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龍　

 

水 

コ
ラ
ム

「
一
寸
坐
れ
ば
一
寸
の
仏
」

坐
禅
は
、
あ
る
状
態
を
目
指
し

て
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
も
の
で
は

無
い
。
坐
る
こ
と
が
安
心
、
究

極
で
あ
る
。
人
間
の
習
性
は
満

足
を
求
め
る
。
坐
禅
し
て
も
満

足
感
は
無
い
。
満
足
し
た
か
ら

と
い
っ
て
そ
れ
で
人
間
の
解
決

が
つ
く
は
ず
が
無
い
。
解
決
な

ど
ち
ょ
っ
と
腹
が
膨
れ
た 

の

話
だ
。
そ
れ
で
救
わ
れ
る
な
ん

て
こ
と
は
無
い
。
ま
た
す
ぐ
腹

が
減
る
。
そ
ん
な
事
問
題
に
し

な
い
の
が
坐
禅
だ
。
満
足
し
た

み
た
い
に
感
じ
た
り
、
救
わ
れ

た
よ
う
に
思
っ
た
り
、
迷
っ
た

り
、
悟
っ
た
気
に
な
っ
た
り
。

人
間
の
生
き
て
い
る
姿
は
色
々

な
状
態
を
呈
し
な
が
ら
流
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
「
菩
提
」
と
い

う
。
真
実
は
あ
な
た
を
満
足

も
さ
せ
な
い
し
、
ガ
ッ
カ
リ
も

さ
せ
な
い
。
何
と
も
無
い
。
生

か
さ
れ
た
姿
で
手
足
を
動
か
さ

ず
、
自
分
の
選
り
好
み
を
捨
て

て
坐
れ
ば
・
・
・

(

故
酒
井
得
元
老
師
の
こ
と
ば)
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降ご
う
た
ん
え
誕
会
（
花
祭
り
）

八よ
う
か
こ
う
日
講

晋
山
式
境
内
整
備
事
業
と
仏
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
護
持
会
長　
高
橋
祐
一　

　
宛
陵
寺
八
百
年
の
歴
史
で
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
た
事
業
の
中
で
、
そ

の
時
々
の
檀
信
徒
様
方
の
お
寺
へ
の
思
い
は
強
く
、
こ
の
度
の
事
業
の
中
で

修
復
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
前
机
や
憧
幡
な
ど
、
寄
進
さ
れ
ま
し
た
信
仰

の
品
々
を
見
る
と
、
仏
様
と
御
先
祖
様
へ
の
深
い
絆
で
私
達
の
菩
提
寺
は
守

ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
坂
野
免
よ
り
移
築
さ
れ
五
十
年
の
節
目
を

迎
え
、
昨
年
十
一
月
境
内
整
備
事
業
の
落
慶
式
と
併
せ
て
、
第
三
十
二
世
新

命
世
紀
和
尚
様
の
晋
山
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
八
百
年
前
に
宛
陵
寺
を
開
か

れ
ま
し
た
、
源
久
公
が
御
先
祖
の
家
系
で
あ
ら
れ
ま
す
松
浦
弘
様
御
夫
妻
や

曹
洞
宗
両
大
本
山
御
專
使
老
師
を
は
じ
め
、
総
勢
六
十
数
名
の
和
尚
様
方
の

御
臨
席
を
賜
り
、
檀
信
徒
皆
様
方
の
ご
参
列
の
も
と
、
第
三
十
二
世
住
職
を

迎
え
入
れ
る
式
典
が
出
来
ま
し
た
こ
と
を
、
皆
様
と
共
に
慶
賀
の
至
り
で
ご

ざ
い
ま
す
。
新
住
職
に
は
今
後
益
々
御
健
康
に
留
意
さ
れ
、
一
層
の
御
研
鑚

を
頂
き
、
私
達
檀
信
徒
の
為
に
心
の
輪
を
持
っ
て
お
導
き
頂
き
、
現
世
の
幸

せ
と
安
寧
の
為
に
ご
活
躍
頂
き
ま
す
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
度
の
境
内
整
備
事
業
を
振
り
返
っ
て
思
い
ま
す
こ
と
は
、
仏
縁
と
思

わ
れ
る
こ
と
が
多
く
を
支
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
厳
し
い
時
局
の
中
で
事
業

を
計
画
致
し
ま
す
こ
と
は
、
檀
信
徒
皆
様
方
に
も
大
き
な
ご
負
担
と
成
り
ま

す
こ
と
を
先
ず
感
じ
て
い
ま
し
た
。
結 

的
に
は
予
算
金
額
七
千
九
百
五
十
万

円
が
、
九
千
四
百
四
十
万
円
の
事
業
金
額
と
な
り
、
檀
信
徒
一
人
当
た
り

十
五
万
七
千
円
と
い
う
金
額
に
成
り
ま
し
た
。
今
考
え
ま
し
て
も
ど
の
工
事

も
外
す
こ
と
の
出
来
な
い
貴
重
な
工
事
だ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ

予
算
を
作
り
ま
す
時
に
は
景
気
も
大
変
な
時
局
で
あ
り
八
千
万
円
を
越
え
て

は
皆
様
方
の
ご
承
認
を
頂
け
な
い
と
思
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
で
主
な
工
事
の
み
予
算
を
計
上
し
、
後
は
仏
の
ご
縁
を
頂
く

他
は
な
か
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
当
初
は
皆
様
方
か
ら
頂
い
た
寄
付
金
申
込

書
を
集
計
し
て
も
計
画
金
額
に
は
至
ら
ず
、
一
時
期
は
資
金
の
借
り
入
れ
を

も
考
え
た
時
も
あ
り
ま
し
た
が
、
建
設
が
進
行
す
る
に
つ
れ
、
皆
様
方
の
仏

縁
と
ご
理
解
を
頂
き
、
追
加
の
寄
付
金
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の

想
像
の
出
来
得
な
い
多
く
の
金
額
を
頂
く
こ
と
に
な
り
、
思
い
も
寄
ら 

余

剰
金
に
ま
で
恵
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
貴
重
な
資
金
と
し
て
使
用
さ

せ
て
頂
き
、
余
剰
金
に
つ
い
て
は
今
後
の
寺
事
業
資
金
の
為
に
特 

会
計
と

し
て
収
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
檀
信
徒
の
皆
様
方
共
々
の
喜
び
と
な
り
ま
し
た
こ
と
を
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
松
永
隆
晶
様
に
は
土
地
の
借
地
並
び
に
家
屋
の

解
体
に
応
じ
て
頂
い
た
こ
と
は
、
一
連
の
工
事
を
進
め
る
上
で
大
変
な
助
け

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
仏
縁
を
こ
の
上
も
な
い
喜
び
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま

た
業
者
の
皆
様
方
に
は
大
変
な
ご
協
力
と
お
力
添
え
を
賜
り
、
そ
の
上
に
加

勢
工
事
ま
で
請
負
頂
き
ま
し
た
。
山
門
鐘
楼
建
築
工
事
で
は
大
浦
敬
規
様
、

田
中
重
光
様
、
石
積
土
木
工
事
で
は
副
島
美
一
様
、
吉
永
重
隆
様
、
他
多
く

の
業
者
の
皆
様
方
の
仏
縁
と
ご
協
力
を
頂
戴
し
心
よ
り
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　
お
陰
様
に
て
境
内
整
備
は
お
お
か
た
整
い
ま
し
た
が
、
実
は
庫
裡
裏
の
北

側
斜 

に
石
積
み
工
事
の
必
要
な
箇
所
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
こ

と
は
時
期
を
見
て
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
皆
様
方
に
は
三
年
余
り
に
亘
り
御
支
援
御
厚
情
を
お
寄
せ
頂
き
ま
し
た
こ

と
、
心
よ
り
感
動
の
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
と
も
宛
陵
寺
興
隆
の
た
め

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
仏
様
と
御

先
祖
様
の
御
加
護
を
頂
い
て
益
々
の
御
健
康
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、
私
の
御

礼
に
替
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
御
案
内

四
月
八
日
（
金
）
午
前
十
時
よ
り
、
「
降
誕
会
花
祭
り
法
要
」
を
修
行
し
ま

す
。
お
釈
迦
様
ご
誕
生
の
法
縁
を
お
祝
い
す
る
法
要
で
す
。

　
い
ま
か
ら
二
、
六
一
六
年
前
、
イ
ン
ド
北
部
の
村
ル
ン
ビ
ニ
ー
で
お
生
ま

れ
に
な
り
ま
し
た
。
仏
教
伝
説
に
よ
る
と
、
母
の
名
は
マ
ヤ
ー
、
生
ま
れ
ら

れ
て
す
ぐ
に
天
と
地
を
同
時
に
指
さ
し
「
こ
の
世
に
二
つ
と
無
い
か
け
が
え

の
無
い
命
を
戴
い
た
・
・
」
と
発
せ
ら
れ
た
、
空
か
ら
は
甘
い
甘
露
の
ご
と

き
雨
が
降
り
注
い
だ
そ
う
で
す
。

　
お
寺
で
は
華
御
堂
を
し
つ
ら
え
、
天
と
地
を
指
さ
し
た
小
さ
な
誕
生
仏
に

甘
茶
を
そ
そ
ぎ
、
お
ま
つ
り
致
し
ま
す
。
仏
縁
の
深
遠
さ
と
、
私
達
の
命
の

尊
き
こ
と
を
喜
び
、
拝
み
合
う
法
要
で
す
。

　
十
一
時
か
ら
は
、
潜
龍
の
清
浄
寺
、
村
畑
保
幸
ご
住
職
の
説
教
法
座
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
「
お
袈
裟
の
功
徳
」
に
つ
い
て
再
度
お
話
し
戴
き
ま
す
。

　
ご
多
用
と
は
存
じ
ま
す
が
、
仏
教
徒
と
し
て
最
重
要
な
法
縁
で
す
。
ど
う

ぞ
ご
参
詣
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

五
月
八
日
、
六
月
八
日
は
午
前
十
時
よ
り
「
お
八
日
講
」
を
修
行
い
た
し
ま

す
。
御
本
尊
様
と
ご
参
詣
の
方
の
ご
供
養
を
い
と
な
み
ま
す
。
お
繰
り
合
わ

せ
ご
参
詣
下
さ
い
。

経典をよむ

●

摩
訶 

若
波
羅
蜜
多
心 
経 ①

「
大
い
な
る
智
慧
に
気
付
き
迷
い
か
ら
脱
す
る
為
の
要
の
経
」

　
　
　
　
　
　
　
（
経
典5

ペ
ー
ジ
の1

行
目
〜3

行
目
）

　
世
の
中
の
見
聞
き
す
る
す
べ
て
の
物
に
と
ら
わ
れ

ず
自
由
自
在
で
、
私
た
ち
を
助
け
て
く
だ
さ
る
観
音

様
が
。
絶
対
の
安
ら
ぎ
に
至
る
た
め
の
智
慧
を
行
じ

て
い
た
時
。
『
形
あ
る
物
と
、
心
の
中
の
有
り
よ
う

は
、
固
定
し
た
実
体
は
無
い
〈
空
〉
で
あ
る
』
と
観

て
と
り
。
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
苦
し
み
を
救
わ
れ
た
。

釈
尊
の
一
番
弟
子
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ(

舎
利
弗)

よ
。

形(

色)

の
あ
る
物
は
固
定
性
は
な
く(

空)

。
固
定
性
が

無
い(

空)

か
ら
こ
そ
様
々
な
物
が
形(

色)

造
ら
れ
る
。

形
が
あ
る
こ
と
そ
の
物
が
空
の
現
れ
で
あ
り
、
空
で

あ
る
か
ら
こ
そ
形
と
し
て
現
れ
る
。
私
た
ち
の
感
覚

(

受)

・
記
憶(

想)

・
欲
求(

行)

・
意
識(

識)

の
心
の
は

た
ら
き
も
。
ま
た
同
じ
よ
う
に
固
定
性
が
無
く
移
り

変
わ
っ
て
い
る
。

宛陵寺要典に収録したお経を現代文になおして掲載
します。原文はさし上げた「経典」をご覧下さい。
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死
の
直
後
も
耳
は
聞
こ
え
る
!? ▲

　
私
も
若
い
頃
は
、
仕
事
と
は
い
え
、
た
び
た
び
死
者
の
枕
元
に

経
を
た
む
け
る
こ
と
が
と
て
も
辛
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。
亡
く
な
っ

た
ば
か
り
の
お
方
は
ま
だ
生
々
し
く
、
時
に
は
恐
ろ
し
く
さ
え
感

じ
た
も
の
で
す
。
必
ず
「
末
期
の
洒
水
」
と
い
っ
て
口
か
ら
清
水

を
さ
し
上
げ
る
訳
で
す
が
、
こ
れ
が
今
生
最
後
の
や
り
取
り
に
な

り
ま
す
。
家
族
の
皆
さ
ん
に
お
か
れ
て
は
、
黄
泉
路
へ
の
旅
支
度

で
、
湯
灌
や
着
替
え
で
最
後
の
お
世
話
を
な
さ
る
わ
け
で
す
。

　
「
耳
は
ま
だ
聞
こ
え
て
る
ん
だ
ぞ
」
と
教
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
今
こ
こ
で
経
を
聞
い
て
も
ら
い
、
他
界
へ
の

大
き
な
不
安
を
治
め
て
、
安
ら
か
な
旅
立
ち
を
願
う
の
で
あ
り
ま

す
。

　
前
回
申
し
上
げ
た 

り
、
完
全
な
死
に
至
っ
て
い
な
い
為
、
顔
の

上
に
は
軽
く
白
い
布
を
か
け
ま
す
。
こ
れ
は
も
し
呼
吸
が
戻
っ
た

際
に
布
が
揺
れ
る
の
で
、
回
り
で
見
守
る
人
達
が
す
ぐ
に
処
置
が

出
来
る
よ
う
に
と
の
意
味
も
有
る
ら
し
く
、
先
人
の
知
恵
だ
そ
う

で
す
。
で
す
か
ら
、
後
で
き
ち
ん
と
納
棺
を
済
ま
せ
る
と
、
も
う

可
能
性
が
な
い
と
諦
め
て
、
布
を
取
り
さ
る
そ
う
で
す
。

　
「
枕
か
ざ
り
は
頭
の
上
」
。
な
ぜ
な
ら
ま
だ
完
全
な
死
で
は
無

い
為
、
本
人
に
対
し
て
お
祀
り
せ
ず
、
ご
本
尊
や
ご
先
祖
様
に
香

華
を
た
む
け
て
、
見
守
っ
て
も
ら
う
の
で
す
。
枕
か
ざ
り
は
頭
の

上
に
お
祀
り
し
、
実
は
そ
の
先
に
は
お
仏
壇
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　
枕
元
で
は
言
葉
を
慎
み
、
死
に
ゆ
く
お
方
の
安
心
を
願
う
の
み

で
す
。
そ
の
場
の
言
葉
を
、
こ
の
世
の
最
後
の
言
葉
と
し
て
耳
に

祥
月
命
日
の
回
向
を
致
し
ま
し
ょ
う

三
仏
忌(

降
誕
会
・
成
道
会
・
涅
槃
会)

、
彼
岸
会
、
施
餓
鬼

会
、
八
日
講
で
ご
先
祖
の
「
祥
月
命
日
」
の
回
向
を
勤
め

る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

　
毎
月
行
う
公
式
法
要
の
中
で
卒
塔
婆
（
ソ
ト
バ
）
を
書

い
て
戒
名
を
読
み
上
げ
て
ご
回
向
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

合
同
回
向
と
な
り
ま
す
が
、
敬
し
い
法
縁
と
思
わ
れ
ま
す
。

是
非
ご
参
加
下
さ
い
。
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

回
向
料
・
・
五
千
円
（
卒
塔
婆
代
含
む
）

文
責　
宛
陵
寺
住
職　
浦
辺
世
紀

坐
禅
会
を
の
ぞ
い
て
み
ま
せ
ん
か

　
毎
週
土
曜
日
の
夜
７
時
よ
り
一
時
間
ほ
ど
で
す
。
老
若

男
女
ど
な
た
で
も
無
料
で
自
由
に
参
加
で
き
ま
す
。
一
度

き
り
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
初
め
て
の
坐
禅
も
そ
の
ま
ま

仏
の
姿
で
す
。


