
第
十
五
回 

 

香
き
ょ
う

厳
げ

ん

撃
げ

き

竹
ち

く 

今
回
は
香
厳
智
閑
禅
師
と
、
本
師
の
潙
山
霊

祐
禅
師
が
登
場
す
る
古
則
を
紹
介
致
し
ま
す
。 
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正
法
眼
蔵
三
百
則 

第
十
七
則 

『
鄧 と

う

州
し
ゅ
う

香
き
ょ
う

厳 げ
ん

寺 じ

襲
し
ゅ
う

燈 と
う

大 だ
い

師 し

、
其 そ

の

性
し
ょ
う

、
聡 そ

う

敏 び
ん

な
り
。
潙 い

山 さ
ん

の
会 え

下 か

に
在 あ

り
て
、
多 た

聞 も
ん

博 は
く

記 き

な
り
。
潙 い

山 さ
ん

、
一 い

ち

日 じ
つ

云 い
わ

く
、
汝

な
ん
じ

が
尋 よ

の

常 つ
ね

に
説 と

く

所
と
こ
ろ

は
、
尽

こ
と
ご
と

く
是 こ

れ

章
し
ょ
う

疏 じ
ょ

の
中 な

か

よ
り
記 き

持 じ

し

得 え

来 き
た

る
。
吾 わ

れ
、
今 い

ま

、

汝
な
ん
じ

に
問 と

わ
ん
、

汝
な
ん
じ

、

生
し
ょ
う

下 げ

し
て
嬰 え

い

児 じ

為 た

り
し
時 と

き

、
未 い

ま

だ
東 と

う

西 ざ
い

を
弁 べ

ん

ぜ
ず
。
此 こ

の
時 と

き

に
当 あ

た

っ
て
、
吾 わ

が
与 た

め
に
説 と

き

看 み

よ
。
師 し

、
下 あ

語 ご

し
並 な

ら

び
に
道 ど

う

理 り

を
説 と

く
に
併 な

ら

び
に
相 あ

い
契 か

な

わ
ず
。
又 ま

た
平 へ

い

生 ぜ
い

集 あ
つ

む
る

所
と
こ
ろ

の

文 も
ん

字 じ

に
於 お

い
て
尋 た

ず

ね
究 き

わ

む
る
に
、
総 す

べ
て
此 こ

れ

箇 こ

の
相 あ

い
契 か

な

う
時 じ

節 せ
つ

無 な

し
。

乃
す
な
わ

ち
歎 な

げ

き
悲 か

な

し

み
泣 な

き
、

諸
も
ろ
も
ろ

の
文 も

ん

字 じ

を
将 も

っ
て
、
火 ひ

を
以 も

っ

て
爇 ね

っ

却
き
ゃ
く

し
、
乃

す
な
わ

ち
云 い

わ

く
、
我 わ

れ
此 こ

の

生
し
ょ
う

に
敢 あ

え
て
禅 ぜ

ん

を
会 え

す
る
こ
と
を
望 の

ぞ

ま
じ
、
且 し

ば

ら
く
山 や

ま

に
入 い

り
て
修 し

ゅ

行
ぎ
ょ
う

せ
ん
。
便

す
な
わ

ち
武 ぶ

当 と
う

山 ざ
ん

に
入 い

り

て
、
忠

ち
ゅ
う

国 こ
く

師 し

の

旧
き
ゅ
う

庵 あ
ん

の
基 も

と

に
庵

い
お
り

を
卓 た

つ
。
一 い

ち

日 じ
つ

道 ど
う

路 ろ

を
併 へ

い

浄
じ
ょ
う

し
、
棄 き

礫 れ
き

、
竹 た

け

を
撃 う

っ
て
響 ひ

び

か

す
。
時 と

き

に
於 お

い
て
忽 こ

つ

然 ね
ん

と
し
て
大 だ

い

悟 ご

す
。
乃

す
な
わ

ち

頌 じ
ゅ

有 あ

り
て
云 い

わ

く
、
一 い

ち

撃 げ
き

所 し
ょ

知 ち

を
忘 ぼ

う

ず
、
更 さ

ら

に

自
お
の
ず

か
ら

修
し
ゅ
う

治 じ

せ
ず
、
動 ど

う

揺 よ
う

を
古 こ

路 ろ

に
揚 あ

げ
、
悄

し
ょ
う

然 ぜ
ん

の
機 き

に
堕 だ

せ
ず
、
処 し

ょ

処 し
ょ

に

縦
し
ょ
う

跡
じ
ゃ
く

無 な

し
、
声

し
ょ
う

色 し
き

の
外 ほ

か

の
威 い

い

儀 ぎ

、
諸 し

ょ

方 ほ
う

の
達 た

つ

道 ど
う

の
者 も

の

は
、
咸 み

な

上
じ
ょ
う

上
じ
ょ
う

の
機 き

と
言 い

う
べ
し
。
潙 い

山 さ
ん

、
聞 き

き
て
云 い

わ

く
、
此 こ

の
子 し

、
徹 て

っ

せ
り
。
』 
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現
代
語
訳
／
「
潙
」
は
潙
山
霊
祐
禅
師
、「
師
」

は
香
厳
智
閑
禅
師
。 

 

中
国
の
鄧
州
に
あ
る
香
厳
寺
の
住
職
だ
っ

た
香
厳
智
閑
禅
師
（
襲
燈
大
師
）
は
、
生
ま
れ

つ
き
人
の
話
を
聞
け
ば
す
ぐ
に
正
し
く
理
解

し
、
頭
の
働
き
が
非
常
に
優
秀
で
し
た
。
潙
山

霊
祐
禅
師
の
下
で
修
行
を
し
て
い
た
頃
の
話

で
す
が
、
と
て
も
勉
強
熱
心
で
、
い
ろ
ん
な
人

か
ら
教
え
を
聞
き
、
経
典
や
祖
録
に
精
通
し
て

い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
師
匠
の
潙
山
霊
祐
禅
師

が
香
厳
智
閑
禅
師
に
質
問
を
し
ま
し
た
。 

潙
「
お
前
が
常
日
頃
、
説
い
て
い
る
こ
と
は
、 

い
ず
れ
も
経
典
や
祖
録
な
ど
の
書
物
の

中
の
文
章
を
引
用
し
て
お
る
。
わ
し
は
今

か
ら
お
前
に
次
の
よ
う
な
質
問
を
し
て

み
た
い
。
お
前
が
生
ま
れ
て
す
ぐ
の
頃
は

東
も
西
も
分
か
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
前
が
そ
う
い
う
生
ま
れ
た
て
の
赤
ん

坊
で
、
本
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
字
を

知
ら
ず
、
言
葉
も
知
ら
な
い
状
況
で
あ
る

こ
と
を
想
定
し
た
上
で
、
仏
教
に
つ
い
て

白るる  

雲 

片 

片 



自
分
の
見
解
を
言
っ
て
み
ろ
。
」 

 
そ
こ
で
香
厳
智
閑
禅
師
は
い
ろ
ん
な
言
葉

を
述
べ
、
釈
尊
の
説
か
れ
た
道
理
を
説
明
し
ま

し
た
が
、
今
ま
で
本
を
読
ん
で
記
憶
し
た
こ
と

や
、
人
か
ら
聞
い
た
話
を
述
べ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
、
自
分
自
身
の
体
験
を
通
し
た
上
で

の
言
葉
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
潙
山
霊
祐

禅
師
か
ら
認
め
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
こ
で
、
日
頃
か
ら
集
め
て
い
た
本
を
開
い

て
文
字
を
追
い
ま
し
た
が
、
師
匠
の
質
問
に
ピ

ッ
タ
リ
適
合
す
る
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

香
厳
智
閑
禅
師
は
非
常
に
落
胆
し
、
自
分
の

未
熟
さ
を
悲
し
み
泣
き
、
集
め
た
本
を
全
て
焼

き
払
い
、
そ
こ
で
言
い
ま
し
た
。 

師
「
こ
の
生
涯
で
釈
尊
の
教
え
を
つ
か
む
こ
と 

を
望
む
の
は
や
め
て
、
し
ば
ら
く
山
の
中

に
入
っ
て
修
行
を
し
よ
う
。」 

 

そ
う
決
心
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
武
当
山
と
い

う
山
に
入
り
、
昔
、
南
陽
慧
忠
禅
師
が
住
ん
で

い
た
粗
末
な
建
物
の
跡
地
に
小
屋
を
建
て
て

生
活
を
始
め
ま
し
た
。 

 

あ
る
日
、
道
を
箒
で
掃
い
て
い
た
所
、
箒
に

当
た
っ
て
飛
ん
だ
小
石
が
竹
に
当
た
り
、「
コ

ツ
ン
」
と
音
が
鳴
り
ま
し
た
。
香
厳
智
閑
禅
師

は
そ
の
音
を
聞
い
た
時
、
ハ
ッ
と
気
が
つ
き
、

釈
尊
の
教
え
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と

い
う
事
を
、
体
験
を
通
し
て
自
分
の
も
の
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
詩
を
つ
く
り
、

潙
山
霊
祐
禅
師
に
献
上
し
ま
し
た
。 

箒
で
掃
い
た
小
石
が
竹
に
当
た
っ
た
音
を

聞
き
、
今
ま
で
の
意
識
を
全
て
忘
れ
去
る
こ
と

が
で
き
た
。 

更
に
自
分
で
自
分
を
縛
り
つ
け
る
こ
と
を

し
な
く
て
済
む
よ
う
に
な
っ
た
。 

動
作
が
祖
師
と
同
じ
よ
う
な
状
態
に
達
し
、

し
ょ
ん
ぼ
り
と
す
る
機
会
が
な
く
な
っ
た
。 

日
常
、
自
由
自
在
に
行
動
す
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
後
に
後
悔
や
反
省
が
残
る
よ
う
な
、
わ
だ

か
ま
り
が
な
く
な
っ
た
。 

耳
や
目
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
と
は
違
う
、

表
現
で
き
な
い
よ
う
な
威
厳
の
あ
る
状
態
が

具
わ
っ
た
。 

あ
ち
こ
ち
に
い
る
仏
道
の
達
人
た
ち
は
皆
、

私
の
こ
と
を
こ
の
上
な
く
優
れ
た
素
質
の
者

だ
と
褒
め
る
だ
ろ
う
。 

そ
の
詩
を
伝
え
聞
い
た
潙
山
霊
祐
禅
師
は

言
い
ま
し
た
。 

潙
「
あ
い
つ
は
釈
尊
の
教
え
を
つ
か
ん
だ
」 

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

--
----

--------
------
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こ
の
古
則
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
仏

教
の
知
識
が
あ
る
と
か
頭
の
回
転
が
優
れ
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
仏
道
に
関
し
て
優
れ

て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

頭
が
良
く
て
勉
強
が
で
き
る
人
は
自
分
の
頭

の
良
さ
に
頼
っ
て
し
ま
い
、
身
体
を
使
っ
た

体
験
と
い
う
も
の
を
疎
か
に
し
や
す
い
と
言

え
ま
す
。
ま
た
、
体
験
を
通
し
た
事
実
よ
り

も
、
頭
の
中
の
理
屈
に
拘
泥
す
る
事
も
あ
り

え
ま
す
。
香
厳
智
閑
禅
師
は
生
ま
れ
つ
き
頭

脳
が
優
れ
て
い
た
と
い
う
点
か
ら
も
、
恐
ら

く
経
典
や
祖
録
を
読
む
こ
と
が
お
好
き
だ
っ

た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
が
勉

強
し
て
知
っ
た
事
を
い
ろ
ん
な
人
に
話
し
て

い
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
の
様
子
を
知
っ
て
い

た
師
匠
の
潙
山
霊
祐
禅
師
が
、
香
厳
智
閑
禅

師
に
も
う
一
歩
前
へ
進
ん
で
欲
し
い
と
い
う

思
い
か
ら
、
香
厳
智
閑
禅
師
が
行
き
詰
ま
る

よ
う
な
質
問
を
わ
ざ
と
し
た
ん
だ
と
思
い
ま

す
。 小

石
が
竹
に
当
た
っ
た
音
を
聞
い
て
、
な

ぜ
気
が
つ
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
を
は
っ

き
り
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
香
厳
智
閑
禅
師

は
日
頃
か
ら
人
一
倍
、
経
典
や
祖
録
に
目
を

通
し
、
祖
師
の
言
動
を
よ
く
知
っ
て
い
た
は

ず
で
す
の
で
、
す
で
に
か
な
り
高
い
思
想
水

準
を
有
し
て
お
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、

ま
た
潙
山
霊
祐
禅
師
と
い
う
稀
代
の
禅
匠
の

下
で
修
行
さ
れ
、
日
々
坐
禅
を
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
、
悄
然
と
し
な
が
ら
も
求
道
の



火
は
消
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
実
際
に
目

の
前
で
起
き
た
、
小
石
が
竹
に
当
た
っ
て
音

が
鳴
る
と
い
う
何
気
な
い
事
実
こ
そ
が
自
分

が
生
き
る
世
界
の
実
体
で
あ
り
、
自
分
も
そ

の
実
体
そ
の
も
の
で
あ
り
、
間
違
っ
て
も
頭

脳
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う

事
実
に
気
が
つ
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 

私
は
、
香
厳
智
閑
禅
師
が
素
直
に
自
分
の

力
量
の
無
さ
を
悲
し
み
、
受
け
入
れ
た
そ
の

態
度
こ
そ
が
実
に
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
蓄
え
て
そ
れ

な
り
に
自
信
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、

悔
し
く
歯
痒
い
思
い
を
さ
れ
た
の
に
も
関
わ

ら
ず
、
投
げ
や
り
に
な
ら
ず
こ
う
い
っ
た
事

跡
を
残
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
非
常
な
尊
敬

の
念
を
抱
き
ま
す
。 

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

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

------
---

 

こ
の
古
則
を
読
ん
だ
時
に
、
一
つ
の
話
を

思
い
出
し
ま
し
た
。 

昔
、
鳥
窠
禅
師
（
鳥
の
巣
禅
師
）
と
呼
ば

れ
た
道
林
禅
師
と
い
う
唐
代
の
祖
師
が
い
ま

し
た
。
こ
の
方
は
鳥
の
巣
の
よ
う
に
生
い
茂

っ
た
大
き
な
松
の
枝
の
上
を
好
ん
で
坐
禅
を

し
て
い
た
こ
と
か
ら
右
の
名
称
で
呼
ば
れ
た

そ
う
で
す
。 

当
時
の
有
名
な
詩
人
で
あ
る
白
居
易
（
白

楽
天
）
が
道
林
禅
師
の
噂
を
聞
い
て
訪
ね
た

そ
う
で
す
。
そ
こ
で
白
居
易
が
道
林
禅
師
に

質
問
を
し
て
い
ま
す
。 

白
「
釈
尊
の
教
え
の
大
意
は
何
で
し
ょ
う
か
」 

林
「
諸
悪
莫
作
（
悪
い
事
を
し
な
い
）、
衆
善 

奉
行
（
善
い
こ
と
を
す
る
）
だ
」 

白
「
そ
ん
な
こ
と
は
三
歳
の
子
供
だ
っ
て
知
っ 

て
い
ま
す
よ
」 

林
「
三
歳
の
子
供
で
も
知
っ
て
い
る
か
も
し
れ 

ん
が
、
八
十
歲
の
老
人
に
な
っ
て
も
な
か

な
か
で
き
ん
じ
ゃ
な
い
か
」 

 

白
居
易
は
道
林
禅
師
の
言
葉
に
感
嘆
し
て

礼
拝
し
、
以
後
、
度
々
参
禅
し
た
そ
う
で
す
。 

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

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

------
--
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道
林
禅
師
の
最
初
の
答
え
は
「
諸
悪
莫
作
、

衆
善
奉
行
、
自
浄
其
意
、
是
諸
仏
教
」
と
い
う

七
仏
通
誡
偈
と
呼
ば
れ
る
偈
文
の
前
半
部
分

で
あ
り
、
毘
婆
尸
仏
大
和
尚
を
初
め
と
す
る
過

去
七
仏
全
員
が
一
貫
し
て
説
い
た
と
い
わ
れ

る
も
の
で
す
。
和
訳
す
る
と
「
も
ろ
も
ろ
の
悪

い
事
を
せ
ず
、
も
ろ
も
ろ
の
善
い
こ
と
を
す
る
、

自
ら
其
の
意
（
こ
こ
ろ
）
を
浄
く
す
る
、
是
れ

が
も
ろ
も
ろ
の
仏
の
教
え
な
り
」
で
す
。 

道
林
禅
師
の
最
初
の
答
え
に
対
し
て
白
居

易
は
、
和
尚
さ
ん
、
も
う
ち
ょ
っ
と
マ
シ
な
事

を
言
っ
て
く
れ
と
言
い
返
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
対
す
る
道
林
禅
師
の
切
り
返
し
が
強
烈
で

す
。
こ
の
道
林
禅
師
の
答
え
に
、
仏
教
の
重
大

な
部
分
が
説
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

道
林
禅
師
は
、
知
っ
て
い
る
と
か
何
か
を
言

え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
ま
だ
中
途
半
端

だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
い

ま
す
と
、
釈
尊
は
理
論
を
残
さ
れ
ま
し
た
が
、

理
論
は
道
案
内
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
内

容
か
ら
す
る
と
、
結
局
は
人
間
の
行
動
、
動
作

に
焦
点
を
当
て
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
す
。 

私
た
ち
は
、
頭
で
何
か
を
理
解
し
た
時
点
で
、

自
分
は
何
か
を
成
し
遂
げ
た
と
錯
覚
し
て
い

ま
す
。
議
論
で
人
を
言
い
負
か
し
た
時
、
自
分

の
演
説
に
人
が
酔
い
し
れ
た
時
、
自
分
に
実
力

が
あ
る
と
錯
覚
し
て
い
ま
す
。
社
会
の
中
で
は
、

知
識
の
あ
る
人
や
弁
舌
の
得
意
な
人
は
優
れ

た
人
物
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

と
思
い
ま
す
。
学
生
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
学
力
が

高
い
こ
と
が
望
ま
れ
、
学
力
が
高
け
れ
ば
優
秀

な
生
徒
だ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
学
校
の
教
科

書
の
内
容
を
頭
脳
で
理
解
し
た
時
点
で
、
自
分

に
は
何
ら
か
の
正
し
い
面
が
あ
る
と
錯
覚
を

起
こ
し
て
い
ま
す
。
た
だ
単
に
、
自
分
の
頭
脳

の
中
で
解
釈
を
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
人

間
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
は
全
く
関
係
が

な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
で
す
。
釈
尊
の
教
え
は
、



こ
う
い
う
人
間
特
有
の
錯
覚
を
叩
き
壊
す
よ

う
な
優
れ
た
教
え
で
す
。
道
林
禅
師
は
、
人
間

が
陥
り
や
す
い
そ
の
落
と
し
穴
を
見
事
に
言

い
当
て
て
お
ら
れ
ま
す
。 

釈
尊
の
教
え
は
頭
脳
に
お
け
る
理
解
に
留

ま
る
事
を
大
変
嫌
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

感
じ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
や
や
こ
し
い
こ
と

に
、
頭
脳
に
お
け
る
理
解
に
も
一
定
の
価
値

は
置
い
て
い
る
と
も
感
じ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
理
論
と
実
践
の
両
方
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
教
え
は
大
別
し
て
、「
や
る
」
と
い
う
行

動
が
あ
り
、「
や
ら
な
い
で
お
く
」
と
い
う
行

動
が
あ
り
ま
す
。 

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

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

------
---

 

 

私
た
ち
が
頭
の
中
で
分
か
っ
て
い
る
こ
と

と
私
た
ち
の
行
動
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
関

わ
り
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
、

釈
尊
の
教
え
全
て
を
頭
脳
に
打
ち
込
ん
で
記

憶
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
行
動
に
出
せ
る
か

出
せ
な
い
か
は
別
問
題
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

ど
う
し
た
ら
行
動
に
出
せ
る
の
か
が
問
題
に

な
っ
て
き
ま
す
。 

祖
師
の
教
え
を
拝
見
す
る
と
、
仏
教
は
坐
禅

を
実
践
す
る
こ
と
を
前
提
に
成
り
立
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。
坐
禅
を
し
て
身
心
を
均
衡
の
取

れ
た
状
態
に
す
る
こ
と
で
、
頭
で
い
く
ら
分
か

っ
て
い
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
を
、
自
然
と
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
頭
で
考
え
て
か

ら
「
諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉
行
」
を
や
る
の
で
は

な
く
、
感
覚
的
に
、
や
る
べ
き
こ
と
と
や
ら
な

い
で
お
く
べ
き
こ
と
の
判
断
が
つ
く
よ
う
に

な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
考
え
る
と

か
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
や
、
分
か
る
と
か
分

か
ら
な
い
と
い
う
水
準
を
遙
か
に
超
越
し
て

い
ま
す
。 

十
六
条
戒
は
坐
禅
を
し
な
け
れ
ば
守
れ
な

い
と
思
い
ま
す
。
坐
禅
を
し
て
い
て
も
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
破
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
し
な
か
っ

た
ら
も
っ
と
破
り
そ
う
で
す
。
ま
た
、
八
正
道

な
ど
は
坐
禅
の
上
に
成
立
が
可
能
な
教
え
で

あ
り
、
例
え
ば
正
見
や
正
思
惟
な
ど
は
坐
禅
を

す
る
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。 頭

脳
が
優
秀
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
要

領
が
良
く
て
も
悪
く
て
も
、
正
し
く
坐
禅
を
す

れ
ば
、
本
人
が
気
付
く
か
気
付
か
な
い
か
は
関 

係
な
く
、
祖
師
と
同
じ
身
心
に
な
り
、
祖
師
と 

     

同
じ
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、

坐
禅
を
す
る
目
的
と
し
て
は
、
単
純
に
、
釈
尊

の
教
え
が
知
り
た
い
、
遺
し
た
い
と
い
う
思
い

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が

な
け
れ
ば
長
続
き
し
な
い
か
ら
で
す
。
ま
た
、

祖
師
の
言
わ
れ
る
通
り
、
坐
禅
は
自
分
だ
け
の

た
め
で
な
く
、
他
者
、
環
境
へ
の
回
向
（
回
転

趣
向
）
に
な
る
こ
と
も
、
坐
禅
を
続
け
る
立
派

な
理
由
に
な
り
そ
う
で
す
。
た
だ
、
坐
禅
さ
え

や
れ
ば
全
く
間
違
え
な
い
人
間
が
育
つ
か
と

い
う
と
、
や
っ
ぱ
り
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、

坐
禅
を
毎
日
し
て
い
た
と
し
て
も
、
人
間
か
ら

か
け
離
れ
た
存
在
に
な
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、

余
計
な
事
や
失
敗
を
す
る
時
は
そ
れ
な
り
に

や
る
よ
う
で
す
。 

 

時
代
が
移
っ
て
古
則
の
中
の
環
境
と
は
随

分
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
仏
教
が
普
遍
の

教
え
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
思
え
る
逸
話

だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。 
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