
第
七
回 

坐
禅
に
つ
い
て 

 
 

今
回
は
一
度
、
古
則
の
お
話
を
休
み
ま
し
て
、

坐
禅
に
つ
い
て
書
き
記
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。 

--------
------

----
--------

------
---

 

人
間
は
地
球
上
で
最
も
頭
脳
が
発
達
し
た

生
物
で
あ
り
、
爆
発
的
に
高
度
な
文
明
を
築
き

上
げ
て
き
ま
し
た
が
、
過
去
に
勃
発
し
た
紛
争

も
現
在
進
行
中
の
紛
争
も
人
間
の
頭
脳
の
発

達
が
原
因
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。 

祖
師
方
は
、
人
間
は
普
段
、
他
の
生
物
と
比

べ
て
頭
脳
に
頼
り
過
ぎ
て
い
る
と
注
意
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
頭
の
働
き
に
頼
り
過
ぎ

る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
考
え
違
い
や
認
識
違
い

で
現
実
と
頭
の
中
で
差
異
が
生
ま
れ
て
し
ま

い
、
そ
れ
が
苦
し
み
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
か
ら
で
す
。 

現
実
は
様
々
な
事
情
が
複
雑
に
絡
ま
り
合

っ
て
構
成
さ
れ
、
更
に
は
一
瞬
も
止
ま
る
こ
と

な
く
移
り
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
頭
脳
や

理
論
に
頼
っ
て
現
実
を
完
全
に
捉
え
き
る
こ

と
は
不
可
能
と
言
え
ま
す
。 

歴
代
の
仏
祖
は
理
論
を
非
常
に
大
事
に
さ

れ
多
く
の
著
作
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

決
し
て
経
典
や
祖
録
を
読
ん
で
理
論
的
に
解

釈
す
る
こ
と
だ
け
を
法
孫
に
勧
め
て
お
ら
れ

る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
理
論
を
残
す
こ

と
で
法
孫
の
指
針
と
な
る
こ
と
を
願
っ
た
た

め
で
あ
り
、
そ
し
て
実
践
す
る
こ
と
で
な
か
な

か
そ
の
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
を
体
験
し
、
現

実
を
知
り
、
人
間
の
頭
の
中
と
現
実
と
で
は
随

分
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い

た
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

現
実
を
理
論
や
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
に

は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
現
実
を
説
い
て
い
る
仏

教
哲
学
が
難
し
い
原
因
は
そ
こ
に
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

釈
尊
は
成
道
後
、
ま
ず
四
諦
の
理
論
を
説
か

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
理
論
を
軽
視
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
む
し
ろ
冷
静
に
理

論
的
に
物
事
を
解
釈
し
整
理
す
る
こ
と
を
重

要
だ
と
お
考
え
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
今
日
ま
で
様
々
な
教
え
が

伝
わ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
同
時
に

坐
禅
を
は
じ
め
と
す
る
「
行
い
」
に
つ
い
て
も

勿
論
重
要
視
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
す
か
ら
、
仏

教
は
理
論
的
な
解
釈
と
実
践
の
両
方
が
大
切

な
宗
教
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。 

-
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--
--

---
---
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----

-
---

--
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-
 

釈
尊
は
成
道
後
、
悩
み
の
一
つ
も
浮
か
ば
な

い
よ
う
な
超
人
に
な
っ
た
と
信
じ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
仏
教
を
誤
解
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

釈
尊
は
、
あ
く
ま
で
な
る
べ
く
現
実
を
受
け
入

れ
ら
れ
る
よ
う
な
自
分
を
常
々
維
持
す
る
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
現
実
と
自
分

を
極
力
一
致
さ
せ
る
た
め
に
最
適
な
方
法
と

し
て
坐
禅
を
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。 

釈
尊
を
始
め
と
す
る
祖
師
方
の
偉
大
な
功

績
に
よ
っ
て
今
日
に
至
っ
て
も
尚
、
全
く
同
じ

方
法
で
坐
禅
が
で
き
る
こ
と
に
対
し
て
は
誠

に
感
謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。 

筆
者
は
高
校
在
学
中
だ
っ
た
十
七
歳
か
ら

社
会
人
と
し
て
働
い
て
い
た
二
十
代
の
半
ば

ま
で
、
自
分
の
理
想
と
現
実
の
大
き
な
差
に
苦

し
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
自
分
は
何
の
た
め
に

生
き
る
の
か
」
と
い
う
、
進
路
に
迷
っ
て
い
た

十
七
歳
の
時
の
素
朴
な
疑
問
か
ら
始
ま
っ
た

と
覚
え
て
い
ま
す
。 

当
時
は
何
か
に
打
ち
込
み
た
い
と
い
う
気

持
ち
を
持
ち
な
が
ら
も
、
自
分
の
人
生
を
何
に

費
や
せ
ば
い
い
の
か
が
分
か
ら
ず
、
漠
然
と
し

白るる  

雲 

片 

片 



た
毎
日
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
寺
院
で
育
ち
、

大
学
に
進
学
し
、
本
山
に
安
居
し
て
か
ら
も
仏

に
背
を
向
け
て
ば
か
り
い
ま
し
た
。
そ
の
間
、

人
生
の
足
し
に
は
な
ら
な
い
か
と
思
い
、
他
の

哲
学
や
思
想
を
追
求
し
た
り
も
し
ま
し
た
。
し

か
し
結
局
頭
の
中
だ
け
が
大
き
く
な
り
、
そ
の

上
、
現
実
の
中
で
何
も
し
よ
う
と
し
な
い
自
分

を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
日
が
続
き
、
自
分
と
い

う
存
在
も
こ
の
世
界
自
体
も
何
の
意
味
も
な

い
の
で
は
な
い
か
と
何
度
も
結
論
付
け
よ
う

と
し
、
一
つ
も
解
決
策
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
充
実
感
が
な
い
の
を
他
人
の

責
任
に
し
、
批
判
的
に
な
り
、
厭
世
的
な
気
持

ち
が
強
く
な
る
一
方
で
し
た
が
、
た
ま
た
ま
仏

の
教
え
に
目
を
向
け
る
機
会
を
得
て
、
今
ま
で

の
自
分
は
間
違
っ
て
い
た
と
気
が
付
き
、
方
向

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
時
の
嬉

し
さ
は
今
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
し
、
艱
難
辛
苦
を

乗
り
越
え
て
現
代
に
教
え
を
伝
え
ら
れ
た
仏

祖
に
対
し
頭
の
下
が
る
思
い
を
禁
じ
得
ま
せ

ん
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
体
験
は
仏
教
を
信
仰
し
、

優
れ
た
教
え
だ
と
確
信
す
る
た
め
の
貴
重
な

素
地
と
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

--------
------

----
--------

------
---

 

脚
と
手
を
組
み
、
腰
骨
か
ら
頭
の
先
ま
で
真

っ
直
ぐ
に
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
上
半
身
の
骨

格
と
内
臓
の
位
置
、
神
経
の
伝
達
が
正
常
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
ジ
ッ
と
し
て
頭
脳

に
頼
る
の
を
し
ば
ら
く
放
棄
す
る
こ
と
が
人

間
に
と
っ
て
非
常
に
良
い
効
果
が
あ
る
と
釈

尊
は
発
見
さ
れ
た
よ
う
で
す
。 

坐
禅
の
最
中
、
考
え
事
を
し
た
り
、
色
々
な

思
い
が
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

人
間
に
は
自
分
で
も
気
付
か
な
い
深
層
心
理

等
が
あ
り
、
普
段
は
抑
圧
さ
れ
て
い
る
も
の
が

坐
禅
中
に
浮
き
上
が
り
解
放
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
よ
う
で
す
か
ら
、
積
極
的
に
は
考
え
事
を

せ
ず
、
浮
き
上
が
っ
て
き
た
も
の
は
気
に
せ
ず

放
っ
た
ら
か
し
に
す
る
の
が
望
ま
し
い
よ
う

で
す
。 

ま
た
、
無
念
・
無
想
と
い
っ
た
こ
と
を
目
標

に
し
た
り
、
坐
禅
中
に
呼
吸
の
数
を
数
え
る
の

は
釈
尊
の
教
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
実
際
に

や
っ
て
み
ま
し
た
が
重
要
な
こ
と
で
は
な
い

と
感
じ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
わ
ざ
と
目
を
細
め

た
り
意
識
的
に
呼
吸
を
整
え
よ
う
と
す
る
必

要
も
無
い
よ
う
で
す
。
目
は
普
通
に
開
く
の
が

好
ま
し
く
、
呼
吸
は
可
能
な
限
り
鼻
で
行
い
、

そ
れ
も
普
通
に
す
れ
ば
自
然
と
整
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
腹
式
呼
吸
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
説
が

あ
る
よ
う
で
す
が
、
釈
尊
は
そ
う
い
う
指
示
を

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
全
く
参
考
に
す
る
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
坐
禅
中
は
不
必
要
な
こ
と

を
一
切
や
ら
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。 

そ
し
て
最
も
重
要
な
の
は
正
し
い
姿
勢
を

維
持
で
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。 

-
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---
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-
---

--
-
--

-
 

釈
尊
は
二
千
数
百
年
も
前
の
方
で
す
し
、
道

元
禅
師
、
瑩
山
禅
師
で
す
ら
七
・
八
百
年
も
前

の
方
で
す
か
ら
、
坐
禅
が
骨
格
、
筋
肉
、
内
臓
、

神
経
系
等
に
ど
う
い
っ
た
影
響
を
及
ぼ
す
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
細
か
い
こ
と
は
御
存

じ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
坐
禅
と
い

う
行
為
が
人
体
、
延
い
て
は
生
活
全
体
に
非
常

に
良
い
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
当

然
ご
存
じ
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
を
確

信
さ
れ
釈
尊
を
信
奉
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ

必
死
に
伝
え
て
い
こ
う
と
さ
れ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。 

例
え
ば
坐
禅
中
、
ど
う
し
て
鼻
で
呼
吸
を
す

る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
の
か
と
言
い
ま

す
と
、
人
間
の
体
は
鼻
で
呼
吸
を
す
る
と
空
気

中
の
ホ
コ
リ
や
雑
菌
な
ど
の
多
く
が
自
然
に

「
ろ
過
」
さ
れ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
か
ら
で

す
。
逆
に
、
口
で
呼
吸
を
す
る
と
空
気
中
の
雑

菌
や
異
物
を
直
接
吸
い
込
む
こ
と
に
な
り
、
鼻

で
行
う
こ
と
と
比
較
し
て
人
体
へ
の
影
響
は

良
く
な
い
と
言
え
ま
す
。
勿
論
、
釈
尊
が
ホ
コ

リ
は
ま
だ
し
も
雑
菌
を
ど
う
こ
う
と
思
わ
れ

て
鼻
で
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&safe=off&ei=tWVqS_C2DZyG6AOp2aToBw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAYQBSgA&q=%E7%91%A9%E5%B1%B1%E7%B4%B9%E7%91%BE&spell=1


で
は
な
く
、
様
々
な
方
法
を
試
さ
れ
た
結
果
、

ど
う
も
鼻
で
呼
吸
を
し
た
方
が
好
ま
し
い
よ

う
だ
と
気
付
か
れ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。 

--------
------

----
--------

------
---

 

仏
教
の
大
原
則
に
「
性
相
不
二
」
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。「
性
」
は
「
精
神
・
心
・
魂
」

と
い
っ
た
見
え
な
い
部
分
、
そ
し
て
「
相
」
は

「
肉
体
・
外
見
」
と
い
っ
た
見
え
る
部
分
を
指

し
ま
す
。
「
不
二
」
は
「
二
つ
で
は
な
く
一
つ

で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
精
神
と
肉

体
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

生
活
の
上
で
は
便
宜
上
、
二
つ
に
分
け
て
い
ま

す
が
、
実
際
は
た
っ
た
一
つ
の
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
こ
の
世
の
実
態
で
す
。
そ
し
て
坐

禅
の
話
を
す
る
に
は
「
性
相
不
二
」
と
い
う
言

葉
が
と
て
も
役
立
ち
ま
す
。 

姿
勢
（
相
）
を
正
し
て
坐
る
と
、
肉
体
と
不

二
（
一
つ
）
で
あ
る
精
神
（
性
）
も
同
時
に
正

さ
れ
、
肉
体
が
正
常
に
な
り
、
精
神
が
正
常
に

な
り
、
判
断
が
正
常
に
な
り
（
智
慧
）、
現
実

を
正
し
く
捉
え
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

行
い
が
正
常
に
な
る
、
と
い
う
の
が
坐
禅
の
理

論
的
な
説
明
に
な
り
ま
す
。 

さ
ら
に
、
坐
禅
は
姿
勢
を
正
し
た
状
態
を
し

ば
ら
く
続
け
る
た
め
、
な
る
べ
く
毎
日
行
う
と

そ
の
姿
勢
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
筋
力

を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
普
段
、
前

向
き
に
姿
勢
が
崩
れ
る
人
は
背
筋
が
弱
っ
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
腹
筋
が
弱

い
と
腰
痛
に
繋
が
る
こ
と
が
あ
り
、
様
々
な
原

因
で
崩
れ
た
姿
勢
が
人
間
に
良
い
影
響
を
与

え
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
ま
す
。 

性
相
不
二
を
元
に
す
れ
ば
、
普
段
の
姿
勢

（
相
）
が
悪
け
れ
ば
、
精
神
・
心
・
魂
（
性
）

に
も
悪
い
影
響
が
あ
る
こ
と
は
自
明
の
理
で

す
。
延
い
て
は
感
情
の
起
伏
か
ら
行
動
の
細
部

に
わ
た
る
ま
で
影
響
が
あ
る
こ
と
は
十
分
に

有
り
得
ま
す
。
日
常
生
活
の
中
で
、
自
然
に
坐

禅
中
の
よ
う
な
姿
勢
で
テ
レ
ビ
を
見
た
り
考

え
事
を
し
た
り
食
事
を
摂
っ
た
り
し
て
い
る

人
は
ま
ず
い
ま
せ
ん
。
坐
禅
の
姿
勢
は
、
わ
ざ

わ
ざ
や
ら
な
け
れ
ば
成
り
え
な
い
、
偶
然
そ
の

姿
勢
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
類
の
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
坐
禅
は
自
分
の
意
思
で

時
間
を
設
け
て
場
所
を
確
保
し
て
や
ら
な
け

れ
ば
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。 た

だ
し
、
坐
禅
は
完
全
無
欠
の
聖
人
を
作
り

上
げ
る
方
法
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
坐
禅
を
毎

日
行
っ
た
と
し
て
も
物
忘
れ
や
失
敗
は
な
く

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は

人
間
の
正
常
な
あ
り
方
の
中
に
入
っ
て
い
ま

す
か
ら
・
・
・
。 

--------
------

----
--------

------
--
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歴
代
の
仏
祖
は
坐
禅
し
か
伝
え
て
お
ら
れ

な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
坐
禅
さ
え

し
て
お
け
ば
そ
れ
で
僧
侶
と
し
て
事
足
り
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
は
ご
周
知
の
通
り

で
す
。 

 

「
参
禅
は
身
心
脱
落
な
り
。
焼
香
、
礼
拝
、

念
仏
、
修
懺
、
看
経
を
用
い
ず
。
祗
管
に
打
坐

す
る
の
み
」
と
い
う
の
は
如
浄
禅
師
が
道
元
禅

師
に
仰
っ
た
言
葉
で
す
。
如
浄
禅
師
は
こ
こ
で
、

焼
香
、
礼
拝
、
念
仏
、
修
懺
、
看
経
を
し
て
は

い
け
な
い
、
や
る
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
を

仰
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
如
浄
禅
師
も
道
元
禅
師
も
焼
香
、
礼
拝
、

念
仏
、
修
懺
、
看
経
を
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

明
白
な
事
実
だ
か
ら
で
す
。
人
に
は
や
る
な
と

言
っ
て
お
い
て
自
分
た
ち
は
や
る
、
と
い
う
よ

う
な
方
々
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
の
部

分
は
、
釈
尊
と
同
じ
体
験
を
し
た
い
な
ら
坐
禅

を
最
も
優
先
的
に
行
い
な
さ
い
と
い
う
解
釈

が
適
切
で
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

焼
香
、
礼
拝
、
念
仏
、
修
懺
、
看
経
以
外
に

も
、
今
日
の
寺
院
で
は
様
々
な
こ
と
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
決
し
て
そ
れ
ら
を
行
っ
て
は
い

け
な
い
と
い
う
結
論
に
は
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
釈
尊
入
滅
後
、
時
代
と
場
所
を
経
る
に

従
っ
て
各
地
の
祖
師
方
が
仏
事
と
し
て
加
え

ら
れ
て
い
っ
た
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
で



す
か
ら
、
寺
院
を
運
営
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
、

宗
教
行
事
と
し
て
欠
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
る

も
の
は
各
人
の
判
断
で
行
わ
れ
る
の
が
好
ま

し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
し
、
坐

禅
が
一
番
手
っ
取
り
早
く
釈
尊
と
同
じ
体
験

を
す
る
最
も
正
統
な
仏
事
で
あ
る
こ
と
は
疑

う
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

--------
------

----
--------

------
--

 

坐
禅
を
行
い
正
常
化
さ
れ
た
自
分
は
、
あ
た

か
も
鐘
を
叩
い
た
後
に
音
声
が
響
い
て
し
ば

ら
く
余
韻
が
残
る
が
如
く
、
坐
禅
後
も
そ
の
効

果
が
し
ば
ら
く
続
き
ま
す
。
ま
た
、
鐘
の
音
が

時
間
の
経
過
と
共
に
消
え
て
い
く
こ
と
と
同

じ
く
、
坐
禅
と
坐
禅
の
間
隔
を
空
け
過
ぎ
る
と

そ
の
効
果
も
薄
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
同

時
に
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
何
時
間

も
続
け
て
坐
り
続
け
た
場
合
、
効
果
が
高
ま
る

ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
人
体
に
悪
影
響
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
長
く
て
も
せ
い
ぜ
い
四
十
分

程
で
一
度
立
ち
上
が
っ
た
方
が
宜
し
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
く
ら
毎
日
坐
っ
て
い

た
と
し
て
も
脚
を
組
ん
で
い
る
以
上
、
痺
れ
る

の
は
人
間
と
し
て
当
然
の
事
で
す
し
、
長
す
ぎ

る
と
体
が
硬
く
な
っ
て
苦
痛
を
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
す
。
慣
れ
た
人
で
も
苦
痛
と
感

じ
る
ほ
ど
長
く
坐
る
の
は
好
ま
し
い
と
は
言

え
ま
せ
ん
。 

--------
------

----
--------

------
--

-
 

 

坐
禅
に
つ
い
て
一
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
坐
禅
を
し
た
く
て
も
身
体
的
な
事
情

が
あ
っ
て
で
き
な
い
方
を
仏
は
度
外
視
し
て

い
る
の
か
、
と
い
う
も
の
で
す
。 

釈
尊
に
直
接
質
問
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で

き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
坐
禅
が
で
き
な
い
事

情
が
あ
る
人
は
、
ど
ん
な
方
法
で
も
良
い
し
、

で
き
る
だ
け
で
良
い
か
ら
坐
禅
を
す
る
者
を

助
け
れ
ば
宜
し
い
、
も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
は
、
誰
で
も
良
い
の
で
周
囲
の

人
が
そ
の
人
の
代
わ
り
に
、
坐
禅
を
す
る
者
を

助
け
れ
ば
宜
し
い
、
そ
れ
は
坐
禅
を
す
る
者
と

一
つ
に
な
っ
た
行
い
で
あ
り
、
仏
法
に
寄
与
す

る
尊
い
行
い
で
あ
る
」
、
と
仰
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
坐
禅
を
し
た
い
け
れ
ど
様
々
な

事
情
が
あ
っ
て
で
き
な
い
と
い
う
人
が
い
た

と
し
て
も
、
そ
の
方
は
、
人
と
人
と
の
繋
が
り

を
元
に
坐
禅
を
す
る
人
と
何
ら
か
の
関
わ
り

を
持
っ
て
仏
教
に
寄
与
し
、
坐
禅
を
せ
ず
と
も

釈
尊
の
薫
陶
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
す
。 

坐
禅
に
、
本
来
の
正
常
な
自
分
に
立
ち
返
る

と
い
う
効
果
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
好
ま

し
く
な
い
表
現
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

例
え
ば
犯
罪
を
起
こ
そ
う
と
思
え
ば
い
つ
で

も
起
こ
せ
る
よ
う
な
、
健
常
者
と
呼
ば
れ
る
よ

う
な
人
こ
そ
坐
禅
を
す
る
べ
き
で
す
。 

-
---

--
--

---
---

--
--

---
----

-
---

--
-
--

-
 

坐
禅
の
や
り
方
は
簡
単
で
す
し
長
く
て
も

一
回
三
十
分
前
後
で
十
分
で
す
か
ら
そ
れ
自

体
は
全
く
難
し
く
な
い
の
で
す
が
、
生
涯
に
亘

っ
て
毎
日
行
う
と
な
る
と
困
難
を
極
め
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
坐
禅
を
健
康
法
と
見
る
こ
と
も

で
き
ま
す
が
、
健
康
法
と
い
う
見
方
だ
け
で
果

た
し
て
毎
日
で
き
る
の
か
と
い
う
と
難
し
い

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
今
日
の
寺
院
状
況
で
す
と

家
族
が
い
る
場
合
、
そ
の
理
解
・
協
力
が
不
可

欠
な
場
合
が
有
り
得
ま
す
。
例
え
ば
小
さ
な
子

供
が
い
た
り
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
で

も
坐
禅
中
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

ど
な
た
に
で
も
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
坐
禅
に
限
ら
ず
身
体
や
環
境
に
応
じ
て

行
動
を
と
る
の
が
と
て
も
大
切
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

-
---

--
--

---
---

--
--

---
----

-
---

--
-
--

-
 
 
 
 

 

坐
禅
の
功
徳
は
筆
舌
に
尽
く
し
難
く
、
人
生

の
方
向
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
ほ
ど
の
深
遠

な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
と
明
言
で
き
ま
す
。

祖
師
方
が
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
伝

え
よ
う
と
さ
れ
た
の
か
と
研
鑽
す
る
こ
と
は

計
り
知
れ
な
い
価
値
が
あ
り
ま
す
し
、
一
度
し

か
な
い
人
生
の
非
常
に
有
意
義
な
過
ご
し
方

で
あ
る
と
信
じ
て
止
み
ま
せ
ん
。 

 


