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ま
こ
と
に
坐
禅

ざ

ぜ

ん

弁 べ
ん

道 ど
う

は
仏
道

ぶ
つ
ど
う

の
直
路

じ

き

ろ

な
り 

『
正
法
眼
蔵
』
「
栢
樹
子

は
く
じ
ゅ
し

」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
趙
州
和
尚
の
有
名
な
、

栢
か
し
わ

の
木
と
い
う
栢
樹

は
く
じ
ゅ

の
一
巻
で
す
が
、
そ
の
中
に
、
こ
の
お
言
葉
が
説
か
れ
て
お

り
ま
す
。 

意
味
は
至
っ
て
易
し
い
。「
仏
道
の
直
路
」
、
直
路
と
い
う
の
は
ス
ト
レ
ー
ト
の
道

と
い
う
意
味
で
す
。
今
こ
こ
で
皆
様
方
が
行
っ
て
い
る

行
ぎ
ょ
う

、
こ
れ
が
言
う
ま
で
も

無
く
坐
禅
弁
道
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
坐
禅
弁
道
は
仏
道
と
い
う
も
の
の
直
路
で
あ
る
。 

坐
禅
を
行
う
方
は
、
初
心
の
方
で
も
、
あ
る
い
は
年
数
を
経
た
方
で
も
、
様
々
な

動
機
が
あ
り
、
ま
た
、
疑
問
を
持
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
様
々

な
し
が
ら
み
の
人
生
を
歩
ん
で
お
り
ま
す
。
ふ
と
振
り
返
っ
て
、
自
分
の
人
生
は
必

ず
し
も
真
っ
直
ぐ
な
歩
み
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
々
で
、
上
手
く
世
間
を
渡
っ
て

来
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
気
が
付
い
た
ら
夕
方
に
な
り
そ
う
だ
、
こ
れ
は
大
変
だ
！ 

ま
っ
さ
ら
な
生
き
が
い
の
あ
る
人
生
と
い
う
も
の
を
考
え
た
時
に
、「
こ
れ
は
ち

ょ
っ
と
精
神
的
に
叩
き
直
さ
な
け
れ
ば
い
か
ん
！
」
、
こ
う
い
う
殊
勝
な
動
機
の
方

が
坐
禅
を
目
指
す
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
思
い
当
た
る
方
も
、
お
ら
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

し
か
し
、
坐
禅
は
教
え
ら
れ
た
通
り
に
行
う
。
疑
問
が
あ
っ
た
ら
ば
問
い
質
し
て

納
得
す
る
。
こ
れ
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
初
心
の
方
も
ベ
テ
ラ
ン
の
方
も
同
じ
で
す
。

何
年
も
、
一
〇
年
も
一
五
年
も
坐
禅
を
し
て
い
な
が
ら
、
ふ
っ
と
迷
っ
て
し
ま
っ
て
、

そ
の
迷
い
を
問
い
質
す
こ
と
も
な
く
、
「
も
う
こ
ん
な
も
の
馬
鹿

く
し
い
、
止
め

た
」
。 

誠
に
お
気
の
毒
で
あ
り
ま
す
。
何
の
為
の
努
力
で
あ
っ
た
の
か
。
何
の
為
の

直
向

ひ
た
む
き

と
精
進
で
あ
っ
た
の
か
。
つ
ま
ら
ん
こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
か
、
そ
う
で
な
か

っ
た
の
か
、
根
本
か
ら
問
い
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

本
来
坐
禅
は
、
こ
の
仏
道
に
お
け
る
、
ス
ト
レ
ー
ト
の
仏
道
を
一
直
線
に
歩
ん
で

行
く
大
通
り
で
あ
る
。
他
の
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
し
た
物
は
枝
葉
。
そ
う
で
な
い
坐
禅

こ
そ
が
中
心
の
太
い
幹
で
あ
る
、
そ
の
幹
の
部
分
を
今
行
じ
て
い
る
ん
だ
。
こ
う
い

う
固
い
信
念
が
培
わ
れ
て
い
な
い
と
、
迷
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
！ 

そ
れ
で
は

残
念
で
あ
り
ま
す
。
年
末
で
あ
ろ
う
と
年
頭
で
あ
ろ
う
と
坐
禅
に
変
わ
り
は
な
い
。

ま
っ
し
ぐ
ら
な
仏
道
の
直
路
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
道
元
禅
師
は
、
「
初
心
の
弁
道
即
ち
本
性
の
全
体
で
あ
る
」
と
ま
で
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
。
初
め
に
こ
れ
だ
と
決
め
て
ド
ッ
シ
リ
坐
る
。
そ
れ
こ
そ
、
悟
り
の

姿
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
事
に
信
を
お
い
て
、
ま
っ
し

ぐ
ら
に
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
ま
こ
と
に
坐
禅
弁
道
は
仏
道
の
直
路
な
り
」 平

成
二
二
年
一
月
二
四
日 

合
掌 
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心
意
識

し
ん
い
し
き

の
運
転

う
ん
て
ん

を
停 や

め
、 

念
想
観

ね
ん
そ
う
か
ん

の
測
量

し
き
り
ょ
う

を
止 や

め
て
作
仏

さ

ぶ

つ

を
図 は

か

る
こ
と
莫 な

か

れ 

言
う
ま
で
も
な
く
、
道
元
禅
師
の
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
中
の
有
名
な
一
説
で
あ
り

ま
す
。
『
普
勧
坐
禅
儀
』
は
、
坐
禅
の
根
本
的
な
教
え
と
い
う
も
の
を
余
す
こ
と
な

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
坐
禅
の
教
え
の
書
の
最
高
傑
作
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
坐
禅
の
教
え
の
書
物
と
い
う
も
の
は
、
皆
短
か
す
ぎ
た
り

偏
っ
た
り
し
て
い
て
完
全
で
な
い
、
不
備
で
あ
る
と
い
う
所
か
ら
、
道
元
禅
師
が
日

本
の
人
々
に
、

普
あ
ま
ね

く
坐
禅
と
い
う
素
晴
ら
し
い
文
化
を
学
べ
る
よ
う
に
、
ま
だ
若

い
頃
、
苦
心
し
て
作
ら
れ
た
の
が
、『
普
勧
坐
禅
儀
』
で
あ
り
ま
す
。 

今
永
平
寺
に
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
道
元
禅
師
直
筆
の
『
普
勧
坐
禅
儀
』
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
普
通
一
般
に
出
回
っ
て
い
る
坐
禅
儀
と
は
少
し
違

う
。
一
番
の
違
い
は
、
直
筆
本
で
は
、
坐
禅
を
す
る
事
に
よ
っ
て
、
禅
定
力
が
備
わ

る
と
い
う
様
な
意
味
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
推
敲
し
て
、
そ
う
い
う
事
を

全
部
取
り
払
っ
て
し
ま
っ
た
！ 

「
坐
禅
は
そ
ん
な
力
を
得
る
為
の
も
の
で
は
な
い

ん
だ
。
そ
う
い
う
事
を
敢
え
て
入
れ
た
ら
目
的
と
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
事
か
ら

禅
定
力
を
備
え
る
な
ん
て
い
う
文
言
を
省
い
て
し
ま
っ
た
！ 

さ
て
「
心
意
識
の
運
転
を
停
め
る
」。 

私
共
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ

て
心
意
識
、
心
と
い
う
も
の
を
動
か
し
て
い
る
。
そ
れ
を
止
め
な
さ
い
と
。「
念
想

観
の
測
量
を
止
め
る
」
、 

同
じ
様
な
意
味
合
い
で
あ
り
ま
す
。
念
は
念
ず
る
の
念
、

想
は
、
感
想
な
ど
と
言
う
時
の
想
、
観
は
見
る
と
い
う
観
光
の
観
、
皆
何
か
心
で
思

う
事
で
す
。
要
す
る
に
坐
禅
中
は
様
々
な
思
い
を
全
部
捨
て
去
り
な
さ
い
！ 

こ
う

い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
人
間
の
頭
と
い
う
モ
ノ
は
、
ど
ん
な
こ
と
に
で
も
反
応
を
示
す
。
何
も

考
え
ま
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
次
か
ら
次
へ
と
色
ん
な
も
の
が
浮
か
ん
で
来
る
ん
で

す
。
こ
れ
は
生
き
て
い
る
証
拠
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
差
し
支
え
な
い
！ 

追
い
か
け

な
い
と
い
う
事
が
大
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
作
仏
、
仏
と
な
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
は
駄
目
だ
と
。
目
的
を
抱
く
と
、

そ
れ
に
ば
っ
か
り
捕
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
が
障
害
に
な
る
。
成
れ
な
か
っ
た

ら
馬
鹿

く
し
い
と
言
っ
て
止
め
て
し
ま
う
。 

坐
禅
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
ん
だ
。
自
分
と
い
う
思
い
計
ら
い
を
止
め
て
、

自
然
の
摂
理
、
自
然
の
動
き
、
自
然
の
生
命
、
こ
う
い
う
も
の
の
中
に
没
入
す
る
！

こ
れ
が
坐
禅
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。 

定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
の
上
に
則
っ
て
、
頭
の
中
に
思
い
を
凝
ら
さ
な
い
。
考
え
て

み
れ
ば
誠
に
単
純
明
快
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
単
純
明
快
を
、
常
に
守
る
よ
う
に
し
っ

か
り
と
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
心
意
識
の
運
転
を
停
め
、 

念
想
観
の
測
量
を
止
め
て
作
仏
を
図
る
こ
と
莫
れ
」 

平
成
二
二
年
二
月
二
八
日 

合
掌 
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一
日

い
ち
に
ち

作 な

さ
ざ
れ
ば
、
一
日

い
ち
に
ち

食 く

ら
わ
ず 

 

こ
の
有
名
な
お
言
葉
は
、
『
正
法
眼
蔵
』
で
は
「
行
持
」
の
巻
の
上
巻
、
百
丈
懐

海
禅
師
の
行
持
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
所
に
出
て
参
り
ま
す
。
中
国
人
は

殆
ほ
と
ん

ど
こ
の

お
言
葉
を
知
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、『
毛
沢
東
語
録
』
で
有
名
に
な
っ
た
の
で

す
。
毛
沢
東
さ
ん
は
、「
一
日
労
を
作
さ
ざ
れ
ば
、
一
日
食
を
得
ざ
れ
」
、
こ
う
い
う

意
味
で
人
民
総
生
産
、
生
産
に
励
め
、
所
謂

い
わ
ゆ
る

「
飴
と
鞭
」
式
で
教
え
た
言
葉
だ
か
ら

で
あ
り
ま
す
。 

百
丈
懐
海
禅
師
の
意
味
は
、
全
く
違
い
ま
す
。
百
丈
さ
ん
は
、
江
西
省
の
大
変
な

山
の
中
に
寺
を
開
か
れ
、
そ
の
前
面
に
は
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
く
ら
い
の
田
園
が
あ
り

ま
す
。
原
野
で
荒
地
だ
っ
た
所
を
田
ん
ぼ
に
切
り
開
き
、
自
ら
耕
し
て
自
ら
生
産
し

て
、
何
百
人
の
集
ま
っ
て
き
た
雲
水
達
を
育
て
、
生
涯
を
終
え
ら
れ
た
禅
哲
で
あ
り

ま
す
。 

年
を
重
ね
て
、
老
僧
に
な
っ
た
時
で
も
、
作
務
を
怠
る
こ
と
は
一
日
と
し
て
無
か

っ
た
。
側
近
の
者
が
い
く
ら
「
手
を
休
め
る
様
に
」
と
勧
め
て
も
止
め
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
あ
る
時
、
掃
除
道
具
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
一
日
中
食
事
に

箸
を
つ
け
な
か
っ
た
。

訝
い
ぶ
か

っ
て
側
近
の
人
が
聞
い
た
ら
ば
、「
一
日
作
さ
ざ
れ
ば
、

一
日
食
ら
わ
ず
」
と
、
泰
然

た
い
ぜ
ん

と
し
て
申
し
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く

こ
れ
は
、
大
変
な
強
い
自
律
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
自
分
は
汗
水
垂
ら
さ
な
か
っ

た
な
ら
ば
、
絶
対
食
事
を
し
な
い
。
こ
う
い
う
強
い
信
念
、
覚
悟
と
い
う
も
の
に
裏

打
ち
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

私
共
は
、
格
好
良
さ
で
坐
っ
て
い
な
い
か
！ 

こ
こ
に
送
り
出
し
て
下
さ
っ
て
い

る
家
族
の
方
は
皆
、
安
心
し
て
送
り
出
し
て
下
さ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
ち
ょ

っ
ぴ
り
で
も
裏
切
る
こ
と
は
な
い
か
！ 

惰
性
で
坐
っ
て
い
れ
ば
裏
切
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
ん
で
す
。 

坐
禅
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
我
侭

わ
が
ま
ま

な
自
分
、
横
着
な
自

分
、
怠
惰
な
自
分
、
ふ
ら
ふ
ら
な
自
分
、
駄
目
な
自
分
、
こ
れ
を
寒
か
ろ
う
と
暑
か

ろ
う
と
、
絶
対
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
る
。
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
体
裁
良
く
、

格
好
良
く
坐
ろ
う
、
と
ん
で
も
な
い
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
な
に
、

足
が
痛
か
ろ
う
が
、
何
で
あ
ろ
う
が
、
ど
っ
し
り
お
仏
像
の
様
に
な
っ
て
、
三
十
分

や
四
十
分
坐
り
ぬ
く
。
こ
れ
が
出
来
な
い
で
、
な
ん
の
坐
禅
で
し
ょ
う
！ 

初
め
て
の
方
は
、
「
こ
ん
な
足
の
痛
い
も
の
、
こ
ん
な
辛
い
事
は
な
い
。
も
う
こ

れ
き
り
で
止
め
だ
」
と
言
っ
て
止
め
た
ら
ば
、
他
の
事
で
も
碌
な
事
は
出
来
ま
せ
ん
。

ま
ず
駄
目
で
す
。
自
分
を
律
す
る
事
が
出
来
な
く
て
何
が
出
来
ま
す
か
？ 

そ
の
己

を
律
す
る
と
い
う
事
の
象
徴
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
恐
ろ
し
い
内
容
を
含

ん
で
い
る
の
が
「
一
日
作
さ
ざ
れ
ば
、
一
日
食
ら
わ
ず
」
で
あ
り
ま
す
。
さ
あ
、
ド

ッ
シ
リ
と
坐
り
ぬ
き
ま
し
ょ
う
。 

「
一
日
作
さ
ざ
れ
ば
、
一
日
食
ら
わ
ず
」 

平
成
二
二
年
三
月
二
八
日 

合
掌 
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坐
禅

ざ

ぜ

ん

無
量

む
り
ょ
う

の
功
徳

く

ど

く

を 

一
切

い
っ
さ
い

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

に
回
向

え

こ

う

せ
よ 

 

『
坐
禅
用
心
記
』
の
中
の
一
節
で
す
。
こ
の
書
物
は
瑩
山

け
い
ざ
ん

禅
師
が
著
わ
さ
れ
た
坐

禅
の
手
引
書
で
す
。
そ
の
前
に
道
元
禅
師
が
『
普
勧
坐
禅
儀
』、
あ
ま
ね
く
一
般
の

人
々
す
べ
て
に
勧
め
る
と
こ
ろ
の
坐
禅
の
意
気
込
み
を
著
わ
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が

『
普
勧
坐
禅
儀
』
は
大
変
格
調
が
高
く
文
章
が
短
い
も
の
で
あ
り
、
坐
禅
の
エ
ッ
セ

ン
ス
だ
け
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
細
か
い
と
こ
ろ
は
一
体
ど
う
し
た
ら
良
い
か
困

る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
瑩
山
禅
師
が
『
坐
禅
用
心
記
』
を
著
わ
し
て
『
普
勧
坐
禅

儀
』
よ
り
も
っ
と
く
わ
し
く
、
様
々
な
細
か
い
注
意
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
眠
く
な

っ
た
時
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
う
る
さ
い
物
音
が
す
る
時
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
、
食
前
食
後
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
、
懇
切
丁
寧
な
坐
禅
の
指
南
書
と
し
て

『
坐
禅
用
心
記
』
は
著
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
最
初
の
ほ
う
に
、
「
常つ

ね

に
大
慈

だ

い

ず

大
悲

だ

い

ひ

に
住

じ
ゅ
う

し
て
、
坐
禅

ざ

ぜ

ん

無
量

む
り
ょ
う

の
功
徳

く

ど

く

を
一
切

い
つ
さ
い

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

に
回
向

え

こ

う

せ
よ
」
と
い
う
お
言
葉
が
あ
る
。「
常
に
大
慈
大
悲
」
と
は
観
音
様
の

大
き
な
仏
徳
で
あ
る
慈
悲
と
い
う
も
の
、
「
大
」
が
つ
い
た
大
慈
大
悲
で
、
慈
悲
の

心
と
い
う
も
の
を
坐
禅
を
通
し
て
養
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
坐
禅
に
そ
な
わ
っ
て
い
る

無
量
の
功
徳
を
自
分
の
た
め
だ
け
に
し
て
は
ダ
メ
。
大
体
「
た
め
坐
禅
」
は
い
け
な

い
。
坐
禅
を
長
く
や
っ
て
い
る
と
、
功
徳
が
自
然
に
そ
な
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
自
分
の
も
の
だ
け
に
し
て
は
ダ
メ
だ
！ 

そ
う
で
は
な
く
て
自
分
の
か
か
わ

り
の
あ
る
一
切
衆
生
に
回
向
す
る
。
坐
禅
す
る
人
は
、
先
ず
家
族
、
職
場
、
か
か
わ

り
の
あ
る
仲
間
や
交
友
関
係
に
対
し
て
、
坐
禅
に
よ
り
身
に
つ
い
た
功
徳
を
め
ぐ
ら

し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
な
さ
い
と
い
う
の
が
瑩
山
禅
師
の
教
え
で
す
。 

自
分
は
坐
る
の
が
精
一
杯
、
人
さ
ま
に
功
徳
を
め
ぐ
ら
す
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
。

初
心
の
方
は
そ
れ
で
い
い
と
し
て
も
、
三
年
、
五
年
や
っ
て
い
る
方
は
そ
れ
で
は
い

け
な
い
。
そ
れ
以
上
の
方
は
ま
し
て
い
う
ま
で
も
な
い
！ 

先
ず
ル
ー
ル
に
従
っ
て
き
ち
ん
と
自
分
の
坐
禅
を
確
立
す
る
こ
と
に
徹
す
る
。
そ

れ
が
積
も
り
積
も
っ
て
自
然
に
功
徳
が
そ
な
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
は
坐
禅
は

信
仰
で
す
。
確
信
を
も
っ
て
坐
り
た
い
も
の
で
す
。 

 

「
坐
禅
無
量
の
功
徳
を
一
切
衆
生
に
回
向
せ
よ
」 

平
成
二
二
年
四
月
二
五
日 

 

合
掌  
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回
光

え

こ

う

返
照

へ
ん
し
ょ
う

の
退
歩

た

い

ほ

を
学 が

く

す
べ
し 

 

道
元
禅
師
の
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
『
普
勧
坐
禅
儀
』
は
、
我

が
日
本
に
お
き
ま
し
て
最
初
に
正
し
い
坐
禅
を

普
あ
ま
ね

く
人
々
に
勧
め
た
い
と
い
う
道

元
禅
師
の
、
お
若
い
時
の
烈
々
た
る
意
気
に
燃
え
て
、
推
敲
に
推
敲
を
重
ね
て
作
ら

れ
た
一
大
傑
作
で
あ
り
ま
す
。
様
々
な
格
調
の
高
い
素
晴
ら
し
い
一
節
が
あ
る
中
に
、

「
回
光
返
照
の
退
歩
を
学
ぶ
べ
し
」、
こ
う
あ
り
ま
す
。 

回
光
と
い
う
の
は
光
を
廻
ら
す
。
返
照
は
返
す
と
照
ら
す
。
要
す
る
に
回
光
返
照

で
、
光
が
差
し
掛
か
っ
て
来
る
の
を
、
逆
に
そ
れ
を
向
こ
う
へ
鏡
で
も
っ
て
返
す
よ

う
に
、
逆
方
向
に
押
し
戻
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
比
喩
で
あ
っ
て
、
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
我
々
の
心
の
働
き
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

私
共
は
、
年
が
ら
年
中
外
界
の
事
に
心
を
振
り
回
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
普
段
の
生

活
に
お
い
て
は
、
そ
の
自
分
の
内
側
で
な
く
、
外
側
の
事
ば
っ
か
り
に
心
を
奪
わ
れ
、

ま
た
そ
れ
に
関
わ
ら
な
く
て
は
一
日
た
り
と
も
生
き
て
い
く
事
は
出
来
な
い
。
し
か

し
、
坐
禅
の
時
に
は
、
そ
れ
を
逆
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
己
と
い
う
も
の
を
反
省

し
、
己
の
中
の
本
来
の
面
目
と
い
う
も
の
に
、
目
覚
め
よ
う
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が

道
元
禅
師
の
教
え
ら
れ
た
「
回
光
返
照
の
退
歩
」
で
す
。
退
歩
の
歩
く
と
い
う
事
は
、

前
に
進
む
事
ば
か
り
で
は
な
い
。
立
ち
止
ま
る
事
も
大
事
で
あ
る
。
い
や
、
一
歩
後

に
下
が
る
事
も
大
事
な
ん
だ
。
こ
れ
が
退
歩
で
あ
り
ま
す
。 

己
と
い
う
も
の
、
皆
分
か
っ
て
い
る
様
で
分
か
ら
な
い
。
名
前
と
肩
書
き
と
性
別

と
身
に
纏 ま

と

っ
て
い
る
物
を
み
ん
な
取
っ
払
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
「
あ
な
た
は
何
者
な

ん
で
す
か
？ 

あ
な
た
を
出
し
て
ご
覧
な
さ
い
」
、
さ
ぁ
、
困
っ
て
し
ま
う
。「
自
分

は
何
だ
ろ
う
」
こ
う
い
う
事
に
な
る
。
そ
の
全
て
を
取
っ
払
っ
て
し
ま
っ
た
己
と
い

う
も
の
は
な
ん
な
の
か
？ 

そ
れ
は
坐
禅
で
し
か
分
か
ら
な
い
。 

坐
禅
に
徹
す
る
事
に
よ
っ
て
個
に
な
る
。
個
の
世
界
に
帰
る
。
も
し
そ
れ
が
出
来

れ
ば
個
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
関
わ
り
の
な
い
己
の
全
生
命
で
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
生
き
る
原
点
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
原
点
に
帰
る
と
い
う
事
が

言
わ
れ
ま
す
が
、
話
し
合
い
の
原
点
で
は
な
く
、
己
の
原
点
、
そ
こ
に
帰
る
。
ト
ラ

ブ
ル
が
起
こ
っ
た
時
に
、
解
決
す
る
為
に
は
、
一
番
基
本
的
な
所
に
帰
る
し
か
な
い
。

同
じ
様
に
、
「
己
の
原
点
に
帰
る
！
」
こ
れ
が
坐
禅
で
す
。
仏
で
す
！ 

坐
禅
の
時
、
頭
の
中
を
空
っ
ぽ
に
す
る
。
懸
命
に
坐
る
。
足
が
痛
い
。
呼
吸
を
し

て
い
る
。
こ
う
い
う
生
き
て
い
る
原
点
に
バ
シ
ッ
ト
行
き
当
た
る
。「
あ
ぁ
、
こ
れ

が
自
分
だ
と
思
っ
て
い
た
も
ん
だ
な
」
、
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
。
そ
の
時
に
は
、
回

光
返
照
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
来
て
い
る
ん
で
す
。
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
教
え
の

正
に
原
点
で
あ
り
ま
す
。
さ
ぁ
、
肩
の
力
を
抜
い
て
、
胸
な
ん
か
張
ら
な
い
で
大
ら

か
な
天
地
の
光
を
満
喫
す
る
。
こ
う
い
う
気
持
ち
で
ド
ッ
シ
リ
坐
り
ま
し
ょ
う
。 

「
回
光
返
照
の
退
歩
を
学
す
べ
し
」 

平
成
二
二
年
五
月
二
三
日 

合
掌 
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道 み
ち

を
行

ぎ
ょ
う

ず
る
こ
と
は
、
衆
力

し
ゅ
う
り
き

を
以 も

っ

て
す 

 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
衆
力
と
い
う
の
は
諸
々
の
力
。

至
っ
て
簡
単
で
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
。「
道
を
行
ず
る
」、
様
々
な
道
と

名
付
け
ら
れ
る
行
が
あ
り
ま
す
が
、
『
随
聞
記
』
の
中
で
は
言
う
ま
で
も
な
く
仏
道

で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
仏
道
の
中
で
も
、
様
々
な
修
行
の
徳
目
が
あ
り
ま
す
が
、
全
て
は
坐
禅
に

収
斂

し
ゅ
う
れ
ん

さ
れ
ま
す
。
坐
禅
が
全
て
の
仏
道
の
実
践
に
お
け
る
根
本
で
あ
る
！ 

こ
れ
が

道
元
禅
師
の
禅
の
骨
子
で
あ
り
、
核
心
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
坐
禅
を
行
ず
る
に
は
、

衆
力
。
坐
禅
だ
け
で
は
な
い
。 

坐
禅
で
考
え
れ
ば
一
番
良
く
理
解
出
来
る
事
で
あ
り
ま
す
。
一
人
で
何
処
か
で
坐

禅
を
す
る
。
中
々
こ
れ
は
難
し
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
環
境
、
そ
れ
か
ら
己
自
身

と
の
闘
い
。
こ
う
い
っ
た
事
が
な
か
な
か
ク
リ
ア
出
来
な
い
。 

と
こ
ろ
が
有
難
い
事
に
、
寺
に
お
い
て
同
じ
目
標
を
持
っ
た
人
々
が
集
ま
っ
て
集

団
で
行
を
お
こ
な
う
。
こ
う
い
う
時
に
は
皆
真
面
目
に
「
よ
し
精
進
し
よ
う
！
」、

こ
う
い
う
気
持
ち
で
少
な
く
と
も
や
っ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ピ
ッ
と
し
た

道
の
通 か

よ

っ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
上
「
み
っ
と
も
な
い
真
似
は
出
来
な
い
！
」
と
い

う
張
り
も
出
て
来
る
。
半
分
見
栄
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
う
い
う
時
は

見
栄
を
張
っ
て
も
好
い
ん
で
す
ね
。
「
皆
一
所
懸
命
や
っ
て
い
か
ら
自
分
も
出
来
る

ん
だ
」
と
い
う
事
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
こ
れ
を
支
え
て
下
さ
っ
て
い
る
幹
事
さ
ん
が
い
る
！ 

も
っ
と
も
大
事

な
食
事
を
用
意
さ
れ
て
い
る
典
座

て

ん

ぞ

さ
ん
が
い
る
！ 

そ
し
て
今
日
、
今
こ
こ
に
自
分

を
送
り
出
し
て
く
れ
た
家
族
が
い
る
！ 

そ
の
他
、
諸
々
の
人
々
の
力
に
よ
っ
て
、

今
道
を
行
ず
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

な
ら
ば
一
期
一
会
、
今
日
は
文
字
通
り
今
日
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
っ
か
り
坐
る

と
い
う
よ
り
も
、
自
分
で
本
当
に
納
得
の
い
く
坐
り
を
す
る
。
こ
れ
が
大
事
で
す
。

大
勢
の
お
陰
で
、
道
の
仲
間
の
皆
さ
ま
方
の
お
陰
で
、
私
自
身
坐
ら
せ
ら
れ
て
頂
い

て
い
る
。
有
難
い
事
で
あ
り
ま
す
。 

一
夜
接
心
も
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ほ
ぼ
頭
に
入
っ
て
い
る
方
は
多
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
だ
け
に
一
炷

く
を
疎
か
に
し
な
い
で
自
分
の
坐
禅
に
す
る
！ 

こ
れ
が
肝
要

で
あ
り
ま
す
。 

 

「
道
を
行
ず
る
こ
と
は
、
衆
力
を
以
て
す
」 

平
成
二
二
年
六
月
五
日
・
六
日 

一
夜
接
心 

合
掌  





 7 

そ
れ
学 が

く

道 ど
う

は
、 道 み

ち

に
礙 さ

え
ら
る
る
こ
と
を
求 も

と

む
る
な
り 

『
学
道
用
心
集
』
の
中
の
比
較
的
知
ら
れ
た
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

学
道
、
道
を
学
ぶ
と
い
う
事
、
言
う
ま
で
も
無
く
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
を
学

び
実
践
す
る
と
い
う
事
は
、「
道
に
礙 さ

え
ら
る
る
こ
と
を
求
む
る
」。 

「
礙
え
ら
る
」

と
い
う
事
は
、
障
礙

し
ょ
う
が
い

の
礙
で
あ
り
ま
す
。「
道
と
い
う
も
の
を
障
礙
に
し
な
さ
い
」
、

こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
己
の
実
践
や
考
え
方
を
仏
道
と
い
う
も
の

に
依
っ
て
推
し
量
っ
て
軌
道
修
正
を
し
な
さ
い
」、
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

普
通
、
私
共
は
、
障
礙
と
い
う
と
、
い
や
な
事
、
引
っ
か
か
る
事
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
誰
で
も
好
き
な
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
い
や
な
事
だ
け
が
障
礙
で
は
な
い
。

「
素
晴
ら
し
い
も
の
、
良
い
事
、
こ
れ
を
障
礙
に
し
な
さ
い
！
」
、
こ
う
い
う
教
え

な
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
仏
道
と
い
う
も
の
の
正
し
い
仏
法
の
在
り
方
、
教
え
、

自
分
を
そ
う
い
う
秤
に
掛
け
て
見
な
さ
い
。
疑
問
を
抱
き
反
省
を
し
な
さ
い
！
」、

こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

人
間
た
れ
し
も
慣
性
と
か
惰
性
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
一
番
危
険
な

の
で
あ
る
。
特
に
経
験
を
積
め
ば
積
む
ほ
ど
、
慣
性
や
惰
性
に
流
れ
る
と
い
う
危
険

度
が
ど
ん
ど
ん
増
大
し
て
い
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
常
に
初
心

に
帰
れ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
全
く
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
し
て
、
初
心
、
最
初
に
坐
禅

を
行
っ
た
時
の
、
あ
の
緊
張
し
た
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
心
、
こ
れ
を
持
ち
続
け
る
事
で
あ

り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
慣
性
・
惰
性
、
そ
う
い
う
も
の
で
も
っ
て
、
そ
れ
が
失
わ
れ
無
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
突
き
破
る
の
が
、「
今
日
だ
け
で
お
終
い
だ
！
」
と
、
そ
れ

し
か
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。「
も
う
次
の
機
会
に
は
出
来
な
い
ん
だ
！
」
と
、「
今
日

で
坐
禅
が
で
き
ん
！
」
、
こ
う
い
う
気
持
ち
に
な
る
。
す
る
と
ベ
ス
ト
の
坐
禅
が
出

来
る
、
素
晴
ら
し
い
坐
禅
を
す
る
た
め
に
な
ど
と
、
坐
禅
を
目
的
視
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
淡
々
と
坐
る
。
雑
念
に
負
け
ず
、
色
々
な
思
い
が
浮
か
ん
で
き
て
も
、
そ

ん
な
も
の
に
は
振
り
回
さ
れ
な
い
。「
な
あ
に
、
雑
念
沸
い
て
来
い
！ 

そ
ん
な
も
の

に
負
け
な
い
ぞ
！ 

自
分
は
そ
ん
な
も
の
に
、
微
動
だ
に
し
な
い
！
」、
こ
う
い
う
も

の
が
全
て
の
方
々
に
備
わ
っ
て
い
る
ん
だ
。
そ
こ
に
帰
る
！ 

こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り

ま
す
。 

こ
の
一
坐
、
一
炷
で
あ
り
ま
す
。
も
う
次
は
出
来
な
い
、
こ
の
気
持
ち
で
坐
る
。

仏
道
、
仏
法
と
い
う
も
の
に
依
っ
て
自
分
を
軌
道
修
正
す
る
。
こ
れ
が
道
に
「
礙
え

ら
る
る
」
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
求
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
い
う

所
に
自
分
を
追
い
込
ま
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
今
日
一
時

の
坐
禅
、
し
っ
か
り
と
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
そ
れ
学
道
は
、
道
に
礙
え
ら
る
る
こ
と
を
求
む
る
な
り
」 

平
成
二
二
年
六
月
二
七
日 

合
掌 
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我 わ

が
身
心

し
ん
じ
ん

を
仏
法

ぶ
っ
ぽ
う

の
大
海

た
い
か
い

に
廻
向

え

こ

う

し
て
、 

苦 く
る

し
く
愁 う

れ

う
る
と
も
仏
法

ぶ
っ
ぽ
う

に
従

し
た
が

っ
て
修
行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

す
る
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
我
と
い
う
も
の
、
我
執

が
し
ゅ
う

と
い

う
も
の
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
教
え
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
り
ま
す
。 

我
が
身
心
、
つ
ま
り
自
分
の
全
て
を
仏
法
の
大
海
に
廻
向
す
る
。
仏
法
と
い
う
も

の
は
広
く
深
く
、
際
限
が
な
く
、
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
海
に
例
え

て
、
仏
法
の
大
海
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
に
「
廻
向
」
。
こ
れ
は
投
げ
出
し
て
し
ま
う
、

海
の
中
に
沈
め
て
し
ま
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

「
苦
し
く
愁
う
る
と
も
」
ど
ん
な
に
苦
し
く
て
も
、
愁
い
を
起
し
て
も
、
ど
ん
な

こ
と
が
あ
っ
て
も
、「
仏
法
に
従
っ
て
修
行
す
る
な
り
」、
仏
法
の
大
海
に
身
を
任
せ

て
し
ま
っ
た
以
上
は
、
仏
法
の
決
ま
り
、
仏
法
の
掟
、
仏
法
の
や
り
方
、
仏
法
の
慣

習
、
そ
う
い
う
も
の
に
従
っ
て
、

行
ぎ
ょ
う

を
行
う
べ
き
で
あ
る
！ 

そ
う
す
れ
ば
、「
我 が

と
い
う
も
の
を
沈
め
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
る
ん
だ
！
」
と
い

う
訳
で
あ
り
ま
す
。
人
間
誰
し
も
我
が
強
い
、
弱
い
強
い
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、

我
の
無
い
人
は
い
な
い
。
そ
れ
は
自
分
が
可
愛
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
可
愛
い
と
い

う
心
を
募
ら
せ
る
と
我
侭
に
な
る
。
そ
し
て
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
事
に
な
る
。
密
か

に
我
を
募
ら
せ
て
い
る
よ
う
で
も
、
そ
れ
は
何
時
の
ま
に
か
慣
習
と
し
て
、
身
に
付

い
て
し
ま
っ
て
我
侭
な
人
間
に
な
り
、
何
時
し
か
人
を
困
ら
せ
る
。 

仏
法
で
は
、
「
こ
の
始
末
の
悪
い
我
を
捨
て
な
さ
い
」
と
は
言
わ
な
い
。
何
故
な

ら
ば
、
我
と
言
う
も
の
は
、
本
来
人
間
が
生
き
て
行
く
為
に
、
無
く
て
は
な
ら
な
い

生
命
力
と
い
う
も
の
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
前
向
き
に
こ

の
生
命
力
を
働
か
せ
て
い
う
こ
と
、
「
人
に
負
け
な
い
ぞ
！
」
と
い
う
堅
い
意
思
で

あ
る
と
か
、
「
な
に
く
そ
、
今
に
見
て
い
ろ
！
」
と
い
っ
た
よ
う
な
良
い
意
味
で
の

意
地
で
あ
る
。
こ
れ
は
良
い
意
味
で
発
揮
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
一
歩
間
違
え
る
と
人
を

貶
お
と
し

め
る
、
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
。「
な
ら
ば
ど
う

し
た
ら
い
い
か
？
」、
こ
れ
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
り
ま
す
。 

「
我
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ん
か
出
来
る
」
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
が
我
執
な
ん
で
す
。

そ
う
で
は
な
い
ん
だ
。
「
自
分
は
駄
目
な
ん
だ
！ 

我
の
強
い
人
間
な
ん
だ
！
」
、
常

に
そ
う
思
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
我
の
強
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
自
分

だ
か
ら
、
せ
め
て
坐
禅
の
一
時
、
仏
法
の
大
海
に
身
を
沈
め
て
、
そ
の
間
だ
け
で
も
、

「
本
物
に
な
る
ん
だ
！ 

本
物
で
あ
り
た
い
！
」
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

坐
禅
の
時
は
全
部
止
め
る
。
そ
し
て
本
来
の
ま
っ
さ
ら
な
き
れ
い
な
己
に
戻
る
。

こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
暑
い
時
、
寒
い
時
、
ち
ょ
う
ど
我
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
。
し
っ
か
り
と
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
我
が
身
心
を
仏
法
の
大
海
に
廻
向
し
て
、 

苦
し
く
愁
う
れ
う
る
と
も
仏
法
に
従
っ
て
修
行
す
る
な
り
」 

平
成
二
二
年
七
月
二
五
日 

合
掌 
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行
持

ぎ
ょ
う
じ

の
功
徳

く

ど

く

、
わ
れ
を
保
任

ほ

に

ん

し
、
佗 か

れ

を
保
任

ほ

に

ん

す 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
」
の
上
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
行
持
の
巻
は
、
仏
祖
の

類
ま
れ
な
仏
法
、
修
行
の
行
持
を
行
い
持 た

も

つ
、
持
つ
と
い
う
字
を
書
く
の
が
行
持
の

巻
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
行
う
ん
じ
ゃ
な
い
、
行
っ
て
そ
れ
を
ズ
ー
ッ
と
自
分
の
も

の
と
し
て
継
続
し
て
シ
ッ
カ
リ
持
つ
！ 

こ
の
行
持
の
巻
に
は
素
晴
ら
し
い
禅 ぜ

ん

哲 て
つ

達
の
、
行
持
三
昧
の
有
様
が
沢
山
述
べ
ら

れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
「
行
持
の
功
徳
、
我 わ

れ

を
保
任
し
、
佗 か

れ

を
保
任
す
」
と

い
う
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
功
徳
」
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
特
徴
的
な
お
言
葉
で

あ
り
ま
す
が
、
特
に
仏
教
的
に
良
い
こ
と
を
行
っ
た
報
い
と
し
て
素
晴
ら
し
い
も
の

が
得
ら
れ
る
。
得
ら
れ
る
事
を
目
的
に
し
て
行
う
訳
で
な
く
て
も
、
い
い
事
を
続
け

て
い
る
と
必
ず
そ
の
報
い
が
現
れ
る
。
お
釈
迦
様
の
在
世
当
時
か
ら
「
功
徳
」
と
い

う
も
の
が
大
変
尊
重
さ
れ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。 

特
に
大
乗
仏
教
と
言
わ
れ
る
、
自
分
だ
け
の
修
行
で
は
な
く
、
人
様
の
為
に
も
な

る
と
い
う
宗
教
性
が
強
く
な
っ
て
き
た
時
代
か
ら
は
、
こ
の
功
徳
と
い
う
事
が
、
大

い
に
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
行
持
の
功
徳
と
い
う
も
の
は
、
ど

う
い
う
形
で
、
ど
う
い
う
風
に
現
れ
る
か
？ 

「
我
を
保
任
し
」
さ
ら
に
「
他
を
保

任
す
」
と
道
元
禅
師
は
仰
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
行
持
の
功
徳
と
い
う
も
の
が
備
わ
っ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
我
を
保
任
す
る
」
事
が
出
来
る
ん
だ
。
保
任
と
い
う
の
は
、

「
し
っ
か
り
と
受
け
保
つ
」、
行
持
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
り
ま
す
。
自
分
と
い

う
も
の
が
、
自
分
を
し
っ
か
り
と
受
け
保
つ
！ 

そ
こ
に
は
、
悪
い
事
、
戒
律
を
犯

す
様
な
事
、
そ
ん
な
も
の
は
全
く
無
い
！ 

逆
に
良
い
事
、
仏
戒
を
ち
ゃ
ん
と
守
っ

て
い
る
様
な
事
、
こ
う
い
う
事
が
保
た
れ
て
い
る
！ 

こ
れ
が
保
任
で
あ
り
ま
す
。 

自
分
を
保
任
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
人
様
を
も
保
任
す
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
、

な
か
な
か
体
験
が
無
い
と
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
大
乗
仏

教
に
お
い
て
は
礼
拝
一
つ
す
る
に
し
て
も
、
「
自
分
が
礼
拝
す
る
事
に
よ
っ
て
、
そ

の
功
徳
が
、
人
様
に
も

普
あ
ま
ね

く
及
ぼ
さ
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
事
を
願
っ
て
の
礼

拝
で
な
く
て
は
本
当
の
礼
拝
で
は
な
い
ん
だ
！ 

利
己
的
な
、「
良
い
事
が
あ
り
ま
す

よ
う
に
、
幸
せ
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」
そ
う
い
う
の
は
駄
目
な
ん
だ
！ 

今
私
ど
も
は
坐
禅
を
す
る
。
こ
の
坐
禅
は
自
分
だ
け
の
も
の
じ
ゃ
な
い
！ 

皆
が

一
所
懸
命
や
っ
て
い
る
か
ら
お
互
い
に
良
い
影
響
を
与
え
合
う
事
は
勿
論

も
ち
ろ
ん

、
目
に
見

え
な
い
他
の
人
々
、
例
え
ば
ご
家
族
で
あ
っ
た
り
同
僚
で
あ
っ
た
り
、
職
場
の
方
で

あ
っ
た
り
、
そ
う
い
う
方
に
対
し
て
も
間
接
的
に
、
素
晴
ら
し
い
功
徳
を
及
ぼ
し
て

い
る
ん
で
す
。
こ
れ
を
忘
れ
た
坐
禅
で
は
な
ら
な
い
！ 

今
一
時
の
坐
禅
が
、
そ
う

い
う
素
晴
ら
し
い
功
徳
と
い
う
も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
ん
だ
！ 

だ
か
ら
こ
そ
、
し

っ
か
り
と
受
け
保
っ
て
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
行
持
の
功
徳
、
わ
れ
を
保
任
し
、
佗
を
保
任
す
」 

平
成
二
二
年
八
月
二
二
日 

合
掌 
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仏
法

ぶ
っ
ぽ
う

に
は
、
修
証

し
ゅ
し
ょ
う

こ
れ
一
等

い
っ
と
う

な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
弁
道
話
」
の
中
の
大
変
有
名
な
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

お
釈
迦
様
の
教
え
ら
れ
た
真
実
の
大
道
、
こ
れ
が
仏
法
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
仏
法

と
い
う
の
は
極
め
て
広
い
意
味
が
あ
り
ま
し
て
、
様
々
な
仏
法
の
道
が
開
か
れ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
広
大
無
辺
な
仏
法
、
そ
の
中
で
「
修
証
こ
れ
一
等
な
り
！
」。
修
は

修
行
の
修
、
証
は
悟
り
の
証
で
あ
り
ま
す
。
修
行
と
悟
り
は
完
全
に
等
し
い
。
こ
れ

が
一
等
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
道
元
禅
師
の
坐
禅
の
一
番
の
根
幹
が
、
ズ
バ
リ
と
示

さ
れ
て
い
る
ん
で
あ
り
ま
す
。 

只
管
打
坐

し

か

ん

た

ざ

の
坐
禅
は
、
そ
の
修
行
と
悟
り
が
一
つ
の
事
を
只
管

ひ
た
す
ら

行
っ
て
い
る
仏
法

で
あ
る
。
古
参
の
方
は
道
元
禅
師
の
仏
法
が
、
「
修
行
と
悟
り
を
同
等
に
置
い
た
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
事
は
百
も
承
知
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
新
し
い
方
は
、
こ
れ

が
腑
に
落
ち
な
い
。
ど
う
し
て
修
行
と
悟
り
が
一
つ
な
の
か
？ 

或
い
は
、
も
う
か

な
り
の
年
数
を
経
た
ベ
テ
ラ
ン
の
人
で
も
、
そ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
中
で
解
決
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

「
た
だ
慣
性
で
坐
っ
て
い
る
、
た
だ
な
ん
と
な
く
心
を
落
ち
着
け
る
た
め
に
坐
っ

て
い
る
」、
道
元
禅
師
の
お
示
し
は
、
そ
う
い
う
坐
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
右
の
お

言
葉
に
続
い
て
実
は
、
「
い
ま
も
証
上
の
修
な
る
ゆ
え
に
、
初
心
の
弁
道
す
な
わ
ち

本
証
の
全
体
な
り
！
」
と
い
う
あ
の
有
名
な
お
言
葉
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
坐
っ

た
時
が
、
も
う
悟
り
の
出
発
で
あ
る
。
「
坐
禅
そ
の
も
の
に
、
悟
り
と
言
う
も
の
の

味
わ
い
を
見
出
し
な
が
ら
、
発
見
し
な
が
ら
坐
り
な
さ
い
」
、
こ
う
い
う
意
味
な
ん

で
す
ね
。
只
管
懸
命
に
坐
る
と
い
う
事
を
お
い
て
悟
り
は
な
い
ん
だ
！ 

で
す
か
ら
、
私
ど
も
は
時
々
刻
々
、
刹
那

く
の
坐
、
今
こ
の
坐
っ
て
い
る
一
刹

那
の
坐
禅
に
永
遠
性
の
あ
る
悟
り
と
い
う
も
の
が
今
現
れ
出
て
い
る
。
こ
れ
が
本
当

の
只
管
打
坐
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
キ
ャ
リ
ア
の
古
い
方
も
新
し
い
方
も
、
そ

れ
な
り
に
悟
り
と
い
う
も
の
が
現
れ
出
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

修
行
と
い
う
行
、
様
々
な
修
行
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
悟
り
と
い
う
も
の
を
実

現
す
る
よ
う
な
実
践
弁
道
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
自
分
み
た
い
に
つ
ま
ら

ん
者
は
、
と
て
も
そ
れ
は
及
び
難
い
」
と
か
「
初
め
て
の
初
心
者
が
ど
う
し
て
悟
り

な
ん
て
い
う
そ
ん
な
高
遠
な
も
の
」
だ
と
か
誰
し
も
思
う
。
道
元
禅
師
は
そ
れ
を
全

部
否
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

そ
う
で
は
な
い
。
ベ
テ
ラ
ン
も
、
初
心
者
も
し
っ
か
り
坐
り
、
雑
念
な
ん
か
の
と

り
こ
に
な
ら
な
い
。
雑
念
は
外
部
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
も
の
。
そ
ん
な
も
の
の
と
り

こ
に
な
ら
な
い
で
、
自
分
自
身
の
内
な
る

己
お
の
れ

と
い
う
も
の
に
徹
す
る
！ 

こ
の
坐
禅

を
只
管
行
う
事
に
依
っ
て
、
そ
こ
に
は
悟
り
と
い
う
も
の
が
現
れ
る
の
で
す
！ 

 
「
仏
法
に
は
、
修
証
こ
れ
一
等
な
り
」 

平
成
二
二
年
九
月
二
六
日 

合
掌 
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無
所
得

む
し
ょ
と
く

無
所
悟

む

し

ょ

ご

に
て
端
坐
し
て
時
を
移
さ
ば
、 

即
ち
祖そ

道ど
う

な
る
べ
し 

 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
す
。
道
元
禅
師
は
『
正
法
眼
蔵
』
に
お
い

て
も
、『
随
聞
記
』
の
中
に
お
い
て
も
、
常
に
無
所
得

む

し

ょ

と

く

無
所

む

し

ょ

悟ご

と
い
う
こ
と
を
強
調

さ
れ
て
い
る
。
所
得
が
な
い
、
得
る
と
こ
が
な
い
、
悟
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
何
も
得

ら
れ
な
い
の
が
坐
禅
で
あ
る
、
得
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
求
め
る
心
が
ム

ダ
と
い
う
こ
と
。
人
間
は
日
常
生
活
で
、
も
っ
ぱ
ら
損
得
勘
定
で
生
き
て
い
ま
す
。

得
を
す
る
た
め
に
営
々
と
努
力
を
重
ね
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
仏
法
の
世
界
で
は
逆

で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
損
得
勘
定
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
念
頭
に

お
か
な
い
と
仏
法
は
成
り
立
た
な
い
。 

道
元
禅
師
は
唯
一
、
正
法
の
仏
法
を
命
が
け
で
求
め
ら
れ
そ
れ
を
得
ら
れ
た
。
そ

の
立
場
か
ら
、
ご
自
分
の
得
ら
れ
た
仏
法
を
多
く
の
人
々
に
共
有
し
て
戴
き
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
最
低
、
無
所
得
無
所
悟
の
坐
禅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
い
う

自
信
と
気
概
と
希
望
の
お
気
持
か
ら
無
所
得
無
所
悟
の
仏
法
を
し
よ
う
と
さ
れ
た

の
だ
！ 

つ
ま
り
、
努
力
す
る
過
程
（
プ
ロ
セ
ス
）
を
重
ん
じ
る
仏
法
と
言
っ
て
よ

い
。
結
果
で
は
な
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
結
果
は
つ
い
て
く
る
も
の
で
求
め
る
も
の

で
は
な
い
！ 

卑
近
な
例
で
は
、
禁
煙
を
す
る
。
禁
煙
と
い
う
一
つ
の
自
分
に
課
す
る
行
為
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
努
力
と
そ
の
過
程
の
心
の
葛
藤
は
、

禁
煙
を
し
た
人
で
な
い
と
分
か
ら
な
い
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
努
力
に
よ
っ
て

禁
煙
と
い
う
目
的
を
達
す
る
。
だ
が
、
達
す
れ
ば
お
し
ま
い
で
は
な
い
、
そ
の
努
力

を
重
ね
た
と
い
う
心
が
永
久
に
伝
え
ら
れ
る
！ 

そ
れ
が
他
の
実
生
活
に
生
き
る
。

坐
禅
も
同
じ
で
あ
る
！ 

 

初
め
か
ら
素
晴
ら
し
い
も
の
が
目
の
前
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
は
い
な
い
。
無
所
得
無

所
悟
で
あ
る
坐
禅
を
時
を
移
し
て
行
け
ば
、
坐
禅
を
長
く
持
続
す
る
こ
と
で
仏
祖
の

道
と
一
つ
に
な
る
。
い
つ
し
か
自
分
が
自
分
で
な
く
な
り
、
お
祖
師
さ
ま
や
仏
さ
ん

に
な
っ
て
い
く
！ 

そ
う
い
う
素
晴
し
い
も
の
は
後
に
つ
い
て
く
る
。
決
し
て
求
め

る
坐
禅
は
し
な
い
！
そ
れ
を
心
し
た
い
も
の
で
す
。 

「
無
所
得
無
所
悟
に
て
端
坐
し
て
時
を
移
さ
ば
、
即
ち
祖
道
な
る
べ
し
」 

平
成
二
二
年
一
〇
月
二
四
日 

 

合
掌 
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初
発
心

し
ょ
ほ
っ
し
ん

の
と
き
も
仏
道

ぶ
つ
ど
う

な
り
、 

成
じ
ょ
う

正
覚

し
ょ
う
が
く

の
と
き
も
仏
道

ぶ
つ
ど
う

な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
説
心

せ
っ
し
ん

説
性

せ
っ
し
ょ
う

」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
初
発
心
の
時
、
成
正

覚
の
時
、
こ
の
二
つ
の
時
を
、
全
く
同
一
の
価
値
、
同
一
の
行
、
同
一
の
契
機
に
置

い
た
、
誠
に
素
晴
ら
し
い
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

初
発
心
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
初
め
て
発
心
を
起
こ
し
て
仏
教
的
な

行
を
行
お
う
と
い
う
、
そ
の
正
に
最
初
の
時
の
心
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
方
も
、
初
め

て
こ
の
坐
禅
会
に
参
じ
た
時
、
ど
う
い
う
心
構
え
で
あ
っ
た
か
？ 

ど
う
い
う
心
境

で
あ
っ
た
か
？ 

全
く
忘
れ
去
っ
た
方
は
お
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。 

恐
ら
く
緊
張
と
不
安
と
、
そ
う
い
う
複
雑
な
心
が
交
錯
し
合
っ
て
お
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
緊
張
と
不
安
の
中
に
も
、
や
ろ
う
と
い
う

固
い
決
意
、
坐
禅
と
い
う
未
知
の
世
界
の
事
を
や
る
ん
だ
と
い
う
実
践
へ
の
意
欲
、

こ
う
い
う
も
の
が
溢
れ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
中
々
忘
れ

難
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
年
数
が
経
ち
ま
す
と
、
そ
う
い
っ
た
フ
レ
ッ
シ

ュ
な
気
持
ち
が
、
忘
れ
去
ら
れ
て
惰
性
で
坐
る
、
慣
性
で
坐
る
。
あ
あ
も
う
半
分
の

時
間
が
過
ぎ
た
。
も
う
す
ぐ
鐘
が
鳴
る
。
こ
う
い
う
事
が
分
か
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

分
か
っ
て
く
る
と
そ
れ
が
仇
に
な
る
。
仇
に
な
ら
な
い
様
に
、
自
分
の
心
身
を
調

節
し
て
坐
る
の
は
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
分
か
っ
て
来
る
か
ら
「
こ
こ
は

こ
う
い
う
風
に
う
ち
過
ご
せ
ば
良
い
ん
だ
」
、
こ
う
い
う
心
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
で
も
入

る
と
、
そ
れ
は
も
う
野
狐
禅

や

こ

ぜ

ん

以
下
の
、
模
倣
禅
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
。 

こ
れ
は
初
発
心
の
時
の
、
ま
だ
頑
な
心
で
は
あ
り
ま
す
が
、
懸
命
に
坐
る
、
一
所

懸
命
に
坐
る
と
い
う
心
に
も
遥
か
に
及
ば
な
い
。
仏
道
と
は
言
え
な
い
。
仏
道
と
い

う
の
は
、
仏
さ
ん
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
い
る
姿
、
こ
れ
が
仏
道
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
！ 

初
発
心
の
時
は
仏
道
で
あ
る
。
ま
っ
さ
ら
な
心
で
直
向

ひ
た
む
き

に
精
進
す
る
！ 

そ
し
て
、
年
数
は
長
く
掛
か
る
か
、
短
い
か
は
別
と
し
て
、
一
つ
の
悟
り
を
得
る

と
い
う
体
験
に
到
達
す
る
。
こ
れ
は
お
釈
迦
様
の
大
き
な
お
悟
り
に
は
似
て
非
な
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
成
正
覚
と
い
う
こ
と
は
、
正
覚
を

成
じ
ょ
う

ず
る
と
い
う
お
釈
迦
様

の
大
い
な
る
お
悟
り
の
姿
、
こ
れ
も
正
に
仏
道
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
我
々
が
必
死
に

努
力
し
て
、
自
分
な
り
に
道
を
得
る
と
い
う
仏
道
と
根
底
に
置
い
て
異
な
る
も
の
で

は
な
い
！ 

そ
れ
は
初
発
心
の
時
の
、
あ
の
直
向
な
仏
道
と
比
較
し
て
ど
う
な
の
か
？ 

初
発

心
の
時
の
方
が
、
純
粋
で
あ
る
事
は
事
実
で
す
。
そ
の
純
粋
な
ま
っ
さ
ら
な
心
に
還

る
！ 

こ
れ
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
仮
初

か
り
そ
め

に
も
惰
性
に
染
ま
っ
て
し
ま
う
、
只

慣
習
で
坐
る
。
そ
う
い
う
事
の
無
い
様
に
、
古
い
方
は
常
に
、
心
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

「
初
発
心
の
と
き
も
仏
道
な
り
、
成
正
覚
の
と
き
も
仏
道
な
り
」 

平
成
二
二
年
一
一
月
二
八
日 

合
掌 
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仏

性

ぶ
っ
し
ょ
う

か
な
ら
ず

成

仏

じ
ょ
う
ぶ
つ

と
同

参

ど
う
さ
ん

す
る
な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
仏
性
」
の
巻
の
有
名
な
一
節
で
あ
る
。 

仏
性
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
以
来
仏
教
の
基
本
的
な
徳
目
と
さ
れ
て
今
日
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
仏
の
性
格
の
性
、
そ
し
て
仏
教
一
般
で
は
、
誰
で
も
平
等
に
本
来
的

に
仏
性
を
そ
な
え
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
番
の
典
故

て

ん

こ

が
『
大 だ

い

般 は
つ

涅 ね

槃 は
ん

経
』
と
い
う
経
典
で
あ
る
。
誰
で
も
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
素
養
を
持
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
修
行
す
れ
ば
仏
に
な
れ
る
ん
だ
、
と
一
般
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
、
そ
れ
は
違
う
と
言
わ
れ
る
。「
修
行
し
な
け
れ
ば
仏
性

は
出
て
こ
な
い
！
」。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
う
い
う
お
立
場
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。

だ
か
ら
こ
の
お
言
葉
の
直
前
に
、
「
仏
性
は
成
仏
よ
り
さ
き
に
具
足

ぐ

そ

く

せ
る
に
は
あ
ら

ず
、
成
仏
よ
り
の
ち
に
具
足

ぐ

そ

く

す
る
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
仏
性

は
仏
に
な
る
よ
り
前
か
ら
具
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
成
仏
よ
り
後
、
仏
に
な
っ

て
か
ら
後
に
あ
り
あ
り
と
具
わ
る
の
で
あ
る
。
成
仏
す
る
と
い
う
の
は
何
か
と
い
え

ば
そ
れ
は
初
発
心
で
あ
る
。
今
、
こ
こ
に
「
大
決
心
を
し
て
坐
る
」
そ
の
時
こ
そ
成

仏
で
あ
る
！ 

し
か
し
、
長
い
間
坐
禅
を
や
っ
て
い
る
と
、
慣
性
や
惰
性
に
流
さ
れ
初
発
心
を
忘

れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
む
し
ろ
、
初
め
て
緊
張
と
不
安
と
入
り
混
じ

っ
た
中
で
懸
命
に
坐
る
、
こ
れ
が
初
発
心
で
あ
り
、
そ
れ
で
成
仏
し
て
い
る
。
ま
っ

さ
ら
な
修
行
こ
そ
成
仏
で
あ
る
！ 

そ
う
い
う
姿
勢
こ
そ
が
道
元
禅
師
の
言
わ
れ
る
成
仏
で
あ
る
。
す
る
と
確
か
に
こ

の
身
に
仏
性
が
現
れ
る
！ 

本
来
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
今
、
現
に

私
を
投
げ
う
っ
て
懸
命
に
坐
る
、
そ
の
時
に
仏
性
が
あ
り
あ
り
と
現
れ
る
！ 

誠
に

有
難
い
教
え
で
あ
る
。 

「
仏
性
が
あ
ら
わ
れ
出
て
い
る
坐
禅
！
」
、
こ
れ
を
釈
尊
の
尊
き
成
仏
の
縁
に
わ
れ

わ
れ
も
同
参
し
た
い
も
の
で
あ
る
。 

「
仏
性
か
な
ら
ず
成
仏
と
同
参
す
る
な
り
」 

平
成
二
二
年
一
二
月
五
日 

成
道
会 

合
掌  
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た
だ
わ
が
身
を
も
心
を
も
は
な
ち
わ
す
れ
て
、 

仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ 

 

『
正
法
眼
蔵
』
の
「
生
死
」
巻
の
有
名
な
一
節
で
あ
る
。 

「
生
死
」
と
は
生
ま
れ
て
死
ぬ
ま
で
の
今
生
、
生
涯
と
い
う
意
。
だ
が
「
生
死
」

は
単
な
る
生
涯
で
は
な
い
。
し
が
ら
み
の
生
涯
で
あ
り
、
迷
い
の
生
涯
で
あ
る
！ 

迷

っ
て
い
な
い
に
し
て
も
あ
く
せ
く
し
て
い
る
。
仏
法
の
世
界
か
ら
み
れ
ば
、
迷
い
の

世
界
で
あ
る
。
迷
い
の
中
で
ど
う
し
た
ら
真
実
の
生
き
ざ
ま
で
あ
る
か
を
お
示
し
に

な
っ
た
の
が
「
生
死
」
の
巻
で
あ
り
ま
す
。 

「
た
だ
わ
が
身
を
も
心
を
は
な
ち
わ
す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
」
の
言
葉

は
や
さ
し
く
、
内
容
は
実
に
深
い
。
わ
が
身

、
、
、
を
仏
の
世
界
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
は
や

さ
し
い
。
ル
ー
ル
に
通
り
に
足
を
組
み
坐
禅
を
し
て
い
る
。
仏
の
形
に
な
っ
て
い
る
。

問
題
は
心
の
在
り
方

、
、
、
、
、
が
仏
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
こ
の
「
心
を
は
な
ち
わ
す
れ
て
」
が
眼
目
で
す
。
心
を
無
く
し
て
し
ま
う
。
無

心
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
無
心
に
な
る
こ
と
は
そ
ん
な
に
や
さ
し
く
な
い
。

常
に
色
々
な
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
を
ど
う
処
理
す
る
か
？ 

 

日
常
生
活
の
中
で
私
ど
も
の
心
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
何
か
を
選
ん
だ
り
、
あ
く
せ
く

し
た
り
、
比
較
し
た
り
の
連
続
で
あ
る
。
そ
う
い
う
分
別
を
皆
な
止
め
さ
せ
る
こ
と
。

仏
道
の
実
践
の
時
に
は
全
部
や
め
る
！ 

そ
し
て
た
だ
、
大
地
が
呼
吸
し
て
い
る
、

天
空
が
澄
み
き
っ
て
い
る
、
小
鳥
が
無
心
に
さ
え
ず
っ
て
い
る
世
界
と
同
じ
よ
う
に
、

あ
る
い
は
、
そ
の
世
界
の
中
に
入
っ
て
い
き
、
区
別
・
差
別
・
比
較
と
い
っ
た
普
段

の
分
別
す
る
心
を
全
て
止
め
て
し
ま
う
！ 

普
段
の
生
活
で
は
止
む
を
得
な
い
に
し

て
も
、
仏
法
を
行
じ
て
い
る
時
は
止
め
る
、
放
り
出
す
、
投
げ
出
す
。
そ
し
て
今
、

身
も
心
を
も
仏
法
漬
け
に
な
る
。
そ
れ
が
「
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。 

続
い
て
、「
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
ひ
も
て
ゆ
く
と
き
、

ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、
こ
こ
ろ
を
も
つ
ひ
や
さ
ず
し
て
、
生
死
を
は
な
れ
、
仏
と
な

る
。
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
心
を
は
な
ち
わ
す
れ
て
」
、
こ
れ
を
実
行
す
る
と
そ

う
な
っ
て
く
る
！ 

年
の
瀬
に
は
色
々
な
こ
と
が
あ
る
。
坐
禅
に
お
い
て
は
、
心
を
忘
れ
さ
せ
る
の
は

歳
末
に
限
り
ま
せ
ん
。
常
に
心
を
忘
れ
去
り
、
た
ん
た
ん
と
坐
る
の
が
道
元
禅
師
の

無
所
得

む

し

ょ

と

く

無
所

む

し

ょ

悟ご

の
坐
禅
の
根
幹
で
あ
る
！ 

「
た
だ
わ
が
身
を
も
心
を
も
は
な
ち
わ
す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
」 

平
成
二
二
年
一
二
月
二
六
日 

合
掌   



 

             

[

活 

動] 

一
、
一
夜
接
心 

一
、
成
道
会

じ
ょ
う
ど
う
え 

一
、
他
の
行
事 

 

一
、
刊 

行 

一
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

 

 [

例 

会] 

一
、
日 

時 

一
、
坐 

禅 

一
、
講 

義 

一
、
座 

談 

一
、
会 

費 
一
、
参
加
者 

龍 

泉 

院 

参 

禅 

会 

簡 

介 

 

一
泊
し
坐
禅
七
炷
と
提
唱
な
ど
、
本
年
は
六
月
四
～
五
日 

坐
禅
二
炷
・
法
要
・
問
答
・
法
話
・
点
心
な
ど
、
本
年
は
一
二
月
四
日 

涅
槃
会

ね

は

ん

え

（
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

せ

じ

き

え

（
八
月
一
六
日
）
手
伝
い
。
歳
末
煤す

す

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
五
月
開
設
（
毎
月
更
新
） 

 
 

h
t
tp
:/
/w
ww
.r
yu
se
ni
n.
o
rg
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

毎
月
第
四
日
曜
午
前
九
時
（
初
参
加
者
は
八
時
半
） 

口
宣

く

せ
ん

・
坐
禅
・
経き

ん

行ひ
ん

・
坐
禅
の
順
（
坐
禅
は
一

炷
ち
ゅ
う

三
〇
分
、
経
行
は
一
〇
分
） 

木
版
三
通
・
開
経
偈
・『
正
法
眼
蔵
』
の
提
唱 

自
己
紹
介
・
喫
茶
、
正
午
解
散 

無 

料 

性
別
・
年
齢
な
ど
一
切
不
問
、
初
心
者
に
は
懇
切
に
ご
指
導 
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