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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
御
歌
を
集
め
た
『
傘
松
道
詠
集
』
の
中
の
一
首
で
あ
り
ま
す
。 

「
い
た
ず
ら
に
過
ご
す
月
日
は
多
け
れ
ど
」、
道
元
禅
師
は
常
に
「
無
常
迅
速
で
あ
る
」、

「
月
日
は
飛
ぶ
よ
う
で
あ
る
」、「
人
を
待
っ
て
は
く
れ
な
い
」
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
仰
っ
て
、

学
道
者
を
策
励
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

私
ど
も
は
時
間
に
追
わ
れ
て
仕
事
を
し
て
い
る
、
生
活
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
道
元
禅
師
は
そ
う
で
は
な
い
。
生
活
す
る
こ
と
が
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
「
時
」

を
創
っ
て
い
る
の
だ
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
自
身
が
、
自
分
自
身
が
今
ど
こ
で
ど
う
生

き
抜
い
て
い
る
か
否
か
、
こ
れ
が
「
時
」
で
あ
る
。
こ
の
刻
々
の
生
き
ざ
ま
が
「
時
」
を
創

っ
て
い
る
。
そ
の
く
ら
い
生
き
抜
く
・
命
を
燃
焼
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
切
実
な
問
題
で
あ

る
！ 

と
仰
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

道
元
禅
師
の
場
合
は
、
決
し
て
理
論
だ
け
で
は
な
い
。
禅
師
よ
り
ず
っ
と
後
の
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
と
い
う
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
が
同
じ
よ
う
な
表
現
を
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ご
承
知
の

方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
道
元
禅
師
が
根
本
的
に
違
う
の
は
、
禅
師
は
哲
学

で
は
な
い
、
理
論
で
は
な
い
、
歩
み
で
あ
る
、
道
で
あ
る
。
こ
こ
が
根
本
的
に
違
う
。
で
す

か
ら
、「
道
を
求
む
る
時
ぞ
少
な
き
」
と
お
歌
の
後
半
に
そ
れ
が
良
く
示
さ
れ
て
い
る
。 

我
々
は
、
皆
様
方
は
、
何
の
た
め
に
坐
禅
を
し
て
い
る
か
、
或
い
は
坐
禅
を
し
よ
う
と
し

て
お
ら
れ
る
か
、
様
々
な
動
機
が
お
あ
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
だ
が
、
突
き
詰
め
て
考
え
る

と
、
や
は
り
「
人
生
の
歩
む
べ
き
道
」
を
ど
こ
か
で
求
め
て
い
る
。
求
め
る
以
前
に
そ
う
い

う
道
を
歩
み
た
い
、
と
い
っ
た
お
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
こ
そ
坐
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
に
は
や
は
り
、
仏
道
と
い
う
道
を
一
歩
で
も
半
歩
で
も
歩
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
根
本
は
切
実
な
無
常
観
を
抱
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
明
日
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
、
今

年
は
自
分
の
最
後
の
年
か
も
し
れ
な
い
！ 

こ
う
思
う
と
生
き
様
が
違
っ
て
く
る
。
歳
と
共
に

一
年
は
あ
っ
と
い
う
間
で
あ
り
ま
す
。
つ
い
こ
の
間
「
明
け
ま
し
て
・
・
・
」
と
言
っ
て
い

た
と
思
っ
た
ら
も
う
正
月
も
お
終
い
、
こ
の
速
さ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
年
配
と
と
も
に
痛

感
し
て
い
る
方
も
多
い
は
ず
で
す
。 

で
す
が
、
本
当
は
こ
う
い
っ
た
無
常
観
は
若
い
人
の
た
め
に
あ
る
、
若
い
人
に
と
っ
て
実

は
一
大
事
因
縁
、
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
事
で
あ
り
ま
す
。
若
い
人
が
無
常
観
を
抱
い
た
ら

強
い
、
そ
れ
は
年
齢
的
な
も
の
に
拘
わ
ら
ず
、「
い
た
ず
ら
に
過
ご
す
月
日
」
を
で
き
れ
ば
少

な
く
し
た
い
。
人
間
は
素
晴
ら
し
い
も
の
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
磨
く
こ
と
を
し
な

い
で
、
い
た
ず
ら
に
過
ご
す
月
日
の
方
が
多
い
の
で
す
。
自
分
が
可
愛
い
た
め
に
横
着
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。 

年
の
初
め
の
例
会
に
際
し
ま
し
て
、
こ
の
と
こ
ろ
を
年
齢
等
に
拘
わ
ら
ず
、
大
き
な
大
き

な
反
省
と
共
に
道
を
歩
ん
で
参
り
た
い
、
こ
う
願
う
も
の
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
八
年
一
月
二
四
日 

合
掌 
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参
と
不
参
に
依
て
、
徹
人
未
徹
人
あ
り 

総
持
寺
の
ご
開
山 

瑩
山
禅
師
の
著
さ
れ
た
『
傳
光
録
』
と
い
う
有
名
な
書
物
、
こ
の
第
一

〇
章
の
中
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

「
参
と
不
参
」、
こ
れ
は
何
に
参
加
す
る
か
、
し
な
い
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
前
の
所
の

文
章
に
、
身
心
を
仏
道
と
無
縁
な
ま
ま
に
う
っ
ち
ゃ
ら
か
し
て
お
い
て
は
い
け
な
い
。
人
間

は
仏
道
と
い
う
有
難
い
教
え
や
実
践
行
持
が
あ
る
。
道
と
親
し
く
す
る
に
は
身
体
も
心
も
、

そ
の
仏
道
と
無
縁
な
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
で
は
可
哀
そ
う
だ
。
仏
道
と
縁
を
結
ぶ
に
越
し

た
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
誰
で
も
彼
で
も
皆
道
を
実
際
に
は
豊
か
に
備
え
て
い
る
ん
だ
。

本
来
道
と
い
う
も
の
は
備
わ
っ
て
い
る
ん
だ
！ 

道
が
備
わ
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
そ
の
道
を

歩
め
ば
良
い
。
歩
ま
な
い
か
ら
駄
目
な
ん
だ
！ 

そ
の
道
を
歩
む
こ
と
を
「
参
」
と
言
い
、
歩

ま
な
い
こ
と
を
「
不
参
」
と
言
う
。 

我
々
は
道
を
修
め
る
に
と
っ
て
、
素
晴
ら
し
い
毎
日
を
預
け
ら
れ
て
い
る
。
雨
の
日
や
雪

の
日
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
必
ず
ま
た
良
好
な
日
が
あ
る
。
冬
が
あ
れ
ば
春
が
巡
っ
て

く
る
。
大
自
然
の
恵
み
の
中
に
生
か
さ
れ
続
け
て
い
る
ん
だ
。
だ
か
ら
た
だ
参
と
い
う
こ
と

と
不
参
と
い
う
こ
と
の
違
い
に
よ
っ
て
人
間
は
「
徹
人
未
徹
人
」
と
言
う
ふ
う
に
な
っ
て
く

る
。
参
が
徹
人
で
あ
り
ま
す
。
徹
人
は
物
事
に
徹
す
る
こ
と
の
出
来
る
人
、
一
つ
の
事
に
打

ち
込
む
こ
と
が
出
来
る
。
ぶ
れ
な
い
生
き
方
が
出
来
る
。
こ
れ
が
徹
人
で
あ
り
ま
す
。 

澤
木
興
道
老
師
で
し
た
か
、「
人
間
は
坐
禅
を
す
れ
ば
ぶ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
！
」 

強
い

口
調
で
仰
ら
れ
ま
し
た
。
ぶ
れ
な
い
た
め
に
坐
る
ん
で
は
な
い
が
、
坐
れ
ば
ぶ
れ
な
く
な
る
。

筋
が
通
る
と
言
い
ま
す
が
、
軸
が
ド
ー
ン
と
打
ち
た
て
ら
れ
る
。
こ
れ
が
坐
禅
だ
！ 

こ
う
仰

っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
な
か
な
か
一
時
の
坐
禅
だ
け
で
は
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん

が
、
継
続
し
て
い
る
間
に
軸
が
備
わ
っ
て
来
て
、
そ
こ
に
乗
っ
て
い
る
身
体
・
心
と
い
う
も

の
が
澄
ん
で
く
る
。
コ
マ
を
回
し
た
よ
う
な
状
態
で
す
ね
。
コ
マ
が
回
り
ま
し
て
も
実
に
綺

麗
に
回
る
と
澄
ん
で
く
る
。
身
心
が
そ
の
よ
う
に
澄
む
。
こ
の
坐
禅
の
状
態
を
良
く
コ
マ
が

回
る
こ
と
に
譬
え
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

我
々
人
間
は
常
に
悩
み
を
持
っ
た
り
気
苦
労
を
し
た
り
、
色
ん
な

蟠
わ
だ
か
ま

り
が
人
生
の
上
に

は
起
こ
る
。
こ
れ
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
右
往
左
往
さ
れ
な
い
で
ド
ッ
シ
リ
と
し
た
軸
を
養
っ
て
い
く
こ

と
に
よ
り
適
切
に
対
処
出
来
る
。
毅
然
と
し
て
打
ち
向
か
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
様
々

な
事
例
か
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
澤
木
老
師
の
仰
る
よ
う
に

ぶ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
の
が
坐
禅
だ
！ 

し
か
し
、
そ
れ
を
目
的
と
し
て
坐
っ
て
は
い
け
な
い
。
坐
る
所
に
そ
う
い
っ
た
定
力
、
修

証
と
い
っ
た
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
う
ゆ
う
風
で
あ
る
べ
き
だ
と
道
元
禅
師
も
常
に
仰

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
瑩
山
禅
師
は
道
元
禅
師
か
ら
第
四
代
目
で
あ
り
ま
す
が
、
道
元

禅
師
の
教
え
を
キ
チ
ッ
と
受
け
継
い
で
、
独
自
の
禅
を
開
か
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
は

全
て
の
人
に
平
等
に
開
か
れ
た
門
で
あ
り
ま
す
。 

「
参
と
不
参
に
依
て
、
徹
人
未
徹
人
あ
り
」 

平
成
二
八
年
二
月
二
八
日 

合
掌  
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諸
仏
の
仏
道
に
あ
る
、
覚
を
ま
た
ざ
る
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
行
仏
威
儀
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
諸
仏
」
と
い
う
の
は
、
仏
道
を
目
指
し
て
修
行
を
さ
れ
、
安
ら
か
な
心
を
得
た
先
輩
の

方
々
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
諸
々
の
仏
、「
諸
仏
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
。 

「
仏
道
に
あ
る
」、
仏
道
修
行
に
精
進
努
力
を
さ
れ
て
い
る
そ
う
い
っ
た
と
き
は
、
と
い
う

意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
ど
う
な
の
か
と
い
え
ば
「
覚
を
ま
た
ざ
る
な
り
」
で
す
。「
覚
」

は
要
す
る
に
悟
り
を
言
い
ま
す
。
悟
り
を
ま
た
な
い
、
悟
り
を
期
待
し
な
い
、
そ
う
い
う
平

凡
な
坐
り
で
あ
り
、
至
っ
て
簡
単
な
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

行
仏
と
い
う
の
は
、
仏
が
仏
を
行
じ
て
い
る
、
今
私
達
が
こ
こ
で
仏
道
の
教
え
に
よ
っ
て
、

そ
の
教
え
を
守
っ
て
只
坐
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
も
う
行
仏
な
の
で
す
。
行
仏
で
あ
る
と
き
に

は
一
挙
手
一
投
足
・
行
住
坐
臥
、
全
て
の
生
活
万
般
が
、
そ
う
い
う
振
舞
の
全
て
が
「
仏
」

と
し
て
現
れ
て
い
る
姿
で
あ
り
、
だ
か
ら
殊
更
に
悟
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
必
要
な
い
。 

道
元
禅
師
の
仏
法
は
悟
り
を
求
め
な
い
、
只
馬
鹿
に
な
っ
て
坐
っ
て
い
る
。
全
く
そ
の
と

お
り
で
、
こ
れ
を
た
だ
揶
揄
し
て
愚
か
な
仕
業
と
せ
せ
ら
笑
っ
て
い
る
人
も
い
る
。
だ
が
そ

の
中
身
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
私
ど
も
が
今
こ
こ
で
坐
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
道
元
禅
師
の
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
仏
法
を
行
じ
て
い
る
。
な
ら
ば
行
仏
で
あ
り
ま
す
。

お
一
人
お
一
人
が
行
仏
で
あ
り
ま
す
！ 

こ
の
坐
禅
堂
に
は
「
雲
堂
」
と
い
う
額
が
掛
か
っ
て
い
る
。
雲
堂
と
は
、
雲
の
よ
う
に
大

勢
の
人
々
が
集
ま
っ
て
行
仏
に
な
る
所
。
私
ど
も
は
鍛
練
修
行
を
し
て
い
る
と
同
時
に
、
鍛

練
修
行
の
功
が
成
っ
た
仏
さ
ん
の
集
ま
っ
て
い
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
禅
堂
は
普

通
の
建
物
で
は
な
い
。
坐
禅
堂
は
、
文
殊
菩
薩
様
を
中
央
に
御
ま
つ
り
し
て
修
行
を
す
る
道

場
で
あ
り
ま
す
。
菩
薩
と
い
う
仏
さ
ん
は
、
仏
教
で
は
色
々
な
飾
り
を
身
に
着
け
、
頭
に
は

冠
を
の
せ
た
り
、
衣
服
も
き
ら
び
や
か
な
も
の
を
身
に
着
け
、
宝
石
を
散
り
ば
め
た
り
、
そ

う
い
う
一
般
庶
民
と
は
違
う
服
装
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
坐
禅
堂
に
飾
ら
れ
て
い
る
文
殊

菩
薩
は
僧
形
で
あ
り
、
お
袈
裟
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
私
ど
も
・
皆
様
方
の
今

坐
っ
て
い
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
り
ま
す
。 

文
殊
菩
薩
も
共
に
修
行
し
て
い
る
。
坐
禅
堂
に
飾
ら
れ
た
文
殊
菩
薩
は
、
悟
り
を
開
い
て

お
り
ま
せ
ん
。
悟
り
な
ん
か
は
問
題
と
せ
ず
、
今
、
私
ど
も
と
共
に
修
行
を
な
さ
っ
て
お
ら

れ
る
。
選
仏
場
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
『
正
法
眼
蔵
随
問
記
』
に
、「
心
の

慮
お
も
ん
ば
か

り
を
一
向
に
投
げ
捨
て
て
只
管
打
坐
す
れ
ば
、
道
と
親
し
み
う
る
な
り
」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
心
に
浮
か
ぶ
思
い
を
全
て
投
げ
捨
て
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
仏
道
そ
の
も

の
の
行
に
な
る
の
で
す
。
今
し
み
じ
み
と
噛
み
し
め
る
と
き
に
、
只
坐
る
と
い
う
こ
と
の
本

当
の
意
味
が
、
ま
す
ま
す
明
々
歴
々
と
な
り
、
改
め
て
反
省
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

「
諸
仏
の
仏
道
に
あ
る
、
覚
を
ま
た
ざ
る
な
り
」 

そ
う
い
う
坐
禅
を
務
め
ま
し
ょ
う
。 

平
成
二
八
年
三
月
二
七
日 

合
掌 
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自
を
見
る
こ
と
佗
の
ご
と
く
な
る
の
癡
人
あ
り
。 

佗
を
顧
み
る
こ
と
自
の
ご
と
く
な
る
の
君
子
あ
り 

こ
の
お
言
葉
は
、
道
元
禅
師
の
作
品
の
中
で
有
名
な
『
典
座
教
訓
』
の
終
わ
り
の
方
に
あ

り
ま
す
お
言
葉
で
す
。
こ
の
書
物
は
誠
に
初
心
者
向
き
に
、
基
本
的
な
し
か
も
重
要
な
こ
と

を
分
か
り
や
す
く
教
え
て
い
る
と
い
う
点
で
素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
り
ま
す
。 

「
自
を
見
る
こ
と
佗
の
ご
と
く
な
る
の
癡
人
」、
癡
人
と
い
い
ま
す
の
は
、
所
謂
あ
の
タ
ワ

ケ
、
今
の
言
葉
で
痴
呆
と
か
阿
呆
と
か
言
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
悪
い
意
味
に
も
っ
ぱ
ら
使

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
仏
教
で
は
、
本
来
癡
人
と
い
う
の
は
、
仏
さ
ん
の
智
慧
に
暗

い
人
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
仏
さ
ん
と
し
て
の
智
慧
、
こ
れ
は
誰
で
も
持
っ
て
い
る
。
持

っ
て
い
な
が
ら
、
宝
の
持
ち
腐
れ
に
し
ち
ゃ
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
癡
人
で
あ
り
ま
す
。
で
、

そ
れ
は
己
を
見
る
こ
と
を
他
の
ご
と
く
見
て
い
る
。
自
分
と
い
う
も
の
を
つ
ま
り
ち
ゃ
ん
と

観
な
い
で
、
他
の
事
の
よ
う
に
ウ
ツ
ケ
に
し
て
い
る
。 

そ
れ
と
対
句
に
な
り
ま
し
て
、「
佗
を
顧
み
る
こ
と
自
の
ご
と
く
な
る
の
君
子
あ
り
」、
君

子
は
最
高
・
最
上
の
人
と
言
う
意
味
で
、
そ
の
君
子
た
る
や
、
人
様
を
顧
て
己
を
知
れ
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
人
様
の
良
い
所
、
或
い
は
欠
け
て
い
る
所
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見

て
自
分
の
心
、
自
分
の
在
り
方
、
自
分
の
実
践
を
矯
正
し
て
い
き
な
さ
い
。
つ
ま
り
自
分
の

事
を
ほ
っ
た
ら
か
し
て
お
く
よ
う
な
者
は
癡
人
で
あ
る
！ 

人
を
見
て
、
人
様
か
ら
学
ぶ
者
が

君
子
で
あ
る
。
坐
禅
の
一
行
に
し
て
も
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、
心
を
常
に
自
分
の
所
に
留
め

て
お
く
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
か
と
、
こ
う
い
う
人
に
徹
底
的
に
教
え
て
頂
く
。 

自
分
は
直
ぐ
心
が
散
乱
し
て
し
ま
う
。
雑
念
の
直
ぐ
虜
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
ど
う
し
て
な

ん
だ
？ 

心
の
置
き
所
が
悪
い
ん
だ
よ
」。 

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
真
剣
に
考
え
、
人
様
か
ら
、

あ
る
い
は
古
い
方
で
泰
然
と
知
る
方
か
ら
引
き
出
す
、
教
え
て
頂
く
。
こ
れ
が
大
事
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
己
自
身
を
究
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
様
か
ら
も
教
え
て
頂
け
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
人
か
ら
教
え
て
頂
く
こ
と
は
、
己
自
身
の
た
め
で
も
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
坐

禅
は
坐
禅
堂
の
中
に
お
い
て
、
乳
水
の
如
く
和
合
し
な
く
て
は
い
け
な
い
！ 

皆
と
合
同
を
一
つ
に
す
る
大
衆
一
如
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。
我
が
ま
ま
勝
手
な
事
が
許
さ

れ
な
い
世
界
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
一
つ
の
小
宇
宙
に
あ
っ
て
は
、
自
分
も
他
も
一
つ
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
他
か
ら
学
び
、
自
分
か
ら
学
ぶ
。
こ
う
い
う
道
を
学
ぶ
と
い
う
一
点
の
姿

勢
で
邁
進
す
る
！ 

そ
の
道
場
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
以
外
の
人
に
は
、「
今
、
そ
う
い
っ
た
行

を
し
て
い
る
ん
だ
」、
そ
う
い
う
こ
と
を
改
め
て
肝
に
銘
じ
、
シ
ッ
カ
リ
と
坐
り
を
確
爾

か
く
じ

た
る

も
の
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
自
を
見
る
こ
と
佗
の
ご
と
く
な
る
の
癡
人
あ
り
。 

佗
を
顧
み
る
こ
と
自
の
ご
と
く
な
る
の
君
子
あ
り
」 

平
成
二
八
年
四
月
二
四
日 

合
掌  
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お
ほ
よ
そ
仏
祖
の
児
孫
、
か
な
ら
ず
坐
禅
を 

一
大
事
な
り
と
参
学
す
べ
し
。
こ
れ
単
伝
の
正
印
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
箴
」
の
巻
の
一
番
最
後
の
ま
と
め
の
く
だ
り
で
あ
り
ま
す
。 

「
お
ほ
よ
そ
仏
祖
の
児
孫
」
と
い
う
の
は
、
我
々
や
皆
様
方
の
大
先
輩
、
坐
禅
を
愛
好
し

て
き
た
大
先
輩
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
者
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
今
坐
禅
堂
で
坐
っ

て
い
る
方
々
は
全
部
そ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
そ
の
「
仏
祖
の
児
孫
」、
こ
れ
は
「
か
な
ら
ず
坐

禅
を
一
大
事
な
り
と
参
学
す
べ
し
！
」。
坐
禅
が
一
大
事
、
最
も
大
切
な
こ
と
、
最
も
重
要
な

実
践
、
そ
う
い
う
風
に
学
び
行
い
な
さ
い
！ 

と
。 

こ
の
坐
禅
堂
は
、
一
朝
一
夕
に
し
て
成
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常
連
の
会
員
皆
様

方
の
大
変
な
ご
労
苦
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
今
申
し
た
い
こ
と
は
、
一
千
年
或
い
は

一
千
二
・
三
百
年
の
伝
統
の
あ
る
禅
門
の
坐
禅
堂
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

太
古
の
昔
、
坐
禅
は
イ
ン
ド
以
来
静
か
な
岩
窟
の
中
で
あ
る
と
か
、
或
い
は
木
陰
で
あ
る

と
か
、
そ
う
い
っ
た
閑
静
な
所
で
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
や
が
て
建
物

の
中
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
の
仏
教
の
発
展
段
階
の
中
で
は
、
禅
宗
と
い
う
一
派

が
坐
禅
を
中
心
と
す
る
仏
教
を
繰
り
広
げ
た
。
彼
ら
は
や
が
て
坐
禅
の
専
門
の
道
場
を
作
り

始
め
た
。
こ
れ
が
坐
禅
堂
の
始
ま
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
様
々
な
試
行
錯
誤
を
重
ね
た

結
果
、
皆
様
が
今
す
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
の
坐
禅
堂
の
形
が
整
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、

千
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
重
み
を
背
負
っ
て
私
ど
も
は
坐
禅
を
さ
せ
て
頂
い
て
お
る
。 

で
す
か
ら
「
こ
れ
単
伝
の
正
印
な
り
！
」。
道
元
禅
師
の
お
言
葉
「
単
伝
の
正
印
」。
仏
祖

か
ら
仏
祖
へ
、
先
輩
か
ら
先
輩
へ
と
次
々
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
正
し
い
お
印
で
あ
り
、
坐
禅

こ
そ
禅
を
純
粋
に
相
伝
え
て
き
た
正
伝
の
目
印
な
の
だ
！ 

今
こ
こ
で
坐
っ
て
い
る
の
は
自

分
ひ
と
り
の
坐
禅
で
は
な
い
、
無
数
の
大
先
輩
方
の
坐
禅
を
背
景
と
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ

た
先
輩
方
の
い
み
じ
く
も
作
り
上
げ
て
き
た
坐
禅
堂
の
中
で
坐
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。 

な
ら
ば
、
私
共
も
皆
様
方
も
一
人
ひ
と
り
正
し
い
調
身
・
調
息
・
調
心
の
お
作
法
に
則
っ

て
坐
禅
を
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
今
仏
祖
が
こ
の
坐
禅
堂
の
中
で
坐
っ
て
い
る
。
道
元
禅
師
が
、

正
身
端
坐
し
て
坐
れ
ば
即
仏
で
あ
る
！ 

と
仰
る
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
坐

禅
を
し
な
さ
い
。
ど
う
せ
や
る
な
ら
先
輩
方
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
仏
さ
ん
と
し
て
の

坐
禅
を
し
ま
し
ょ
う
。 

坐
禅
を
す
る
人
で
な
い
と
こ
の
中
に
は
入
れ
な
い
！ 

坐
禅
を
し
な
け
れ
ば
入
れ
な
い
！ 

こ
う
い
う
神
聖
な
場
が
坐
禅
堂
で
あ
り
ま
す
。
な
ら
ば
、
私
共
は
先
輩
の
教
え
ら
れ
た
所
作

に
従
っ
て
粛
々
と
坐
る
。
こ
う
い
っ
た
原
点
を
し
か
と
確
認
し
、
ズ
シ
ッ
と
わ
が
身
に
肯
っ

て
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
お
ほ
よ
そ
仏
祖
の
児
孫
、
か
な
ら
ず
坐
禅
を 

一
大
事
な
り
と
参
学
す
べ
し
。
こ
れ
単
伝
の
正
印
な
り
」 

平
成
二
八
年
五
月
二
二
日 

合
掌 
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お
ほ
よ
そ
心
に
正
信
お
こ
ら
ば
修
行
し
参
学
す
べ
し 

『
正
法
眼
蔵
』「
辦
道
話
」
の
巻
の
お
終
い
の
方
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
辦
道
話
」
の
巻

は
、
ご
承
知
の
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
道
元
禅
師
が
ま
だ
お
若
い
頃
、
中
国
で
禅
を
学
び
日

本
へ
帰
っ
て
来
て
、「
こ
れ
ま
で
日
本
に
伝
え
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
正
伝
の
仏
法
、
こ
れ
を
日

本
で
広
め
た
い
！
」、
こ
う
い
う
強
い
意
図
の
も
と
に
京
都
で
「
辦
道
の
巻
」
と
い
う
書
物
を

お
作
り
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
過
去
で
、
後
に
な
っ
て
か
ら
、『
正
法
眼
蔵
』
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
参
り
ま
す
が
、

元
来
は
そ
う
い
う
意
図
で
は
な
く
、
単
独
の
書
物
と
し
て
烈
々
た
る
意
気
に
燃
え
て
撰
述
さ

れ
た
一
巻
で
あ
り
ま
す
。
禅
師
二
〇
代
の
撰
述
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
一
巻
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
「
辦
道
の
巻
」
に
は
、
後
半
一
八
乃
至
一
九
の
問
答
体
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

自
問
自
答
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
禅
師
自
分
で
質
問
的
な
事
を
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し

て
ご
自
分
で
回
答
を
示
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
中
の
一
つ
に
「
読
経
と
か
念
仏
の
功
徳
は
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
、
只
虚
し

く
坐
る
、
坐
禅
を
す
る
。
そ
れ
は
何
の
た
め
に
す
る
の
か
？
」
と
い
う
ご
自
分
で
質
問
を
設

け
ら
れ
て
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
、
答
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
お
よ
そ
心
に
正
信
お
こ
ら
ば

修
行
し
参
学
す
べ
し
」。 

 

只
虚
し
く
坐
禅
し
て
い
る
な
ん
て
、
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
だ
！
虚
し
い
ん
で
は
な
い
ん

だ
。
自
分
で
自
分
の
実
践
す
る
行
い
は
信
が
無
く
て
は
い
け
な
い
。
信
に
基
づ
い
て
絶
対
的

な
行
と
し
て
行
な
う
ん
だ
！ 

私
共
は
兎
角
人
に
言
わ
れ
て
、
そ
れ
を
信
じ
る
、
信
じ
な
い
、

こ
う
い
う
振
り
回
さ
れ
方
の
事
を
し
て
お
り
ま
す
。 

そ
う
で
は
な
い
。
正
し
い
信
、
正
信
と
い
う
も
の
は
、
人
の
言
葉
で
は
な
い
。
自
分
の
行
、

自
分
の
今
行
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
絶
対
の
信
が
無
く
て
は
い
け
な
い
ん
だ
！
そ
れ
が
坐

禅
の
基
本
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
「
こ
の
法
は
、
人
々
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
わ
れ

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

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
「
辦
道
話
」
の
中
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。 

誰
で
も
素
晴
ら
し
い
法
の
命
と
い
う
も
の
の
、
そ
の
真
っ
た
だ
中
に
生
き
て
い
る
ん
だ
！

だ
が
、
実
践
し
な
か
っ
た
ら
そ
れ
が
生
き
な
い
。
そ
の
実
践
と
い
う
も
の
が
正
し
い
学
道
に

よ
っ
て
現
れ
る
ん
だ
！
で
す
か
ら
、
お
お
よ
そ
心
に
正
信
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

正
信
が
起
こ
れ
ば
、
そ
れ
が
本
物
の
修
行
に
な
り
、
参
学
に
な
る
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
意
味

の
お
言
葉
が
、
最
初
に
申
し
た
意
味
の
全
て
で
あ
り
ま
す
。 

私
共
の
坐
禅
は
何
の
た
め
の
坐
禅
で
も
な
い
。
言
わ
ば
、「
自
分
自
身
を
徹
底
す
る
こ
と
」
が
そ
の

坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
と
し
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
確
信
し
、
ま
た
そ
れ
を
実
践
す
る
己
の
行

を
信
じ
て
、
絶
対
の
信
を
置
い
て
行
う
。
こ
れ
が
無
い
と
、
何
一
〇
年
坐
禅
を
や
っ
て
も
な
ん
て

い
う
こ
と
は
な
い
。
た
っ
た
一
回
の
坐
禅
で
も
正
信
の
坐
禅
な
ら
ば
本
物
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

道
元
禅
師
の
仏
法
で
あ
り
ま
す
。 

「
お
ほ
よ
そ
心
に
正
信
お
こ
ら
ば
修
行
し
参
学
す
べ
し
」 

平
成
二
八
年
六
月
四
日
（
一
夜
接
心
） 

合
掌 
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道
心
あ
り
て
名
利
を
な
げ
す
て
ん
ひ
と
い
る
べ
し
。 

い
た
づ
ら
に
、
ま
こ
と
な
か
ら
ん
も
の
、
い
る
べ
か
ら
ず 

『
正
法
眼
蔵
』「
重
雲
堂
式
」
の
最
初
の
一
言
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
重
雲
堂
式
」
と
い
う
一

巻
は
、
普
通
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
各
巻
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
二
一
カ
条
の
条

文
で
、
何
々
す
べ
し
と
か
、
何
々
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
諌
め
の
言
葉
、
勧
め
の
言
葉
か
ら
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
重
雲
堂
」、
こ
れ
は
坐
禅
堂
が
一
つ
で
は
も
う
間
に
合
わ
な
い

く
ら
い
大
勢
の
方
が
常
に
来
る
よ
う
に
な
っ
て
、
も
う
一
つ
第
二
坐
禅
堂
を
作
る
。
そ
の
第

二
坐
禅
堂
の
こ
と
を
重
雲
堂
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
中
国
以
来
の
こ
れ
は
伝
統
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

道
元
禅
師
が
、
京
都
の
宇
治
の
興
聖
寺
、
正
式
に
は
観
音
導
利
院
興
聖
宝
林
禅
寺
と
申
し

ま
す
が
、
こ
の
お
寺
が
建
て
ら
れ
た
の
が
道
元
禅
師
参
四
歳
の
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
の
時
に
当

然
坐
禅
堂
が
出
来
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
段
々
大
勢
の
方
が
来
ら
れ
て
一
つ
で
は
間
に

合
わ
な
い
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
そ
の
後
ろ
側
に
重
雲
堂
を
建
て
た
。
そ
し
て
、
初
め
の
時

の
坐
禅
堂
の
ル
ー
ル
も
勿
論
有
っ
た
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
現
今
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
せ

ん
で
、
こ
の
重
雲
堂
が
建
て
ら
れ
た
時
に
重
雲
堂
式
と
い
う
二
一
カ
条
の
掟
、
決
ま
り
と
い

っ
た
も
の
が
作
ら
れ
た
。 

そ
の
第
一
条
の
一
番
最
初
が
、「
道
心
あ
り
て
名
利
を
な
げ
す
て
ん
ひ
と
い
る
べ
し
」。 

「
い

る
べ
し
」
と
い
う
の
は
「
こ
の
お
堂
の
中
に
入
る
べ
き
で
あ
る
！
」。
つ
ま
り
、
重
雲
堂
に
入

る
者
は
、
道
心
が
あ
っ
て
名
利
を
投
げ
捨
て
よ
う
と
す
る
心
構
え
の
あ
る
人
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
道
心
と
は
菩
提
心
で
あ
り
ま
す
。
菩
提
心
と
い
う
の
は

切
々
と
し
た
道
を
学
ぼ
う
と
す
る
切
な
る
心
が
け
で
あ
り
ま
す
。 

逆
に
、「
い
た
づ
ら
に
、
ま
こ
と
な
か
ら
ん
も
の
、
い
る
べ
か
ら
ず
！
」
と
。 

「
只
興
味

本
位
で
坐
禅
を
し
て
み
よ
う
、
な
ど
の
誠
実
な
心
が
欠
け
て
い
る
も
の
は
入
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
よ
」、
と
い
う
厳
し
い
掟
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
坐
禅
堂
へ
は
、
た
と
い
ご
寄
付
を
さ
れ
た

檀
家
の
人
で
も
、
坐
禅
を
し
な
い
人
は
入
れ
な
い
、
覗
く
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
坐
禅
を
す

る
と
い
う
堅
い
心
構
え
の
方
で
な
い
と
入
れ
な
い
。 

こ
の
坐
禅
堂
の
入
り
口
に
は
七
カ
条
の
条
規
と
い
う
も
の
を
掲
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の

条
規
の
一
番
最
初
は
、
坐
禅
堂
は
公く

界が
い

の
道
場
で
あ
り
、
誰
に
で
も
解
放
は
さ
れ
る
ん
だ
。

だ
け
れ
ど
も
条
件
が
付
い
て
い
る
。「
修
道
者

、
、
、
に
は
常
に
解
放
を
惜
し
ま
ず
！
」
と
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
伝
統
、
宗
教
文
化
を
担
っ
て
い
る
一
翼
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
条

が
坐
禅
堂
の
解
放
に
条
件
が
付
い
て
い
る
の
で
す
。 

私
共
、
皆
様
方
は
道
心
が
あ
っ
て
今
坐
っ
て
い
る
。
道
心
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
坐
禅

堂
に
坐
っ
て
お
ら
れ
る
。
道
心
は
毎
回

く
こ
れ
を
高
め
て
い
か
な
け
れ
ば
退
い
て
し
ま
う
。

一
回

く
道
心
を
発は

つ

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
、
こ
の
神
聖
な
る
道
場
を

道
心
と
い
う
心
で
荘

厳

し
ょ
う
ご
ん

し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
道
心
あ
り
て
名
利
を
な
げ
す
て
ん
ひ
と
い
る
べ
し
。 

い
た
づ
ら
に
、
ま
こ
と
な
か
ら
ん
も
の
、
い
る
べ
か
ら
ず
」 

平
成
二
八
年
六
月
二
六
日 

合
掌  
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誰
か
識
る
蒲
団
禅
板
の
上
、
钁
湯
爐
炭
自
ず
か
ら
清
涼 

『
永
平
廣
録
』
第
七
巻
の
一
番
最
後
の
結
び
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

「
誰
か
識し

る
蒲
団
禅
板
の
上
」、
誰
が
一
体
分
か
る
だ
ろ
う
か
、
殆
ん
ど
の
人
は
こ
れ
を
理

解
し
難
い
。「
蒲
団
禅
板
の
上
」、
こ
れ
は
坐
禅
堂
の
単
の
上
と
心
得
て
よ
ろ
し
い
。
皆
様
方

が
今
坐
っ
て
い
る
坐
禅
堂
の
一
段
と
高
く
な
っ
て
い
る
単
の
上
で
、
そ
こ
で
は
坐
蒲
を
敷
い

て
い
ま
す
が
、
坐
蒲
と
は
言
わ
な
い
で
昔
は
蒲
団
と
言
っ
た
。「
禅
板
」
は
禅
の
板
と
書
き
ま

す
。
坐
禅
を
す
る
と
き
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
支
え
と
す
る
も
の
が
昔
は
あ
っ
た
。
現
在
は
使

っ
て
い
ま
せ
ん
が
。「
蒲
団
禅
板
」
で
坐
禅
堂
の
単
の
上
と
理
解
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
あ
り
ま

す
。 そ

の
単
の
上
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
只
管
打
坐
の
坐
禅
を
す
る
場
で
す
。
そ
の

上
の
風
光
と
い
え
ば
「
钁か

く

湯と
う

爐ろ

炭た
ん

」、「
钁
湯
」
は
煮
え
た
ぎ
っ
た
湯
、
釜
の
中
の
煮
え
た
ぎ

っ
た
湯
で
あ
り
、「
爐
炭
」
は
勢
い
よ
く
燃
え
て
い
る
炉
端
の
火
で
す
。
何
を
表
し
て
い
る
か

と
い
え
ば
、「
钁
湯
」
は
罪
人
を
煮
殺
す
た
め
の
釜
の
湯
、「
爐
炭
」
の
方
は
焼
き
殺
す
た
め

の
炉
の
火
で
あ
り
ま
す
。
現
実
に
は
釜
茹
で
だ
と
か
焼
き
殺
す
と
い
っ
た
こ
と
は
、
大
昔
の

凶
暴
な
者
し
か
行
わ
な
か
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
つ
ま
り
地
獄
で
は
常
に
行
わ
れ
て
い

る
。
そ
う
い
っ
た
钁
湯
爐
炭
の
並
で
は
な
い
苦
し
み
、
地
獄
の
苦
し
み
と
い
う
も
の
を
表
現

し
た
言
葉
で
あ
り
、
禅
の
ほ
う
で
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
地
獄
の
苦
し
み
が
自
ず
か
ら
清
涼
。
我
々
は
、
地
獄
の
そ
う
い
っ
た
苛
ま
れ
る
苦
し

み
程
で
は
な
い
に
し
て
も
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
に
お
い
て
、
毎
日
毎
日
様
々
な
し
が
ら
み

に
取
り
つ
か
れ
て
い
る
。
悩
み
や
苦
し
み
を
背
負
っ
て
生
き
て
お
り
ま
す
。
人
生
決
し
て
楽

で
は
な
い
、
苦
し
み
の
連
続
で
あ
る
。
生
涯
苦
し
み
の
連
続
！  

そ
の
地
獄
の
苦
し
み
と
い
う
も
の
が
、
今
こ
の
坐
禅
堂
の
中
で
単
に
上
が
っ
て
坐
っ
て
い

る
と
き
は
自
ず
か
ら
清
涼
！ 

こ
う
い
う
坐
禅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
坐
禅
は
本
気
で
や

れ
ば
皆
そ
う
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
只
管
打
坐
の
本
証
の
坐
禅
と
い
う
も
の
は
、
私
ど
も
の

身
体
と
呼
吸
と
心
を
整
え
る
事
で
あ
り
ま
す
。
普
段
の
し
が
ら
み
と
い
う
も
の
か
ら
抜
け
出

し
、
忘
れ
去
っ
て
、
本
来
の
己
に
帰
る
！ 

本
来
の
己
に
帰
り
ま
す
と
、
身
体
を
整
え
、
呼
吸

を
整
え
、
そ
し
て
心
が
整
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
自
ず
か
ら
清
涼
で
あ
る
。 

実
は
、
こ
の
『
永
平
廣
録
』
の
上
堂
の
一
段
は
、
道
元
禅
師
が
ご
自
分
の
父
親
、
堀
川
大

納
言
源
通
具
公
の
亡
く
な
ら
れ
て
、
二
七
回
忌
の
報
恩
の
た
め
に
上
堂
を
さ
れ
た
時
の
お
言

葉
で
あ
り
ま
す
。
父
の
恩
に
報
い
る
為
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
そ
れ
は
非
思
量
の
坐
禅

で
あ
る
と
、
と
く
と
く
と
説
か
れ
た
最
後
に
「
誰
か
識
る
蒲
団
禅
板
の
上
、
钁
湯
爐
炭
自
ず

か
ら
清
涼
！
」
と
結
ば
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

私
共
は
皆
様
方
は
誰
の
為
に
坐
禅
を
し
て
い
る
の
か
、
己
の
為
か
、
報
恩
の
為
か
、
そ
う

い
う
為
坐
禅
で
は
な
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
今
現
に
こ
こ
で
坐
っ
て
い
る
、
有
難

い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
暑
く
な
ろ
う
と
涼
し
く
な
ろ
う
と
、
常
に
清
涼
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
い
う
坐
禅
の
在
り
方
を
今
こ
こ
で
実
現
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

「
誰
か
識
る
蒲
団
禅
板
の
上
、
钁
湯
爐
炭
自
ず
か
ら
清
涼
」 

平
成
二
八
年
七
月
二
四
日 

合
掌 
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赤
肉
団
上
に
一
無
位
の
真
人
有
り
、 

常
に
汝
等
諸
人
の
面
門
よ
り
出
入
す 

『
臨
濟
録
』
の
上
堂
語
第
参
番
目
の
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。『
臨
濟

録
』
は
、
臨
済
宗
の
開
祖
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
臨
済
義
玄
禅
師
の
説
法
を
集
め
て
編
集
し
た

書
物
で
す
。
私
は
学
生
の
頃
初
め
て
岩
波
文
庫
本
で
こ
れ
を
読
み
、
一
気
に
読
み
終
わ
り
、

何
と
も
言
え
な
い
感
慨
に
打
た
れ
ま
し
た
。
そ
れ
程
迫
力
の
あ
る
凄
ま
じ
い
言
葉
に
鏤
め

ち
り
ば

ら

れ
て
い
る
と
い
う
の
が
『
臨
濟
録
』
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。 

「
赤
肉
団
上
に
一
無
位
の
真
人
有
り
」、「
赤
肉
団
上
」
と
い
う
の
は
、
我
々
の
肉
体
、
生

身
の
体
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
一
無
位
の
真
人
有
り
」、
無
位
と
い
う
の
は
、
ラ
ン
ク
付

け
の
し
よ
う
の
な
い
、
大
き
い
と
か
小
さ
い
と
か
、
優
れ
て
い
る
と
か
劣
っ
て
い
る
と
か
、

そ
う
い
う
区
別
の
し
よ
う
の
な
い
、
一
切
の
限
定
を
超
え
た
真
実
の
人
。
真
人
と
い
う
の
は
、

道
教
で
太
古
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
臨
済
禅
師
の
お
ら
れ
た
河
北
地
方

は
、
道
教
の
盛
ん
だ
っ
た
所
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
言
葉
を
用
い
て
仏
教
を
現
わ
す
事
を
や

っ
て
の
け
た
の
が
臨
済
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
そ
れ
は
「
常
に
汝
等
諸
人
の
面
門
よ
り
出
入
す
」、
こ
れ
は
門
人
に
行
っ
た
言
葉

で
す
か
ら
、
お
前
さ
ん
た
ち
の
面
門
、
こ
れ
は
六
根
で
あ
り
ま
す
。
六
根
は
、
眼
耳
鼻
舌
身

意
、
目
玉
・
耳
・
鼻
・
口
・
身
体
・
心
、
こ
れ
は
感
覚
器
官
な
ん
で
す
ね
。
人
間
に
と
っ
て

大
切
な
感
覚
器
官
、
そ
こ
か
ら
初
中
後

し
ょ
っ
ち
ゅ
う

出
入
り
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
無
位
の
真
人
っ
て

の
は
そ
う
い
う
も
の
な
ん
だ
。
そ
こ
か
ら
、
感
覚
器
官
を
通
し
て
出
入
り
し
て
い
る
も
の
、

そ
れ
が
あ
な
た
方
の
裸
一
貫
の
真
人
間
の
姿
だ
！ 

そ
う
し
ま
す
と
、
私
共
の
現
に
働
い
て
い

る
真
実
の
人
、
そ
の
自
覚
と
い
う
も
の
が
仏
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
臨
済
は
言

わ
ん
と
し
て
い
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
向
こ
う
側
に
あ
る
も
の
を
、
こ
っ
ち
側
か
ら
見
る
ん
じ

ゃ
な
い
。
見
る
も
の
が
真
人
な
の
で
、
こ
ち
ら
側
の
全
て
が
真
人
で
あ
る
。
す
る
と
臨
済
の

言
わ
れ
た
真
人
と
い
う
の
は
、
所
謂
禅
一
般
で
言
う
〝
本
来
の
面
目
〟
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
躍
動
し
て
い
る
命
の
働
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
ズ
シ
ー
ン
と
肯
う
事
が
出
来
る

か
ど
う
か
。
普
段
生
活
に
あ
く
せ
く
し
て
い
る
時
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
で
す
が
、

一
旦
坐
禅
堂
に
入
っ
て
世
間
的
な
事
を
全
て
止
め
て
、
そ
う
い
う
事
に
頭
を
働
か
せ
な
い
。

本
来
の
自
分
に
戻
る
！
そ
の
時
に
真
人
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
道
元
禅
師
も
「
仏
道
を
習
う
と
い
う
は
自
己
を
習
う
な
り
」、
全
く
同
じ
で
あ

り
ま
す
。
向
こ
う
で
は
な
い
。
こ
ち
ら
側
な
ん
で
す
。
こ
ち
ら
側
に
全
部
引
き
寄
せ
る
。
己

の
今
生
き
て
い
る
生
き
様
、
こ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
が
「
仏
道
を
習
う
」
こ
と
で
あ
り
ま
す
！ 

言
葉
は
違
い
、
時
代
は
違
っ
て
も
臨
済
の
言
わ
れ
る
こ
と
と
、
道
元
禅
師
の
お
言
葉
と
ピ

ッ
タ
リ
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
坐
禅
の
と
き
己
の
真
人
、
こ
れ
が
発
揮
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
様
を
篤と

く

と
自
覚
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
赤
肉
団
上
に
一
無
位
の
真
人
有
り
、
常
に
汝
等
諸
人
の
面
門
よ
り
出
入
す
」 

平
成
二
八
年
八
月
二
八
日 

合
掌 

21





 
 

功
の
多
少
を
計
り
、
彼
の
来
処
を
量
る 

食
事
を
致
し
ま
す
時
に
唱
え
る
「
五
観
之
偈
」
の
最
初
、「
一
つ
に
は
」
と
お
唱
え
す
る
お

言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

道
元
禅
師
の
修
行
道
場
に
お
け
る
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
集
め
た
『
永
平
大
清
規
』
と
い
う

書
物
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
食
事
を
い
た
だ
く
と
き
の
心
構
え
と
ル
ー
ル
を
定
め
た

『
赴
粥
飯
法
』
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
食
事
を
頂
く
直
前
に
唱
え
る
お
言
葉
が
「
五
観

之
偈
」
で
あ
り
、
そ
の
最
初
が
「
功
の
多
少
を
計
り
、
彼
の
来
処
を
量
る
」
で
あ
り
ま
す
。 

功
と
い
う
の
は
人
様
の
お
手
数
、
大
変
な
手
数
と
時
間
が
費
や
さ
れ
て
こ
の
食
事
が
食
膳

に
供
せ
ら
れ
て
い
る
。
当
然
で
あ
り
ま
す
が
、
改
め
て
そ
の
恩
恵
を
思
う
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。「
彼
の
来
処
を
量
る
」
も
同
じ
よ
う
な
意
味
で
す
。「
来
処
」
は
由
来
、
縁
と
い
う

意
味
で
、
食
事
を
下
さ
っ
た
人
、
そ
う
い
う
様
々
な
人
に
感
謝
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。 

こ
れ
は
考
え
て
み
ま
す
と
食
事
だ
け
で
は
な
い
、
我
々
の
行
事
全
般
に
つ
い
て
同
じ
こ
と

が
い
え
る
。
今
、
坐
禅
を
し
て
い
る
坐
禅
が
で
き
る
そ
の
功
、
そ
の
手
数
、
時
間
、
準
備
、

そ
う
い
っ
た
も
の
は
誰
が
し
て
下
さ
っ
て
い
る
の
か
。
直
接
に
は
年
番
幹
事
さ
ん
の
お
陰
で

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
様
々
な
器
具
や
ら
お
掃
除
を
さ
れ
る
方
々
の
ご
苦
労
、
そ
う
い
う
力

に
よ
っ
て
気
持
ち
良
く
坐
れ
る
。
こ
れ
を
「
計
る
」
と
い
う
。 

道
元
禅
師
は
、
坐
禅
は
慈
悲
の
心
を
抱
く
こ
と
が
根
本
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
い
う

教
え
を
お
師
匠
様
の
如
浄
禅
師
か
ら
頂
き
、
よ
ほ
ど
心
に
銘
じ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
坐

禅
は
自
分
の
心
の
安
ら
か
な
も
の
を
つ
く
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
功
の
多
少
を
計

っ
て
今
坐
れ
る
と
い
う
の
は
自
分
だ
け
の
力
で
は
な
い
、
殆
ん
ど
百
パ
ー
セ
ン
ト
他
人
様
の

力
だ
、
こ
れ
を
慮
ら
ね
ば
駄
目
で
あ
る
！ 

「
彼
の
来
処
を
量
る
」、
様
々
な
由
来
と
縁
に
よ
っ
て
坐
ら
せ
て
頂
い
て
い
る
。
そ
れ
は
建

物
を
建
て
て
下
さ
っ
た
大
工
さ
ん
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
浄
財
を
喜
捨
さ
れ
た
先
輩
の
方
々

の
お
力
添
え
に
よ
っ
て
出
来
た
こ
と
、
こ
れ
は
直
接
・
間
接
に
浄
財
を
出
し
た
方
、
出
さ
な

か
っ
た
方
の
問
題
で
は
な
い
。
四
五
年
も
前
か
ら
こ
の
坐
禅
会
を
立
ち
上
げ
ら
れ
、
参
禅
会

を
盛
り
上
げ
て
こ
ら
れ
た
諸
先
輩
の
血
涙
が
こ
も
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
伝
統
の
力
が
四
年

前
に
結
集
し
て
坐
禅
堂
が
完
成
し
た
の
で
す
。
何
百
と
も
或
い
は
一
千
人
に
も
届
く
よ
う
な

大
勢
の
方
の
伝
統
の
力
が
結
集
し
て
こ
の
建
物
が
で
き
、
こ
こ
で
坐
ら
れ
て
お
る
！ 

そ
れ
を

噛
み
し
め
感
謝
し
な
い
で
、
ど
う
し
て
自
分
が
こ
こ
に
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。 

坐
禅
は
、
自
己
探
求
の
個
人
的
な
悟
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
中
に
共
同
体
と
社
会
性
と
伝
統
と
様
々
な
も
の
が
内
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
道
元
禅
師
は
坐
禅
は
慈
悲
の
心
を
抱
い
て
い
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
仰
っ

て
お
り
、
瑩
山
様
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
慈
悲
の
心
、
こ
れ
が
養
わ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
よ
く
噛
み
し
め
て
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
功
の
多
少
を
計
り
、
彼
の
来
処
を
量
る
」 

平
成
二
八
年
九
月
二
五
日 

合
掌 
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お
ほ
よ
そ
発
心
得
道
、
み
な
刹
那
生
滅
す
る
も
の
な
り 

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

「
発
菩
提
心
」
の
巻
、
こ
れ
は
菩
提
心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
の
意
義
、
そ
の
有
様
を
と

か
れ
た
一
巻
で
あ
り
ま
す
。「
お
お
よ
そ
」
は
大
体
、
そ
も
そ
も
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
。「
発

菩
提
心
」、
発
心
得
度
と
同
じ
様
な
意
味
で
あ
り
ま
す
。
発
心
得
度
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う

性
格
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
皆
刹
那
消
滅
す
る
も
の
だ
と
。
刹
那
と
い
う
の
は
、
時

間
の
単
位
で
は
表
せ
な
い
く
ら
い
短
い
瞬
間
で
あ
り
ま
す
。 

よ
く
一
般
に
刹
那
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
け
ど
、
刹
那
と
言
っ
た
途
端
に
と
っ
く
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
０
．
０
０
０
何
秒
と
い
っ
て
も
、
刹
那
と
い
う
こ
と
を
表
現
出
来

な
い
く
ら
い
短
い
時
間
で
あ
る
。
そ
の
刹
那
の
間
に
消
滅
し
て
い
る
。
生
ま
れ
て
来
た
り
無

く
な
っ
た
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
れ
が
発
心
得
度
と
い
う
も
の
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。 

発
心
得
度
と
い
う
の
は
「
発
菩
提
心
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
す
。
で
は
「
発
菩
提
心
」

と
い
う
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
。
菩
提
心
と
い
う
の
は
た
だ
の
や
る

気
で
は
な
い
。
道
を
求
め
る
心
と
言
っ
て
宜
し
い
で
し
ょ
う
。
道
を
求
め
る
心
と
い
う
も
の

を
常
に
起
こ
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
道
元
禅
師
は
他
の
所
で
「
百
千
万
発

の
菩
提
心
を
起
こ
せ
！
」
と
強
調
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
刹
那
に
消
滅
し
ち
ゃ

う
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
刹
那
に
流
転
し
て
や
ま
な
い
こ
の
一
年

く
と
い
う
も
の
が
何
の
こ

と
は
な
い
発
菩
提
心
な
ん
だ
。 

だ
っ
た
ら
ば
、
発
菩
提
心
は
刹
那
に
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
生
滅
の
滅
に
負
け
て
い
た
ら
生
は
な
い
。
で
す
か
ら
百
千
万
発
の
菩
提
心
を
起
こ
す
、

生
と
い
う
こ
と
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
皆
様
方
、
如
何
で
す
か
？ 

菩
提
心
を
常
に
起
こ

し
て
お
ら
れ
ま
す
か
？ 

起
こ
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
滅
・
滅
・
滅
の
連
続
な
ん
で
す
。
ど

ん
ど
ん
減
っ
て
行
っ
て
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
負
け
ず
に
生
・
生
・
生
！ 

こ
れ
を
連

続
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
発
心
が
常
に
生
・
生
・
生
で
滅
に
負
け
な
い
と
、
発
菩

提
心
と
い
う
も
の
が
確
た
る
も
の
に
な
り
ま
す
。 

発
菩
提
心
を
詰
め
て
発
心
と
い
い
ま
す
。
発
心
が
起
こ
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
と
し
て
の
命
の

働
き
が
た
ち
ま
ち
現
れ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
仏
さ
ん
と
し
て
の
命
、
こ
れ
が
現
れ
る
。
と
す

れ
ば
、
我
々
は
坐
禅
の
時
ぐ
ら
い
、
常
に
発
心
を
起
こ
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
！ 

日
常
生
活

の
間
に
、
常
に
発
心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
意
識
し
て
は
で
き
ま
せ
ん
。
発
心
は
無
意
識

の
中
に
起
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
が
、
坐
禅
の
時
は
、
発
心
・
発
心
・
発

心
で
な
く
て
は
い
け
な
い
！ 

こ
れ
も
意
識
し
な
い
で
、
目
的
視
し
な
い
で
、
〝
発
心
の
塊
″
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
で
良

い
の
で
あ
り
ま
す
。
余
計
な
心
の
計
ら
い
で
は
な
い
。
本
来
の
己
、
本
来
の
自
己
に
徹
す
る

行
、
こ
れ
に
徹
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
発
心
が
湧
き
上
が
り
ま
す
。
さ
あ
、
や
る
気
な
ん
て
も

の
で
は
な
く
て
発
心
ず
め
の
坐
禅
、
こ
う
い
う
坐
り
に
徹
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
お
ほ
よ
そ
発
心
得
道
、
み
な
刹
那
生
滅
す
る
も
の
な
り
」 

平
成
二
八
年
一
〇
月
二
三
日 

合
掌 

  

25





 
 

た
だ
仏
法
祖
道
を
、
自
己
の
身
心
に
あ
ひ
ち
か
づ
け
、 

あ
ひ
い
と
な
む
を
よ
ろ
こ
び
、
の
ぞ
み
、
こ
こ
ろ
ざ
す
べ
し 

『
正
法
眼
蔵
』「
自
証
三
昧
」
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
何
を
示
し
て
い

る
か
。
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
要
す
る
に
、
己
の
身
体
も
心
も
法
に
近
づ
け
て
、
近
づ

け
る
だ
け
で
な
く
、
あ
い
営
む
と
い
う
実
践
を
通
し
て
法
の
喜
び
を
抱
く
よ
う
に
心
が
け
な

さ
い
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

坐
禅
を
何
の
た
め
に
や
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
、
「
為
坐
禅
」
で
は
な
い
「
無
所
得
・
無
所

悟
の
坐
禅
」
で
あ
る
！ 

長
く
や
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
勿
論
、
一
・
二
回
の
方
で
も
大
体
心
得

て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
何
も
求
め
な
い
坐
禅
、
無
所
得
の
坐
、
悟
り
な
ん
か
も
求
め
な

い
無
所
悟
の
坐
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
う
い
う
坐
禅
を
や
っ
て
い
る
、
形
式
的
に
足
を
組
み

手
を
安
置
し
、
背
筋
を
伸
ば
し
・
・
・
教
え
ら
れ
た
ま
ま
に
や
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
坐
禅

を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
仏
法
の
、
仏
道
の
、
完
全
な
凝
縮
さ
れ
た
実
践
で
あ
り

ま
す
。 

だ
が
、
私
共
の
や
っ
て
い
る
坐
禅
は
、
少
な
く
と
も
仏
法
、
仏
道
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

以
上
、
こ
の
坐
禅
の
と
き
は
日
常
的
な
喜
怒
哀
楽
を
離
れ
た
営
み
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ほ
か
の
事
を
色
々
考
え
な
が
ら
坐
禅
を
や
っ
て
も
何
に
も
な
ら
な
い
。
考
え
な
が
ら
や
る
の

で
あ
れ
ば
、
坐
禅
を
し
て
い
な
い
方
が
ち
ゃ
ん
と
し
た
考
え
が
浮
か
ぶ
。
坐
禅
中
は
そ
れ
を

止
め
る
、
こ
う
い
う
普
段
の
日
常
生
活
と
決
別
し
た
行
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

仏
法
を
学
ぶ
と
い
う
学
び
方
は
、
「
た
だ
仏
法
祖
道
を
、
自
己
の
心
身
に
あ
い
ち
か
づ
け
」

と
、
道
元
禅
師
は
お
っ
し
ゃ
る
。
も
っ
ぱ
ら
仏
祖
が
教
え
ら
れ
実
践
さ
れ
た
行
、
こ
れ
は
向

こ
う
に
行
が
あ
る
の
で
は
な
い
！ 

自
分
を
そ
の
行
の
中
に
し
っ
か
り
と
近
づ
け
、
自
分
の

心
と
身
体
に
ぴ
た
っ
と
一
致
す
る
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
坐
禅
を
い
と
な
む
、
そ
れ
が
喜
び

で
あ
り
そ
し
て
ま
た
そ
う
あ
る
こ
と
を
、
い
つ
も
望
み
志
す
と
い
う
心
構
え
で
実
践
す
る
。 

例
え
ば
身
体
は
結
跏
趺
坐
、
半
跏
趺
坐
を
し
て
背
筋
を
伸
ば
し
腹
式
呼
吸
を
行
い
、
坐
禅

ら
し
く
振
る
舞
っ
て
い
る
。
だ
が
、
心
は
遊
離
し
て
い
る
、
そ
れ
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
、

心
を
近
づ
け
な
さ
い
！ 

と
い
う
教
え
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
道
元
禅
師
は
こ
の
「
自
証
参

昧
」
の
巻
の
こ
の
あ
と
で
、
「
こ
れ
を
生
々
を
む
な
し
く
す
ご
さ
ざ
る
と
す
」
と
、
こ
う
い

う
す
ご
い
言
葉
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
仏
法
の
い
と
な
み
を
す
る
こ
と
が
、
生
涯

を
虚
し
く
過
ご
さ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
！  

坐
禅
の
時
は
坐
禅
に
徹
す
る
が
、
普
段
は
そ
れ
か
ら
一
八
〇
度
離
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う

こ
と
で
は
い
け
な
い
。
坐
禅
が
日
常
生
活
の
中
に
浸
透
し
、
日
常
生
活
の
延
長
と
し
て
あ
る
。

こ
う
い
う
日
常
生
活
の
営
み
を
こ
そ
の
ぞ
み
な
さ
い
。
よ
く
よ
く
心
に
銘
じ
、
仏
道
と
し
て

の
本
当
の
坐
禅
に
徹
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
た
だ
仏
法
祖
道
を
、
自
己
の
身
心
に
あ
ひ
ち
か
づ
け
、 

あ
ひ
い
と
な
む
を
よ
ろ
こ
び
、
の
ぞ
み
、
こ
こ
ろ
ざ
す
べ
し
」 

平
成
二
八
年
一
一
月
二
四
日 

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

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

『
正
法
眼
蔵
』「
辦
道
話
」
の
巻
の
有
名
な
一
段
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
法
と
い
う
の
は
仏

心
・
仏
性
、
誰
に
で
も
豊
か
に
備
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
、「
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
証

せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
」。 

「
修
」
は
修
行
で
あ
り
ま
す
。
仏
法
の
行
を
行
わ
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
現
れ
る
こ
と
は

な
い
！ 

仏
心
・
仏
性
と
言
い
ま
す
と
、
体
の
何
処
か
に
備
わ
っ
て
い
る
と
言
う
誤
解
を
受
け

ま
す
。
こ
れ
は
臓
器
で
は
な
い
ん
で
す
か
ら
、
命
の
根
源
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
す
。
そ

れ
が
豊
か
に
備
わ
っ
て
い
る
！ 

備
わ
っ
て
は
い
る
ん
だ
け
ど
も
、
誰
し
も
が
行
を
実
践
し
な
い
と
現
れ
出
さ
な
い
。
何
か

素
晴
ら
し
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
何
の
価
値
も
無
い
。
人
間
は
金
目
の
物
、
見
た

目
に
美
し
い
物
、
そ
ん
な
も
の
を
身
に
着
け
て
い
る
と
、
な
ん
か
嬉
し
く
な
っ
て
フ
ワ
フ
ワ

し
た
気
分
に
な
る
。
そ
う
い
う
類
の
物
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
仏
心
・
仏
性
、
こ
れ
は

仏
法
の
実
践
を
す
る
時
に
、
こ
れ
が
現
れ
活
躍
す
る
ん
だ
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
坐
禅
は
仏
法
を
実
践
す
る
根
本
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
が
お
悟
り
を
啓ひ

ら

か
れ
た

の
も
、
坐
禅
を
し
て
一
見
明
星
の
時
に
ハ
ッ
と
悟
ら
れ
た
。
ま
た
、
人
々
の
前
で
説
法
さ
れ

る
時
は
、
常
に
坐
禅
を
組
ん
で
お
ら
れ
た
。
坐
禅
を
組
ん
で
、
仏
心
・
仏
性
が
丸
出
し
に
な

っ
た
禅
定
に
入
っ
た
と
き
の
お
姿
、
こ
こ
か
ら
珠
玉
の
よ
う
な
お
言
葉
が
披
瀝

ひ
れ
き

さ
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
後
に
仏
教
と
い
う
教
え
が
残
さ
れ
、
広
ま
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
う
有
難
く
も
尊
い
の
が
釈
尊
の
一
見
明
星
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

私
共
は
釈
尊
の
禅
定
に
は
遠
く
至
ら
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
で
も
同
じ
坐
禅
を
実
践
す
る
と

い
う
事
に
お
い
て
、
同
じ
釈
尊
の
お
悟
り
の
か
け
ら
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
。「
修
せ
ざ

れ
ば
」
で
は
な
く
、
今
修
し
て
い
る
！ 

修
し
て
い
る
か
ら
現
わ
れ
、
何
時
の
間
に
か
身
に
つ

く
の
で
あ
り
ま
す
。 

本
日
、
成
道
会
の
良
き
日
に
お
互
い
に
坐
を
結
び
、
仏
法
を
修
す
る
こ
と
が
出
来
る
幸
せ

を
、
努
々

ゆ
め
ゆ
め

蔑
な
い
が
し

ろ
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

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

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
八
年
一
二
月
四
日
（
成
道
会
） 

合
掌 
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仏
法
に
は
、
修
証
こ
れ
一
等
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
辦
道
話
」
の
巻
の
有
名
な
一
説
で
あ
り
ま
す
。 

「
辦
道
話
」
の
巻
と
い
う
一
巻
は
、
本
来
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

ん
で
は
な
く
て
単
独
の
書
物
で
あ
り
ま
し
た
。
道
元
禅
師
が
中
国
か
ら
日
本
へ
帰
ら
れ
て
正

伝
の
仏
法
と
い
う
も
の
を
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
何
宗
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
正
し

く
釈
尊
か
ら
伝
え
ら
れ
た
仏
法
と
言
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
日
本
で
根
付
か
せ
た
い
、

そ
の
中
心
は
坐
禅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
書
物
に
著
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
辦
道

話
」
と
い
う
一
巻
の
書
物
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
「
辦
道
話
」
の
中
心
は
坐
禅
。
そ
の
坐
禅
の
骨
子
は
修
証
一
等
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
以
前
に
お
け
る
中
国
の
坐
禅
は
皆
悟
り
を
啓
く
た
め
の
坐
禅
、
そ
れ
に
対
し
て

道
元
禅
師
は
、
坐
る
こ
と
自
体
が
悟
り
で
あ
る
！ 

悟
り
か
ら
の
修
行
で
あ
る
！
こ
う
い
う
当

時
と
し
て
は
破
天
荒
な
教
え
を
、
日
本
で
初
め
て
体
現
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
こ
の
「
仏
法
に
は
、
修
証
こ
れ
一
等
な
り
」
と
い
う
お
言
葉
の
前
に
は
、「
修

証
は
一
つ
に
あ
ら
ず
と
思
え
る
。
す
な
わ
ち
外
道
の
見
な
り
」。
修
と
証
、
実
践
と
悟
り
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
が
一
つ
で
は
な
い
と
い
う
の
は
外
道
の
見
解
で
あ
る
！ 

そ
う
で
は
な
い
。
こ

の
言
葉
に
続
い
て
「
仏
法
に
は
、
修
証
こ
れ
一
等
な
り
」。
一
等
と
い
う
の
は
一
つ
に
等
し
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
修
と
証
を
分
け
な
い
、
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
こ

の
お
言
葉
に
引
き
続
い
て
「
い
ま
も
証
上
の
修
な
る
が
ゆ
え
に
、
初
心
の
弁
道
す
な
わ
ち
本

証
の
全
体
な
り
」。
こ
れ
ま
た
、
素
晴
ら
し
く
有
名
な
お
言
葉
が
続
く
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
こ
こ
で
坐
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
証
上
の
修
で
あ
る
。
悟
り
の
上
で
の
修
行
な
ん
だ
！ 

だ

か
ら
初
心
者
で
あ
ろ
う
と
ベ
テ
ラ
ン
の
方
で
あ
ろ
う
と
そ
ん
な
こ
と
は
一
切
関
係
な
い
。

只
管

ひ
た
す
ら

懸
命
に
坐
る
。
そ
れ
こ
そ
本
証
、
本
来
悟
っ
て
い
る
姿
の
全
て
で
あ
る
！ 

こ
う
い
う

素
晴
ら
し
い
宗
教
観
・
実
践
観
で
あ
り
ま
す
。
私
共
は
幾
ら
こ
う
い
う
こ
と
を
聞
い
て
も
読

ん
で
も
な
か
な
か
ズ
シ
ン
と
納
得
出
来
な
い
。
納
得
す
る
に
は
坐
る
し
か
な
い
ん
で
す
ね
。

実
践
以
外
な
い
！ 

身
体
で
納
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

つ
ま
り
は
「
坐
る
こ
と
は
悟
り
な
ん
だ
」
と
い
う
信
念
、
こ
れ
を
確
固
た
る
も
の
に
し
て

い
く
。
こ
れ
が
我
々
の
坐
禅
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
教
え
で
あ
り
ま
す
。
理
屈
で
は

な
い
ん
で
す
ね
。
た
だ
只
管
坐
る
、
そ
れ
が
悟
り
だ
！ 

そ
こ
か
ら
様
々
な
日
常
生
活
の
意
義

が
拡
大
し
て
ま
い
り
ま
す
。
要
す
る
に
根
幹
は
坐
禅
で
あ
り
、
そ
れ
は
悟
り
の
坐
禅
で
あ
る

と
い
う
有
難
く
も
素
晴
ら
し
い
尊
い
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

年
末
だ
ろ
う
と
正
月
で
あ
ろ
う
と
関
わ
り
な
く
、
坐
禅
は
悟
り
か
ら
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。

坐
禅
を
し
て
い
る
時
は
悟
っ
た
姿
の
現
れ
な
ん
だ
！ 

と
い
う
強
い
堅
固
な
実
践
・
精
神
で
坐

り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
仏
法
に
は
、
修
証
こ
れ
一
等
な
り
」 

平
成
二
八
年
一
二
月
二
五
日 

合
掌 
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[

刊 

行] 

一
、
『明
珠
』 

一
、
『口
宣
』 

  [

行 
事] 

一
、
一
夜
接
心 

一
、
成
道
会

じ
ょ
う
ど
う
え 

一
、
他
の
行
事 

  

一
、
作 

務 
 

 [

参 

禅] 

一
、
月
例
参
禅
会 

日 

程 
 

 
 

毎
月
第
四
日
曜
午
前
九
時
（
初
参
加
者
は
八
時
半
）
来
山
、
正
午
解
散 

坐 

禅 
 

 
 

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
） 

講 

義 
 

 
 

木
版
三
通
・
開
経
偈
・
『
正
法
眼
蔵
』
の
提 て

い

唱
し
ょ
う 

座 

談 
 

 
 

自
己
紹
介
・
お
知
ら
せ
・
喫
茶 

一
、 

自
由
参
禅 

日 

程 
 

 
 

毎
月
第
一
日
曜
と
第
二
土
曜
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で 

坐 

禅 
 

 
 

九
時
か
ら
一
一
時
ま
で
（
こ
の
間
入
退
堂
は
自
由
） 

作 

務 
 

 
 

一
一
時
か
ら
正
午
ま
で
坐
禅
堂
清
掃
な
ど 

 
 

 
 

 
 

 

※
会
費
無
料
、
性
別
・
年
齢
な
ど
一
切
不
問
、
初
心
者
に
は
懇
切
に
指
導 

 

    

龍 

泉 

院 

参 

禅 

会 

簡 

介 

 

年
二
回
（四
月
八
日
と
一
〇
月
五
日
に
発
行
）
、
会
報
誌 

年
一
回
（四
月
に
発
行
）
、
月
例
会
と
一
夜
接
心
・成
道
会
の
各
口
宣
の
ま
と
め 

【ウ
ェ
ブ
サ
イ
トh

ttp
://

w
w
w
.ryu

sen
in

.o
rg/

】 

  

一
泊
し
坐
禅
七
炷
と
提
唱
な
ど
、
本
年
は
六
月
三
日
（
土
）
～
四
日
（
日
） 

坐
禅
二
炷
・
法
要
・
問
答
・
法
話
・
点
心
な
ど
、
本
年
は
一
二
月
三
日
（
日
） 

午
前
九
時
よ
り 

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
と
坐
禅
一
炷
、
午
後
二
時
よ
り 

施
食
会

せ
じ
き

え

（
八
月
一
六
日
）
手
伝
い
。
歳
末
助
け
合
い
托
鉢
（
本
年
は
一
二
月
一
七
日
〈
日
〉
午
後
一
時
よ
り
） 

歳
末
煤 す

す

払
い
（
一
二
月
例
会
後
） 

毎
月
第
一
と
第
三
金
曜
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
境
内
の
掃
除
等 

及
び
第
一
日
曜
と
第
二
土
曜
の
午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で 
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