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学
道

が
く
ど
う

の
最
要

さ
い
よ
う

は
坐
禅

ざ

ぜ

ん

こ
れ
第
一

だ
い
い
ち

な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

学
道
、
道
を
学
ぶ
と
書
き
ま
す
。
道
は
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
と
い
う
の
は
、

行
ぎ
ょ
う

、
実
践
を
伴
っ
た
釈
尊
の
教
え
で
す
。
そ
の
学
道
の
最
要
、
最
高
、
最
大
の
要
、

要
す
る
に
ギ
リ
ギ
リ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
い
う
意
味
で
す
。「
学
道
の
最
要
、
そ
れ
は

坐
禅
が
第
一
な
ん
だ
！
」
と
い
う
お
示
し
で
す
。 

『
正
法
眼
蔵
』
の
各
所
に
、
或
い
は
『
永
平
広
録
』
の
色
々
な
所
に
同
じ
よ
う

な
文
言
が
見
ら
れ
ま
す
。
如
何
に
道
元
禅
師
と
い
う
お
方
の
仏
道
の
根
本
が
坐
禅
で

あ
る
か
、
こ
れ
を
ひ
た
す
ら
門
人
た
ち
に
教
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
一

節
で
す
。
し
か
も
、
「
学
道
の
最
要
は
坐
禅
こ
れ
第
一
な
り
」
と
い
う
、
『
正
法
眼

蔵
随
聞
記
』
の
お
言
葉
は
、
六
巻
本
の
最
後
に
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
お

弟
子
様
の
懷
弉
禅
師
が
編
集
さ
れ
た
の
が
『
随
聞
記
』
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
最

後
に
こ
の
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
所
に
、
懷
弉
様
の
編
集
の
意
図
も
窺
わ
れ

ま
す
。 

問
題
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
誰
が
受
け
取
る
事
が
出
来
、
己
の
学
道
と
し
て
坐
禅

を
本
当
に
第
一
で
あ
る
と
、
感
じ
て
、
或
い
は
信
じ
て
、
坐
禅
を
行
っ
て
い
る
か
否

か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
坐
禅
は
言
う
ま
で
も
な
く
只
管
打
坐
の
内
容
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
謂
、
「
為
坐
禅
で
は
い
け
な
い
！
」
と
い
う
の
が
、
道
元

禅
師
の
骨
子
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
は
健
康
の
為
に
、
或
い
は
、
胎 は

ら

を
作
る
為
、
落
ち

着
く
為
、
こ
れ
が
為
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
坐
禅
を
止
め
な
さ
い
、
無
所
得

の
坐
禅
、
無
所
悟
の
坐
禅
、
こ
れ
が
本
物
で
あ
り
、
「
そ
う
し
な
く
て
は
駄
目
な
ん

だ
！
」
と
い
う
の
が
、
禅
師
の
教
え
の
根
幹
で
あ
り
ま
す
。 

で
は
ど
う
坐
れ
ば
い
い
の
か
？ 

何
の
事
は
無
い
、
唯
坐
れ
ば
良
い
ん
だ
。「
何
か

目
的
が
無
い
と
出
来
な
い
」
と
言
う
人
が
お
り
ま
す
。
普
通
の
事
は
確
か
に
そ
う
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
道
元
禅
師
の
仏
法
は
、
だ
か
ら
そ
う
い
う
事
を
止
め
る
ん
だ
！

と
。
そ
う
い
う
為
に
で
は
無
く
、
自
分
が
生
き
て
い
る
現
実
、
自
分
の
イ
ノ
チ
の
有

様
、
こ
れ
を
天
地
宇
宙
の
イ
ノ
チ
と
、
ぶ
っ
続
き
の
所
、
其
処
へ
置
い
て
唯
坐
れ
ば

良
い
ん
だ
！
と
。
生
き
る
と
い
う
事
の
根
幹
で
あ
り
ま
す
。 

足
は
組
め
ば
痛
い
、
背
筋
を
キ
チ
ッ
ト
長
い
時
間
動
か
さ
ず
に
い
る
。
楽
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
楽
で
は
無
い
と
い
う
事
が
こ
の
生
き
て
い
る
と
い
う
現
実
で
あ
り
ま
す
。

一
人
で
は
な
か
な
か
出
来
な
い
、
衆
力
和
合
に
よ
っ
て
出
来
る
。
有
難
い
事
で
あ
り

ま
す
。
寒
い
時
は
嫌
だ
、
暑
い
時
は
ど
う
だ
、
そ
う
い
う
い
わ
ば
我
儘
さ
を
か
な
ぐ

り
捨
て
て
、
唯
、
今
坐
る
。
こ
れ
が
只
管
打
坐
の
在
り
方
で
す
。 

『
随
聞
記
』
の
教
え
は
、
人
間
が
そ
れ
こ
そ
白
熱
し
た
イ
ノ
チ
の
燃
焼
、
そ
の
生

き
様
に
対
す
る
教
え
で
あ
り
ま
す
。
月
に
一
日
、
否
一
時
間
ほ
ど
、
せ
め
て
白
熱
し

た
イ
ノ
チ
を
燃
焼
さ
せ
る
。
こ
の
イ
ノ
チ
の
生
き
様
の
在
り
方
を
、
我
々
自
身
で
実

践
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！ 

「
学
道
の
最
要
は
坐
禅
こ
れ
第
一
な
り
」 

平
成
二
三
年
一
月
二
三
日 

合
掌 
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た
だ
ま
さ
に
こ
こ
ろ
を
あ
き
ら
む
べ
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
れ
す
な
は
ち
諸
仏
の
正
法
な
り 

曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
を
開
か
れ
ま
し
た
瑩
山
禅
師
の
主
著
と
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
『
伝
光
録
』「
第
四
十
四
祖
章
」
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。『
伝
光
録
』
は
、
釈

尊
（
お
釈
迦
さ
ま
）
か
ら
正

嫡

し
ょ
う
ち
ゃ
く

（
第
一
の
お
弟
子
さ
ん
）
の
摩
訶

ま

か

迦
葉

か
か
し
ょ
う

尊
者
、
次

の
阿
難
陀

あ

な

ん

だ

尊
者
と
続
い
て
、
イ
ン
ド
で
二
十
八
祖
、
中
国
で
二
十
三
祖
、
日
本
で
道

元
禅
師
、
懷
弉
禅
師
ま
で
で
五
十
二
代
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
五
十
二
代
の
歴
代
仏
祖
の
方
々
の
お
悟
り
の
機
縁
を
中
心
に
し
て
、
仏
祖
の

五
十
二
代
ま
で
何
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
「
仏
祖
の
命
脈

め
い
み
ゃ
く

で
あ

る
！
」
と
言
う
。
命
脈
は
命
。
仏
と
し
て
の
命
を
悟
る
こ
と
が
、
所
謂
禅
門
の
悟
り

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
悟
り
の
仏
法
を
端
的
に
述
べ
著
さ
れ
、
五
十
二
代
に
わ
た

り
綿
々
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
有
様
を
書
か
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
瑩
山
禅
師
の
お
考
え

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
『
伝
光
録
』
と
言
う
書
物
で
あ
り
ま
す
。 

第
四
十
四
祖
と
い
う
の
は
、
中
国
の
投
子
山
（
河
北
省
）
に
道
場
を
構
え
た
義
青

禅
師
の
お
悟
り
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
中
に
瑩
山
禅
師
の
お
言
葉
と
し
て
、 

 
 

 
 

 
 

 

「
た
だ
ま
さ
に
こ
こ
ろ
を
あ
き
ら
む
べ
し
」
、
仏
法
と
言
う
の
は
ほ
か
の
こ
と
で
は

な
い
、
自
分
の
心
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
き
ら
む
る
と
言

う
の
は
、
も
う
ダ
メ
だ
と
諦
め
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
心
を
と
こ
と
ん
は
っ
き

り
明
瞭
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

「
こ
れ
す
な
は
ち
諸
仏
の
正
法
な
り
」
、
こ
こ
が
大
事
な
処
で
あ
り
ま
す
。
仏
さ

ん
と
か
、
お
祖
師
さ
ん
と
か
言
わ
れ
る
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
「
自
分
の

心
が
な
ん
で
あ
る
か
」
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
そ
れ
が
お
悟
り
で

あ
り
、
仏
と
し
て
の
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
を
代
々
受
け
継
い
で
き
た
と
い
う
意
味
で

あ
り
ま
す
。「
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
か
」
、
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
を

す
る
こ
と
が
心
を
あ
き
ら
む
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

「
坐
禅
は
安
ら
ぎ
を
求
め
る
た
め
」
、
或
は
「
心
を
落
ち
着
か
せ
る
た
め
」、
何
の

為
か
ん
の
為
に
「
為
坐
禅
」
は
や
る
な
！ 

こ
れ
は
道
元
禅
師
や
瑩
山
禅
師
な
ど
お

祖
師
さ
ん
が
等
し
く
教
え
て
、
強
く
戒
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

そ
う
い
う
目
先
の
モ
ノ
の
ご
利
益
の
た
め
に
坐
禅
は
す
る
も
の
で
は
な
い
！ 

悩

み
・
苦
し
み
、
或
は
重
荷
を
一
杯
背
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
止
め
ち
ゃ
い
ま
し
ょ
う
。

身
軽
に
な
る
。
本
来
身
軽
な
身
で
あ
る
は
ず
、
そ
の
身
軽
な
身
に
戻
っ
て
、
ル
ー
ル

に
従
っ
て
た
ん
た
ん
と
坐
る
。
坐
る
こ
と
に
た
だ
没
頭
す
る
。
そ
れ
以
外
に
悟
り
は

な
い
！ 

そ
う
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
は
坐
禅
の
為
に
す
る
。
為

と
言
え
ば
、「
坐
禅
が
坐
禅
を
坐
禅
す
る
」
と
、
沢
木
興
道
老
師
の
教
え
ら
れ
た
通

り
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
今
と
い
う
一
瞬

い
っ
と
き

を
大
切
に
す
る
。
次
は
坐
れ
る
か
ど
う

か
分
か
ら
な
い
。
「
今
だ
け
だ
」
と
い
う
気
持
ち
で
坐
る
。 

 

「
た
だ
ま
さ
に
こ
こ
ろ
を
あ
き
ら
む
べ
し 

こ
れ
す
な
は
ち
諸
仏
の
正
法
な
り
」 

平
成
二
三
年
二
月
二
七
日 

合
掌 
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道 み
ち

を
行

ぎ
ょ
う

ず
る
こ
と
は
衆
力

し
ゅ
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
。
こ
の
お
言
葉
は
、
非
常
に
分

か
り
易
い
一
句
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
を
行
ず
る
、
実
践
す
る
と
い
う
事
は
、
衆
力
、

諸
々
の
力
で
以
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。 

人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
と
い
う
も
の
が
有
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
良
い
方
面
に
最

大
限
に
発
揮
さ
れ
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い
そ
の
人
の
働
き
と
な
っ
て
、
良
い
結
果
を
も

た
ら
し
て
く
れ
る
。
所
が
、
全
て
そ
う
上
手
く
は
い
か
な
い
。 

「
自
分
に
と
っ
て

は
大
切
で
あ
る
」
と
思
っ
て
も
、
人
様
か
ら
見
る
と
、
そ
う
で
は
無
い
事
が
非
常
に

多
い
。
だ
か
ら
、
社
会
の
中
で
生
き
て
行
く
為
に
は
、
「
自
分
は
こ
う
思
う
が
、
人

は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
事
を
常
に
心
し
て
対
処
し
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
事

で
も
上
手
く
行
く
訳
が
無
い
。
個
性
の
発
揮
の
仕
方
、
使
い
方
と
い
う
も
の
は
、
決

し
て
易
し
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
私
共
が
、
こ
う
し
て
坐
禅
を
し
て
い
ら
れ
る
の
は
一
体
ど
う
し
て
な
ん
だ
。
道

元
禅
師
は
、
「
そ
れ
は
あ
な
た
の
仏
縁
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
！
」
と
教
え
ら
れ
た
。

仏
縁
、
仏
教
に
関
す
る
縁
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、『
随
聞
記
』
に
お
き
ま
し
て
は
、

こ
の
「
道
を
行
ず
る
事
は
、
衆
力
を
以
て
す
」
と
い
う
教
え
の
前
に
、
「
道
を
行
ず

る
こ
と
は
衆
縁
に
よ
る
」
と
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
諸
々
の
縁

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
あ
な
た
は
行
と
い
う
も
の
が
出
来
る
ん
だ
！ 

そ
の
お
言
葉
に
続
い
て
、「
道
を
行
ず
る
事
は
衆
力
を
以
て
す
」。 

人
間
は
、
所
詮

し
ょ
せ
ん

横
着
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
「
楽
を
し
た
い
、
上
手
い
物
を
食
べ
た
い
、
良
い
思

い
を
し
た
い
」
と
い
う
欲
望
が
強
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
超
え
て
、
行
を
、
坐

禅
を
す
る
。
坐
禅
だ
っ
て
、
足
を
組
み
、
あ
る
一
定
の
時
間
、
決
し
て
、
言
葉
通
り

の
安
楽
な
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
出
来
る
の
は
衆
縁
に
よ
る
の
で
あ
り

ま
す
。
「
皆
や
っ
て
い
る
ん
だ
、
自
分
も
負
け
ず
に
や
ら
な
く
て
は
！
」
と
い
う
意

地
が
あ
り
、
古
参
の
方
に
は
、「
あ
ん
な
に
長
く
や
っ
て
い
る
の
に
、『
あ
ん
な
無
様

ぶ

ざ

ま

な
』
な
ん
て
事
は
言
わ
れ
た
く
な
い
！
」
、
良
い
意
味
で
の
プ
ラ
イ
ド
が
あ
る
。 

そ

う
い
う
様
々
な
自
分
を
奮
い
立
た
せ
る
要
素
を
も
た
ら
せ
て
く
れ
る
の
は
人
様
々

で
あ
り
ま
す
。 

ご
経
験
の
有
る
人
は
、
お
分
か
り
の
様
に
、「
毎
朝
坐
っ
て
や
ろ
う
」
と
か
、「
寝

る
前
に
坐
っ
て
や
ろ
う
」
、
こ
れ
は
続
か
な
い
。
三
日
や
五
日
、
或
い
は
一
年
は
続

い
て
も
、
長
年
は
続
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
決
ま
っ
た
時
間
に
集
ま
っ
て
や
る
と
い
う
、

大
勢
の
中
で
の
坐
禅
は
続
く
。
不
思
議
な
力
が
、
自
分
に
他
か
ら
与
え
ら
れ
る
！ 

こ

れ
が
衆
力
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、「
今
、
心
を
一
つ
に

し
て
、
志
を
専
ら
に
し
て
、
参
禅
弁
道
に
励
み
な
さ
い
」
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

私
共
は
一
人

く
、
大
勢
の
皆
様
方
の
同
友
の
力
に
よ
っ
て
、
坐
ら
せ
て
頂
い
て

い
る
。
こ
う
い
っ
た
有
難
さ
を
噛
み
し
め
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
道
を
行
ず
る
こ
と
は
衆
力
を
以
て
す
」 

平
成
二
二
年
三
月
二
七
日 

合
掌 
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壮
齢

そ

う

れ

い

耄
及

も

う

き

ゅ

う

を
か
え
り
み
る
こ
と
な
か
れ 

 
 
 
 
 
 

学
が

く

道
ど

う

究
く

う

弁
べ

ん

を
一
志

い

つ

し

す
べ
し 

こ
の
お
言
葉
は
『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
」
（
上
巻
）
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
壮
齢
耄
及
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
か
れ
」
、
壮
齢
は
さ
か
ん
な
歳
で
、
年
令
か

ら
す
れ
ば
三
〇
代
、
四
〇
代
か
ら
五
〇
代
位
ま
で
で
あ
り
、
耄
及
は
そ
れ
に
対
し
て

や
や
歳
を
と
っ
て
老
い
た
年
代
で
、
字
は
そ
う
書
き
ま
す
が
、
こ
れ
を
「
か
え
り
み

る
こ
と
な
か
れ
」
、
つ
ま
り
若
い
と
か
老
い
た
な
ど
歳
を
か
え
り
み
て
は
な
ら
な
い

し
、
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
ど
う
い
う
時
」
か
、

学
道
の
時
は
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
学
道
の
時
に
は
歳
は
関
係
な
い
と

い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

今
は
高
齢
者
が
大
学
に
再
入
学
し
て
学
ぶ
、
大
学
院
で
研
究
活
動
を
行
う
人
が
い

く
ら
で
も
い
る
。
先
生
の
方
が
ず
っ
と
若
い
。
こ
う
い
う
こ
と
は
決
し
て
珍
し
く
は

な
い
。
学
問
の
探
求
で
あ
っ
て
も
、
芸
術
の
追
及
で
あ
っ
て
も
、
芸
事
を
究
め
る
道

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
真
理
の
前
に
年
齢
も
性
別
も
な
い
。
全
く
平
等
で
あ
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
学
道
を
目
指
す
も
の
に
と
っ
て
年
齢
は
な
い
。
若
い
人
で
も
確
り
し
た

心
構
え
で
懸
命
に
坐
禅
な
ら
坐
禅
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
歳
老
い
て
か
ら
の
初
心

者
に
と
っ
て
は
先
生
で
あ
り
ま
す
。
七
歳
の
童
子
で
あ
っ
て
も
本
物
で
あ
れ
ば
先
生
。

七
〇
歳
の
年
輩
者
に
と
っ
て
も
同
じ
で
す
！ 

「
学
道
究
弁
を
一
志
す
べ
し
」
、
学
道
を
究
め
る
と
い
う
一
志
、
み
ん
な
こ
ぞ
っ

て
一
つ
の
志
に
向
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
年
齢
的
な
も
の
な
ど
な
い
。 

イ
ン
ド
で
昔
、
脇

き
ょ
う

尊
者

そ
ん
じ
ゃ

と
言
わ
れ
る
老
年
出
家
が
お
り
ま
し
て
、
尊
者
と
い
う

最
高
の
尊
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
は
八
〇
歳
で
出
家
し
た
。
八
〇
歳
で
出

家
す
る
時
、
人
々
は
あ
ざ
け
り
そ
し
っ
た
。
「
あ
ん
な
に
歳
を
と
っ
て
出
家
し
て
、

出
家
の
道
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
三
日
坊
主
で
や
め
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
あ
ざ
け
っ

た
。
そ
れ
を
聞
い
た
脇
尊
者
は
猛
烈
な
誓
願
を
お
こ
し
た
。「
私
は
出
家
し
た
以
上
、

道
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
脇
を
地
に
つ
け
て
横
に
な
る
ま
い
！
」
と
誓
願
し

ま
し
て
、
命
が
け
で
修
行
し
た
結
果
、
三
年
間
で
道
を
得
た
。
そ
れ
を
知
っ
て
世
間

の
人
々
は
、
こ
ん
ど
は
脇
尊
者
、「
脇
を
地
に
つ
け
な
い
聖
者
」
と
尊
ん
で
呼
ん
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
う
し
ま
す
と
、
壮
齢
と
か
耄
及
と
言
っ
た
っ
て
、
所
詮
私
ど
も
の
人
間
の
心
で

も
っ
て
歳
を
数
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
学
道
の
ス
ケ
ー
ル
で
歳
を
推
し
量
っ
た
な

ら
ば
年
齢
は
な
い
！ 

学
道
と
は
、
人
間
的
な
心
で
数
え
推
し
量
っ
た
歳
に
は
何
の

か
か
わ
り
も
な
い
！ 

こ
れ
が
学
道
の
世
界
、
有
難
い
世
界
で
あ
り
ま
す
。 

若
い
か
ら
、
未
だ
円
熟
し
て
い
な
い
だ
か
ら
当
然
、
年
輩
者
は
ど
う
せ
歳
を
と
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
と
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
人
間
的
計
ら
い
を
逞
し
く
す
る
。
学
道

の
ス
ケ
ー
ル
の
上
に
立
っ
た
ら
、
両
方
と
も
関
係
は
な
い
。
世
間
で
い
う
と
こ
ろ
の

四
月
は
新
年
度
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
常
に
新
年
度
。
壮
齢
と
耄
及
も
な
く
お
互
い

に
学
道
に
勤
み
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
壮
齢
耄
及
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
か
れ 

学
道
究
弁
を
一
志
す
べ
し
」 

平
成
二
三
年
四
月
二
四
日 

合
掌 
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仏
ほ
と
け

は
こ
れ
自
心

じ

し

ん

の
作 さ

な
り 道 み

ち

も
ま
た
有
為

う

い

に
あ
ら
ず 

良
寛
さ
ん
の
漢
文
の
詩
を
集
め
た
も
の
。
こ
れ
は
何
種
類
か
ご
ざ
い
ま
す
が
、『
良

寛
道
人
遺
稿
』
と
い
う
作
品
が
ご
ざ
い
ま
す
。
良
寛
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
三

十
五
年
目
に
編
集
さ
れ
た
作
品
集
で
す
。
そ
の
中
の
詩
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
仏
は
こ
れ
自
心
の
作 さ

な
り
」、
自
分
の
心
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
心
で

様
々
な
仏
と
い
う
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
逆
に

言
い
ま
す
と
、
自
分
の
心
は
、
本
物
の
仏
に
も
な
り
う
る
、
紛 ま

が

い
物
の
仏
に
も
な
れ

る
。 仏

像
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
仏
。
こ
れ
は
、
深
い

く
宗
教
的
な
お
悟
り
の
心
を

象
徴
的
に
表
し
て
い
る
、
歴
史
上
の
釈
迦
牟
尼
仏
と
言
わ
れ
る
方
の
、
広
大
無
辺
な

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
徳
を
備
え
て
い
る
の
が
仏
像
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
徳
を
、

私
共
も
、
一
般
の
心
の
中
に
生
ず
る
事
が
出
来
る
。 

普
通
の
方
々
は
、
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
例
え
ば
仏
像
を
拝
む
、
あ
る
い
は
経
文

を
唱
え
る
、
名
僧
・
高
僧
の
説
法
を
聞
く
、
そ
う
い
っ
た
仏
行
に
よ
っ
て
、
仏
の
慈

悲
と
ご
加
護
が
受
け
ら
れ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
良
寛
さ
ん
は
、
そ
う
い
っ
た
仏
教
に
対
す
る
考
え
方
を
真
っ
向
か
ら
否

定
さ
れ
た
。「
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
！ 

本
当
の
仏
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の
心
を
徹

底
し
て
見
つ
め
、
そ
の
中
に
内
在
し
て
い
る
所
の
本
当
の
真
の
心
、
こ
れ
を
捉
え
る

こ
と
で
あ
る
」。
そ
れ
は
特
定
の
人
で
は
な
い
。
ど
ん
な
人
に
で
も
、
誰
に
で
も
具

わ
っ
て
い
る
所
の
仏
心
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
仏
心
に
目
覚
め
、
仏
心
に
立
つ
、
こ
れ

が
仏
で
あ
り
、
真
実
の
仏
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
事
を
詠 う

た

わ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。 

「
道
も
ま
た
有
為
に
あ
ら
ず
」。 

道
と
い
う
も
の
は
有
為
で
は
な
い
。
有
為
で
な

け
れ
ば
無
為
で
あ
り
ま
す
。
本
当
の
道
は
、
既
に
心
の
中
に
有
る
ん
だ
。
心
の
外
に

有
る
も
の
は
、
作
り
物
の
、
人
が
作
っ
た
道
で
あ
る
。
自
分
の
心
の
中
に
、
実
は
、

真
実
の
道
と
い
う
も
の
が
秘
め
ら
れ
て
有
る
！ 

そ
れ
を
発
見
し
て
、
歩
ん
で
行
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
良
寛
さ
ん
の
意
図
で
あ
り
、
教
示
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
為
に
は
、
我
が
心
を
信
じ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
心
を
、
駄
目
な

心
だ
と
か
、
愚
か
な
心
だ
と
か
、
支
離
滅
裂
で
あ
る
と
か
、
悪
い
方
に
ば
か
り
受
け

取
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
の
は
、
所
詮
空
で
あ
り
、
迷
い
で
す
。
迷
い
の
も
っ

と

く
そ
の
根
底
に
本
物
の
心
が
あ
る
ん
だ
。
こ
れ
を
信
じ
て
、
坐
禅
な
ら
坐
禅
に

徹
す
る
。
徹
し
た
時
に
そ
の
真
実
の
心
そ
の
も
の
に
な
る
！ 

こ
れ
が
仏
心
で
あ
り
、

我
が
道
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
事
を
信
じ
て
迷
い
な
く
行
う
。
こ
れ
が
重
要
で

あ
り
ま
す
。 

「
仏
は
こ
れ
自
心
の
作
な
り 

道
も
ま
た
有
為
に
あ
ら
ず
」 

平
成
二
三
年
五
月
二
二
日 

合
掌 
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参
禅
は
坐
禅
な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』
「
坐
禅
儀
」
の
巻
の
一
番
最
初
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
誠
に
短

い
お
言
葉
で
す
が
、
大
変
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

参
禅
は
禅
に
参
ず
る
と
書
き
ま
す
。「
参
禅
会
の
参
禅
、
そ
の
中
核
は
坐
禅
で
あ

り
ま
す
」
と
言
う
お
示
し
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
「
禅
に
参
ず
る
」
の
禅
は
言
う

ま
で
も
な
く
禅
定
と
も
熟
知
さ
れ
ま
す
が
、
分
か
り
易
く
云
え
ば
精
神
的
な
行
為
、

心
の
徹
底
し
た
静
け
さ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
か
ら
求
め

る
の
で
は
な
く
て
、
誰
で
も
初
め
か
ら
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
雑
念

に
覆
わ
れ
て
い
る
、
そ
の
雑
念
が
な
く
な
れ
ば
誰
で
も
自
然
に
現
れ
て
く
る
。
そ
れ

が
、
禅
定
の
有
様
で
あ
り
ま
す
。 

参
禅
と
言
い
ま
す
と
「
禅
に
参
ず
る
」
、
そ
れ
は
様
々
な
方
法
・
手
段
が
あ
る
こ

と
は
、
ご
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
作
務
も
参
禅
、
茶
礼
を
行
ず
る
の
も
参
禅
、

あ
る
い
は
調
理
を
行
う
の
も
参
禅
、
経き

ん

行ひ
ん

を
行
う
の
も
参
禅
。
で
す
か
ら
、
参
禅
会

の
行
事
で
参
禅
を
離
れ
た
も
の
は
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
作
務
は
苦
手
だ
と
か
、
調

理
は
出
来
な
い
と
か
い
う
こ
と
で
参
加
し
な
い
の
は
参
禅
を
否
定
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
自
分
は
坐
禅
を
す
る
た
め
に
こ
の
会
に
入
っ
て
い
る
。
若
し
本
気

で
そ
う
思
う
人
が
い
た
ら
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
り
ま
す
。
今
申
し
た
よ
う
に
、
様
々

な
参
禅
の
手
立
て
が
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
っ
た
ら
ば
、
諸
行
事
に
は
む
し

ろ
積
極
的
に
参
加
す
る
の
が
参
禅
会
の
在
り
方
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。 

「
小
さ
い
こ
と
だ
っ
た
ら
や
っ
て
み
よ
う
、
初
め
は
行
儀
見
習
い
で
い
い
か
ら

段
々
体
で
覚
え
よ
う
」
、
そ
う
い
う
の
が
本
来
の
在
り
方
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
だ
け
な
ら
や
り
方
を
覚
え
れ
ば
誰
で
も
で
き
る
。
考
え
て
み
れ

ば
最
も
簡
単
で
あ
っ
て
、
中
味
は
深
遠
で
あ
り
ま
す
が
、
や
り
方
は
簡
単
で
あ
り
ま

す
。 こ

の
簡
単
な
坐
禅
だ
け
に
没
頭
し
て
い
る
の
は
結
構
で
す
が
、
そ
の
坐
禅
が
居
眠

り
を
し
て
い
た
り
、
妄
想
坐
禅
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
は
「
何
の
た
め

に
参
禅
会
に
所
属
し
て
い
る
の
か
、
何
年
行
っ
て
い
る
の
か
！
」
自
分
で
自
問
自
答

し
反
省
し
、
軌
道
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

体
形
の
違
い
と
か
、
年
齢
の
違
い
に
よ
っ
て
坐
相
は
多
少
違
っ
て
い
て
も
、
そ
れ

は
二
の
次
ぎ
で
あ
り
ま
す
。「
坐
る
と
言
う
心
構
え
と
そ
の
中
味
」
そ
れ
が
我
々
の

勝
負
ど
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

互
い
に
し
っ
か
り
と
七
炷
坐
り
ま
し
ょ
う
。
一
期
一
会
、
来
年
は
な
い
！ 

「
参
禅
は
坐
禅
な
り
」 

平
成
二
三
年
六
月
四
日
（
一
夜
接
心
） 

合
掌 
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我
が
本 も

と

よ
り
知
り
思
う
心
を 

次
第
に
知
識
の
言 げ

ん

に
随

し
た
が

っ
て
改
め
去 ゆ

く
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
読
め
ば
誰
で

も
お
分
り
に
な
る
、
言
葉
と
し
て
は
易
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
我
が
本
よ
り
知
り
思
う
心
」、
自
分
が
前
か
ら
知
っ
て
い
る
、
よ
く
わ
き
ま
え

て
い
る
心
を
「
次
第
に
（
段
々
と
）
知
識
の
言
に
随
っ
て
改
め
去
く
な
り
」
。
こ
こ

で
知
識
と
は
善
知
識
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
分
よ
り
物
事
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
る

方
、
先
輩
の
方
、
先
生
と
い
っ
た
方
を
自
分
に
と
っ
て
は
知
識
（
全
て
の
人
に
と
っ

て
の
知
識
で
は
な
い
）
、
先
生
、
そ
れ
を
知
識
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。「
そ
の
知
識

の
方
の
言
動
に
よ
っ
て
、
次
第
に
自
分
か
ら
改
め
て
ゆ
き
な
さ
い
」
と
い
う
教
え
で

あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
実
は
誠
に
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
教
や
仏
道
を
学
ん
で
ゆ
く
行

じ
て
ゆ
く
上
に
と
っ
て
は
根
本
的
な
教
え
で
あ
り
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
で
も
芸
事
で
も

知
識
に
随
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
は
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
道
の
場
合
は
、
心

を
全
面
的
に
改
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
最
も
難
し
い
。
難
し
い
の
で
あ
り
ま

す
が
、
要
す
る
に
自
我
を
抑
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
実
は
小

さ
な
幼
児
の
時
に
一
番
大
事
だ
と
い
い
ま
す
。 

岡
潔
先
生
は
幼
児
の
時
に
祖
父
の
方
か
ら
「
我が

を
貫
く
な
」
、「
我が

を
殺
せ
」
と
毎

日
々
々
耳
に
タ
コ
が
で
き
る
位
言
わ
れ
た
。「
そ
れ
が
ど
ん
な
に
役
に
立
っ
て
い
る

か
分
ら
な
い
」
と
述
懐
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
、
幼
児
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
様
々
な
教

養
・
知
識
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
大
人
に
と
っ
て
は
自
我
と
い
う
も
の
は
実
に

手
が
つ
け
ら
れ
な
い
。
特
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
年
輩
者
に
な
っ
て

か
ら
、
六
〇
、
七
〇
に
な
り
ま
す
と
人
の
言
う
こ
と
に
耳
を
か
さ
な
い
。
こ
れ
を
頑

固
と
い
う
。
「
自
分
は
永
年
人
生
体
験
豊
富
な
ん
だ
、
自
分
は
自
分
の
考
え
で
や
っ

て
ゆ
く
」
、
こ
れ
が
仇
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
普
通
の
生
活
体
験
で
は
よ
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
仏
道
を
行
ず
る
時
や
芸
事
を
や
る
時
は
、
全
く
大
敵
に
な
っ
て
し
ま

う
！ 

謙
虚
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
駄
目
で
す
。 

我
見
を
捨
て
る
。
己
の
先
輩
や
指
導
者
と
い
う
人
は
無
限
に
い
る
。
ど
ん
な
に
歳

を
と
っ
て
も
関
係
な
い
。
心
を
か
え
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
で
き
な
い
！ 

仏
道

を
学
ぶ
時
は
、
先
輩
や
指
導
者
に
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
う
け
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
先
輩
は
い
い
加
減
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
敬
ま
わ
れ

て
い
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
慎
重
に
深
い
体
験
か
ら
出
て
き
た
こ
と
で
な
い
と
言
え
な

い
。
お
互
い
に
こ
う
い
う
風
に
切
磋
琢
磨
す
る
の
が
修
行
な
の
で
す
！ 

我
々
は
柔

軟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
に
言
わ
れ
た
こ
と
に
常
に
耳
を
か
す
柔
軟
な
態
度
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
我
が
本
よ
り
知
り
思
う
心
を 

次
第
に
知
識
の
言
に
随
っ
て
改
め
去
く
な
り
」 

平
成
二
三
年
六
月
二
六
日 

 

合
掌 
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仏
法

ぶ
つ
ほ
う

に
は
修

証

し
ゅ
し
ょ
う

こ
れ
一 い

っ

等 と
う

な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
弁べ

ん

道
話

ど

う

わ

」
の
卷
に
あ
る
有
名
な
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
弁
道
話
」

の
卷
は
道
元
禅
師
の
若
い
頃
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
長
い
一
巻
の
中
に
は
、

坐
禅
と
い
う
も
の
が
い
か
に
仏
法
の
中
心
で
あ
り
根
幹
で
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
を

今
ま
で
な
か
っ
た
日
本
に
お
い
て
、
初
め
て
こ
の
法
門
を
弘
め
て
い
き
た
い
、
と
い

う
熱
烈
た
る
意
気
に
燃
え
て
著
さ
れ
た
一
巻
で
す
。 

「
坐
禅
の
基
本
的
な
理
念
は
何
か
？
」
と
言
え
ば
、「
仏
法
に
は
修
証
こ
れ
一
等
な

り
」
。「
修
証
」
は
修
行
と
覚
り
。
修
行
し
て
覚
り
を
得
る
の
で
は
な
い
、
修
行
そ
の

も
の
が
お
覚
り
で
あ
る
。「
修
証
こ
れ
一
等
」
の
「
一
等
」
は
全
く
同
じ
と
い
う
意

味
で
、「
修
」
と
「
証
」
が
同
じ
で
あ
る
。
行
を
実
践
す
る
こ
と
と
目
的
と
思
わ
れ

る
お
覚
り
が
同
じ
な
の
だ
！ 

つ
ま
り
、
修
行
こ
そ
が
お
覚
り
で
あ
る
と
言
う
道
元

禅
師
の
仏
法
・
禅
そ
の
も
の
の
根
幹
を
な
す
教
え
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
の
『
正

法
眼
蔵
』
の
全
て
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
「
修
証

し
ゅ
し
ょ
う

一
等

い
っ
と
う

」
の
教
え
が
根
本
に
あ
っ
て
、

仏
法
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
全
て
に
お
い
て
「
も
う
こ
れ
で
い
い
」
と

い
う
こ
と
は
な
い
。「
死
ぬ
ま
で
修
行
、
死
ん
で
か
ら
も
修
行
！
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
「
遥
か
な
る
仏
道
」
と
言
わ
れ
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。 

そ
う
す
る
と
、
目
的
の
た
め
に
人
間
は
物
事
を
行
う
の
だ
、
目
的
が
な
い
実
践
は

あ
り
え
な
い
と
反
発
さ
れ
る
方
が
必
ず
お
ら
れ
る
。
見
性

け
ん
し
ょ
う

禅
と
言
わ
れ
る
禅
に
お
い

て
は
、
見
性
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
公
案

こ
う
あ
ん

と
い
う
も
の
を
、
頭
で

考
え
る
の
で
は
な
く
体
で
ぶ
ち
当
っ
て
会
得
し
よ
う
と
す
る
。
公
案
が
会
得
で
き
て

一
つ
の
到
着
点
に
達
す
る
。
そ
れ
で
終
わ
り
か
？ 

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
む
し
ろ

そ
れ
か
ら
が
大
事
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
は
き
違
え
て
、
も
う
見
性
す
れ
ば
そ

れ
で
い
い
と
い
う
誤
っ
た
実
践
方
法
の
方
も
い
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、「
修
証
一
等
」

な
ん
て
い
う
の
は
張
り
合
い
が
な
い
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
、「
修
証
一
等
」
の
道
元
禅
に
は
飽
き
足
ら
な
く
て
、
見
性
禅
に
走
る
方
も
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
で
見
性
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
、
出
来
る
の
か
、
出
来
て
か
ら

ど
う
す
る
の
か
？ 

そ
う
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ

機
根
の
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、「
修
証
一
等
」
禅
と
見
性
禅
の
ど
ち
ら
が
良
い
悪
い

と
い
う
筋
合
い
で
は
な
く
、
機
根
の
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
元
禅
師
は
「
遙
か

な
る
仏
道
を
目
指
し
な
さ
い
！
」
と
言
わ
れ
、
修
坐
イ
コ
ー
ル
仏
行
で
あ
り
、「
片
時

も
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
坐
禅
」
と
い
う
立
派
な
修
証
観
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
言
葉
に
続
い
て
、「
い
ま
も
証

上

し
ょ
う
じ
ょ
う

の
修し

ゅ

な
る
ゆ
え
に
、
初
心
の
弁べ

ん

道ど
う

す
な
わ

ち
本
証

ほ
ん
し
ょ
う

の
全
体

ぜ
ん
た
い

な
り
！
」
と
言
う
有
難
い
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
初
心
者
で
初
め
て

の
坐
禅
で
あ
っ
て
も
、
一
生
懸
命
に
や
れ
ば
そ
れ
が
覚
り
な
の
だ
！ 

永
年
お
や
り

に
な
っ
て
い
る
方
で
も
、
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
噛
み
締
め
て
や
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
。 

「
仏
法
に
は
修
証
こ
れ
一
等
な
り
」 

平
成
二
三
年
七
月
二
四
日 

 

合
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こ
の
法
は
人
々

に
ん
に
ん

の
分
上

ぶ
ん
じ
ょ
う

ゆ
た
か
に
そ
な
わ
れ
り
と
い
え
ど
も 

い
ま
だ
修し

ゅ

せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ
ず 

証
し
ょ
う

せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
弁べ

ん

道
話

ど

う

わ

」
の
卷
の
有
名
な
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
弁
道
話
」
の
卷
は
道
元
禅
師
が
お
若
い
時
、
「
正
伝

し
ょ
う
で
ん

の
仏
法
」
の
エ
ッ
セ
ン
ス

と
し
て
そ
れ
は
坐
禅
で
あ
り
、
そ
の
坐
禅
を
日
本
で
何
と
か
弘
め
た
い
、
根
付
か
せ

た
い
と
い
う
思
い
に
か
ら
れ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
の
一
巻
と

し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
別
個
に
著
さ
れ
た
著
述
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に

道
元
禅
師
の
仏
法
の
基
本
は
、
他
の
仏
教
の
流
れ
と
比
較
し
て
、
ど
ん
な
特
徴
が
あ

る
か
を
克
明
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
撰
述
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
重
要
な
お
言

葉
や
大
切
な
文
言
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
「
こ
の
法
は

人
々
の
分
上
ゆ
た
か
に
そ
な
わ
れ
り
！
」、
「
こ
の
法
」
は
仏
法
の
法
で
、
こ
の
世
の

真
実
・
真
理
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
真
実
・
真
理
と
い
う
法
は
、
す
べ
て
の
人
に
誠

に
豊
か
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
目
覚
め
れ
ば
い
い
。
目
覚
め
て
、

こ
の
真
実
・
真
理
の
法
の
ま
ま
に
行
動
し
、
思
い
を
回
ら
し
て
行
け
た
ら
、
人
間
と

し
て
最
高
・
最
上
の
生
き
方
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
目
覚
め
て
い
な

い
か
ら
迷
っ
て
し
ま
う
。 

そ
れ
で
は
、
目
覚
め
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
？ 

「
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ

ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
」
。
修
行
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
現
れ
て
こ
な
い
、

と
。
ふ
つ
う
仏
教
一
般
で
は
、「
仏
性
と
い
う
も
の
が
、
お
釈
迦
さ
ま
以
来
ず
っ
と

今
日
ま
で
仏
教
の
重
要
な
徳
目
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
誰
に
も
仏
性
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
だ
か
ら
ど
ん
な
人
で
も
本
来
悪
い
人
は
い
な
い
。
迷
い
に
目
覚
め
れ
ば
本

物
に
な
れ
る
ん
だ
」
と
言
う
こ
と
を
説
き
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
ち
ょ
っ
と
説
き
方
が
違
う
。
修
行
し
な
け
れ
ば
仏
性
に
は

縁
が
な
い
、
現
れ
て
こ
な
い
。
修
行
す
る
身
に
初
め
て
現
れ
て
く
る
ん
だ
！ 

こ
れ

を
「
修
せ
ざ
れ
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
」
、
修
行
し
な
け
れ
ば
現
れ
な
い
、
修
行
す
れ
ば
現

れ
る
。
修
行
と
は
仏
教
的
実
践
、
仏
道
で
あ
り
ま
す
。「
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な

し
」
、
覚
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
平
々
凡
々
変
わ
る
こ
と
が
な
い
、
迷
い
っ
ぱ
な
し

で
生
涯
終
わ
っ
て
し
ま
う
！ 

同
じ
「
弁
道
話
」
の
巻
の
中
で
、「
修
行
す
る
こ
と
が
覚
り
で
あ
る
」
と
い
う
有
名

な
教
え
が
あ
り
ま
す
。
実
践
修
行
さ
え
し
っ
か
り
や
れ
ば
、
そ
れ
が
も
う
修
行
の
丸

出
し
の
姿
で
あ
る
と
い
う
、
有
難
い
お
示
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

す
る
と
、
一
に
も
、
二
に
も
、
三
に
も
修
行
の
実
践
で
あ
り
、
そ
れ
は
只
管

し

か

ん

打
坐

た

ざ

で
あ
り
、
普
段
の
自
分
の
様
々
な
思
い
や
考
え
を
捨
て
去
っ
て
坐
る
、
そ
れ
だ
け
で

よ
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
誠
に
簡
単
明
瞭
で
あ
り
ま
す
が
、
中
味
は
決
し

て
単
純
で
な
い
。
で
も
頭
を
か
ら
っ
ぽ
に
し
、
雑
念
に
と
り
あ
わ
な
き
ゃ
い
い
ん
で

す
。
正
身

し
ょ
う
し
ん

端
坐

た

ん

ざ

こ
そ
が
道
元
禅
師
の
教
え
ら
れ
た
仏
法
の
要
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
三
年
八
月
二
八
日 

 

合
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無
上

む
じ
ょ
う

菩
提

ぼ

だ

い

の
人
に
て
あ
る
を
り 

こ
れ
を
ほ
と
け
と
い
う 

『
正
法
眼
蔵
』「
唯
仏

ゆ
い
ぶ
つ

与
仏

よ

ぶ

つ

」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

仏
と
い
う
も
の
を
明
確
に
道
元
禅
師
が
定
義
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
示
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
般
の
人
々
は
仏
と
い
う
と
、
お

堂
の
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
仏
像
、
或
は
野
の
仏
と
言
う
よ
う
に
石
仏
な
ど
が
色
々
な

と
こ
ろ
に
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
を
仏
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
禅
門
で
は
そ
れ
も
仏

に
は
違
い
な
い
が
、
仏
と
し
て
の
象
徴
を
仏
像
と
い
う
木
や
金
属
や
石
材
な
ど
で
表

し
て
、
仏
と
し
て
祀
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。「
本
当
の
仏
と
は
何
か
？
」
。
そ
れ
は
生

身
の
人
間
で
あ
り
、
誰
で
も
仏
で
あ
る
と
い
う
の
が
禅
門
の
基
本
で
あ
り
ま
す
。
た

だ
、
ポ
カ
ン
と
し
て
い
る
も
の
を
仏
と
は
言
わ
な
い
。「
無
上
菩
提
の
人
に
て
あ
る

を
り
」
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
上
も
な
い
お
悟
り
を
目
指
し
て
努
力
し

て
い
る
人
、
菩
薩
で
あ
る
。「
そ
う
い
う
人
で
あ
る
を
り
」
、
そ
う
い
う
状
態
に
あ
る

時
に
こ
そ
、
そ
れ
を
仏
と
い
う
。
道
元
禅
師
の
明
確
な
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
在
世
の
頃
、
祀
ら
れ
た
仏
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
。「
誰
が

仏
か
？
」
。
お
釈
迦
さ
ま
は
ご
自
身
が
仏
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
み
ん
な
こ
の
仏
道

を
目
指
し
て
努
力
し
て
い
る
人
々
を
仏
で
あ
る
と
い
う
お
示
し
を
説
か
れ
た
。
後
に

な
っ
て
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
を
崇
拝
す
る
人
が
仏
像
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ

か
ら
様
々
な
仏
像
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
優
し
い
仏
様
、
強
い
仏
様
、
悪
い
も

の
を
や
っ
け
る
仏
様
、
み
ん
な
お
釈
迦
さ
ま
の
大
き
な
功
徳
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ

る
。 だ

が
、
一
番
肝
心
要
な
の
は
こ
の
世
に
短
い
人
生
を
生
き
て
い
る
人
間
、
わ
れ
わ

れ
、
皆
さ
ん
方
で
あ
り
、
そ
う
い
う
方
々
が
仏
道
と
い
う
道
に
精
進
し
て
や
ま
な
い

直ひ
た

向
き
な
在
り
方
、
そ
う
い
う
人
を
仏
と
い
う
！ 

形
の
な
い
仏
さ
ん
、
仏
法
の
仏
、

仏
法
の
身
、
発
身

ほ
っ
し
ん

と
し
て
の
仏
、
こ
れ
は
姿
形
が
見
え
な
い
仏
さ
ん
。
姿
形
が
見
え

な
い
が
誰
の
心
に
で
も
宿
り
、
誰
の
身
体
に
も
宿
っ
て
い
る
素
晴
ら
し
い
生
命
の
働

き
、
命
、
こ
れ
を
仏
。
そ
の
素
晴
ら
し
い
命
の
働
き
を
懸
命
に
無
心
に
行
う
時
で
す
。

こ
れ
を
仏
と
い
う
！ 

い
ま
坐
禅
を
行
じ
て
お
り
ま
す
。
結
跏
趺
坐
、
或
は
半
跏
趺

坐
、
或
は
椅
子
に
掛
け
ら
れ
て
坐
禅
を
行
じ
て
い
る
。
何
の
た
め
に
や
る
か
？ 

た

め
じ
ゃ
な
い
、
た
だ
行
ず
る
た
め
に
行
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
目
的
の
坐
禅
、
そ
れ
が

仏
で
あ
る
！ 

雑
念
が
湧
い
て
く
る
。
足
が
痛
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
頑
張
っ
て
い
れ
ば
痛
み

も
感
じ
な
い
。
た
だ
坐
る
、
そ
れ
だ
け
。
そ
の
時
に
己
の
形
の
な
い
仏
と
い
う
も
の

が
そ
な
わ
り
動
き
出
す
。
無
上
菩
提
の
た
め
に
努
力
し
て
い
る
姿
、
こ
れ
が
仏
な
ん

だ
！ 

こ
の
仏
と
い
う
も
の
の
実
感
を
、
わ
れ
わ
れ
は
し
っ
か
り
と
胸
に
刻
ま
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
「
無
上
菩
提
の
人
に
て
あ
る
を
り 

こ
れ
を
ほ
と
け
と
い
う
」 平

成
二
三
年
九
月
二
五
日 

合
掌 
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心
の
念
慮
知
見
を
一
向
に
捨
て
て 

 
 

只
管
打
坐
す
れ
ば 

道
は
親
し
く
得
る
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
巻
三
の
最
後
の
項
目
に
あ
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
項
目
の
中
で
道
元
禅
師
は
、
道
を
得
る
こ
と
は
、
一
体
、「
心
で
も
っ
て
得

る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
体
で
も
っ
て
得
る
べ
き
で
あ
る
か
？
」
と
言
う
自
問
自
答

の
言
葉
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
結
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、
「
心
で
は
な
い
。
体
で
道

と
い
う
も
の
は
得
ら
れ
る
ん
だ
！
」
と
お
示
し
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
端
的
に
「
心
の
念
慮
知
見
を
一
向
に
捨
て
て
、
只
管
打
坐
」
と
い
っ
た
こ
と

が
出
来
れ
ば
、「
心
の
念
慮
知
見
」
と
は
色
々
考
え
る
こ
と
、
色
々
考
え
た
り
知
っ

て
い
る
こ
と
を
み
ん
な
捨
て
な
さ
い
。
全
部
ザ
ー
ッ
と
捨
て
な
さ
い
。
空
っ
ぽ
に
な

っ
て
、
そ
し
て
「
只
管
打
坐
す
る
」、
そ
う
す
れ
ば
「
道
は
親
し
く
得
る
な
り
」
。
道

に
親
し
い
と
い
う
、
体
も
心
も
あ
げ
て
道
に
親
し
い
と
い
う
状
態
に
な
る
。
古
く
か

ら
何
十
年
も
坐
禅
を
続
け
て
お
ら
れ
る
方
は
道
に
親
し
い
。
道
に
親
し
く
な
か
っ
た

な
ら
出
来
な
い
。
坐
禅
を
す
る
こ
と
が
楽
し
み
で
あ
る
。
楽
し
み
と
い
う
程
で
な
く

て
も
、
坐
禅
は
自
分
に
と
っ
て
掛
け
替
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
道
に
親
し

い
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

逆
に
「
坐
禅
と
言
う
も
の
を
生
涯
一
度
や
っ
て
み
た
い
」
或
い
は
、「
何
だ
か
心

身
に
大
き
な
傷
が
出
来
た
か
ら
、
坐
禅
で
も
し
て
み
よ
う
か
」
と
い
う
動
機
で
や
る
。

「
足
が
痛
い
、
堪こ

ら

え
ら
れ
な
い
、
や
っ
と
何
と
か
や
っ
た
、
も
う
嫌
だ
」
。
こ
れ
は

「
道
に
親
し
い
」
の
逆
で
あ
り
ま
す
。
「
足
は
み
ん
な
痛
い
。
あ
な
た
一
人
だ
け
じ

ゃ
な
い
。
私
も
痛
く
な
る
が
、
た
だ
慣
れ
で
こ
う
い
う
も
の
だ
と
思
う
」。
そ
れ
で

は
道
に
親
し
く
な
れ
な
い
。 

足
の
痛
み
な
ん
て
言
う
の
は
、
最
初
に
克
服
し
な
け
れ
ば
駄
目
で
す
。
痛
く
な
い

よ
う
に
工
夫
す
れ
ば
い
い
。
そ
れ
で
只
坐
る
。
考
え
を
止
め
る
。
頭
の
中
を
空
っ
ぽ

に
す
る
。
考
え
が
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
が
取
り
合
わ
な
け
れ
ば
い
い
。
こ
れ
に
徹

し
て
い
る
。
何
と
な
く
こ
の
自
分
が
自
分
で
な
く
な
る
。
天
地
宇
宙
の
動
き
と
何
時

の
間
に
か
一
体
に
な
る
。
非
日
常
的
な
世
界
の
中
に
自
分
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
そ

く
そ
く
と
し
た
法
悦
が
起
っ
て
く
る
。
坐
禅
が
長
く
長
く
続
く
人
は
、
矢
張
り
そ
う

い
う
も
の
が
自
ず
か
ら
身
に
付
い
て
い
る
！ 

理
屈
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に

大
事
な
の
は
頭
を
使
っ
て
は
駄
目
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
一
向
に
捨
て
な
さ

い
。
心
の
動
き
を
捨
て
な
さ
い
。
そ
の
時
、
は
じ
め
て
道
と
親
し
く
な
る
。
道
は
仏

道
で
あ
る
。
仏
道
と
親
し
く
な
れ
る
ん
だ
！
」
、
こ
う
い
う
有
難
い
お
示
し
で
あ
り

ま
す
。 

道
元
禅
師
は
こ
の
後
で
、
だ
か
ら
、「
道
は
心
で
は
得
ら
れ
な
い
。
体
で
得
る
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
お
示
し
を
ズ
バ
リ
と
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
道
に
親
し
み
得

る
よ
う
な
坐
禅
、
こ
れ
を
身
に
付
け
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
心
の
念
慮
知
見
を
一
向
に
捨
て
て 

 
 

只
管
打
坐
す
れ
ば 

道
は
親
し
く
得
る
な
り
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

平
成
二
三
年
一
〇
月
二
三
日 

合
掌 
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い
た
ず
ら
に
過
ご
す
月
日
は
多
け
れ
ど 

道
を
求
む
る
時
ぞ
少
な
き 

道
元
禅
師
の
お
歌
を
集
め
た
『
傘
松
道
詠
』
と
い
う
歌
集
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
一
首
で
あ
り
ま
す
。 

「
い
た
ず
ら
に
過
ご
す
月
日
は
多
け
れ
ど
」、「
過
ご
す
」
と
い
う
の
は
、
月
日
を

過
ご
す
と
か
、
一
日
を
過
ご
す
、
日
々
を
過
ご
す
と
い
う
風
に
普
段
使
わ
れ
て
お
り

ま
す
意
味
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
過
ご
す
と
い
う

の
は
、
何
時
の
間
に
か
月
日
が
経
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
が
、
そ
の
奥
に
含
ま
れ
て

お
り
ま
す
。 

お
正
月
が
来
た
の
が
つ
い
こ
の
間
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
も
う
一
年
経
っ
て
し
ま

っ
た
。「
な
ん
と
ま
あ
早
い
こ
と
よ
、
な
に
を
や
っ
て
過
ご
し
て
来
た
ん
だ
ろ
う
か
」
、

と
い
う
風
に
も
「
過
ご
す
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
何
れ
に
し
て
も
、
な
に
か

月
日
に
追
い
立
て
ら
れ
て
歩
ん
で
来
て
い
る
自
分
を
省
み
て
「
過
ご
す
」
と
言
わ
れ

て
い
る
様
で
な
ら
な
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

「
道
を
求
む
る
時
ぞ
少
な
き
」
、
そ
の
後
半
が
大
事
。
道
を
求
め
る
と
い
う
時
が

一
体
ど
の
位
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
？ 

道
が
問
題
で
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
人
間
の

歩
む
べ
き
道
で
あ
り
ま
す
が
、
道
元
禅
師
は
、
こ
れ
は
も
う
仏
道
で
あ
り
ま
す
、
仏

教
を
目
指
す
道
、
仏
教
を
目
指
す
と
い
う
よ
り
は
成
仏
へ
の
道
、
足
取
り
で
あ
る
。

「
こ
れ
が
一
体
ど
の
位
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
少
な
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
？
」
、

こ
う
い
う
事
を
道
元
禅
師
ご
自
身
が
反
省
し
て
お
ら
れ
る
！ 

我
々
か
ら
見
ま
す
と
、
道
元
禅
師
は
一
日
中
坐
禅
を
し
て
い
た
よ
う
な
、
或
い
は

説
法
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
印
象
を
抱
く
の
で
あ
り
ま
す
。
所
が
道
元
禅
師

は
、
「
道
を
求
め
る
と
き
は
少
な
い
ん
だ
」
と
仰
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
物
志
向
の

時
が
少
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
我
々
は
自
分
を
省
み
て
も
そ
う

で
あ
り
ま
す
。
必
死
に
本
物
を
求
め
て
い
る
、
仏
道
を
求
め
て
い
る
と
い
う
時
が
一

体
ど
の
位
あ
る
で
し
ょ
か
？ 

 

今
こ
こ
で
坐
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
、
非
常
に
希
少
価
値
が
あ
る
大
切
な

く
時

で
す
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
思
い
を
捨
て
る
、
頭
の
中
を
空
っ
ぽ
に
す
る
。
仕
事
の
事

も
、
家
庭
の
事
も
、
家
族
の
事
も
、
な
に
も
か
も
今
は
無
い
、
全
部
捨
て
る
。
そ
し

て
、
た
だ
何
も
考
え
ず
に
淡
々
と
坐
る
。
こ
う
い
う
時
は
、
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
一

時
、
な
ん
と
い
う
尊
い
時
で
あ
り
ま
し
ょ
う
！ 

こ
う
い
う
時
を
出
来
る
だ
け
増
や

し
た
い
、
長
く
し
た
い
！ 

こ
れ
が
「
道
を
求
む
る
時
ぞ
少
な
き
」
で
あ
り
ま
す
。 

一
時

く
の
尊
さ
、
一
日

く
の
素
晴
ら
し
さ
、
こ
う
い
う
世
界
が
こ
の
お
歌
の

中
に
込
め
ら
れ
て
お
り
、
本
物
志
向
の
難
し
さ
を
教
え
て
下
さ
っ
て
い
る
お
歌
で
あ

り
ま
す
。 

「
い
た
ず
ら
に
過
ご
す
月
日
は
多
け
れ
ど 

道
を
求
む
る
時
ぞ
少
な
き
」 

平
成
二
三
年
一
一
月
二
七
日 

合
掌 
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見
仏

け

ん

ぶ

つ

眼げ

ん

の
活
路

か

つ

ろ 

こ
れ
参
仏

さ

ん

ぶ

つ

眼げ

ん

な
り 

 『
正
法
眼
蔵
』「
見
仏

け
ん
ぶ
つ

」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
見
仏
」
、
仏
に
見ま

み

え
る
と
い

う
一
巻
の
中
の
お
言
葉
で
す
。
こ
の
「
見
仏
」
の
巻
の
冒
頭
に
「
若
し
諸
相
は
非
相

と
見
れ
ば
、
即
ち
仏
を
見
る
」
と
い
う
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
諸
相
と
は
目
に
見
え

る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
そ
れ
が
非
相
、
即
ち
姿
・

象
か
た
ち

に
あ
ら
ざ
る
も
の
。
だ

か
ら
「
目
に
見
え
る
も
の
が
全
て
姿
・
象
に
あ
ら
ざ
る
も
の
、
姿
・
象
を
超
え
た
も

の
、
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
と
き
は
仏
に
見ま

み

え
る
こ
と
が
出
来
る

ん
だ
よ
」
と
い
う
の
が
原
典
の
意
味
で
す
。
そ
れ
を
説
明
さ
れ
た
の
が
「
見
仏
」
の

巻
の
お
言
葉
で
す
。 

姿
・
象
を
超
え
た
も
の
は
精
神
的
な
世
界
で
す
。
目
を
開
け
ば
様
々
な
も
の
が
目

に
見
え
る
、
耳
を
澄
ま
せ
ば
色
々
な
音
が
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
れ
が
人
間
の
通

常
の
感
覚
器
官
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
目
に
見
え
る
も
の
、
耳
に
聞
こ
え

る
も
の
、
肌
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
そ
う
い
っ
た
姿
・
象
を
超
え
て
、
そ

の
背
後
の
奥
に
潜
ん
で
い
る
生
命
の
事
実
を
グ
ッ
と
全
身
で
受
け
止
め
る
。
「
あ

あ
！
こ
れ
だ
」
と
い
う
感
激
・
体
得
、
そ
う
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
が

見
仏
で
あ
る
。
仏
に
見ま

み

え
る
こ
と
で
あ
る
。
悲
し
い
こ
と
辛
い
こ
と
も
あ
る
が
、
そ

れ
を
乗
り
越
え
て
、
心
が
揺
れ
動
く
よ
う
な
感
激
、
こ
れ
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。

そ
れ
が
我
々
の
生
命
を
支
え
充
実
し
て
い
く
根
本
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

何
歳
ま
で
も
仕
事
を
さ
れ
る
人
は
、
そ
の
感
動
・
感
激
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が

「
諸
相
は
非
相
と
い
う
」
姿
・
象
を
超
え
た
も
の
の
生
命
を
見
ら
れ
る
人
で
す
。 

「
見
仏
眼
の
活
路
」
そ
の
仏
に
見ま

み

え
る
こ
と
の
出
来
る
眼

ま
な
こ

、
こ
の
活
路
と
い
う

の
は
活は

た

ら
き
で
す
。
宗
教
は
実
践
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
心
を
持
つ
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
生
活
の
上
、
実
践
の
上
に
生
き
て
躍
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
！ 

「
こ
れ

参
仏
眼
な
り
」
、
仏
法
に
参
学
す
る
意
味
で
す
。
私
た
ち
が
仏
法
に
参
学
す
る
に
は
、

そ
う
い
う
仏
眼
、
参
仏
眼
で
あ
り
見
仏
眼
で
あ
る
。
そ
う
い
う
活は

た

ら
き
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
道
元
禅
師
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
は
一
二
月
八
日
の
明
け
方
、
ピ
カ
ッ
と
光
る
明
け
の
明
星
を
見
た
途

端
に
悟
り
を
開
か
れ
て
、
大
地
有
情
と
共
に
成
仏
さ
れ
た
。
全
て
の
も
の
と
共
に
悟

っ
た
と
い
う
レ
ベ
ル
は
、
全
て
の
も
の
が
本
来
そ
の
も
の
と
し
て
悟
っ
て
い
る
、
悟

っ
て
い
る
悟
り
を
躍
動
さ
せ
て
い
る
活
路
、
そ
れ
と
自
分
と
の
レ
ベ
ル
が
同
じ
に
な

っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
の
成
道
と
い
う
大
体
験
か
ら
、
そ
の
後
五
〇

年
の
説
法
・
伝
道
の
生
涯
が
こ
こ
に
始
ま
っ
た
。
私
た
ち
も
己
の
坐
禅
、
自
分
の
坐

り
が
活
路
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
活
路
に
つ
な
が
る
坐
禅
を
お
互
い
に
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
本
日
、
成
道
会
に
当
っ
て
釈
尊
の
成
道
を
、
自
分
の
全
身
に
そ
れ

を
体
験
す
る
。
そ
こ
に
成
道
会
の
意
義
が
あ
る
！ 

こ
れ
を
お
互
い
に
肝
に
銘
じ
た

い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
見
仏
眼
の
活
路 

こ
れ
参
仏
眼
な
り
」 

平
成
二
三
年
一
二
月
四
日
（
成
道
会
） 

合
掌 
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た
だ
世
間
の
無
常
を
思
う
べ
き
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
そ
れ
に
引
き
続

い
て
、「
こ
の
言
葉
は
理
屈
で
は
な
い
。
わ
が
身
に
照
ら
し
て
己
の
生
き
ざ
ま
と
し

て
、
常
に
身
に
付
け
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
教
え
ら
れ
て
い
す
。
そ
れ
に
は
、

「
無
常
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
常
で
無
い

と
書
く
無
常
、
こ
の
言
葉
の
重
さ
で
あ
り
ま
す
。 

今
年
の
一
字
で
書
く
漢
字
は
「
絆
」
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
大
震
災
と
い

う
未
曽
有
の
出
来
事
を
通
じ
て
、
「
絆
」
の
重
さ
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た

か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
絆
」
な
ん
て
い
う
も
の
は
当
り
前
の
こ
と
で

あ
る
。「
絆
」
を
重
ん
ず
れ
ば
、
こ
の
自
死
が
な
く
な
る
か
？ 

と
ん
で
も
な
い
話
で

す
。
そ
れ
以
前
の
問
題
が
沢
山
あ
る
。
そ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
が
「
無
常
」

で
あ
り
、
今
年
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
求
め
る
な
ら
ば
、「
無
常
」
が
適
確
な
の
で
あ
る
。

「
無
常
」
く
ら
い
徹
底
し
て
己
が
身
に
照
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
、

と
云
っ
て
も
宜
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

毎
年
全
て
移
ろ
い
変
わ
っ
て
い
く
、
大
自
然
は
無
常
で
あ
り
ま
す
。
無
常
そ
の
も

の
の
姿
を
示
し
て
い
る
。
今
年
の
夏
も
か
な
り
暑
か
っ
た
が
、
あ
の
暑
さ
は
一
体
何

処
に
行
っ
た
の
か
？ 

そ
し
て
、
秋
も
暖
か
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
二
月
に
な
る
や

急
に
寒
く
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
乾
燥
し
た
日
々
が
関
東
で
は
続
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
う
し
て
、
い
っ
ぺ
ん
に
大
雪
が
降
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
み
ん
な
無
常

の
姿
で
あ
り
ま
す
。
落
葉
樹
は
葉
を
奇
麗
に
染
め
て
裸
に
な
り
、
来
年
の
春
を
待
つ
。

も
う
、
も
の
に
よ
っ
て
は
新
芽
が
膨
ら
ん
で
い
る
。
自
然
は
生
き
て
い
る
。
命
の
呼

吸
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
！ 

人
間
も
同
じ
こ
と
、
人
間
が
作
っ
て
い
る
世

間
・
社
会
も
当
然
同
じ
で
あ
り
ま
す
！ 

来
年
の
こ
と
を
言
う
と
鬼
が
笑
う
と
い
い
ま
す
が
、
来
年
の
暮
に
同
じ
メ
ン
バ
ー

が
こ
こ
で
坐
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
毎
年
違
う
。
来
年
ど
こ
ろ
か
、
正
月

こ
こ
で
坐
れ
る
か
ど
う
か
も
分
ら
な
い
。
全
く
一
寸
先
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
無

常
と
云
わ
ず
し
て
、
な
ん
と
ほ
か
の
言
葉
で
言
い
替
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
り
ま

し
ょ
う
？ 

「
無
常
迅
速
、
生
死
事
大
」
と
申
し
ま
す
。
無
常
は
迅
速
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
中
に
生
き
る
人
間
の
命
、
生
き
死
の
問
題
は
実
に
大
き
い
。
自
分
に
と
っ
て
は

大
変
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
無
常
迅
速
、
生
死
事
大
」
と
云
う
、
禅
門
で

最
も
尊
ぶ
言
葉
の
一
つ
と
し
て
古
来
伝
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
後
、

講
義
の
時
に
打
た
れ
る
版
は
「
無
常
迅
速
、
生
死
事
大
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
打
つ
版
が
、
ま
さ
し
く
そ
れ
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら

で
あ
り
ま
す
。 

あ
っ
と
云
う
間
に
本
年
も
残
り
わ
ず
か
、
最
後
の
例
会
の
坐
禅
！ 

こ
の
一
年
の

坐
禅
を
こ
の
一
炷
に
凝
縮
し
て
、
ほ
ん
も
の
の
坐
禅
を
お
互
い
に
努
め
た
い
も
の
で

あ
り
ま
す
。 

「
た
だ
世
間
の
無
常
を
思
う
べ
き
な
り
」 

平
成
二
三
年
一
二
月
二
五
日 

合
掌 
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接
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、
成
道
会
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ど
う
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行
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ウ
ェ
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サ
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、
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加
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一
泊
し
坐
禅
七
炷
と
提
唱
な
ど
、
本
年
は
六
月
九
～
一
〇
日 

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