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寒
苦
を
お
ず
る
こ
と
な
か
れ
、

寒
苦
い
ま
だ
人
を
や
ぶ
ら
ず
、

道
を
や
ぶ
ら
ず

『
正
法
眼
蔵
』
「行
持
」
の
巻
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。

「お
ず
る
」
と
い
う
の
は
、
怖
い
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
要
す
る
に

「寒
さ

を
恐
れ
る
な
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
冬
寒
い
の
は
当
た
り
前
、
冬
寒
く
な
か

つ
た
ら
ば
、
日
本
の
気
候
は
、
春
夏
秋
冬
う
ま
く
回
転
し
な
い
。
冬
は
寒
い
、
夏
は

暑
い
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を

「お
ず
る
こ
と
な
か
れ
」。
何
故
な
ら
ば

「寒
苦
い
ま
だ
人
を
や
ぶ
ら
ず
、

道
を
や
ぶ
ら
ず
」
、
寒
さ
で
も
っ
て
人
間
が
駄
目
に
な
つ
た
と
い
う
事
は
無
い
。
仏

道
が
駄
目
に
な
つ
た
と
い
う

例

は
無
い
。
む
し
ろ
寒
い
と
き
に
、
身
も
心
も
引
き

締
ま
っ
て
ガ
ッ
チ
リ
と
行

を
行
う
。
陽
気
の
良
い
時
よ
り
遥
か
に
身
も
心
も
引
き

締
ま
る
。
所
謂
寒
行
と
い
う
の
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、
大
事
な
時
節
因
縁
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
大
事
な
寒
い
時
、
寒
い
時
と
い
つ
て
も
こ
の
辺
は
寒
い
中
に
入
り
ま
せ
ん
。

何
メ
ー
ト
ル
も
雪
に
閉
ざ
さ
れ
た
山
中
で

「寒
苦
を
お
ず
る
こ
と
な
か
れ
！
」
と
道

元
禅
師
は
仰
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
雪
も
降
ら
な
い
楽
な
所
で
、
何
の

お
ず
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
く
年
だ
か
ら
と
か
、
環
境
に
悪
い
と
か
、
さ
ま
ざ

ま
な
理
屈
を
つ
け
て
、
「ま
あ
程
々
に
し
て
お
こ
う
」、
こ
れ
が
い
け
な
い
。
思
い
切

っ
て
や
れ
ば
何
で
も
楽
に
出
来
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
の
ち

楽
で
な
か
つ
た

事
程
、身
に
付
く
も
の
は
大
き
い
！

ど
ん
な
行
で
も
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

道
元
禅
師
は
こ
の
お
言
葉
に
続
い
て
、
「た
ゞ
不
修
を
お
ず
べ
し
、
不
修
そ
れ
人

を
や
ぶ
り
、
道
を
や
ぶ
る
！
」
、
こ
う
い
う
恐
る
べ
き
言
葉
を
続
け
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
不
修
、
修
行
の
修
を
し
な
い
、
や
ら
な
い
、
怠
け
る
、
こ
れ
は

お
ず
べ
き
事

で
あ
り
ま
す
。
「不
修
が
人
を
や
ぶ
り
、
道
を
や
ぶ
る
の
で
あ
る
」、
こ
う
お
示
し
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

寒
く
て
も
梅
は
も
う
言

を
綻
ば
せ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
寒
さ
に
成
長
し
て

い
る
ん
で
す
ね
。
自
然
の
も
の
は
前
向
き
で
あ
り
ま
す
。
寒
さ
に
じ
つ
と
耐
え
、
春

に
な
つ
た
ら

一
斉
に
開
花
す
る
。
新
芽
を
吹
き
出
す
。
こ
う
い
う
ハ
タ
ラ
キ
を
寒
さ

の
内
に
蓄
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

寒
さ
は

一
時
の
も
の
。
本
日
は
旧
正
月
の
大
晦
日
で
あ
り
ま
す
。
明
日
は
新
年
で

あ
る
。
大
し
た
寒
さ
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
、
良
い
行
の
時
期
で
あ
り
ま
す
。

「寒
苦
を
お
ず
る
こ
と
な
か
れ
、

寒
苦
い
ま
だ
人
を
や
ぶ
ら
ず
、
道
を
や
ぶ
ら
ず
」
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夫
れ
坐
禅
は
直
に
人
を
し
て
心
地
を
開
明
し
、

本
分
に
安

住
せ
し
む

線
持
寺
を
開
か
れ
た
螢
山
祥
師
の
著

し
た

『
坐
禅
用
心
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま

す
。
『
坐
禅
用
心
記
』
は
道
元
禅
師
の

『
普
勧
坐
禅
儀
』
に
比
較
し
て
、
非
常
に
具

体
的
で
あ
り
、
実
際
に
坐
禅
を
行
う
者
の
側
に
立
っ
て
、
懇
切
丁
寧
に
そ
の
仕
方
を

指
南
し
て
い
る
書
物
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
坐
禅
用
心
記
』
の
一
番
最
初
に

「夫
れ

坐
禅
は
直
に
人
を
し
て
心
地
を
開
明
し
、
本
分
に
安
住
せ
し
む
」
と
い
う
言
葉
が
述

べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
翌
日
勧
坐
禅
儀
』
の
最
初
は
、
「夫
れ
、
道
本
円
通
、　
争

か

修
証
を
仮
ら
ん
、　
宗

乗
自
在
、
何
ぞ
功
夫
を
費

さ
ん
」
と
、
誠
に
四
六
文
の
格

調
の
高
い
言
葉
で
始
ま
り
ま
す
。
し
か
も
、
こ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
「道
は
立
派
に
、

も
う
円
通
し
て
い
て
悟
り
な
ん
て
も
の
は
必
要
で
は
な
い
、
何
の
工
夫
も
要
ら
な
い

ん
だ
」
、
と
い
う
よ
う
に
も
読
め
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
ま
す
と

「天
然
自
然
の
ま

ま
に
徹
す
れ
ば
、
そ
れ
が
修
行
で
あ
る
、
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
る
」
、
こ
う
い
う
誤
解

を
生
み
や
す
い
と
い
う
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
。

実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
後
ず
っ
と
続
い
て
行
く
文
章
を
見
て
行
け
ば
、
坐

禅
は
悟
り
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
、
段
々
分
か
っ
て
く
る
ん
で
す
が
、

最
初
だ
け
を
読
む
と
、
誤
解
を
す
る
向
き
も
無
し
と
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
螢
山
禅
師
は
、
そ
れ
を
意
識
さ
れ
て

『
坐
禅
用
心
記
』
を
作
ら
れ
た
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の

「心
地
を
開
明
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
は
、
一

切
の
迷
い
の
心
を
止
め
る
事
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
が
普
段
考
え
て
い
る
心
は
、
打

算
的
な
、
或
い
は
計
ら
い
が
入
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
計
ら
い
の
心
を
止
め
な
さ

い
！

と
い
う
の
が

「心
地
を
開
明
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

自
分
の
都
合
の
良
い
様
に
考
え
る
心
、
損
得
勘
定
、
打
算
で
も
っ
て
考
え
る
よ
う

な
心
、
こ
う
い
う
も
の
は

一
切
妄
想
で
あ
り
妄
念
で
あ
る
。
そ
れ
を
止
め
な
さ
い
と

い
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
れ
ば
、
ま
っ
さ
ら
な
真
心
と
い
う
も
の
だ
け
が
残
る
。
こ

れ
が
本
物
な
ん
だ
。
こ
れ
こ
そ

「心
地
を
開
明
」
な
の
で
す
。
黒
雲
が
去
る
と
澄
ん

だ
月
が
出
る
の
と
同
じ
様
に
、
私
ど
も
の
心
の
奥
底
に
あ
る
澄
ん
だ
ま
っ
さ
ら
な
心

が
何
時
か
現
れ
る
。
こ
れ
が
本
来
の
姿
で
、
そ
こ
に
身
と
心
の
全
て
を
委
ね
、
ど
っ

し
り
と
坐
わ
る
。
こ
れ
が

「本
分
に
安
住
せ
し
む
」
と
い
う
事
な
ん
で
す
ね
。

坐
禅
は
い
や
し
く
も
そ
う
い
う
事
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
雑
念
な
ん
て
い
う
低

次
元
で
右
往
左
往
し
て
い
た
ん
で
は
駄
目
な
ん
だ
！

と
は
い
つ
て
も
次
か
ら
次

ヘ

と
雑
念
が
湧
い
て
く
る
。
で
も
追
い
か
け
な
け
れ
ば
ど
ん
ど
ん
無
く
な
り
ま
す
。
そ

し
て
何
時
し
か
大
自
然
の
波
長
と

一
つ
に
な
る
。
大
自
然
の
摂
理
の
ま
ま
に
呼
吸
を

す
る
。
こ
う
な
っ
て
来
た
時
に
、
真
実
の
真
心
と
い
う
も
の
が
育
つ
て
来
る
ん
で
す

ね
。
真
心
を
育
て
育
む
坐
禅
、
真
実
の
心
に
徹
し
た
坐
禅
、
こ
う
い
う
坐
り
に
し
た

い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

「夫
れ
坐
禅
は
直
に
人
を
し
て
心
地
を
開
明
し
、
本
分
に
安
住
せ
し
む
」
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水
鳥
の
行
く
も
帰
る
も
跡
た
え
て
、

さ
れ
ど
も
路
は
忘
れ
ざ
り
け
り

道
元
禅
師
の
お
歌
を
集
め
た

『
傘

松
道
詠

集

』
の
中
の

一
首
で
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の

一
首
に
は

「応
無
所

住

而

生

其
心
を
詠
う
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
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

経

と
い
う
お
経
の
中
心
的
な

一

節
で
あ
り
ま
す
。
「ま
さ
に

住
す
る
所
の
無
く
し
て
、
し
か
も

そ
の
心
を
生
ず
」

と
読
む
ん
で
す
が
、
要
す
る
に
心
と
い
う
モ
ノ
の
在
り
方
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
心
は

一
つ
の
物
だ
け
に
把
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
事
が
多
い
ん
で
す
が
、
そ

う
い
う
事
が
無
け
れ
ば
、
心
は
自
由
自
在
に

ハ
タ
ラ
ク
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
教
え
で

あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
車
を
運
転
す
る
時
、
何
か
を
見

つ
け
て
、
そ
れ
に
目
を
把
ら
わ
れ
て
し

ま
う
と
、
手
足
の
操
作
が

疎

か
に
な

っ
て
し
ま
う
。
運
転
す
る
時
は
何
に
も
見
て

は
い
け
な
い
と
い
う
事
の
裏
返
し
に
は
、
全
て
を
見
て
い
る
。
そ
の
事
の
為
に
は
、

一
つ
の
物
に
目
を
奪
わ
れ
な
い
。
こ
れ
が
大
事
で
あ
り
ま
す
。

道
元
禅
師
は
、
そ
の
金
剛
経
の
お
言
葉
を
、
解
り
易
い
短
歌
で
も

つ
て
詠
わ
れ
た

の
が
、
「水
鳥
の
行
く
も
帰
る
も
跡
た
え
て
、
さ
れ
ど
も
路
は
忘
れ
ざ
り
け
り
」
。

水
鳥
た
ち
は
、
水
の
上
を
動
く
時
に
、
色

々
な
動
き
を
し
て
も
、
ま

っ
た
く
跡
を

残
さ
な
い
。
こ
こ
が
大
事
な
ん
で
あ
る
。
人
間
で
言
え
ば
、
臭
味
を
残
さ
な
い
。
「な

に
か
い
や
な
感
じ
、
と
て
も
後
味
が
良
く
な
い
」
と
い
う
事
が

一
切
無
い
。
自
由
自

在
に
動
き
回
っ
て
い
な
が
ら
、
何
も
跡
に
残
さ
な
い
。
そ
の
お
手
本
と
し
て
、
水
鳥

の
泳
ぐ
様
を
詠

っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

「さ
れ
ど
も
路
は
忘
れ
ざ
り
け
り
」
、
ち
や
ん
と
行
き
着
く
所
は
忘
れ
な
い
。
夕

方
近
く
な
れ
ば

時

に
帰
る
、
雨
が
降

っ
て
く
れ
ば
木
の
間
に
止
ま

っ
て
休
む
、
そ

う
い
う
風
に
全
て
ち
や
ん
と
心
得
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
た
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
路

を
忘
れ
な
い
と
い
う
事
、
本
分
と
い
う
も
の
を
常
に
忘
れ
な
い
で
い
る
。

本
分
と
い
う
の
は
、
坐
禅
で
い
え
ば
非
思
量
で
あ
り
ま
す
。
頭
の
中
に
様

々
な
分

別
、
妄
想
が
湧
い
て
ま
い
り
ま
す
。
だ
が
そ
ん
な
物
は
直
ぐ
消
え
て
無
く
な

つ
て
し

ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
無
く
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
ゝ
」れ
が
非
思
量
の
世
界
で
あ
る
！

思
量
を
す
る
、
思
量
を
し
な
い
、
そ
う
い
う
も
の
を
超
え
た
非
思
量
の
世
界
、
こ
れ

が
道
そ
の
も
の
な
ん
で
す
ね
。

坐
禅
以
外
の
時
に
は
分
別
で
も

っ
て
生
き
て
い
る
。
非
思
量
の
世
界
を
忘
れ
て
い

ま
す
。
せ
め
て
坐
禅
の
時
に
は
自
分
の
非
思
量
の
世
界
に
戻
る
本
分
の
道
、
こ
れ
を

決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
が
、
ン」
の
お
歌
を
道
元
禅
師
が
詠
ま
れ
た
意

味
で
あ
り
ま
す
。

「水
鳥

の
行
く
も
帰
る
も
跡
た
え
て
、
さ
れ
ど
も
路
は
忘
れ
ざ

り
け
り
」

平
成
二

一
年
二
月
二
二
日
　
合
掌





こ
の
法
は
、

人
々
の
分
上
ゆ
た
か
に
そ
な
わ
れ
り
と
い
え
ど
も
、

し

ゆ

い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、

証;

せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し

『
正
法
眼
蔵
』
「弁
道
話
」
の
一
番
最
初
に
近
い
所
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
弁
道

話
の
巻
と
言
う
の
は
、
正
伝
の
仏
法
と
し
て
の
坐
禅
、
そ
の
坐
禅
の
一
番
基
本
的
な

在
り
方
、
仏
法
を
求
め
る
に
は
何
が

一
番
肝
要
か
と
い
う
基
本
的
な
在
り
方
、
に
つ

い
て
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
三

一
歳
の
時
に
著
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
格
調
実
に
高
く
、
烈
々
た
る
坐
禅
に
対
す
る
情
熱
と
、
凛
々
た
る
風
格
と

い
う
も
の
が
窺
え
る
有
名
な
巻
で
あ
り
ま
す
。

「
こ
の
法
」
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
仏
法
で
あ
り
ま
す
。
仏
法
と
い
う
事
に
な
り

ま
す
と
、
信
ず
る
者
が
実
践
す
べ
き
も
の
。
こ
の
時
の
仏
法
は
も
つ
と
具
体
的
に
な

り
ま
し
て
、
釈
尊
の
お
悟
り
を
開
か
れ
た
そ
の
悟
り
の
心
と
言
っ
た
ら
良
い
か
と
思

い
ま
す
。
言
わ
ば
悟
り
の
三
味
の
境
地
、
こ
れ
が

「
こ
の
法
」
で
あ
り
ま
す
。

仏
の
三
味
の
境
地
が

「人
々
の
分
上
」
、
「私
達
に
豊
か
に
悟
り
の
心
は
備
わ
っ
て

い
る
ん
だ
！
」
、
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
所
が
、
糠
喜
び
し
て
は
い
け
な
い
。

「
い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
」
、
実
践
し
な
か
っ
た
ら
、
永
久
に
そ
れ
は

出
て
来
な
い
ん
だ
。
そ
し
て
、
「証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
」
と
。
証
は
悟
り

と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
自
分
の

「あ
あ
こ
れ
だ
」
と
い
う
安
心
の
境
地

と
い
う
様
な
も
の
で
す
ね
。
そ
の
証
と
い
う
も
の
も
修
と
い
う
事
に
よ
つ
て
生
じ
る

訳
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
修
と
い
う
事
を
行
わ
な
か
つ
た
ら
、
証
も
永
久
に
単
な
る
空

の
理
論
に
な
つ
て
し
ま
う
。

要
す
る
に
こ
の
お
言
葉
は
実
践
を
勧
め
て
い
る
。
そ
の
実
践
こ
そ
は
坐
禅
で
あ
り

ま
し
て
、
坐
禅
を
真
剣
に
、
真
面
目
に
、　
一
所
懸
命
行
う
事
に
よ
つ
て
、
自
分
の
、

己
の
全
体
と
い
う
も
の
が
、
限
り
な
い
イ
ノ
チ
と
い
う
も
の
に
よ
つ
て
、
い
ま
、
そ

２
扉
が
開
か
れ
る
、
顕
わ
に
な
る
！

そ
し
て
、
大
自
然
の
息
吹
と

一
つ
と
な
つ
て

自
然
の
摂
理
と
ピ
ツ
タ
リ
通
い
合
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ズ
シ
ー
ン
と
体
全
体
で
体

感
す
る
。
こ
れ
が
今
申
し
た
安
心
の
悟
り
で
あ
り
ま
す
。

誰
で
も
何
時
で
も
何
処
で
も
、
本
物
の
坐
禅
を
す
れ
ば
悟
り
が
自
然
に
現
れ
る
。

坐
禅
イ
コ
ー
ル
修
行
で
あ
り
、
イ
コ
ー
ル
悟
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
坐
禅
と
い
う
も
の

が
如
何
に
大
切
で
あ
る
か
。
本
物
の
坐
禅
が
如
何
に
素
晴
ら
し
い
意
味
を
持
っ
て
い

る
か
！

自
分
の
全
身
を
上
げ
て
の
、
こ
の
今
生
き
て
い
る
イ
ノ
チ
と
い
う
も
の
に

直
参
直
入
す
る
行
で
あ
る
！

私
た
ち
は
、
こ
れ
を
信
じ
て
、
自
分
で
自
分
の
命
の

一扉
を
開
く
、
こ
う
い
う
坐
禅
に
徹
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

「
こ
の
法
は
、
人
々
の
分
上
ゆ
た
か
に
そ
な
わ
れ
り
と
い
え
ど
も
、

い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
」

平
成
二

一
年
四
月
二
六
日
　
合
掌





仏
法
は
、
ま
さ
に
自
他
の
見
を
や
め
て
学
す
る
な
り

『
正
法
眼
蔵
Ｌ

弁
道
話
」
の
巻
に
み
ら
れ
る

一
節
で
あ
り
ま
す
。
「弁
道
話
」
は
、

道
元
禅
師
三
二
歳
の
時
に
著
わ
さ
れ
た
長
い

一
巻
で
し
て
、
禅
師
の
仏
法
に
対
す
る

基
本
的
な
立
場
や
考
え
方
が
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
有
名
な
巻
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
前
半
は
、
坐
禅
の
法
門
こ
そ
が
唯

一
無
二
の
仏
法
の
法
門
で
あ
る
道
理
が
、

そ
れ
は
そ
れ
は
格
調
高
く
示
さ
れ
、
そ
の
後
半
は
祥
師
み
ず
か
ら
自
問
自
答
に
よ
る

と
こ
ろ
の

一
人
間
答
に
よ

つ
て
、
そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
立
場
か
ら
検
証
し
て
い
る
個
所

で
あ
り
ま
す
。
こ
の

「仏
法
は
、
ま
さ
に
自
他
の
見
を
や
め
て
学
す
る
な
り
」
の
お

言
葉
は
と
い
え
ば
、
そ
の

一
人
間
答
の
終
り
の
ほ
う
で
、
第

一
六
番
目
の
質
問
に
答

え
た
と
こ
ろ
の

一
節
な
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
時
の
質
問
は
い
っ
た
い
何
で
あ

つ
た
か
と
い
う
と
、
禅
門
で
は

心
が
仏
だ
と
い
う
意
味
で

「即
心
是
仏
」
が
説
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
ら
ば
、

心
が
仏
で
あ
る
と
い
う
道
理
を
会
得
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
な
に
も
面
倒
な

坐
禅
な
ん
か
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
？
　
と
い
う
問
い
の
内
容
で
あ
り
ま
し
た
。

た
し
か
に
、
「即
心
是
仏
」
と
い
う
考
え
方
は
禅
門
で
は
中
国
以
来
の
伝
統
で
あ

り
ま
す
。
禅
門
の
伝
統
！
　
そ
の
意
味
は
、
心
の
本
体
が
仏
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を

忘
れ
て
自
分
の
ほ
か
に
ど
ん
な
仏
を
探
し
廻

っ
て
も
ム
ダ
だ
、
ゝ
」
の
自
分
の
心
を
措

い
て
ほ
か
に
仏
な
ん
か
あ
り
や
し
な
い
、
だ
か
ら
心
の
あ
り
方
こ
そ
が
大
切
な
ん
だ

と
い
う
の
が
、
た
し
か
に
禅
門
の
伝
統
で
は
あ
り
ま
す
。
頭
で
い
く
ら
学
ん
で
も
、

内
側
の
心
を
求
め
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
、
と
い
う
伝
統
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。

で
は
、
内
側
に
あ
る
本
来
仏
の
心
は
ど
う
し
た
ら
ズ
シ
ン
と
体
得
で
き
る
か
。
こ

こ
が
問
題
。
で
き
な
け
れ
ば
や
っ
ぱ
り
頭
の
中
だ
け
の
理
解
に
す
ぎ
な
い
―
　
そ
こ

で
禅
師
は

「仏
法
は
、
自
他
の
見
を
や
め
て
学
す
」
と
。
つ
ま
り
、
自
分
と
他
、
ま

た
す
べ
て
の
対
象
物
と
の
わ
け

へ
だ
て
を
な
く
せ
―
　
と
い
わ
れ
る
。
金
銭

・
財

産

・
能
力

・
顔
形
…
…
な
ど
の
比
較
は
お
ろ
か
、
自
己
中
心
的
な
考
え
を
や
め
て
、

今
こ
こ
に
坐
っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
天
地
自
然
の
恵
み
に
包
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
！

有
難
い
ん
だ
！
　
大
勢
の
道
友
と

一
緒
な
ん
だ
！
　
有
難
い
ん
だ
！
　
と
。

そ
の
時
の
心
は
、
も
う
自
他
の
分
け

へ
だ
て
を
な
く
し
た
仏
さ
ん
の
心
で
あ
り
ま

す
。
自
分
の
ふ
だ
ん
は
気
が
つ
か
な
い
で
い
る
仏
さ
ん
が
、
丸
出
し
に
現
れ
て
い
る
。

有
難
い
で
す
ね
。
理
屈
ヌ
キ
で
あ
り
ま
す
。
古
参
も
新
参
も
な
し
。
ど
う
せ
坐
る
の

な
ら
こ
う
し
た
自
他
の
考
え
を
な
く
し
て
、
有
難
い
坐
禅
に
し
ま
し
よ
う
。

「仏
法
は
、
ま
さ
に
自
他
の
見
を
や
め
て
学
す
る
な
り
」

平
成
二

一
年
五
月
二
四
日
　
合
掌

け

ん





し

ゆ

た
だ
仏
法
の
た
め
に
こ
れ
を
修
す
べ
き
な
り

『
正
法
眼
蔵
随
間
記
』
の
中
に
何
度
か
出
て
く
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言

葉
の
前
に
は
、
「仏
道
修
行
は
」
と
い
う
主
語
が
必
ず
あ
る
ん
で
す
ね
。
仏
道
修
行
、

仏
教
を
学
ぶ
ん
じ
や
な
い
ん
で
す
。
仏
道
と
い
う
と
実
践
で
あ
り
ま
す
。
実
践
実
究

す
る
事
、
こ
れ
が
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
仏
道
の
実
践
に
は
、
仏
法
の
為
に
こ
れ

を
行
う
の
で
あ
り
ま
す
。

道
元
禅
師
は
、
仏
道
を
行
ず
る
と
い
う
事
の
核
心
に
、
坐
禅
を
据
え
て
お
ら
れ
る

こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
坐
禅
を
行
う
と
い
う
事
は
、
目
先

の
物
の
為
で
は
な
い
、
悟
り
を
開
く
為
で
も
な
い
。
為
と
い
う
な
ら
ば
、
仏
法
の
為

と
言
う
事
を
仰
っ
て
い
る
。
仏
法
の
為
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
仏
法
と

は
何
で
あ
る
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
け
な
い
。

仏
法
と
は
、
私
ど
も
が
良
く
真
理
と
い
い
ま
す
。
真
実
の
道
理
を
真
理
と
言
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
は
時
代
が
変
わ
っ
て
も
人
間
が
変
わ
っ
て
も
、
そ
ん
な
事
は
全
く

関
係
な
い
。
真
実
の
道
理
と
い
う
も
の
は
誰
も
覆
す
こ
と
の
出
来
な
い
当
然
の
事
と

し
て
受
け
止
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
朝
太
陽
が
昇
る
、
水
は
高
い
所
か
ら
低
い
所

へ
流
れ
る
、
皆
真
実
の
道
理
、
真
理
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
真
実
の
道
理
、
真
理
と
い

う
も
の
を
私
ど
も
人
間
が
自
分
の
生
き
て
い
る
こ
の
イ
ノ
チ
の
流
れ
の
中
に
ハ
タ

ラ
カ
セ
て
行
く
、
こ
れ
が
仏
法
と
い
う
も
の
の
実
践
で
あ
り
ま
す
。

「
こ
の
頃
ど
う
も
心
が
落
ち
着
か
ん
事
ば
か
り
あ
る
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
が

あ
る
、
坐
禅
で
も
し
よ
う
か
」
、
こ
れ
は
ダ
メ
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
目
的
の
為

の
坐
禅
で
は
な
い
！

坐
禅
は
も

っ
と
大
き
な
も
の
、
全
て
を
包
み
込
ん
だ
仏
法
と

い
う
も
の
の
実
践
と
し
て
行
う
。
こ
れ
で
な
い
と
い
け
な
い
。

沢
木
興
道
老
師
は
、
「坐
禅
と
い
う
の
は
仏
さ
ん
が
仏
さ
ん
と
し
て
の
仏
さ
ん
を

行
ず
る
行
、
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
る
！
」
こ
う
仰

っ
て
い
る
。
仏
が
仏
を
行
ず
る
行
、

仏
に
な
る
ん
じ
や
な
い
。
仏
が
仏
と
し
て
の
行
を
行
う
、
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
る
。

ま
あ
そ
う
言
え
ば
そ
れ
も
理
屈
じ
ゃ
な
い
か
、

，
」う
い
う
議
論
が
必
ず
な
さ
れ
る
。

そ
こ
で
そ
う
い
う
事
を
考
え
る
頭
を
止
め
て
、
頭
か
ら
離
れ
た
体
全
体
で
坐
る
。
頭

で
考
え
る
と
い
う
事
を
止
め
て
、
天
地
宇
宙
の
真
実
と

一
つ
に
な
る
！

ン
」う
い
う

気
持
ち
で
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
や
ら
今
回
は
蒸
し
暑
そ
う
で
す
。
暑
い
な
ら
暑
い
に
徹
し
て
坐
る
、
暑
い
の

は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
で
す
。
只
坐
る
ん
で
す
ね
。
暑
さ
を
味
わ
う
と
い
う
気
持
ち

で
坐
る
、
こ
れ
が

「た
だ
仏
法
の
た
め
に
こ
れ
を
修
す
べ
き
な
り
」
の
教
え
で
あ
り

ま
す
。

「た
だ
仏
法

の
た
め
に
こ
れ
を
修
す

べ
き
な
り
」

平
成
二

一
年
六
月

一
三
日

ｏ
一
四
日
　
一
夜
接
心
　
合
掌





初
心
の
坐
禅
は
最
初
の
坐
禅
な
り
、

ざ
ぶ

つ

最
初
の
坐
禅
は
最
初
の
坐
仏
な
り

『
正
法
眼
蔵
』
「坐
禅
歳
」
の
巻
の

一
節
で
あ
り
ま
す
。
「坐
禅
筏
」
は
坐
禅
の
内

面
的
な
意
味
、
そ
う
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

一
巻
で
あ
り
ま
す
。

「初
心
の
坐
禅
は
最
初
の
坐
禅
な
り
」
、
こ
れ
は
誰
で
も
分
か
る
。
初
め
て

「坐

禅
を
や
ろ
う
」
と

一
つ
の
決
意
、
発
心
を
定
め
て
坐
禅
道
場
に
足
を
運
ぶ
。
言
う
ま

で
も
無
く
初
心
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
が
最
初
の
坐
禅
で
あ
る
。
こ
の
最
初

の
坐
禅
が
極
め
て
大
切
で
す
。

そ
し
て
、
「最
初
の
坐
禅
は
最
初
の
坐
仏
な
り
」
こ
こ
が
最
も
重
要
な
所
で
あ
り

ま
す
。
最
初
に
行
う
坐
禅
で
あ

っ
て
も
、
坐
仏
と
い
う
坐
禅
な
ん
だ
。
こ
れ
は
道
元

禅
師
の
宗
教
の
根
幹
を
な
す
考
え
方
で
あ
り
実
践
で
あ
り
ま
す
。
坐
仏
と
い
う
の
は
、

そ
こ
に
今
坐

っ
て
い
る
者
が
、
日
前
の
ち

っ
ぽ
け
な
目
標
の
為
に
坐

っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
コ
」
の
頃
心
の
落
ち
着
き
が
悪
い
か
ら
、
坐
禅
で
も
や

っ
て
み
た
ら
」
、
「
で

も
」
つ
て
い
う
の
が
い
け
な
い
。
坐
禅
は
、
仏
で
あ
る
自
分
が
丸
出
し
に
な
り
、
仏

と
し
て
の
自
分
を
自
覚
す
る
行
で
あ
り
ま
す
。

道
元
禅
師
の
坐
禅
の
根
幹
は
、
修

証

一
等
と
言
い
ま
し
て
、
修
行
と
悟
り
が
等

し
い
も
の
で
あ
る
。
修
行
を
し
て
悟
り
に
到
達
す
る
と
い
う
の
が
、
仏
教
の
昔
か
ら

の
言
わ
ば
伝
統
で
あ
り
ま
す
。
所
が
、
仏
教
教
学
の
方
で
言
う
と
、
一
生
掛
か
っ
て

も
悟
り
な
ん
て
得
ら
れ
な
い
。
大
変
な
修
行
を
繰
り
返
し
て
悟
り
に
到
達
し
た
人
は

何
人
も
い
な
い
。
「そ
う
い
う
事
で
い
い
の
か
？
」

、
道
元
禅
師
は
大
変
悩
ま
れ
た

末
に

「な
ん
だ
、
修
行
す
る
過
程
が
悟
り
な
ん
じ
や
な
い
か
！
」
、
こ
う
い
う
事
に

気
が
付
か
れ
た
。
そ
し
て
如

浄
禅
師
か
ら

「そ
の
通
り
だ
！
」
と
い
う
印
可
証
明

を
頂
い
た
。
日
本

へ
帰
ら
れ
て
そ
う
い
っ
た

「修
行
と
悟
り
が

一
つ
で
あ
る
」
と
い

う
坐
禅
を
教
え
ら
れ
た
。

今
、
こ
の
つ
ま
ら
ん
自
分
が
坐
っ
て
い
る
、
一
所
懸
命
坐
っ
て
い
る
姿
が
仏
な
ん

だ
。
中
々
初
め
の
方
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
古
い
方
も
ト
コ
ト
ン
信
じ
て
い
な
い
方
が

多
い
。
反
問
し
て
見
る
と
良
く
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
自
分
は

一
体
悟
っ
た
事

が
あ
る
か
？

自
他

一
体
の
心
境
全
て
が
、
イ
ノ
チ
の
中
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
息
づ
い
て
い
る
心
境
、
そ
ん
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
？

な
ん
と
い
う
事
は
な
い
。
今
こ
こ
で

一
所
懸
命
坐
っ
て
い
る
以
外
無
い
！
　
「そ

れ
が
も
う
仏
と
同
じ
だ
よ
！
」。
こ
う
い
う
教
え
が
道
元
禅
師
の
坐
仏
の
教
え
で
あ

り
ま
す
。
一二
十
分
で
も
四
十
分
で
も
妄
想
の
虜
に
な
ら
ず
懸
命
に
坐
る
。
そ
れ
以
外

に
悟
り
な
ん
か
な
い
ん
だ
。
一
所
懸
命
坐
っ
て
い
る
時
に
天
地
と
同
じ
息
吹
に
帰
る
。

そ
う
い
う
自
分
が
今
こ
こ
に
在
る
。
只
こ
れ
だ
け
で
す
。
正
し
く
古
い
方
は
初
心
に

帰
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。

「初
心
の
坐
禅
は
最
初
の
坐
禅
な
り
、
最
初
の
坐
禅
は
最
初
の
坐
仏
な
り
」

平
成
二

一
年
六
月
二
人
日
　
合
掌





ほ
う
も
ん

法

門
を
能
く
心
得
る
人
は
、

必
ず
強
く
道
心
あ
る
人

良
く
心
得
る

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の

一
節
で
あ
り
ま
す
。
法
門
と
言
う
の
は
、
仏
法
の

門
。
仏
法
を
学
び
行
う
、
そ
の
真
理
に
至
る
門
と
言

っ
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
か
。
仏

教
を
目
指
す
人
は
沢
山
お
り
ま
す
。
長
い
伝
統
の
あ
る
仏
教
の
法
門
、
こ
れ
を
目
指

す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。

「能
く
心
得
る
人
」
、
良
く
理
解
す
る
人
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
良
く
理
解
す
る

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
事
か
と
言
う
と
、
こ
れ
は

「必
ず
強
く
道
心
あ
る
人
」
が
良

く
心
得
る
ん
だ
と
い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
教
え
や
そ
の
歴
史
、
お
釈
迦

様
の
伝
記
、
そ
う
い
う
こ
と
は
書
物
で
も

っ
て
幾
ら
で
も
分
か
る
。
し
か
し
、
仏
教

を
学
ぶ
と
い
う
事
と
、
仏
道
を
行
ず
る
と
い
う
事
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。

「仏
道
を
行
ず
る
」
と
い
う
事
は
、
己
自
身
が
、
私
ど
も
皆
様
方
お

一
人
々
々
が
、

自
分
の
行
と
し
て
実
践
す
る
事
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
無
い
と
、
要
す
る
に
頭
の
知

識
だ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
直
ぐ
忘
れ
る
。
忘
れ
て
も
、
勉
強
す
れ
ば
良
い
ん
で
あ
り

ま
す
が
、
単
な
る
趣
味
に
過
ぎ
ず
本
当
の
身
に
付
く
と
い
う
事
は
無
い
。
こ
れ
で
は

仏
教
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う
も
の
が
、
頭
だ
け
の
理
解
で
終
わ

っ
て
し
ま
う
残
念
な

事
で
あ
り
ま
す
。
所
が
自
分
で
実
践
し
て
身
に
付
く
と
い
う
様
な
事
は
忘
れ
な
い
。

身
に
付
く
か
ら
こ
そ
忘
れ
な
い
。
し
か
も
信
心
と
い
う
も
の
が
深
く
な
つ
て
行
く
。

そ
う
い
う
大
き
な
功
徳
が
具
わ
る
。

仏
教
に
は
、
様
々
な
法
門
が
あ
り
ま
す
。
題
目
を
唱
え
る
、
念
仏
を
唱
え
る
、
坐

禅
を
行
う
、
水
垢
離
を
取
り
な
が
ら
経
文
を
読
む
。
色
々
な
法
門
が
あ
る
中
で
、
や

は
り
、
自
ず
か
ら
実
践
し
て
、
そ
し
て
、
身
に
付
け
る
と
い
う
事
で
な
く
て
は
本
当

に
自
分
の
心
の
糧
に
は
な
ら
な
い
！

今
こ
こ
で
、
ご
縁
が
あ
っ
て
当
山
の
門
を
潜
り
、
坐
禅
を
い
や
し
く
も
お
や
り
に

な
つ
て
お
ら
れ
る
方
々
は
、
ど
う
せ
な
ら
ば
坐
禅
を
身
に
付
け
て
頂
き
た
い
。
こ
れ

は
何
千
年
も
歴
史
の
あ
る
素
晴
ら
し
い
行
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
「必

ず
強
く
道
心
あ
る
人
」
、
道
心
と
い
う
の
は
道
を
求
め
る
心
、
こ
う
い
う
志
で
も
っ

て
道
を
求
め
る
。
初
心
の
方
も
、
古
参
の
方
も
、
等
し
く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
基
本

は
強
い
道
心
、
そ
の
一
点
で
あ
り
ま
す
！

普
段
、
自
我
ば
っ
か
り
を
凝
ら
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
世
界
か
ら
隔
絶
す

る
。
己
と
い
う
も
の
を
こ
の
本
堂
に
皆
置
い
て
、
無
に
な
っ
て
坐
る
。
ま
っ
さ
ら
な

心
に
帰
る
！

，）れ
が
私
ど
も
の
坐
禅
の
根
本
で
あ
り
ま
す
。

年
齢
も
性
別
も
学
歴
も
職
業
も
、
そ
ん
な
も
の
は
何
に
も
な
い
。
一
つ
の
イ
ノ
チ

の
実
態
と
し
て
、
そ
の
イ
ノ
チ
に
直
参
す
る
行
、
こ
れ
が
私
ど
も
の
坐
禅
で
あ
り
ま

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

「法
門
を
能
く
心
得
る
人
は
、
必
ず
強
く
道
心
あ
る
人

良
く
心
得
る
」

平
成
二

一
年
七
月
二
六
日
　
合
掌





も
ん
ぽ
う

　

し
ん
し
き

　

ゆ

げ

聞

法

は
心

識
を
遊
化
せ
し
め
、

ぎ

よ
う
し
よ
う

坐
禅
は

行
　
証

を
左
右
に
す

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の

一
節
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
間
法
と
い
う
事
と
、
坐
禅
と
い
う
事
に
つ
い
て
二
つ
お
示
し
を
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
前
に

「心
身
を
決

択
す
る
に
自
ず
か
ら
両

般
あ
り
、
参
師
聞

法
と
工
夫
坐
禅
な
り
」
と
、
か
の
有
名
な
お
言
葉
が
あ
る
所
で
あ
り
ま
す
。

心
身
を
決
択
、
己
の
生
死
の

一
大
事
を
決
択
す
る
と
い
う
に
は
二
つ
の
道
が
あ
る
。

一
つ
は
、
「参
師
聞
法
」
、
正
し
い
師
に
つ
い
て
の
間
法
。
法
を
聞
く
と
い
う
事
は
、

仏
法
の
教
え
を
受
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と

「
工
夫
坐
禅
」
、
坐
禅

に
精
進
す
る
。
こ
の
二
つ
が
無
く
て
は
い
け
な
い
。
参
師
聞
法
と
工
夫
坐
禅
、
こ
の

二
つ
が
相
侯

っ
て
心
身
を
決
択
す
る
こ
と
が
出
来
る
ん
だ
！

そ
し
て
、
「心
識
」
こ
れ
は
心
と
い
う
様
に
理
解
す
れ
ば
宜
し
い
。
「遊
ぶ
」
と
言

う
字
と

「化
け
る
」
と
言
う
字
で

「遊
化
」
、
遊
化
と
い
う
の
は
、
自
由
自
在
に
そ

こ
に
従
来
す
る
、
自
在
な
行
動
を
取
る
。
心
が

頑

な
で
な
く
、
心
が
自
在
に
四
方

人
方
に
及
び
至
る
。
四
方
人
方
に
及
び
至
る
と
い
う
事
は
、
四
方
人
方
の
も
の
を
皆

自
分
の
所

へ
引
き
寄
せ
る
事
が
出
来
る
。
ン」う
い
う
遊
化
自
在
な
心
の
働
き
と
い
う

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
を
聞
く
と
い
う
事
は
、
仏
法
を
学
ぶ
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
学
ぶ
と
い
う
事

は
只
知
識
と
し
て
頭
に
詰
め
込
む
事
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
体
で
ズ
シ
ン
と
受
け
止

め
る
、
そ
し
て
、
そ
の
教
え
に
従

っ
て
心
が
自
由
自
在
に
な
る
。
こ
う
い
う
事
で
な

い
と
い
け
な
い
。

仏
法
世
界
と
い
う
の
は
真
実
の
世
界
、
真
理
の
世
界
で
す
。
こ
の
世
界
に
遊
化
す

る
。
例
え
て
言
え
ば
、
暑
い
時
、
寒
い
時
、
こ
れ
は
四
季
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
暑
い
は

暑
い
な
り
に
、
寒
い
は
寒
い
な
り
に
そ
れ
に
没
頭
す
る
。
そ
れ
で
良
い
ん
で
あ
り
ま

す
。そ

し
て
、
遊
化
す
る
ん
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
仏
法
の
世
界
と
い
う
も
の
を
自
分
自

身
の
為
に
行
う
ん
で
は
な
い
。
今
坐
禅
を
し
て
い
る
。
沢
木
興
道
老
師
は
、
「仏
法

の
為
に
仏
法
を
仏
法
し
て
い
る
だ
、
こ
れ
が
坐
禅
だ
。
自
分
と
い
う
物
が
チ

ョ
ッ
ピ

リ
で
も
入
り
込
ん
だ
ら
、
計
ら
い
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
本
物
で
は
な
い
！
」

と
、
　
こ
う
教
え
ら
れ
て
い
る
事
で
十
分
で
あ
り
ま
す
。

「坐
禅
は
行
証
を
左
右
に
す
」
、
行
証
と
い
う
の
は
修
行
と
悟
り
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
修
行
と
悟
り
な
ん
て
い
う
も
の
は
究
極
の
目
標
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
そ
ん
な
も

の
は
自
由
自
在
、
左
右
に
す
る
。
こ
れ
が
本
当
の
坐
禅
だ
！

自
分
が
今

真
実
の
仏

法
世
界
の
真

っ
只
中
に
生
き
て
い
る
ん
だ
！

こ
れ
を
実
参
実
究
す
る
行
、
こ
れ
が

坐
禅
で
あ
り
ま
す
。

「聞
法
は
心
識
を
遊
化
せ
し
め
、
坐
禅
は
行
証
を
左
右
に
す
」

平
成
二

一
年
人
月
二
三
日
　
合
掌





し
ょ
し
ん
が
く
ど
う

初

心

学

道

の
人
は
、

只

衆

に

随

う
て

行

道

す
べ
き
な
り

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の

一
節
で
あ
り
ま
す
。

初
心
学
道
の
人
と
は
、
一一一一口う
ま
で
も
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
初
め
て
道
を
学
ぶ
と
い
う

事
で
す
。
今
こ
こ
で
あ
れ
ば
坐
禅
を
行
う
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。
初
め
て
坐
禅
を

行
う
者
は
、
或
い
は
ま
だ
年
の
浅
い
者
は
、
坐
禅
を
始
め
て
何
ケ
月
に
も
な
ら
な
い

と
い
う
人
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
？

「衆
」
は
諸
々
で
あ
り
ま
す
。
大
勢
の
人
と
共
に
行
う
、
共
に
行
う
の
で
す
が
、

先
輩
の
方
の
動
作
や
仕
方
、
そ
う
い
う
も
の
を
お
手
本
と
し
て
学
ん
で
行
き
な
さ
い
。

「学
ぶ
」
は

「ま
ね
ぶ
」
か
ら
来
た
言
葉
で
真
似
る
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
学
ぶ
と
い
う
事
は
私
心
が
入

っ
て
は
い
け
な
い
。
批
判
が
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
。
言
わ
れ
た
通
り
に
、
或
い
は
、
先
輩
の
さ
れ
て
い
る
通
り
行
う
。

さ
あ
、
先
輩
は
大
変
で
す
。

一
挙
手

一
投
足
見
習
わ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
己
の
作

法
動
作
が
、
ち
や
ん
と
法
に
適

っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
を
常
に
心
が
け
点
検
し

な
が
ら
、
行

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
体
、
人
間
は
横
着
で
あ
り
ま
し
て
、
人
目
の
無

い
と
こ
で
は
怠
け
る
、
だ
ら
け

る
と
い
う
怠
惰
な
本
質
的
な
も
の
を
も

つ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
自
身
を
省
み

れ
ば
誰
し
も
同
じ
こ
と
。
私
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
人
目
に
付
く
と
か
、
人
目
を
気
に
す
る
と
い
う
事
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で

は
な
い
。
よ
く
人
目
に
付
く
、
或
い
は
人
目
を
感
じ
て
や
る
、
そ
う
い
う
事
で
は
駄

目
だ
と
言
わ
れ
る
人
も
い
る
。
全
て
自
発
的
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
所
が
自
発
的

に
全
て
出
来
る
人
は
そ
う
滅
多
に
い
な
い
。

普
通
の
人
は
、
我
々
凡
人
は
、
人
目
を
気
に
す
る
事
で
良
い
ん
で
す
ね
。
「人
目

に
付
く
か
ら
こ
そ
見

つ
と
も
無
い
事
は
し
な
い
。
ち
よ
っ
と
き

つ
い
け
ど
頑
張
る
」
、

こ
れ
が
出
て
く
る
。
人
目
に
付
か
な
か
つ
た
ら
ど
う
で
し
よ
う
か
？
　
一
人
で
厳
然

た
る
坐
禅
を
続
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
？

衆
に
随
う
か
ら
こ
そ
、
な
ん
と
か
修
ま
る

ん
で
す
ね
。

初
め
は
真
似
で
結
構
。
真
似
す
る
中
に
、
真
似
で
な
く
な

っ
て
、
本
物
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
遷
化
さ
れ
た
宮
崎
禅
師
が
常
に
言

っ
て
お
ら
れ
た
。
「良
い
事
は
真
似

し
な
さ
い
」
。
　
初
中
後

真
似
し
て
い
れ
ば
す
ぐ
本
物
に
な
る
。
道
心
の
無
い
人
で

も
、
真
似
を
し
て
い
る
間
に
道
心
が
沸
い
て
来
る
！

小
さ
な
船
に
乗
る
時
、
船
頭
さ
ん
に
身
を
任
せ
る
。
自
分
が
バ
タ
バ
タ
し
た

っ
て
、

船
が
ど

っ
ち

へ
行
く
か
分
か
ら
な
い
。
船
頭
さ
ん
は
ち
や
ん
と
目
的
地

へ
着
け
て
く

れ
る
。
彼
の
岸
は
彼
岸
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ

へ
着
く
為
に
は
、
己
の
計
ら
い
を
止
め

て
、
正
し
い
者
に
身
を
委
ね
る
！

テ」れ
が
行
道
で
あ
り
ま
す
。

「初
心
学
道

の
人
は
、
只
衆

に
随
う

て
行
道
す

べ
き
な
り
」

平
成
二

一
年
九
月
二
七
日
　
合
掌
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ぎ

よ

う

じ

行
持
こ
れ
世
人
の
愛
処
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、

じ

つ

き

諸
人
の
実
帰
な
る
べ
し

『
正
法
眼
蔵
』
「行
持
」
の
巻
の
上
巻
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

行
持
は
、
行
う
事
で
は
な
く
て
、
「行
い
持

つ
」
と
言
う
字
を
書
き
ま
す
。
「行
い

持

つ
」
と
い
う
事
は
、
宗
教
的
な
実
践
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

こ
の
行
い
を
、
実
践
を
、
し

つ
か
り
と
自
分
の
も
の
と
し
て
持

っ
て
行
く
。

「行
持
こ
れ
世
人
の
愛
処
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
」
と
。
世
人
は

一
般
の
方

々
、
愛
処

は
愛
す
る
処
。
行
持
は

一
般
の
方

々
が
喜
ぶ
も
ん
じ
や
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
で
す
ね
。

宗
教
的
な
実
践
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
誓
願
を
も

つ
て
行
う
ぐ
ら
い
の
強
い
決
意
、
こ

れ
が
行
持
で
す
ね
。
で
す
か
ら

一
般
人
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。
出
来
る
だ
け
思

う
ま
ま
の
事
を
し
た
い
。

だ
け
れ
ど
も
、
「諸
人
の
実
帰
な
る
べ
し
」
。
諸
人
は
諸
々
の
人
、
全
て
の
人
、
そ

う
い
う
人
々
の
実
帰
と
い
う
の
は
、
「実
際
」
の

「実
」
と

「帰
る
」
と
言
う
字
、

実
際
に
は
そ
こ
に
帰

っ
て
い
く
ん
だ
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
元
に
帰

っ
て
来
た
。

散
々
求
め
た
挙
句
、
随
分
回
り
道
を
し
た
け
れ
ど
も
、
一九
へ
帰

つ
て
き
た
と
い
う
事

が
私
ど
も
の
経
験
で
誰
で
も
あ
り
ま
す
ね
。

字
を
書
く
に
し
て
も
、
上
手
い
字
が
書
け
な
か

つ
た
ら
、
元

へ
帰

っ
て
、
ハ
ネ
は

ど
う
い
う
風
に
す
る
の
か
、
テ
ン
は
ど
う
い
う
風
に
打

つ
の
か
、
昔
、
誰
か
に
教
わ

っ
た
は
ず
で
す
。
そ
の
通
り
に
書
け
ば
い
い
。
ンヽ
う
い
う
風
に
元
に
帰
つ
て
い
け
ば
、

複
雑
な
難
し
い
字
を

一
字
書
く
に
し
て
も
、
基
本
に
帰
っ
て
書
け
ば
字
に
な
る
！

他
の
事
で
も
全
て
そ
う
で
す
ね
。
何
か
自
分
の
事
で
も
、
身
内
の
事
で
も
、
会
社

の
事
で
も
、
様
々
な
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
問
題
を
幾
ら
考
え
て
も
解
決
出
来

な
い
。
そ
し
た
ら
、
一
番
原
点
に
帰
る
事
な
ん
で
す
。
一
番
元
に
帰
っ
て
考
え
れ
ば
、

こ
れ
が
こ
う
成
っ
た
の
は
、
こ
こ
の
所
が
間
違
っ
て
い
た
ん
だ
。
そ
こ
を
直
さ
な
い

と
、
小
手
先
の
事
を
や
つ
た
つ
て
ま
た
同
じ
だ
。
必
ず
こ
う
な
る
ん
で
す
ね
。
で
す

か
ら
、　
一
番
元
に
帰
っ
て
、
そ
こ
を
、
軌
道
修
正
す
る
。
こ
れ
以
外
に
無
い
。
「諸

人
の
実
帰
な
る
べ
し
」
、
全
て
の
人
は
そ
こ
に
帰
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
う
い
う
事

に
な
る
ん
だ
よ
と
。
ま
つ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

坐
禅
も

一
番
最
初
は
何
方
か
に
教
わ
っ
た
ん
で
す
。
教
わ
つ
た
通
り
の
事
を
今
や

つ
て
い
る
か
ど
う
か
？

ど
う
も
自
己
流
に
な
つ
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
？

坐
禅

を
し
て
い
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
妄
想
の
虜
に
な
つ
て
い
る
だ
け
だ
。
こ
れ
は
基
本
が

ず
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
最
初
教
わ
つ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
そ
れ
に
帰
る
。

こ
う
い
う
事
に
よ
つ
て
の
み
、
伝
統
に
則
っ
た
本
来
の
坐
禅
、
こ
れ
が
身
に
つ
く
！

古
い
方
は
常
に
、
こ
の
辺
り
を
反
省
し
な
が
ら
行
っ
て
ゆ
か
な
い
と
、
つ
い
惰
性
に

流
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、
何
時
も
心
掛
け
て
気
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
点
で
あ
り
ま

す
。「行

持
こ
れ
世
人
の
愛
処
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
諸
人
の
実
帰
な
る
べ
し
」

平
成
二

一
年

一
〇
月
二
五
日
　
合
掌





ほ

つ
し
ん

法

身

は
虚
空
な
り
、
虚
空
は
法
身
な
り

こ
の
お
言
葉
は
、
越
後
で
昔

曹
洞
宗
寺
院
を
最
初
に
開
か
れ
た
村
上
の
耕
雲
寺

御
開
山

傑
堂
能

勝
禅
師
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
慈
光
寺
様
の
御
開
山

で
あ
り
ま
す
南
英
謙

宗
禅
師
は
、
村
上
の
耕
雲
寺
で
傑
堂
禅
師
に
就
い
て
十
三
年

間
修
行
を
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
な
か
悟
り
を
開
く
事
が
出
来
な
い
。
と
こ
ろ
が
或
る

日
、
傑
堂
禅
師
よ
り

「法
身
は
虚
空
な
り
、
虚
空
は
法
身
な
り
」
、
こ
の
お
言
葉
に

よ

っ
て
悟
り
を
開
か
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

法
身
と
い
う
の
は
、
法
の
身

、
仏
法
の
身
と
書
き
ま
す
。
こ
れ
は
お
釈
迦
様
の

全
人
格
を
現
す
も
の
で
あ
り
ま
す
が
姿
形
は
な
い
。
至
る
所
に
遍
満
し
て
い
る
け
れ

ど
も
姿
は
見
え
な
い
。
こ
れ
が
法
身
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
虚
空
で
あ
る
、
大
空
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
大
空
、
ど
こ
ま
で
も
今
日
の

越
後
の
澄
ん
で
い
る
素
晴
ら
し
い
大
空
、
ど
こ
ま
で
も
行
き
渡

っ
て
い
る
大
空
と
同

じ
で
あ
る
。
法
身
は
そ
の
よ
う
に
天
地
宇
宙
に
遍
満
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「虚
空
は
法
身
な
り
」
。
そ
の
虚
空
は
正
に
法
身
で
あ
る
。
同
じ
事
を
反
対
に
お

示
し
さ
れ
た
。
こ
の
言
葉
に
よ
つ
て
、
裕
然
と
し
て
南
英
謙
宗
禅
師
は
悟
ら
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

法
身
は
虚
空
と
い
う
言
葉
は
理
屈
で
は
な
い
。
こ
の
私
ど
も
、
今
こ
こ
で
坐

っ
て

い
る
と
い
う
事
実
、
慈
光
寺
様
の
坐
禅
堂
で
す
。
ま
た
龍
泉
院
の
本
堂
で
坐

っ
て
い

る
。
同
じ
人
間
が
所
を
換
え
て
坐

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今
こ
の
時
、
法
身
と
い
う

も
の
が
現
れ
出
て
い
る
！

私
ど
も
の
体
を
通
じ
て
、
お
釈
迦
様
の
教
え
ら
れ
た
人

格
、
或
い
は
お
釈
迦
様
そ
の
も
の
の
人
格
と
言

っ
て
も
良
い
。
こ
れ
が
今
、
私
ら
全

て
、
坐

っ
て
い
る
皆
様
方
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
い
み
じ
く
も
現
れ
て
い
る
！

こ
う

い
う
事
を
意
味
し
て
い
る
ん
で
す
。

虚
空
の
中
に
、
全
て
同
じ
様
に
法
身
は
現
れ
て
い
る
。
有
難
い
お
示
し
で
あ
り
ま

す
。
南
英
禅
師
は
、
そ
れ
ま
で
は

「今
自
分
が
修
行
し
て
い
る
耕
雲
寺
の
中
に
自
分

は
い
る
ん
だ
」
、
こ
う
思

っ
て
い
た
。
無
理
も
な
い
で
す
ね
。
所
が
そ
う
で
な
い
。

何
処

へ
行

っ
て
も
法
身
は
遍
満
し
て
い
る
ん
だ
！

こ
れ
を
悟

っ
た
。
初
め
て
分
か

つ
た
ん
で
す
ね
。

皆
様
方
、
何
処
で
坐
ろ
う
と
同
じ
で
す
。
ご
自
宅
で
坐
ろ
う
と
、
龍
泉
院
で
坐
ろ

う
と
、
慈
光
寺
様
で
今
坐

っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
身
体
を
通
し

て
、
そ
こ
に
お
釈
迦
様
の
大
入
格
が
現
れ
出
て
い
る
と
い
う
事
に
関
し
て
は
、
全
く

同
じ
。
こ
の
事
実
を
、
ド
シ
ッ
と
噛
み
締
め
な
が
ら
、
「
ハ
ア
、
今
自
分
は
法
身
の

凝
縮
し
た
こ
の
中
で
法
身
が
法
身
し
て
い
る
姿
な
ん
だ
！
」
、
こ
う
い
う
気
持
ち
で

坐
り
ま
し
ょ
う
。

「法
身
は
虚
空
な
り
、
虚
空
は
法
身
な
り
」

平
成
二

一
年

一
〇
月
二
九
日
　
良
寛
さ
ん
と
出
逢
う
旅

慈
光
寺
に
て
　
合
掌
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せ

ん

し

よ

う

た
だ
ま
さ
に

先

聖

の
道
を

あ
ん
り

ふ
ま
ん
こ
と
を
行
履
す
べ
し

『
正
法
眼
蔵
』
「鉛
声
山

色
」
の
巻
の

一
節
で
あ
り
ま
す
。

先
聖
と
言
い
ま
す
の
は
、
仏
祖
、
或
い
は
先
徳
、
大
先
輩
方
、
こ
う
い
う
方
を
意

味
し
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
お
言
葉
は
非
常
に
易
し
い
、
分
か
り
易
い
お

言
葉
で
ご
ざ

い
ま
し
て
、
「た
だ
ま
さ
に
先
聖
の
道
を
ふ
ま
ん
こ
と
を
行
履
す
べ
し
」
、

大
先
輩
が
、
腐
心
惨
惜
し
て
踏
ん
で
来
た
道
を
、
模
倣
し
て
実
践
し
な
さ
い
。
こ
れ

だ
け
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
先
輩
方
が
培

っ
て
き
た
仏
道
と
い
う
も
の
、
仏
道
は
仏
教
と
は
違
い
ま

す
。
仏
教
は
教
え
、
仏
道
は
実
践
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
実
践
で
あ
り
ま
す
仏
道
を
行

じ
て
い
く
の
が
私
ど
も
の
使
命
で
あ
る
！

そ
れ
に
は
、
先
輩
方
の
立
派
に
教
え
示

さ
れ
た
通
り
実
践
し
な
さ
い
！

こ
う
い
う
訳
で
あ
り
ま
す
。

こ
の

「道
」
と
い
う
道
が

つ
い
て
い
る
も
の
は
、
皆
心
の
修
行
で
あ
る
と
い
う
事

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
心
の
修
行
の
為
に
は
実
践
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
実
践
は
、
先
輩
方
が
長
い
間
培

っ
て
き
た
所
の
作
法
で
あ
り
、
内
容
で
あ
り
、

心
の
在
り
方
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
学
び
行
う
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。

学
び
と
い
う
の
は
、
「ま
ね
び
」
か
ら
き
て
お
る
と
い
う
の
は
ご
承
知
の
通
り
で

あ
り
ま
す
。
真
似
を
す
る
、
同
じ
様
に
行
う
様
に
す
る
と
い
う
事
が
基
本
で
す
。
同

じ
様
に
行

っ
て
い
る
間
に
心
が
伴

っ
て
来
る
の
は
、
こ
れ
は
長
年
実
践
し
て
い
る
人

に
は
良
く
分
か
る
事
で
あ
り
ま
す
。
「継
続
は
力
な
り
」
と
い
う
様
に
、
洗
練
さ
れ

た
、
練
り
上
げ
ら
れ
た
無
形
文
化
を
行

っ
て
い
る
間
に
、
何
時
し
か
自
分
も
そ
の
文

化
の
中
の
体
系
に
入
っ
て
行
く
と
、
こ
う
い
う
事
が
現
実
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。

で
す
か
ら
、
先
輩
方
の
築
き
上
げ
た
道
と
い
う
も
の
を
決
し
て
な
お
ざ
り
に
し
て

は
い
け
な
い
。
勿
論
、
初
め
の
頃
は
様

々
な
疑
問
も
あ
り
ま
す
。
コ
」れ
は
ど
う
し

て
こ
う
す
る
の
か
。
あ
れ
は
ど
う
な
ん
だ
？
」
、
様
々
な
疑
間
が
あ
る
、
そ
れ
は
間

い
質
し
て
納
得
が
い
く
様
に
な

つ
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
た
だ
地
道
に
実
践
す
る
！

坐
禅
は
正
し
く
そ
の
最
高
で
、
誰
に
で
も
出
来
て
、
こ
の
上
の
無
い
素
晴
ら
し
い
仏

道
で
あ
り
ま
す
。

人
が
人
に
教
え
る
も
の
、
そ
の
中
で
最
高
の
も
の
と
言

っ
て
も
宜
し
い
と
思
い
ま

す
。
先
聖
の
道
を
踏
ま
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
学
道
用
心
集
』
な
ど
に
も
重
ね
て

書
か
れ
て
い
る
所
で
あ
り
ま
す
。
今
自
分
が

「仏
法
を
行
じ
て
い
る
ん
だ
！
」
と
い

う
自
覚

の
下
に
、
淡
々
と
こ
れ
を
実
践
し
て
行
く
。
我

々
の
坐
禅
は
唯
そ
れ
だ
け
で

あ
り
ま
す
。

「た
だ
ま
さ
に
先
聖

の
道
を
ふ
ま
ん

こ
と
を
行
履
す

べ
し
」

平
成
二

一
年

一
一
月
二
二
日
　
合
掌





き
ゆ
う
さ
ん
じ
ゅ
う
じ

只
、　
久

参

修

持

の
功
に
よ
り
、

ご

ん
ろ
う

弁
道
勤

労

の
縁
を
得
て
、

ご
ど
う
み
ょ
う
し
ん

悟
道

明

心

す
る
也

『
正
法
眼
蔵
隋
聞
記
』
の
中
に
出
て
お
り
ま
す
有
名
な

一
節
で
あ
り
ま
す
。

何
故
有
名
か
と
申
し
ま
す
と
、
嘉
禎
二
年

（
一
二
三
六
年
）
に
道
元
禅
師
、
数
え

三
七
歳

の
時
、
京
都

の
深
草

に
待
望

の
禅
寺
を
建
立

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

観
音
導
利
院
興

聖
宝
林
寺
と
言
い
ま
す
。
そ
の
新
し
い
禅
寺
を
作
ら
れ
た
年
の
十

二
月
晦
日
、
懐
美
様
に
首
座
と
い
う
役
を
仰
せ
付
け
た
。
そ
し
て
、
自
分
に
代
わ

っ

て
乗
払
と
い
う
説
法
を
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
説
法
を
さ
せ
る
直
前
に
説
き
示
さ
れ
た
お
言
葉
が
、
『
隋
間
記
』

の
中
に
残

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
こ
こ
の
所
で
、
縁
と
い
う
も
の
を
大
変
に
強
調
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
縁
と
い
う
も
の
は
、
「私
ど
も
は
、
刻

一
刻
と
縁
に
出
会

っ
て

い
る
ん
だ
！
」
と
。
そ
れ
に
気
が
付
か
ず
、
本
当
に
自
分
の
も
の
に
な

っ
て
い
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。

香

厳

撃

竹
、
霊
雲
桃
花
の
よ
う
に
、
香
厳
さ
ん
は
、
石
が
竹
に
当
た

つ
て
音
が

し
た
時
に
悟
り
を
開
か
れ
た
。
或
い
は
霊
雲
さ
ん
が
、
早
春
に
桃
の
花
が
パ
ツ
と
開

い
た
時
に
心
の
む
す
ば
れ
が
解
け
た
。
こ
う
い
つ
た
、
先
輩
達
の
素
晴
ら
し
い

勝

燭

と
い
っ
た
も
の
は
皆
縁
に
よ
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
縁
が
結
ば
れ
る
と
い
う
の
は
、

，」れ
は
久
参
修
持
の
功
で

あ
る
。
永
ら
く
坐
禅
修
行
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
な
ん
だ
！

そ
う
い
う
弁
道
勤
労

の
縁
、
そ
れ
こ
そ
素
晴
ら
し
い
縁
を
得
て
初
め
て
、
悟
道
明
心
、
悟
り
と
か
、
心
の

む
す
ば
れ
が
解
か
れ
る
、
こ
う
い
っ
た
体
験
を
得
る
の
で
あ
る
。

「
一
年
や
二
年
坐
っ
て
い
て
も
、
ち

っ
と
も
変
わ
ら
な
い
」
当
然
で
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
の
は
坐
禅
修
行
の
桁
が
間
違
っ
て
い
る
！

十
年
単
位
で
す
ね
。
十
年
単
位

で
や
つ
て
、
な
ん
か
こ
の
初
め
の
頃
の
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い
た
も
の
が
次
第
に
無
く
な

っ
て
行
く
。
そ
れ
が
久
参
修
持
の
功
で
あ
り
ま
す
。

成
道
会
も
第
二
十
七
回
、
最
初
か
ら
、
出
て
い
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

よ
う
や
く
成
道
会
と
い
う
も
の
が
分
か
っ
て
来
た
と
い
う
段
階
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
ね
。
一
度
や
二
度
で
は
成
道
と
い
う
言
葉
の
意
味
さ
え
良
く
分
か
ら
な
い
と

い
う
の
が
当
然
で
あ
り
ま
す
。
と
言
っ
て
も
、
成
道
会
の
坐
禅
は
余
所
行
き
の
坐
禅

を
す
る
必
要
は
無
し
。
普
段
の
坐
禅
の
延
長
で
あ
り
ま
す
。

「
只
、
久
参
修
持
の
功
に
よ
り
、

弁
道
勤
労
の
縁
を
得
て
、
悟
道
明
心
す
る
也
」

平
成
二

一
年

一
二
月
六
日
　
成
道
会
　
合
掌
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ご
じ

つ

お
ぼ

仏
道
修
行
は
、
後
日
を
待
つ
ま
じ
と
覚

ゆ
る
な
り

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の

一
節
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
お
言
葉
は
、
文
字
面
は
非
常
に
易
し
い
。
「仏
道
修
行
」
、
仏
教
の
修
行
じ
や

な
い
、
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
を
行
ず
る
と
い
う
事
、
ン
」れ
は
修
行
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
仏
道
修
行
は
、
後
日
を
待

っ
て
は
駄
目
だ
と
。

「今
日
は
、
風
邪
気
味
だ
か
ら
上
し
て
お
こ
う
」
「今
日
は
寒
い
か
ら
、
暖
か
く

な

つ
て
か
ら
に
し
よ
う
」
。
そ
ぅ
い
う
考
え
で
お
り
ま
す
と
、
往
々
に
し
て
チ
ヤ
ン

ス
を
逸
す
る
。
肝
心
な
事
は
、
後
日
を
待

つ
と
い
う
気
持
ち
を
抱
き
続
け
る
事
が
い

け
な
い
。
「後
日
を
待

つ
ま
じ
と
覚
ゆ
る
な
り
」
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
後

日
を
待

つ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
、
と
こ
う
い
う
意
味
で
あ

り
ま
す
。

待

っ
て
は
い
け
な
い
。
断
定
し
て
い
る
ん
で
は
な
い
。
そ
こ
で

一
遍
の
計
ら
い
、

思
い
や
り
、
そ
う
い
う
も
の
も
勿
論
入
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
「時
人
を
待
た

ず
、
生
死
事
大
な
り
、
無
常
迅
速
な
り
」
と
い
う
の
は
、
古
今
東
西
変
わ
り
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
「お
正
月
だ
、
お
盆
だ
、
何
だ
」
と
言

っ
て
い
る
合
間
に
、
あ

つ
と
い

う
間
に
十
二
月
に
な
り
、
十
二
月
に
な

つ
た
と
思

っ
た
ら
も
う
歳
末
。
本
当
に
時
光

は
飛
ぶ
様
に
速
い
。

そ
う
い
う
飛
ぶ
様
に
速
い
時
光
の
真

っ
只
中
に
人
は
生
き
て
い
る
。
考
え
て
見
れ

ば
、
自
分
だ
け
が
歳
末
の
中
に
あ
る
ん
じ
や
な
い
ん
だ
！

人
間
で
あ
れ
ば
、
全
て

の
人
が
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
限
の
広
が
り
を
も

つ
宇
宙
の
生
命
体
の

一
コ
マ

で
あ
る
。
宇
宙
か
ら
見
れ
ば
、
芥
子
粒
に
も
例
え
ら
れ
る
地
球
の
中
で
、
戦
争
を
や

っ
た
り
、
「や
れ
、
温
暖
化
だ
」
と
騒
い
だ
り
様
々
な
問
題
が
あ
る
。

だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
小
さ
な
小
さ
な
所
で
小
さ
な
動
き
を
し
て
い
る
人
間
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
素
晴
ら
し
い
生
命
体
が
あ
る
。
様
々
な
文
化
を
造
り
、
人
間

と
し
て
な
く
て
は
得
ら
れ
な
い
素
晴
ら
し
い
絆
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
充
実

し
生
き
て
い
る
。

そ
の
背
後
に
は
何
が
あ
る
か
？

仏
と
し
て
の

己

で
あ
り
ま
す
。
仏
と
し
て
の
己

が
自
分
の
人
生
を
、
自
分
の
生
涯
を
造

っ
て
く
れ
て
い
る
！

私
ど
も
の
、
皆
様
方

の
努
力
さ
え
あ
れ
ば
、
仏
さ
ん
と
し
て
の
素
晴
ら
し
い
人
生
が
全
う
で
き
る
。

で
あ
れ
ば
、
こ
の
宇
宙
の
大
生
命
の
中
に
あ

つ
て
、　
徒

ら
に
右
往
左
往
せ
ず
ド

ッ
シ
リ
と
構
え
て
、
そ
れ
よ
り
も
、
デ
デ
ー

ッ
と
続
い
て
い
く
大
い
な
る
生
命
の

一

コ
マ
と
し
て
、
ピ
カ
ツ
と
輝
い
て
い
け
ば
宜
し
い
ん
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

本
年
最
後
の
、
こ
の
坐
禅
の
集
い
で
あ
り
ま
す
！

来
年
、
再
来
年
、
続
い
て
行

か
れ
る
か
、
行
か
れ
な
い
か
は
兎
も
角
、
今
日
し
か
無
い
生
命
と
い
う
気
持
ち
で

一

年
の
最
後
を
ド
ツ
シ
リ
と
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

「仏
道
修
行
は
、
後
日
を
待

つ
ま
じ
と
覚
ゆ
る
な
り
」

平
成
二

一
年

一
二
月
二
七
日
　
合
掌



［郷
例
　
　
△
言
］

一
、
日
　
時

一
、
坐
　
禅

一
、
講
　
義

一
、
座
　
談

一　、　
△〓
　　
濃買

一
、
参
加
者

［活
　
動
］

一
、　
一
夜
接
心

一
、
成
道
会

一
、
他
の
行
事

一
、
刊
　
行

一
、
ウ

エ
プ
サ
イ
ト 龍

泉

院

参

禅

会

簡

介

毎
月
第
四
日
曜
午
前
九
時

（初
参
加
者
は
八
時
半
）

口
宣

・
坐
禅

。
経
行

・
坐
禅
の
順

（坐
禅
は

一
燈

〓
一〇
分
、
経
行
は

一
〇
分
）

本
版
三
通

。
開
経
偶

・
『
正
法
眼
蔵
』
の
提
唱

自
己
紹
介

。
喫
茶
、
正
午
解
散

征
　̈
料

性
別

。
年
齢
な
ど

一
切
不
間
、
初
心
者
に
は
懇
切
に
指
導

一
泊
し
坐
禅
七
娃
と
提
唱
な
ど
、
本
年
は
六
月
五
～
六
日

坐
禅
二
蛙

・
法
要

・
間
答

・
法
話

。
点
心
な
ど
、
本
年
は
十
二
月
六
日

涅
槃
会

（
二
月

一
五
日
）
と
花
ま

つ
り

（四
月
八
日
）
は
梅
花
講
と
共
催
で
法
要
と
法

話
。
施
食
会

（八
月

一
六
日
）
手
伝
い
。
歳
末
煤
払
い

（
一
二
月
の
例
会
後
）
、
そ
の
他

会
報

『
明
珠
』
（四
月
八
日
と

一
〇
月
五
日
に
発
行
）
、
『
口
宣
』
（年

一
冊
）
な
ど

平
成
二
〇
年
二
月
開
設

（毎
月
更
新
）

ゴ
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