
従
容
録
に
学
ぶ

究
）

第
二
〇
則

〔示
衆
〕

衆
に
示
し
て
云
く
、
議
が
締
待じ
を
絶
し
、
両
頭
を
坐
断
す
。

疑
団
を
打
破
す
る
に
、
な
ん
ぞ

一
句
を
も
ち
い
ん
。
長
安

は
寸
歩
を
離
れ
ず
、
太
山
は
た
だ
重
き
こ
と
三
斤
の
み
。

し
ば
ら
く
道
え
、
な
ん
の
令
に
よ

っ
て
か
、
あ
え
て
急
磨

に
道
う
。

〔本
則
〕

挙こす
、
僧
、
ガ
ば
に
問
う
、
栃
知
繊
対
と
し
て
対
硝
亀
に

壊ぇす
と
。
恕
割
ヽ
思
箇こ
は
壊ぇ
か
卜
壊ぇ
か
。
乳
」だ
ぽ
愁
人

に
向
っ
て
説
く
こ
と
な
し
。）
隋
云
く
、
壊
。
（早
に
こ
れ

な
ん
ぞ
堪
フえ
ん
。
）
僧
云
く
、
想
磨
な
ら
ば
則
ち
他

に
随

い
去
く
や
。
（
目
前
に
て
験
む
べ
し
。
）
隋
云
く
、
他
に
随

い
去
く
。
（
下
妓
に
走
ら
ざ
れ
ば
、
更
に

一
樹
を
与
う
。
）

僧
、コッ
町
に
問
う
。
栃
爆
繊
た
と
し
て
ぶ
刊
民
に
壊ぇす
と
。

赳
割
、
思
箇こは
壊ぇか
私
壊ぇ
か
。
（同
病
、
本目ぁ
い
戴
う
ｏ）
済

云
く
、
私
壊ぇ
。
（歎
配
を
打た破‐まし
、
鼻び砲
を
掘
輛
す
。）
僧

云
く
、
な
ん
と
し
て
か
私
壊ぇ
。
（ま
た
電
際
に
し
来
る
。）

済
云
く
、
大
手
に
同
じ
き
が
為
な
り
。
（生
鉄
、
鋳
造
す
。）

こ
の
則
は
、
世
界
が
壊
れ
る
と
、
真
理
は
い
っ
た
い
ど
う

糠肝・家」爆】̈
獅絆浸いわ翻細い一つ‐てだに、ゴ審

巌
集
』
に
も
第
二
九
則
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
隋
と
は
、
唐
代
に
四
川
省
の
大
隋
山
で
禅
風
を
ふ
る

っ

①
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た
名
僧
、
法
真
和
尚

（
八
三
四
～
九

一

九
）
の
こ
と
で
す
。
百
丈
懐
海
―
長
慶

大
安
―
大
隋
法
真
と
禅
法
を
承
け
、
百

丈
さ
ん
の
孫
弟
子
に
当
る
人

で
す
。
ま

た
、
〔本
則
〕
の
後
半
に
み
え
る
竜
済

は
、
唐
末
か
ら
五
代
ご
ろ
の
人
で
、
江

西
省
の
竜
済
山
に
住
し
た
紹
修
和
尚
を

指
し
ま
す
。
ふ

つ
う
は
修
山
主
と
呼
ば

れ
、
法
系
は
玄
沙
師
備
―
羅
漢
桂
深
―

紹
修
と
承
け
ま
す
。

ま
ず
、
万
松
の

〔示
衆
〕
は
、

一
切

の
対
立
や
相
対
的
な
見
方
を
や
め
る
の

が
禅
の
眼
目
で
あ
り
、
本
来
的
な
立
場

か
ら
は
遠
近
も
軽
重
も
あ
り
は
し
な
い

の
だ
、
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
す
。

む
ろ
ん
、
以
下
の

〔本
則
〕
を
ふ
ま
え

た
上
で
、
自
ら
の
宗
意
を
の
べ
た
も
の

で
す
。

さ
て
、
〔本
則
〕
を
み
ま
し
ょ
う
。

あ
る
僧
が
大
隋
に
た
ず
ね
た
。
「
終
末

の
火
が
ゴ
ウ
ゴ
ウ
と
燃
え
さ
か
り
、
全

こ世
堺
が
す
っ
か
り
壊
れ
る
と
き
に
は
、

這
箇
も
壊
れ
ま
す
か
。
」
大
隋

「
壊
れ

る
。
」
僧

「壊
れ
る
世
界
に
つ
い
て
い
っ

て
し
ま
う
の
で
す
か
。
」
「
そ
う
だ
。
」

そ
こ
で
僧
は
竜
済
を
た
ず
ね
て
同
じ
質

問
を
し
た
と
こ
ろ
、
竜
済

の
答
え
は

「
壊
れ
な
い
さ
。
」
僧

「
ど
う
し
て
で
す

か
。
」「全
世
界
と
同
じ
も
の
だ
か
ら
さ
。」

た
だ
こ
れ
だ
け
の
問
答
で
す
。
こ
の

問
答
の

一
々
に
対
し
て
、
万
松
が
著
語

と
い
う
寸
評
を

つ
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

著
語
を
と
り
は
ず
す
と
、
実
に
単
純
な

応
答
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
単
純
な
応
答
の
中
に
、
大

へ
ん
深
い

仏
法
の
道
理
が
内
在
し
て
い
る
。
こ
れ

が
禅
問
答
と
い
う
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
あ
る
時
期
が
来
る
と
世

界
が
壊
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
洋
の
東

西
を
問
わ
ず
古
く
か
ら
あ
り
、
聖
書
に

も
説
か
れ
ま
す
し
、
ま
た
、
古
代
イ
ン

ド
で
も
い

くわ
れ
て
い
ま
す
。

え仏
教
で
も

小
乗
の

『
倶
舎
論
』
に
は

「
壊
劫
」
と

い
う
宇
宙
が
破
壊
す
る
時
期
が
説
か
れ

て
い
ま
す
。
恐
ろ
し
い
で
す
ね
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
仏
教
思
想
を
背

景
と
し
て
、
あ
る
僧
が
こ大
備
に
対
し
、

世
界
が
壊
れ
る
時
は

「
這
箇
」
も
壊
れ

ま
す
か
、
と
質
問
し
た
。
習
一通
箇
」
と

は
、
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
か
ら

「
こ

れ
」
と
い
っ
た
。

つ
ま
り
、
真
理
と
い

う
こ
と
で
す
。

ふ

つ
う
、
真
理
は
不
生
不
滅
で
あ
り
、

永
遠
不
変
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
そ
う
し
た
答
え
を
予
想
し
た
の

に
、
大
隋
に

「壊
れ
る
」
と
い
わ
れ
て

ひ
ど
く
面
喰

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ

で

「
そ
の
壊
れ
る
世
界
に
つ
い
て
い
っ

て
し
ま
う
の
で
す
か
。
」
と
た
ず
ね
、

「
そ
う
だ
」
と
い
わ
れ
て
、
ま
す
ま
す

わ
か
ら
な
く
な

っ
た
。

そ
う
で
す
。
こ
の
僧
の
い
け
な
い
の

は
、
真
理
を
大
千
世
界
と
相
対
的
に
み

る
と
い
う
根
本
的
な
誤
り
を
犯
し
て
い

る
こ
と
で
す
ね
。
大
千
世
界
と
は
、
大

地
や
空
気
や
山
や
川
や
草
木
な
ど
、
も

ろ
も
ろ
の
現
象
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
に
千
変
万
化
の
さ
ま
を
見
せ

て
い
る
現
実
の
全
世
界
の
現
象
を
い
う

の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
世
界
現

象
を
現
出
さ
せ
て
い
る
働
き
こ
そ
、
真

理
そ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

麗
わ
し
く
雪
を
戴
く
山
が
突
如
と
し

て
噴
火
す
る
、
清
ら
か
な
せ
せ
ら
ぎ
の

川
が
洪
水
を
起
す
、
み
な
真
理
の
法
で

す
。
春
に
花
が
咲
き
蝶
が
舞
う
、
秋
の

月
明
り
が
飛
ぶ
雁
の
影
を
映
す
、
こ
れ

ま
た
現
象
世
界
の
真
実
相
そ
の
も
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
が
刻

一
刻
と
動
い
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
が

真
理
で
す
か
ら
、
所
詮
、
真
理
と
は
世

界
の
本
質
や
働
き
を
総
摂
し
た
こ
と
ば

に
過
ぎ
な
い
の
で
す
ね
。

さ
て
、
大
隋
は
僧
に
対
し
て
、
全
世

界
を
焼
き
尽
し
壊
し
て
し
ま
う
洞
然
た

る
劫
火
こ
そ
真
理
そ
の
も
の
だ
、
と
い

う
こ
と
を
懇
切
に
教
え
て
あ
げ
た
。
そ

こ
を
万
松
は
、
「
坂
道
を
走
り
お
り
な

い
の
で
、
ひ
と
お
し
し
て
や

っ
た
」
と

面
白
い
コ
メ
ン
ト
を

つ
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
相
対
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い

る
僧
は
、
か
え

っ
て
疑
間
を

つ
の
ら
せ

て
坂
道
を
登

っ
て
し
ま
い
、
竜
済
を
た

ず
ね
て
同
じ
質
問
を
し
た
。
竜
済
の
答

え
は

「壊
れ
は
し
な
い
さ
」
。

こ
の
答
え
は
大
隋
と
は
正
反
対
で
す

が
、
中
味
が
違
い
ま
す
。
大
隋
は
真
理

も
世
界
と
共
に
あ
る
と

い
う
意
味

で

「
壊
」
と
い
っ
た
の
で
す
が
、
竜
済
は
、

宇
宙
が
な
く
な
ろ
う
と
も
、
そ
の
な
く

な

っ
た
と
い
う
事
実
が
真
理
だ
と
い
う

意
味
で

「‐不
壊
」
と
い
っ
た
の
で
す
。

お
そ
ら
く
、
竜
済
は
大
隋
の
言
葉
を
知
っ

て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
相
対
を
こ
え

た
真
理
の
絶
対
性
を
僧
に
教
え
て
あ
げ

た
の
で
す
。
ま
さ
し
く
万
松
の
コ
メ
ン

ト
の
通
り
、
竜
済
は
僧
の

「
分
別
悟
り

を
打
破
り
、
本
分
の
方
向
に
変
え
て
や
っ

た
」
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
も

僧
が
わ
か
ら
な
か

っ
た
の
で
、
さ
い
ご

に

「
真
理
と
世
界
は
同
じ
も
の
な
の
さ
」

と
教
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
大
隋

大隋が開悟した大潟山密印寺万仏殿
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と
同
じ
で
す
。
手
を
か
え
品
を
か
え
、

何
と
老
婆
親
切
な
こ
と
か
。

と
こ
ろ
で
、
た
だ
真
理
と
現
象
、
世

界
の
壊
不
壊
を
問
題
に
す
る
だ
け
で
は

哲
学
と
大
差
あ
り
ま
せ
ん
。
禅
で
は
、

も

っ
と
身
近
な
人
間
の
実
際
の
生
き
ざ

ま
の
上
に
問
題
を
と
ら
え
ま
す
。
た
と

え
て
い
え
ば
、
核
戦
争
で
世
界
が
壊
れ

る
の
も
真
理
だ
な
ど
と
傍
観
す
る
こ
と

は
到
底
許
さ
れ
ず
、
積
極
的
に
核
戦
争

を
防
止
す
る
英
知
を
働
か
し
て
ゆ
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

個
人
個
人
の
英
知
は
、
禅
的
に
い
え

ば
本
来
の
面
目
の
発
揮
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
真
理
と
世
界
と
い
う
こ
の

則
の
テ
ー
マ
は
、
私
た
ち
の
本
来
の
面

目
と
日
常
生
活
と
い
う
ふ
う
に
置
き
か

え
て
、
お
の
れ
自
身
の
問
題
と
す
べ
き

で
す
。
食
事
ご
」
仕
事
で
も
坐
禅
で
も
、

正
し
く
行
な
い
行
じ
ら
れ
る
当
処
に
の

み
、
本
来
の
面
目
が
発
揮
さ
れ
る
の
で

あ

っ
て
、
そ
の
ほ
か
に
本
来
の
面
目
な

ど
あ
り
は
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
道
元

禅
師
は
、
正
し
い
作
法
に
よ
っ
て
洗
面

を
行
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

「本
来
面

目
を
し
て
浄
潔
な
ら
し
む
」
（
正
法
眼

蔵
洗
面
）
べ
き
道
理
を
説
か
れ
て
い
ま

す
。
も
っ
て
肝
に
銘
じ
ま
し
ょ
う
。
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龍泉院蔵「騎牛帰家」の図

龍
泉
院
の

「
騎
牛
帰
家
」
の
図

ご
提
唱
が
終

っ
て
く

つ
ろ
い
だ
お
茶

を
戴
く
ひ
と
と
き
、
司
会
者
席
か
ら
見

て
左
前
方
の

「
床
の
間
」
に
こ
の
図
を

拝
見
し
ま
し
た
。
禅
の
書
物
に
も
出
て

く
る

「十
牛
図

」
の
中
の

一
第
六
騎
牛

帰
家
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま

っ
黒
で
肥
え
た
大
牛
は
、
私
達
が

子
供
の
頃
荷
車
に
の
せ
て
貰

っ
た
り
し

て
お
馴
染
み
だ

っ
た
農
家
の
お

っ
と
り

と
し
た
茶
色
の
牛
と
は
全
然
イ
メ
ー
ジ

が
違

っ
て
、
鉢
や
眼
玉
に
野
性
の
遅
し

さ
が
溢
れ
て
い
ま
す
。

牛
の
尻
の
方
に
乗

っ
て
い
る
人
物
が

い
ま
す
。
む
こ
う
向
き
で
顔
が
見
え
ま

せ
ん
が
、
背
中
の
感
じ
が
ゆ

っ
た
り
と

く

つ
ろ
い
で
い
る
よ
う
で
す
。

さ
て
、
茶
話
会
と
な
り
、
諸
先
輩
の

お
話
。
「
現
役
時
代

に
は
我
を
顧
り
み

ず
仕
事
に
没
入
し
ま
し
た
が
、
最
近
は

家
に
還

っ
て
参
禅
会
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
」
と
。
騎
牛
帰
家
の
人
々
は
身

近
か
に
あ
り
、
こ
の
会
の
ご
縁
で
気
軽

に
お

つ
き
合
い
頂
い
て
い
る
こ
と
だ
と

思
い
、
お
茶
と
お
菓
子
を
戴
き
ま
す
。

そ
う
い
え
ば
此
の
頃
、
黒
牛
は
家
に

帰
り
着
い
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、

こ
の
と
こ
ろ
久
し
く
見
え
ま
せ
ん
。

千
葉
市
　
寺

田
　
哲
郎

◇

　

◇

　

◇

昨
年
末
、
椎
名
老
師
執
筆
の

「
近
代

禅
者
列
伝
」
が
掲
載
さ
れ
た

「禅
の
心
」

（読
売
新
聞
社
刊
）
に
も
十
牛
図
が
載

っ

て
い
ま
し
た
し
、
最
近
偶
然
に
上
野
の

国
立
博
物
館
で
龍
泉
院
の
と
、
と
て
も

良
く
似
た
図
を
み

つ
け
て
、
は

っ
と
し

ま
し
た
。
酒
井
抱

一
（～

一
八
二
八
）

筆

一
柳
下
牧
童
図
」
と
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
家
路
を
辿
る
構
図
は
、
絵
や
音

楽
の
題
材
と
し
て
、
人
々
の
想
像
力
を

か
き
立
て
る
の
で
し
ょ
う
。

今
日
の
業
を
遂
し
終
え
て

い
ざ
や
帰
ら
ん
　
ふ
る
さ
と

（新
世
界
交
響
曲
の

「家
路
」
よ
り
）

＊
龍
泉
院
の
十
牛
図
は
、
第
二
九
世

豊
洲
大
由
和
尚

（昭
和
十
年
没
）

の
羽
織
裏
地
に
描
か
れ
て
い
た
絵

を
表
装
仕
立
て
た
も
の
で
す
。
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〔
参

加

者

〕

五
十
嵐
嗣
郎
、
石
井
勇
、
井
之
輪
進
、

小
川
真
澄
、
小
畑
節
郎
、
加
藤
健
之
、

北
岡
や
す
え
、
佐
藤
征
士
心、
佐
藤
初
恵
、

沢
村
国
勝
、
四
宮
清
二
、
清
水
利

一
、

下
村
忠
男
、
杉
浦
上
太
郎
、
添
田
昌
弘
、

染
谷
は
る
、
高
野
千
代
子
、
寺
田
哲
郎
、

中
嶋
南
州
男
、
原
力
二
郎
、
三
町
勲
、

宮
田
哲
男
、
宮
原
惇
、
森
岡
俊
雄
、
安

本
小
太
郎
　
　
　
　
（以
上
二
五
名
）

点 坐 法 坐 小 作 朝 暁 振 霊 開 夜 入 薬 薬 坐 禅 開

大雄寺一泊参禅参加者一同 (H106・ 11)

大
雄
寺
で
の

一
泊
参
禅

平
成
元
年
六
月

一
〇
日
、　
一
一
日
の

両
日
、

砺
林
県
那
須
郡
黒
羽
町
に
あ
る

黒
羽
山
大
雄
寺
に
お
い
て
、
参
加
者
二

五
名
に
よ
る

一
泊
参
禅
が
行
な
わ
れ
ま

し
た
。
梅
雨
入
り
第

一
日
の
小
雨
け
ぶ

る
路
を
バ
ス
で
向
い
ま
し
た
。
車
中
、

廻
さ
れ
た

マ
イ
ク
で
は
、

▽
　
起
き
た
ら
雨
だ

っ
た
。
で
も
お
天

道
さ
ま
は
、
人
間
の
た
め
に
あ
る
の
で

は
な
い
と
気
付
か
さ
れ
た
。
天
地
と

一

体
に
な
る
気
概
を
持

っ
て
、
坐
禅
を
遊

戯
し
て
み
た
い
、
と
意
気
軒
昂
。

▽
　
休
肝
日
と
な
る
坐
禅
会
は
、
き

っ

と
お
酒
の
有
り
難
さ
が
判
る
の
で
は
な

い
か
、
と
我
慢
の
覚
悟
。

▽
　
お
寺
の
精
進
料
理
に
期
待
を
こ
め

て
参
加
し
ま
す
、
と
今
か
ら
舌

つ
づ
み
ｃ

等
々
、
そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
を
こ
め
た
発

表
が
あ
り
、
和
気
調
調
の
雰
囲
気
は
、

第
四
回
目
と
な

っ
た

一
泊
参
禅
の
ゆ
と

り
で
し
ょ
う
か
ｃ
途
中
、
佛
国
国
師

（高
峰
顕
日
禅
師
）
開
山

の
雲
巌
寺

に

立
ち
寄
り
、
天
を
突
く
杉
の
大
木
を
抑

ぎ
な
が
ら
、
石
段
を
登
り

一
同
参
詣
い

た
し
ま
し
た
。

大
雄
寺

で
は
、
次

の
差
定
に
よ
り
、

参
禅

の
日
課
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

一弟

一
日
　
エハ
月

一
〇
日

（土
）

こ
う
し
て
午
後

一
時
、　
一
同
無
事
下

山
い
た
し
ま
し
た
。
倉
澤
老
師
な
ら
び

に
副
住
職
の
、
心
温
ま
る
お
心
ず
か
い

に
改
め
て
感
謝
い
た
し
ま
す
と
共
に
、

お
い
し
か

っ
た
精
進
料
理
の
味
は
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
計
画
の
陰
で
ご
尽

力
を
い
た
だ
い
た
椎
名
老
師
と
小
畑
様
、

そ
し
て
宮
田
、
佐
藤
両
幹
事
、
な
ら
び

に
写
真
を
担
当
下
さ
い
ま
し
た
中
嶋
様

に
は
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

講
式
　
　
心
経
読
誦

寺
心
得
　
午
後
四
時

禅
　
　
午
後
四
時
三
十
分

石
準
備
　
午
後
五
時
三
十
分

石
　
　
午
後
六
時

浴
　
　
午
後
七
時

坐
　
　
午
後
八
時

枕
　
　
午
後
九
時

日
　
エハ
月

一　
一
日

（
日
）

鈴
　
　
午
前
四
時
三
十
分

天
　
　
午
前
五
時

穂
　
　
竹
画
規
職
四
十
分
　
　
　

一④

食
　
　
午
前
七
時

禅
　
　
午
前
八
時
二
十
分

話
　
　
午
前
九
時
十
分

禅
　
　
午
前
十
時

心

　

正
　
午



自
然
と

一
期

一
藻会
子
市

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
化
が
進
む
に
つ
れ

て
、
物
事

の
処
理
が

ロ
ジ
カ
ル
に
な

っ

て
し
ま
い
、
画

一
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
中
で
は
人
間
性
と
言

っ
た
よ
う
な

も
の
が
無
視
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
自
然
で
あ
る
こ

と
の
中
に
大
変
人
間
性
が
あ
り
、
大
変

親
近
感
を
お
ぼ
え
る
の
で
す
。
怒
る
時

に
は
怒
り
、
泣
く
時
に
は
泣
き
、
笑
う

時
に
は
笑
う
。
こ
れ
が
自
然
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

今
年
の
春
、
休
暇
を
利
用
し
て
北
海

道
を
旅
行
し
た
。
北
見
か
ら
層
雲
峡
に

行
く
途
中
に
北
き

つ
ね
牧
場
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
北
き

つ
ね
が
自
然
の
中
に

放
牧
さ
れ
て
い
る
。
餌
を
与
え
る
と
、

そ
の
餌
を
土
の
中
に
埋
め
て
終
う
。

つ

ま
り
満
腹
し
て
い
る
時
に
は
、
明
日
の

為
に
保
存
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
動
物
達
が
厳
し
い
自
然
を
生
き

抜
く
た
め
に
自
然
か
ら
教
え
込
ま
れ
た

本
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ど
ん
ぐ
り
の
木
で
ど
ん
ぐ
り
が
実

っ

て
、
そ
の
実
が
地
面
に
落
ち
る
。
動
物

が
や

っ
て
き
て
、
厳
し
い
冬
を
生
き
抜

く
た
め
に
、
そ
の
実
を
土
の
中
に
埋
め

て
保
存
す
る
。
寒
冷
地
で
は
、
そ
の
ま

ま
地
面
に
放
置
さ
れ
て
い
る
ど
ん
ぐ
り

三
町
　
　
勲

は
死
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
、
土
の
中

に
埋
め
ら
れ
て
食
べ
残
さ
れ
た
実
か
ら

は
、
新
し
い
芽
が
出
て
き
て
ど
ん
ぐ
り

の
木
と
し
て
育

つ
の
で
あ
る
。
自
然
は

期
待
と
か
報
酬
と
か
そ
ん
な
も
の
に
は

関
係
な
く
、
互
い
に
自
然
の
因
果
関
係

に
結
ば
れ
な
が
ら
、
誕
生
し
生
存
じ
活

動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
期

一
会
と
は
人
と
人
の
自
然
の
出

会
い
で
あ
る
。

つ
ま
り
前
歴
と
か
身
分

と
か
の
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の

な
い
、
人
と
人
の
純
粋
な
出
会
い
な
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
世
に
生
を

持

っ
た
人
間
対
人
間
の
何
等
わ
だ
か
ま

り
の
な
い
裸
の
会
話
が
あ
り
本
当
に
心

の
通
じ
合
う
出
会
い
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
度
、
那
須
の
羽
黒
山
大
雄
寺
で

の

一
泊
参
禅
会
に
お
い
て
、
倉
澤
老
師

の
講
話
が
あ
っ
た
。
そ
の
講
話
の
中
の

「
一
期

一
会
」
の
お
話
し
に
、
私
は
大

変
感
銘
を
受
け
た
。
ま
た
、　
一
期

一
会

の
持

っ
て
い
る
言
葉
の
内
容
の
深
さ
に

つ
い
て
、
私
は
認
識
を
新
た
に
さ
せ
ら

れ
た
。
こ
れ
ま
で
私
が
理
解
し
て
い
た

「
一
期

一
会
」
に
は
、
何
か
期
待
と
か

欲
望
と
か
利
得
と
か
の
汚
ら
わ
し
く
自

然
で
な
い
も
の
が
、
心
の
ど
こ
か
に
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
然
な
人
と

人
と
の
出
会
い
、
自
然
な
人
と
人
と
の

別
れ
が

「
一
期

一
会
」
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

本
当
の
意
味
で
の

一
期

一
会
を
大
切

に
し
よ
う
。

広
い
意
味
で
の
自
然
な
生
き
方
を
し

て
み
よ
う
。

約
六
百
年
の
歴
史
を
も

つ
羽
黒
山
大

雄
寺
の
素
朴
な
雰
囲
気
、　
一
期

一
会
を

大
切
に
さ
れ
る
倉
澤
老
師
や
副
住
職
さ

ん
と
の
朝
夕
の
出
会
い
の
中
で
、
私
は

人
生
に
お
け
る
大
変
貴
重
な
も
の
を
戴

い
て
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
。

い
ま
幸
せ
を

噛
み
し
め
な
が
ら

船
橋
市
　
北
岡
や
す
え

一
泊
参
禅
会
の
お
勧
め
を
い
た
だ
い

た
と
き
、
足
が
不
自
由
な
私
は
、
皆
様

と
同
じ
よ
う
な
坐
禅
が
出
来
な
い
た
め

と
て
も
参
加
で
き
る
と
は
思

っ
て
も
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
私
に
、
「行

っ

て
見
ま
し
ょ
う
よ
、
大
丈
夫
」
と
の
強

い
お
誘
い
に
、
厚
か
ま
し
く
も
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
バ
ス
の
乗
り

降
り
か
ら
、
お
寺
で
の
行
事
の

一
つ
一

つ
に
、
皆
々
様
か
ら
い
た
だ
い
た
温
い

思
い
や
り
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大
切
な
紙
面
を
お
借
り
し
て
、
改
め
て

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

黒
羽
山
大
雄
寺
は
、
総
か
や
葺
屋
根

の
古
色
豊
か
な
荘
厳
な
た
た
ず
ま
い
の

お
寺
で
し
た
。
生
ま
れ
て
初
め
て
、
坐

禅
堂
に
入
堂
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
感
動

は
言
葉
で
は
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
御
住
職
様
の
お
話
で
、
い
つ
ま

で
も
心
に
残
り
ま
し
た
こ
と
は
、
イ
ン

ド
で
は
餓
死
す
る
人
々
の
多
い
国
で
、

一
夜
明
け
れ
ば
路
上
で
の
餓
死
者
が
あ

り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
処
理
す
る
人
達

の
事
務
的
で
当
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て

い
る
態
度
で
す
。
お
聞
き
し
て
い
な
が

ら
、
お
釈
迦
様
の
お
国
で
、
ど
う
し
て

そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い

大雄寺への参道

⑤



淋
し
さ
が
広
が
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

今
、
こ
こ
に
生
か
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
る
私
は
、
何
て
幸
せ
者
で
あ
る
こ
と

か
と
、
幸
せ
を
し
み
じ
み
噛
み
じ
め
な

が
ら
感
謝
の
毎
日
を
送

っ
て
お
り
ま
す
。

愚
　
　
感

船
橋
市
　
森
岡
　
俊
雄

平
成
元
年
六
月

一
〇
日
、　
一
一
日
を

黒
羽
山
大
雄
寺
に
於
け
る

一
泊
参
禅
会

に
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

坐
禅
は
、
宗
派
が
同
じ
な
の
で
変
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
坐
禅
堂
に
於
て
坐
る

か
、
本
堂
で
行
う
か
の
差
で
す
。
愚
工

の
如
き
成

っ
て
な
い
坐
禅
で
は
、
ど
こ

で
坐
ろ
う
が
変
ら
な
い
様
な
気
が
し
ま

す
。
姿
勢
は
悪
い
し
、
呼
吸
は
整

っ
て

な
い
し
、
動
く
し
、
本
職
の
格
調
高
い

坐
禅
は
、
愚
工
に
と

っ
て
は
、
夢
の
ま

た
夢
で
あ
り
ま
す
。
刀
工
が
職
業
で
あ

る
愚
工
に
は
、
剣
禅

一
如
な
ら
ぬ
鍛
禅

一
如
に
な
り
た
い
も
の
で
す
。
之
も
椎

名
老
師
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
雄
寺
で
は
、
最
後
の
禅
講
に
、
御

住
職
が
御
講
義
下
さ
い
ま
し
た
。
寺
の

経
営
に
つ
い
て
、
御
苦
心
を
話
し
て
下

さ
い
ま
し
た
。
寺
の
様
式
で
あ
る
室
町

時
代
の
文
化
財
を
残
す
と
な
る
と
、
経

営
の
才
能
が
必
要
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

最
後
に
、
應
永
年
代
を
境
に
し
た
日
本

刀
の
進
歩
、
退
歩
に
つ
い
て
編
集
子
が

書
け
と
の
お
話
で
す
が
、
実
際
に
刀
が

な
い
と
書
い
た
ぐ
ら
い
で
は
判
り
ま
せ

ん
。
誰
れ
で
も
、
愚
工
の
所
に
遊
び
に

来
た
方
に
刀
で
も
打

っ
て
見
な
が
ら
御

説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

大
雄
寺
の
坐
禅
堂
で

中
川
先
生
、
テ
レ
ビ
で
講
演

当
参
禅
会
員
の
医
学
博
士

・
中
川
俊

二
先
生
に
は
、
去
る

一
〇
月
二
日
夕
刻

の
テ
レ
ビ
で
、
心
身
医
療
の
重
要
性
を

自
ら
ガ
ン
を
克
服
さ
れ
た
体
験
を
通
し

て
わ
か
り
易
く
話
さ
れ
ま
し
た
。
先
生

は
か
っ
て
池
見
酉
次
郎
博
士
と
共
に
九

州
大
学
医
学
部
に
日
本
最
初
の
心
療
内

科
を
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
富
里

病
院
顧
間
で
著
述
も
多
い
方
で
す
。

三
尊
仏
を
戴
い
て
変

っ
た
こ
と

私
の
処
は
、
仏
壇
が
今
迄
な
か

っ
た

の
で
す
が
、

つ
い
最
近
、
御
老
師
よ
り
、

三
尊
仏
を
い
た
だ
き
仏
壇
ま
が
い
の
も

の
を

一
つ
買

っ
て
、
居
間
に
お
い
た
の

で
す
。

龍
泉
院
様
、
加
葉
山
様
、
最
乗
寺
様
、

沢
村
様
、
石
井
様
、
ど
な
た
様
も
実
に

良
く
掃
除
と
整
理
が
出
来
て
い
て
さ
わ

や
か
な
感
じ
で
す
。

そ
れ
に
ひ
き
か
え
私
の
処
は
す
わ

っ

た
ま
ま
で
全
て
間
に
合
う
程
、
新
聞
は

あ
る
わ
雑
誌
は
あ
る
は
、
茶
わ
ん
は
あ

る
は
で
ち
ら
か
し
放
題
で
し
た
。

そ
れ
が
仏
前
で
す
の
で
あ
ま
り
み

っ

と
も
な
い
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
の
で
、

少
し
は
片
付
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
以
前
は
だ
ら
し
の
な
い
か
っ

こ
う
を
し
て
ご
ろ
ご
ろ
こ
ろ
が

っ
て
い

た
の
で
す
が
、
こ
の
居
間
で
は
変
な
か
っ

こ
う
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。

な
に
し
ろ
承
陽
大
師
に
見
ら
れ
て
い

る
の
で
す
か
ら
あ
ま
り
変
な
姿
も
見
せ

ら
れ
ま
せ
ん
。

忘
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
出

掛
け
る
時
に
は
礼
拝
し
て
行
く
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
気
持
が
す
っ

き
り
す
る
の
で
す
が
、
お
そ
れ
多
い
事

柏
市
　
下
村
　
忠
男

な
が
ら
つ
い
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
ょ

せ
ん
仏
家
の
調
度
を
お
借
り
し
て
身
の

し
ま

つ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
し
ょ
う
。

最
近
、
昼
間
仕
事
を
し
て
い
る
時
間

に
、
足
の
う
ら
に

一
、
二
秒
程
あ

つ
い

血
が
流
れ
ま
す
。
こ
れ
は
神
経
痛
か
リ
ュ

ー
マ
チ
の
た
ぐ
い
で
、
悪
い
こ
と
ば
か

り
し
て
い
る
む
く
い
で
し
ょ
う
か
。

今
も
三
尊
仏
の
前
で
書
い
て
い
る
の

で
す
が
、
な
ん
と
な
く
明
る
く
、
あ
た

た
か
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

成
道
会
の
ご
案
内

龍
泉
院
第
七
回
成
道
会

日
時
　
一
一
一月
十
日
（
日
）午
前
九
時

内
容
　
坐
禅

・
法
要

・
法
話

ｏ
点
心

釈
尊
成
道
を
讃
え
本
年
も
右
の
よ
う

な
要
領
に
て
成
道
会
を
奉
行
い
た
し
ま

す
。
会
員
の
皆
様
に
は
ふ
る
っ
て
ご
参

会
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
申
し
上

げ
ま
す
。
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矢ロ

私
も
既
に
人
生
八
十
年
の
峠
を
越
え

て
、
余
生
を
如
何
に
生
く
べ
き
か
な
ど

と
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
日
が
多
く
な

っ

た
。何
れ
に
し
て
も
、大
自
然
に
支
え
ら

れ
て
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
れ

ば
、
大
そ
れ
た
こ
と
は
出
来
よ
う
も
な

い
が
、唯
、余
り
嫌
が
ら
れ
た
り
、
持
て

余
さ
れ
た
り
し
な

い
で
、
程
々
に
愛
さ

れ
る
老
人
と
し
て
終
り
た
い
も
の
だ
と
念

願
し
、自
分
な
り
に
精
進
を
続
け
て
い
る
。

雪
深
い
城
下
町
に
生
れ
て
、
そ
の
少

年
時
代
は
比
較
的
平
穏
に
育

っ
た
。
そ

し
て
、
当
時
と
し
て
は
、
時
代
の
先
端

を
行
く
電
気
工
学
を
学
ん
で
、
電
力
会

社
に
就
職
し
た
。
戦
前
の
各
種
工
業
勃

興
時
代
か
ら
、
戦
後
の
復
興
時
代
に
か

け
て
、
電
力
の
需
要
は
急
激
に
増
加
し

た
。
私
の
担
当
し
た
水
力
の
電
源
開
発

も
、
之
に
呼
応
し
て
終
始
活
況
を
呈
し

忙
し
か

っ
た
。

時
に
は
本
支
店
に
戻

っ
て
総
括
も
し

た
が
、
三
四
年
に
亘
る
電
力
の
現
役
時

代
は
、
多
く
の
国
家
的
遺
産
と
と
も
に
、

生
涯
忘
れ
ら
れ
ぬ
生
甲
斐
の
あ
る
日
々

で
あ

っ
た
と
思
う
。

昭
和
三
〇
年
の
終
戦
を
境
に
し
て
、

戦
中
は
社
会
的
に
も
極
め
て
波
乱
の
多

柏
市
　
神
戸
　
　
正

い
時
代
だ

っ
た
。
私
は
幹
部
候
補
生
出

身
の
予
備
将
校
だ

っ
た
の
で
、
当
然
の

こ
と
乍
ら
、　
一
旦
緩
急
あ
る
場
合
は
、

義
勇
公
に
奉
ず
べ
き
身
分
で
も
あ

っ
た
。

戦
争
中
に
は
二
回
、
例
の
赤
紙

一
枚
の

召
集
令
状
を
受
け
、
妻
子
や
親
兄
弟
と

今
生
の
別
れ
を
惜
し
む
束
の
間
も
な
く
、

命
ぜ
ら
れ
た
目
的
地
に
馳
せ
参
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
ｃ

日
頃
覚
悟
は
し
て
い
た
が
、
内
心
の

動
揺
は
仲
々
に
押
え
切
れ
な
か

っ
た
。

一
回
目
は
昭
和

一
六
年
に
、
北
朝
鮮
と

ソ
連
の
国
境
警
備
に
出
動
し
た
。
二
回

目
は
昭
和

一
八
年
に
、
特
殊
艇
要
員
と

し
て
、
字
品
の
船
舶
輸
送
司
令
部
に
召

集
さ
れ
、
似
島
で
秘
密
裡
に
特
訓
を
受

け
た
。
当
時
大
型
輸
送
船
は
瀬
戸
内
海

を
出
る
と
、
敵
の
航
空
機
や
潜
水
艦
に

や
ら
れ
て
、
そ
の
任
務
の
遂
行
が
困
難

で
あ

っ
た
。
や
む
な
く
ベ
ニ
ヤ
板
で
急

造
し
た
、
小
型
高
速
輸
送
艇
に
よ
り
、

分
散
し
て
、
兵
員
や
弾
薬
を
輸
送
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
。
そ
の
艇
量
署
員
で
、

云
わ
ば
海
の
特
攻
隊
で
あ

っ
た
。
か
く

し
て
通
算
四
ケ
年
の
兵
役
に
服
し
て
、

終
戦
を
迎
え
た
。

戦
友
の
多
く
は
不
幸
に
も
、
大
陸
や

常

楽

―
わ
が
人
生
を
顧
み
て
思
う
こ
と
―

南
方
の
激
戦
地
に
転
じ
て
戦
没
さ
れ
て

い
る
。
之
に
引
き
換
え
私
は
、
最
後
の

任
地
で
の
廣
島
の
原
爆
に
も
、
ほ
ん
と

に
紙

一
重
で
、
そ
の
難
を
逃
れ
て
生
き

延
び
た
。
今
更
乍
ら
そ
の
幸
運
を
痛
感

じ
、
自
然
と
襟
を
正
し
て
暮
ら
し
て
い

Ｚυ
。然

し
乍
ら
、
こ
の
幸
運
と
は
裏
腹
に
、

私
も
応
召
中
に
二
人
の
幼
児
と
弟
を
亡

く
し
て
い
る
。
戦
後
に
は
柏
市
で
、　
一

人
息
子
の
長
男
が
二
児
を
残
し
て
他
界

し
て
い
る
。

誠
に
人
生
は
、
私
個
人
の
八
０
年
を

顧
み
て
も
悲
喜
交
々
で
あ
り
、
塞
翁
が

馬
で
あ
る
ｃ
そ
の
幸
、
不
幸
は
定
ま
ら

な
い
。
仏
教
に
言
わ
れ
る
、
諸
行
無
常

そ
の
も
の
で
あ
る
ｃ

平
和
憲
法
に
よ

っ
て
戦
争
を
放
棄
し

た
、
我
が
国
で
は
、
過
去
に
於
け
る
如

き
、
封
建
的
な
、
し
が
ら
み
に
よ
っ
て
、

そ
の
運
命
を
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
無
く

な

っ
た
こ
と
は
、
幸
と
云
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
然
し
戦
争
の
無
い
人
生
が
必
し

も
幸
せ
で
は
無
い
。
人
生
に
は
必
ず
、

老
病
死
の
運
命
が
つ
き
ま
と

っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
仏
法
僧
の

二
法
に
帰
依
し
て
、

心
の
平
安
を
求
め
た
い
こ
と
に
は
変
り

な
い
。
追
い
つ
め
ら
れ
た
こ
の
年
令
に

な

っ
て
、
成
道
な
ど
出
来
よ
う
筈
も
な

い
が
、
龍
泉
院
参
禅
会
の
皆
様
と
共
に

精
進
し
、
信
頼
す
る
御
老
師
や
諸
先
達

の
風
貌
に
接
し
、
参
禅
に
こ
れ

つ
と
め

た
い
と
念
願
し
て
い
る
ｃ

枕
元
の
床
間
に
か
け
ら
れ
た
掛
軸
に
、

「知
足
常
楽
　
能
忍
自
安
」

と
あ
る
。

龍
泉
院
さ
ん
の
本
堂

の
入
口
に
も
書

か
れ
て
い
る
が
、
私
共

の
日
常
生
活
に

座
右

の
銘
と
し
て
、
常
々
、
反
省
し
な

が
ら
余
生
を
送
り
た
い
と
思

っ
て
い
る
ｃ

⑦
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日
　
時
　
毎
月
第
四
日
曜
午
前
九
時
よ
り

（初
参
加
の
方
は
八
時
半

ま
で
に
来
山
の
こ
と
）

坐
　
禅
　
止
　
静
　
鐘
　
　
一曇
戸
　
　
坐
禅

経
　
″何
　
鐘
　
　
一
墓
戸
　
　
経
行

放
　
禅
　
鐘
　
　
一
声
　
　
放
禅

講
　
義
　
木
版
三
通
　
開
経
侶
を
唱
え
て

『正
法
眼
蔵
』
の
提
唱
を

聞
く

講
師
　
龍
泉
院
住
職
椎
名
宏
雄
老
師

昭
和
六
三
年
八
月
よ
り

「身
心
学
道
」
の
巻
を
提
唱
中

座
　
談
　
自
己
紹
介
の
後
、
茶
を
喫
し
座
談

正
午
解
散

参
加
資
格
　
年
令
、
性
別
を
問
わ
ず
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

〈
〓　
費
　
　
無
料

成
道
会
坐
禅月

例
参
禅
会
の
他
に
毎
年

一
二
月
の
第

一
あ
る
い
は
第
二

日
曜
。
（本
年
は

一
二
月

一
〇
日
）

釈
尊
成
道
を
讃
え
坐
禅
、
成
道
会
法
要
の
後
、
法
話
を
聴

聞
、
点
心

（昼
食
）
を
共
に
す
る
。

沼

南

雑

記

〔参
禅
会
記
録
〕
　

（
Ｘ
は
座
談
の
司
〈著

平
成
元
年

四
月
二
三
日
　
一
一七
名

（小
畑
節
朗
）

特
に
初
心
者

へ
の
指
導
を
行
な
う
。

又
、
恒
例
に
よ
り
裏
山
に
て

「
筍
」

堀
り
。

五
月
二
八
日
　
　
一二
〇
名

（神
戸
　
正
）

六
月

一
〇
日
～

一
一
日

一
泊
参
禅
　
　
二
五
名

Ｆ
ぢ

じ

於
　
栃
木
県
黒
羽
町
　
大
雄
寺

幹
事
　
　
宮
田
哲
男

佐
藤
征
志

写
真
　
　
中
嶋
南
州
男

六
月
二
五
日
　
二
五
名

（高
野
千
代
子
）

七
月
二
三
日
　
一
一五
名

（杉
浦
上
太
郎
）

今
月
よ
り
提
唱
は

「身
心
学
道
」
巻

と
な
る
。

八
月
二
七
日
　
一
一九
名

（寺
田
哲
朗
）

九
月
二
四
日
　
一
王
ハ
名

（藤
原
　
公
）

▼
龍
泉
院
参
禅
会
会
報
『明
珠
』
は
年
二

回
発
行
で
、
昭
和
六
〇
年
四
月
第

一
号

を
発
行
以
来
、
本
号
を
以
っ
て

一
〇
号

を
数
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
会
員

諸
兄
姉
の
御
支
援
は
言
う
に
及
ば
ず
、

●
発
　
一何
／
天

徳

山

龍

泉

院

●
印
　
刷
／
岡
田
印
刷
株
式
会
社

椎
名
老
師
に
は
御
多
忙
に
も
か
か
わ
ら

ず

『従
容
録
』
を
平
易
に
お
説
き
頂
き
、

編
集
に
も
格
別
の
御
配
慮
を
賜
り

一
〇

号
の
節
目
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
整
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。

▼
只
今
、
病
後
御
静
養
中
の
高
間
先
達

は
「
一
年
を
た
だ
平
た
く
並
べ
る
の
で

な
く
、薄
紙
の
よ
う
な

一
年
で
も
積
み

累
ね
て
」
と
日
頃
言

っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
が
、何
と
か
続
け
ら
れ
た
の
も
こ
の

言
葉
が
、
そ
う
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

▼
椎
名
老
師
は

『
明
珠
』
創
刊
号

に

「
龍
泉
院
参
禅
会

の
足
跡
」
の

一
文
を

寄
せ
て
お
ら
れ
、
毎
月
第
四
日
曜
に
定

期
的
な
形
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
の
は
昭
和
四
六
年
七
月
二
五
日
と
書

か
れ
て
い
る
。
明
平
成
二
年
は
そ
の
発

足
よ
り
二
〇
周
年
の
節
目
に
も
当
り
ま

す
。
そ
の
中
に
は
長
く
坐
禅
を
続
け
ら

れ
た
方
も
い
る
が
、
大
方
は

一
度
で
止

め
ら
れ
た
方
も
多
い
。
こ
の
方
々
も
又

他
の
坐
禅
道
場
で
坐

っ
て
お
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
又
す

っ
か
り
止
め
て
し

ま

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
只
門
を
開
い

て
、
毎
月
第
四
日
曜
は
何
時
で
も
坐
れ

る
。
こ
の
空
間
は
怠
惰
な
私
に
ど
れ
だ

け
安
心
を
与
え
、
勇
気
づ
け
て
く
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
か
。
皆
様
と
共
に

「
只

管
打
坐
」
の
継
続
を
念
ず
る
次
第
で
す
。
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