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まえがき

ま
え
が
き

　
こ
の
本
は
、「
心
の
習
慣
」
を
正
し
て
、
穏
や
か
な
気
持
ち
で
生
き
る
方
法
を
解
説
し
た
本
で

す
。

　
人
は
誰
し
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
苦
し
み
や
悩
み
を
か
か
え
て
生
き
て
い
ま
す
。
仏
教
で
い
う

煩
悩
で
す
。
ま
た
、
苦
し
み
や
悩
み
の
原
因
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、
仕
事
、
お
金
、
人
間
関
係
、
そ

し
て
病
気
や
老
い
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

　
苦
し
み
や
悩
み
は
、
悲
し
み
や
怒
り
、
ね
た
み
や
う
ら
み
、
不
安
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
つ
ら
い

感
情
を
も
た
ら
し
、「
心
に
悪
い
習
慣
」
を
植
え
つ
け
て
し
ま
い
ま
す
。
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そ
し
て
、
な
か
な
か
苦
し
み
や
悩
み
が
解
消
で
き
な
け
れ
ば
、
ま
る
で
生
活
習
慣
病
の
よ
う
に

〝
心
の
病や

ま
い〞

と
な
っ
て
慢
性
化
し
か
ね
ま
せ
ん
。

　
で
は
、
苦
し
み
や
悩
み
を
な
く
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
は
、「
心
に
よ
い
習
慣
」
を
つ
け
る
こ
と
で
す
。

　
ほ
ん
の
す
こ
し
物
ご
と
の
見
方
や
考
え
方
を
変
え
る
だ
け
で
、
心
は
不
思
議
な
く
ら
い
前
向
き

に
な
り
、
明
日
へ
の
希
望
が
わ
い
て
く
る
も
の
で
す
。

　　
お
釈
迦
さ
ま
は
「
煩
悩
を
断
て
」
と
説
い
て
お
ら
れ
る
も
の
の
、
煩
悩
は
容
易
に
な
く
な
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
煩
悩
が
あ
る
ゆ
え
に
人
は
生
き
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
生
き
て
い
る
限
り
苦
し
み
や
悩
み
は
な
く
な
ら
ず
、
煩
悩
を
消
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
を
軽
く
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

　
苦
し
ん
だ
り
悩
ん
だ
り
し
て
い
る
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
い
と
、
ま
ず
考
え
る
こ
と
が
た
い
せ

つ
で
す
。
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まえがき

　
そ
し
て
、
つ
ね
に
謙
虚
で
素
直
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
つ
ら
い
感
情
で
も
上
手
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　
本
書
は
、「
心
に
よ
い
習
慣
」
を
つ
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
念
頭
に
、
お
釈
迦
さ
ま

の
教
え
を
ま
じ
え
な
が
ら
書
き
進
め
ま
し
た
。

　
こ
の
本
が
、
読
者
の
方
々
の
心
に
す
こ
し
で
も
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
、「
心
に
よ
い
習
慣
」
を

も
た
ら
す
た
め
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
合
掌

 

荒
　
了
寛
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序
に
か
え
て

仏
さ
ま
に
仕
え
て
八
〇
年

　
私
は
一
〇
歳
に
な
っ
て
間
も
な
く
、
近
く
の
寺
に
小
僧
に
や
ら
れ
、
そ
の
寺
の
和
尚
さ
ん
か
ら

最
初
に
教
え
ら
れ
た
お
経
は
『
舎
利
礼
文
』
と
い
う
短
い
お
経
で
し
た
。

「
一
心
頂
礼
　
万
徳
円
満
　
釈
迦
如
来
…
…
」
と
い
う
出
だ
し
で
す
が
、
私
は
「
一
銭
ち
ょ
う
だ

い
、
ま
ん
じ
ゅ
う
買
っ
て
、
し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
…
…
」
と
、
子
供
な
り
に
く
ふ
う
し
て
覚
え
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
。

　
暗あ

ん

誦し
ょ
うで
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
お
墓
参
り
に
き
た
檀
家
の
人
た
ち
と
墓
地
に
行
っ
て
、
こ
の
短
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序にかえて
仏さまに仕えて八〇年

い
お
経
を
三
回
く
り
返
し
て
と
な
え
た
も
の
で
す
。
終
わ
る
と
「
か
わ
い
い
お
坊
さ
ん
だ
ね
」
と

い
わ
れ
、
よ
く
五
銭
、
十
銭
と
お
布
施
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
お
金
で
ほ
ん
と
う
に
ま
ん
じ

ゅ
う
を
買
っ
て
、
和
尚
さ
ん
に
か
く
れ
て
食
べ
た
う
れ
し
さ
が
、
い
ま
で
も
な
つ
か
し
く
思
い
出

さ
れ
ま
す
。

　
お
経
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
小
僧
に
と
っ
て
、
う
れ
し
く
も
あ
り
、
つ
ら
く
も
あ
っ
た
の
が

旧
正
月
で
す
。
和
尚
と
一
緒
に
一
軒
一
軒
檀
家
回
り
を
す
る
の
で
す
が
、
た
い
て
い
和
尚
は
世
話

人
の
家
に
上
が
り
込
ん
で
お
酒
を
ご
ち
そ
う
に
な
る
の
で
、
実
際
の
檀
家
回
り
は
小
僧
の
役
目
で

し
た
。

　
私
が
檀
家
回
り
を
終
え
、
和
尚
が
上
が
り
込
ん
で
い
る
家
に
も
ど
る
こ
ろ
に
は
、
い
つ
も
和
尚

は
す
っ
か
り
で
き
上
が
っ
て
い
て
、
酔
っ
た
和
尚
の
手
を
引
き
な
が
ら
お
寺
に
帰
ら
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
あ
の
こ
ろ
、
旧
正
月
あ
た
り
に
は
決
ま
っ
て
大
雪
が
降
っ
た
も
の
で
す
。
世
話
人
の
奥
さ
ん
が

用
意
し
て
く
れ
た
提

ち
ょ
う

灯ち
ん

を
下
げ
て
、
よ
ろ
よ
ろ
と
雪
道
を
は
う
よ
う
に
歩
く
和
尚
を
支
え
な
が
ら
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一
里
も
二
里
も
歩
い
て
帰
る
途
中
、
支
え
き
れ
な
く
な
っ
て
二
人
で
転
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
転
び
そ
う
に
な
る
と
、
和
尚
は
私
の
肩
に
も
た
れ
る
よ
う
に
し
て
、「
お
っ
と
と
と
、
と
う
じ

ん
だ
ん
だ
ん
ね
ー
か
」
と
観か

ん

音の
ん

経ぎ
ょ
うの

一
句
を
唄う
た

う
よ
う
に
幾
度
も
と
な
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は

機
嫌
の
い
い
証
拠
で
、
こ
う
し
た
小
僧
時
代
を
思
い
出
す
た
び
に
、
酒
く
さ
い
息
を
吐
き
な
が
ら

和
尚
が
と
な
え
て
い
た
こ
の
お
経
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

　
一
九
歳
の
と
き
に
仙
台
の
仙
岳
院
に
移
り
、
や
が
て
私
の
師
父
に
あ
た
る
仙
岳
院
の
荒
眞
了
大

僧
正
が
、
上
野
の
寛
永
寺
の
住
職
と
し
て
招
か
れ
る
の
に
と
も
な
っ
て
上
京
。
そ
の
後
仙
台
に
も

ど
り
、
い
く
つ
か
の
寺
の
住
職
を
務
め
な
が
ら
教
職
に
も
つ
い
て
い
ま
し
た
が
、
も
う
一
度
天
台

学
を
学
び
直
し
た
い
と
い
う
思
い
に
か
ら
れ
、
再
度
上
京
し
て
大
正
大
学
の
大
学
院
に
入
り
ま
し

た
。

　
そ
の
折
り
、
仙
台
の
女
子
高
に
奉
職
し
て
い
た
家
内
も
東
京
の
女
子
高
に
職
場
を
移
し
、
学
業

の
か
た
わ
ら
商
社
勤
め
を
し
て
い
た
私
を
支
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
四
五
歳
の
と
き
に
天
台
宗
の
「
海
外
開
教
使
」
と
し
て
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
て
か
ら
四
五
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序にかえて
仏さまに仕えて八〇年

年
近
く
も
の
歳
月
が
流
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
間
を
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
苦
労
の
連
続
で
、
と
く
に
最
初
の
一
〇
年
間
は
、
寺
を
維
持
す

る
た
め
の
努
力
が
い
っ
こ
う
に
む
く
わ
れ
な
い
状
況
に
お
ち
い
り
、
子
供
の
給
食
費
さ
え
払
え
な

い
貧
し
さ
に
幾
度
も
く
じ
け
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ハ
ワ
イ
で
布
教
に
乗
り
出
し
た
も
の
の
、
天
台
宗
は
も
っ
と
も
お
く
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ま

ず
、
浄
土
真
宗
を
中
心
と
し
た
宗
派
の
厚
い
壁
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。
天
台
宗
の
檀
家
は
た
っ
た

の
一
軒
。
日
本
と
同
じ
よ
う
な
檀
家
制
度
は
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
、
開
教
使
の
役
目
を
理
解
し
、
よ
く
つ
く
し
て
く
れ
て
い
る
家
内
を
前
に
し
て
弱
音
を

吐
く
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
、
何
と
か
頑
張
っ
て
い
る
う
ち
に
、
友
人
・
知
人
の
協
力
を
得
て
、
す

こ
し
ず
つ
光
明
が
み
え
は
じ
め
ま
し
た
。

　
檀
家
の
な
い
寺
を
ど
の
よ
う
に
維
持
す
る
か
を
問
わ
れ
た
私
は
、
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
な
が
ら

苦
労
し
て
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
こ
の
天
台
宗
ハ
ワ
イ
別
院
を
、
日
本
文
化
を
ハ
ワ
イ
に
伝
え
る

た
め
の
文
化
セ
ン
タ
ー
に
し
よ
う
と
思
い
い
た
っ
た
わ
け
で
す
。
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そ
し
て
そ
の
上
で
、
従
来
の
檀
家
制
度
で
は
な
く
、
信
者
の
組
織
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
を
目

標
に
、
書
道
、
生
け
花
、
日
本
画
、
茶
道
な
ど
、
日
本
文
化
紹
介
の
た
め
の
「
天
台
文
化
教
室
」

を
別
院
内
に
開
き
、
お
か
げ
さ
ま
で
多
く
の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ど
の
宗
派
の
方
で
あ
ろ
う
と
、
日
本
文
化
に
関
心
を
寄
せ
る
人
は
多
く
、
こ
の
教
室
は
外
国
の

人
た
ち
に
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
の
輪
は
次
第
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
ハ
ワ
イ
の
テ
レ
ビ
に
八
年
間
毎
日
出
演
し
て
『
一
分
間
法
話
』
を
続
け
た
こ
と
も
、
天
台
宗
ハ

ワ
イ
別
院
の
存
在
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
花
ま
つ
り
」
を
主
催
し
て
ア
ラ
モ
ア
ナ
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
た
り
、
休
眠
し
か
け
て
い

た
日
本
語
学
校
を
天
台
宗
ハ
ワ
イ
学
院
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
し
、
ハ
ワ
イ
の
各

国
仏
教
会
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
参
加
も
得
て
、「
灯と

う

籠ろ
う

流
し
」
が
恒
例
行
事
と
な
っ
た
こ
と
も
当

別
院
の
大
き
な
成
果
と
い
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
皆
さ
ん
の
大
き
な
力
を
得
な
が
ら
、
人
が
集
ま
る
場
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き

ま
し
た
が
、
私
は
い
ま
だ
に
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
も
の
の
、
講
演
会
や
展
覧
会
の
た
め
に
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序にかえて
仏さまに仕えて八〇年

日
本
と
ハ
ワ
イ
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
行
き
来
し
、
別
院
運
営
の
た
め
の
浄
財
を
つ
く
る
た
め
に
奔
走

し
て
い
ま
す
。

　
正
直
、
こ
の
老
境
に
入
り
「
い
つ
ま
で
続
く
ぬ
か
る
み
ぞ
」
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
に
不
自
由
な
く
体
が
動
か
せ
る
幸
せ
は
、
丈
夫
に
生
ん
で
く
れ
た
両
親
の
お
か
げ
で
あ
り
、

お
釈
迦
さ
ま
の
お
導
き
あ
っ
て
の
こ
と
と
感
謝
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。


