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学
人

が
く
に
ん

た
と
い
道
心
な
く
と
も
、
良
人
に
近
づ
き
善
縁
に
お
う
て
、 

同
じ
事
を
い
く
た
び
も
聞き

き
見
る
べ
き
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
学
人
と
い
う
の
は
、
学
道
の
人
、

道
を
学
ぶ
者
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
私
共
、
皆
様
方
、
全
部
学
人
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
基
本
的
な
心
構
え
の
一
つ
が
示
さ
れ
る
一
段
で
す
。 

「
た
と
い
道
心
な
く
と
も
」、
ま
あ
、
道
を
求
め
る
と
い
う
心
が
薄
く
て
も
、
な
ん
と

な
く
坐
禅
を
や
っ
て
み
よ
う
と
か
、
一
度
は
体
験
し
て
み
た
い
、
皆
様
方
の
最
初
の
坐

禅
も
、
そ
う
い
っ
た
方
も
お
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
人
で
あ

っ
て
も
、
や
は
り
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
く
ら
い
本
来
素
晴
ら
し
い
こ
と
は
な
い
ん

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
道
心
を
高
め
て
い
く
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
実
践
が

モ
ノ
に
な
っ
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
そ
の
た
め
の
お
示
し
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

ま
ず
、「
良
人
に
近
づ
く
」、
良
き
人
に
近
づ
く
と
い
う
ん
で
す
ね
。
私
共
は
、
ウ
マ

の
合
う
人
と
合
わ
ん
人
が
必
ず
あ
る
ん
で
す
。
で
も
、
自
分
の
選
択
範
囲
で
「
こ
の
方

は
い
い
人
だ
な
ぁ
。
あ
あ
素
晴
ら
し
い
人
だ
な
あ
！
」
と
い
う
人
に
積
極
的
に
近
づ
い

て
い
く
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、「
善
縁
に
お
う
」、
良
き
縁
に
逢
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
も
良
い
縁
か
悪
い
縁
か
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
に
は
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
も
、
良
い
縁
だ
と
思
う
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
た
積
極
的
に
縁
と
い
う
も
の
を
求

め
て
い
く
、
こ
う
い
う
姿
勢
が
必
要
で
す
ね
。 

そ
し
て
、「
同
じ
こ
と
を
い
く
た
び
も
聞
き
見
る
な
り
」、
お
ん
な
じ
こ
と
を
何
度
聞

い
て
も
馬
耳
東
風
、
右
か
ら
左
へ
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
忘
れ
た
ら
聞
け
ば
い

い
ん
で
す
。
な
ん
ど
で
も
お
な
じ
こ
と
を
聞
く
、
そ
の
う
ち
に
耳
に
タ
コ
が
出
来
る
程

き
け
ば
、
教
え
る
方
も
懇
切
丁
寧
に
教
え
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
い
つ
か
は

納
得
出
る
。
聞
く
だ
け
で
は
な
く
見
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
た
だ
見
る
ん
で
は
な
い
、

観
察
す
る
と
い
う
見
方
で
す
ね
。
そ
し
て
、「
あ
の
方
は
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る

ん
だ
、
こ
う
い
う
と
き
は
あ
あ
い
う
風
に
す
る
ん
だ
」。
こ
う
い
う
こ
と
を
し
か
と
観
察

す
る
！ 

そ
し
て
良
い
こ
と
は
真
似
る
、
学
ぶ
。
こ
う
い
う
姿
勢
が
、
道
を
学
ぶ
学
人
は

道
心
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
大
切
な
こ
と
だ
よ
、
と
い
う
ふ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

霧
の
中
を
歩
い
て
い
く
人
は
、
思
わ
ず
知
ら
ず
の
間
に
衣
服
が
潤
っ
て
く
る
！ 

こ
れ

は
感
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
思
わ
ず
知
ら
ず
の
内
に
、
自
分

の
信
心
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
つ
ま
ら
ん
自
分

が
、
周
囲
の
お
か
げ
で
、
衆
力
の
お
か
げ
て
引
っ
張
ら
れ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
こ
う
い

う
こ
と
が
、
集
団
で
お
こ
な
う
行
の
中
で
は
必
ず
あ
る
。
自
分
は
「
つ
ま
ら
な
い
人
間

な
ん
だ
、
至
ら
な
い
人
間
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
、
年
季
の
古
い
新
し
い
じ
ゃ
な
い
、

常
に
謙
虚
で
あ
る
。
こ
れ
が
年
頭
の
坐
に
あ
た
っ
て
の
、
大
切
な
大
切
な
一
行
で
あ
り

ま
す
の
で
、
あ
え
て
申
し
あ
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

「
学
人
た
と
い
道
心
な
く
と
も
、
良
人
に
近
づ
き
善
縁
に
お
う
て
、
同
じ
事
を
い

く
た
び
も
聞
き
見
る
べ
き
な
り
」 

平
成
二
六
年
一
月
二
六
日 

合
掌 
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無
道
心
の
慣
頭
、
我
が
箇
裡
に
は
不
可
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
梅
花
」
の
巻
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
道
元
禅
師

の
お
師
匠
様
で
あ
ら
れ
る
如
浄
禅
師
の
お
言
葉
で
す
。
「
梅
花
」
の
巻
と
い
う
一
巻
は
、

早
春
に
梅
の
花
が
一
輪
ひ
ら
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
世
界
が
開
く
と
い
う
壮
大
な
世
界

観
・
宇
宙
観
、
真
実
真
理
の
あ
り
様
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
如
浄
禅
師
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
の
お
言
葉
を
、
道
元
禅
師
は
感
激
の
う
ち
に
受
け
止
め
て
、
後
に
常
に
こ

れ
を
称
賛
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

「
無
道
心
の
慣
頭
」
つ
ま
り
仏
道
を
志
す
資
格
の
な
い
無
道
心
の
連
中
は
、
「
我
が

箇
裡
」
す
な
わ
ち
坐
禅
堂
の
中
へ
入
っ
て
は
な
ら
な
い
！ 

誠
に
厳
し
い
お
言
葉
で
あ
り

ま
す
。
坐
禅
を
す
る
た
め
の
坐
禅
堂
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
坐
禅
を
い
い
加
減
な
心
構
え

で
や
る
者
は
入
る
資
格
が
な
い
、
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

如
浄
禅
師
は
世
の
常
に
こ
う
言
っ
て
お
ら
れ
、
そ
し
て
一
人
ひ
と
り
の
弟
子
を
良
く

知
っ
て
い
て
、
道
心
、
道
念
の
な
い
者
は
坐
禅
堂
か
ら
追
い
出
し
て
い
た
と
、
そ
こ
ま

で
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
如
浄
禅
師
の
語
録
を
み
ま
す
と
、
そ
ん
な
に
厳
し
く
は
な
い
。
こ
れ
は
、
語

録
と
い
う
も
の
は
、
後
世
に
残
す
た
め
に
弟
子
た
ち
が
編
集
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
文

字
を
整
え
語
句
を
き
れ
い
に
改
め
て
、
成
文
化
し
、
そ
れ
を
印
刷
に
す
る
、
そ
の
よ
う

な
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
違
う
、
道
心
に
燃
え
て
わ
ざ
わ
ざ
日
本
か
ら
中
国
へ
渡
り
、

ま
た
、
滞
在
す
る
年
月
も
長
く
は
な
い
な
か
で
、
本
物
を
得
て
日
本
に
帰
ろ
う
と
い
う

志
気
に
燃
え
て
中
国
に
渡
っ
た
、
と
い
う
土
台
が
違
い
ま
す
。
如
浄
禅
師
に
巡
り
あ
っ

て
、
我
が
正
師
と
決
め
ら
れ
た
方
が
述
べ
ら
れ
る
ひ
と
コ
マ
ひ
と
コ
マ
の
受
け
止
め
方

が
違
う
！ 

切
り
口
が
違
う
か
ら
、
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
も
違
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。 

竹
を
一
本
切
る
に
し
て
も
切
り
口
は
、
丸
に
な
る
、
楕
円
形
に
な
る
、
長
方
形
に
な

る
よ
う
に
様
々
で
あ
り
ま
す
。
同
様
に
道
元
禅
師
は
如
浄
禅
師
の
厳
し
い
と
こ
ろ
を
と

こ
と
ん
ま
で
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
「
無
道
心
の
者
は

坐
禅
堂
に
入
る
べ
か
ら
ず
！
」
と
い
っ
て
坐
禅
堂
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
っ
た
如
浄
禅

師
の
お
言
葉
が
、
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、

「
自
分
は
な
ん
と
果
報
者
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
坐
禅
堂
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
如
浄

禅
師
の
お
傍
で
修
行
が
で
き
る
、
こ
ん
な
果
報
者
が
あ
ろ
う
か
！
」
と
、
「
梅
花
」
の

巻
で
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

時
代
と
立
場
と
人
間
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
違
っ
て
い
て
も
、
道
を
求
め
る
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
超
え
て
い
る
。
私
達
は
仏
教
を
学
び
仏
道

を
歩
む
、
そ
の
故
に
こ
そ
坐
禅
堂
が
造
ら
れ
、
そ
の
有
難
い
法
に
適
っ
た
建
物
の
中
で
、

今
こ
こ
に
坐
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
本
物
の
坐
禅
を
し
な
か
っ
た
ら
誠
に

先
輩
に
申
し
訳
な
い
、
罰
が
当
た
り
ま
す
。 

こ
の
道
元
禅
師
の
感
激
を
も
っ
て
お
示
し
さ
れ
た
お
言
葉
を
少
し
で
も
戴
き
、
自
分

の
道
念
を
高
め
る
よ
す
が
と
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
無
道
心
の
慣
頭
、
我
が
箇
裡
に
は
不
可
な
り
」 

平
成
二
六
年
二
月
二
三
日 

合
掌 
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心
意
識
に
あ
ら
ず
、
念
想
觀
に
あ
ら
ず
、 

作
仏
を
図ず

す
る
事
な
か
れ 

こ
れ
は
『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
儀
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
の
坐
禅
に

対
す
る
指
導
の
書
物
と
し
て
は
、
有
名
な
『
普
勧
坐
禅
儀
』、
こ
れ
は
禅
師
が
三
三
才
の

こ
ろ
著
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
一
〇
年
く
ら
い
経
ち
ま
し
て
か
ら
、

『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
儀
」、
そ
し
て
、「
坐
禅
箴
」、
こ
の
二
つ
が
著
さ
れ
た
の
で
す
。 

仏
法
の
一
番
根
本
的
な
教
え
と
い
う
信
念
の
も
と
に
、「
そ
れ
は
坐
禅
で
あ
る
」
と
い

う
高
い
格
調
に
満
ち

く
た
、
お
若
い
頃
の
撰
述
が
『
普
勧
坐
禅
儀
』。
後
に
『
正
法
眼

蔵
』
の
中
で
、
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
て
、
一
つ
は
初
心
者
向
き
に
、
調
身
調
息
調
心
、

こ
の
中
の
初
め
の
二
つ
、
調
身
調
息
の
技
術
的
な
方
面
、
こ
れ
を
中
心
に
し
て
著
さ
れ

た
の
が
、『
正
法
眼
蔵
』
の
「
坐
禅
儀
」。
そ
し
て
、
こ
ん
ど
は
思
想
的
な
方
面
、
こ
れ

を
縦
横
無
尽
に
論
じ
て
著
さ
れ
た
の
が
『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
箴
」
で
す
ね
。 

で
す
か
ら
「
坐
禅
箴
」
が
一
番
難
し
い
。
こ
れ
は
、
か
な
り
熟
練
し
た
方
で
な
い
と

分
か
ら
な
い
思
想
的
な
深
い
も
の
を
含
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
引
き
換
え
て
、『
正
法

眼
蔵
』「
坐
禅
儀
」
は
極
め
て
易
し
い
。
だ
が
技
術
的
な
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的

な
あ
り
か
た
も
肝
心

か
ん
じ
ん

要
か
な
め

の
こ
と
だ
け
は
ズ
バ
ッ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
心
意

識
に
あ
ら
ず
、
念
想
觀
に
あ
ら
ず
、
作
仏
を
図
す
る
事
な
か
れ
！
」
で
あ
り
ま
す
。 

「
心
意
識
に
あ
ら
ず
」、
心
の
意
識
で
は
な
い
。「
念
想
觀
に
あ
ら
ず
」、
い
ろ
い
ろ
思

い
を
凝
ら
す
坐
禅
で
は
な
い
。「
作
仏
を
図
す
る
事
な
か
れ
！
」、
仏
に
な
る
と
い
う
こ

と
を
願
う
、
目
的
と
す
る
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
い
け
な
い
！ 

初
心
者
の
方
は
、
た
だ
一
所
懸
命
坐
れ
ば
宜
し
い
ん
で
す
が
、
頭
の
中
に
考
え
、
雑

念
を
浮
か
ん
で
こ
な
い
よ
う
に
す
る
。
浮
か
ん
で
き
て
も
そ
ん
な
も
の
に
取
り
合
わ
な

い
。
そ
れ
だ
け
を
気
を
つ
け
て
い
れ
ば
宜
し
い
。
ベ
テ
ラ
ン
の
方
は
、
あ
と
何
分
で
あ

ろ
う
と
か
、
ど
の
位
い
経
て
ば
経
行
鐘

き
ん
ひ
ん
し
ょ
う

が
鳴
る
と
分
か
っ
て
い
る
。
分
か
っ
て
い
る
か

ら
、
自
分
自
身
で
自
分
の
時
間
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
る
。
な
ま
じ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出

来
る
か
ら
、
却
っ
て
思
い
を
凝
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
一
番
い
け
な
い
！ 

自
分
の
頭
を
映
す
鏡
が
あ
っ
た
ら
皆
さ
ん
ど
う
で
す
。
ど
う
い
う
も
の
が
映
る
の
か
。

目
も
当
て
ら
れ
な
い
散
々
た
る
も
の
が
映
る
ん
で
は
い
け
な
い
。
色
々
な
考
え
が
映
っ

て
も
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
く
、
次
の
考
え
が
映
る
、
そ
れ
な
ら
ば
宜
し
い
。
自

分
自
身
で
自
分
自
身
の
心
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
こ
れ
で
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

思
い
を
凝
ら
さ
な
い
で
、
雑
念
が
浮
か
ん
で
く
れ
ば
、
そ
れ
に
任
せ
て
追
い
か
け
な
い
。

こ
う
い
う
坐
禅
が
お
出
来
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
に
自
分
で
そ
れ
を
点
検
し
、

何
年
も
や
っ
て
い
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
な
い
坐
禅
で
な
く
て
は
い
け
な
い
！ 

こ
れ

が
「
心
意
識
に
あ
ら
ず
、
念
想
觀
に
あ
ら
ず
」
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
「
素
晴
ら
し
い
心
境
に
な
ろ
う
」
と
か
、
悟
っ
た
心
境
に
な
っ
た
時
、
そ
ん

な
思
い
を
こ
れ
っ
ぱ
か
り
も
も
た
な
い
。「
作
仏
を
図
す
る
こ
と
な
か
れ
」
で
あ
り
ま
す
。

自
分
だ
け
の
世
界
を
自
分
だ
け
の
素
晴
ら
し
い
も
の
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
心
意
識
に
あ
ら
ず
、
念
想
觀
に
あ
ら
ず
、
作
仏
を
図
す
る
事
な
か
れ
」 

平
成
二
六
年
三
月
二
三
日 

合
掌 
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人
は
、
必
ず
陰
徳
を
修
す
べ
し
、 

陰
徳
を
修
す
れ
ば
必
ず
冥
加
顕
益
あ
る
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
陰
徳
と
い
う
の
は
、
「
昔
中
国

で
あ
る
雲
水
が
、
人
が
み
な
寝
静
ま
っ
て
か
ら
一
人
で
黙
々
と
雪せ

っ

隠ち
ん

を
掃
除
し
て
い

た
」。
そ
う
い
う
故
事
か
ら
、
陰
徳
と
い
う
も
の
の
素
晴
ら
し
さ
を
禅
門
で
は
讃
え
、
実

践
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

人
間
、
い
い
こ
と
は
人
に
見
せ
た
い
、
よ
く
な
い
こ
と
は
人
に
見
ら
れ
た
く
な
い
。

こ
れ
は
一
般
世
間
の
あ
り
様
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
世
界
、
仏
法
実
践
の
世
界
で
は
正

反
対
、
い
い
こ
と
は
人
に
見
せ
な
い
で
密
か
に
行
い
、
悪
い
こ
と
は
見
ら
れ
て
も
い
い
、

見
ら
れ
て
人
か
ら
咎
め
ら
れ
て
心
を
立
て
直
す
。
良
い
こ
と
は
人
に
見
せ
な
い
で
こ
っ

そ
り
や
る
。
誰
に
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
見
ら
れ
て
褒
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
、

だ
か
ら
こ
そ
心
の
徳
を
積
む
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。 

本
日
も
早
く
か
ら
お
出
で
に
な
っ
て
、
坐
禅
堂
の
周
り
を
一
所
懸
命
掃
除
さ
れ
て
い

る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
大
部
分
の
方
は
部
屋
で
プ
リ
ン
ト
を
眺
め
た
り
し
て
お
ら
れ

た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
で
す
が
、
密
か
に
徳
を
積
ん
で
お
ら
れ
る
方
が
い
る
。 

ま
た
、
作
務
を
お
や
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
一
つ
を
取
り
上
げ
て
も
、
第
一
金
曜
・

第
二
土
曜
・
第
三
金
曜
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
偶
々
第
三
金
曜
日
が
雨
で
で
き
な
か

っ
た
。
す
る
と
第
四
金
曜
日
に
申
し
合
せ
て
何
名
か
の
方
が
、
一
所
懸
命
作
務
を
や
っ

て
お
ら
れ
た
。
他
の
方
が
来
よ
う
と
来
ま
い
と
構
わ
な
い
。
誰
の
た
め
に
や
る
の
で
も

な
い
、
敢
え
て
言
え
ば
自
分
の
た
め
に
や
る
！ 

誠
に
頭
が
下
が
り
ま
す
。 

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
昨
年
の
大
晦
日
は
、
私
が
四
大
不
調
で
あ
っ
た
た
め
、
残
念
な
が

ら
い
つ
も
の
年
の
よ
う
に
朝
か
ら
晩
ま
で
掃
除
を
し
た
り
、
元
日
は
早
く
か
ら
大
勢
の

人
が
来
ら
れ
ま
す
の
で
、
き
れ
い
に
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
参
禅
会
の
お
一
人
の
方
が
、
大
晦
日
に
お
出
で
に
な
っ
て
、
黙
々
と
掃
除

を
し
て
下
さ
る
。
私
は
有
難
さ
に
涙
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
そ
う
い
う
方
は
、
ほ
か
で
も
必
ず
陰
徳
を
積
ん
で
お
ら
れ
る
に
相
違
な
い
。
心
の

修
養
を
密
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

思
え
ば
、
こ
う
し
て
良
い
環
境
、
気
持
ち
の
い
い
時
に
坐
禅
を
出
来
る
の
は
、
無
数

の
方
の
支
え
、
或
は
陰
徳
の
お
陰
で
あ
り
ま
す
！ 

そ
れ
に
対
し
て
自
分
は
ど
う
で
あ

ろ
う
？ 

世
間
的
な
心
は
、
こ
う
言
え
ば
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
良
い
こ
と
が
あ
る
か
、

極
端
に
言
え
ば
お
金
儲
け
は
ど
う
し
た
ら
で
き
る
か
、
い
い
こ
と
、
い
い
こ
と
、
い
い

こ
と
の
た
め
に
考
え
て
い
る
、
生
活
を
し
て
い
る
。 

そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
で
す
が
、
坐
禅
の
時
は
、
そ
う
し
た
功
利
的
な
心
を
一
切
止
め

て
眼
を
自
分
の
心
、
内
部
に
向
け
て
、
外
か
ら
の
も
の
で
な
い
自
分
の
心
に
接
す
る
！

こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
本
当
の
坐
禅
を
行
っ
て
お
れ
ば
、
そ
こ
か
ら

い
つ
し
か
陰
徳
が
出
て
く
る
の
で
す
。 

誰
の
た
め
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
、
で
き
れ
ば
そ
う
い
っ
た
坐
禅
に
し
た
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

「
人
は
、
必
ず
陰
徳
を
修
す
べ
し
、 

陰
徳
を
修
す
れ
ば
必
ず
冥
加
顕
益
あ
る
な
り
」 

平
成
二
六
年
四
月
二
七
日 

合
掌 
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心
定

じ
ょ
う

に
在
る
が
故
に
能よ

く
世
間
生
滅
の
法ほ

っ

相そ
う

を
知
る 

『
仏
遺
教
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
『
仏
遺
教
』
と
い
う
の
は
、
詳
し
く
は
『
仏ぶ

っ

垂し

般は
っ

涅ね

槃は
ん

略
り
ゃ
く

説せ
っ

教
き
ょ
う

誡か
い

経
き
ょ
う

』、
略
し
て
『
仏
遺
教
』、
も
っ
と
略
し
て
『
遺
教
』。
お
釈

迦
様
の
最
晩
年
の
言
動
な
ら
び
に
教
え
を
ま
と
め
た
も
の
が
大だ

い

般は
つ

涅ね

槃は
ん

経
ぎ
ょ
う

と
い
う
お

経
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
涅
槃
に
入
ら
れ
る
直
前
の
最
後
の
最
後
の
説
法
、

こ
れ
だ
け
を
記
録
し
た
も
の
が
、
こ
の
『
遺
教
』
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
中
に
、「
心
定
に
在
る
が
故
に
能
く
世
間
生
滅
の
法
相
を
知
る
」
と
い
う
お
言
葉

が
ご
ざ
い
ま
す
。「
定
」
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
は
基
本
的
な
坐
禅
、
そ
の
他
実
践
的
な

行
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
現
れ
る
心
の
あ
り
さ
ま
、
こ
れ
を
「
定
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
し
て
お
り
ま
す
。
禅
定
と
い
う
よ
う
に
よ
く
熟
語
さ
れ
ま
す
が
、
つ
ま
り
心
が
澄
み

き
っ
た
状
態
、
一
言
で
言
え
ば
そ
う
言
っ
て
宜
し
い
か
と
思
い
ま
す
。 

心
が
澄
み
き
っ
た
状
態
と
い
う
の
は
、
池
や
湖
に
波
風
が
全
く
立
っ
て
い
な
い
よ
う

な
鏡
の
よ
う
な
水
面
、
私
共
の
心
は
本
来
は
鏡
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
色
々
な
考
え

が
浮
か
ん
で
く
る
と
波
風
が
立
っ
て
鏡
で
な
く
な
る
。
時
に
は
大
波
が
揺
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
る
。
静
ま
っ
た
と
思
う
と
ま
た
揺
れ
る
。
こ
れ
が
偽
ら
ざ
る
心
の
あ
り
さ
ま
、

こ
れ
を
「
散
乱
」
と
言
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
な
ぜ
散
乱
は
起
こ
る
か
と
言
う
と
、
外
界
の
こ
と
に
心
が
奪
わ
れ
る
か
ら

で
あ
り
ま
す
。
外
界
の
事
を
全
て
止
め
て
、
自
分
の
内
に
心
を
向
か
わ
せ
る
、
す
る
と

澄
ん
で
く
る
、
こ
れ
が
「
定
」
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
は
「
定
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
普
段
の
色
々
な
い
や
な
こ
と
、
あ
る
い
は
喜
ば
し
い
こ
と
、
様
々
な

考
え
が
、
心
が
ざ
わ
め
い
て
い
く
、
そ
れ
を
全
部
止
め
、
こ
の
坐
禅
堂
に
全
部
お
い
て

い
く
！ 

全
部
呼
吸
と
と
も
に
吐
き
出
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
色
々
な
思
い
を
吐
き
出
し

ち
ゃ
っ
て
、
心
の
中
が
無
一
物
に
な
る
。
す
る
と
「
定
」
と
い
う
心
に
な
る
。「
定
」
の

心
に
徹
す
る
と
自
然
に
智
慧
と
い
う
も
の
が
具
わ
っ
て
く
る
。 

だ
か
ら
『
遺
教
』
の
中
で
は
、「
智
慧
の
水
が
具
わ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
水
を
漏
ら
さ

な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
！
」
と
い
う
教
え
が
そ
れ
に
続
い
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
理
屈
で
は
な
く
、
大
自
然
と
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
ん
で
す
。
大
自
然

の
う
ご
き
、
自
然
の
状
態
が
ど
ん
ど
ん
移
行
し
て
い
く
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
自
分
も

一
体
に
な
る
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
宜
し
い
訳
で
あ
り
ま
す
。 

な
る
ほ
ど
「
定
」
を
得
る
た
め
の
坐
禅
で
は
な
い
。
道
元
禅
師
は
「
な
ん
の
た
め
と

い
う
の
は
止
し
な
さ
い
！
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
結
果
と
し
て
そ
う
い
っ
た
「
定
」
と

い
う
状
態
が
現
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
お
釈
迦
様
以
来
教
え
て
お
ら
れ
る
禅
定
の
正
し
い
在
り
方
で
あ
り
ま
す
。 

お
釈
迦
様
は
、
最
後
の
最
後
に
「
全
地
宇
宙
万
物
の
真
理
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
に
し
な

さ
い
、
あ
な
た
方
の
心
の
中
に
あ
る
素
晴
ら
し
い
も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
さ
い
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
に
は
心
を
「
定
」
に
し
な
い
と
い

け
な
い
。
心
を
「
定
」
に
し
て
初
め
て
良
く
世
間
消
滅
の
あ
り
か
た
、
真
実
真
理
の
あ

り
か
た
が
、
ズ
ド
ン
と
心
に
分
か
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
「
定
」
で
あ
り
ま
す
。 

「
心
定
に
在
る
が
故
に
能
く
世
間
生
滅
の
法
相
を
知
る
」 

平
成
二
六
年
五
月
二
五
日 

合
掌 
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只
管
打
坐
し
て
一
切
不
為
な
る
、
是
れ
坐
禅
の
要
術
な
り 

こ
れ
は
瑩
山
禅
師
が
お
作
り
に
な
ら
れ
た
『
坐
禅
用
心
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。

坐
禅
の
一
番
根
本
を
ず
ば
り
と
述
べ
ら
れ
た
一
節
で
、
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

「
只
管
打
坐
」
こ
れ
は
も
う
お
分
か
り
で
す
ね
。
結
跏
趺
坐
、
或
い
は
半
跏
趺
坐
、

或
い
は
椅
子
坐
、
何
で
も
正
身
で
も
っ
て
坐
る
。
た
だ
坐
る
だ
け
。
こ
れ
が
「
只
管
打

坐
」
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
「
一
切
不
為
」
で
あ
り
ま
す
。
何
も
頭
の
中
で
考
え
な
い
。
あ
れ
こ
れ
考
え

を
こ
ね
く
り
回
さ
な
い
。
頭
は
生
き
て
お
り
ま
す
か
ら
、
考
え
は
次
々
に
浮
か
ん
で
来

ま
す
が
、
そ
ん
な
も
の
に
全
く
捉
わ
れ
な
い
。
浮
か
ん
で
く
る
に
任
せ
て
お
け
ば
、
す

ぐ
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
他
の
考
え
が
起
っ
て
も
取
り
合
わ
な
い
。
た
だ
そ
れ
で

よ
ろ
し
い
。
こ
れ
が
「
一
切
不
為
」
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
「
こ
れ
坐
禅
の
要
術
な
り
！
」、
こ
れ
が
最
高
の
要
術
で
あ
り
、
坐
禅
に
は
そ

れ
以
外
の
こ
と
は
何
に
も
な
い
、
こ
れ
に
勝
る
坐
禅
は
な
い
、
と
い
う
お
示
し
で
あ
り

ま
す
。 

今
問
題
に
し
ま
し
た
と
こ
ろ
は
、『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
に
よ
く
似
た
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
一
切
不
為
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
坐
は
す
な
わ
ち
仏

行
な
り
、
坐
は
す
な
わ
ち
不
為
な
り
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
坐
禅
は
仏
行
で
あ

っ
て
、
不
為
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
何
に
も
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
も
し
な
い
と
い
っ

て
も
、
坐
禅
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
頭
の
中
で
は
な
に
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
是
れ
便
ち
自
己
の
正
体
な
り
。
此
の
外
、
別
に
仏
法
の
求
む
べ
き
無
き
な
り
」、
と
『
随

聞
記
』
の
中
で
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
瑩
山
禅
師
が
、
全
く
そ
の
精
神
を
引
き
継
い
で

お
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

瑩
山
様
は
「
一
切
不
為
と
い
う
こ
と
が
、
坐
禅
の
要
術
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ

ま
す
が
、
私
た
ち
は
、
ど
う
し
て
も
頭
の
中
に
浮
か
ん
で
来
る
こ
と
を
追
い
か
け
て
し

ま
う
と
い
う
悪
い
癖
が
あ
り
ま
す
。
日
常
は
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
訳
で
あ
り
ま
す
が
、
坐

禅
中
は
い
け
な
い
、
坐
禅
中
は
タ
ブ
ー
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
中
々
生
活
習
慣
の
延

長
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
出
来
か
ね
る
。
し
か
し
、「
坐
禅
の
要
術
で
あ
り
、
坐
禅
は
仏
行

で
あ
る
！
」
と
い
う
建
前
か
ら
は
、
こ
れ
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

は
、
こ
の
ぶ
っ
続
け
に
坐
禅
を
す
る
一
夜
接
心
は
、
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
と
き
に
「
も
う
ど
う
に
で
も
な
れ
」
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
で
、
足
が
痛
い

の
も
感
じ
な
い
、
雨
が
降
っ
て
い
よ
う
と
風
が
吹
こ
う
と
、
小
鳥
が
鳴
こ
う
が
鳴
く
ま

い
と
一
切
関
与
し
な
い
。
た
だ
死
ん
だ
気
に
な
っ
て
坐
る
！ 

こ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
が
、「
只
管
打
坐
」
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
坐
禅
を
、
お
互
い
に
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
も

こ
れ
は
い
く
ら
人
か
ら
言
わ
れ
て
も
、
坐
禅
の
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
だ
り
し
て
も
、
こ
の

ま
ぎ
れ
も
な
い
自
分
が
実
行
し
な
か
っ
た
ら
出
来
な
い
。 

「
ヨ
ー
シ
、
こ
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
今
坐
っ
て
い
る
自
分
が
や
る
ぞ
！
」、
そ
う
い
う
お

気
持
ち
で
、
只
管
打
坐
を
共
に
致
し
ま
し
ょ
う
。 

「
只
管
打
坐
し
て
一
切
不
為
な
る
、
是
れ
坐
禅
の
要
術
な
り
」 

平
成
二
六
年
六
月
七
日
（
一
夜
接
心
） 

合
掌 
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境
發ほ

つ

に
あ
ら
ず
、
智
發
に
あ
ら
ず
、 

菩
提
心
発
な
り
、
発
菩
提
心
な
り 

こ
れ
は
『
正
法
眼
蔵
』「
身
心
学
道
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
巻
は
道
心
を

菩
提
心
と
お
っ
し
ゃ
り
、
こ
の
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
が
行
の
大
前
提
で
あ
り
、
先
決

で
あ
る
と
の
趣
旨
の
も
と
に
説
か
れ
て
い
る
一
巻
で
あ
り
ま
す
。 

道
心
、
道
念
、
菩
提
心
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
を
起
こ
さ
な
い
と
行
が
な
り
た
た
な

い
と
い
う
強
い
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
古
参
の
方
は
道
心
、
道
念
が
確
立
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
続
い
て
お
ら
れ
る
。
新
参
の
方
は
ま
ず
道
心
、
道
念
を
起
こ
す
こ
と
、
そ
れ
も

切
実
に
起
こ
す
こ
と
、
こ
れ
が
初
め
の
坐
禅
修
行
の
先
決
で
あ
り
ま
す
。 

ど
う
し
た
ら
菩
提
心
が
起
こ
る
の
か
、
起
こ
せ
る
の
か
と
い
え
ば
、
道
元
禅
師
は

「
境
發
」
、
つ
ま
り
環
境
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
「
智
發
」
、
つ
ま
り
智
慧

に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
も
な
い
。
「
内
心
発
で
あ
る
！
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
な

ん
の
こ
と
は
な
い
、
菩
提
心
と
い
う
も
の
は
本
来
、
そ
の
人
に
備
わ
っ
て
い
る
、
ち
ょ

う
ど
仏
心
、
仏
性
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
「
そ
の
菩
提
心
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
」
と

示
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
い
つ
で
も
、
誰
で
も
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
菩
提
心
が
あ
る
か
ら
こ
そ
起
こ
せ
る
の
で
す
。 

新
参
の
方
は
古
参
の
方
に
「
あ
な
た
は
ど
う
道
心
を
奮
い
立
た
せ
、
ど
う
そ
れ
を
継

続
し
て
こ
ら
れ
た
か
？
」
と
聞
く
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
「
人
に
も
聞
く
べ

し
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

新
参
の
方
は
古
参
の
方
に
「
な
ぜ
坐
禅
が
継
続
し
て
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

な
ぜ

坐
禅
を
お
や
り
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
聞
く
こ
と
は
一
番
大
切
な

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
古
参
の
方
は
、
ズ
バ
リ
継
続
し
て
い
る
理
由
を
お
答
え
に
な
れ
ば

よ
い
の
で
す
。
そ
れ
が
「
乳
水
の
如
く
和
合
す
る
」
修
行
道
場
の
形
で
あ
り
ま
す
。
常

規
の
中
に
「
古
い
方
は
お
手
本
に
な
り
、
新
し
い
方
は
そ
れ
に
習
う
、
そ
し
て
乳
水
の

如
く
和
合
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
そ
う
い
う
こ
と
な
の

で
あ
り
ま
す
。 

菩
提
心
を
起
こ
す
と
、
迷
っ
て
も
行
願
は
生
き
続
け
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
「
谿

声
山
色
」
の
巻
で
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
度
切
実
な
道
心
、
道
念
の
菩
提
心
を
起
こ

せ
ば
、
途
中
で
挫
折
し
て
も
、
弱
く
な
っ
て
い
っ
て
も
、
種し

ゅ

は
残
り
「
種

し
ゅ
う

子じ

と
い
う
種

は
尽
き
な
い
し
、
残
り
、
永
遠
に
失
わ
れ
な
い
！
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

ち
ょ
う
ど
戒
と
同
じ
で
す
。
戒
律
を
一
度
受
け
る
と
、
後
で
戒
律
を
破
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
て
も
戒
の
本
体
で
あ
る
「
戒
体
」
は
生
き
続
け
、
い
つ
か
は
自
分
の
身
を
律

し
て
く
れ
ま
す
！ 

受
戒
が
い
か
に
重
要
な
も
の
か
の
裏
返
し
で
あ
り
ま
す
。 

菩
提
心
も
同
じ
で
、
一
度
起
こ
せ
ば
弱
っ
て
も
廃
れ
て
も
、
ま
た
自
分
の
内
に
あ
る

種
子
は
残
り
、
己
を
奮
い
立
た
せ
る
と
い
う
有
難
い
教
え
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
道

心
、
道
念
と
い
う
最
初
の
大
切
な
こ
と
を
、
何
と
か
奮
い
立
た
せ
る
こ
と
が
行
の
根
幹

で
あ
り
ま
す
。 

「
境
發
に
あ
ら
ず
、
智
發
に
あ
ら
ず
、
菩
提
心
発
な
り
、
発
菩
提
心
な
り
」 

平
成
二
六
年
六
月
二
二
日 

合
掌 





16

諸
縁
を
放
捨

ほ
う
し
ゃ

し
、
万
時

ば

ん

じ

を
休
息
す
べ
し 

『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
儀
」
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
巻
は
大
変
短
い
。
参
禅
の
初
心
者
向
け
に
示
さ
れ
た
も
の
で
、
坐
禅
の
実
践
作
法
に

つ
い
て
分
か
り
や
す
く
簡
潔
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
こ
の
お
言
葉
は
、
心
の
あ
り

よ
う
の
基
本
を
ズ
バ
リ
と
端
的
に
述
べ
ら
れ
た
一
句
で
し
て
、
た
い
へ
ん
重
要
な
活
句
で
あ

り
、
坐
禅
人
が
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

「
諸
縁
を
放
捨
」、
縁
は
諸
々
の
縁
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
投
げ
捨
て
る
、
全
部
や
め

て
し
ま
い
な
さ
い
、
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
中
は
坐
禅
に
徹
す
る
だ
け
。
私
た

ち
は
普
段
の
色
々
な
生
活
上
の
、
仕
事
の
上
の
問
題
を
抱
え
き
れ
な
い
く
ら
い
抱
え
て
お

り
ま
す
。
誰
し
も
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
全
部
や
め
ち
ゃ
い
ま
し
ょ
う
。
念
頭
に
お
か
な
い
。

念
頭
に
あ
る
も
の
を
全
部
投
げ
捨
て
ち
ゃ
い
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
そ
う
い
う
お
言
葉
で
あ

り
ま
す
。 

そ
う
か
と
言
っ
て
も
、
人
間
の
頭
と
い
う
も
の
は
、
生
き
て
い
ま
す
か
ら
次
々
に
色
々

な
雑
念
が
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
合
わ
な
い
。
取
り
合
わ
な
い
。
こ
だ
わ

ら
な
い
。
浮
か
ん
で
く
る
ま
ま
追
い
か
け
な
い
。
そ
れ
で
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
行
っ
て
し
ま

う
。
今
ま
で
頭
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
全
部
忘
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
頭
に
浮
か
ん

で
く
る
も
の
に
も
取
り
合
わ
な
い
。
こ
れ
が
私
共
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

そ
う
す
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
私
た
ち
が
天
地
宇
宙
一
杯
の
空
気
の
中
に
、
命
と
し
て

生
か
さ
れ
て
い
る
。
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
が
あ
る
ん
だ
。
小
鳥
が
鳴
い
て
い
た
り
、
笹

の
葉
の
風
に
な
び
く
音
が
し
た
り
、
暑
さ
の
中
で
そ
よ
風
が
吹
い
て
い
た
り
、
素
晴
ら
し

い.

天
地
宇
宙
の
風
光
、
そ
の
真
っ
た
だ
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
が
あ
る
！ 

足
が

少
々
痛
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
痛
い
と
感
じ
る
自
分
が
あ
る
。
耳
を
澄
ま
す
と
心
臓

の
鼓
動
が
聞
こ
え
る
。
心
臓
が
ち
ゃ
ん
と
動
い
て
い
て
く
れ
る
。
諸
縁
を
放
捨
す
る
と
、

そ
う
い
っ
た
大
功
徳
が
眼
前
に
現
れ
る
ん
で
す
。 

「
万
時
を
休
息
す
べ
し
」、
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
全
て
の
事
を
、
休
息
は
一
旦
や

め
る
ん
で
は
な
く
て
、
全
部
や
め
て
し
ま
う
。
休
む
ん
で
な
な
く
、
や
め
る
ん
で
す
ね
。

同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
万
時
を
休
息
し
て
初
め
て
、
全
て
の
外
界
の
こ
と
に
振
り
回
さ

れ
て
い
た
自
分
が
、
今
度
は
振
り
回
さ
れ
て
い
な
い
命
、
一
つ
の
命
と
し
て
生
き
て
い
る

自
分
が
、
厳
と
し
て
あ
る
。
素
晴
ら
し
い
命
と
し
て
こ
こ
に
息
づ
い
て
い
る
。
こ
う
い
う

己
の
い
き
様
の
生
き
て
い
る
原
点
に
直
結
す
る
行
、
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
！ 

古
い
方
も
新
し
い
方
も
そ
ん
な
こ
と
に
は
関
係
な
く
、
こ
の
原
点
に
戻
っ
て
ド
ッ
シ
リ

と
坐
る
。
こ
れ
が
坐
禅
の
根
本
で
あ
り
ま
す
。 

「
諸
縁
を
放
捨
し
、
万
時
を
休
息
す
べ
し
」 

平
成
二
六
年
七
月
二
七
日 

合
掌 
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学
道
の
最
要
は
坐
禅
こ
れ
第
一
な
り 

『
随
聞
記
』
と
い
う
書
物
は
、
道
元
禅
師
が
日
常
に
お
け
る
学
道
の
要
を
教
え
ら
れ

た
お
言
葉
を
、
第
一
の
お
弟
子
様
の
懐
弉
禅
師
が
メ
モ
を
さ
れ
て
、
こ
れ
を
ま
と
め
た

も
の
が
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
六
巻
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
最
後
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
「
学

道
の
最
要
は
坐
禅
こ
れ
第
一
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
ま
す
。 

「
学
道
」
と
い
う
の
は
道
を
学
ぶ
、
言
う
ま
で
も
な
く
仏
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
学
ぶ
と
い
う
の
は
頭
で
学
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
「
実
践
を
す
る
」
と

い
う
意
味
合
い
が
禅
門
で
は
強
い
。
「
そ
の
最
要
、
最
も
大
切
な
要

か
な
め

は
こ
れ
坐
禅
第
一
、

坐
禅
で
あ
る
！
」
こ
う
い
う
お
言
葉
で
、
懐
弉
禅
師
は
道
元
禅
師
の
学
道
と
い
う
も
の

の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
何
で
あ
る
か
を
、
こ
と
更
に
最
後
の
と
こ
ろ
で
ま
と
め
ら
れ
た
に
相

違
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
、
坐
禅
が
一
番
大
切
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
道
元

禅
師
が
書
き
遺
さ
れ
た
教
え
の
中
で
は
、
全
て
に
亘
っ
て
強
調
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

世
間
一
般
に
は
、
仏
教
は
素
晴
ら
し
い
教
え
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
と
な
く
身

に
付
け
た
い
。
仏
教
の
教
え
を
学
び
た
い
、
で
き
れ
ば
仏
教
の
実
践
を
し
て
み
た
い
と

い
う
人
は
沢
山
い
る
と
思
い
ま
す
。
逆
に
、
仏
教
の
教
え
は
難
し
い
か
ら
何
か
よ
く
分

ら
な
い
。
自
分
は
頭
が
よ
く
な
い
か
ら
勉
強
し
て
も
ど
う
も
ピ
ン
と
こ
な
い
、
頭
に
入

ら
な
い
、
こ
う
い
う
人
も
ま
た
沢
山
い
ま
す
。
所
謂
学
問
嫌
い
で
あ
り
ま
す
。
小
説
な

ら
読
む
け
れ
ど
も
、
難
し
い
教
え
と
か
哲
学
め
い
た
も
の
は
ご
免
だ
。
そ
れ
は
別
に
悪

い
こ
と
で
も
何
で
も
な
い
、
人
の
基
本
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
逆
に
禅
で
は
「
公
案
」
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
「
無
字
」
の
公
案
と
か
、
「
隻
手
」
の
公
案
で
あ
る
と
か
。

両
手
を
拍
て
ば
音
が
出
る
が
、
片
手
で
は
ど
う
い
う
音
が
で
る
か
？ 

こ
う
い
う
の
は
分

ら
な
い
け
れ
ど
も
面
白
い
。
公
案
を
学
ん
で
い
る
の
は
大
変
面
白
い
と
い
う
人
も
い
ま

す
。
様
々
で
あ
り
ま
す
。
現
に
公
案
を
学
ん
で
悟
り
を
開
い
た
と
い
う
人
も
い
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
だ
が
、
道
元
禅
師
は
「
学
問
嫌
い
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
公
案
を
探
求

し
て
悟
り
を
開
い
て
も
、
そ
う
い
う
人
は
必
ず
坐
禅
を
し
て
い
る
。
坐
禅
を
し
て
い
る

か
ら
坐
禅
の
力
に
よ
っ
て
悟
り
を
開
い
た
の
だ
！
」
と
、
こ
う
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

や
は
り
、
坐
禅
が
中
心
で
あ
り
、
一
番
大
切
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

さ
て
、
振
り
返
っ
て
我
々
自
身
を
反
省
し
て
見
た
場
合
、
自
分
の
学
道
、
或
は
仏
道

と
い
う
も
の
の
中
で
坐
禅
の
ウ
ェ
イ
ト
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
？ 

毎
日
坐
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
坐
禅
を
し
な
か
っ
た
ら
一
日
が
出
発
し
な
い
と

い
う
素
晴
ら
し
い
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
坐
り
方
も
様
々
で
あ
り
ま
す
。
何
も
結

跏
趺
坐
だ
け
が
ベ
ス
ト
で
は
な
い
し
、
半
跏
趺
坐
が
悪
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
椅

子
坐
禅
で
も
立
派
な
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
坐
り
方
は
そ
の
人
の
で
き
る
方
法
で
構
わ
な

い
。
構
わ
な
い
が
、
そ
れ
が
生
活
の
中
で
、
少
な
く
と
も
精
神
生
活
の
中
で
ど
れ
だ
け

の
領
域
を
占
め
て
い
る
か
？ 

こ
れ
が
問
題
で
あ
り
ま
す
。 

道
元
禅
師
は
出
家
も
在
家
を
問
わ
な
い
、
「
坐
禅
を
も
っ
ぱ
ら
に
す
れ
ば
必
ず
身
に

つ
く
も
の
が
あ
る
。
無
所
得
無
所
悟
で
は
あ
る
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
坐
禅
の
力
に
よ

っ
て
悟
り
と
い
う
も
の
が
親
し
く
な
る
」
と
、
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
共
は
坐
禅
と

い
う
も
の
に
対
す
る
「
信
仰
と
誇
り
と
実
践
」
、
そ
う
い
う
も
の
を
強
固
に
し
て
、
坐

禅
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
風
に
な
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
学
道
の
最
要
は
坐
禅
こ
れ
第
一
な
り
」 
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現
在
も
ま
た
住と

ど

ま
ら
ず
、
展
転

て
ん
て
ん

し
て
相あ

い
依よ

る
な
し 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
良
寛
さ
ん
の
詩
を
、
漢
詩
で
す
が
、
沢
山
集
め
た
『
良
寛
詩
集
』
と
い
う
書
物
の
一
節

で
あ
り
ま
す
。
最
初
は
「
過
去
は
既
に
過
ぎ
去
り
、
未
来
は
な
お
未
だ
来
ら
ず
」
と
い
う

二
句
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
続
く
二
句
が
、「
現
在
も
ま
た
住
ま
ら
ず
、
展
転
し
て
相

い
依
る
な
し
」。
こ
の
「
現
在
」
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

過
去
な
ん
て
も
の
は
、
現
在
が
ど
ん
ど
ん
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
未

来
は
刻
々
現
在
、
今
な
り
つ
つ
あ
る
。
見
え
な
い
未
来
も
今
刻
々
と
自
分
の
今
を
作
り
出

し
て
い
る
。
そ
の
現
在
も
ま
た
少
し
も
留
ま
っ
て
い
な
い
。
矢
の
よ
う
に
流
れ
て
い
く
。

考
え
て
み
れ
ば
恐
ろ
し
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
過
去
現
在
未
来
、
こ
れ
を
色
々
な
角

度
か
ら
色
々
な
方
面
か
ら
捉
え
て
、
例
え
ば
業
で
あ
る
と
か
輪
廻
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い

っ
た
こ
と
の
過
去
の
報
い
で
現
在
が
あ
る
と
語
ら
れ
る
が
、
今
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て

い
る
場
合
で
は
な
い
。
絶
対
的
な
も
の
は
今
し
か
な
い
ん
で
す
。
今
何
を
し
て
い
る
か
。

今
な
に
を
や
っ
て
い
る
か
。
そ
れ
だ
け
が
絶
対
な
ん
で
あ
り
ま
す
。 

こ
こ
は
良
寛
さ
ん
、
参
禅
者
の
基
本
態
度
を
詩
に
詠
ん
で
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
基
本
的
な
態
度
は
、
現
在
の
今
こ
れ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
以
外
に
な
い
ん
だ
。

確
か
に
来
月
の
例
会
は
も
う
来
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
つ
な
ん
ど
き
大
病
を
も
ら

う
か
も
知
れ
な
い
。
そ
ん
な
大
事
で
な
く
て
も
、
風
邪
を
ひ
い
て
今
日
は
出
ら
れ
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
が
今
な
ん
で
す
。
こ
の
坐
っ
て
い
る
最
後

な
ん
で
す
。
こ
の
気
持
で
参
禅
者
は
学
道
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

「
な
に
良
寛
さ
ん
そ
ん
な
厳
し
い
こ
と
を
言
っ
て
も
、
子
供
た
ち
と
手
ま
り
を
つ
い
て

遊
ん
だ
り
、
托
鉢
に
出
て
悠
々
と
歩
い
た
り
、
好
き
な
仲
間
が
来
て
一
緒
に
酒
を
飲
ん
だ

り
、
結
構
楽
し
ん
で
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
」。
そ
れ
は
晩
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
良
寛

さ
ん
が
自
ら
厳
し
い
道
場
に
身
を
置
き
、
長
ら
く
学
道
を
さ
れ
て
い
た
時
の
心
構
え
を
詠

ん
だ
一
節
な
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
時
代
を
超
え
、
場
所
を
超
え
、
現
在

の
我
々
に
も
、
全
く
合
い
通
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
坐
禅
の
厳
し
さ
は
調
身
調
息
調
心
が
大
変
な
ん
だ
」、
な
ん
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
む
し

ろ
心
構
え
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
自
分
を
な
く
し
て
、
仏
さ
ん
と
し
て
坐
る
。
一
時
の
仏
で
よ

ろ
し
い
。
そ
の
一
時
の
仏
を
今
行
ず
る
の
で
す
。
こ
れ
が
出
来
る
か
、
出
来
な
い
か
、
最
大

の
眼
目
で
あ
り
ま
す
！ 

道
元
禅
師
は
、「
そ
れ
は
い
と
も
易
し
い
こ
と
な
ん
だ
よ
、
計
ら
い

を
や
め
ち
ゃ
え
ば
良
い
ん
だ
、
頭
に
ど
ん
な
考
え
が
浮
か
ん
で
こ
よ
う
と
、
ま
っ
た
く
取
り

合
わ
な
い
。
た
だ
坐
る
だ
け
。
天
地
宇
宙
と
一
体
に
な
る
だ
け
。
そ
れ
で
い
い
ん
だ
！
」
と

常
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

良
寛
さ
ん
は
、
そ
の
精
神
を
良
く
汲
み
取
ら
れ
、
時
間
的
過
去
現
在
未
来
な
ん
て
も
の
を

放
下
し
て
し
ま
う
。
今
を
見
つ
め
、
今
を
生
き
る
こ
と
が
、
そ
の
真
実
の
世
界
、
真
実
の
あ

り
さ
ま
、
そ
れ
を
日
々
真
剣
に
参
究
し
尽
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、「
今
ま
で
自
分
の
生
き

方
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
自
ず
か
ら
気
が
付
い
て
く
る
ん
だ
よ
」、
そ
う
い
う
思
い
を
込
め
て

詠
じ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
現
在
も
ま
た
住
ま
ら
ず
、
展
転
し
て
相
い
依
る
な
し
」 
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自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
と
す 

『
正
法
眼
蔵
』「
現
成
公
案
」
の
巻
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
現
成
公
案
」
の
巻
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
真
実
、
真
理
の
あ
り
さ
ま
と
、
そ
れ

に
対
す
る
仏
道
修
行
者
の
心
構
え
を
お
示
し
に
な
ら
れ
た
一
巻
で
あ
り
ま
す
。
素
晴
ら

し
い
お
言
葉
と
深
い
内
容
が
展
開
さ
れ
、『
正
法
眼
蔵
』
の
中
の
珠
玉
の
一
巻
と
い
わ
れ

て
い
る
巻
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
中
に
「
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
と
す
」、
迷
い
と
い
う
も
の
は

こ
う
い
う
も
の
だ
！ 

こ
の
後
、
で
は
「
悟
り
と
は
」
何
か
と
い
う
お
言
葉
が
続
い
て
示

さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
悟
り
よ
り
も
我
々
は
迷
い
の
中
に
い
る
、
常
に
迷
っ
て
い

る
、
こ
れ
の
自
覚
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
仏
道
修
行
と
い
う
の
は
、
正
に
己
の
迷

い
を
自
覚
す
る
行
と
い
っ
て
も
宜
し
い
と
思
い
ま
す
。 

「
万
法
を
修
証
す
る
」
と
い
う
の
は
、
有
難
い
真
実
の
世
界
を
頭
で
推
し
測
っ
た
っ

て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
す
が
、
我
々
は
そ
う
い
う
こ
と
を
何
時
の
間
に
か
し
て
い

る
。
こ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、「
己
れ
」、
そ
れ
も
突
き
詰
め
て
い
う
と
「
自
我
」
で

あ
り
ま
す
。
我
と
い
う
も
の
が
は
び
こ
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
「
我
を
な
く
し
な
さ
い
」

こ
う
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

誰
し
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
我
の
世
界
に
生
き
て
い
る
、
こ
れ
が
人
間
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
如
何
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
、
で
き
る
か
、
こ
こ
に
一
に
も
二
に
も
関
わ
っ

て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、「
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
」
と
い
う
自
己
は
、

要
す
る
に
我
な
の
で
あ
り
ま
す
。「
己
の
我
、
我
が
何
を
言
っ
た
っ
て
、
本
物
を
あ
れ
こ

れ
い
っ
た
っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
迷
い
な
の
だ
！
」
と
い
う

の
が
、
こ
の
「
現
成
公
案
」
の
巻
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
次
に
「
万
法
す

す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り
」
と
い
う
お
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま

す
。「
真
実
の
法
」
側
か
ら
、
万
法
の
方
か
ら
自
分
に
対
し
て
色
々
な
も
の
を
教
え
て
下

さ
る
、
そ
れ
を
ず
し
ー
ん
と
味
わ
う
と
い
う
こ
と
が
悟
り
な
の
で
す
。
誠
に
含
み
の
あ

る
重
い
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

私
共
は
直
ぐ
、
坐
禅
を
し
て
ど
う
な
る
あ
あ
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
ち
っ
ぽ
け
な
眼

先
の
こ
と
を
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
考
え
る
も
の
で
す
が
、
そ
ん
な
世
界
で
坐
禅
を
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
我
を
殺
し
て
た
だ
坐
る
だ
け
、
一
所
懸
命
坐
る

だ
け
に
徹
す
れ
ば
、
自
然
に
真
実
の
世
界
、
仏
法
の
世
界
か
ら
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ

る
。
本
当
の
生
き
ざ
ま
と
い
う
も
の
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
！ 

で
す
か
ら
、
坐
禅
は
行
で
あ
り
な
が
ら
信
の
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。
信
が
確
立
し
な

い
と
行
が
伴
わ
な
い
、
行
を
熱
心
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
信
が
確
実
に
な
る
。「
信

と
行
の
行
持
道
環
」、
車
の
輪
の
よ
う
な
世
界
、
そ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

「
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
と
す
」 
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仏
道
は
初
発
心
の
と
き
も
仏
道
な
り
、 

成
じ
ょ
う

正
し
ょ
う

覚が
く

の
と
き
も
仏
道
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
説
心
説
性
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

一
つ
の
雲
堂
の
な
か
に
は
、
初
心
の
方
も
お
ら
れ
れ
ば
、
も
う
悟
っ
て
お
ら
れ
る
よ

う
な
方
も
お
ら
れ
る
。
同
参
同
行
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
初
心
の
方
の
坐
禅
で
あ

っ
て
も
、
古
参
の
方
の
坐
禅
で
あ
っ
て
も
同
じ
仏
道
実
践
に
変
わ
り
は
な
い
。
な
ぜ
変

わ
り
が
な
い
か
と
言
え
ば
、
仏
道
と
い
う
一
点
で
変
わ
り
が
な
い
！ 

初
心
の
方
は
、
仏

道
な
ん
て
い
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
で
し
ょ
う
。 

と
こ
ろ
が
、
自
我
を
離
れ
て
、
無
所
得
無
我
の
坐
禅
を
行
じ
て
い
る
時
は
み
な
仏
道

で
あ
る
。
坐
っ
た
仏
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
道
元
禅
師
の
根
本
的
な
お
示
し
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
初
心
も
熟
練
者
も
な
い
。
同
じ
土
俵
に
た
っ
て
の
仏
道
同
士
で

あ
り
ま
す
。
た
だ
、
一
つ
だ
け
条
件
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
発
心
を
し
て
い
る
か
い
な

い
か
と
い
う
一
点
で
あ
り
ま
す
！ 

発
心
が
無
く
し
て
た
だ
闇
雲
に
坐
っ
て
い
る
、
そ
れ

は
仏
道
と
は
言
わ
な
い
。 

発
心
を
し
て
い
る
、
心
を
発お

こ

し
て
い
る
と
書
き
ま
す
が
、
こ
の
発
心
が
先
決
で
あ
り

ま
す
。
自
分
は
普
段
の
自
分
で
は
な
い
ん
で
す
。
今
は
仏
な
ん
だ
。
仏
だ
か
ら
仏
の
大

道
を
行
じ
て
い
る
ん
だ
！ 

こ
う
い
う
心
構
え
に
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う

し
ま
す
と
、
仏
の
方
か
ら
凡
夫
で
あ
る
自
分
の
方
に
向
か
っ
て
、
仏
の
行
と
い
う
も
の

が
自
然
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

「
生
死
」
の
巻
の
中
に
、「
仏
と
な
る
に
は
い
と
も
易
い
ん
だ
、
自
分
を
な
く
す
れ
ば

い
い
ん
だ
。
そ
う
す
れ
ば
仏
の
方
か
ら
自
然
に
行
わ
れ
て
、
仏
に
な
っ
て
い
く
」
と
い

う
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
通
り
な
ん
で
す
ね
。
普
段
の
自
分
は
我
欲
と
か
迷
い
と

か
打
算
、
そ
う
い
う
も
の
に
捉と

ら

わ
れ
っ
ぱ
な
し
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
す
る
、
あ
あ
な
る
、

あ
あ
や
れ
ば
良
く
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
い
、
あ
れ
も
し
た
い
。
そ
う
い
う
こ

と
を
一
切
離
れ
て
、
た
だ
、
命
の
躍
動
し
て
い
る
己
に
徹
す
る
と
い
う
だ
け
で
宜
し
い

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
坐
を
心
が
け
て
坐
る
、
こ
れ
が
発
心
で
あ
り
ま
す
。 

す
る
と
仏
さ
ん
と
い
う
も
の
が
動
き
出
し
て
く
れ
る
ん
だ
よ
。
こ
れ
が
仏
の
方
か
ら

行
わ
れ
る
の
だ
！ 

と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
初
心
も
ベ
テ
ラ
ン
も
な
い
。

同
参
同
行
の
仏
道
実
践
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
初
心
の
仏
道
も
熟
練
者
の
仏
道
も
同

参
な
り
、
と
言
わ
れ
る
由
縁
で
あ
り
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
雲
堂
で
み
な
一
緒
に
坐
る
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
私
個
人
の
仏
道

で
は
な
い
。
個
人
個
人
の
坐
り
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
み
な
共
同
の
仏
道
実
践
を
し
て

い
る
の
で
す
ね
。
た
し
か
に
遠
い
過
去
か
ら
ず
ー
っ
と
先
の
未
来
に
ま
で
、
ぶ
っ
続
き

の
仏
道
を
私
た
ち
は
行
じ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
禅
の
仏
道
と
い
う
世
界
で
あ
り
ま

す
。 

「
仏
道
は
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
六
年
一
一
月
二
三
日 

合
掌 
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只
、
仏
法
の
為
に
仏
法
を
修
行
す
べ
き
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

『
正
法
眼
蔵
』
の
中
に
も
同
じ
様
な
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
漢
文
の
『
永

平
広
録
』
の
中
に
も
同
様
の
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
、「
為
仏
法
を
し
て
は

な
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
が
、
仏
道
修
行
の
一
番
の
骨
子
に
な
っ
て
い
る
。
仏
道
を
習
う

と
い
う
こ
と
の
一
番
前
提
的
な
必
要
条
件
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
仏

道
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
基
本
的
な
立
場
に
な
っ
て
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

坐
禅
は
、
こ
の
仏
道
修
行
中
の
根
本
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
坐
禅
が
、

為
仏
法
で
あ
っ
て
は
、
も
う
全
く
仏
道
を
行
じ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
『
随
聞

記
』
の
お
言
葉
の
前
に
は
、「
仏
道
を
行
じ
て
代
り
に
ご
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
た
め
に

仏
法
を
学
ぶ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
」、
こ
う
い
う
お
言
葉
が
あ
っ
て
「
只
、

仏
法
の
為
に
仏
法
を
修
行
す
べ
き
な
り
！
」、
こ
う
続
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、
な
お
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

そ
れ
は
、
道
元
禅
師
が
初
め
て
言
い
出
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
今
か
ら

で
す
と
千
二
百
年
も
前
の
昔
、
中
国
に
黄
檗

お
う
ば
く

禅
師
と
い
う
方
が
お
ら
れ
た
。
こ
の
黄
檗

禅
師
に
は
、
有
名
な
『
伝
心
法
要
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
一
子
出
家
す

れ
ば
九
族
天
に
生
ず
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
黄
檗
禅
師
は
、
常
に

礼
拝
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ど
ん
な
時
で
も
何
時
で
も
礼
拝
ば
っ
か
り
や
っ
て
い
た
。

勿
論
他
の
行
も
し
て
お
り
ま
す
が
、
暇
が
あ
れ
ば
礼
拝
を
し
て
い
る
。 

黄
檗
禅
師
の
額
に
こ
ぶ
が
出
来
て
い
た
。
こ
れ
を
礼
拝
こ
ぶ
と
言
い
ま
す
。
あ
る
い

は
黄
檗
こ
ぶ
と
世
間
で
は
言
っ
て
、
有
名
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
五
体
投
地
の
礼
拝
を

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
初
中
後

し
ょ
っ
ち
ゅ
う

そ
の
額
を
下
に
打
ち
付
け
て
こ
ぶ
が
出
来
て
し
ま
う
。

そ
の
位
礼
拝
を
常
に
怠
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
黄
檗
禅
師
に
あ
る
人
が
、「
ど
う
し
て
あ
な

た
は
そ
ん
な
に
礼
拝
ば
か
り
な
さ
っ
て
い
る
ん
で
す
か
？ 

な
ん
の
た
め
に
な
る
ん
で

す
か
？
」
と
尋
ね
た
。「
わ
し
は
只
礼
拝
の
た
め
に
礼
拝
を
し
て
い
る
ん
だ
。」
と
、
こ

う
答
え
ら
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
只
、
礼
拝
の
た
め
に
礼
拝
を
し
て
い
る
ん
だ
。
な

ん
の
た
め
じ
ゃ
な
い
。
礼
拝
す
る
こ
と
が
行
な
ん
だ
！ 

道
元
禅
師
の
「
只
、
仏
法
の
為
に
仏
法
を
修
行
す
べ
き
な
り
！
」
と
言
わ
れ
た
こ
と

と
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
仏
法
の
た
め
、
仏
道
の
た
め
に
、
今
坐
っ
て
い
る
ん
だ
。

そ
れ
だ
け
で
良
い
じ
ゃ
な
い
か
！ 

立
派
な
行
で
あ
り
ま
す
。
心
を
清
ら
か
に
し
よ
う
と

か
、
妄
想
を
少
し
で
も
取
り
除
こ
う
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
妄
想
な

ん
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
只
坐
る
。
只
管
打
坐
の
根
幹
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
只
坐

る
と
い
う
の
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
妄
想
を
取
り
除
く
、
雑
念
の
虜
に
な
ら
な
い
よ
り

も
余
程
簡
単
な
ん
で
す
。
雑
念
の
方
が
始
末
が
悪
い
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
為
坐
禅
を
し

な
い
、
こ
れ
の
ほ
う
が
余
程
簡
単
で
誰
で
も
出
来
る
。
決
し
て
、
ナ
ン
の
た
め
カ
ン
の

た
め
を
考
え
る
こ
と
な
く
只
坐
る
。
為
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
仏
法
の
為
に
坐
る
と
い

う
気
持
ち
で
、
お
互
い
に
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
只
、
仏
法
の
為
に
仏
法
を
修
行
す
べ
き
な
り
」 

平
成
二
六
年
一
二
月
七
日
（
成
道
会
） 

合
掌 
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行
持
の
功
徳
、
わ
れ
を
保
任
し
、
他か

れ

を
保
任
す 

『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
」
の
巻
最
初
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。「
行
持
」
と
い
う
の
は
、

仏
道
修
行
の
行
持
、
行
い
持
つ
で
す
か
ら
、
た
だ
「
行
う
」
の
で
は
な
い
、
そ
れ
を
自

分
の｢

行｣

と
し
て
し
っ
か
り
と
受
け
保
つ
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
禅
門
で
行
持

と
い
う
こ
と
を
重
ん
じ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
践
を
宗
旨
と
す
る
か

ら
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
行
持
に
は
、「
功
徳
」
と
い
う
も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
と
常
に
い
わ
れ
て
い
る
。

行
持
の
凝
縮
し
た
も
の
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
様
々
な
行
持
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
実

践
的
な
行
持
の
凝
縮
し
た
の
が
坐
禅
。
坐
禅
に
は
全
て
の
仏
道
が
込
め
ら
れ
て
い
る
、

だ
か
ら
坐
禅
が
重
ん
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ら
ば
、
坐
禅
の
功
徳
は
絶
大
で
あ

り
ま
す
。 

「
わ
れ
を
保
任
し
、
他か

れ

を
保
任
す
」。「
保
任
」
と
は
支
え
保
つ
、
し
っ
か
り
と
受
け

保
つ
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
行
持
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
功
徳

と
い
う
も
の
が
、
自
分
を
保
任
し
、
ま
た
、
自
分
だ
け
で
な
く
彼
、
即
ち
他
人
様
を
保

任
す
る
。
他
人
様
あ
っ
て
の
己
で
あ
り
、
己
が
あ
っ
て
の
他
人
様
で
あ
り
ま
す
。
こ
う

や
っ
て
坐
禅
を
し
て
い
る
の
も
、
一
人
で
ぽ
つ
り
と
坐
っ
て
い
る
の
と
、
大
勢
の
皆
さ

ん
で
一
堂
に
坐
っ
て
い
る
の
と
で
は
全
然
違
う
。
何
が
違
う
か
、
張
り
合
い
が
あ
る
な

ん
て
も
の
で
は
な
く
、
共
に
生
き
、
共
に
行
じ
、
共
に
切
磋
琢
磨
し
て
い
る
、
こ
う
い

う
関
係
で
あ
り
ま
す
。
他
に
よ
っ
て
己
が
あ
る
、
ま
た
、
一
人
ひ
と
り
の
己
に
よ
っ
て

他
が
あ
る
！ 

で
す
か
ら
、
自
分
だ
け
良
い
気
分
に
な
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。
坐
禅
は
、
大
勢
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
自
分
も
坐
禅
が
出
来
る
、
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
、
こ
う
い
う
自
他
の
関
係
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
分
を
保
任
す
る
と
同
時

に
他
人
様
を
も
保
任
す
る
の
で
あ
り
ま
す
！ 

坐
禅
は
先
ず
発
菩
提
心
で
あ
り
、
菩
提
心
を
起
こ
し
た
な
ら
ば
、
不
退
転
に
よ
る
坐

禅
実
修
が
体
現
さ
れ
て
来
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
自
分
を
そ
し
て
他
人
を

支
え
合
う
、
こ
う
い
う
原
動
力
と
な
っ
て
参
り
ま
す
。
こ
れ
が
行
持
の
功
徳
で
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
道
元
禅
師
が
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
一
番
長
い
「
行
持
」
の
巻
上
下

二
巻
の
初
っ
端
で
、「
行
持
の
功
徳
、
わ
れ
を
保
任
し
、
他
を
保
任
す
」
と
仰
っ
て
い
る

の
は
、
誠
に
意
味
深
長
で
あ
り
、
素
晴
ら
し
い
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

努
々

ゆ
め
ゆ
め

自
分
だ
け
が
坐
っ
て
い
る
と
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
他
人
様
に
よ
っ
て
今
坐

ら
さ
れ
て
い
る
、
他
人
様
に
よ
っ
て
坐
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
、
こ
の
有
難
い
己
を
お

互
い
に
感
じ
取
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
す
れ
ば
、
坐
禅
だ
け
や
っ
て
ハ
イ
さ
よ

う
な
ら
と
い
う
人
は
一
人
も
い
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
平
日
に
ひ
っ
そ
り
お
出
で
に

な
っ
て
、
こ
の
雲
堂
を
人
知
れ
ず
お
掃
除
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
方
の
支
え
に
よ
っ

て
一
時
い
っ
と
き
の
坐
禅
が
出
来
、
一
年
一
年
と
経
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
有
難

い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
今
年
も
最
後
の
坐
禅
の
日
、
心
し
て
ど
っ
し
り
と
坐
り
た
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

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

平
成
二
六
年
一
二
月
二
八
日 

合
掌 
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