と
か
、
身
体
つ
き
の
大
小
だ
と
か
、

そ
ん
な
も
の
関
係
が
な
い
の
で
す
。 

 

「
利
鈍
を
わ
か
た
ず
等
し
く
得
道
す
る
な
り
」
、
み
ん
な
同
じ
く
道
を
得

る
こ
と
が
出
来
る
。
道
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
仏
道
修
行
の
あ
り
方

を
会
得
す
る
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
道
を
成
就
す
る
。
こ
れ
が
得
道
で
あ

り
ま
す
。
道
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
十
年
二
十
年
長
く
や
っ
て
い
て
も
、
惰
性
で
あ
っ
て
は
正
信
修
行
に
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
常
に
慎
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
逆
に

三
回
、
五
回
の
坐
禅
で
あ
っ
て
も
正
し
い
正
信
修
行
と
い
う
も
の
が
一
本
通

っ
て
い
れ
ば
、
も
う
立
派
な
得
道
の
因
縁
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を

道
元
禅
師
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
〝
年
期
の
長
い
短

い
、
生
ま
れ
つ
き
の
素
養
の
長
短
、
利
鈍
〞
、
そ
ん
な
こ
と
に
坐
禅
は
関
係

な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
在
家
も
出
家
も
な
い
、
坐
禅
に
関

し
て
は
プ
ロ
も
ア
マ
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
正
信
修
行
し
て
い
る
か
、

し
て
い
な
い
か
、
そ
の
違
い
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
人ひ

と

ま
さ
に
正

信

し
ょ
う
し
ん

修

行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

す
れ
ば
利
鈍

り

ど

ん

を
わ
か
た
ず
等ひ

と

し
く
得
道

と
く
ど
う

す
る
な

り
」 

 

こ
の
よ
う
に
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
十
月 

合
掌 

 

道み
ち

を
得う

る
こ
と
は 

 
  
  
 

正ま
さ

し
く
身み

を
以も

って
得う

る
な
り 

  

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
の
第
一
の
お

弟
子
さ
ん
で
い
ら
れ
る
懐
奘
禅
師
が
質
問
を
い
た
し
ま
し
た
。
「
道
を
得え

る
、

仏
道
を
得う

る
と
い
う
た
め
に
は
、
心
を
も
っ
て
得え

る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
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身
体

か

ら

だ

で
得う

る
も
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
。
そ
れ
に
対
し
て
道
元
禅
師
の
お
示

し
で
あ
り
ま
す
。
心
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
時
そ
の
時
で
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
っ

て
し
ま
う
、
だ
か
ら
身
体

か

ら

だ

で
得え

な
く
て
は
だ
め
だ
。
こ
う
い
う
お
示
し
で
あ

り
ま
す
。 

 

確
か
に
意
志
堅
固
で
あ
れ
ば
、
身
体

か

ら

だ

は
そ
れ
に
付
い
て
来
る
と
思
い
が
ち

な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
道
元
禅
師
は
し
か
ら
ず
、
心
は
そ
の
瞬
間
瞬
間
に
起

こ
る
も
の
で
あ
り
、
身
体

か

ら

だ

の
方
は
間
違
い
な
い
、
こ
う
い
う
立
場
を
常
に
と

っ
て
戒
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
「
只
管
打
坐
」
な
の
で
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
考
え
を
止
め
よ
と
教
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
心
で
あ
れ
や

こ
れ
や
思
う
、
そ
う
い
う
考
え
を
全
て
止
め
て
、
“
た
だ
坐
る
”
。
坐
る
と

い
う
こ
と
に
徹
す
る
。
こ
れ
が
「
只
管
打
坐

．
．
．
．
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
本

物
は
な
い
ん
で
、
道
を
得
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
そ
の
坐
っ
た
当
座
の
姿
、

こ
れ
が
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
と
、
こ
う
い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。

 

「
正
し
く
身
を
以
っ
て
得
る
な
り
」
、
身
を
持
っ
て
で
な
け
れ
ば
や
れ
な

い
ん
だ
。
こ
う
い
う
強
い
宗
教
心
に
培
わ
れ
た
力
強
い
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
正
し
い
坐
禅
を
行
う
。
正
し
い
坐
禅
と
は
「
道
元
禅
師
」
が
坐

禅
の
仕
方
を
教
え
ら
れ
た
『
普
勧
坐
禅
儀
』
或
い
は
『
正
法
眼
蔵
』
坐
禅
箴
、

坐
禅
儀
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
坐
禅
の
作
法
、

心
構
え
、
そ
う
し
た
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
手
、
足
、
背
筋
、
正
し
く
こ
れ
が

保
た
れ
る
坐
禅
。
こ
れ
が
「
正
身
端
坐
」
。
心
な
ん
て
い
う
も
の
は
、
そ
こ

に
伴
っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
初
心
の
人
は
結
跏
趺
坐
が
必
ず
し

も
出
来
な
く
て
も
、
半
跏
趺
坐
で
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
慣
れ

て
き
た
な
ら
ば
、
出
来
る
だ
け
結
跏
趺
坐
の
方
が
い
い
。
身
体
が
安
定
す
る

か
ら
で
す
。
手
足
が
整
い
、
呼
吸
が
整
う
。
心
な
ん
て
い
う
も
の
は
、
そ
こ

に
伴
っ
て
来
る
の
で
す
か
ら
、
身
体
が
出
来
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
坐
禅
の

姿
勢
と
い
う
も
の
が
重
ん
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
い
う
訳
か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
道み

ち

を
得う

る
こ
と
は
正ま

さ

し
く
身み

を
以
っ
て

も

っ

て

得う

る
な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
十
一
月 

合
掌 

       

一い
っ

向こ
う

に
専

も
っぱ

ら
無
上

む
じ
ょ
う

菩
提

ぼ

だ

い

を 

 
 
   
 

求も
と

め
て
精
進

し
ょ
う
じ
ん

不
退

ふ

た

い

な
る 

 

 
 
 
 
 
   
 

こ
れ
発
菩
提
心

ほ
つ
ぼ
だ
い
し

ん

と
い
う
な
り 
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『
永
平
広
禄
』
巻
五
に
あ
り
ま
す
お
言
葉
で
す
。
「
一い

ち

向こ
う

に

専
も
っ
ぱ

ら
無
上
菩

提
を
求
め
る
」
、
た
だ
ひ
た
す
ら
こ
の
上
も
な
い
仏
の
智
恵
を
求
め
る
。
菩

提
と
い
う
こ
と
は
、
悟
り
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が
、
悟
り
と
い
い
ま

す
と
抽
象
的
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
仏
さ
ま
の
智
恵
と
い
っ
た
方
が
ま
だ

身
近
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
求
め
る
と
い
う
と
、
何
か
求
め
て

行
う
坐
禅
み
た
い
に
な
り
ま
す
が
、
坐
禅
を
す
る
時
は
坐
禅
だ
け
。
坐
禅
中

は
何
か
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
仏
法
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
や

は
り
そ
れ
な
り
の
心
構
え
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
心
構
え
の
こ
と
を

い
っ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
求
め
る
と
い
う
こ
と
。 

 

そ
の
あ
り
方
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
「
精
進
不
退
な
る
」
、
精

進
努
力
す
る
。
大
切
な
の
は
「
不
退
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
退
か
な

い
。
誰
し
も
坐
禅
を
行
う
と
い
う
初
心
の
時
は
、
よ
ー
し
や
る
ぞ

．
．
．
．
．
．
、
や
っ
て

．
．
．

や
る
ぞ

．
．
．
、
こ
う
い
う
気
概
に
燃
え
て
い
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
長
く

な
り
ま
す
と
慣
性
で
、
た
だ
何
と
な
く
坐
っ
て
い
る
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
い

が
ち
で
す
。
こ
れ
は
菩
提
心
で
は
な
い
。
常
に
初
心
に
帰
っ
て
最
初
の
時
の

フ
レ
ッ
シ
ュ
な
気
持
ち
を
思
い
起
こ
し
て
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
心
を
奮
い
立

た
せ
る
。
こ
れ
が
「
不
退
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
心
構

え
を
「
精
進
不
退
」
。
こ
れ
こ
そ
「
発
菩
提
心
と
い
う
な
り
」
。
菩
提
心
を

起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
、
道
元
禅
師
は
お
示
し
下
さ

る
。 

 

そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
経
験
の
長
い
方
は
、
そ
ん
な
も
の
は
か
な
ぐ
り
捨

て
て
、
今
始
め
て
坐
る
ん
だ
、
今
日
初
め
て
足
を
組
む
ん
だ
、
こ
う
い
う
気

持
ち
で
坐
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
、
何
時
も
そ
う
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。

こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
成
道
会
と
い
う
の
は
釈
尊
の
成
道
に
対
す
る
報

恩
の
行
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
恩
に
報
い
る
行
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、

一
層
菩
提
心
を
奮
い
立
た
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
今
日
、
今
日
だ
け
の
坐

禅
、
そ
う
い
う
気
持
ち
で
本
物
の
坐
禅
を
お
互
い
に
行
い
た
い
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

 

「
一い

っ

向こ
う

に

専
も
っ
ぱ

ら
無
上

む
じ
ょ
う

菩
提

ぼ

だ

い

を
求も

と

め
て
精

進

し
ょ
う
じ
ん

不
退

ふ

た

い

な
る
こ
れ
発
菩
提
心

ほ
つ
ぼ
だ
い
し
ん

と

い
う
な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
十
二
月
成
道
会 

合
掌 

    

発
心

は
つ
し
ん

・

修
行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

・

菩
提

ぼ

だ

い
・

涅
槃

ね

は

ん

は 

同
時

ど
う

じ

の
発
心

は
つ
し
ん

・

修
行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

・ 

菩
提

ぼ

だ

い

涅
槃

ね

は

ん

な
り 
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『
正
法
眼
蔵
』
「
発
菩
提
心
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
を
学
ぶ

徳
目
で
あ
り
ま
す
。
「
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
」
こ
れ
は
禅
宗
以
外
で

は
、
大
体
こ
の
順
序
で
進
む
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
「
発
心
」
や
る
気
を

起
こ
す
、
「
修
行
」
実
践
す
る
、
「
菩
提
」
悟
り
に
む
か
う
、
「
涅
槃
」
悟

り
に
入
る
。 

 

と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
「
同
時
の
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
で
あ
る
」

と
断
言
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
梯
子
段
を
昇
る
よ
う
に
進
む
の
で
は
な
い
。

最
初
の
発
心
の
時
に
既
に
完
成
し
て
い
る
の
だ
、
ス
タ
ー
ト
、
イ
コ
ー
ル
、

ゴ
ー
ル
な
ん
だ
、
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
従
っ
て
ス
タ
ー
ト
と
い
う
も
の
が
、

一
度
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
「
常
に
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
」

で
あ
る
。
百
千
万
発
の
発
心
を
起
こ
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
発
心
と
い
う

も
の
は
退
化
し
て
し
ま
う
、

退
し
り
ぞ

い
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
「
常
に
発
心
し
な

く
て
は
い
け
な
い
」
の
で
あ
り
ま
す
。 

仏
道
修
行
と
い
う
の
は
、
そ
の
連

続
だ
、
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
確
か
に
仏
道
修
行
で
な
く
て
も
、
例

え
ば
卑
近

ひ

き

ん

な
例
で
云
え
ば
、
禁
煙
を
す
る
、
と
心
に
決
め
て
煙
草
を
止
め
る
。

と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く
す
る
と
吸
い
た
く
て
吸
い
た
く
て
し
ょ
う
が
な
く
な

っ
て
、
ま
た
吸
い
は
じ
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
一
回
し
か
禁
煙
し
よ
う
と
い

う
決
心
を
起
こ
さ
な
い
か
ら
、
ダ
メ
な
の
で
す
。
百
千
万
発
の
決
意
を
毎
日

起
こ
し
て
い
れ
ば
、
完
全
に
禁
煙
で
も
禁
酒
で
も
出
来
る
の
で
す
。 

 

ま
し
て
や
坐
禅
は
仏
道
修
行
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
修
行
で
あ
っ
て
、
そ
の

完
成
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
都
度
、
発
心
を
起
こ
す
。
こ
れ
が
肝
要
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
が
坐
禅
の
要
で
あ
り
ま
す
。 

 

初
発
心
の
強
い
こ
と
。
そ
れ
は
何
百
回
も
坐
禅
を
し
て
、
も
う
惰
性
に
な

っ
て
い
る
人
よ
り
余
程
素
晴
ら
し
い
。
何
百
回
、
何
十
年
行
っ
て
も
「
発
心

を
伴
わ
な
い
坐
禅
は
惰
性
」
で
あ
り
ま
す
。
「
そ
の
都
度
発
心
」
。
こ
の
気

持
ち
で
坐
ら
な
く
て
は
、
坐
禅
の
坐
禅
た
る
意
味
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
発
心

は
つ
し
ん

・
修

行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

・
菩
提

ぼ

だ

い

・
涅
槃

ね

は

ん

は
同
時

ど

う

じ

の
発
心

は
つ
し
ん

・
修

行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

・
菩
提

ぼ

だ

い

・
涅
槃

ね

は

ん

な

り
」
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
二
年
十
二
月 

合
掌 

 


