
臨
済
宗
の
修
行
法
は「
看
話
禅
」あ
る
い
は「
公
案
禅
」と
呼
ば
れ

ま
す
。歴
代
の
優
れ
た
禅
僧
の
言
動
な
ど
を
も
と
に
し
た「
公
案
」

を
師
か
ら
与
え
ら
れ
、そ
の
公
案
に
向
か
っ
て
修
行
し
、見
解
と

呼
ば
れ
る
何
ら
か
の
答
え
を
見
出
し
、そ
の
見
解
を
も
っ
て

師
と
問
答
し
な
が
ら
最
終
的
に
は
悟
り
と
呼
ば
れ
る
境
涯
を

め
ざ
す
の
で
す
。

公
案
は
テ
ス
ト
の
よ
う
に
正
解
が
あ
る
問
題
と
は
異
な
り
、知
識

や
理
屈
、常
識
、経
験
に
照
ら
し
て
解
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
は
誰
し
も
幼
い
う
ち
は
む
く
な
心
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、

年
を
重
ね
る
に
つ
れ
、世
間
の
常
識
、思
考
の
癖
、思
い
込
み
と

い
っ
た
も
の
に
と
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。そ
れ
ら
は

お
釈
迦
様
の
教
え
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
阻
む
た
め
、

と
ら
わ
れ
た
心
を
打
ち
破
り
、己
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
仏
性
を

持
つ
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
た
め
に
、公
案
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

私
も
修
行
道
場
で
は
師
匠
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
公
案
を
与
え

ら
れ
ま
し
た
。そ
の
中
に
、臨
済
宗
の
大
本
山
の 一 

つ
で
あ
る

妙
心
寺
の
開
山
、関
山
慧
玄
禅
師
の
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
り

ま
す
。

関
山
禅
師
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
大
変
質
素
で
、居
室
は
雨
の
日
に

は
雨
漏
り
が
す
る
ほ
ど
で
し
た
。そ
の
日
も
天
井
か
ら
雨
が
落
ち

て
き
た
た
め
、禅
師
は
弟
子
た
ち
に「
何
か
雨
を
受
け
る
も
の
を

持
っ
て
き
な
さ
い
」と
命
じ
ま
し
た
。す
る
と
、 一 

人
の
雲
水
は

手
近
に
あ
っ
た
笊
を
サ
ッ
と
差
し
出
し
、も
う 

一 

人
の
雲
水
は

桶
を
探
し
て
持
っ
て
き
ま
し
た
。禅
師
が
褒
め
た
の
は
笊
を

出
し
た
雲
水
の
ほ
う
で
、あ
と
か
ら
桶
を
持
っ
て
き
た
雲
水
は

役
立
た
ず
と
叱
ら
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
は
こ
の
話
を
ど
ん
な
ふ
う
に
受
け
取
り
ま
す
か
。

常
識
的
に
考
え
れ
ば
、雨
漏
り
に
は
笊
よ
り
も
桶
の
ほ
う
が
役
に

立
つ
は
ず
で
す
。し
か
し
、禅
で
重
ん
じ
る
の
は
常
識
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。考
え
を
巡
ら
す
こ
と
よ
り
も
、そ
の
瞬
間
、無
心
に「
感
じ
る
」

こ
と
を
尊
び
ま
す
。だ
か
ら
こ
の
雲
水
の
と
っ
さ
の
行
動
が
褒
め

ら
れ
た
。た
だ
し
、そ
れ
は
あ
く
ま
で
こ
の
と
き
限
り
。別
の
と
き
に

ま
ね
を
し
て
笊
を
差
し
出
し
て
も
叱
ら
れ
る
だ
け
で
し
ょ
う
。

こ
の
話
は
ま
た
、次
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。雨
漏
り
の
よ
う
な
、今
ま
さ
に
困
っ
た
状
況
に
直
面
し
て

い
る
人
に
と
っ
て
は
、よ
い
答
え
を
探
す
た
め
に
待
た
さ
れ
る

よ
り
、多
少
足
り
な
い
答
え
で
も
す
ぐ
に
出
さ
れ
た
ほ
う
が

あ
り
が
た
い
の
だ
、と
。

私
の
師
匠
は
時
間
に
厳
し
い
方
で
し
た
。「
命
」と
い
う
も
の
は

目
に
見
え
な
い
が
、「
時
間
」に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。だ

か
ら
時
間
を
無
駄
に
す
る
こ
と
は
命
を
無
駄
に
す
る
こ
と
だ
。

「
例
え
ば
待
ち
合
わ
せ
に
10
分
遅
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、相
手
の

命
を
10
分
無
駄
に
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
」と
よ
く
言
わ
れ
た

も
の
で
す
。

命
も
、時
間
も
、私
た
ち
に
等
し
く
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

命
に
限
り
が
あ
る
以
上
、時
間
に
も
限
り
が
あ
り
ま
す
。限
り

あ
る
時
間
を
大
切
に
生
か
す
こ
と
は
、命
を
大
切
に
す
る
こ
と

な
の
で
す
。目
の
前
で
困
っ
て
い
る
相
手
を
待
た
せ
ず
に
解
決
策

を
示
す
こ
と
は
、相
手
の
時
間
を
、命
を
大
切
に
し
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
時
間
の
大
切
さ
を
説
く
禅
語
が「
生
死
事
大
、

光
陰
可
惜
、無
常
迅
速
、時
不
待
人
」で
す
。

人
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
ど
う
生
き
、ど
う
死
を
迎
え
る
か

で
あ
る
。時
間
を
惜
し
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。こ
の
世
は
無
常

で
あ
り
、あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
去
っ
て
い
く
。時
は
人
を

待
っ
て
は
く
れ
な
い
。そ
の
よ
う
な
意
味
で
す
。

こ
の
言
葉
は
、禅
寺
で
時
を
知
ら
せ
る
た
め
に
打
ち
鳴
ら
す

「
木
板
」と
呼
ば
れ
る
板
に
よ
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。板
を
打
つ

た
び
に
、そ
の
音
を
聞
く
た
び
に
、修
行
に
お
い
て
は 

一 

瞬

た
り
と
も
無
駄
に
す
る
時
間
は
な
い
、「
い
ま
、こ
こ
」を
大
切
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
己
を
戒
め
る
の
で
す
。

あ
ら
ゆ
る
変
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
増
し
て
い
る
今
日
、昔
と
比
べ

て「
時
間
」と
い
う
も
の
の
価
値
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。

己
と
向
き
合
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
仏
道
に
対
し
、ビ
ジ
ネ
ス

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
相
手
と
向
き
合
う
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
。

自
分
が
な
す
べ
き
こ
と
に
お
い
て
、自
分
の
時
間
を
無
駄
に
し
て

い
な
い
か
。の
み
な
ら
ず
相
手
の
時
間
も
無
駄
に
し
て
い
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
視
点
を
持
つ
こ
と
で
、「
時
間
」に
対
す
る
姿
勢
は

変
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

か
ん
な
ぜ
ん

こ
う
あ
ん
ぜ
ん

け
ん
げ

か
ん
ざ
ん
え
げ
ん

ざ
る

も
っ
ぱ
ん

巻
頭
エ
ッ
セ
イ

︽
禅
の
こ
こ
ろ
︾

全
生
庵
七
世 

平
井
正
修

10

生
死
事
大 

光
陰
可
惜 

無
常
迅
速 

時
不
待
人

｜ 

時
間
を
大
切
に
せ
よ 

｜

し
ょ
う
じ
じ
だ
い

む
じ
ょ
う
じ
ん
そ
く

こ
う
い
ん
お
し
む
べ
し

と
き
ひ
と
を
ま
た
ず
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