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人
間
一
人
ひ
と
り
に
は
物
思
い
が
あ
り
ま
す
。
坐
禅
の
際
に
思
い
を
捨
て
さ

っ
て
無
心
に
な
ろ
う
と
し
て
も
、
物
事
に
対
す
る
好
き
や
嫌
い
、
良
い
悪
い
と

い
っ
た
思
い
が
あ
る
と
、
ど
う
し
て
も
潜
入
観
念
で
物
事
を
見
て
し
ま
い
ま
す
。

坐
禅
儀
の
中
に
も
「
是
非
を
管
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
あ
り
ま
す
。
坐
禅
の
中

で
は
良
い
悪
い
を
考
え
ま
せ
ん
。
思
量
そ
の
も
の
を
し
ま
せ
ん
。 

坐
禅
の
中
で
大
切
な
の
は
、
物
思
い
を
主
役
に
し
な
い
こ
と
で
す
。
そ
う
は

い
っ
て
も
他
の
脇
役
が
ど
ん
ど
ん
浮
か
び
上
が
っ
て
、
ど
う
し
て
も
主
役
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
を
忘
れ
、
無
心
し
て
物
思
い
を
中
心
に
置
か

な
い
様
に
す
れ
ば
、
他
の
事
実
が
明
確
に
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
周
り
の
事
実
が

浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
、
そ
の
事
実
に
即
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
人
間
に
と

っ
て
大
事
な
こ
と
と
な
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
そ
の
こ
と
を
「
不
思
量
に
し
て

現
ず
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

社
会
で
生
き
て
い
く
上
で 

自
分
の
物
思
い
を
中
心
に
考
え
て
し
ま
う
と
、

ど
う
し
て
も
失
敗
し
て
し
ま
い
ま
す
。
皆
の
思
い
は
一
人
ひ
と
り
違
う
の
だ
か

ら
、
自
分
の
考
え
を
中
心
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
中
心
に
持
っ
て
い
か
な
い

こ
と
が
人
生
に
お
い
て
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
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長
光
寺
の
歴
史 

 
 

長
光
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
「
寺
報
」
等
で
開
創

当
時
の
こ
と
を
何
回
か
に
分
け
て
調
査
結
果
を
報

告
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
で
四
百

三
十
年
余
の
歴
史
を
す
べ
て
調
べ
尽
く
し
た
も
の

と
は
到
底
申
せ
ま
せ
ん
。
ほ
ん
の
片
隅
に
あ
る
資

料
を
基
に
推
察
し
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
ら
の
伝
承
さ
れ
た
も
の
を
後
世
に
語
り
継
ぎ
、

記
録
に
残
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
こ
で
来
年
を
目
途
に
『
長
光
寺
の
歴
史
』
と

し
て
小
冊
子
を
発
刊
し
よ
う
と
計
画
し
て
資
料
等

を
集
め
て
お
り
ま
す
。
創
建
当
時
か
ら
今
日
に
至

る
ま
で
の
歴
史
資
料
を
ど
れ
だ
け
網
羅
で
き
る
か

判
り
ま
せ
ん
が
、
代
々
法
灯
を
継
承
し
て
い
た
だ

い
た
先
人
へ
の
、
さ
さ
や
か
な
報
恩
と
な
れ
ば
幸

甚
と
存
じ
ま
す
。 

ま
ず
、
江
戸
時
代
は
平
穏
に
守
ら
れ
て
ま
い
り

ま
し
た
が
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
大
き

な
試
練
が
待
ち
受
け
て
い
ま
し
た
。
廃
仏
毀
釈
で

す
。 慶

応
四
年
に
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
各
地
で
寺

院
、
仏
像
、
仏
具
等
の
破
壊
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

奈
良
の
興
福
寺
の
五
重
塔
が
売
却
さ
れ
か
か
っ
た

り
、
貴
重
な
仏
像
が
夜
店
で
売
ら
れ
た
り
し
ま
し

た
。
長
光
寺
は
破
却
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
墓
地
の
入
り
口
に
あ
る
地
蔵
菩
薩
の

お
顔
も
そ
の
時
に
割
ら
れ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
に
時
を
同
じ
く
し
て
寺
の
敷
地
が
東
京
府

の
所
有
に
な
り
ま
し
た
。
建
物
は
言
う
に
及
ば
ず
、

樹
木
ま
で
も
寺
の
所
有
を
離
れ
ま
す
。
樹
木
を
伐

採
す
る
場
合
も
役
所
に
許
可
を
も
ら
わ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
時
代
の
住
職
は
何
を
す
る
に
つ
け
、

さ
ぞ
難
儀
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
と
推
察
し
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
制
度
も
時
代
の
流
れ
の
中
で
廃
止

さ
れ
た
も
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
大
正
十
二
年
に
は
関
東
大
震
災
が
あ
り

ま
し
た
。
新
宿
地
区
で
は
被
害
は
軽
微
で
あ
っ
た

よ
う
で
す
が
、
地
震
に
伴
い
下
町
で
は
大
火
災
が

発
生
し
て
夥
し
い
人
的
被
害
を
招
き
ま
し
た
。
百

人
町
界
隈
で
も
火
災
が
発
生
し
ま
し
た
が
、
拡
大

せ
ず
に
消
し
止
め
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

昭
和
に
入
り
第
二
次
大
戦
の
戦
禍
で
は
長
光
寺

は
大
き
な
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。
昭
和
十
九
年
の

十
一
月
以
降
か
ら
米
軍
に
よ
る
空
襲
が
帝
都
を
襲

っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
と
く
に
昭
和
二
十
年
一
月

二
十
七
日
に
は
銀
座
か
ら
都
心
部
に
わ
た
っ
て
被

害
が
生
じ
ま
し
た
が
、
新
宿
方
面
は
無
傷
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
き
な
被
害
が
あ
っ
た

の
は
三
月
十
日
の
東
京
大
空
襲
で
す
。
歴
史
を
一

変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
の
惨
禍
で
上
野
駅
か
ら
東

京
湾
が
見
え
た
と
い
う
証
言
が
あ
る
ほ
ど
、
東
京

の
下
町
一
帯
は
見
渡
す
限
り
の
焼
け
野
原
と
な
り

十
万
人
以
上
の
尊
い
人
命
が
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。 

長
光
寺
で
は
こ
の
空
襲
が
新
宿
方
面
に
及
ぶ
こ

と
を
憂
慮
し
、「
本
尊
釈
迦
如
来
」
「
薬
師
如
来
」

や
「
過
去
帳
」
を
リ
ヤ
カ
ー
に
乗
せ
て
八
王
子
に

運
び
ま
し
た
。
寺
に
住
む
家
族
も
同
じ
く
山
梨
方

面
に
疎
開
を
し
た
そ
う
で
す
。 

そ
し
て
新
宿
百
人
町
界
隈
も
空
襲
が
せ
ま
り
ま

し
た
。
四
月
十
三
日
、
二
十
四
日
、
二
十
五
日
と

た
て
続
け
に
空
襲
が
続
き
ま
し
た
。
長
光
寺
の
本

堂
は
こ
の
十
三
日
の
空
襲
に
よ
り
、
建
物
の
礎
石

を
残
し
て
全
焼
い
た
し
ま
し
た
。
墓
地
に
も
焼
夷

弾
が
落
ち
て
、
墓
石
も
炎
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
現

在
で
も
墓
地
に
は
焼
夷
弾
に
よ
る
焦
げ
た
石
柱
が

残
っ
て
い
ま
す
。 

空
襲
に
よ
る
灰
燼
に
帰
し
た
街
の
惨
禍
を
目
の

当
た
り
に
し
た
住
民
の
呆
然
自
失
ぶ
り
は
想
像
す

る
に
余
り
あ
り
ま
す
。
先
代
の
奥
様
は
「
墓
地
の

通
路
に
は
空
襲
の
犠
牲
者
の
遺
体
が
並
べ
ら
れ
て

い
て
、
墓
地
の
通
路
が
使
え
な
か
っ
た
。
申
し
訳

な
い
と
思
い
つ
つ
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
生
き
る
こ
と
で
精
一
杯
だ
っ
た
」。
と
当
時

を
思
い
出
し
て
述
懐
し
て
お
り
ま
し
た
。
家
族
全

員
が
空
襲
の
犠
牲
に
な
っ
た
の
か
、
引
き
取
り
手

の
無
い
遺
体
は
、
そ
の
ま
ま
長
光
寺
墓
地
の
空
い

た
場
所
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。 

         

空襲の焼け跡が残る石柱 
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第
二
回
坂
東
観
音
巡
礼 

～
金
次
郎
の
発
願
像
～ 

 

第
二
回
の
坂
東
観
音
霊
場
巡
り
で
小
田
原
の
第
五

番
の
勝
福
寺
に
お
参
り
を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
寺

は
飯
泉
（
い
い
ず
み
）
観
音
と
い
わ
れ
、
昔
か
ら
お

参
り
の
絶
え
な
い
霊
場
で
す
。
ま
た
二
宮
尊
徳
ゆ
か

り
の
寺
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
門
を
く
ぐ
り
本
堂

に
お
参
り
す
る
と
、
そ
の
傍
ら
に
金
次
郎
の
「
発
願

の
像
」
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
本
堂

に
向
か
っ
て
若
き
金
次
郎
が
真
摯
に
合
掌
低
頭
し

て
い
る
姿
で
す
。 

 

二
宮
金
次
郎
像
は
全
国
の
小
学
校
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
姿
は
「
薪
を
背
負
い
読
書
し
て
い
る
姿
」
が
一

般
的
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
寺
の
像
は
初
め
て
見
る

も
の
で
す
。 

 

そ
の
日
の
参
拝
が
終
わ
っ
た
の
ち
、
気
に
な
っ
た

の
で
金
次
郎
の
伝
記
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。 

 

金
次
郎
は
幼
少
時
よ
り
苦
労
の
連
続
で
し
た
。
ま

ず
、
五
歳
の
時
近
く
を
流
れ
る
酒
匂
川
の
堤
防
が
決

壊
し
て
、
田
畑
が
土
砂
に
埋
ま
り
農
業
が
出
来
な
く

な
り
ま
し
た
。
復
興
の
た
め
の
過
労
で
十
四
歳
に
父

を
亡
く
し
、
二
年
後
に
母
も
没
し
、
伯
父
に
育
て
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
二
十
歳
で
自
立
す
る
こ

と
が
か
な
い
ま
し
た
が
、
発
願
の
像
は
十
八
歳
の
時

の
姿
だ
そ
う
で
す
。 

 

あ
る
日
金
次
郎
が
近
く
の
観
音
様
に
お
参
り
行

く
と
旅
の
僧
が
お
経
を
あ
げ
て
お
り
ま
し
た
。
金
次

郎
は
暫
し
そ
の
お
経
に
耳
を
澄
ま
せ
ま
す
。 

「
そ
の
お
経
は
何
と
い
う
お
経
で
す
か
。」 

「
和
訓
の
観
音
経
で
す
。」 

「
お
経
は
な
ん
ど
も
聞
き
ま
し
た
が
、
今
ほ
ど
心
に

感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」 

金
次
郎
は
わ
ず
か
の
心
づ
け
を
旅
の
僧
に
渡
し
て 

「
す
い
ま
せ
ん
が
、
も
う
一
度
お
経
を
聞
か
せ
て
い

た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。」
と
言
い
ま
し
た
。 

旅
の
僧
は
お
も
む
ろ
に
、
も
う
一
度
読
経
を
始
め
ま

し
た
。 

お
経
が
終
わ
る
と
、
金
次
郎
は
大
き
な
声
で 

「
本
当
だ
。
本
当
だ
。」
と
叫
び
ま
し
た
。 

そ
の
時
に
天
地
に
流
れ
る
見
え
な
い
お
経
の
真
意

が
分
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
は
観
音
さ
ま
の

慈
悲
と
い
う
こ
と
を
。 

早
速
、
菩
提
寺
の
考
牛
和
尚
の
と
こ
ろ
に
走
っ
て

行
き
、
報
告
を
し
た
そ
う
で
す
。
和
尚
は
若
干
十
八

歳
の
少
年
の
真
眼
に
驚
き
、
且
つ
そ
の
才
能
を
見
込

ん
で
寺
の
後
継
者
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん

だ
と
い
い
ま
す
。
金
次
郎
は
そ
の
後
、
世
の
中
の
た

め
に
生
涯
尽
く
し
続
け
ま
し
た
。 

 

           

 
 

峨
山
韶
碩
禅
師
六
五
〇
回
大
遠
忌 

 

本
年
度
は
峨
山
韶
碩
（
が
さ
ん
じ
ょ
う
せ
き
）
禅

師
六
五
〇
回
大
遠
忌
に
あ
た
り
ま
す
。
峨
山
韶
碩
禅

師
と
は
大
本
山
總
持
寺
を
建
立
し
た
瑩
山
（
け
い
ざ

ん
）
禅
師
の
お
弟
子
さ
ん
の
一
人
で
、
總
持
寺
の
二

世
と
な
っ
た
方
で
す
。
そ
し
て
大
遠
忌
と
は
大
本
山

の
建
立
や
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
方
を
供
養
す

る
為
の
も
の
で
、
五
十
回
忌
以
降
に
五
十
年
ご
と
に

行
わ
れ
る
大
き
な
法
要
の
こ
と
で
す
。
今
年
は
神
奈

川
県
に
あ
る
總
持
寺
で
行
わ
れ
、
住
職
、
副
住
職

共
々
い
っ
て
参
り
ま
し
た
。 

 

色
々
と
逸
話
の
あ
る
峨
山
禅
師
で
す
が
、
特
に
有

名
な
の
は
峨
山
道
と
呼
ば
れ
る
山
道
の
こ
と
で
し

ょ
う
か
。
峨
山
禅
師
が
總
持
寺
と
永
光
寺
の
住
職
を

兼
務
し
て
い
た
際
、
毎
朝
未
明
に
永
光
寺
の
朝
課
を

終
わ
ら
せ
、
十
三
里
（
五
十
二
キ
ロ
）
に
も
及
ぶ
山

道
を
越
え
て
總
持
寺
の
朝
課
に
間
に
合
わ
せ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
道
を
峨
山
道
と
現
在
呼
ん
で
い
ま
す
。

總
持
寺
は
峨
山
禅
師
を
待
つ
た
め
に
非
常
に
ゆ
っ

く
り
と
読
経
を
す
る
大
真
読
と
呼
ば
れ
る
読
み
方

を
、
六
五
〇
年
た
っ
た
現
在
で
も
で
も
習
わ
し
と
し

て
続
け
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
峨
山
道
は
今
で
も
地
元
の
方
や
峨
山
禅
師

の
足
跡
を
辿
る
人
た
ち
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

小田原の第五番の勝福寺にて 

峨山韶碩（1276～1366） 
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施
食
会
の
お
知
ら
せ 

来
年
も
ま
た
五
月
二
十
三
日
に
施
食
会
を
行
い
ま
す
。

一
年
に
一
度
の
ご
先
祖
様
の
供
養
な
の
で
、
ど
う
ぞ
奮
っ

て
ご
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

古
塔
婆
入
れ
設
置
の
お
知
ら
せ 

皆
様
の
御
要
望
も
あ

り
、古
塔
婆
入
れ
を
設
置

致
し
ま
し
た
。古
く
な
っ

た
塔
婆
や
、置
き
場
が
な

く
な
っ
た
塔
婆
は
こ
ち

ら
に
入
れ
て
下
さ
い
。長

光
寺
が
責
任
を
も
っ
て

ご
供
養
致
し
ま
す
。 

 

初
詣
は
長
光
寺
へ 

 

お
正
月
は
長
光
寺
の
御
本
尊
様
と
、
ご
先
祖
様
の
お
参

り
を
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
檀
家
の
皆
様
の
お

話
を
伺
っ
て
い
ま
す
と
、
お
正
月
は
お
墓
参
り
を
し
て
は

い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
様
で
す

が
、
新
年
だ
か
ら
こ
そ
、
ご
先
祖
様
に
報
恩
の
お
参
り
を

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
な
事
と
存
じ
ま
す
。 

 

長
光
寺
で
は
元
旦
か
ら
皆
様
の
お
参
り
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。
お
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
方
に
は
、
新
年

の
祈
祷
を
し
た
お
札
を
差
し
上
げ
ま
す
。 

 

 

長
光
寺
の
年
間
行
事
（平
成
二
十
八
年
） 

  

一
月
一
日
～
三
日 

 

大
般
若
祈
祷 

 

二
月
十
五
日 

 
 
 

涅
槃
会 

 

三
月 

 
 
 
 
 
 

春
の
彼
岸
会 

 

四
月
六
日 

 
 
 
 

花
ま
つ
り 

 

春
予
定 
 
 
 
 
 

坂
東
観
音
巡
礼 

 

五
月
二
十
三
日 

 
 

施
食
会 

 

七
月 

 
 
 
 
 
 

盂
蘭
盆
会 
 

九
月 

 
 
 
 
 
 

秋
の
彼
岸
会 

 
秋
予
定 

 
 
 
 
 

坂
東
観
音
巡
礼 

 
十
二
月
一
日
～
八
日 

臘
八
摂
心 

  
 

八
日 

 
 
 
 

成
道
会 

 

そ
の
他
月
行
事
と
し
て
第
一
、
第
三
土
曜
日
に
経
験
者

様
向
け
坐
禅
会
。
第
二
、
第
四
土
曜
日
に
初
心
者
様
向
け

の
坐
禅
会
を
、
ど
ち
ら
も
十
四
時
か
ら
行
っ
て
お
り
ま
す
。

初
心
者
様
向
け
坐
禅
会
に
関
し
ま
し
て
は
予
約
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
ま
た
梅
花
講
を
第
二
、
第
四
月
曜
日
（
変

更
あ
り
）
に
行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

年
間
行
事
、
月
行
事
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

是
非
体
験
し
て
み
て
下
さ
い
。 

編
集
後
記 

 

◆
ど
こ
へ
向
か
う
か 

 

永
平
寺
を
下
り
て
か
ら
早
く
も
二
年
の
月
日

が
経
ち
ま
し
た
。
下
り
て
か
ら
の
一
年
は
新
し

い
仕
事
を
覚
え
る
の
に
必
死
で
し
た
が
、
一
年

経
つ
と
大
分
仕
事
に
も
慣
れ
て
き
ま
す
。
そ
う

す
る
と
今
度
は
新
し
い
課
題
が
浮
か
び
上
が
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
長
光
寺
で
な
に
を
為
し
て

い
く
か
、
と
い
う
も
の
で
す
。 

  

お
寺
離
れ
が
多
い
昨
今
、
仏
教
自
体
に
興
味

が
な
い
若
者
も
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
人
た
ち
に
ど
う
布
教
し
、
ど
の
よ
う
に
お

寺
を
盛
り
立
て
て
い
く
か
。
そ
れ
が
私
を
含
め

若
い
世
代
の
僧
侶
た
ち
の
大
き
な
課
題
と
な
る

で
し
ょ
う
。
こ
の
課
題
と
向
き
合
い
、
よ
く
考

え
て
こ
れ
か
ら
も
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

新
し
い
年
が
始
ま
り
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
皆
様

来
年
も
ま
た
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
徳
允
記
） 

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fblog.goo.ne.jp%2Fheisui%2Fe%2F6eb11b2fcbbd9c7d6fb0f8f538965ab5&ei=s3B-VLm5JYXAmwX16YCgDA&usg=AFQjCNH2feMEkL26QGTMG8Rm1j2-ItfxLA&bvm=bv.80642063,d.dGY
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fblog.goo.ne.jp%2Fheisui%2Fe%2F6eb11b2fcbbd9c7d6fb0f8f538965ab5&ei=s3B-VLm5JYXAmwX16YCgDA&usg=AFQjCNH2feMEkL26QGTMG8Rm1j2-ItfxLA&bvm=bv.80642063,d.dGY

