
“、
中国の〔
禅僧たちの

生活

「
タ
ノ
ミ
マ
シ
ョ
ー
（
頼
み
ま
し
ょ
う
こ

三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬
に
か
け
て
、
全
国
の

う
ん
す
い

臨
済
宗
の
専
門
道
場
で
は
、
「
雲
水
」
と
も
呼
ば

れ
る
、
入
門
を
請
う
禅
僧
た
ち
の
声
が
響
き
ま
す
。

あ
い
ぞ
も
め
ん
ご
ろ
も
あ
じ
ろ
が
さ

あ
ん
ぎ
ゃ

藍
染
め
木
綿
衣
に
網
代
笠
を
被
る
禅
僧
の
行
脚

姿
は
、
清
々
し
い
と
感
じ
る
方
も
お
ら
れ
る
で

，
し
よ
毒
っ
。

か
の
夏
目
漱
石
も
、
禅
僧
を
快
く
思
っ
た
よ
う

し
よ
う
ふ
Ｊ
、
じ

で
す
。
漱
石
は
、
神
戸
祥
福
寺
の
二
人
の
雲
水
と

交
流
が
あ
り
、
彼
ら
に
宛
て
た
手
紙
に
、
「
あ
な

た
方
は
私
の
宅
へ
く
る
若
い
連
中
よ
り
も
遥
か
に

尊
い
人
達
で
す
」
と
、
記
し
ま
し
た
言
定
本
・

漱
石
全
集
』
巻
二
四
）
。
ま
た
、
彼
ら
が
漱
石
宅

､”

異
な
る
禅
僧
像
と
清
規

甸厄同回祠回向圃同腫圃圃同個圃冠伺回圃掴圃掴祠回同回向回向姪同回同回帰

を
訪
れ
た
様
子
に
つ
い
て
、
漱
石
の
妻
も
好
意
的

に
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
ま
す
。
「
…
…
と
に

か
く
一
向
き
づ
ま
り
な
、
い
ら
い
ら
し
た
と
こ
ろ

が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
大
層
夏
目
の
気
に

入
っ
た
様
子
で
、
：
…
・
」
書
漱
石
の
恩
ひ
出
乞
。

漱
石
は
、
若
い
頃
に
坐
禅
経
験
も
あ
り
、
禅
に

も
修
行
に
専
心
す
る
禅
僧
に
も
魅
力
を
感
じ
た
の

で
す
。と

こ
ろ
で
、
禅
に
は
長
い
歴
史
が
あ
り
、
中
国

と
』
７
だ
い

の
唐
代
（
七
世
紀
～
）
に
発
展
し
、
日
本
に
は
鎌

倉
期
（
十
二
世
紀
）
に
も
た
ら
さ
れ
、
現
代
に

至
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
漱
石
や
私
た
ち
が
思
い

描
く
現
代
の
禅
僧
像
と
、
中
国
の
昔
の
禅
僧
た
ち

小

川

太
龍
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の
姿
や
生
活
は
、
同
じ
な
の
で
し
ょ
う
か
？

も
ち
ろ
ん
共
通
点
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
少

り
ん
ざ
い
ぎ

し
異
な
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
宗
祖
、
臨
済
義

げ
ん玄

が
活
躍
し
て
い
た
九
世
紀
の
唐
代
の
禅
僧
に
つ

い
て
、
日
本
か
ら
唐
へ
留
学
し
た
平
安
期
の
天
台

え
ん
に
ん

宗
僧
、
円
仁
は
、
日
記
（
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
）

に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

〔
華
厳
寺
の
善
住
閣
院
に
は
、
〕
五
十
人
ほ
ど

の
禅
僧
が
い
た
。
彼
ら
は
皆
、
毛
織
衣
に

し
ゃ
く
じ
よ
う
た
ず
基
」

錫
杖
を
携
え
、
方
々
か
ら
集
ま
り
行
脚
す

〔
西
禅
院
に
宿
泊
し
た
際
、
〕
二
十
人
ほ
ど
の

禅
僧
た
ち
が
お
り
、
彼
ら
の
心
持
ち
は
、

誠
に
騒
々
し
く
乱
れ
て
い
た
（
二
十
余
の

に
ょ
う
ら
ん

禅
僧
有
り
、
心
は
闇
乱
を
極
む
）
。

（
巻
二
「
開
成
五
（
八
四
○
）
年
四
月
二
十

二
日
」
）

副固 画回同翻圃 画回回 酉画画 圃祠掴圃回何個圃鰯卿回同回府腫侭種

円
仁
が
記
す
「
毛
織
の
衣
を
着
て
ガ
ャ
ガ
ャ
と

数
十
人
で
行
脚
す
る
禅
僧
た
ち
」
は
、
私
た
ち
が

持
つ
禅
僧
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

当
時
の
日
本
で
は
、
宗
派
と
し
て
の
禅
は
認
知

さ
れ
て
お
ら
ず
、
円
仁
に
は
、
禅
僧
た
ち
が
奇
異

に
映
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
彼
が
目

に
し
た
禅
僧
た
ち
が
例
外
的
だ
っ
た
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
代
の
私

た
ち
が
持
つ
禅
僧
像
と
、
当
時
の
そ
れ
が
異
な
る

こ
と
に
、
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
時
代
差
に
加
え
、
文
化
の
違
い
も
あ

る
た
め
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
の
禅
僧
の
足
下
と

る
者
で
あ
る
（
禅
僧
五
十
余
人
有
り
。
尽

ぜ
い
の
う

お
の

く
是
れ
壽
衲
・
錫
杖
に
し
て
、
各
お
の
諸

方
よ
り
来
た
り
巡
看
す
る
者
な
り
）
。

（
巻
三
「
同
、
五
月
十
七
日
」
）
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苫中国の禅僧…生活

わ
ら
じ
げ
た
ぞ
う
り

い
え
ば
、
草
軽
・
下
駄
・
草
履
で
す
が
、
中
国
で

し

は
今
も
昔
も
禅
僧
た
ち
は
、
靴
（
展
）
を
履
き
ま

は
つ
と
、
り

す
ｌ
本
山
の
法
堂
で
の
儀
式
に
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
Ｉ
。
こ
の
点
を
取
っ
て
も
違
う
の
で
す
。

で
は
、
昔
の
中
国
の
禅
僧
た
ち
は
、
ど
の
よ
う

な
修
行
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

残
念
な
が
ら
、
臨
済
た
ち
唐
代
の
禅
僧
た
ち
の

生
活
は
、
先
の
よ
う
な
断
片
資
料
が
あ
る
だ
け

そ
う
だ
い

で
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
宋
代
以
降

に
な
る
と
、
禅
寺
の
役
職
・
儀
式
・
行
事
な
ど
の
、

し
ん
ぎ

生
活
規
範
を
記
し
た
書
物
で
あ
る
、
「
清
規
」
が

あ編
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
（
十
二
世
紀
～
）
、
そ
こ

か
ら
当
時
の
生
活
を
あ
る
程
度
う
か
が
う
こ
と
が

そ
こ
で
、
本
連
載
で
は
、
現
存
最
古
の
清
規
で

ぜ
ん
え
ん
し
ん
ぎ

あ
る
『
禅
苑
清
規
寅
宋
代
、
十
二
世
紀
）
や
、
さ
ま

ち
よ
く
し
ゆ
う
ひ
や
く
じ
よ
う
し
ん
ぎ

ざ
ま
な
清
規
の
集
成
で
あ
る
『
勅
修
百
丈
清
規
』

（
元
代
、
十
四
世
紀
）
を
中
心
に
、
各
種
資
料
を

で
き
ま
す
。

回向腫祠掴圃 回副画 同 堅I望

小
川
太
龍
（
お
が
わ
た
い
り
ゅ
う
）

’
九
七
八
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
花
園
大
学
大
学
院
博
士
課
程
単
位

取
得
、
博
士
（
文
学
）
・
専
門
は
中
国
禅
思
想
史
・
禅
宗
史
。
明
石
市

常
楽
寺
副
住
職
・
花
園
大
学
文
学
部
准
教
授
・
同
、
国
際
禅
学
研
究
所

兼
任
研
究
所
員
。

用
い
て
、
現
代
日
本
の
専
門
道
場
と
の
違
い
も
意

識
し
な
が
ら
、
昔
の
中
国
の
禅
僧
た
ち
の
生
活
を

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
も
と
も
と
清
規
は
、
各
寺
の
状
況
に

合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
広
大
な
中
国

全
土
で
共
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
資
料
の
時
代
も
異
な
る
の
で
、
あ
く
ま
で

も
架
空
の
寺
院
で
の
生
活
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
想
定
す
る
の
は
、
宋
代
の
伝
統
を
残
し

な
が
ら
、
『
勅
修
百
丈
清
規
』
を
中
心
に
用
い
て
運
営

す
る
七
百
年
ほ
ど
前
の
中
国
の
大
き
な
禅
寺
で
す
。

次
回
か
ら
、
当
時
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
、
禅

僧
た
ち
の
修
行
生
活
を
垣
間
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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