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第５号

禅
を
生
き
る
～
自
分
を
活
か
し
て
使
う

「
物
で
栄
え
て
、
心
で
滅
ぶ
」
と
い
わ
れ
て
久
し
く
な
り
ま
し
た
。
戦
後
六
十
三
年
、
「
欲

し
が
り
ま
せ
ん
、
勝
つ
ま
で
は
」
の
標
語
の
裏
返
し
の
如
く
、
私
た
ち
は
、
生
活
を
豊
か
に
、

物
欲
を
満
た
す
道
を
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
ん
で
き
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
素
晴
ら
し
く
快

適
な
生
活
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
日
本
人
の
真
面
目
さ
、
勤
勉
さ
の
た
ま
も
の

と
い
え
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
「
心
で
滅
ぶ
」
の
字
の
如
く
、
私
た
ち
は
、
心
を
ど
こ
か
に
置

き
去
り
に
し
て
き
た
よ
う
で
す
。

心
の
豊
か
さ
を
満
た
す
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
心
は
他
の
人
に
満
た
し
て
も
ら
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
で
満
た
し
て
い
く
も
の
で
す
。
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
そ

の
問
い
の
前
に
、
「
人
間
の
心
は
も
と
も
と
、
豊
か
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま

し
ょ
う
。

私
た
ち
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
、
自
分
に
備
わ
っ
て
い
る
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意

を
使
う
訓
練
を
続
け
、
今
で
は
、
瞬
間
的
に
、
き
れ
い
、
き
た
な
い
、
お
い
し
い
、
ま
ず
い
、

と
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
私
た
ち
に
備
わ
っ
て
い
る
六
根
を
、
あ
り
が
た

く
、
丁
寧
に
使
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
眼
の
お
か
げ
で
景
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
口
の
お
か

げ
で
話
が
で
き
、
も
の
を
食
べ
ら
れ
る
。
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

と
。
自
分
の
体
を
あ
り
が
た
く
使
え
る
こ
と
を
喜
ぶ
。

自
分
の
心
身
を
自
分
で
輝
か
し
て
使
え
ば
、
豊
か
な
自
分
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
発
見
で

き
、
心
が
豊
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。
自
分
を
喜
ば
す
と
同
時
に
、
こ
の
自
分
の
豊
か
さ
を
使
っ

て
、
他
の
人
に
も
喜
び
を
与
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

自
分
が
輝
い
て
、
他
を
輝
か
す
。
お
寺
は
皆
さ
ん
の
心
の
道
場
で
す
。
寺
を
活
か
し
て
使
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

建
長
寺
派
宗
務
総
長

宗
禅
寺
住
職

高
井
正
俊

※
宗
務
総
長
に
は
「
天
目
」
へ
の
御
賛
同
を
い
た
だ
き
、
今
号
の
原
稿
を
執
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。



あ
と
が
き

厳
し
い
残
暑
が
続
い
て
お

り
ま
す
。
今
年
は
短
い
秋
を

経
て
す
ぐ
に
寒
い
冬
が
や
っ

て
く
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
檀
信
徒
の
皆
様
も

ど
う
ぞ
御
身
体
ご
自
愛
く
だ

さ
い
。

武
田
信
満
公
の
お
墓

竹
の
根
が
か
な
り
浸
食
し
、
信
満
公
の

お
墓
に
た
く
さ
ん
の
竹
が
生
え
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
近
く
の
石

屋
さ
ん
に
頼
ん
で
整

備
を
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。
お
墓
の
周
り

に
鉄
板
を
打
ち
込

み
、
墓
石
も
積
み
直

し
ま
し
た
の
で
、
と

て
も
き
れ
い
に
な
り

ま
し
た
。

虚
空
蔵
菩
薩
画
像
お
披
露
目

栖
雲
寺
所
蔵
の
虚
空
蔵
菩
薩
画
像
は
、
実
は
イ
エ

ス
キ
リ
ス
ト
を
仏
画
と
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
と

の
研
究
結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
山

に
と
っ
て
貴
重
な
宝
物
で
あ
る
事
に
変
わ
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
修
理
を
無
事
に
終
え
て
、
天
目
山
に
戻
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
貸
し
出

す
前
の
、
七
月
二
十
四
、
二
十
五
日
に
、
大
和
ふ
る

さ
と
会
館
で
お
披
露
目
会
を
い
た
し
ま
し
た
。
大
勢

の
方
の
お
参
り
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

知
っ
て
い
ま
す
か
？

仏
様
の
こ
と

①
虚
空
蔵
菩
薩

当
山
に
虚
空
蔵
菩
薩
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
た
画
像

が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
布
教
の
旅
に
出
ま
す
。
さ

て
、
ど
の
様
な
仏
様
か
知
っ
て
い
ま
す
か
？

虚
空
と
は
、
大
宇
宙
の
様
な
広
さ
を
表
し
ま
す
。

宇
宙
の
如
き
大
き
く
無
限
な
智
慧
と
福
徳
を
持
っ
た

菩
薩
で
、
悩
め
る
全
て
の
人
々
を
救
う
力
を
持
っ
た

仏
様
で
す
。
左
手
に
宝
珠
を
持
っ
て
い
る
の
も
特
徴

で
す
。

当
山
所
有
の
画
像
は
、
こ
の
宝
珠
が
十
字
架
に
変

わ
っ
て
い
る
所
が
、
世
界
に
も
類
を
見
な
い
貴
重
な

も
の
な
の
で
す
。

宝
物
風
入
展
の
開
催

本
年
も
、
栖
雲
寺
の
宝
物
を
一
般
公
開

い
た
し
ま
す
。
通
常
は
宝
物
庫
に
て
保
存

し
て
い
る
工
芸
品
な
ど
を
、
大
和
小
学
校

分
校
を
展
示
場
と
し
て
公
開
い
た
し
ま

す
。
ま
た
石
庭
会
館
で
は
、
紅
葉
を
ご
覧

い
た
だ
き
な
が
ら
の
お
抹
茶
接
待
も
い
た

し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
気
軽
に
足
を
お
運

び
い
た
だ
き
、
秋
の
ひ
と
時
を
天
目
山
で

お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

日
時

十
一
月
六
日
（
土
）

七
日
（
日
）

晋
山
式

晋

山

式
（
し

ん

さ
ん
し

き
）
は
、
お
寺
に
新
し
い
住

職
が
就
任
し
た
と
き
に
行
う

儀
式
で
す
。
山
に
晋
（
す
す

む
）
と
書
き
ま
す
の
で
、
天

目
山
に
晋
ん
で
栖
雲
寺
に
住

職
す
る
為
の
儀
式
と
な
り
ま

す
。
檀
家
さ
ん
や
関
係
寺
院

へ
の
お
披
露
目
式
で
も
あ
り

ま
す
の
で
是
非
無
事
に
成
功

さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご

協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

日
時

平
成
二
十
三
年

五
月

二
十
二
日
（
日
）


