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世
間

せ

け

ん

の
良
馬

り
ょ
う
め

の
鞭
影

べ
ん
よ
う

を
み
て 

行 ゆ

く
が
如 ご

と

し 

「
如 に

ょ

世 せ

間 け
ん

良
り
ょ
う

馬 め

見 け
ん

鞭
影

べ
ん
よ
う

而 に

行 こ
う

」 

 

『
正
法
眼
蔵
』
「
四
馬

し
め

」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
四
馬

し
め

」
と
は
四
つ

の
馬
で
あ
り
ま
し
て
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
は
ユ
ニ
ー
ク
な
名
前
の
巻
で

あ
り
ま
す
。
四
つ
の
馬
と
い
う
の
は
お
釈
迦
様
が
早
い
時
期
に
お
示
し
に
な

ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
阿
含
経
の
中
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

阿
含
経
と
い
う
と
阿
含
宗
な
ん
て
い
う
新
興
宗
教
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ

は
い
か
に
も
仏
教
の
原
点
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
ま
す

が
、
え
ら
い
原
理
主
義
で
あ
り
ま
す
。
原
理
主
義
の
危
険
な
こ
と
は
い
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
オ
ウ
ム
教
と
似
た
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
の
「
四
馬

し
め

」
の
巻
と
い
う
の
は
、
人
間
が
昔
か
ら
馬
を
用
い
馬
を
制
御

し
て
暮
ら
し
て
き
た
。
そ
の
馬
の
制
御
の
仕
方
を
四
種
類
に
分
け
て
説
い
て

い
ま
す
。
馬
は
人
間
の
鞭む

ち

に
よ
っ
て
動
く
。
と
こ
ろ
が
愚
か
な
馬
は
鞭
が
骨

身
に
徹
し
な
い
と
思
い
ど
お
り
に
動
か
な
い
。
や
や
利
口
な
馬
は
鞭
が
毛
に

触
れ
た
だ
け
で
何
処
に
ど
う
行
け
ば
い
い
の
か
察
知
し
て
動
く
。
最
高
に
利

口
な
馬
は
、
何
処
に
も
触
れ
な
い
鞭
の
影
を
見
た
だ
け
で
、
ハ
ハ
ー
こ
の
主

人
公
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
な
、
と
い
う
こ
と
を
察
知
し
て
正
し
い
道
を

行
く
。
鞭
の
影
で
す
か
ら
鞭
影

べ
ん
よ
う

と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
動
物
を
制
御
す

る
と
い
う
こ
と
を
、
お
釈
迦
様
が
正
し
い
説
法
を
し
、
そ
れ
を
衆
生
が
ど
う

い
う
ふ
う
に
受
止
め
て
仏
教
を
学
ぶ
か
、
と
い
う
こ
と
の
例
え
と
し
て

阿
含
経

あ
ご
ん
き
ょ
う

に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

道
元
禅
師
は
「
四
馬

し
め

」
の
巻
で
、
こ
の
言
葉
を
引
か
れ
て
大
変
深
い
拈ね

ん

堤て
い

を
下
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
正
し
い
教
え
を
説
く
人
と
か
書
物
、
そ
う

い
う
も
の
に
触
れ
て
或
い
は
出
会
っ
て
、
そ
し
て
正
し
い
教
え
を
正
し
く
聞

き
取
る
。
正
し
く
自
分
の
も
の
に
す
る
、
そ
し
て
正
し
い
実
践
を
行
う
。 

そ
う
い
う
こ
と
で
初
め
て
正
し
い
仏
法
が
身
に
つ
く
の
で
す
よ
、
と
こ
う

教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

「
四
馬

し
め

」
の
巻
は
大
変
や
さ
し
い
教
え
で
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
深
い
意

味
合
い
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
問
題
は
最
後
の
正
し
い
実
践
、
こ
れ
こ
そ
坐

禅
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
の
教
え
、
“
正
し
い
教
え
”
に

則
の
っ
と

っ
て
「
只
管

打
坐
」
の
坐
禅
を
す
る
。
す
べ
て
の
思
い
を
止や

め
て
只た

だ

坐
る
。
そ
れ
だ
け
で

あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
調
教
さ
れ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
鞭
影

べ
ん
よ
う

」

を
看
て
察
知
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
努
め
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
世
間

せ

け

ん

の
良
馬

り
ょ
う
め

の
鞭
影

べ
ん
よ
う

を
み
て
行ゆ

く
が
如ご

と

し
」 

平
成
十
四
年
一
月  

合
掌 
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身
心

し
ん
じ
ん

を
調

と
と
の

え
て 

 

も
って
仏
道

ぶ
つ
ど
う

に
入 い

る
な
り 

 

 

道
元
禅
師
の
『
学
道
用
心
集
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
『
学
道
用
心

集
』
と
い
う
書
物
は
、
道
元
禅
師
が
禅
門
の
道
に
入
る
初
心
者
の
参
学
者
の

た
め
に
道
を
修お

さ

め
る
こ
と
の
基
本
を
お
示
し
に
な
ら
れ
た
作
品
で
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
仏
道
修
行
と
い
う
も
の
の
い
ち
ば
ん
基
礎
的
な
こ
と
が
、
懇

切
に
説
か
れ
て
い
る
書
物
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
「
身
心
を
調
え
て
も
っ

て
仏
道
に
入
る
な
り
」
、
身
心

し
ん
じ
ん

は
身
体

か

ら

だ

と
心

こ
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。
身
体
と
心
を
充

分
と
と
の
え
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
初
め
て
仏
道
に
入い

る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
。

何
で
も
な
い
あ
た
り
ま
え
な
教
え
で
あ
る
よ
う
に
受
取
れ
ま
す
が
、
実
は
こ

の
前
後
に
非
常
に
重
要
な
お
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

そ
れ
は
聡
明
さ
、
生
れ
つ
き
の
頭
の
良
さ
な
ん
か
要い

ら
な
い
。
そ
れ
か
ら

学
解

が

く

げ

・
教
養
で
ご
ざ
い
ま
す
。
学
問
知
識
、
そ
ん
な
も
の
も
要い

ら
な
い
。 

そ
れ
か
ら
念
想
観
、
こ
れ
は
認
識
作
用
と
か
感
受
性
と
か
そ
う
い
う
も
の
で

あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
も
の
も
要い

ら
な
い
、
や
ら
ん
方
が
い
い
。
年
齢
、
幼

い
年
齢
で
あ
ろ
う
と
、
老
齢
で
あ
ろ
う
と
、
そ
ん
な
も
の
も
関
係
な
い
。 

  

た
だ
「
身
心
を
調
え
れ
ば
」
い
い
ん
だ
。
年
齢
と
い
え
ば

趙

州

じ
ょ
う
し
ゅ
う

和お

尚
し
ょ
う

は

六
十
歳
で
発
心

ほ
っ
し
ん

し
、
中
国
各
地
を
行
脚
修
行
し
て
八
十
歳
ま
で
二
十
年
間
苦

労
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
一
ケ
寺
の
住
職
と
し
て
四
十
年
間
、
百
二
十
歳
ま
で

活
躍
さ
れ
た
。
鄭
娘

て
い
じ
ょ

と
い
う
十
三
歳
の
娘
さ
ん
は
、
十
三
に
し
て
既す

で

に
悟
り

を
ひ
ら
い
た
。
す
る
と
年
齢
な
ん
か
問
題
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
う

い
う
ふ
う
に
私
共
が
常
識
的
に
優
れ
て
い
る
と
か
、
劣
っ
て
い
る
と
か
は
仏

道
修
行
の
基
本
に
は
関
係
が
な
い
。
い
ち
ば
ん
重
大
な
こ
と
こ
そ
「
身
心
を

調
え
る
こ
と
」
な
ん
だ
よ
。
こ
う
い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
身
体
と
心
を

十
二
分
に
と
と
の
え
る
、
そ
れ
が
「
正
し
い
仏
道
を
正
し
く
身
に
付
け
る
い

ち
ば
ん
の
基
本
だ
」
、
こ
う
い
う
訳
で
あ
り
ま
す
。 

さ
て
そ
れ
で
は
、
そ
の
と
と
の
え
方
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
人
各
自
に
よ
っ
て
微
差
は
ご
ざ
い
ま
す
。
各
人
の
方
向

に
よ
り
、
各
人
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
「
身
心
を
調
え
る
」
「
真ま

っ

直す
ぐ

な
心
で
道
を

求
め
る
」
、
そ
れ
に
尽
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

「
身
心

し
ん
じ
ん

を
調

と
と
の

え
て
も
っ
て
仏
道

ぶ
つ
ど
う

に
入い

る
な
り
」 

平
成
十
四
年
二
月  

合
掌 
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彼
岸

ひ

が

ん

に
修
行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

あ
る
が
ゆ
え
に 

 

修
行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

す
れ
ば
彼
岸

ひ

が

ん

到 と
お

な
り 

 
 『

正
法
眼
蔵
』
「
仏
教
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
に
お
彼

岸
の
お
示
し
が
ご
ざ
い
ま
す
。
時
あ
た
か
も
春
の
お
彼
岸
の
最
終
日
で
あ
り

ま
す
。
お
彼
岸
と
い
う
行
事
は
日
本
独
特
の
行
事
で
あ
り
ま
し
て
イ
ン
ド
に

も
中
国
に
も
朝
鮮
に
も
東
南
ア
ジ
ア
に
も
な
い
。
日
本
だ
け
聖
徳
太
子
の
こ

ろ
か
ら
行
な
わ
れ
た
と
い
わ
れ
お
り
ま
す
。
ま
あ
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
で

は
八
斎
戒
と
い
っ
て
毎
月
、
何
日
間
か
沐
浴
斎
戒
し
て
仏
教
的
な
日
を
送
る

と
い
う
、
一
般
在
家
信
者
の
人
が
挙こ

ぞ

っ
て
寺
へ
集
ま
っ
て
行
な
う
行
事
が
現

在
で
も
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
日
本
で
は
そ
う
い
っ
た
習
慣
が
な
い
。
従

っ
て
、
せ
め
て
お
彼
岸
ぐ
ら
い
仏
教
の
空
気
に
会
う
と
い
う
こ
と
が
必
要
で

あ
り
ま
す
。
お
彼
岸
の
行
事
は
日
本
だ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
「
彼
岸
」
と
い

う
言
葉
は
非
常
に
古
く
お
釈
迦
様
の
言
葉
と
さ
れ
、
原
始
仏
教
時
代
か
ら
ご

ざ
い
ま
す
。
「
此
岸

し

が

ん

」
と
「
彼
岸

ひ

が

ん

」
、
“
こ
ち
ら
側
の
岸
”
と
“
向
こ
う
側
の

岸
”
、
意
味
は
申
す
ま
で
も
な
く
“
迷
い
の
世
界
”
と
“
悟
り
の
世
界
” 

と

い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
「
彼
岸
に
修
行
あ
る
が
故
に

修
行
す
れ
ば
彼
岸
到
な
り
」“
悟
り
の
世
界
だ
”
“
迷
い
の
世
界
だ
” 

と
い
っ

た
っ
て
そ
れ
は
所
詮
心
の
中
の
世
界
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
現
実
に
あ
る
物
と

し
て
現
れ
て
い
る
。
法
華
経
の
言
葉
で
言
え
ば
、
諸
法

し
ょ
ほ
う

実
相

じ
っ
そ
う

と
い
う
そ
う
い

う
姿
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
迷
い
の
世
界
で
あ
り
悟
り
の
世
界
で
あ

る
。
だ
か
ら
日
常
生
活
の
中
に
そ
れ
は
あ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
決
し
て
修
行

を
し
て
彼
岸
に
至
る
の
で
は
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
修
行
の
力
に
よ
っ
て
悟

り
の
世
界
に
至
る
ん
で
は
な
い
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
「
只
管
打
坐
」
す
る
と

こ
ろ
に
も
う
彼
岸
が
備
わ
っ
て
い
る
ん
だ
、
こ
れ
が
「
道
元
禅
師
の
お
彼
岸

に
対
す
る
お
示
し
」
で
あ
り
ま
す
。 

我
々
が
今
こ
こ
に
“
し
っ
か
り
と
坐
る
”
。
そ
れ
こ
そ
“
彼
岸
の
世
界
”

で
あ
る
、
“
彼
岸
の
こ
こ
ろ
”
で
あ
る
。
こ
れ
が
道
元
禅
師
の
お
示
し
で
あ

り
ま
す
。
で
あ
り
ま
す
か
ら
普
段
の
右
往
左
往
し
て
い
る
迷
い
の
世
界
、
こ

れ
を
止や

め
て
し
ま
っ
て
「
只
坐
る
」
。
そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
頭
の
中
に

雑
念
妄
想
が
浮
か
ん
で
き
て
も
取
り
合
わ
な
い
。
「
只
坐
る
こ
と
に
専
念
す

る
」
そ
れ
だ
け
で
い
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
「
大
宇
宙
と
ぶ
っ
繋つ

な

ぎ
に
な
っ
て
い
る
自
分
の

命
い
の
ち

」
「
躍
動
し
て
い
る

命
い
の
ち

」
「
生
か
さ
れ
て
い

る
命

い
の
ち

」
、
こ
れ
が
あ
ら
わ
あ
ら
わ
に
な
り
ま
す
。
そ
の
自
覚
が
観
念
的
な
自

覚
で
な
く
“
身
体
で
ズ
シ
ー
ン
と
自
覚
す
る
こ
と
”
が
紛ま

ぎ

れ
も
な
い
彼
岸
の

世
界
で
あ
り
ま
す
。
さ
あ
、
彼
岸
の
世
界
を
現
出
し
ま
し
ょ
う
。                                          

「
彼
岸

ひ

が

ん

に
修

行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

あ
る
が
ゆ
え
に
修

行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

す
れ
ば
彼
岸

ひ

が

ん

到と
お

な
り
」  

平
成
十
四
年
三
月  

合
掌 
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無
所
得

む
し
ょ
と
く

無
所

む

し

ょ

悟 ご

に
し
て 

端
坐

た

ん

ざ

し
て
時 と

き

を
移 う

つ

さ
ば 

即
す
な
わ

ち
祖
道

そ

ど

う

な
る
べ
し 

 

 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
無
所
得
・
無
所
悟
」

道
元
禅
師
が
常
に
お
っ
し
ゃ
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
、

悟
り
な
ん
て
い
う
も
の
を
求
め
な
い
。
そ
し
て
只
坐
る
、
只
坐
っ
て
時
を
移

す
。
こ
れ
が
仏
祖
道
で
あ
る
。
禅
門
の
伝
統
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま

す
。
坐
禅
を
新
た
に
始
め
る
人
、
或
い
は
何
年
か
や
っ
て
い
る
方
で
も
、
何

か
を
求
め
て
い
る
、
何
か
を
求
め
て
坐
る
、
こ
う
い
う
人
が
案
外
多
い
い
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
じ
ゃ
駄
目
だ
！
と
い
う
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

む
か
し
澤
木
興
道
老
師
は
そ
っ
ち
こ
っ
ち
の
道
場
で
、
或
は
坐
禅
の
会
で

引
張
り
だ
こ
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
あ
る
会
場
の
会
場
主
か
ら
、
老
師
今

日
は
素
人
ば
か
り
初
心
者
ば
っ
か
り
で
す
か
ら
、
坐
禅
を
す
る
と
い
い
功
徳

が
あ
る
ん
だ
、
と
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
、
と
前
も
っ
て

お
願
い
し
た
。
そ
う
し
た
ら
澤
木
老
師
、
何
と
言
わ
れ
た
か
。
「
何
に
も
な

ら
ん
も
の
は
何
に
も
な
ら
ん
の
だ
」
、
こ
う
突
っ
ぱ
ね
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
辺
に
や
は
り
曹
洞
宗
の
坐
禅
は
「
無
所
得
・
無
所
悟
」
と
い
う
こ
と
が

貫
か
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
求
め
る
心
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
、
そ
う
い
う

心
こ
そ
止
め
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
。
全
部
こ
の
道
場
に
置
い
て
い
っ
ち

ゃ
い
な
さ
い
、
そ
し
て
無む

に
な
り
な
さ
い
。
そ
の
時
“
天
地
宇
宙
と
ブ
ッ
続

き
に
な
る
”
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
れ
が
道
元
禅
師
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
そ
ん
な
ら
ば
坐
禅
は
な
ぜ
や
る
の
か
。
坐
禅
を
す
る
の
が
目
的
な
ん

で
す
。
「
無
所
得
・
無
所
悟
」
の
坐
禅
を
す
る
こ
と
じ
た
い
が
目
的
で
あ
る
。

“
い
ま
坐
っ
て
い
る
瞬
間
瞬
間
が
目
的
で
あ
る
”
。
た
と
え
ば
、
子
供
が
無

心
に
遊
ん
で
い
る
。
小
さ
い
子
供
ほ
ど
何
の
た
め
に
遊
ん
で
い
る
の
か
毛
頭

考
え
て
い
な
い
。
遊
ぶ
こ
と
じ
た
い
が
目
的
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
大
人
は
色

ん
な
こ
と
を
頭
の
中
に
思
い
浮
か
べ
る
。
だ
か
ら
始
末
が
悪
い
、
自
分
で
自

分
を
苦
し
め
ち
ゃ
う
。
そ
れ
を
全
部
止
め
る
、
止
め
な
さ
い
。
こ
う
い
う
教

え
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
根
本
的
な
基
本
が
「
坐
禅
」
、
こ
う
い
う
訳
で
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
頭
を
カ
ラ
ッ
ポ
に
し
て
坐
る
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
浮
か

ん
で
く
る
、
取
り
合
わ
な
い
、
切
る
。
そ
の
連
続
で
い
い
ん
で
す
。 

そ
し
て
ズ
シ
ン
と
坐
る
。
こ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
一
月
い
っ
ぺ
ん
真
剣

勝
負
、
“
命
が
け
の
坐
禅
”
、
そ
れ
の
積
み
重
ね
だ
け
で
あ
り
ま
す
。 

「
無
所
得

む
し
ょ
と
く

無
所

む

し

ょ

悟ご

に
し
て
端
坐

た

ん

ざ

し
て
時と

き

を
移う

つ

さ
ば 

即
す
な
わ

ち
祖
道

そ

ど

う

な
る
べ
し
」 

平
成
十
四
年
四
月  

合
掌  
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坐
禅

ざ

ぜ

ん

の
と
き
心

こ
こ
ろ

を
左

ひ
だ
り

の 

掌
た
な
ご
ご
ろ

の
上 う

え

に
安 お

く
は
乃

す
な
わ

ち 

仏
祖

ぶ

っ

そ

正
伝

し
ょ
う
で
ん

の
法 ほ

う

な
り 

  

道
元
禅
師
が
中
国
へ
お
い
で
に
な
り
、
如
浄

に
ょ
じ
ょ
う

禅
師

ぜ

ん

じ

か
ら
指
導
を
受
け
て

大
法

だ
い
ほ
う

相
続

そ
う
ぞ
く

を
許
さ
れ
た
後
、
足
掛
け
三
年
に
渡
っ
て
ご
修
行
を
な
さ
い
ま
す
。

そ
の
宝
慶
年
間
に
如
淨
さ
ま
の
教
え
の
、
重
大
な
こ
と
だ
け
を
メ
モ
し
て
い

た
。
そ
れ
を
『
宝
慶
記

ほ
う
き
ょ
う
き

』
と
名
づ
け
て
お
り
ま
す
。
宝
慶
と
い
う
年
号
を
と

っ
た
、
そ
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
後
に
道
元
禅
師
の
第
一
の
お
弟
子
さ
ん

懐
奘

え
じ
ょ
う

禅
師

ぜ

ん

じ

が
こ
れ
を
写
さ
れ
た
も
の
が
、
同
じ
名
前
の
越
前
大
野
の
宝
慶
寺

に
伝
わ
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
宝
慶
寺
か
ら
流
失
し
ま
し
て
三
河
豊
橋
の

全
久
院

ぜ
ん
き
ゅ
う
い
ん

に
現
在
は
秘
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
こ
の
「
宝
慶
記
」
は

如
浄
禅
師
の
教
え
を
道
元
禅
師
が
書
き
残
し
て
お
か
れ
た
も
の
で
す
。 

そ
の
中
に
坐
禅
の
用
心
と
し
て
、
「
心
を
左
の

掌
た
な
ご
ご
ろ

の
上
に
安お

き
な
さ

い
」
“
こ
れ
は
仏
祖
正
伝
の
法
で
あ
る
”
、
お
釈
迦
様
か
ら
ズ
ッ
ト
伝
え
ら
れ

て
き
た
正
し
い
教
え
、
正
し
い
坐
禅
の
法
な
ん
だ
。
こ
う
い
う
意
味
の
お
言

葉
で
あ
り
ま
す
。 

左
の

掌
た
な
ご
ご
ろ

と
い
い
ま
す
と
、
法
界
定
印
を
結
ん
だ
時
に
右
の

掌
た
な
ご
ご
ろ

が
下

で
あ
っ
て
左
の

掌
た
な
ご
ご
ろ

を
そ
の
上
に
添
え
て
、
そ
し
て
親
指
と
親
指
を
合
わ

せ
て
楕
円
形
を
つ
く
る
。
そ
の
左
の

掌
た
な
ご
ご
ろ

の
上
に
心
を
置
き
な
さ
い
。
こ

う
い
う
教
え
で
あ
り
ま
す
。

形
か
た
ち

の
い
い
法
界
定
印
で
な
い
と
心
が
落
ち
て

し
ま
う
、
心
が
安
定
し
な
い
、
で
す
か
ら
法
界
定
印
は
正
し
い

形
か
た
ち

、
正
し

い
手
の
組
み
合
わ
せ
で
な
い
と
い
け
な
い
。
確
か
に
ど
ん
な
人
で
も
法
界
定

印
が
乱
れ
て
い
る
と
、
そ
れ
は
坐
禅
が
キ
チ
ッ
ト
行
な
わ
れ
て
い
な
い
ん
で

す
。
こ
れ
は
間
違
い
な
く
言
え
る
。 

例
え
ば
眠
く
な
っ
た
時
、
或
い
は
神
経
が
高
ぶ
っ
て
い
る
時
、
心
が
散
乱

し
て
雑
念
の

虜
と
り
こ

に
な
っ
て
い
る
時
、
法
界
定
印
は
完
全
に
乱
れ
て
い
ま
す
、

覿
面

て
き
め
ん

で
す
。
で
す
か
ら
法
界
定
印
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
く
心
が

置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
頭
の
中
が
カ
ラ
ッ
ポ

．
．
．
．
．
．
．
．
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
正
し
仏
祖
、
お
釈
迦
様
以
来
の
伝
統
な
ん
だ
。

全
ま
っ
た

く
そ
の
通
り
で

あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
教
え
を
忠
実
に
守
っ
て

掌
た
な
ご
ご
ろ 

の
上
に
チ
ャ

ン
と
置
い
て
、
そ
こ
か
ら
心
が
転こ

ろ

が
り
だ
さ
な
い
よ
う
に
、
逃
げ
出
さ
な
い

よ
う
に
、
そ
う
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
“
頭
を
カ
ラ
ッ
ポ
に
す
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
”
。 

こ
れ
が
坐
禅
の
伝
統
で
あ
り
ま
す
。 

「
坐
禅

ざ

ぜ

ん

の
と
き
心

こ
こ
ろ

を

左
ひ
だ
り

の

掌
た
な
ご
ご
ろ

の
上う

え

に
安お

く
は 

乃
す
な
わ

ち
仏
祖

ぶ

っ

そ

正

伝

し
ょ
う
で
ん

の
法ほ

う

な
り
」 

平
成
十
四
年
五
月  

合
掌  
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暦
日

れ
き
じ
つ

は
短
促

た
ん
そ
く

な
り
と
雖

い
え
ど

も 

学
道

が
く
ど
う

は
幽
遠

ゆ
う
お
ん

な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』
「
身
心
学
道
」
の
巻
の
有
名
な
一
節
で
あ
り
ま
す
。
幹
事

さ
ん
の
絶
大
な
お
骨
折
り
に
よ
り
ま
し
て
、
本
年
度
の
一
泊
参
禅
会
が
開
始

さ
れ
ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

「
歴
日

れ
き
じ
つ

は
短
促

た
ん
そ
く

な
り
と
い
え
ど
も
」
、
暦

こ
よ
み

が
繰く

ら
れ
る
日ひ

、
一
日
一
日
は

誠
に
短
い
、
飛
ぶ
よ
う
に
進
ん
で
参
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
「
学
道
は
幽
遠

ゆ
う
お
ん

な

り
」
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
遥は

る

か
な
る
道
で
あ
り
ま
す
。 

幽ゆ
う

の
字
は
奥
深
く
か
す
か
に
、
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
ね
。
奥
深
く
か
す

か
に
見
え
る
ほ
ど
遠
い
、
こ
れ
が
学
道
と
い
う
も
の
、
安
直
の
も
の
で
は
な

い
、
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
随
所
に

お
い
て
時
間
が
飛
ぶ
よ
う
に
速
い
の
が
嘆な

げ

か
わ
し
い
、
そ
れ
に
引
き
換
え
て

自
分
の
身
は
何
と
短
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
嘆
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

事
実
満
五
十
三
歳
で
ご
遷
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
十
三
歳
を
越
え
て
い
る
人

は
今
日
ザ
ラ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
方
も
私
も
五
十
三
歳
を
超
え
て
い
る
人

は
沢
山
お
る
、
と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
何
よ
り
も
時
の
経
つ
の
を
惜
し
ま
れ

て
弁
道
修
行
に
励
ま
れ
た
。
人
を
導
く
立
場
に
置
か
れ
な
が
ら
自
ら
の
修
行

を
一
番
大
切
に
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
方
は
日
本
で
全
く
稀
で
ご
ざ
い
ま
す
。  

し
か
し
な
が
ら
五
十
三
歳
と
い
う
若
さ
で
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
働
き
盛
り
で

ご
遷
化
さ
れ
た
の
で
す
が
、
道
元
禅
師
は
永
久
に
生
き
て
お
ら
れ
る
。
私
共

の
よ
う
な
人
間
の
中
に
さ
え
生
き
て
お
ら
れ
る
、
皆
様
方
の
心
の
中
に
も
生

き
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
生
き
つ
づ
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。 

そ
れ
だ
け
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
体
何
に
よ
っ
て
齎

も
た
ら

さ
れ
た
の
か
、

修
行
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
仏
教
は
所
謂

い
わ
ゆ
る

貴
族
仏
教
、
公
家

く

げ

仏
教
そ
う
い
う

も
の
が
だ
い
た
い
平
安
時
代
ま
で
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
自
分

自
身
の
宗
教
、
己
れ
の
宗
教
、
こ
れ
を
打
出
し
た
の
が
道
元
禅
師
で
あ
り
、

或
い
は
親
鸞
上
人
と
い
う
鎌
倉
新
仏
教
の
お
祖
師
方
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

公
家
仏
教
は
何
時
か
廃す

た

れ
て
し
ま
う
。
個
人
個
人
の
仏
教
が
後
々
ま
で
伝
え

ら
れ
て
行
く
。
わ
れ
わ
れ
は
奇く

し
く
も
道
元
禅
師
の
修
行
の
仏
教
、
こ
れ
を

い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
少
し
で
も
そ
れ
に
習
っ
て
。 

皆
様
方
！
坐
れ
る
と
い
う
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
ん
で
す
。
一
昨
年
、

一
生
懸
命
坐
ら
れ
た
森
岡
さ
ん
は
も
う
い
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
だ
け
を
考
え

て
も
私
共
は
何
と
有
り
難
い
こ
と
で
し
ょ
う
。 

他
言
は
無
用
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
泊
坐
禅
中
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
坐
り
を

い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

「
暦
日

れ
き
じ
つ

は
短
促

た
ん
そ
く

な
り
と
雖

い
え
ど

も
学
道

が
く
ど
う

は
幽
遠

ゆ
う
お
ん

な
り
」 

平
成
十
四
年
六
月
一
泊
参
禅
会  

合
掌 
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た
だ
ま
さ
に
時
節

じ

せ

つ

と
と
も
に 

発
菩
提
心

ほ
つ
ぼ
だ
い
し
ん

す
る
な
り 

  

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

道
を
求
め
る
切
な
る
心
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
方
は
道
を
求
め
る
心
が
あ
る
か

ら
こ
そ
坐
禅
を
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
切
な
る
心
を
起
こ

し
た
時
と
現
在
と
同
じ
か
ど
う
か
、
人
間
の
心
は
常
に
有
為
転
々
変
わ
っ
て

お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
発
菩
提
心
と
い
う
心
は
常
に
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

道
元
禅
師
は
菩
提
心
と
い
う
も
の
は
“
百
千
万
発
”
起
こ
し
な
さ
い
、
常

に
起
こ
さ
な
く
て
は
退
い
て
し
ま
う
。
こ
う
い
っ
て
常
に
戒
め
ら
れ
て
お
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
何
に
よ
っ
て
菩
提
心
を
起
こ
す
か
、
そ
れ
は
「
た
だ
正

に
時
節
と
と
も
に
」
起
こ
し
な
さ
い
、
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
時
節

因
縁
で
あ
り
ま
す
。
小
鳥
で
も
虫
で
も
自
分
で
常
に
餌
を
探
し
て
必
死
で
生

き
て
い
る
。
草
む
ら
の
中
で
も
花
は
一
生
懸
命
咲
こ
う
と
し
て
い
る
。
山
の

中
で
も
素
晴
ら
し
い
花
が
咲
く
。
ひ
っ
そ
り
と
可
憐
に
け
な
げ
に
。
そ
ん
な

こ
と
は
人
間
の
情
緒
で
云
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
花
は
必
死
に
咲
い
て
い

る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
見
聞
し
て
、
自
分
に
照
ら
し
て
常
に
道
心
を

起
こ
し
な
さ
い
。
こ
れ
が
「
時
節
因
縁
」
で
あ
り
ま
す
。  

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
時
、
道
心
を
起
こ
す
。
皆
様
方
が
朝
早
く
お
家
を
出
て

こ
こ
へ
駆
け
つ
け
ら
れ
る
の
も
ご
家
族
の
協
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
、
そ
れ
に

一
体
応こ

た

え
て
お
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
「
時
節
因
縁
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
自

覚
す
る
と
、
我
々
も
必
死
に
坐
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。 

「
た
だ
ま
さ
に
時
節

じ

せ

つ

と
と
も
に
発
菩
提
心

ほ
つ
ぼ
だ
い
し
ん

す
る
な
り
」
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
四
年
六
月  

合
掌 
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坐 ざ

は
即

す
な
わ

ち
不
為

ふ

い

な
り 

  

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
坐
は
坐
禅
の
坐
、
不ふ

為い

は
為な

ら
ず
、
と
書
き
ま
す
。
も
う
こ
の
一
言
で
坐
禅
は
“
た
め
坐
禅
”
で
は

な
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
示
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
不
為
だ
、
何．

の
た
め

．
．
．
、
か
ん
の
た
め

．
．
．
．
．
、
そ
う
い
う
の
は
坐
禅
で
な
い
。
心
を
落
ち
て
つ
か

せ
る
た
め
で
あ
る
と
か
、
や
れ
根
気
を
養
う
た
め
で
あ
る
と
か
、
何
か
も
っ

と
も
ら
し
い
こ
と
を
云
っ
て
、
そ
の
た
め
に
坐
る
な
ど
大
間
違
い
だ
と
云
う

ん
で
す
。
外
国
人
に
対
し
て
為た

め

で
は
な
い
と
云
い
ま
す
と
、
外
国
人
は
人
間

の
行
い
は
み
ん
な
目
的
が
あ
る
ん
だ
、
目
的
が
あ
っ
て
行
な
う
の
が
人
間
の

行
動
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
の
目
的
も
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
い
、
こ
う
い

う
理
屈
を
云
う
の
で
す
。 

私
は
何
時

い

つ

ぞ
や
、
そ
う
か
、
わ
か
っ
た
！
そ
う
な
ら
ば
目
的
が
な
い
と
い

う
目
的
な
ん
だ
！
そ
う
し
た
ら
黙
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
全
く
そ
の
通
り
で

あ
り
ま
し
て
目
的
が
無
い
の
が
目
的
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
坐
禅
は
、
ど
う

し
た
い
、
こ
う
あ
り
た
い
、
こ
ん
な
ふ
う
に
な
り
た
い
、
そ
う
い
う
欲
望
や

願
望
み
た
い
な
も
の
を
全
部
止や

め
て
し
ま
う
。
止
め
て
こ
の
本
堂
の
中
に
置

い
て
い
く
、
そ
の
た
め
に
坐
る
の
で
す
。
そ
れ
が
目
的
と
い
え
ば
目
的
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
つ
ま
ら
ん
は
か
ら
い
を
投
げ
出
し
ち
ゃ
う
と
こ
ろ

で
す
。
そ
し
て
作
法
の
ま
ま
に
坐
る
。
足
を
組
み
、
手
を
安
置
し
、
背
筋
を

ピ
シ
ッ
と
伸
ば
し
、
顎あ

ご

を
引
き
、
目
は
半
眼
開
き
、
こ
う
い
う
作
法
通
り
に

行
な
っ
て
何
も
考
え
な
い
。
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
、
取
り
合
わ
な
い
、
そ

れ
で
い
い
、
只た

だ

坐
る
天
地
自
然
の
波
長
と
一
つ
に
な
る
、
全
世
界
の
生
命
と

一
体
に
な
る
、
そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
道
元
禅
師
、
中
国
へ
渡
ら

れ
四
年
間
の
ご
修
行
で
得
た
「
最
大
最
高
の
仏
法
で
あ
る
」
。
そ
れ
を
教
え

示
さ
れ
て
、
七
百
数
十
年
そ
の
坐
禅
を
全
国
何
十
万
人
の
人
が
行
な
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
事
実
で
こ
の
坐
禅
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う
も
の
が
余
す
こ
と

な
く
現
れ
て
お
り
ま
す
。 

『
随
聞
記
』
の
「
坐
は
即
ち
不
為
な
り
」
、
こ
の
お
言
葉
に
続
い
て
禅
師
は

「
こ
の
他
に
別
に
仏
法
は
求
め
る
べ
き
も
の
な
し
」
、
こ
う
云
わ
れ
て
い
る
。

“
こ
の
他
に
仏
法
、
と
い
う
も
の
は
別
に
求
め
る
べ
き
も
の
”
何
に
も
な
い

無
い
ん
だ
！
不
為
の
坐
禅
を
行
な
え
ば
い
い
ん
だ
。
古
参
の
人
も
新
し
い
人

も
同
じ
様
に
「
不
為
の
坐
禅
」
を
行
な
う
、
こ
れ
が
我
々
の
坐
禅
で
あ
り
ま

す
。 

 

「
坐ざ

は
即

す
な
わ

ち
不
為

ふ

い

な
り
」 

平
成
十
四
年
七
月  

合
掌 
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若 も

し
坐
禅

ざ

ぜ

ん

を
学 ま

な

ば
ば 

す
な
わ
ち
坐
仏

ざ

ぶ

つ

な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』
「
坐
禅
箴
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
巻
は
、
坐
禅

の
方
法
で
は
な
く
、
坐
禅
の
意
義
、
坐
禅
の
心
を
示
さ
れ
た
一
巻
で
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
こ
の
一
巻
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
元
禅

師
の
教
え
ら
れ
た
坐
禅
の
根
本
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
り
、

ど
ん
な
理
念
に
裏
づ
け
さ
れ
て
い
る
か
が
理
解
で
き
る
、
と
こ
う
い
う
訳
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
何
時
も
申
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
悟
る
こ
と
を
目
的

と
し
な
い
、
反
対
に
悟
り
か
ら
の
仏
行
で
あ
り
実
践
で
あ
り
ま
す
。
悟
り
の

上
か
ら
の
行
と
い
っ
て
も
、
悟
り
も
ヘ
チ
マ
も
何
の
臭
み
も
残
さ
な
い
、
そ

れ
こ
そ
素
晴
ら
し
い
本
来
的
な
自
己
の
輝
き
が
、
現
れ
出
た
姿
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
禅
師
は
、
こ
う
し
た
坐
禅
の
こ
と
を
「
坐
仏
」
と
い
わ
れ
る

の
で
あ
り
、
坐
禅
を
す
る
な
ら
ば
「
坐
仏
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
申
し
ま
す
と
、
よ
く
初
心
の
人
は
、
た
だ
足
が
痛
い
だ

け
で
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
い
ま
す
。
確
か
に
、
痛
い
の
を
必
死

に
こ
ら
え
て
い
る
の
は
苦
し
く
、
頭
の
中
は
正
常
で
な
く
な
り
、
い
ろ
い
ろ

な
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
の
考
え
も
い
い
考
え
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、

沈
ん
だ
イ
ヤ
な
思
い
ば
か
り
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
「
坐

仏
」
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。 

 

ま
ず
、
足
の
痛
さ
は
皆
同
じ
で
す
。
私
も
痛
い
。
み
ん
な
痛
い
。
し
か
し
、

こ
れ
は
慣
れ
と
訓
練
に
よ
っ
て
必
ず
克
服
で
き
ま
す
。
い
や
、
で
き
る
の
だ

と
い
う
絶
対
的
な
自
信
を
持
つ
こ
と
の
ほ
う
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
、

い
ま
一
つ
。
た
か
が
三
十
分
か
一
時
間
な
ん
だ
、
も
う
ど
う
に
で
も
な
る
よ

う
に
な
れ
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
時
間
で
な
ん
だ
、
と
い
う
勇
猛
な
心
と
い
う
か
、

あ
る
種
の
開
き
直
り
が
肝
要
。
す
る
と
、
い
つ
か
一
条
の
綱
の
よ
う
に
坐
り

切
れ
ま
す
。
こ
う
な
っ
た
ら
シ
メ
た
も
の
、
次
の
一
炷
は
や
や
楽
に
坐
れ
、

や
が
て
一
炷
ご
と
に
楽
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
足
の
痛
さ
を

克
服
で
き
て
も
、
難
題
は
ア
タ
マ
。
ベ
テ
ラ
ン
の
人
で
も
、
頭
の
中
で
妄
想

を
こ
ら
し
て
い
て
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
な
に
も
な
ら
ん
の
が
「
只
管
打
坐
」

だ
、
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
と
は
内
容
が
ち
が
う
。
「
さ
と
り
」
を
求
め
ず
何

も
考
え
ず
、
た
だ
淡
々
と
坐
る
と
こ
ろ
に
本
来
の
自
己
、
本
来
の
己
れ
が
丸

出
し
に
な
る
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
坐
仏
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
禅
師

は
、
「
坐
仏
」
こ
そ
代
々
の
仏
祖
た
ち
が
教
え
伝
え
た
正
し
い
仏
法
で
あ
り
、

世
に
仏
法
が
あ
る
と
こ
ろ
、
必
ず
「
坐
仏
」
が
あ
る
、
そ
の
「
坐
仏
」
に
よ

っ
て
仏
祖
が
あ
る
の
だ
、
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
仏
法
を
学
ぶ
こ

と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
「
坐
仏
」
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
「
坐
仏
」
に
よ
っ

て
私
た
ち
の
身
体
を
媒
介
と
し
て
「
仏
祖
」
が
現
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
若も

し
坐
禅

ざ

ぜ

ん

を
学ま

な

ば
ば
す
な
わ
ち
坐
仏

ざ

ぶ

つ

な
り
」 

平
成
十
四
年
八
月 

合
掌 
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学
道

が
く
ど
う

に
は
思
慮

し

り

ょ

分
別

ふ
ん
べ
つ

等 な
ど

の 

こ
と
を
用 も

ち

い
べ
か
ら
ず 

  

『
学
道
用
心
集
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
物
は
、
道
元
禅

師
が
仏
道
を
学
ぼ
う
と
す
る
僧
俗
の
た
め
に
、
禅
師
が
ま
だ
京
都
に
お
ら
れ

た
こ
ろ
、
時
に
応
じ
て
示
さ
れ
た
用
心
の
お
示
し
を
、
後
に
ま
と
め
て
一
書

と
し
た
も
の
、
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
だ
い
た
い
、
禅
師
の
仏
法
の
中
核

は
坐
禅
！
坐
禅
を
お
い
て
仏
法
は
な
い
、
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
禅
師
は

坐
禅
を
強
調
す
る
、
坐
禅
の
功
徳
を
常
に
す
す
め
て
い
る
の
は
ご
承
知
の
と

お
り
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
仏
道
を
学
ぶ
用
心
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
坐
禅
の
用
心
で
あ
る
、
坐
禅
の
学
び
方
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

坐
禅
を
し
て
、
行
じ
て
仏
道
を
学
び
、
仏
道
に
生
き
よ
う
と
す
る
者
が
、
正

し
い
指
導
者
に
よ
っ
て
、
正
し
い
仏
法
を
学
び
と
っ
て
、
正
し
い
行
を
お
こ

な
う
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
教
え
示
さ
れ
た
の
が
、

こ
の
『
学
道
用
心
集
』
一
巻
で
あ
り
ま
す
。
あ
く
ま
で
坐
禅
が
根
幹
！ 

そ
う
し
ま
す
と
、
「
学
道
の
と
き
は
思
慮
分
別
を
す
る
な
」
と
い
う
の
は
、

坐
禅
中
の
用
心
が
骨
子
と
な
っ
て
い
る
、
坐
禅
中
に
あ
れ
や
こ
れ
や
と
頭
の

は
た
ら
き
を
こ
ら
す
の
を
や
め
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ふ
だ
ん
私

た
ち
は
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
必
要
な
場

合
も
多
い
代
わ
り
に
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
が
多
い
。
考
え
な
い
と
ボ
ケ
る

か
ら
と
、
懸
命
に
パ
ズ
ル
や
碁
・
将
棋
を
や
っ
て
い
る
人
も
多
い
と
か
。
そ

れ
は
そ
れ
で
悪
く
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
私
た
ち
は
か
ん
じ
ん
な
モ
ノ
を
見

ず
、
本
モ
ノ
の
声
を
聞
か
ず
に
、
我
見
や
欲
望
と
関
係
し
た
思
い
に
ふ
り
廻

さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

仏
法
の
世
界
で
は
、
そ
れ
で
は
救
わ
れ
な
い
。
安
ら
か
な
心
は
え
ら
れ
な

い
。
本
当
の
安
心

あ
ん
じ
ん

は
、
真
実
な
世
界
に
波
長
を
合
わ
せ
る
よ
う
、
そ
の
た
め

に
頭
で
あ
れ
こ
れ
考
え
る
の
を
や
め
て
、
正
身
端
坐
に
徹
し
ょ
う
と
い
う
の

で
す
。
坐
禅
中
、
妄
想
が
浮
か
ん
で
き
た
ら
、
合
掌
し
て
足
を
組
み
替
え
て

も
よ
し
、
ヒ
ー
フ
ー
ミ
ー
ヨ
ー
と
数
を
数
え
る
の
も
一
つ
の
方
法
、
言
わ
ず

も
が
な
、
妄
想
に
支
配
さ
れ
ず
、
淡
々
と
し
た
気
持
ち
で
坐
り
ぬ
く
、
た
だ

そ
れ
だ
け
。
そ
う
し
た
時
間
が
続
く
よ
う
に
、
の
ば
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
訓

練
し
だ
い
で
誰
で
も
で
き
る
の
で
す
。 

『
学
道
用
心
集
』
は
、
こ
の
よ
う
に
「
学
道
」
の
い
ち
ば
ん
基
礎
を
教
え 

て
い
ま
す
。
『
正
法
眼
蔵
』
よ
り
も
、
そ
の
点
で
は
ず
っ
と
実
践
的
と
い
え

ま
す
。
サ
ア
、
妄
念
妄
想
に
ま
け
ず
に
、
ど
ん
な
思
い
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、

淡
々
と
坐
り
ま
し
ょ
う
。 

「
学
道

が
く
ど
う

に
は
思
慮

し

り

ょ

分
別

ふ
ん
べ
つ

等な
ど

の
こ
と
を
用も

ち

い
べ
か
ら
ず
」 

平
成
十
四
年
九
月  

合
掌 
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後 ご

は
初 し

ょ

を
も
って
本 も

と

と
な
し 

 
初 し

ょ

は
後 ご

を
期 き

と
な
す 

 

道
元
禅
師
が
宝
慶
年
間
と
い
う
時
代
に
、
中
国
で
親
し
く
如
淨
禅
師
か
ら

教
え
を
頂
い
た
こ
と
を
書
き
記
し
て
置
い
た
『
宝
慶
記

ほ
う
き
ょ
う
き

』
と
い
う
書
物
の
中

に
あ
る
一
節
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
教
え
は
道
元
禅
師
の
師
匠
様

で
あ
る
如
淨
禅
師
の
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

「
後
は
初
を
も
っ
て
本
と
な
す
」
、
後
と
い
う
の
は
、
始
ま
り
を
も
っ
て
本

と
す
る
。
と
い
う
こ
と
で
、「
初
は
後
を
期
と
な
す
」
、
初
と
い
う
の
は
後
を
本も

と

と
す
る
も
の
で
あ
る
と
。
短
い
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
深
い
道
理

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
道
元
禅
師
が
“
道
を
修お

さ

め
る
”
と
い
う
こ
と
は
、

最
初
の
心
が
肝
要
な
の
か
、
或
い
は
、
だ
ん
だ
ん
円
熟
し
て
い
っ
た
後
の
心

が
大
切
な
の
か
、
と
い
う
質
問
に
対
す
る
如
淨
禅
師
の
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。   

「
後
は
初
を
も
っ
て
本
と
す
る
」
、
後
の
心
は
初
心
を
根
本
と
す
る
の
だ
、
根

本
が
な
く
て
は
後
の
心
も
な
い
。
「
初
心
の
弁
道 

本
性
の
全
体
」
こ
れ
は
道

元
禅
師
が
後の

ち

に
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
“
初
心
の
心
構
え
”
、

そ
の
く
ら
い
重
要
な
こ
と
は
な
い
。
我
々
の
経
験
で
も
確
か
に
そ
う
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
「
初
を
後
と
な
す
」
、
初
心
と
い
う
も
の
は
後
の
心
に
よ
っ

て
、
そ
の
初
心
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
が
、
本
当
に
実
現
す
る
ん
だ
、
こ
こ

が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
始
め
よ
く
て
、
終
わ
り
駄
目
じ
ゃ
ダ
メ
で
す
。
始
め

の
心
を
ず
ー
っ
と
維
持
し
て
継
続
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
心
が

確
か
な
も
の
に
な
る
。
何
時
の
間
に
か
本
物
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
あ
り

ま
す
。 

蝋
燭

ろ
う
そ
く

に
火
を
灯と

も

す
。
灯
す
こ
と
に
よ
っ
て
ず
ー
っ
と
光
が
暗
闇

く
ら
や
み

を
照
ら
す
。

火
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
光
は
発
し
な
い
。
火
を
点つ

け
て
火
が
ず
ー
っ
と
灯
っ
て
い
く
。
灯
っ
て
い
る
間
ず
ー
っ
と
暗
闇
を
照
ら

し
続
け
る
。
智
慧
の
光
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ま
方
は
火
を
灯
し
た
。
で
す
が
、

智
慧
の
光
が
ず
ー
っ
と
続
い
て
い
る
か
ど
う
か
、
続
い
て
い
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
後
は
贅
言
無
用
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

「
後ご

は
初し

ょ

を
も
っ
て
本も

と

と
な
し
初し

ょ

は
後ご

を
期き

と
な
す
」 

私
共
の
坐
禅
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
四
年
十
月  

合
掌 
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人 ひ
と 

試
こ
こ
ろ

み
に
意
根

い

こ

ん

を
坐
断

ざ

だ

ん

せ
よ 

 

道
元
禅
師
が
、
道
を
学
ぶ
も
の
の
初
心
者
の
た
め
に
お
教
え
示
さ
れ
た

『
学
道
用
心
集
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
『
学
道
用
心
集
』
は
全
部
で
十
項

目
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
第
九
番
目
の
項
目
の
一
番
最
後
の
締
め
く
く

り
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
「
人ひ

と

試
こ
こ
ろ

み
に
意
根

い

こ

ん

を
坐
断

ざ

だ

ん

せ
よ
」
、「
人
」
と
い

う
の
は
諸
君
と
い
う
呼
び
か
け
で
あ
り
ま
す
。「
意
根

い

こ

ん

」
、
こ
れ
は
考
え
る
と

い
う
人
間
の
頭
の
機
能
の
こ
と
。
こ
れ
を
「
坐
断
」
せ
よ
、
坐
禅
で
も
っ
て

断
ち
切
っ
ち
や
ぇ
、
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

坐
禅
中
は
頭
で
何
か
を
考
え
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
を
止や

め
る
時
間
で
あ

り
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
色
々
頭
の
中
に
浮
か
ん
で
く
る
、
こ
れ
は
本
能
的

な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
囚と

ら

わ
れ
な
い
、
考
え
を
追
い
か
け
な
い
、
初
心
の
時

に
こ
れ
を
出
来
る
よ
う
に
し
な
い
と
、
幾
ら
長
く
や
っ
て
も
頭
の
中
に
い
ろ

ん
な
考
え
が
浮
か
ん
で
、
そ
の
考
え
を
追
い
か
け
て
坐
禅
を
終
わ
っ
て
し
ま

う
。
こ
れ
で
は
何
に
も
な
ら
い
の
で
す
。
何
年
や
っ
て
い
て
も
そ
れ
が
訓
練

さ
れ
て
い
な
い
と
駄
目
。
足
を
組
む
こ
と
が
難
し
い
と
思
っ
て
い
た
ら
と
ん

で
も
な
い
、
坐
禅
は
頭
で
考
え
な
い
！
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
大
事
な
ん
で
す
。

身
体
の
諸
作
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
。
坐
禅
の
難
し
さ
は
頭
で
考
え
な

い
！ 

こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
自
分
で
自
分
の

心
こ
こ
ろ

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
。
こ
れ
が
坐
禅
の
い
ち
ば
ん
最
初
。
そ
れ
を
い
み
じ
く
も
教
え
て
お
ら

れ
る
の
が
、
こ
の
「
坐
断
せ
よ
」
、
坐
禅
で
も
っ
て
断
ち
切
っ
て
し
ま
え
！ 

そ
れ
が
出
来
れ
ば
“
十
中
八
九
は
忽
然

こ
つ
ね
ん

と
し
て
道
を
得え

る
こ
と
を
得う

べ
し
”

こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
十
中
八
九
、
先
ず

殆
ほ
と
ん

ど
の
人
は
い
ま
仏
道
の

真
っ
只
中
で
仏
道
を
文
字
ど
う
り
自
分
自
身
が
行
じ
抜
い
て
い
る
ん
だ
！

そ
れ
を
ハ
ッ
キ
リ
と
自
覚
し
見
据
え
ら
れ
る
ん
だ
！
そ
う
い
う
ふ
う
に
必

ず
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
懇
切
な
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
意
味
で
坐
禅
は
一
つ
の
信
仰
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
を
信
じ
る
こ
と
！

先
人
の
教
え
を
信
じ
る
こ
と
！
そ
れ
が
出
来
な
い
と
駄
目
で
す
ね
。
こ
ん
な

足
の
痛
い
こ
と
辛
い
こ
と
、
こ
れ
じ
ゃ
あ
も
う
次
は
止
め
よ
う
、
そ
ん
な
道

念
が
な
い
人
で
は
駄
目
。
足
は
誰
で
も
痛
い
ん
で
す
、
何
十
年
坐
っ
て
い
た

っ
て
痛
く
な
い
坐
禅
な
ん
か
な
い
。
そ
れ
は
慣
れ
れ
ば
何
と
も
な
い
、
そ
れ

よ
り
も
頭
で
考
え
な
い
、
一
条
の
綱つ

な

の
よ
う
に
ズ
ー
ッ
と
坐
り
抜
く
！
自
分

を
止や

め
て
し
ま
う
、
天
地
宇
宙
の
波
長
と
一
緒
に
な
っ
て
、
淡
々
と
坐
り
抜

き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
人ひ

と

、
試

こ
こ
ろ

み
に
意
根

い

こ

ん

を
坐
断

ざ

だ

ん

せ
よ
」 

                                   

平
成
十
四
年
十
一
月  

合
掌       
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声 こ
え

の
う
ち
に
成
道

じ
ょ
う
ど
う

し 

声 こ
え

の
う
ち
に
光

ひ
か
り

を
放 は

な

つ 
 

 

『
正
法
眼
蔵
』
「
仏ふ

つ

向
上
事

こ
う
じ
ょ
う
じ

」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
仏
様

の
悟さ

と

り
の
あ
り
様
を
示
さ
れ
た
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
声
と
い
う
の
は
天

地
宇
宙
の
声
で
あ
り
ま
す
。
天
地
宇
宙
の
響
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
耳
で

聞
き

眼
ま
な
こ

で
聞
く
、
或
い
は
身
体

か

ら

だ

全
体
で
聞
く
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
十
二
月
八
日
の
朝
、
明
け
の
明
星
を

ご
覧
に
な
っ
た
途
端
に
悟さ

と

り
を
開
か
れ
た
。
こ
れ
を
成
道
と
申
し
て
お
り
ま

す
が
、
お
釈
迦
様
は
明
星
は
眼め

で
見
た
だ
け
で
は
な
い
、
身
体

か

ら

だ

全
体
で
ご
覧

に
な
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
様
に
私
共
は
声
を
聞
く
、
音
を
聞
く
時
に

耳
だ
け
で
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
が
普
通
凡
夫
の
あ
り
方
で
あ
り
ま
す
が
、
坐

禅
人
は
身
体
全
体
で
聞
く
、
こ
う
い
う
こ
と
で
な
い
と
い
け
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。 

そ
れ
に
は
如
何

ど

う

し
た
ら
い
い
の
か
、
自
分
を
無な

く
す
れ
ば
い
い
ん
で
あ
り

ま
す
。
自
分
を
無な

く
す
る
と
天
地
宇
宙
の
響
き
が
全
て
自
分
の
波
長
と
同
じ

に
な
り
ま
す
。
自
分
が
何
の
彼
と
い
う
名
前
の
つ
い
た
人
間
で
な
く
、
天
地

宇
宙
の
中
の
一
齣

ひ
と
こ
ま

に
な
れ
ば
、
天
地
宇
宙
の
声
、
響
き
、
う
ね
り
、
光
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
自
分
の
波
長
と
一
枚
に
な
る
。
で
す
か
ら
聞
こ
う
と

思
わ
な
く
て
も
、
見
よ
う
と
思
わ
な
く
て
も
、
触
れ
よ
う
と
思
わ
な
く
て
も
、

天
地
宇
宙
の
方
か
ら
私
共
の
方
に
飛
び
込
ん
で
来
て
く
れ
る
。
こ
う
い
う
風

光
で
あ
り
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
も
の
は
素
晴
ら
し
い
、
素
晴
ら
し
く
な
い
も

の
な
ん
て
無
い
、
そ
う
い
う
誠
に
純
真
な
何
の
は
か
ら
い
も
無
い
、
何
の
衒て

ら

い
も
無
い
、
素
直
な
ま
ま
の
有
様
、
そ
れ
が
私
共
と
ブ
ッ
繋つ

な

ぎ
に
な
る
ん
で

あ
り
ま
す
。
今
こ
こ
に
坐
っ
て
い
る
、
自
分
を
止や

め
る
坐
り
で
あ
り
ま
す
。

自
分
を
無
く
す
る
坐
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
無
心
の
時
に
天
地
宇
宙
と
ブ
ッ

繋つ
な

ぎ
に
な
り
ま
す
。 

お
釈
迦
様
の
い
み
じ
く
も
成
道
と
い
う
も
の
は
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、
菩

提
樹
の
も
と
で
静
に
坐
ら
れ
る
。
そ
し
て
更
に
明
け
の
明
星
が
キ
ラ
ッ
と
光

っ
た
！
途
端
に
天
地
宇
宙
と
自
分
が
同
じ
な
ん
だ
！
と
い
う
こ
と
を
お
悟

り
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
釈
尊
の
成
道
で
あ
り
ま
す
。
私
共
と
同
じ
生
身
の
人

間
で
す
。
な
ら
ば
私
共
も
お
釈
迦
様
と
同
じ
坐
り
を
す
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い

風
光
が
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
て
く
れ
る
！
そ
う
い
う
坐
を
今
朝
法
恩
の

坐
と
し
て
、
お
互
い
に
“
し
っ
か
り
と
坐
り
た
い
”
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
声こ

え

の
う
ち
に
成

道

じ
ょ
う
ど
う

し
声こ

え

の
う
ち
に
光

ひ
か
り

を
放は

な

つ
」 

                             

平
成
十
四
年
十
二
月
成
道
会  

合
掌     
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他 た

を
も
て
我 わ

れ

を
顧

か
え
り

み
昔

む
か
し

を
も
て 

今 い
ま

を
鑑

か
が
み

見 み

る
べ
し 

   

『
正
法
眼
蔵
』
「
弁
道
話
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
年
末
は
よ
く
反

省
の
時
期
だ
な
ど
と
云
わ
れ
ま
す
。
今
日
を
い
れ
て
十
日
間
、
ま
だ
反
省
の

時
期
に
は
や
や
早
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
も
大
晦
日
に
は
我
を

顧
か
え
り

み
る
と
い
う
こ
と
を
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

「
弁
道
話
」
の
巻
と
い
う
の
は
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
て
い
ま
し
て
、
後

半
は
十
八
の
問
答
体
か
ら
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
問
答
の
一
つ
に
、
世
間

在
俗
の
人
は
い
っ
た
い
仏
道
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
質

問
、
道
元
禅
師
が
勿
論
自
問
自
答
さ
れ
て
い
る
訳
で
、
そ
れ
に
お
答
え
に
な

っ
て
「
仏
法
の
世
界
に
は
在
家
も
出
家
も
な
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
諭さ

と

さ

れ
、
そ
し
て
今
の
お
言
葉
が
続
き
ま
す
。 

優
れ
た
在
俗
の
人
は
“
わ
ん
さ
”
と
い
る
ん
だ
、
出
家
も
在
家
も
仏
法
の

前
に
は
平
等
だ
、
と
云
う
あ
り
が
た
い
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
他た

を
も
っ
て
我わ

れ

を

顧
か
え
り

み
」
自
分
を
反
省
す
る
に
は
他
を
、
他
人
で
も
よ
し
旦
那

様
で
も
奥
様
で
も
い
い
旦
那
様
や
奥
様
の
仏
さ
ま
の
と
こ
ろ
を

鑑
か
が
み

と
す
る
。

誰
で
も
仏
さ
ん
が
あ
る
、
そ
こ
を

鑑
か
が
み

と
し
ま
す
。
ま
た
昔
の
人
を
も
っ
て

今
の

鑑
か
が
み

と
し
な
さ
い
、
こ
う
い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
本
当
に
我
が
身

を

顧
か
え
り

み
る
、
反
省
を
す
る
と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
は
、
そ
の
反
省
す
る
心

が
、
反
省
す
る
心
自
体
が
私
共
の
真
実
の
自
己
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

心
を
私
た
ち
は
大
切
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
本
当
の
信
仰
で

あ
り
ま
し
て
、
信
仰
生
活
と
い
う
の
は
、
本
当
の
自
己
に
生
き
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
本
当
の
自
己
を
生
命
の
力
と
し
て
生
き
る
、
こ
れ
が
信

仰
者
の
姿
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
す
か
ら
本
来
は
年
末
の
み
成
ら
ず
毎

日
自
分
を

顧
か
え
り

み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
毎
日
真
実
の
自
己
で
も
っ
て

顧
か
え
り

み

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
云
う
こ
と
に
な
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
ず

今い
ま

一
時

い
っ
と
き

の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
坐
禅
で
真
実
の
自
己
と
い
う
も
の
が
丸

出
し
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
反
省
も
へ
ち
ま
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
他た

を
も
て
我わ

れ

を

顧
か
え
り

み
昔

む
か
し

を
も
て
今い

ま

を
鑑

か
が
み

見み

る
べ
し
」 

平
成
十
四
年
十
二
月  

合
掌        


