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は
じ
め
に

こ
こ
に
は
禅
に
少
し
で
も
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
私
が
「
面
白
い
」
と
感
じ
た
禅

者
の
話
を
拾
い
あ
つ
め
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
話
に
対
し
て
自
由
に
コ
メ
ン
ト

を
付
け
加
え
て
み
ま
し
た
。

た
だ
し
、
い
ま
「
面
白
い
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
た
だ
の
面
白
さ
を
言
う
の
で
は

な
く
、
そ
こ
に
智
慧
の
輝
き
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
て
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
隠
れ
た
知
性

を
刺
激
す
る
、
そ
う
い
う
「
面
白
さ
」
を
言
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
禅
者
の
言
葉
や
行
動
は
「
悟
り
の
智
慧
（
般
若
）」
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
智
慧
は
吹す

い

毛も
う

剣け
ん

に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。
吹
毛
剣
と
言
い
ま
す
の
は
、
毛
を
吹
き

か
け
ま
す
と
毛
が
切
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
鋭
い
名
剣
の
こ
と
で
す
。
で
す
の
で
、
ぞ
ん
ざ
い
に

扱
い
ま
す
と
大
怪
我
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
な
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
取
り
扱
い
に
は

注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
取
扱
書
（
コ
メ
ン
ト
）
の
必
要
な
わ
け
が
こ
こ
に
も
あ

り
ま
す
。

禅
者
の
言
行
は
そ
う
い
う
危
険
性
を
含
ん
で
い
ま
す
の
で
、
ま
た
「
毒
」
に
も
た
と
え
る

はじめに



ii

こ
と
が
で
き
ま
す
。
毒
も
薬
に
な
り
ま
す
が
、そ
れ
に
は
や
は
り
し
っ
か
り
し
た
処
方
箋（
コ

メ
ン
ト
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
私
の
コ
メ
ン
ト
が
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
役
立
ち
、
生
き

た
真
正
の
禅
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く
手
引
き
と
な
れ
ば
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

な
お
各
話
の
冒
頭
や
本
文
で
引
用
し
ま
し
た
文
章
は
出
典
を
記
し
て
は
い
ま
す
が
、
読
者

の
便
を
考
え
て
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
原
文
を
訓
読
・
意
訳
し
た
り
、
概
要
に
と
ど
め

た
り
し
、
必
ず
し
も
原
文
通
り
で
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
ま
す
。

本
書
の
出
版
に
際
し
、
禅
文
化
研
究
所
主
幹
の
西
村
惠
学
氏
に
い
ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
年
四
月

北
野　

大
雲
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《毒語》第三話　まだ娘を抱いているのか（坦山）

第
三
話　

ま
だ
娘
を
抱
い
て
い
る
の
か
（坦
山
）

坦た
ん

山ざ
ん

、
壮
年
の
こ
ろ
同
参
の
僧
と
い
っ
し
ょ
に
行
脚
し
て
い
た
と
き
、
ひ
ど
く

ぬ
か
る
ん
だ
泥
道
に
さ
し
か
か
っ
た
。
折
り
し
も
向
こ
う
か
ら
年
の
こ
ろ
十
六

歳
く
ら
い
の
娘
が
や
っ
て
き
た
が
、
道
が
狭
く
て
両
方
す
れ
違
う
に
も
す
れ
違

う
こ
と
が
で
き
ず
困
惑
し
た
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
坦
山
は
気
の
毒
に

思
い
、
い
き
な
り
娘
を
抱
い
て
ぬ
か
る
ん
で
い
な
い
道
の
方
に
運
ん
で
や
っ
た
。

同
道
の
僧
は
厳
格
で
方
正
な
人
物
で
あ
っ
た
の
で
、
坦
山
の
そ
の
行
為
を
眉
を

ひ
そ
め
て
見
て
い
た
が
、
少
し
行
っ
た
と
こ
ろ
で
立
ち
止
ま
っ
て
言
っ
た
。「
女

人
に
手
を
触
れ
る
と
は
、
甚
だ
僧
の
面
目
に
か
か
わ
る
こ
と
じ
ゃ
。
以
後
は
少

し
慎
む
が
よ
か
ろ
う
」。
す
る
と
、
坦
山
か
ら
か
ら
と
笑
っ
て
い
わ
く
、「
お
前

さ
ん
は
ま
だ
あ
の
娘
を
抱
い
て
い
る
の
か
ね
」
と
。
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（
原
坦
山
『
原
坦
山
和
尚
全
集
』）

こ
こ
に
出
て
く
る
原は

ら

坦た
ん

山ざ
ん

和
尚
（
一
八
一
九
―
一
八
九
二
）
は
曹
洞
宗
の
学
僧
で
、
豪
僧

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
後
期
か
ら
明
治
の
中
頃
ま
で
活
躍
し
ま
し
た
。

若
く
し
て
漢
学
を
学
び
、
昌

し
ょ
う

平へ
い

黌こ
う

（
湯
島
に
あ
っ
た
幕
府
の
直
轄
学
校
）
で
朱
子
学
と
医
学
を

修
め
ま
し
た
。
儒
者
と
し
て
出
発
し
た
坦
山
は
、
最
初
は
口
を
き
わ
め
て
仏
教
を
罵
り
排
撃

し
ま
し
た
。
が
、
あ
る
時
に
禅
僧
と
論
争
し
て
敗
れ
、
禅
門
に
下
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

坦
山
の
豪
傑
話

坦
山
が
ま
だ
昌
平
黌
に
通
っ
て
い
た
頃
の
話
を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
坦
山
は

そ
の
頃
、
あ
る
女
性
と
親
し
く
な
り
、
将
来
結
婚
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
そ
の
女
性
が
浮
気
を
し
て
約
束
を
破
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。坦
山
の
怒
り
は
収
ま
ら
ず
、

女
を
殺
す
つ
も
り
で
そ
の
家
に
押
し
か
け
た
の
で
す
が
、
あ
い
に
く
女
は
留
守
で
し
た
。
部

屋
の
中
で
待
つ
こ
と
数
時
間
、
暇
つ
ぶ
し
に
た
ま
た
ま
机
の
上
に
あ
っ
た
本
を
手
に
と
っ
て

み
る
と
、
そ
こ
に
女
色
を
戒
め
る
語
を
発
見
。
そ
れ
を
見
て
坦
山
は
猛
然
と
反
省
し
、
二
度
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《毒語》第三話　まだ娘を抱いているのか（坦山）

と
女
の
家
に
は
近
づ
か
な
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

禅
僧
と
の
論
争
に
敗
れ
た
坦
山
は
や
が
て
出
家
を
し
て
、
京
都
で
本
格
的
な
修
行
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
生
活
ぶ
り
は
、
自
ら
の
庵
を
「
蝸か

廬ろ

（
蝸
か
た
つ
む
りの
殻
の
よ
う
な
小
さ
い

家
の
意
）」
と
呼
び
、
自
ら
を
「
狂

き
ょ
う

翁お
う

」
と
称
し
た
と
こ
ろ
に
も
窺
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
住

ま
い
は
「
方
六
尺
（
四
方
六
尺
）
の
車
上
に
わ
ず
か
に
雨
露
を
凌し

の

ぐ
べ
き
蓋ふ

た

を
設
け
」
た
だ

け
の
貧
し
い
も
の
で
あ
り
、性
格
は
「
磊ら

い

落ら
く

に
し
て
、眼
中
、権け

ん

貴き

な
し
（
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
で
、

心
中
に
偉
ぶ
っ
た
と
こ
ろ
な
し
）」
で
、仏
道
に
関
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、た
と
え
関
白
で
あ
っ

て
も
相
手
を
罵
倒
す
る
勢
い
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
ん
な
こ
と
で
到
底
京
都
に
居
れ
な
く
な
っ
た
坦
山
は
、
や
が
て
江
戸
に
帰
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
江
戸
に
帰
っ
て
も
生
活
の
当
て
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
浅
草
の
小

さ
な
小
屋
で
八は

っ

卦け

見み

の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
、
な
ん
と
か
糊
口
を
凌
い
で
い
ま
し
た
。
そ
ん

な
坦
山
を
見
い
だ
し
た
の
は
東
京
帝
国
大
学
の
初
代
総
長
と
な
っ
た
加
藤
弘
之
博
士
で
し

た
。
お
蔭
で
坦
山
は
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
帝
国
大
学
で
は
じ
め
て
の
印
度
哲
学

の
講
師
に
任
命
さ
れ
て
仏
典
を
講
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
縁
で
加
藤
の
葬

儀
の
際
に
は
導
師
を
務
め
ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
法
話
は
す
べ
て
の
列
席
者
の
度
肝
を
抜
く
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よ
う
な
も
の
で
し
た
。
坦
山
、
く
る
り
と
列
席
者
の
方
に
振
り
向
く
や
、
雷
の
ご
と
き
大
声

で
「
お
前
ら
も
死
ぬ
ぞ
！
」。

不ふ

淫い
ん

欲よ
く

戒か
い

と
執
着
心

娘
を
助
け
た
先
の
話
は
、坦
山
が
雲
水
と
し
て
ま
だ
修
行
中
で
あ
っ
た
と
き
の
も
の
で
す
。

し
か
し
、
壮
年
の
雲
水
に
し
て
、
あ
の
よ
う
に
カ
ラ
カ
ラ
笑
い
な
が
ら
相
手
を
ギ
ャ
フ
ン
と

言
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
坦
山
の
道
力
は
す
で
に
相
当
の
も
の
で
あ
っ
た

と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
話
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
で
す
。
一
つ
は
禅
の
戒
律
の
問
題
、
も
う
一
つ
は
執
着
心

の
問
題
で
す
。
ま
ず
問
題
に
な
り
ま
す
の
は
、
同
行
の
僧
の
禅
の
戒
（
こ
こ
で
は
不
淫
欲
戒
）

に
対
す
る
理
解
の
浅
さ
で
す
。
そ
の
僧
は
坦
山
が
娘
を
抱
い
て
運
ん
だ
の
を
見
て
、
坦
山
が

不
淫
欲
戒
を
犯
し
た
と
考
え
た
の
で
し
た
。
し
か
し
、
坦
山
は
娘
を
気
の
毒
に
思
っ
て
止
む

に
止
ま
れ
ず
、
無
我
夢
中
で
娘
を
抱
き
助
け
た
の
で
し
た
。
つ
ま
り
無
心
で
娘
を
抱
き
助
け

た
の
で
し
た
。
無
心
で
す
か
ら
、
そ
の
時
は
「
抱
い
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

う
で
あ
る
以
上
、
不
淫
欲
戒
を
犯
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。（
禅
の
戒
に
つ
い
て
は
第
一
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《毒語》第三話　まだ娘を抱いているのか（坦山）

六
話
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

坦
山
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

ど
う
し
て
言
え
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ

れ
は
坦
山
が
同
行
の
僧
に
非
難
さ
れ
て
、

「
お
前
さ
ん
は
ま
だ
あ
の
娘
を
抱
い
て
い

る
の
か
ね
」
と
答
え
た
そ
の
答
え
の
中
に

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
無
心
の
行

為
は
そ
れ
き
り
の
行
為
と
し
て
、
そ
の
蹤

し
ょ
う

跡せ
き

（
痕
跡
）
を
後
に
残
す
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
意
味
で
、
坦
山
に
は
先
行
の

事
柄
に
関
し
て
何
の
執
着
心
（
囚
わ
れ
の

心
）
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
坦
山
は
娘
を

抱
き
助
け
た
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い

ま
し
た
。「
お
前
さ
ん
は
ま
だ
あ
の
娘
を

抱
い
て
い
る
の
か
ね
」
と
言
っ
た
坦
山
の



16

答
え
に
は
、「
お
れ
は
す
っ
か
り
あ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
よ
」
と
い
う
口
吻
を
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

あ
の
僧
は
偉
そ
う
に
坦
山
に
説
教
し
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
坦
山
か
ら
逆
襲
さ
れ
て
、
端

無
く
も
坦
山
の
し
た
行
為
に
対
す
る
囚
わ
れ
の
心
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
は
結
局
、
僧
が
無
心
に
徹
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
ま
す
。
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第
五
話　

そ
れ
、
ち
ゃ
ん
と
手
が
つ
け
ら
れ
る
じ
ゃ
な
い
か
（正
受
）

正し
ょ
う

受じ
ゅ

老
人
い
わ
く
、「
趙
じ
ょ
う

州し
ゅ
うの
無
を
ど
う
見
た
か
」。
白
隠
、「
無
の
ど
こ
に
手

が
つ
け
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
」。
す
る
と
、
老
人
は
指
で
白
隠
の
鼻
を
し
た
た
か
ね

じ
り
あ
げ
て
、「
そ
れ
、
ち
ゃ
ん
と
手
が
つ
け
ら
れ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
や
り

か
え
し
た
。

（
白
隠
慧
鶴
『
遠
羅
天
釜
』）

正
受
老
人
と
白
隠
禅
師

正
受
老
人
と
は
道ど

う

鏡き
ょ
う

慧え

端た
ん

禅
師
（
一
六
四
二
―
一
七
二
一
）
の
こ
と
で
、
信
州
飯
山
に
草

庵
を
結
ん
で
正
受
庵
と
号
し
た
こ
と
か
ら
正
受
老
人
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
臨
済
宗

の
中
興
の
祖
と
目
さ
れ
る
白は

く

隠い
ん

慧え

鶴か
く

禅
師
の
お
師
匠
さ
ん
に
当
た
り
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
い
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《毒語》第五話　それ、ちゃんと手がつけられるじゃないか（正受）

る
話
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
。
白
隠
二
十
四
歳
の
時
の
こ
と
で
す
。
あ
る

晩
、
夜
坐
を
し
て
い
た
折
り
に
遠
く
か
ら
鐘
の
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
白
隠
は
こ
れ
を

聞
い
て
大
悟
し
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、「
二
三
百
年
来
、
自
分
の
よ
う
に
痛
快
な
悟
り
を

開
い
た
も
の
は
あ
る
ま
い
」、
ひ
そ
か
に
そ
う
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
こ
と
を
確
か

め
る
た
め
に
自
信
満
々
で
、
正
受
老
人
の
い
る
飯
山
に
で
か
け
て
行
き
ま
し
た
。
上
掲
の
正

受
老
人
と
白
隠
の
問
答
は
そ
の
時
の
も
の
で
す
。「
趙
州
の
無
（
趙
州
無
字
）」
と
い
い
ま
す

の
は
、
趙

じ
ょ
う

州し
ゅ
う

従じ
ゅ
う

諗し
ん

禅
師
（
七
七
八
―
八
九
七
）
が
、「
犬
に
仏ぶ

っ

性し
ょ
うが

あ
り
ま
す
か
」
と
い
う

僧
の
問
い
に
対
し
て
「
無
」
と
答
え
た
、
そ
の
「
無
」
の
こ
と
で
す
（『
無む

門も
ん

関か
ん

』
第
一
則
）。

禅
は
理
屈
で
は
な
い

正
受
老
人
の
問
い
は
、「
お
前
さ
ん
が
ほ
ん
と
う
に
悟
っ
た
と
言
う
の
な
ら
、
趙
州
の
無

を
ど
う
体
得
し
た
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
見
せ
て
く
れ
」
と
言
う
の
で
す
。
そ
れ

に
対
す
る
白
隠
の
答
え
が
「
無
の
ど
こ
に
手
が
つ
け
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
」
で
し
た
。「
無
」

は
「
何
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
理
屈
と
し
て
は
白
隠
の
言
う
通
り
で
あ
る
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
理
屈
を
弄

も
て
あ
そぶ
こ
と
は
禅
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
禅
は
生
命
の
具
体
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《毒語》第五話　それ、ちゃんと手がつけられるじゃないか（正受）

的
な
発は

つ

露ろ

で
す
。
白
隠
は
自
分
の
体
得
し
た
「
無
」
を
理
（
屈
）
と
し
て
で
は
な
く
、事
（
実
）

と
し
て
提
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
点
で
、
白
隠
の
「
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
」

と
い
う
答
え
は
理
（
論
）
に
よ
り
か
か
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
正
受
老
人
は
白
隠
の
そ

の
答
え
を
奪
い
、
無
心
で
相
手
の
鼻
を
し
た
た
か
ね
じ
り
あ
げ
る
と
い
う
し
か
た
で
、
無
を

具
体
化
し
て
み
せ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
を
正
受
老
人
は
、「
そ
れ
、
ち
ゃ
ん
と
手
が
つ
け
ら

れ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。

東
洋
的
無
の
特
色

禅
あ
る
い
は
大
乗
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
無
は
、「
虚こ

無む

の
会え

を
な
す
こ
と
な
か
れ
、
有う

無む

の
会
を
な
す
こ
と
な
か
れ
」（『
無
門
関
』
第
一
則
）
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
虚
無
で
も
な
け
れ
ば
、
有
に
対
す
る
無
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
理
屈
で
は
な
い
真

の
智
慧
（
般
若
）
の
は
た
ら
き
を
伴
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
積
極
的
な
無
、
充
実
し
た
無
で

す
。
抱ほ

う

石せ
き

庵あ
ん・

久ひ
さ

松ま
つ

真し
ん

一い
ち

居
士
（
一
八
八
九
―
一
九
八
〇
）
は
そ
れ
を
「
能
動
的
無
」
と
呼
び
、

東
洋
に
特
徴
的
な
こ
の
無
を
「
東
洋
的
無
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。（
久
松
真
一
に
つ
い
て
は
第

一
二
話
も
参
照
）。
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東
洋
的
無
の
特
色
は
無
が
は
た
ら
き
と
な
っ
て
現
出
し
て
く
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
生
命

の
躍
動
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
禅
は
、
先
の
白
隠
の
よ
う
に
ま
だ
無
の
空
洞
か
ら
完

全
に
は
抜
け
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
対
し
て
は
、「
無
を
つ
ま
ん
で
出
し
て
み
よ
」と
、

無
に
つ
い
て
の
理
屈
で
は
な
く
、
そ
れ
の
具
体
的
提
示
を
迫
り
ま
す
（「
有う

仏ぶ
つ

の
処と
こ
ろ、
請こ

う
、

指し

出し
ゅ
つし

て
看み

よ
」『
塗
毒
鼓　

続
篇
』「
句
集
」）。
そ
の
よ
う
に
具
体
的
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

無
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
で
す
。
そ
れ
が
自
由
自
在
に
で
き
た
と
き
、
そ
の
人
を
初
め
て

禅
の
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
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《無戒》第一七話　蛸を食っておらぬ（一休）

第
一
七
話　

蛸
を
食
っ
て
お
ら
ぬ
（一
休
）

一
休
さ
ん
は
蛸た
こ

が
好
物
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、自
坊
で
蛸
を
た
ら
ふ
く
食
べ
た
後
、

檀
家
に
出
か
け
て
行
き
、
そ
こ
で
具
合
が
わ
る
く
な
っ
て
吐
い
て
し
ま
わ
れ
た
。

そ
れ
を
見
た
檀
家
の
人
た
ち
は
、「
一
休
和
尚
は
仏
様
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
し

た
が
、蛸
を
召
し
上
が
る
と
は
生
臭
坊
主
で
す
な
あ
」と
、嘲
り
笑
っ
た
。
す
る
と
、

一
休
は
少
し
も
騒
が
ず
、「
わ
し
は
蛸
は
食
べ
て
お
ら
ん
」
と
言
い
張
っ
た
。
亭

主
が
、「
口
か
ら
吐
き
出
し
た
も
の
を
食
わ
ぬ
と
言
い
張
り
な
さ
る
か
」
と
、
追

い
打
ち
を
か
け
る
と
、
一
休
の
言
う
に
、「
浄
土
教
の
善ぜ

ん

導ど
う

大だ
い

師し

は
阿
弥
陀
を
食

べ
た
こ
と
は
な
い
が
、
口
か
ら
阿
弥
陀
三
尊
が
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
善
導
さ

ん
で
さ
え
、
食
べ
な
い
け
れ
ど
も
、
口
か
ら
出
る
阿
弥
陀
様
を
お
さ
え
ら
れ
な

い
。
ま
し
て
わ
た
し
の
よ
う
な
愚
僧
が
、
食
べ
な
い
が
、
口
か
ら
蛸
が
出
る
と
は
、
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さ
ら
に
仕
方
の
な
い
こ
と
じ
ゃ
」。

（
三
瓶
達
司
＋
禅
文
化
研
究
所
編
『
一
休
ば
な
し
集
成
』）

こ
の
話
を
い
わ
ゆ
る
頓と

ん

知ち

ば
な
し
と
だ
け
見
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
禅
の
立
場
で
見
れ
ば
、

一
休
さ
ん
の
主
張
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
一
休
さ
ん
は
蛸
を
食
べ
て
も
実
は
食
べ

て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
わ
け
は
、
食
べ
る
と
き
は
食
事
三
昧
、
食
べ
る
こ
と
も

忘
れ
る
の
が
禅
者
の
行
き
方
だ
か
ら
で
す
。
禅
僧
は
お
酒
も
よ
く
嗜
み
ま
す
。
酒
の
こ
と
を

般は
ん

若に
ゃ

湯と
う

（
智
慧
の
涌
く
湯
）
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
飲
む
と
口
が
滑
ら
か
に
な
る
か
ら

で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、「
酒
は
量
な
し
」
で
あ
っ
て
も
、「
乱
に
及
ば
ず
」
で
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
羽
目
を
外
す
こ
と
は
、
見
て
い
て
格
好
の
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

頓
知
と
頓
悟

檀
家
さ
ん
に
責
め
ら
れ
て
、
一
休
さ
ん
が
持
ち
出
し
た
言
い
訳
の
部
分
は
得
意
の
頓
知
の

部
類
に
属
し
ま
し
ょ
う
。
頓
知
の「
頓
」は「
す
ぐ
に
、急
に
、に
わ
か
に
」の
意
味
で
、「
漸
」（
よ
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う
や
く
、
し
だ
い
に
）
に
対
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
禅
の
世
界
で
は
、「
直
覚
的
に
得
ら
れ
た
悟

り
」
の
こ
と
を
「
頓と

ん

悟ご

」、「
順
序
次
第
を
経
て
得
ら
れ
た
悟
り
」
を
「
漸ぜ

ん

悟ご

」
と
い
っ
て
区

別
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
と
っ
さ
の
知
恵
、
機
知
」
と
説
明
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
頓
知

は
頓
悟
と
似
て
い
ま
す
が
、
普
通
の
場
合
、
頓
知
が
有
心
か
ら
出
た
知
恵
で
あ
る
の
に
対
し

て
、頓
悟
は
無
心
か
ら
出
た
直
接
智（
直
覚
）で
あ
る
点
に
お
い
て
決
定
的
に
違
っ
て
い
ま
す
。

一
休
さ
ん
と
蓮れ
ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

善ぜ
ん

導ど
う

大だ
い

師し

（
六
一
三
―
六
八
一
）
は
中
国
、
唐
初
の
僧
で
浄
土
教
の
大
成
者
で
す
。
日
本

の
法
然
・
親
鸞
に
多
大
の
影
響
を
あ
た
え
ま
し
た
。
善
導
は
も
ち
ろ
ん
阿
弥
陀
を
食
べ
た
こ

と
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
口
か
ら
自
然
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
が
出
た
と

い
う
意
味
で
す
。
一
休
さ
ん
は
浄
土
真
宗
の
中
興
の
祖
で
あ
る
蓮
如
上
人
（
一
四
一
五
―
一

四
九
九
）
と
親
交
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
休
さ
ん
の
善
導
大
師
へ
の
言
及

に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
も
考
慮
に
入
れ
て
お
い
て
よ
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
一
休
さ
ん
に

は
、

わ
け
の
ほ
る　

ふ
も
と
の
道
は　

お
ほ
け
れ
と
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お
な
し
高
ね
の　

月
を
こ
そ
見
れ

と
い
う
歌
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
宗
派
に
囚
わ
れ
な
い
寛
容
の
心
が
も
と
も
と

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

一
休
さ
ん
の
「
蛸
を
食
っ
て
お
ら
ぬ
」
の
話
に
因
ん
で
、一
つ
公
案
を
引
い
て
お
き
ま
し
ょ

う
。「

或わ
く

庵あ
ん

曰
く
、
西さ

い

天て
ん

の
胡こ

子し

、
甚な

ん

に
因よ

っ
て
か
鬚ひ

げ

無な

き
（
達
磨
さ
ん
に
は
ど
う
し
て
鬚
が
な

い
の
で
す
か
）」（『
無
門
関
』
第
四
則
）。
さ
あ
、
皆
さ
ん
は
ど
う
答
え
ま
す
か
。
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