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一
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
と
世
界
に
つ
い

て
の
正
し
い
見
方
（
正
見
）
と
、
正

し
い
生
き
方
（
正
精
進
）
即
ち
無
我

の
正
覚
に
立
っ
て
万
世
の
た
め
に
泰

平
を
開
く
べ
き
自
覚
と
責
任
と
を
明

ら
か
に
し
よ
う
。 

一
、
わ
れ
わ
れ
は
安
易
な
妥
協
を
排
し
、

孤
高
真
実
の
道
を
独
往
す
る
と
と
も

に
、
あ
く
ま
で
も
師
承
を
尚
び
、
道

交
を
厚
く
し
、
万
物
一
体
宇
宙
共
生

の
真
理
を
実
践
し
よ
う
。 

一
、
わ
れ
わ
れ
は
一
切
の
悪
に
対
し
て
は

仮
惜
な
く
折
伏
す
る
が
、
徒
ら
に
世

事
の
非
に
激
し
て
焦
燥
に
陥
る
こ
と

な
く
、
一
面
風
雅
の
道
に
逍
遥
す
る

ゆ
と
り
を
養
お
う
。 

一
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
を
真
実
人
体
と

し
て
現
成
す
べ
く
、
日
常
つ
と
め
て

打
坐
し
、
姿
勢
を
正
し
、
呼
吸
を
正

し
、
想
念
を
正
し
、
自
己
の
周
辺
か

ら
漸
次
世
界
を
正
化
し
よ
う
。 

鉄
舟
会
同
人 

趣
旨 

我
々
同
人
の
誓
願
は
、
要
す
る
に
正
見
の
体

現
で
あ
り
、
そ
の
生
活
化
で
あ
る
。
正
見
と

は
無
我
の
正
覚
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ

そ
、
そ
し
て
こ
れ
の
み
が
、
人
生
の
唯
一
の

指
導
原
理
で
あ
る
。
何
人
と
雖
も
こ
れ
な
く

し
て
人
生
を
正
し
く
生
き
得
る
も
の
で
は
な

い
。 

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
誓
願
ゆ
え
に
、
久
し
く

鉄
舟
会
に
拠
っ
て
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
き

た
。 

い
ま
は
こ
の
誓
願
ゆ
え
に
、
そ
の
正
見
を
各

自
の
専
門
の
道
を
通
じ
て
表
詮
し
よ
う
と
思

う
。
禅
に
、
書
に
、
画
に
、
剣
に
、
そ
し
て

詩
に
、
も
と
よ
り
正
見
そ
れ
自
体
は
絶
対
的

な
道
理
の
眼
で
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
一
面

そ
れ
は
邪
見
と
相
対
的
な
境
位
を
も
含
む
も

の
で
あ
る
。
そ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
わ
れ

わ
れ
は
邪
見
に
対
し
て
は
仮
借
な
く
折
伏
し

て
ゆ
こ
う
と
思
う
。 

わ
れ
わ
れ
の
こ
の
さ
さ
や
か
な
営
み
が
、
願

い
の
彼
岸
に
果
た
し
て
よ
く
達
し
う
る
か
否

か
は
、
ひ
と
え
に
同
憂
の
高
士
の
賛
助
に
よ

る
外
は
な
い
。
希
く
ば
絶
大
の
庇
護
を
賜
ら

ん
こ
と
を
。 
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臨
濟
録
提
唱
抄
録
（
二
）提

唱 

垣
堺 

玄
了
老
師 

抄
録 

齋
藤 

健

山さ
ん

僧ぞ
う

が
見け

ん

處じ
よ

に
約
せ
ば
、
嫌
う
底
の
法
勿な

し
。
爾な

ん

、じ

若も

し
聖せ

い

を

愛
せ
ば
、
聖
と
は
聖
の
名
な
り
。
一
般
の
学
人
有
っ
て
五
台
山
裏

に
向
う
て
文も

ん

殊じ
ゆ

を
求
む
。
早
く
錯あ

や

りま

了
れ
り
。
五
台
山
に
文
殊
無

し
。
爾
、
文
殊
を
識し

ら
ん
と
欲
す
る
や
。
祇た

だ
、
爾
が
目
前
の
用

處
、
始
終
不
異
、
處
處
不
疑
な
る
。
此こ

箇れ

は
是
れ
活
文
殊
な
り
。

爾
が
一
念
心
の
無
差
別
光
は
、
處し

よ

處し
よ

総す
べ

て
是
れ
真
の
普ふ

賢げ
ん

な
り
。

爾
、
一
念
心
の
自
ず
か
ら
能よ

く
縛ば

く

を
解と

く
。
随
處
に
解
脱
す
。
此

れ
は
是
れ
観
音
三
昧
の
法
な
り
。
互
い
に
主
伴
と
為
っ
て
出
づ
る

時
は
則
ち
一
時
に
出
づ
。
一
即
三
、
三
即
一
な
り
。 

是
の
如
く
解
脱
し
て
初
め
て
看か

ん

教
き
よ
う

す
る
に
好
し
。 

（
提
唱
） 

山さ
ん

僧ぞ
う

が
見け

ん

處じ
よ

に
約
せ
ば
、
嫌
う
底
の
法
勿な

し

 

臨
濟
禅
師
が
自
分
を
山
僧
と
言
っ
て
「
俺
に
言
わ
せ
れ
ば
嫌

う
も
の
な
ん
か
何
も
な
い
ぞ
」
と
切
り
出
さ
れ
ま
す
。 

爾な
ん

、じ

若も

し
聖せ

い

を
愛
せ
ば
、
聖
と
は
聖
の
名
な
り 

 

悟
り
が
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
た
ら
、
も
う
そ
れ
は
悟
り
じ
ゃ

な
い
。
お
前
さ
ん
が
勝
手
に
作
っ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
。 

一
般
の
学
人
有
っ
て
五
台
山
裏
に
向
う
て
文も

ん

殊じ
ゆ

を
求
む
。
早
く

錯
あ
や
ま

り
了
れ
り
。
五
台
山
に
文
殊
無
し 

皆
な
が
「
知
恵
が
授
か
り
ま
す
よ
う
に
」
と
五
台
山
に
文
殊

さ
ん
を
拝
み
に
行
く
。
で
も
臨
濟
禅
師
は
「
そ
ん
な
の
ダ
メ
に
決

ま
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
。
五
台
山
に
文
殊
さ
ん
な
ん
か
お
ら
ん
ぞ
」

と
。 

爾
、
文も

ん

殊じ
ゆ

を
識し

ら
ん
と
欲
す
る
や 

お
前
さ
ん
は
、「
本
当
に
文
殊
さ
ん
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
思

っ
て
い
る
の
か
？
」 

祇た

だ
、
爾
が
目
前
の
用
處
、
始し

じ

終ゆ
う

不ふ

異ぎ

、
處し

よ

處し
よ

不ふ

疑ぎ

な
る
。
此こ

箇れ

は
是
れ
活
文
殊
な
り 

 

お
前
さ
ん
の
目
の
前
に
、
い
つ
も
変
わ
ら
ず
、
何
処
に
で
も

あ
る
も
の
、
そ
れ
さ
え
見
え
れ
ば
「
そ
れ
」
が
文
殊
さ
ん
な
ん
だ

け
れ
ど
な
。 

爾
が
一
念
心
の
無
差
別
光
は
、
處し

よ

處し
よ

総す
べ

て
是
れ
真
の
普
賢
な
り 

お
前
さ
ん
が
無
差
別
に
な
っ
て
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
普
賢
菩
薩
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

爾
、
一
念
心
の
自
ず
か
ら
能よ

く
縛ば

く

を
解と

く
。
随
處
に
解
脱
す
。
此

れ
は
是
れ
観
音
三
昧
の
法
な
り
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我
々
は
兎
角
、
自
分
で
自
分
を
縛
っ
て
し
ま
う
。
つ
い
、
あ

れ
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
れ
じ
ゃ
な
い
か
と
、
自
分
を
縛
る
。
そ
れ
さ

え
な
け
れ
ば
、
広
い
心
だ
。
そ
し
て
そ
れ
が
観
音
様
な
ん
だ
が
な
。 

互
い
に
主し

ゆ

伴ば
ん

と
為な

っ
て
出
づ
る
時
は
則
ち
一
時
に
出
づ
。
一
即
三
、

三
即
一
な
り 

 

出
る
時
は
三
つ
が
全
て
一
時
に
出
る
。
一
即
三
、
三
即
一
な

り
と
。 

是か
く

の
如
く
解
脱
し
て
初
め
て
看
教
す
る
に
好
し 

こ
う
い
う
事
が
分
か
っ
て
か
ら
初
め
て
本
を
読
め
と
、
臨
済

禅
師
は
仰
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
ず
「
一
即
三
、
三
即
一
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
三
と

は
何
か
、
こ
れ
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
文
殊
菩
薩
と
普
賢
菩
薩
と
観

音
菩
薩
で
す
。
で
は
一
は
何
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
最
初
の
と

こ
ろ
に
出
て
き
た
「
嫌
う
底
の
法
な
し
」
で
す
。 

で
す
か
ら
「
一
即
三
」
は
「
一
」
の
「
嫌
う
も
の
な
ど
何
も

な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
文
殊
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
、
観

音
様
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
逆
に
、
観
音
様
、
普
賢
菩

薩
や
文
殊
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
嫌
い
な
も
の
な
ん
か

何
も
な
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
が
「
三

即
一
」
で
す
。
こ
れ
は
無
字
そ
の
も
の
で
す
。
無
字
と
言
っ
て
も
、

初
心
の
方
に
は
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
つ
も
申
し

上
げ
て
い
ま
す
「
己
が
無
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

本
日
は
筑
波
大
学
医
学
部
の
学
生
さ
ん
が
五
人
で
坐
禅
を
し

に
来
ら
れ
ま
し
た
。
全
く
初
め
て
な
の
に
必
死
に
な
っ
て
坐
っ
て

い
る
。
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
格
闘
し
て
い
る
う
ち
に
、「
痛
い
」

と
い
う
こ
と
と
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
瞬
間
が
出
て
く
る
。
痛
い

と
い
う
感
情
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
が
無
く
な
っ
て
い
る
。 

そ
れ
を
外
か
ら
見
る
と
、
自
分
が
無
く
な
っ
た
結
果
、
自
分

を
貫
い
て
い
る
法
そ
の
も
の
が
顕
れ
光
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

の
で
す
。
自
分
が
な
け
れ
ば
好
き
も
嫌
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分

が
あ
っ
て
自
分
が
可
愛
い
か
ら
、
嫌
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
す
。

禅
と
い
う
の
は
こ
れ
だ
け
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、「
山
僧
が
見

處
に
約
せ
ば
嫌
う
底
の
法
な
し
」
と
ず
ば
り
言
っ
て
お
ら
れ
る
わ

け
で
す
。
禅
の
修
行
と
は
、
こ
こ
を
突
き
詰
め
て
い
く
こ
と
で
す
。 

そ
れ
で
は
、「
自
分
が
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
突
き
詰
め
て

い
く
と
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
ま
ず
「
始し

じ

終ゆ
う

不ふ

異ぎ

、
處し

よ

處し
よ

不ふ

疑ぎ

」。 

始
終
と
は
時
間
軸
。
處
處
と
い
う
の
は
空
間
軸
で
す
。
無
限

の
過
去
か
ら
無
限
の
未
来
ま
で
ず
っ
と
統
一
し
て
一
つ
の
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
の
が
始
終
不
異
。
處
處
不
疑
は
、
こ
こ
か
ら
無
限

の
宇
宙
の
彼
方
ま
で
に
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
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て
、
そ
れ
が
自
分
も
、
こ
の
机
も
茶
碗
も
全
部
貫
い
て
い
る
。 

こ
れ
が
見
え
る
と
、
世
界
が
全
く
新
し
く
見
え
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
坐
相
に
も
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ

の
働
き
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

「
爾
、
一
念
心
の
無
差
別
光
は
處
處
す
べ
て
是
れ
真
の
普
賢
な
り
」 

誰
に
で
も
何
処
に
で
も
、
あ
な
た
た
ち
が
無
差
別
に
光
を
当

て
て
い
く
。
光
を
当
て
る
と
は
見
る
、
無
視
し
な
い
と
い
う
事
で
、

そ
れ
が
普
賢
菩
薩
だ
と
い
う
の
で
す
。
普
賢
菩
薩
は
行
動
の
菩
薩

で
す
か
ら
、
無
差
別
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

実
際
に
、
そ
の
目
で
人
、
物
を
見
守
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
文
殊
さ
ん
の
智
慧
の
力
と
一
緒
に
な
っ
て
、
ど
ん
な
も
の
に
対

し
て
も
価
値
を
付
け
加
え
て
い
く
の
で
す
。 

「
自
ら
縛
を
解
い
て
随
所
に
解
脱
す
る
此
れ
は
是
れ
観
音
三
昧
の

法
な
り
」 

文
殊
さ
ん
と
普
賢
菩
薩
の
力
を
得
て
更
に
自
分
を
解
放
す
れ

ば
観
音
様
に
な
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
観
音
様
は
慈
悲
の
菩
薩
で

す
が
、
も
う
一
つ
持
っ
て
い
る
力
が
勇
気
、
勇
猛
で
す
。 

観
音
様
は
人
助
け
の
菩
薩
で
す
が
、
も
し
皆
さ
ん
が
人
助
け
を
し

た
い
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
本
当
に
や
り
ま
す
か
？ 

先
日
、
京
都
の
混
ん
で
い
る
電
車
の
中
で
す
っ
と
立
っ
て
席

を
譲
っ
て
く
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
青
年
が
お
り
ま
し
た
。
別
の
時

に
は
小
さ
な
女
の
子
と
お
母
さ
ん
に
、
ア
ジ
ア
系
の
人
が
す
っ
と

立
ち
ま
し
た
。
外
国
で
は
よ
く
目
に
す
る
光
景
で
す
。
し
か
し
、

日
本
人
は
意
外
に
や
り
ま
せ
ん
ね
。
分
か
っ
て
い
る
の
に
立
た
な

い
。
そ
ん
な
小
さ
な
事
す
ら
で
き
な
い
。
小
さ
く
閉
じ
こ
も
っ
て

い
る
。 

本
当
に
大
き
な
こ
と
を
や
ろ
う
と
思
っ
た
ら
ば
、
大
き
な
し

が
ら
み
が
色
々
あ
る
。
そ
れ
を
取
り
除
い
て
い
か
な
け
れ
ば
で
き

な
い
の
で
す
。
席
も
譲
れ
な
い
人
に
そ
ん
な
大
き
な
勇
猛
心
な
ど

望
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

観
音
様
は
、
そ
う
い
う
大
き
な
し
が
ら
み
も
勇
気
勇
敢
さ
を

持
っ
て
取
り
除
き
人
助
け
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
自
分
が
観
音

様
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
勇
敢
さ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
す
。 

自
分
が
ド
ー
ン
と
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
恥
も
外
聞
も
な
く

裸
一
貫
で
行
け
ば
、
嫌
で
も
そ
う
な
る
で
し
ょ
う
。
禅
は
、
自
分

が
そ
う
い
う
力
を
持
っ
て
い
る
事
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
し
て
い
く
こ
と
で
す
。 

「
前ぜ

ん

後ご

截せ
つ

断だ
ん

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
截せ

つ

断だ
ん

」
は
断
ち

切
る
こ
と
で
す
。
前
後
と
い
う
の
は
、
空
間
的
に
も
前
後
、
時
間

的
に
も
前
後
。
過
去
の
こ
と
も
将
来
の
こ
と
も
断
ち
切
っ
て
今
の

と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
い
る
。「
い
ま
」
の
と
こ
ろ
に
最
善
を
尽
く
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し
て
い
く
。
こ
こ
あ
そ
こ
も
無
い
、
直
面
し
て
い
る
「
こ
こ
」
に

向
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
結
局
は
自
分
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
自
分
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
言
っ
た
よ
う
な
三

つ
の
力
、
実
際
に
は
三
つ
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
、
百
も
二
百
も
千
も

万
も
力
を
得
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
逆
に
、
そ
れ
を
し
な
い

人
は
そ
の
力
を
全
く
使
っ
て
い
な
い
の
で
す
。 

（
二
〇
二
四
年
十
一
月
十
五
日
） 

  

イラスト/東森 菜緒 
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令
和
六
年
度 

鉄
舟
禅
会
書
道
展 

 
令
和
六
年
の
「
鉄
舟
禅
会
書
道
展
」
は
、
十
一
月
二
日
（
土
）

三
日
（
日
）
の
二
日
間
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
本
年
度
は
接
心
の
最

終
日
に
書
の
会
を
設
定
し
、
接
心
の
気
力
の
充
実
を
以
て
作
品
制

作
に
取
り
組
み
ま
し
た
。 

出
展
作
品
総
数
は
二
十
三
点
、
ま
た
今
回
の
特
別
出
展
作
品

は
、
岡
本
武
男
様
御
息
女
瀧
川
典
子
様
御
寄
進
の
大
森
曹
玄
老
大

師
の
書
三
幅
を
は
じ
め
鉄
舟
禅
会
会
員
の
御
寄
進
お
よ
び
所
蔵
の

作
品
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
本
年
も
林
照
寺
の
髙
田
玄
昭
和

尚
様
に
は
、
ご
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
出
展
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

十
一
月
二
日
（
土
）
の
書
道
展
開
催
前
に
は
、
垣
堺
玄
了
老

師
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
講
評
及
び
禅
の
書
の
目
指

す
べ
き
方
向
に
つ
い
て
、
懇
切
丁
寧
な
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。 書

道
展
開
催
期
間
中
に
は
、
毎
回
お
越
し
い
た
だ
い
て
い
る

「
た
か
む
ら
会
」、「
琇
苑
書
道
会
」
の
皆
様
を
は
じ
め
、
多
く
の

方
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
今
回
試
み
と
し
て
、『
鉄

舟
』
誌
に
、
書
道
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
同
封
致
し
ま
し
た
と
こ

ろ
、
書
に
ご
興
味
の
あ
る
初
め
て
の
方
に
も
多
く
足
を
お
運
び
い

た
だ
け
ま
し
た
。 

 

ご
参
加
、
ご
支
援
い
た
だ
き
ま
し
た
多
く
の
皆
様
に
誌
面
を
お

借
り
し
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。（
岩
立
、
中
村
） 
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特
別
出
典
作
品 

屏
風 陽

氣
發 

處
金
石 

亦
透
精 

神
一
到 

何
事
不 

成

為
山
田
氏 

正
四
位
山
岡
鐵
太
郎
書 

（
陽よ

う

気き

発は
っ

す
る
所

と
こ
ろ 

金き
ん

石せ
き

も
亦ま

た

透と
お

る る

。

精せ
い

神し
ん

一い
っ

到と
う

何な
に

事ご
と

か

成な

ら
ざ
ら
ん
。） 

―
『
朱
子
語
類
』
朱
熹
の
言
葉
―    

（
高
歩
院
蔵
） 
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特
別
出
典
作
品 

植
徳
遺
児
孫
（
徳と

く

を
植う

え
て
児じ

孫そ
ん

に
残の

こ

す
） 

関 

精
拙
老
大
師 

（
久
保
田
卓
造
様
御
寄
進
） 
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特
別
出
典
作
品 

獅
子
吼
（
獅し

子し

吼く

）

関 

精
拙
老
大
師 

（
奥
田
直
心
顧
問
蔵
） 



  - 11 - 

特
別
出
典
作
品 

此
外
無
別
事
（
此こ

れ
の
外ほ

か

別べ
つ

事じ

無な

し
） 

大
森 

曹
玄
老
大
師 

（
岡
本
武
男
様
御
息
女
瀧
川
典
子
様
御
寄
進
） 
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特
別
出
典
作
品 

                    

                 

関
（ 

関か
ん 

） 

大
森 

曹
玄
老
大
師 

（
岡
本
武
男
様
御
息
女
瀧
川
典
子
様
御
寄
進
） 
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特
別
出
典
作
品 

無
事
是
貴
人
（
無ぶ

事じ

是こ

れ
貴き

人に
ん

）
大
森 

曹
玄
老
大
師 

  
（
岡
本
武
男
様
御
息
女
瀧
川
典
子
様
御
寄
進
） 
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特
別
出
典
作
品 

円
相 

賛

明
月
蘆
花
君
自
看
（
明め

い

月げ
つ

蘆ろ

花か

君き
み

自
み
ず
か

ら
看み

よ
） 

―
碧
巌
録 

第
六
十
二
則
―  

 

髙
田 

玄
中
老
大
師 

（
高
歩
院
蔵
） 
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特
別
出
典
作
品 

                    

               

剣
（ 

剣け
ん 

） 

山
田 

研
斎
先
生 

（
奥
田
直
心
顧
問
蔵
） 
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特
別
出
典
作
品 

                           

 

                 

無
一
物
（
無む

一い
ち

物も
つ

） 

―
六
祖
壇
経
―        

吉
田 

玄
機
先
生 
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出
典
作
品 

善
射
不
中
的
（
善よ

く
射い

る
は
的ま

と

に
中あ

た

ら
ず
） 

―
虚
堂
録
― 

 

垣
堺 

玄
了 

老
師 

冬
嶺
秀
弧
松
（
冬と

う

嶺れ
い

弧こ

松
し
ょ
う

秀ひ
い

で
る
） 

―
禅
林
句
集
― 

   

髙
田 

玄
昭 

和
尚 
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風
吹
動
天
邊
月
（
風か

ぜ

吹ふ

き
て
動ど

う

ず
天て

ん

辺ぺ
ん

の
月つ

き

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

奥
田 

直
心
顧
問 

        

無
影
樹
（
無む

影よ
う

樹じ
ゅ

） 

 
  

―
碧
巌
録
― 

    
        

  
  

内
田 

護
仁 
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心
佛
（
心し

ん

佛ぶ
つ

）

―
九
冊
宝
物
集
他
― 

   

石
井 

邦
男
理
事
長 

一
黙
如
雷
（
一い

ち

黙も
く

雷ら
い

の
如ご

と

し
） 

  

―
『
維
摩
経
』
に
由
来
― 

岩
立 

実
勇 
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主
人
公
（
主し

ゅ

人じ
ん

公こ
う

）

―
無
門
関
第
十
二
則
― 

    

遠
藤 

真
美 

面
南
見
北
斗
（
南

み
な
み

に
面む

か

っ
て
北ほ

く

斗と

を
見み

る
） 

―
禅
林
句
集
― 

 

大
谷 

善
次 
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労
而
無
功
（
労

ろ
う

し
て
功

こ
う

無な

し
） 

―
碧
巌
録 

第
九
十
一
則
― 

 

加
藤  

弘
明 

徐
行
踏
断
流
水
聲
（

徐
お
も
む
ろ

に
行ゆ

い
て
踏と

う

断だ
ん

す

流
り
ゅ
う

水す
い

の
聲こ

え

）

―
碧
巌
録 
第
六
則
―

久
保
田

卓
造



  

 

- 22 - 

 

                    

        

萬
法
帰
一
（
萬

ば
ん

法
ぽ
う

一
い
つ

に
帰き

す
） 

―
碧
巌
録 

第
四
十
五
則
―        

 
     

齋
藤 

健 

 

       
心
外
無
刀
（
心

し
ん

外げ

に
刀

か
た
な

無な

し
） 

 
  

―
山
岡
鉄
舟
『
無
刀
流
剣
術
大
意
』
―    

  

田
波  

宏
視 
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任
運
無
作
（
任に

ん

運ぬ
ん

無む

作さ

） 

―
禅
林
句
集
―      

                  

中
村 

稔 

         

大
道
無
門
（
大

だ
い

道
ど
う

無む

門
も
ん

） 

 

―
無
門
関
―                        

       

早
部  

治
英 
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今
回
、
当
禅
会
に
墨
蹟
を
ご
寄
進
い
た
だ
い
た
、 

岡
本
武
男
様
御
息
女 

瀧
川 

典
子 

様
、 

久
保
田 

卓
造 

様
、 

に
は
紙
面
を
お
借
り
し
て
、
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

                 

                     

御
礼 

 

今
回
の
書
道
展
に
は
関
係
方
面
か
ら
多
く
の
ご
芳
志

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

  
 
 
 

施
菓 

 

藤
井 

徹    

様 

 
 
 
 

施
菓 

 

早
部 

治
英  

様 

 
 
 
 

施
入 

 

吉
田 

純
子  

様 

施
入 

 

内
田 

護
人  

様 

 
 
 
 

施
入 
 

た
か
む
ら
会 

様 

 
 
 
 

施
入 

 

藤
井 

琇
苑  

様 

 
 
 
 

施
入 

 

琇
苑
書
道
会 

様 

 
 
 

 

イラスト/雪 
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幸
福
へ
の
技
法 

～
垣
堺
玄
了
老
師
の
「
十
牛
図
提
唱
」
を
読
ん
で
～ 

猿
渡 

知
之 

  

何
と
な
く
、
禅
に
惹
か
れ
る
自
分
が
い
ま
し
た
。
た
だ
、
何
を

求
め
る
の
か
？
ど
の
よ
う
に
求
め
て
い
け
ば
よ
い
の
か
？
目
標
や

修
行
の
道
程
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
月
日
が
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。
坐

禅
す
る
こ
と
で
何
が
得
ら
れ
る
の
か
？
坐
禅
会
か
ら
日
常
生
活
に

戻
っ
た
時
、
修
行
し
な
く
て
も
い
い
の
か
？ 

得
る
と
こ
ろ
な
く
過
ご
す
う
ち
に
年
齢
も
重
ね
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
の
ま
ま
漫
然
と
死
ん
で
し
ま
う
の
か
？
そ
ん
な
時
、
縁

あ
っ
て
、
垣
堺
玄
了
老
師
の
「
十
牛
図
提
唱
」
に
出
会
い
ま
し
た

（
以
下
「
十
牛
図
提
唱
」
と
い
う
。）。
私
な
り
に
感
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
剣
道
の
稽
古
を
補
助
線
に
し
て
、
少
し
記

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

一 

武
道
（
剣
道
）
の
修
行
の
場
合 

 

武
道
、
例
え
ば
剣
道
の
稽
古
の
場
合
、
ま
ず
、
師
の
外
面
的
な

行
為
の
模
倣
か
ら
入
り
ま
す
。
構
え
、
打
ち
込
み
、
残
心
、
と
い

っ
た
諸
動
作
に
つ
い
て
師
の
真
似
を
試
み
ま
す
。
師
は
、
構
え
方

な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
解
説
も
添
え
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、

聞
い
て
も
な
か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
稽
古

は
、
素
振
り
、
面
打
ち
な
ど
膨
大
な
骨
折
り
作
業
の
繰
り
返
し
で

す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
以
外
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
？ 

愚
鈍
な
反
復
作
業
が
続
き
、
や
が
て
、
上
半
身
と
下
半
身
と

の
繋
ぎ
目
で
あ
る
丹
田
付
近
（
仙
腸
関
節
付
近
）
を
下
か
ら
少
し

力
を
入
れ
る
以
外
は
力
を
抜
く
こ
と
を
指
示
さ
れ
ま
す
。
力
を
抜

い
て
、
ど
う
し
て
打
突
で
き
る
の
か
？
さ
ら
に
は
、
打
と
う
と
思

う
な
、
と
い
う
指
導
が
入
り
ま
す
。
打
と
う
と
思
わ
ず
に
な
ぜ
打

て
る
の
か
？
膨
大
な
骨
折
り
作
業
が
続
く
だ
け
で
す
。 

骨
折
り
の
年
月
が
経
過
し
、
ふ
と
、
見
事
な
面
打
ち
が
決
ま

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
、
打
て
た
の
だ
ろ
う
。
無
我
夢
中
で

す
。「
自
分
が
技
を
出
し
た
」
の
で
は
な
く
、「
技
が
自
然
と
出
た
」

と
い
う
感
覚
で
す
。
自
分
で
打
と
う
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、

な
ぜ
打
て
た
の
か
？
自
分
で
企
図
し
て
い
な
い
の
で
、
再
現
性
が

あ
り
ま
せ
ん
。
次
、
い
つ
同
じ
よ
う
に
打
て
る
の
か
も
わ
か
ら
ず

に
、
骨
折
り
が
続
く
だ
け
で
す
。 

そ
ん
な
時
、
師
か
ら
は
、
「
我
慢
す
る
こ
と
」「
待
つ
こ
と
」

を
指
示
さ
れ
ま
す
。
相
手
が
打
っ
て
く
る
の
を
待
つ
の
で
は
な
く
、

自
分
か
ら
は
間
合
い
を
詰
め
る
な
ど
、
相
手
に
圧
力
を
か
け
つ
つ
、

「
機
会
を
待
つ
」
の
で
す
。
し
か
も
、
眼
で
見
て
、
相
手
が
来
る

と
判
断
す
る
時
で
は
遅
い
の
で
す
。
一
方
、
相
手
が
何
も
し
て
い
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な
い
時
に
打
ち
込
ん
で
も
勝
て
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
に

圧
力
を
か
け
な
が
ら
、
相
手
を
動
か
し
、
打
て
ば
勝
て
る
状
況
を

作
っ
て
た
だ
打
突
す
る
の
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。「
打
っ
て
勝
つ
な
、

勝
っ
て
打
て
」
と
い
う
教
え
で
す
。「
勝
て
る
状
況
」
と
は
眼
で

判
断
し
た
時
に
は
消
え
て
い
ま
す
。
勝
て
る
状
況
を
作
れ
る
よ
う

に
努
め
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も
「
自
分
が
技
を
出
す
」
の
で
は
な

く
「
技
が
出
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
単
な
る

「
勘
」
な
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
と
も
「
自
分
」
を
動
か
し
て
い

る
何
か
（
も
う
一
人
の
「
自
分
」
？
）
が
存
在
す
る
の
で
し
ょ
う

か
？ こ

の
頃
に
な
る
と
、
師
の
精
神
を
模
倣
し
な
け
れ
ば
、
と
の

必
要
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
自
分
を
無
に
し
て
、
相

手
の
心
が
映
じ
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
」
と
の
教
え
で
す
。
数
を

こ
な
す
稽
古
だ
け
で
は
近
づ
け
ま
せ
ん
。
精
神
的
な
模
倣
は
外
か

ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
か
ら
先
は
「
禅
に
聞
け
」

と
言
わ
れ
る
所
以
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

二 

修
行
に
つ
い
て
の
二
つ
の
手
引
書 

 

剣
道
に
関
し
て
代
表
的
な
手
引
書
の
古
典
と
し
て
、
宮
本
武
蔵

の
「
五
輪
書
」
と
沢
庵
禅
師
の
「
不
動
智
神
妙
録
」
が
あ
り
ま
す
。

五
輪
書
は
、
武
蔵
が
自
分
で
体
得
し
た
術
を
後
世
に
残
そ
う
と
し

た
作
品
で
も
あ
り
、
構
え
方
か
ら
は
じ
ま
り
、
様
々
な
技
法
の
丁

寧
な
解
説
が
あ
り
ま
す
。
解
説
通
り
に
で
き
る
わ
け
で
も
あ
り
ま

せ
ん
が
、
言
葉
に
従
っ
て
模
倣
を
試
み
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
ま

ず
は
、
師
の
外
面
的
な
行
為
を
「
技
法
」
と
し
て
模
倣
す
る
場
合

に
、
大
い
に
参
考
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。「
観

の
目
つ
よ
く
、
見
の
目
よ
わ
く
」
な
ど
精
神
的
模
倣
の
段
階
の
記

述
も
多
い
の
で
す
が
、
比
較
的
初
期
か
ら
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て

活
用
で
き
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

一
方
、「
不
動
智
神
妙
録
」
は
、
幕
府
の
剣
術
指
南
役
、
柳
生

宗
矩
に
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の
で
も
あ
り
、
剣
術
の
技
法
の
手
引

き
書
で
は
な
く
、
精
神
的
に
到
達
す
べ
き
状
況
を
具
体
的
に
示
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
師
の
外
面
的
模
倣
の
段
階
を
踏
ん
だ

後
に
、「
禅
に
聞
け
」
と
い
う
要
請
に
応
え
た
も
の
と
も
い
え
ま

し
ょ
う
。 

 

さ
て
、
禅
の
稽
古
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
特
に
、
私
達
の
よ

う
な
在
家
の
者
に
と
っ
て
、
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
世
俗
と

断
ち
切
れ
た
僧
堂
で
修
行
す
る
出
家
の
場
合
は
、
師
や
先
輩
や
同

輩
の
中
で
、
生
活
そ
の
も
の
が
全
て
修
行
な
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
時
折
り
坐
禅
会
に
来
る
在
家
の
者
は
、
剣
道
の
稽
古

の
場
合
の
よ
う
な
、
師
の
外
面
的
模
倣
か
ら
入
る
と
い
う
こ
と
が

事
実
上
困
難
な
の
で
す
。
坐
相
を
真
似
る
だ
け
は
足
り
な
い
よ
う
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に
思
い
ま
す
。
呼
吸
に
注
意
す
る
（
数
息
観
）
や
、
考
え
る
な
、

な
ど
の
教
え
は
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
外
面
的
模
倣
に
相
当
す

る
初
期
の
修
行
の
技
法
と
は
な
り
難
い
も
の
で
す
。 

 

少
な
く
と
も
私
の
場
合
、
修
行
の
技
法
を
説
い
た
「
五
輪
書
」

の
よ
う
な
教
え
に
飢
え
て
お
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
に
「
十
牛
図

提
唱
」
に
出
会
っ
た
の
で
し
た
。 

 

三 

十
牛
図
提
唱 

 

十
牛
図
の
存
在
は
存
じ
て
い
ま
し
た
。
修
行
の
プ
ロ
セ
ス
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
と
も
。
た
だ
、
表
現
が
抽
象
的
で
も
あ
り
、
理

解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
も
理
解
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
十
牛
図
提
唱
に
沿
っ
て
、
剣
道
の
外
面
的
模
倣
に
相

当
す
る
骨
折
り
作
業
を
考
え
て
み
ま
し
た
。 

（
一
）
修
行
の
目
的 

 

私
達
は
な
ぜ
、
禅
に
関
心
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
？
や
は
り
ど

こ
か
で
「
自
分
の
悩
み
」
を
解
決
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
十
牛
図
提
唱
で
は
、「
牛
と
は

自
分
の
悩
み
苦
し
み
を
解
放
し
て
く
れ
る
道
の
こ
と
」
だ
と
明
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
と
こ
と
ん
悩
ん
で
い
る
の
か
、「
本
当

に
切
羽
詰
ま
っ
て
、
藁
を
も
す
が
る
思
い
」
に
ま
で
至
っ
て
い
る

の
か
が
問
わ
れ
ま
す
。
あ
い
つ
が
悪
い
、
社
会
が
悪
い
、
と
原
因

を
外
に
求
め
て
い
て
も
悩
み
は
解
決
し
な
い
で
し
ょ
う
。「
自
分

の
外
に
向
か
っ
て
」
い
る
の
が
日
常
生
活
で
す
。
在
家
の
者
が
こ

こ
に
留
ま
っ
て
い
る
う
ち
は
救
い
よ
う
が
な
い
よ
う
で
す
。
僧
堂

で
は
な
く
と
も
、
私
達
も
「
郊
外
に
埋
も
れ
る
」
必
要
が
あ
る
の

で
す
。
そ
れ
は
、「
自
分
の
中
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
」
だ
と
明

示
さ
れ
ま
す
。 

 

剣
道
で
は
、「
自
分
が
技
を
出
す
」
と
思
っ
て
い
る
う
ち
は
正

解
が
な
く
、（
何
者
か
に
よ
っ
て
）「
技
が
出
る
」
と
い
う
感
覚
の

時
に
会
心
の
打
ち
が
現
れ
る
の
で
し
た
。
私
達
は
、
日
常
生
活
に

お
い
て
「
自
分
が
」
考
え
行
動
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

改
め
て
思
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
自

分
を
突
き
動
か
し
て
い
る
も
の
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
「
自

分
の
根
源
を
追
及
し
て
い
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
、「
本
当
の
自
分

と
は
何
か
」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

そ
の
作
業
こ
そ
が
稽
古
（
修
行
）
で
あ
り
、
都
会
の
喧
騒
の
中
で

も
「
自
分
の
中
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
」
が
で
き
れ
ば
僧
堂
と
何

の
か
わ
り
も
な
い
の
だ
、
と
い
う
十
牛
図
提
唱
の
指
摘
は
、
私
に

と
っ
て
活
路
を
提
示
さ
れ
た
思
い
で
し
た
。 

（
二
）
自
分
と
は
何
か 

 

幼
い
頃
、
楽
し
か
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
が
、
悩
ん
だ
思
い
出

は
あ
り
ま
せ
ん
。
富
と
か
地
位
と
か
権
力
と
か
を
知
る
は
ず
も
な



  

 

- 28 - 

く
、
人
を
羨
む
こ
と
も
な
く
、
妬
む
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
い
つ
か
ら
苦
し
み
悩
む
「
自
分
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
。
こ
れ
は
「
本
当
の
自
分
」
で
は
な
い
と
い
う
思
い
が
誰
に

で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
は
熱
放
射
に
よ
り
常
に
光
子
（
素

粒
子
の
一
つ
）
を
放
出
し
続
け
て
い
ま
す
。
ヒ
ト
を
含
む
脊
椎
動

物
は
カ
メ
ラ
に
似
た
眼
で
視
覚
を
獲
得
し
ま
し
た
。
眼
に
取
り
込

ま
れ
た
光
子
は
網
膜
の
視
細
胞
の
光
セ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
電
気
信

号
に
変
換
さ
れ
、
神
経
細
胞
を
介
し
て
脳
へ
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

私
達
が
縦
・
横
・
高
さ
の
三
次
元
で
「
見
え
た
」
と
感
じ
て
い
る

の
が
こ
の
世
界
で
す
。 

 

一
方
、
私
達
の
脳
に
は
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
い
う
神
経
回
路
が
あ
り
、
次
々
と
発
生
す
る
出
来
事
や
経

験
・
感
情
な
ど
の
仮
想
現
実
を
整
理
し
て
長
期
記
憶
と
し
て
保
存

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
結
果
、
過
去
か
ら
未
来
に
流
れ
る
時

間
と
い
う
感
覚
が
発
生
し
、
過
去
か
ら
未
来
ま
で
「
自
我
」
が
主

体
的
に
実
在
し
て
い
る
と
思
い
込
む
よ
う
で
す
。 

 

こ
の
長
期
記
憶
の
お
か
げ
で
、
次
々
と
出
来
事
が
発
生
し
て
も
、

過
去
の
記
憶
に
照
ら
し
て
瞬
時
に
対
応
し
た
り
、
未
来
の
行
動
を

予
測
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
方
、
喜
怒
哀
楽
の
感
情

と
そ
の
原
因
も
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
過
去
に
嫌
な
奴
だ
と

思
っ
た
人
に
出
会
う
と
瞬
時
に
顔
が
歪
み
胸
が
苦
し
く
な
る
な
ど
、

心
身
の
反
応
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
長
期
記
憶
や
動
物
的
本
能
に
照
ら
し
て
反
射
・
反

応
す
る
働
き
を
、
私
達
は
「
自
分
」
の
働
き
で
あ
り
、「
自
分
の

心
」
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

（
三
）
苦
し
み
の
正
体 

 

十
牛
図
提
唱
で
は
「
個
人
と
共
生
と
い
う
狭
間
で
葛
藤
す
る
の

が
日
常
の
生
活
」
だ
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。
一
人
で
は
生
き
て
い
け

な
い
の
に
、
生
き
る
と
い
う
強
烈
な
本
能
に
由
来
す
る
「
自
我
意

識
」
が
「
損
か
得
か
」
と
自
分
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
苦
し
む
こ

と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
が
自
分
だ
と
思
っ
て
し
ま
っ

た
ら
、
こ
こ
で
終
わ
り
で
す
。
一
般
的
に
心
（
こ
こ
ろ
）
と
言
っ

て
い
る
の
は
、
自
我
意
識
（
念
）
の
こ
と
だ
、
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。

本
能
に
由
来
す
る
自
我
意
識
は
強
い
。
何
千
年
も
の
間
、
皆
が
苦

し
み
続
け
る
中
で
、
道
徳
・
倫
理
が
説
か
れ
、
政
治
的
解
決
が
図

ら
れ
た
り
し
て
き
ま
し
た
が
、「
永
遠
に
解
決
し
な
い
」
の
で
す
。

た
だ
、
こ
の
自
我
意
識
を
見
詰
め
て
い
る
「
も
う
一
人
の
自
分
」

が
存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
？ 

（
四
）
救
い
へ
の
直
観
（
予
感
） 

 

十
牛
図
提
唱
で
は
「
自
分
の
問
題
意
識
の
希
薄
さ
に
気
づ
き
な

さ
い
」
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。
本
能
に
由
来
す
る
自
我
意
識
は
消
え



  

 

- 29 - 

る
こ
と
が
な
い
。
で
は
、
仕
方
が
な
い
の
で
す
か
？
飲
み
、
食
い
、

明
日
死
ぬ
だ
け
が
人
生
な
の
で
す
か
？
自
我
意
識
の
奥
に
「
本
当

の
自
分
の
根
源
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
？
剣
道
で
「
技
が

自
然
に
出
た
」
時
に
感
じ
た
「
も
う
一
人
の
自
分
（
本
当
の
自

分
）」
の
存
在
で
す
。
も
う
一
人
の
自
分
を
追
求
し
て
い
く
こ
と

で
、「
今
の
自
分
」
の
苦
し
み
か
ら
解
き
放
た
れ
る
の
で
は
な
い

か
？
こ
の
「
予
感
」「
直
観
」
が
大
切
な
よ
う
で
す
。
い
き
な
り

「
確
信
」
に
至
る
こ
と
は
困
難
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
直
観
さ
え
あ

れ
ば
、
そ
の
「
直
観
」
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
修
行
で
あ
る
と
の

指
摘
に
、
私
に
も
、
希
望
が
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。 

（
五
）
日
々
の
修
行
（
稽
古
） 

 

救
い
へ
の
予
感
を
得
た
私
達
は
、
日
々
ど
の
よ
う
に
稽
古
（
修

行
）
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？
私
達
は
、
自
我
意
識
の
奥

に
も
う
一
人
の
自
分
、「
本
源
な
る
心
」
が
あ
る
と
直
観
し
、
本

源
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
世
界
を
見
る
稽
古
を
く
り
か
え
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
自
我
意
識
の
判
断
と

「
本
当
の
自
分
」
の
判
断
と
の
葛
藤
の
繰
り
返
し
で
す
。
ど
ち
ら

が
「
真
」
で
ど
ち
ら
が
「
妄
想
」
な
の
か
。
本
当
の
自
分
は
常
に

「
自
分
を
含
め
た
世
界
と
い
う
も
の
を
第
三
者
的
に
見
て
い
る
」

の
で
す
。
全
て
の
存
在
を
包
み
込
み
、
対
立
の
無
い
視
線
で
す
。

私
達
は
実
は
既
に
皆
で
幸
福
に
な
れ
る
資
質
を
備
え
て
い
る
こ
と

を
十
牛
図
提
唱
は
指
摘
し
ま
す
。
あ
と
は
、
直
観
を
確
信
ま
で
育

て
て
い
く
修
行
・
稽
古
が
あ
る
だ
け
で
す
。
皆
が
「
本
当
の
自
分
」

の
判
断
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
個
と
共
生
の
葛
藤

が
無
く
な
り
、
個
の
幸
福
と
全
体
の
平
和
が
訪
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？ 

全
て
は
導
か
れ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
教

え
に
触
れ
た
こ
と
を
大
切
に
し
て
、
日
々
を
生
き
て
い
く
。
自
我

意
識
の
依
っ
て
立
つ
命
は
や
が
て
果
て
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
果
て

る
瞬
間
ま
で
「
自
分
の
中
に
向
か
っ
て
い
く
」。
そ
こ
に
答
え
が

あ
る
と
の
予
感
を
育
て
な
が
ら
生
き
て
い
く
。
そ
の
決
心
を
得
た

こ
と
は
既
に
幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
、
と
今
感
じ
ま
す
。
そ
の
先
に

ど
ん
な
境
地
が
あ
る
の
か
？
ご
報
告
で
き
る
日
が
来
る
こ
と
を
信

じ
て
日
々
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 
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My first sesshin  

（初めての接心） 

Cameron Noble  
 （キャメロン ノーブル） 

 

The sesshin I did in June this year at Kohoin was a special experience from which I 

learnt much and will not forget. The kanji for sesshin means to connect to your heart. It 

is an apt description of what I experienced.  

 

It seemed like fate that my work was able to open up to allow me to do the full five-

day sesshin starting on Wednesday 12 June and finishing on Sunday 16 June. It was a 

true privilege to be able to participate in an intensive and sustained practice, and 

dedicate my full attention to the rhythms of my body, feelings, and mind.  

 

I did many vispassana retreats when I was younger. There were similarities but there 

were also many unique characteristics. One was the continuous focus of acting with 

awareness and consideration of others.  

 

It wasn`t an easy or fun experience, but I knew it was a very valuable one from the first 

session. I was determined to be attentive throughout. One thing I got better at through 

the sesshin was being comfortable being uncomfortable. That is to say, being able to 

just ‘be’ in a relaxed manner even when my knees were hurting or my legs were 

feeling pins and needles. I could accept the discomfort without becoming tense and 

just sit there and experience the moment, at least to a degree.  

 

I could feel myself being more in the moment, which helped me work through the 

longer sessions. It has also given me confidence to be comfortable and present in any 

uncomfortable, painful. or difficult situation whether it be at work, home, or playing 

sport. I now have more confidence in myself to be able to get through any challenges 
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with equanimity. My awareness of myself and my surroundings grew.  

 

There were many set ways of doing things including eating and cleaning. Everyone 

was patient teaching me how to do everything and explaining why it was done like 

that. On the first morning, I woke up 15 minutes before the wake-up bell was rung and 

decided to get up and stretch. I was promptly told I had to stay in bed until the bell. It 

was important to act together and do things in a disciplined manner.  

 

After meditating from 4 to 6 am on the Thursday and Friday morning, I walked home 

from Nakano, which took about one hour and 40 minutes. The best part was walking 

through Meiji Jingu early in the morning when the forest was just waking up and the 

shrine empty of people. It is one of my favourite places in Tokyo at any time but early 

in the morning after intensively meditating was special.  

 

Fortunately I didn’t feel too sleepy throughout the sesshin but when I returned home 

on Sunday afternoon, I had a nap for hours and then slept soundly that night as well. 

I’m not sure if the sesshin was tiring, or it allowed me to relax and release accumulated 

tiredness.  

 

As I return to my home country at the end of the year, due to the end of my work term 

in Japan, I reflect fondly on the time I spent at Kohoin. Since I first came to live in 

Japan over 30 years ago and throughout the more than 11 years I have lived here, 

together with learning the Japanese language, my experience at Kohoin has given me 

the best insights into Japanese culture, because much of Japanese culture is based on 

Zen. More importantly, it has also strengthened my peace of mind and given me 

confidence to deal with any situation.  

 

I hope to come back to Kohoin in the future when I visit Japan or perhaps live again. 

（編集部より…キャメロンさんの英文原稿を編集部で翻訳した文章を次頁以降に掲載いたします。） 
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初
め
て
の
接
心 

キ
ャ
メ
ロ
ン 

ノ
ー
ブ
ル  

今
年
六
月
、
高
歩
院
で
の
接
心
に
参
加
し
て
、
多
く
の
こ
と

を
学
び
、
忘
れ
ら
れ
な
い
特
別
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。「
接
心
」
と
い
う
漢
字
に
は
、
心
と
つ
な
が
る
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
が
、
私
が
体
験
し
た
こ
と
を
的
確
に
表
し
て
い
ま
す
。 

仕
事
の
都
合
が
つ
い
た
こ
と
で
六
月
十
二
日(

水)

か
ら
六
月

十
六
日(

日)

ま
で
五
日
間
の
接
心
に
参
加
で
き
た
の
は
、
ま
る
で

運
命
の
よ
う
で
し
た
。
集
中
的
か
つ
継
続
的
な
坐
禅
の
実
践
に
参

加
し
、
自
分
の
体
、
感
情
、
心
の
リ
ズ
ム
に
完
全
に
注
意
を
向
け

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。 

若
い
頃
、
ヴ
ィ
ッ
パ
ッ
サ
ナ
ー
の
リ
ト
リ
ー
ト
（
忙
し
い
日

常
生
活
か
ら
一
時
的
に
離
れ
、
心
身
を
休
め
、
自
分
と
向
き
合
う

こ
と
）
に
は
何
度
も
参
加
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
接
心
に
は
類

似
点
も
あ
り
ま
し
た
が
、
独
自
の
特
徴
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
が
、
常
に
意
識
を
切
ら
さ
ず
に
、
他
人
を
思
い
や
り
な

が
ら
行
動
す
る
こ
と
に
集
中
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

簡
単
で
も
、
楽
し
み
に
満
ち
た
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

最
初
の
一
炷
（
セ
ッ
シ
ョ
ン
）
か
ら
非
常
に
価
値
の
あ
る
経
験
に

な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
注
意
深
く
あ

ろ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
接
心
を
通
し
て
得
た
こ
と
の
ひ
と
つ
が
、

不
快
な
状
況
で
も
よ
り
快
適
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
、
膝
が
痛
か
っ
た
り
、
足
が
痺
れ
た
り
し
て
も
、
リ

ラ
ッ
ク
ス
し
て
「
存
在
」
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
不
快
感

を
緊
張
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は
た

だ
座
っ
て
そ
の
瞬
間
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

そ
の
瞬
間
に
自
分
が
い
る
こ
と
を
よ
り
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
、

長
時
間
の
坐
禅
を
乗
り
切
る
助
け
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
仕
事

や
家
庭
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
に
お
い
て
、
不
快
で
苦
痛
で
困
難
な
状

況
に
陥
っ
て
も
、
快
適
に
そ
の
場
に
い
ら
れ
る
自
信
も
持
て
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
は
、
ど
ん
な
困
難
も
平
静
に
切
り
抜
け

ら
れ
る
と
い
う
自
信
が
つ
き
ま
し
た
。
自
分
自
身
と
周
囲
へ
の
意

識
も
高
ま
り
ま
し
た
。 

食
事
や
掃
除
な
ど
、
物
事
の
や
り
方
は
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

皆
が
辛
抱
強
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
を
教
え
、
な
ぜ
そ
の
よ
う

に
行
う
の
か
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
最
初
の
朝
、
私
は
起
床
の

鈴
が
鳴
る
十
五
分
前
に
目
が
覚
め
、
起
き
て
ス
ト
レ
ッ
チ
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
す
ぐ
に
、
鈴
が
鳴
る
ま
で
横
に
な
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
一
緒
に
行
動
し
、
規
律
正
し

く
物
事
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
し
た
。 

木
曜
日
と
金
曜
日
の
朝
は
、
四
時
か
ら
六
時
ま
で
坐
禅
し
た
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後
、
中
野
か
ら
歩
い
て
帰
り
ま
し
た
。
所
要
時
間
は
約
一
時
間
四

十
分
で
し
た
。
一
番
良
か
っ
た
の
は
、
森
が
目
覚
め
た
ば
か
り
で

人
が
い
な
い
早
朝
の
明
治
神
宮
を
歩
い
た
こ
と
で
す
。
そ
こ
は
、

東
京
の
中
で
、
私
が
い
つ
で
も
気
に
入
っ
て
い
る
場
所
の
一
つ
で

す
が
、
集
中
し
て
瞑
想
し
た
後
の
朝
の
明
治
神
宮
は
格
別
で
し
た
。 

幸
い
、
接
心
中
は
眠
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
日
曜
日
の

午
後
に
帰
宅
し
て
か
ら
何
時
間
も
昼
寝
を
し
、
そ
の
夜
は
夜
で
ま

た
ぐ
っ
す
り
眠
れ
ま
し
た
。
接
心
で
疲
れ
た
か
ら
な
の
か
、
そ
れ

と
も
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
こ
と
で
溜
ま
っ
て
い
た
疲
れ
が
解
消
で
き

た
か
ら
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

日
本
で
の
勤
務
が
終
わ
り
、
年
末
に
母
国
に
戻
る
の
で
す
が
、

高
歩
院
で
過
ご
し
た
時
間
を
懐
か
し
く
思
い
返
し
て
い
ま
す
。
三

十
年
以
上
前
に
初
め
て
来
日
し
、
十
一
年
以
上
日
本
に
住
み
ま
し

た
が
、
日
本
語
の
学
習
と
並
ん
で
高
歩
院
で
の
経
験
が
、
私
に
日

本
文
化
に
つ
い
て
の
最
高
の
洞
察
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
な
ぜ

な
ら
、
日
本
文
化
の
多
く
は
禅
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
私

に
と
っ
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
心
の
平
安
が
強
ま
り
、
ど
ん

な
状
況
に
も
対
処
で
き
る
自
信
が
得
ら
れ
た
こ
と
で
す
。 

将
来
日
本
を
訪
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
再
び
住
む
と
き
に
は
、

高
歩
院
に
戻
っ
て
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

キャメロンさん(前列中央)を囲んで(令和6年11月30日) 



 

- 34 - 

『
諸
事
一
考
』 

雑
感 

丹
田
の
こ
と 

 大
森 

悠
生  

「
お
前
は
上
体
に
力
が
入
り
過
ぎ
て
い
る
。
丹
田
に
力
を
入
れ
な

け
れ
ば
駄
目
だ
」
高
校
の
柔
道
部
の
練
習
を
覗
き
に
来
た
父
か
ら

夕
飯
の
と
き
に
そ
う
言
わ
れ
た
。
翌
日
か
ら
の
稽
古
で
心
が
け
て

は
み
る
が
な
か
な
か
要
領
を
得
ず
、
つ
い
に
実
ら
ぬ
ま
ま
高
校
時

代
を
終
え
て
し
ま
っ
た
。 

そ
も
そ
も
丹
田
は
漢
民
族
の
宗
教
で
あ
る
道
教
の
術
の
一
つ
錬

丹
術
に
由
来
す
る
と
い
う
。
丹
（
硫
化
水
素
）
を
原
料
に
不
老
不

死
の
仙
人
に
な
る
た
め
の
霊
薬
を
練
る
た
め
に
気
を
集
め
る
体
内

の
部
位
が
丹
田
で
、
気
の
田
を
意
味
す
る
の
だ
そ
う
だ
。
つ
ま
り

物
理
的
表
現
を
使
え
ば
、
丹
田
は
肉
体
的
重
心
で
あ
る
と
共
に
心

の
重
心
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
父
は
教
え
た
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
高
校
生
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。 

そ
の
後
、
歳
を
重
ね
て
か
ら
の
経
験
で
、
重
要
な
案
件
の
決
定

を
す
る
と
き
や
大
勢
の
聴
衆
を
前
に
し
て
話
を
す
る
場
合
な
ど
で

丹
田
呼
吸
を
心
掛
け
た
。
丹
田
に
気
を
集
め
て
、
ふ
ー
っ
と
息
を

吐
く
と
不
思
議
と
落
ち
着
い
て
上
手
く
行
っ
た
も
の
だ
。
ス
ポ
ー

ツ
で
も
ビ
ジ
ネ
ス
で
も
日
頃
の
練
習
や
心
身
鍛
錬
の
成
果
、
ま
た

習
得
し
た
多
く
の
知
識
な
ど
が
肉
体
や
精
神
の
し
っ
か
り
し
た
基

盤
の
上
に
生
か
さ
れ
て
こ
そ
、
素
晴
ら
し
い
記
録
や
立
派
な
業
績

と
し
て
花
開
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
土
壌
た
る
が
丹
田
で
あ
ろ
う
。

大
天
地
の
中
の
白
己
を
意
識
し
て
、
そ
こ
に
一
心
を
集
中
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
し
っ
か
り
と
し
た
基
盤
と
な
る
の
で
あ
る
。 

と
は
言
え
、
そ
れ
だ
け
で
全
て
が
花
聞
き
上
手
く
ゆ
く
ほ
ど
人

間
社
会
は
簡
単
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
未
来
を
切
り
拓
く
た
め
の

物
事
の
決
断
や
実
行
、
新
ら
た
な
も
の
の
創
造
な
ど
は
こ
れ
だ
け

で
は
だ
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
当
然
な
が
ら
対
象
と
な
る
物
事

の
捉
え
様
が
大
切
で
あ
る
。
対
象
事
と
は
言
っ
て
も
眼
前
に
あ
る

も
の
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
に
あ
っ
た
事
か
ら
更
に
未
来
の
計
画

か
ら
希
望
や
期
待
、
推
測
、
仮
説
、
想
像
等
な
ど
、
ま
た
そ
れ
ら

の
背
景
に
あ
る
も
の
な
ど
実
に
多
様
で
あ
る
。
事
を
成
さ
ん
と
す

る
時
、
そ
れ
も
重
大
で
緊
急
の
場
合
な
ど
に
は
と
か
く
こ
れ
ら
の

識
別
を
忘
れ
て
混
同
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
支
離
滅
裂
以

外
の
何
物
を
も
も
た
ら
し
得
な
い
。
分
別
に
は
し
っ
か
り
と
し
た

心
の
基
盤
と
共
に
、
対
象
と
な
る
物
事
の
基
盤
を
捉
え
る
こ
と
が

大
切
な
の
だ
。
そ
の
基
盤
が
思
考
の
原
点
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

丹
田
に
気
を
集
め
て
、
思
考
の
原
点
何
た
る
か
を
見
出
す
こ
と
が

必
要
な
の
だ
。
そ
れ
が
出
来
れ
ば
不
思
議
と
打
開
の
道
が
見
え
て

く
る
も
の
で
あ
る
。 

 

で
は
思
考
の
原
点
た
る
物
事
の
基
盤
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
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〝
事
実
〟
で
あ
ろ
う
。
事
実
は
厳
然
と
し
て
不
動
で
あ
り
、
中
で

も
絶
対
的
事
実
と
言
え
る
も
の
は
眼
前
に
あ
る
対
象
と
共
に
、
歴

史
で
あ
り
自
然
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
歴
史
は
過
ぎ
た
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
不
明
や
未
知
も
あ
る
し
、
自
然
現
象
に
も
未
解

明
も
あ
る
。
そ
れ
を
深
く
探
求
し
て
真
実
を
知
る
た
め
に
、
学
問

と
し
て
の
歴
史
が
あ
り
自
然
科
学
が
あ
る
の
だ
。
未
知
や
不
明
に

対
し
て
は
謙
虚
に
な
り
、
持
論
や
推
論
で
包
ん
で
し
ま
う
こ
と
な

く
学
問
に
挑
む
か
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
を
疎
か
に
し

た
持
論
や
推
論
は
と
か
く
邪
心
や
エ
ゴ
に
変
質
し
て
事
を
混
乱
に

導
く
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
事
実
と
し
て
の
歴
史
（
過
去
）
に
は
誇
る
べ
き
も
の
だ
け

で
は
な
く
反
省
す
べ
き
も
の
も
あ
る
が
、
大
小
に
拘
わ
ら
ず
い
ず

れ
も
そ
れ
を
礎
と
し
て
新
た
な
未
来
を
構
築
す
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
事
例
を
考
え
て
み
よ
う
。 

例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
は
植
民

地
支
配
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
負
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
過
去
の

事
実
と
し
て
認
識
し
た
上
で
、
〝
栄
光
あ
る
王
室
と
議
会
制
民
主

主
義
の
先
導
者
〟
と
い
う
誇
り
を
礎
と
し
て
国
民
に
自
信
を
持
た

せ
て
い
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
阻
害
や
、
黒
人

奴
識
の
酷
使
と
い
う
歴
史
を
反
省
す
る
も
卑
下
す
る
こ
と
な
く
、

〝
自
由
と
民
主
主
義
を
創
り
上
げ
た
〟
と
い
う
自
負
心
を
礎
と
し

て
、
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
役
を
演
じ
て
い
る
。
一
方
わ
が
国
で
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
第
二
次
大
戦
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を
事
実

の
探
求
を
避
け
て
〝
解
釈
〟
で
捉
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
虐
的
な

国
民
を
生
み
、
自
国
に
自
信
を
持
て
な
い
教
育
や
外
交
を
繰
り
返

し
て
は
い
ま
い
か
。
そ
れ
が
た
め
に
一
時
的
に
は
続
済
大
国
に
は

な
っ
て
も
、
堂
々
と
し
た
一
流
国
家
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
に
は
真
正
面
か
ら
正
し
く
向
き
合
い
、
誇
る
べ
き
事
実
と
反

省
す
べ
き
事
実
を
し
っ
か
り
と
切
り
分
け
て
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ

カ
の
よ
う
に
自
信
と
勇
気
を
も
っ
て
未
来
創
造
の
礎
と
す
べ
き
な

の
で
あ
る
。 

い
ま
わ
が
国
は
経
済
的
に
疲
弊
し
て
い
る
と
い
う
が
、
こ
れ
も

自
虐
性
が
拍
車
を
か
け
て
し
ま
っ
た
結
巣
で
あ
っ
て
、
戦
後
の
驚

異
的
高
度
成
長
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
事
実
を
基
盤
と
し
て
、
国

民
の
実
力
に
自
信
を
持
っ
て
新
た
な
創
造
に
取
り
組
め
ば
必
ず
解

決
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
財
界
人
を
始
め
と
す
る
国
民
の

気
構
え
次
第
な
の
だ
。
ま
た
政
治
も
混
迷
が
続
い
て
い
る
が
、
政

治
家
は
根
無
し
草
の
如
き
理
想
論
を
礎
に
す
る
の
で
は
な
く
、
先

ず
我
が
国
の
歴
史
と
文
化
に
誇
り
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て

何
事
も
今
日
に
至
る
道
を
正
し
く
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
思
考
の
原
点
を
見
出
し
、
そ
の
上
に
育
ま
れ
る
国
家
的

理
念
を
持
っ
て
行
動
す
れ
ば
、
未
来
へ
向
か
っ
て
一
流
国
家
へ
の

道
が
拓
け
る
は
ず
で
あ
る
。
ば
ら
ま
き
か
ら
は
物
乞
い
精
神
が
生
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ま
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
事
実
認
識
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
軽
い
個
人

見
解
か
ら
は
未
来
の
創
造
な
ど
で
き
よ
う
訳
が
な
く
、
国
家
存
続

す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
と
い
う
い
さ
さ
か
大
き
な
事

例
を
述
べ
た
が
、
ど
ん
な
分
野
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ん
な
小
さ
な
立

場
で
あ
ろ
う
が
、
誤
っ
た
認
識
や
事
実
を
曲
げ
た
エ
ゴ
や
打
算
で

は
思
考
に
原
点
が
定
ま
ら
な
い
か
ら
創
造
力
が
生
ま
れ
な
い
の
で

あ
る
。
丹
田
に
気
を
集
中
さ
せ
、
事
実
を
正
し
く
知
り
、
そ
れ
を

基
盤
と
し
て
未
来
を
創
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
る

者
こ
そ
未
来
を
先
導
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
い
う
者
に
こ
そ
未

来
を
託
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。 

 

追
補
・
・ 

丹
田
は
誰
に
も
、
い
つ
の
時
も
意
識
さ
え
す
れ
ば
必
ず
あ
る
も

の
と
信
じ
て
き
た
が
、
こ
の
文
を
書
い
た
後
に
こ
れ
を
失
う
こ
と

が
あ
る
こ
と
を
体
験
し
た
。 

二
〇
一
一
年
の
年
初
に
大
病
を
患
い
、
二
月
十
四
日
に
腹
部
の

大
手
術
を
受
け
た
。
過
去
七
十
年
余
、
手
術
は
お
ろ
か
大
し
た
病

な
ど
も
な
か
っ
た
の
で
全
て
が
初
体
験
で
あ
っ
た
。
事
前
の
医
師

か
ら
の
説
明
は
死
も
あ
り
得
る
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
だ

っ
た
。  

手
術
の
当
日
、
手
術
室
に
向
か
う
に
当
た
っ
て
、
丹
田
を
意
識

し
つ
つ
ふ
ー
っ
と
深
く
呼
吸
を
し
て
、「
よ
し
！
」
と
気
合
を
込
め

て
臨
ん
だ
。 

手
術
の
結
果
、
幸
い
に
し
て
生
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
麻
酔

か
ら
覚
め
た
ぼ
ん
や
り
と
し
た
頭
で
、
こ
の
先
ど
の
く
ら
い
生
き

ら
れ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
に
し
て
も
先
ず
は
生
還
で
き
た
と
実

感
し
た
。
と
こ
ろ
が
麻
酔
が
切
れ
て
か
ら
の
単
な
る
痛
み
と
も
い

え
な
い
苦
し
み
は
尋
常
で
は
な
か
っ
た
。
地
獄
と
も
思
え
る
夢
を

何
度
と
な
く
み
た
。
こ
う
い
う
時
に
こ
そ
と
、
自
ら
に
言
い
聞
か

せ
て
丹
田
呼
吸
を
試
み
た
。
と
こ
ろ
が
肝
心
な
丹
田
が
な
い
の
で

あ
る
。
ど
う
意
識
し
よ
う
が
下
腹
部
の
中
心
が
分
か
ら
な
い
の
で

あ
る
。
自
分
の
体
で
分
か
ら
な
い
と
は
変
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、

事
実
な
い
の
で
あ
る
。
如
何
に
大
手
術
と
は
い
え
丹
田
を
切
除
さ

れ
た
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
が
、
身
体
の
重
心
、
心
の
重
心
が
見
当

た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
生
命
の
基
盤
を
、
未
来
へ
の
礎
を
失
っ
た

の
で
あ
る
。 

そ
ん
な
状
況
が
何
日
続
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
回
復
す
る
に
つ
れ

て
徐
々
に
意
識
し
た
呼
吸
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
腹
式
呼
吸
ら

し
き
呼
吸
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
丹
田
が
重
心
か
ら
ず
れ
て

い
る
よ
う
な
気
も
し
た
が
、
次
第
に
漠
と
し
て
意
識
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
は
っ
き
り
す
る
ま
で
は
、
人
間
と
し
て

正
し
く
生
き
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 
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こ
の
体
験
に
よ
っ
て
、
漢
民
族
が
不
老
不
死
の
仙
人
に
な
る
た
め

に
気
を
集
め
た
と
い
う
丹
田
の
意
味
を
、
初
め
て
理
屈
を
超
え
て

会
得
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
人
間
は
生
き
る
た
め
に
は
丹
田

を
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
こ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
は
ま
と
も
に
生
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。 

二
〇
一
一
年
四
月
七
日 

 

追
補
そ
の
二
・
・ 

こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
に
昔
か
ら
丹
田
呼
吸
や
様
々
な
呼
吸
法
が

伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
経
験
に
よ
る
も
の
で
、
そ

の
根
拠
は
医
学
的
に
明
確
に
説
明
さ
れ
て
き
て
は
い
な
か
っ
た
よ

う
だ
。 

し
か
し
最
近
読
ん
だ
書
物
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
不
可
能
だ
っ

た
末
梢
血
管
の
血
流
量
の
計
測
が
で
き
る
機
械
が
近
年
発
明
さ
れ

て
、
呼
吸
と
身
体
や
心
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
そ
う
だ
。

そ
れ
に
よ
る
と
呼
吸
の
仕
方
に
よ
っ
て
末
梢
の
血
流
量
が
瞬
時
に

変
化
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
呼
岐
に
は
瞬
間
的

に
体
の
状
態
を
変
え
る
力
が
あ
る
こ
と
が
科
学
的
に
分
か
っ
て
き

た
の
だ
。 

そ
の
こ
と
と
今
ま
で
解
明
さ
れ
て
い
た
医
学
的
事
実
と
を
結
び

付
け
て
、
新
た
な
解
明
が
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
ゆ
っ
く

り
と
し
た
深
い
呼
吸
は
自
律
神
経
の
一
つ
で
あ
る
副
交
感
神
経
を

刺
激
す
る
の
で
、
血
管
が
聞
い
て
抹
消
ま
で
血
流
が
よ
く
な
る
。

血
流
が
良
く
な
る
と
筋
肉
が
弛
緩
す
る
の
で
身
体
が
リ
ラ
ッ
ク
ス

す
る
。
こ
れ
が
深
呼
吸
を
す
る
と
心
が
落
ち
着
く
理
由
と
し
て
明

ら
か
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。 

と
い
う
こ
と
は
呼
吸
に
よ
っ
て
自
律
神
経
を
自
分
で
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
丹
田
呼
吸
の
効
果
と
は
自
律

神
経
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
る
効
果
だ
っ
た
の
だ
。
手
術
後
丹
田
が

行
方
不
明
に
な
っ
た
の
は
、
自
律
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
が
余
程
お
か

し
く
な
っ
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
身
体
の
回
復
と
と
も
に

意
識
し
て
呼
吸
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
自
律
神
経

が
整
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
丹
田
呼

吸
は
自
律
神
経
に
及
ぶ
科
学
的
健
康
法
で
あ
る
こ
と
が
解
っ
た
。 

二
〇
一
一
年
六
月
二
〇
日 
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赤
松
宗
典
和
尚
ご
来
山 

 
十
一
月
十
七
日
（
日
）
に
、
和
歌
山
県
日
高
郡
み
な
べ
町
に

あ
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
本
誓
寺
の
ご
住
職
・
赤
松
宗
典
和
尚
と
キ

ヨ
様
ご
夫
妻
が
、
大
森
曹
玄
老
大
師
の
ご
令
孫
・
樫
尾
直
美
様
の

ご
案
内
で
ご
来
山
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

赤
松
和
尚
は
一
九
四
九
年
の
お
生
ま
れ
。
花
園
大
学
で
的
翁

老
師
に
学
ば
れ
、
卒
業
後
は
妙
心
僧
堂
で
六
年
間
修
行
。
七
八
年

に
故
郷
に
戻
っ
て
み
な
べ
町
の
最
奥
に
あ
る
山
寺
・
本
誓
寺
を
継

が
れ
ま
し
た
。
地
域
の
過
疎
化
を
食
い
止
め
た
い
と
、
一
念
発
起

し
て
梅
林
の
開
墾
と
梅
干
し
の
製
造
を
始
め
、
村
に
伝
わ
る
薬
草

漬
け
を
改
良
し
た
「
紀
州
薬
師
梅
」
を
売
り
に
全
国
を
行
脚
さ
れ

た
そ
う
で
す
。
製
造
会
社
は
十
数
人
を
雇
う
ま
で
に
な
っ
て
地
元

に
希
望
を
与
え
て
い
る
ほ
か
、
二
〇
〇
一
年
に
は
そ
の
収
益
で
人

づ
く
り
の
た
め
の
「
ふ
る
さ
と
道
場
」
を
建
設
。
今
回
は
毎
年
道

場
で
合
宿
を
行
っ
て
い
る
近
畿
大
学
工
学
部
空
手
道
部
の
応
援
で

日
本
武
道
館
に
お
越
し
に
な
る
の
に
合
わ
せ
て
ご
来
山
く
だ
さ
い

ま
し
た
。 

的
翁
老
師
が
ご
健
在
の
頃
に
高
歩
院
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る

そ
う
で
、
玄
了
老
師
と
の
ご
歓
談
の
後
、
懐
か
し
そ
う
に
道
場
の

仏
壇
や
入
り
口
の
お
地
蔵
様
の
前
で
読
経
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

謹
ん
で
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 
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『
禅
の
真
髄
』
復
刻
の
お
知
ら
せ 

 

大
森
曹
玄
老
大
師
の
三
十
三
回
忌
記
念
事
業
と
し
て
、『
禅

の
真
髄
』
を
復
刻
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

令
和
七
年
一
月
、
鳥
影
社
よ
り
定
価
二
五
〇
〇
円
で
発
売
予

定
で
す
。
ご
希
望
の
方
は
ど
う
ぞ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

  

 
 

鉄
舟
会 

行
事
予
定 

 

令
和
七
年 

三
月 
 
 
 
 

一
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 
 
 

八
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 
 

十
五
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 

二
十
二
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 

二
十
三
日
（
日
）
日
曜
坐
禅
会 

 
 

七
時
半
～ 

九
時 

二
十
九
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

  

同 
 
 
 

四
月 

 
 
 
 

五
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 
 

十
二
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 
 

十
九
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 

二
十
六
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 

二
十
七
日
（
日
）
日
曜
坐
禅
会 

 
 

七
時
半
～ 

九
時 

  

同 
 
 
 

五
月 

 
 
 
 

三
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 
 
 

十
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 
 

十
七
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 

二
十
四
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 
 

二
十
五
日
（
日
）
日
曜
坐
禅
会 

 
 

七
時
半
～ 

九
時 

三
十
一
日
（
土
）
土
曜
坐
禅
会 

 
 

八
時
～ 

 

十
時
半 

 

諸
事
情
に
よ
り
予
定
が
変
更
に
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
随
時
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
確
か
め
く
だ
さ
い 

h
ttp

s://w
w

w
.tesh

u
k
a
i.org

/ 
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お
詫
び
と
訂
正 

 
本
誌
七
十
一
秋
号
十
三
頁
に
掲
載
し
た
「
細
川
道
彦
老
師
ご
来

山
」
の
記
事
中
、
左
記
に
つ
き
ま
し
て
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。 

「
大
森
老
師
が
遷
化
さ
れ
た
後
、
ハ
ワ
イ
か
ら
高
歩
院
に
戻
り
、

一
時
期
、
副
住
職
を
務
め
ら
れ
、
高
歩
院
・
鉄
舟
会
の
行
く
末
を

見
届
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
は
、
正
し
く
は
、 

「
細
川
老
師
は
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
よ
り
平
成
六
年
十
月
の
大

森
老
師
津
送
ま
で
約
六
年
間
、
高
歩
院
副
住
職
し
て
寺
務
を
担
当

さ
れ
ま
し
た
」
で
す
。 

 

ご
寄
稿
の
お
願
い 

 

本
誌
編
集
部
は
、
読
者
の
皆
様
か
ら
の
ご
寄
稿
を
広
く
募
集
し

て
お
り
ま
す
。
文
字
数
な
ど
に
制
限
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
誌
面

の
体
裁
を
整
え
る
上
で
多
少
の
手
直
し
、
校
正
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
寄
稿
を
希
望
さ
れ
る
方
は
左
記

の
鉄
舟
会
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
是
非
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

  
 
 
teshukai@aroma.ocn.ne.jp 

【
編
集
後
記
】 

十
二
月
十
九
日
の
朝
、
東
京
の
一
部
で
は
初
雪
が
見
ら
れ
、
冬

ら
し
い
寒
さ
を
迎
え
ま
し
た
。
一
方
で
は
乾
燥
し
た
冷
気
の
中
、

A
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
猛
威
を
ふ
る
い
、
熱
発
し
た
子
供
を

連
れ
た
親
が
外
来
に
殺
到
し
て
大
忙
し
だ
と
小
児
科
の
先
生
か
ら

伺
い
ま
し
た
。
私
の
身
の
周
り
で
も
高
熱
で
お
休
み
を
取
ら
れ
る

方
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
し
た
現
状
で
あ
っ
て

も
、
今
一
度
「
手
洗
い
、
う
が
い
、
マ
ス
ク
着
用
」
の
基
本
に
戻

っ
て
感
染
予
防
を
心
が
け
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

（
中
村
） 

 

「
鉄
舟
会
理
事
会
」
郵
便
口
座 

０
０
１
９
０
‐
３
‐
５
７
９
８
２
０ 

  

令
和
六
年
十
二
月
二
十
九
日 

発
行 

 

発
行 

鉄
舟
会 

 

編
集 

鉄
舟
会
出
版
部 

 
 
 
 
 

東
京
都
中
野
区
中
央
一
―
一
七
―
三 

 
 
 
 
 

電
話
〇
三
（
五
三
三
八
）
九
二
二
〇 

 
 

 

印
刷 

恒
信
印
刷
株
式
会
社 

 
 
 
 
 

東
京
都
板
橋
区
板
橋
二
―
二
八
―
八 

 
 

 
 

 

電
話
〇
三
（
三
九
六
四
）
四
五
一
一 

 
 

 
 

＊
乱
丁
・
落
丁
本
が
ご
ざ
い
ま
し
た
場
合 

 
 

 
 

 

は
お
取
り
替
え
い
た
し
ま
す 

 

mailto:teshukai@aroma.ocn.ne.jp


冬 


