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こ
こ
で
は
坐
禅
に
お
け
る
禅
定
と
催
眠
法
と
く
に
自
己
催
眠
法
に
よ
る
催
眠
状
態
と

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
思
う。

禅
定
と
催
眠
状
態
と
の
類
似
点

(1)  

禅
定
も
催
眠
状
態
も
睡
眠
状
態
と
は
異
な
る。
坐
禅
中
の
精
神
生
理
学
的
状
態
は

覚
醒
状
慰
と
関
係
が
あ
る。
覚
醒
状
態
で
あ
り
な
が
ら、
大
脳
皮
質
興
奮
が
低
下
す

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る。

(2) 

禅
定
と
催
眠
状
態
の
何
れ
に
お
い
て
も、
身
体
と
精
神
の
相
五
作
用
と
い
う
心
身

相
聞
の
精
神
身
体
的
現
象
が
あ
ら
わ
れ
る。
禅
定
に
お
い
て
心
身
脱
落
と
い
う
体
験

が
え
ら
れ
る
が、
こ
れ
は一
種
の
悟
り
の
体
験
で
道
元
禅
師
が
し
ば
し
ば
述
べ
て
い

る。
橋
本
恵
光
老
師
は、
心
身
脱
落
と
は
心
と
身
体
の
境
が
な
く
な
る
こ
と
だ
と
述

べ
て
い
恥も
ま
た
禅
定
で
は
自
我
と
外
界
と
の一
体
感
が
え
ら
れ
る。
筆
者
の
体
験

に
よ
れ
ば、
自
律
訓
練
法
や
催
眠
法
に
よ
っ
て
も、
坐
禅
と
類
似
し
た
体
験
が
え
ら

れ
た。

禅

催

眠

と

患

彰

田

(3) 

禅
定
も
催
眠
状
態
も、
訓
練
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
状
態
で
あ
る
が、
意
図
的
に
維

持
で
き
る
も
の
で
は
な
い。
自
律
訓
練
法
で
は、
能
動
的
注
意
集
中
で
は
な
く、
受

動
的
注
意
集
中
に
よ
り
催
張
状
態
が
生
ず
る。
他
方
禅
で
は
禅
定
に
達
す
る
に
は、

考
え
ま
い
と
努
力
す
る
の
で
は
な
く、
非
思
量
す
な
わ
ち
考
え
な
い
状
態
に
な
る
よ

う
に
工
夫
す
る
の
で
あ
る。

す
な
わ
ち
調
身
と
し
て、
結
蜘
鉄
坐
の
姿
勢
を
と
り、
息
を
調
え、
注
意
を
集
中
す

る。
こ
れら
は
す
べ
て
禅
定
に
至
ら
せ
る
統一
的
な
方
法
で
あ
る。
換
言
す
れ
ば、
調

身
も
調
息
も
調
心
の
準
備
状
態
で
あ
る。
調
息
を
し
て
い
る
と、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
調

心
に
な
る
の
で
あ
る。
禅
で
は
註
意
集
中
を
行
な
っ
て、

禅
定
に
入
る
こ
と
が
で
き

る。
自
律
訓
練
法
も
受
動
的
注
意
集
中
さ
ら
に
楳
想
性
注
意
集
中
を
行
な
っ
て、
催
眠

状
態
を
生
起
さ
せ
る。
こ
こ
に
禅
と
自
律
訓
練
法
と
の
間
に
類
似
点
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る。

五



禅

催

限

と
禅
定
と
催
眠
状
態
と
の
相
違
点

(1 )  

暗
示
す
る
者
と
暗
示
さ
れ
る
者
と
の
関
係に
つ
い
て
考
察
す
る。
こ
こ
で
述べ
る

筆
者の
考
え
は 、
平
井
富
男
博
士
に
よっ
て
示
唆
を
受
け
た。
他
者
催
眠
法
で
は
暗

示
す
る
者
と
暗
示
さ
れ
る
者
と
が
比
較
的
はっ
き
り
と
区
別
さ
れ
る。
自
律
訓
練
法

で
は
暗
示
す
る
自
己
と
暗
示
さ
れ
る
自
己
との
対
立
が
あ
る。
し
か
し
坐
禅で
は
自

己
に
二
元
的
対
立
が
な
い 。
は
じ
め
は
自
己
に
対
立
は
あ
る
が 、
次
第
に
な
く
なっ

て
く
る 。
ま
た
禅
定
は
直
接の
暗
示
に
よっ
て
あ
ら
わ
れ
る
状
態
で
は
な
い 。
し
か

し
禅
と
暗
示
と
は
無
関
係で
は
な
い 。
た
と
え
ば
参
禅
者
が
禅
堂
で
坐
り 、

止
静
と

いっ
て
鐘
を
三
っ
た
た
く
こ
と
を
合
図
と
し
て
禅
定に
入
る。
ま
た
師
家
の
提
唱
を

聞
く 。
お
経
を
読
む 。
こ
れ
ら
は
暗
示
の
働
き
と
本
質
的
に
変
わ
る
も
の
で
は
な
い 。

(2) 

禅
定
お
よ
び
催
眠
状
態
と
見
性
お
よ
び
悟
り
と
の
関
係に
つ
い
て
の
ベ
る。
禅
定

と
催
眠
状
態
と
は 、
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
と
い
う
見
方
が
あ
る
が 、
実
際
に
は
か

な
り
相
違
が
あ
る。
そ
れ
は
禅
と
催
眠
法
と
は 、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
者の
目
的 、
動
機

お
よ
び
態
度
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る。
禅
と
く
に
臨
済
禅で
は 、
催
眠
法に
よ
る
よ

り
も
見
性
や
悟
り
が
え
や
すい 。
し
か
し
曹
洞
禅の
よ
う
な
只
管
打
坐
で
は 、
し 、
わ

ゆ
る
意
識の
変
化
と
し
て
の
悟
り
は
生
じ
に
くい 。

人
格
は
変内令
し
て
い
る
け
れ
ど

も 、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
気づ
か
れ
な
い
と
い
う

面
が
あ
る。

苗日
洞
禅
で
は
意
識の
変
化
よ
り
も 、
行
動の
変
化
を
重
視
す
る。
そ
こ
で
曹
洞
梢で

は 、
意
識
の
転
換
だ
けで、
そ
れ
が
行
動
の
中に
出
て
こ
な
け
れ
ば 、
本
物で
は
な
い

と
いっ
て
い
る。
禅で
は
意
識の
転
換
だ
け
で
は
だ
め
で、
行
動
の
転
換
が
な
け
れ
ば
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」
れ
が
真の
禅
の
悟
り
で
あ
る。
し
か
し
悟
り

(
こ
の
場
合
意
識の
変

五

化)
の
内
容
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど 、
そ
れ
が
行
動
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ

る。
す
な
わ
ち
人
格
が
変
化
し
て
く
る
の
で
あ
る。
換
言
す
れ
ば
意
識に
変
化
が
生
ず

る
と、
は
じ
め
行
動
と
の
ず
れ
が
生
ず
る。
す
る
と
行
動
が
意
識
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
回

復
す
る
よ
う
に
変
化
し、
そ
の一
体
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る。

臨
済
禅で
は
悟
り
を
え
さ
せ
る
た
め
に 、
公
案
を
与
え
て
疑
団
を
生
じ
さ
せ
る
の
で

あ
る。
公
案
は
心
理
的に
ゆ
き 、ず
ま
り
や
葛
藤
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
問
題
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
る。
公
案
を
与
え
て
矛
盾
し
た、
不
均
衡
な
心
理
状
態
をつ
く
り 、
こ
れ

を
均
衡
化
さ
せ 、
再
統
合
を
行
な
わ
せ
る
の
で
あ
る。
こ
れ
が
意
識
お
よ
び
人
格の
転

換
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る。
修
行
者
が
禅
定
に
入
る
と、
心
境
が
純
化
し
て
く
る
の

で、
今
ま
で
気
が
つ
か
な
かっ
た
こ
と
が
わ
かっ
て
く
る。
現
実
的
な
意
識
の
水
準で

は 、
自
己
と
環
境
と
が
対
立
し
て
い
る
が 、
禅
定
状
態
で
は 、
主
客
が一
つ
に
な
る。

そ
の
境
地
か
ら
自
己
を
見つ
め 、
環
境
を
な
が
め
る
と、
物
の
見
方
が
全
く
ち
がっ
て

く
る。
こ
こ
に
見
性
や
悟
り
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

こ
れ
に
対
し
て
催
眠
状
態
で
は 、
個
人
を
現
実の
環
境
か
ら
離
脱
さ
せ
る。
そ
こ
に

意
識
の
転
換
が
起
こ
り 、

悟
り
や
洞
察
あ
る
い
は
創
造
的
な
ア
イ
デ
ア
が
え
ら
れ
る。

た
と
え
ば
自
律
訓
練
法
の
自
己
観
照
の
段
階で
は 、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
思
わ

れ
る。
純
粋
ト
ラ
ン
ス
に
近
く
な
る
と、
正
確に
環
境
が
把
握で
き
る
し、
自
分
自
身

が
あ
る
が
ま
ま
に
見
え
る
よ
う
に
な
る。
し
か
し
そ
の
指
導
の
し
か
た
に
は
工
夫
を
要

す
る
で
あ
ろ
う。

禅
定
に
入
る
方
法
と
し
て
の
注
意
集
中
法

坐
禅に
お
け
る
調
心
の
方
法
す
な
わ
ち
禅
定
に
入
る
方
法
と
し
て
の
注
意
集
中
法に



つ
い
て
の
べ
て
み
た
い。

」
の
方
法
は、
一
つ
の
こ
と
に
注
意
を
集
中
す
る
こ
と
で
あ
り、
催
眠
と
非
常
に
関

係
が
あ
る。
た
と
え
ば
呼
吸
に
注
意
を
集
中
す
る。
息
を
吸
っ
て、
吐
き
な
が
ら、
そ

れ
を一
っ
と
数
え
る。
そ
れ
を一
か
ら
十
ま
で
数
え
る。
十
ま
で
数
え
る
と、
ま
た一

か
ら
数
え
始
め
る。
こ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
す。
こ
れ
が
数
怠
観
の一
つ
の
方
法
で
あ

る。
そ
れ
か
ら
公
案
に
注
意
を
集
め
る
や
り
方
が
あ
る。
た
と
え
ば
無
字
の
公
案
と
い

っ
て、

ま
た
「
父
母
未
生
以
前
の
本
来

「
ム
l
ッ」
と
い
う
音
に
注
意
を
集
中
す
る。

の
面
白」
と
い
う
公
案
を
拍
提
す
る
時、
「:::
ホ
ン
ラ
イ
ノ
メ
ン
モ
ク
l」
と
長
く
ひ

い
て、
そ
の
低
い
音
声
ま
た
は
そ
の
内
言
に
注
意
を
集
中
す
る。
石
黒
法
龍
老
師
は、

無
字
の
公
案
で
は、
始
め
の
段
階
で
は
「
ム
l
ウ
l
ウ
l
ウ
l
ゥ
l」
と
い
う
音
声
を

低
く
繰
り
返
し
ひ
び
か
せ、
こ
れ
に
注
意
を
集
中
さ
せ
る
や
り
方
を
と
っ
て
い
る。
こ

会合

の
よ
う
に
聞
を
お
い
て、
注
意
の
持
続
時
間
を
短
く
す
る
と、
注
意
が
し
や
す
い。

四

禅
定
と
催
眠
状
態
に
お
け
る
問
題
点

(1)  

ど
う
い
う
精
神
生
理
的
状
態
を
禅
定
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か。
脳
波
的
研
究
に
よ

る
と、
禅
定
と
催
眠
状
態
と
は
異
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る。
し
か
し
実
際
に
は

禅
定
と
よ
ば
れ
る
状
態
が
生
理
学
的
ま
た
は
心
理
学
的
に
催
眠
状
態
と
類
似
し
て
い

る
こ
と
が
あ
る。

こ
こ
で
禅
と
催
眠
と
の
関
係
に
関
す
る
NE
国
∞
包山口円。
〈
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衡)
理
論
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
こ
の
理
論
は
モ
l
ゼ
ス
・
バ
l
グ
教
授
が

提
案
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る。
す
な
わ
ち
禅
と
催
眠
と
の
関
係
は、
禅
定
を一
方

の
極
と
し、
催
眠
状
態
を
他
方
の
極
と
す
る
立
場
か
ら
力
動
的
連
続
性
を
持っ
て
い

禅

イ雀

阪

と

る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る。
し
た
が
っ
て、
一
方
の
極
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
活
動
が、
実
際
に
は
他
の
極
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る。
か
く
し
て、

坐
禅
を
や
っ
て
い
る
つ
も
り
で
本
質
的
に
は
普
通
の
催
眠
の
ト
ラ
ン
ス
に
入
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
し、
ま
た
自
己
催
眠
に
入
ろ
う
と
し
て、
本
質
的
に
は
禅
定
に
似
た

状
態
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る。

こ
の
理
論
は
禅
定
と
催
眠
状
態
と
の
聞
に
連
続
性
を
認
め
た
考
え
方
で
あ
る
が、

別
の
見
方
を
す
る
と、
神
定
に
は一
種
の
催
眠
状
態
と
共
通
す
る
特
徴
を
持っ
て
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う。

(2) 

禅
定
の
状
態
に
は
能
動
的
な
機
能
の
特
徴
が
あ
り、
催
眠
状
態
が
受
動
的
で
あ
る

こ
と
と
は
異
な
る
と
い
う
意
見
が
あ
る。
ま
た
こ
れ
に
対
し
て、
両
者
は
類
似
し
て

い
る
と
い
う
見
解
が
あ
る。
成
瀬
悟
策
博
士
は、
禅
定
に
つ
い
て
は、
受
動
的
な
状

態
を
経
過
し
て、
能
動
的
な
状
態
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る。

そ
こ
で
筆
者
は、
次
の
よ
う
な
考
え
を
持っ
て
い
る。
ま
ず
受
動
的
と
い
う
こ
と
ば

の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い。
自
律
訓
練
法
で
受
動
的
注
意
集
中
を
や
る
場
合、

目
標
設
定
(
暗
示)
に
よ
っ
て、
期
待
す
る
現
象
が
自
発
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
を
待
つ

の
で
あ
る。
し
か
し
無
理
に
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い。
注
意
集
中
と
い
っ
て
も、

積
極
的
に
努
力
し
た
り、
あ
る
い
は
緊
張
し
す
ぎ
る
と、
か
え
っ
て
望
ま
し
い
結
果
が

え
ら
れ
な
い。

禅
定
の
状
態
は、
能
動
的
と
も、
あ
る
い
は
受
動
的
と
も
言
い
切
れ
な
い。
こ
れ
を

逆
に
い
う
な
ら
ば、
能
動
的
な
と
こ
ろ
も
あ
り、
受
動
的
な
と
こ
ろ
も
あ
る。
禅
で
は

最
初
は
意
識
的、
能
動
的
に
注
意
集
中
し
て
い
く
が、
や
が
て
こ
れ
が
無
意
識
的、
受

動
的
な
注
意
集
中
に
移
行
す
る。
ま
た
自
律
訓
練
法
で
は、
受
動
的
注
意
集
中
を
や
っ

て、
さ
り
げ
な
い、
受
動
的
な
態
度
を
と
り、
成
瀬
博
士
の
い
う
膜
想
性
注
意
集
中へ

五
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催

目民

と

(4)
 

と
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る。
そ
う
い
う
意
味
で
禅
定
は
「
自
然
的
注
意
集
中」
に
よ
っ

て
え
ら
れ
る
状
態
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

自
律
訓
練
法
で、
受
動
的
注
意
集
中
で
や
る
よ
う
に
指
導
し
て
も、
実
際
に
は
じ
め

は
能
動
的
注
意
集
中
を
行
な
う
傾
向
が
出
て
く
る。
そ
こ
で
禅
も
自
律
訓
練
法
も、
あ

る
条
件
を
つ
く
っ
て、
期
待
す
る
成
果
を
待
つ
態
度
を
と
る
点
で
は、
共
通
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る。
そ
の
注
意
集
中
が、
受
動
的
で
も、
能
動
的
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で

「
自
然
的
注
意
集
中」
と
い
う
概
念
を
用
い
た。
」
の
よ
う
な
能
動
的
対
受
動
的
と
い

う
分
け
方
は
二
重
性
を
含
ん
で
い
る。
そ
の
訓
練
の
結
果
と
し
て、
努
力
感
な
く、
自

然
に
あ
る
状
態
に
な
る
の
で
あ
る。
そ
の
注
意
集
中
が、
受
動
的
に
見
え
て、
能
動
的

だ
と
い
う
意
味
で、
自
律
的
注
意
集
中
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う。
こ
の
こ
と
に
関

し
て、

自
律
訓
練
法
は
訓
練
に
よ
っ
て
自
律
状
態
す
な

ル
I
テ
(
E
FP
完)
が、

わ
ち
脳
が
自
律
的
に
統
制
で
き
る
よ
う
に
活
動
す
る
状
態
に
導
く
の
だ
と
述
べ
て
い
る

こ
と
か
ら
考
察
し
て
も、
こ
の
注
意
集
中
の
自
律
性
に
注
目
し
た
い
と
思
う。

次
に
暗
示
に
つ
い
て
で
あ
る
が、
筆
者
は
暗
示
を一
種
の
「
呼
び
か
け」
(
gロ
Em)

と
し
て
考
え
て
み
た
い。
禅
も
自
律
訓
練
法
も、
一
種
の
呼
び
か
け
を
行
な
っ
て、
「
こ

だ
ま」
が
か
えっ
て
く
る
の
を
待
つ
の
で
あ
る。
そ
の
点
自
律
訓
練
法
の
方
が
禅
と
く

ら
べ
て
期
待
す
る
も
の
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る。
こ
の
呼
び
か
け
の
考
え

方
を、
科
学
や
芸
術
な
ど
の
創
造
過
程
と
比
較
し
て
み
よ
う。

創
造
活
動
で
は
準
備
(
胃
3
2
EFOロ)
の
過
程
が
あ
る。
た
と
え
ば
研
究
活
動
で

は、
研
究
者
は
文
献
を
調
べ、
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
分
の
構
想
を
ね
る。
多
面
的
に、

論
理
的
に
考
え
る。
ま
た
分
析
し
た
り、
総
合
し
た
り
す
る。
そ
の
後
こ
れ
を
放っ
て

お
く。
こ
れ
が
創
造
過
程
で
は
あ
た
た
め
(
E
2
gt。ロ)
の
段
階
で
あ
る。
こ
の
よ

う
に
問
題
を
心
の
中
に
し
ま
っ
て
お
く
こ
と
を
あ
た
た
め
と
い
う。
こ
れ
は
無
意
識
の

五
四

働
き
で、
は
じ
め
は
意
識
的
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い。
た
だ
呼
び
か
け
が
で

き
る
だ
け
で
あ
る。
他
の
活
動
を
行
な
っ
た
り、
ま
た
は
休
息
し
て
い
る
う
ち
に、
意

識

無
意
識
の
連
続
体
が
再
統
合
さ
れ
て、
」
こ
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
r、、
ロ
s ，_.. 

E昨日。
ろ
が
あ
ら
わ
れ
る。
あ
る
老
師
は
援
心
の
時
「
寝
て
い
て
も
公
案
を
離
さ
な
い

よ
う
に」
と
注
意
し
て
い
る。
寝
る
前
に
公
案
に
よ
っ
て
疑
団
を
高
め
て
お
く
と、
翌

朝
悟
り
が
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る。
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
比
較
的
に
生
じ
や
す
い
時

期
は、
仕
事
が
終っ
て
寝
床
に
入
り、
眠
り
に
入
ろ
う
と
す
る
状
態
す
な
わ
ち
入
眠
状

態、
な
ら
び
に
朝、
眠
り
か
ら
さ
め
よ
う
と
す
る
状
態
す
な
わ
ち
出
眠
状
態
で
あ
る。

(
5
)

 

こ
れ
は一
種
の
催
眠
状
態
で
あ
る。
池
見
西
次
郎
博
士
は、
夜、
未
解
決
の
問
題
を
心

に
あ
た
た
め
て
寝
る。
そ
し
て
朝
自
律
訓
練
法
を
や
っ
て
い
る
と、
そ
の
解
決
の
考
え

が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
状
態
で
出
て
く
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る。
湯
川
秀
樹
博

士
も、
昭
和
九
年
十
月
は
じ
め
の
あ
る
日、
夜
中
に
寝
床
の
中
で
中
間
子
の
考
え
が
ま

と
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る。
こ
の
よ
う
に
意
識
的
に
期
待
す
る
成
果
を
求
め
て
呼

び
か
け
は
で
き
て
も、
そ
れ
を
意
図
的
に
統
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
そ
こ
で
イ
ル

ミ
ネ
l
シ
ョ
ン、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
か
あ
る
い
は
悟
り
と
い
う
反
応
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
意
図
で
き
る
こ
と
は、
現
象
生
起
の
条
件
を

設
定
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る。
そ
こ
で
ど
う
い
う
条
件
の
も
と
に、
ど
う
い
う
現
象
が

あ
ら
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
究
明
す
る
こ
と
が、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
と
思
う

の
で
あ
る。
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