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道
心
探
求 

稽
古
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、
常
に
意
識
し
て
も
ら
い
た
い

こ
と
が
三
つ
あ
る
。 

① 

自
分
は
、
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。 

② 

相
手
を
ど
う
す
る
の
か
。 

③ 

自
分
と
相
手
と
の
状
況
は
ど
う
か
。 

こ
れ
ら
３
つ
の
要
素
を
、
は
っ
き
り
と
区
別
し
認
識
し
て
稽

古
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

①
は
自
分
自
身
の
状
態
を
指
す
。
例
え
ば
、
構
え
、
足
捌

き
、
手
足
あ
る
い
は
体
の
基
本
と
な
る
動
き
と
心
の
状
態
を

い
う
。
自
分
自
身
の
「
身
体
」
と
「
心
」
の
使
い
方
で
あ
る
。 

②
は
技
に
お
け
る
相
手
の
状
態
を
指
す
。
例
え
ば
、
前
に

崩
す
の
か
、
そ
れ
と
も
後
ろ
な
の
か
、
ど
う
投
げ
る
の
か
、

ど
う
固
め
て
い
く
の
か
な
ど
、
制
す
る
相
手
の
状
態
を
い

う
。
極
め
る
「
技
」
の
本
質
で
あ
る
。 

③
は
、
自
分
と
相
手
と
の
関
係
性
を
指
す
。
例
え
ば
、
相

手
と
の
間
合
い
、
相
手
に
対
し
て
技
を
掛
け
る
角
度
・
タ
イ

ミ
ン
グ
な
ど
、
相
手
へ
の
対
応
を
い
う
。
相
手
へ
技
を
極
め

る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
が
絶
妙
に
絡
み
合
い
作
用
し
あ
っ

て
無
理
の
な
い
技
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

①
で
理
想
の
合
気
道
が
で
き
る
自
分
の
心
身
を
作
り
整

え
、
②
で
技
の
効
力
を
最
大
限
に
引
き
出
す
た
め
に
技
を
深

く
理
解
し
て
、
③
で
相
手
の
動
き
に
対
応
し
て
和
合
し
て
い

く
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
の
中
で
一
番
大
事
な
こ
と
は
①
に
あ
る
自
分

自
身
の
「
心
」
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
心
」
の
置
き
所
や
方

向
性
が
間
違
っ
て
い
た
り
す
る
と
、
全
て
が
上
手
く
い
か
な

い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
速
く
て
素
晴
ら
し
い
足
捌
き
を
し
て

も
、
「
心
」
が
違
え
ば
合
気
道
か
ら
離
れ
て
い
く
に
違
い
な

い
だ
ろ
う
。
合
気
道
上
達
の
鍵
は
「
心
」
で
あ
る
と
声
を
大

に
し
て
言
い
た
い
。
そ
し
て
、「
心
」
の
修
養
は
、
道
場
内
だ

け
で
は
な
い
こ
と
は
お
分
か
り
だ
ろ
う
。 

  

「
〇
△
□
へ
の
道
」 

前
回
、「
意
識
と
重
心
は
丹
田
に
収
め
る
」
と
記
述
し
た
。

で
は
、
そ
の
状
態
を
ど
う
や
っ
て
習
得
す
れ
ば
良
い
の
だ

ろ
う
か
。
一
番
の
お
勧
め
は
、「
垂
直
の
呼
吸
法(V

O
L

.1
7

参
照)

」
と
「
水
平
の
呼
吸
法(V

O
L

.1
8

参
照)

」
だ
。 

垂
直
の
呼
吸
法
で
、
腕
は
上
下
さ
せ
る
が
意
識
は
手
に

向
け
な
い
で
常
に
丹
田
を
意
識
す
る
。
例
え
ば
、
正
面
打

ち
を
打
っ
た
り
受
け
た
り
す
る
と
、
手
刀
や
接
触
点
へ
意

識
が
向
い
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
が
、
そ
れ
を
改
め
て
丹

田
に
意
識
を
向
け
る
よ
う
に
す
る
の
だ
。 

水
平
の
呼
吸
法
で
は
、
身
体
が
前
後
に
動
く
が
同
じ
く

丹
田
を
意
識
す
る
。
素
早
い
足
捌
き
を
行
う
と
、
足
裏
や

相
手
へ
意
識
が
い
っ
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
を
改
め
て
丹
田
に
意
識
を
向
け
る
の
だ
。 

「
垂
直
の
呼
吸
法
」「
水
平
の
呼
吸
法
」
で
、
腹
式
呼
吸

に
よ
る
下
腹
部
の
膨
ら
み
を
感
じ
て
、
そ
の
中
心
へ
意
識

を
集
中
さ
せ
る
。
意
識
し
て
い
れ
ば
、
や
が
て
意
識
が
固

定
さ
れ
丹
田
が
明
確
に
実
感
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

次
に
、
明
確
化
さ
れ
た
丹
田
と
自
分
の
重
心
を
重
ね
合

わ
せ
て
い
く
こ
と
だ
。
そ
の
為
に
は
、
自
分
の
重
心
を
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
心
を
感
じ
取
る
練
習
は
、

V
O

L
.2

3
の
「
〇
△
□
へ
の
道
」
で
簡
単
に
説
明
し
た
の

で
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。
他
に
は
、
平
均
台
や
一
本
橋

に
乗
っ
て
動
い
た
り
ジ
ッ
と
し
た
り
す
る
の
も
い
い
だ
ろ

う
。
一
輪
車
も
お
勧
め
だ
。
自
覚
で
き
た
重
心
を
丹
田
へ

収
め
て
い
く
こ
と
だ
。
意
識
と
重
心
が
収
め
ら
れ
た
丹
田

が
合
気
道
の
技
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。 

 

合
気
の
旅
（
兵
庫
県 

竹
田
駅
） 

 

播
但
線
の
竹
田
駅
。
改
築
を
繰
り
返
し
て
は
い
る
が
、
明

治
の
開
業
当
時
か
ら
の
駅
舎
で
あ
る
。
背
後
の
山
に
は
天

空
の
城
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
竹
田
城
跡
が
あ
る
。 

 

竹
田
駅
か
ら
約
５
０
０
ｍ
北
に
前
回
紹
介
し
た
竹
田
道

場
跡
が
あ
る
。
合
気
道
開
祖
植
芝
盛
平
を
は
じ
め
、
湯
川

勉
、
鎌
田
久
雄
、
村
重
有
利
、
井
上
与
一
郎
、
白
田
林
二
郎
、

星
哲
臣
ら
も
、
こ
の
駅
舎
を
通
っ
て
竹
田
道
場
へ
向
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
７
年
か
ら
１
０
年
ご
ろ
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
思
う
だ
け
で
、
非
常
に
ワ
ク
ワ
ク
し
た
。 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
た
が

稽
古
を
再
開
す
る
こ
と
が
出
来

た
。
一
時
は
ど
う
な
る
の
か
と
心

配
だ
っ
た
。
や
は
り
道
場
は
賑
や

か
な
の
が
一
番
だ
。
今
年
も
、
ま

だ
ま
だ
不
安
定
な
状
況
だ
。
先
が

見
え
て
こ
な
い
と
い
っ
て
も
良
い

だ
ろ
う
。
合
気
道
で
培
わ
れ
た
和

合
の
精
神
は
、
日
常
生
活
で
も
必

ず
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。
己
を
忘
れ

る
こ
と
な
く
、
自
分
の
道
を
真
っ

す
ぐ
に
歩
も
う
。 

～開祖の言葉～   

この植芝はいまだに修行中であり、今日より明日は向上しているでしょう。私は一生が修業です。  
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【丸太上での立禅】 

全身の神経を使う。半身 

で静止するのもいいぞ！ 

播但線竹田駅 駅舎（兵庫県） 


