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学
道
の
人
は
、
吾 ご

我 が

の
た
め
に
仏
法
を
学
す
る
事
な
か
れ 

 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
吾
我
と
い
う
の
は
、
言
葉
は
至

っ
て
易
し
い
。
学
道
と
は
、
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く

仏
道
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
を
学
ぶ
、
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
学
ぶ
と
い
う
の
は
実
践
す

る
と
い
う
色
彩
が
非
常
に
強
い
で
す
ね
。
た
だ
、
仏
教
の
書
物
を
読
む
と
い
う
こ
と
は

頭
だ
け
の
知
識
で
あ
っ
て
、
仏
教
は
身
に
付
き
ま
せ
ん
。
頭
で
理
解
し
て
そ
れ
を
実
践

す
る
と
い
う
両
面
か
ら
の
仏
道
と
い
う
も
の
の
会
得
で
な
い
と
、
そ
の
人
そ
の
人
の
人

柄
と
い
う
も
の
に
は
接
し
て
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

学
道
の
人
、
仏
道
を
い
や
し
く
も
実
践
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
我 が

の
た
め
に
仏
法
を

学
ん
で
は
い
け
な
い
ん
だ
。
吾
我
、
自
分
の
我
、
始
末
の
悪
い
の
は
我
で
あ
り
ま
す
。

我
の
た
め
に
仏
法
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
我
と
い
う
も
の
が
凝
ら
さ
れ
る
よ
う
な
方
面

に
お
い
て
学
ぶ
。
仏
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
逆
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
道
元
禅

師
は
「
吾
我
を
な
く
し
な
さ
い
。
頭
を
空
っ
ぽ
に
し
な
さ
い
。
今
ま
で
の
知
識
は
か
な

ぐ
り
捨
て
な
さ
い
。
そ
し
て
、
教
え
ら
れ
た
ま
ま
の
正
し
い
実
践
を
行
い
な
さ
い
！
」、

こ
う
い
う
こ
と
は
、『
正
法
眼
蔵
』
で
も
『
随
聞
記
』
の
中
で
も
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
仰

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
た
事
実
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

大
体
頭
の
良
い
人
、
そ
れ
か
ら
や
り
手
の
人
、
こ
う
い
う
人
は
吾
我
が
強
い
ん
で
す
。

血
の
巡
り
が
よ
い
か
ら
、
こ
れ
は
自
分
の
特
技
で
あ
る
。
何
で
も
実
践
す
る
こ
と
が
得

意
だ
か
ら
、
テ
キ
パ
キ
や
る
こ
と
が
自
分
の
取
り
柄
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
い
い

方
面
だ
け
で
な
く
て
、
悪
い
方
面
に
走
っ
て
自
我
と
い
う
も
の
が
強
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
は
、「
吾
我
の
た
め
に
仏
法
を
学
す
る
こ
と
な
か
れ
！
」、
そ
し

て
、
こ
の
言
葉
の
次
に
有
名
な
、「
た
だ
仏
法
の
た
め
に
仏
法
を
学
す
べ
き
な
り
！
」、

何
の
た
め
に
と
言
う
な
ら
ば
、
仏
法
の
た
め
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
仏
法
の
た
め
に

と
い
う
こ
と
は
、
も
う
自
我
は
ゼ
ロ
、
吾
我
も
ゼ
ロ
、
そ
う
い
う
態
度
で
、
仏
法
の
中

に
全
身
を
浸
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
！ 

体
と
心
、
身
心
を
あ
げ
て
一
物
も
残
さ
ず
放
下

し
て
、
仏
法
の
大
海
の
中
に
廻 え

向 こ
う

せ
よ
、
振
り
向
け
な
さ
い
。
仏
法
の
海
の
中
に
自
分

の
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
は
全
部
投
げ
捨
て
て
、
仏
法
の
中
に
入
り
込
ま
な
く
て
は
駄
目
で

す
、
本
物
に
は
な
り
ま
せ
ん
。 

だ
か
ら
仏
法
を
身
に
付
け
る
、
仏
法
を
実
践
す
る
に
は
、
頭
な
ん
か
良
く
な
く
て
も
、

や
り
手
な
ん
か
で
な
く
て
も
、
誰
で
も
出
来
る
と
い
う
有
難
さ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
平
凡

な
人
間
で
結
構
。
た
だ
、
吾
我
を
な
く
す
れ
ば
宜
し
い
。
で
す
か
ら
、
色
々
な
知
識
や

先
入
観
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
い
や
し
く
も
坐
禅
の
時
は
全
部
止
め
る
！ 

全
部
止
め
て

坐
り
方
の
基
本
に
徹
し
、
心
の
置
き
ど
こ
ろ
の
基
本
に
徹
し
、
調
身
・
調
息
・
調
心
そ

の
も
の
に
な
る
、
こ
う
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 
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仏
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お
ほ
よ
そ
諸
仏
の
境
界

き
ょ
う
が
い

は
不
可
思
議
な
り
、 

心
識
の
お
よ
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず 

『
正
法
眼
蔵
』「
辦
道
話
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
あ
り
て
い
に
申
し
ま
す
と
、

仏
さ
ん
の
世
界
と
い
う
の
は
、
凡
夫
の
頭
で
は
及
び
も
つ
か
な
い
す
ば
ら
し
い
世
界
な

ん
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

「
辦
道
話
」
の
巻
は
、
仏
法
の
根
本
を
諄
々
と
説
き
示
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
非

常
に
長
い
長
い
巻
で
す
が
、
後
半
は
有
名
な
一
八
の
問
答
形
式
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
道
元
禅
師
が
問
い
と
答
え
の
形
式
で
、
世
間
一
般
の
仏
教
の
在
り
方
に
対
し

て
、
正
伝
の
仏
法
で
あ
る
只
管
打
坐
の
坐
禅
が
最
高
の
仏
道
の
法
門
で
あ
る
こ
と
を
、

説
き
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
中
で
、
「
読
経
と
か
念
仏
と
い
う
口
に
唱
え
て
行
う
仏
法
は
、
悟
り
の
縁
結
び

に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
に
対
し
て
た
だ
空
し
く
坐
禅
を
し
て
い
て
何
に
な
る

の
で
す
か
？
」
と
い
う
問
い
を
発
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
お
答
え
に
な
っ
て
い
る
の

が
、
今
申
し
た
「
お
ほ
よ
そ
諸
仏
の
境
界
は
不
可
思
議
な
り 

心
識
の
お
よ
ぶ
べ
き
に

あ
ら
ず
」
で
あ
り
ま
す
。 

つ
ま
り
、
「
読
経
や
念
仏
が
悟
り
の
縁
で
、
そ
れ
に
対
し
て
た
だ
ポ
ツ
ネ
ン
と
坐
っ

て
い
る
の
は
ど
う
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
は
、
全
く
の
迷
い
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
迷
い
の
深
い
こ
と
は
ち
ょ
う
ど
「
大
海
中
に
お
い
て
水
が
な
い
、

水
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
だ
」
と
、
面
白
い
喩
え
で
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

つ
ま
り
、
本
当
の
仏
法
と
い
う
も
の
は
正
し
い
実
践
で
あ
り
、
正
し
い
実
践
を
す
る

た
め
に
は
正
し
い
信
仰
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
仏
法
は
正
信
の
大
機
」
、
大
機
と

い
う
の
は
大
き
な
は
た
ら
き
、
こ
れ
を
ズ
シ
ン
と
受
入
れ
な
い
と
ダ
メ
な
の
で
す
ね
。 

「
道
元
禅
師
の
仏
法
は
実
践
で
あ
る
、
行
で
あ
る
、
坐
禅
で
あ
る
」
。
そ
れ
は
そ
の

通
り
で
す
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
正
し
い
信
仰
、
即
ち
「
実
践
が
何
よ
り
も
優
れ
て
い

る
、
坐
禅
が
一
番
す
ば
ら
し
い
の
だ
！
」
と
い
う
正
し
い
信
仰
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。

こ
れ
を
正
信
と
い
い
ま
す
。
正
信
が
な
く
て
は
仏
法
の
す
ば
ら
し
い
法
門
に
よ
く
入
る

こ
と
が
得
ら
れ
な
い
、
と
道
元
禅
師
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

ベ
テ
ラ
ン
の
方
は
正
信
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
長
く
何
一
〇
年
も
や
っ
て
お

ら
れ
る
。
新
し
い
方
は
、
失
礼
な
が
ら
そ
の
正
信
と
い
う
も
の
が
確
立
し
て
い
な
い
場

合
が
案
外
多
い
。
一
度
や
っ
て
止
め
て
し
ま
う
人
は
、
正
信
と
い
う
こ
と
と
無
縁
！ 

無
縁
な
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
、
残
念
な
こ
と
で
す
。 

継
続
し
て
行
う
た
め
に
は
、
坐
る
と
同
時
に
正
信
の
確
立
が
徐
々
に
進
行
し
て
い
く

こ
と
で
結
構
な
の
で
す
。
今
日
か
ら
す
ば
ら
し
い
信
仰
が
忽
然
と
し
て
生
ま
れ
る
と
い

う
こ
と
は
な
い
。
継
続
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
正
し
い
信
仰
と
い
う
も
の
が
培
わ

れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
正
信
と
実
践
は
車
の
両
輪
で
あ
り
ま
す
。
両
方
と
も
疎
か

に
せ
ず
努
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
正
し
い
仏
法
と
い
う
も
の
が
い
つ
の
間
に
か
身
に
つ

い
て
い
る
、
こ
れ
が
す
ば
ら
し
い
仏
法
の
在
り
方
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
お
ほ
よ
そ
諸
仏
の
境
界
は
不
可
思
議
な
り
、
心
識
の
お
よ
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
」 

平
成
二
五
年
二
月
二
四
日 

合
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境
発

き
ょ
う
ほ
つ

に
あ
ら
ず
、
智
発

ち

ほ

つ

に
あ
ら
ず
、 

菩
提
心

ぼ
だ
い
し
ん

発 ほ
つ

な
り
、
発 ほ

つ

菩
提
心

ぼ
だ
い
し
ん

な
り 

こ
れ
は
『
正
法
眼
蔵
』「
身
心
学
道
」
の
巻
の
中
頃
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
巻
は
、

学
道
者
の
あ
る
べ
き
基
本
態
度
を
、
身
と
心
の
二
方
面
か
ら
教
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

か
の
有
名
な
「
行
持
」
の
巻
も
、
そ
の
お
終
い
の
方
に
、「
行
持
と
言
っ
た
っ
て
、
仏

道
と
言
っ
た
っ
て
、
と
に
か
く
、
根
本
は
菩
提
心
で
あ
る
」、
道
心
で
あ
り
ま
す
。「
仏

道
を
自
分
は
学
ぶ
ん
だ
、
実
践
す
る
ん
だ
！
」、
そ
う
い
う
強
い
心
、
そ
れ
が
な
く
て
は

到
底
出
来
ま
せ
ん
。
皆
様
方
は
、
今
道
心
が
お
あ
り
に
な
る
か
ら
、
菩
提
心
を
起
こ
し

て
お
ら
れ
る
か
ら
、
坐
禅
を
し
て
い
る
。
た
だ
人
間
は
怠
惰
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ

が
緩
く
な
っ
て
し
ま
う
。
惰
性
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
恐
れ
を
な
し
と
し
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
い
っ
た
い
そ
れ
な
ら
ば
、
道
心
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か

ら
湧
き
あ
が
っ
て
来
る
ん
だ
ろ
う
、
湧
き
あ
が
ら
せ
ら
れ
る
ん
で
あ
ろ
う
？ 

そ
こ
に
こ
の
お
言
葉
、「
境
発
に
あ
ら
ず
」。 

境
と
い
う
の
は
対
象
物
、
目
に
見
え
る

も
の
全
て
。
そ
う
い
う
も
の
に
よ
っ
て
道
心
が
起
こ
る
ん
で
あ
ろ
う
、
菩
提
心
が
起
こ

さ
れ
る
ん
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
鶯
の
声
が
聞
こ
え
る
か
ら
、
雨
が
降

り
出
し
た
か
ら
、
メ
ラ
メ
ラ
と
道
心
が
起
こ
っ
た
な
ん
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
境
に

よ
っ
て
起
こ
る
ん
で
は
な
い
。
対
象
物
は
関
係
な
い
。 

「
智
発
に
あ
ら
ず
」、
智
慧
に
よ
っ
て
起
こ
る
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
も
な
い
。
い
く

ら
智
慧
の
あ
る
人
で
も
、
利
発
な
人
で
も
、
頭
脳
明
晰
な
人
で
も
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い

っ
て
道
心
が
起
こ
る
ん
で
は
な
い
。
い
や
、
は
っ
き
り
申
し
て
逆
の
人
が
多
い
！ 

知
識

人
、
あ
る
い
は
大
学
者
で
無
宗
教
の
人
が
い
か
に
多
い
か
！ 

道
心
と
知
識
と
は
ほ
と
ん

ど
相
関
関
係
が
無
い
と
言
っ
て
も
良
い
で
す
ね
。
た
だ
知
識
が
あ
る
と
、
或
い
は
智
慧

が
あ
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
心
を
起
こ
す
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得

る
。
書
物
を
紐
と
き
先
人
の
徳
を
思
い
、「
こ
の
人
は
こ
う
い
う
き
っ
か
け
で
道
を
学
ん

だ
ん
だ
、
私
に
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
ぞ
！
」、
と
い
っ
た
こ
と
で
多
少
プ
ラ
ス
に
な

る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
決
定
的
な
条
件
で
は
決
し
て
な
い
。 

そ
れ
な
ら
ば
、
道
心
は
何
に
よ
っ
て
起
こ
る
か
。「
菩
提
心
発
な
り
！
」、
道
心
の
方

か
ら
起
こ
さ
れ
て
起
こ
る
ん
だ
。
こ
れ
は
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と

分
か
り
ま
せ
ん
。
道
心
の
方
か
ら
、
菩
提
心
の
方
か
ら
起
こ
さ
れ
て
起
こ
っ
て
来
る
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
発
菩
提
心
と
言
う
の
で
あ
る
。
今
、
道
心
を
起
こ
す
、
こ
れ
が
も

う
菩
提
心
だ
！ 

知
識
と
か
経
験
と
か
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
何
時
で
も
誰
で
も
可

能
な
ん
だ
。
今
菩
提
心
を
起
こ
し
ま
し
ょ
う
、
そ
れ
が
発
菩
提
心
で
あ
る
。
こ
う
い
う

お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

現
在
、
而
今

に
こ

ん

の
今
で
あ
り
ま
す
。
今
道
心
を
起
こ
し
て
坐
る
、
こ
う
い
う
強
い
気
持

ち
、
こ
れ
が
全
て
で
あ
り
ま
す
。
誠
に
有
難
い
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

 「
境
発
に
あ
ら
ず
、
智
発
に
あ
ら
ず
、
菩
提
心
発
な
り
、
発
菩
提
心
な
り
」 

平
成
二
五
年
三
月
一
七
日 

合
掌 
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仏
祖
の
道 ど

う

を
行
ぜ
ん
と
思
は
ば
、
所 し

ょ

期 ご

無
く
、 

所 し
ょ

求 ぐ

無
く
、
所
得
も
無
く
、
…
… 

祖
師
の
行 あ

ん

履 り

を
行
ず
べ
し 

所
期
無
く
、
所
求
無
く
、
所
得
も
無
く
、
祖
師
の
歩
ま
れ
て
き
た
素
晴
ら
し
い
只
管

打
坐
と
い
う
坐
禅
を
、
た
だ
黙
々
と
行
ず
れ
ば
い
い
ん
だ
。
そ
う
し
な
さ
い
。
こ
れ
が

こ
の
お
言
葉
の
概
略
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
く
ら
い
明
瞭
に
ズ
バ
リ
と
仰
っ
て
い
る
言
葉

は
な
い
。
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

普
通
一
般
の
人
間
が
何
か
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
そ
の
結
果
を
求
め
て
や
る

の
で
す
が
、
こ
れ
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
よ
う
な
振
舞
い
が
坐
禅
で
あ
る
。
私
ど
も

は
普
段
の
生
活
や
仕
事
で
は
、
確
か
に
努
力
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
見
合
う
結

果
と
い
う
も
の
を
求
め
て
い
る
。
あ
れ
だ
け
の
努
力
を
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
見
合

う
結
果
が
な
け
れ
ば
と
思
う
。
な
け
れ
ば
止
め
て
し
ま
う
。
と
く
に
商
売
の
場
合
は
そ

う
で
す
ね
。
努
力
を
し
て
金
銭
的
・
物
質
的
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。
そ
れ
で
お
金
儲
け

を
す
る
。
こ
れ
が
商
売
で
す
。 

と
こ
ろ
が
坐
禅
は
そ
う
で
は
な
い
。
坐
禅
が
そ
う
で
は
な
い
と
同
様
に
、
人
生
と
い

う
も
の
は
商
売
で
は
な
い
！ 

駆
け
引
き
で
は
な
い
。
損
得
勘
定
で
は
な
い
。
打
算
で

は
な
い
。
そ
う
い
う
人
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

禅
は
人
間
の
基
本
的
な
生
き
ざ
ま
を
教
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
っ
た
ら
ば
商
売

で
な
い
人
生
、
損
得
勘
定
で
な
い
人
生
、
利
害
関
係
で
な
い
生
き
ざ
ま
、
こ
れ
を
営
為

と
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
人
の
生
き
ざ
ま
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
ま
す
。
過
程
で
あ
り
ま
す
。

坐
禅
は
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
最
も
重
ん
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
我
々

の
坐
禅
は
。 

初
め
て
の
方
は
何
の
た
め
に
坐
禅
を
お
や
り
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
た
の
か
。
ま
あ
例

外
な
く
何
か
に
躓

つ
ま
づ

い
た
と
か
、
精
神
的
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
か
、
あ
る
い
は
病

を
も
ら
っ
て
心
が
休
ま
ら
な
い
な
ど
、
何
か
の
動
機
が
あ
る
。
何
の
動
機
も
な
く
て
坐

る
人
は
ま
ず
い
な
い
。
ま
あ
中
に
は
悪
い
友
人
に
「
坐
禅
す
る
と
面
白
い
ぞ
」
と
誑

た
ぶ
ら

か

さ
れ
て
、
面
白
半
分
に
や
る
人
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
例
外
で
す
。 

何
か
に
躓
き
、
何
か
を
求
め
て
や
る
と
い
う
の
が
普
通
の
動
機
で
あ
り
ま
し
て
、
そ

れ
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
で
す
が
坐
禅
や
っ
て
も
得
ら
れ
な
い
ん
で
す
。
普

通
の
損
得
勘
定
で
私
ど
も
が
考
え
て
い
る
も
の
は
得
ら
れ
な
い
！ 

こ
れ
を
ま
ず
胆
に

銘
じ
て
頂
き
た
い
。 

そ
れ
な
ら
ば
一
〇
年
、
二
〇
年
、
三
〇
年
坐
っ
て
い
る
方
は
な
ぜ
坐
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
？ 

プ
ロ
セ
ス
、
過
程
で
あ
り
ま
す
。
過
程
を
し
っ
か
り
見
極
め
て
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
長
い
間
に
定

じ
ょ
う

力 り
き

と
い
う
も
の
が
や
っ
ぱ
り
具
わ
る
！ 

で
す
か
ら
長
い
方
は
や

は
り
そ
れ
だ
け
の
人
格
と
い
う
も
の
を
、
い
つ
の
間
に
か
身
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
我
々
の
坐
禅
で
あ
る
。 

結
果
よ
り
も
過
程
。
そ
の
過
程
の
真
っ
た
だ
中
に
坐
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
年
度

初
め
で
あ
り
ま
す
の
で
、
改
め
て
胆
に
銘
じ
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
仏
祖
の
道
を
行
ぜ
ん
と
思
は
ば
、
所
期
無
く
、 

所
求
無
く
、
所
得
も
無
く
、
…
… 

祖
師
の
行
履
を
行
ず
べ
し
」 

平
成
二
五
年
四
月
二
八
日 

合
掌 
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ま
さ
に
し
る
べ
し
、 

坐
の
尽 じ

ん

界 か
い

と
餘 よ

の
尽
界
と
、
は
る
か
に
こ
と
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
三
昧
王
三
昧
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
三
昧
王
三
昧
」

の
巻
は
坐
禅
の
時
の
心
の
あ
り
方
、
そ
し
て
坐
禅
の
素
晴
ら
し
さ
が
余
す
こ
と
な
く
説

か
れ
て
い
る
一
巻
で
あ
り
ま
す
。「
ま
さ
に
し
る
べ
し
」、
道
元
禅
師
は
『
正
法
眼
蔵
』

の
中
で
、「
し
る
べ
し
」
と
い
う
お
言
葉
を
沢
山
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
次
に
く

る
文
言
は
、
ま
っ
た
く
凄
い
お
言
葉
ば
か
り
で
す
。 

尽
界
と
い
う
の
は
、「
界
を
尽
く
す
」、
世
界
中
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
り
ま
す
。

ま
あ
、
世
界
と
単
純
に
考
え
て
宜
し
い
。
世
界
と
い
う
の
は
空
間
的
な
も
の
と
精
神
的

な
も
の
と
両
面
で
使
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
一
人
ひ

と
り
の
心
の
世
界
、
境

き
ょ
う

界 が
い

と
い
う
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
あ
り
ま
す
。 

つ
ま
り
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
坐
の
尽
界 

― 

坐
禅
を
し
て
い
る
時

の
世
界 

― 

と
、
餘
の
尽
界 

― 

そ
の
他
の
世
界  

― 

こ
れ
は
全
く
違
っ
て
い
る
ん
だ
。

じ
ゃ
あ
な
ん
の
世
界
だ
ろ
う
。「
餘
の
尽
界
」
は
自
我
の
世
界
で
あ
る
！ 

我 が

の
世
界
、

自
我
を
発
揮
し
て
い
る
世
界
。
す
る
と
坐
の
世
界
は
そ
う
で
な
い
世
界
、
自
我
を
引
っ

込
め
て
し
ま
っ
た
精
神
的
な
世
界
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
坐
の
尽
界
だ
と
仰
る
ん
で
す
。 

道
元
禅
師
の
仏
法
の
根
本
、
坐
禅
の
根
本
は
只
管
打
坐
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
誰
で

も
了
解
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
只
管
と
い
う
も
の
を
重
ん
じ
る
立
場
と
、
打
坐
と

い
う
も
の
を
重
ん
じ
る
立
場
が
昔
か
ら
あ
る
ん
で
す
ね
。
只
管
を
重
ん
じ
る
立
場
は
、

た
だ
も
っ
ぱ
ら
・
ひ
た
す
ら
と
い
う
只
管
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
拡
大
し
て
い
き

ま
す
と
、
作
務
で
も
炊
事
で
も
仕
事
で
も
、
普
通
の
職
業
的
で
も
お
仕
事
で
も
な
ん
で

も
、
た
だ
そ
れ
に
打
ち
込
ん
で
ひ
た
す
ら
や
れ
ば
坐
禅
と
変
わ
り
は
な
い
ん
だ
と
い
う

理
論
に
な
る
。 

し
か
し
、
只
管
打
坐
の
打
坐
の
方
を
強
調
す
る
と
そ
う
で
は
な
い
。
打
坐
と
い
う
の

は
、
た
だ
坐
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
内
容
は
自
我
を
全
く
引
っ
込
め
て
し
ま
っ
た

状
態
、
こ
れ
を
い
や
し
く
も
坐
禅
の
時
に
は
し
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
だ
！ 

坐
禅
堂
は
、
聖
な
る
ふ
る
ま
い
が
行
じ
ら
れ
る
場
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、

只
管
打
坐
の
「
打
坐
」、
こ
ち
ら
が
発
揮
せ
ら
れ
る
場
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
！ 

自
我

を
は
た
し
て
全
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
普
段
の
生
活
と
は
全
く
異
な

る
境
界
に
な
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
自
問
自
答
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。 寒

い
時
に
は
も
っ
と
暖
か
く
な
っ
て
欲
し
い
。
暑
い
時
は
涼
し
く
な
っ
て
欲
し
い
。

今
一
番
陽
気
が
良
い
、
陽
気
の
良
い
時
は
眠
く
な
る
。
人
間
の
我
と
い
う
も
の
は
限
り

が
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
只
管
打
坐
と
い
う
こ
と
は
そ
う
で
な
く
て
は

い
け
な
い
。 

 「
ま
さ
に
し
る
べ
し
、
坐
の
尽
界
と
餘
の
尽
界
と
、
は
る
か
に
こ
と
な
り
」 

平
成
二
五
年
五
月
二
六
日 

合
掌 
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玉
ぎ
ょ
く

は
琢
磨
に
よ
り
て
器

う
つ
わ

と
な
る
、 

 

人
は
練
磨
に
よ
り
て
仁 ひ

と

と
な
る 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
切
磋
琢
磨
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い

ま
す
。
切
は
小
刀
の
よ
う
な
も
の
で
切
る
、
磋
は
ヤ
ス
リ
で
磨
く
こ
と
を
い
い
ま
す
。

琢
は
削
る
こ
と
、
磨
は
み
が
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
玉

ぎ
ょ
く

と
い
う
宝
石
の
原
石

を
取
出
し
て
、
こ
う
い
っ
た
少
な
く
と
も
四
つ
の
工
程
を
経
て
、
あ
の
美
し
い
玉
が
誕

生
す
る
訳
で
あ
り
ま
し
て
、
原
石
の
と
き
か
ら
美
し
い
の
で
は
な
い
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

と
て
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「
人
は
練
磨
に
よ
り
て
仁 ひ

と

と
な
る
」。
仁
は
単
な
る
人
で
は
な
く
、

「
礼
義
知
仁
」
と
い
う
人
格
を
備
え
た
人
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
人
間
も
練

磨
に
よ
ら
な
い
と
決
し
て
本
物
に
は
な
ら
な
い
。
道
元
禅
師
は
こ
の
お
言
葉
を
『
随
聞

記
』
の
中
で
何
度
か
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
何
れ
の
玉
か
初
め
よ
り
光

あ
る
」、
ど
ん
な
玉
で
あ
っ
て
も
初
め
か
ら
光
な
ん
か
発
し
て
い
な
い
。「
誰
人
か
初
心

よ
り
仁
と
な
る
」、
一
体
誰
が
初
め
か
ら
素
晴
ら
し
さ
を
持
っ
て
い
よ
う
か
、
こ
う
い
う

反
語
で
も
っ
て
強
く
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

考
え
て
み
ま
す
と
、
科
学
技
術
の
向
上
で
あ
っ
て
も
、
学
問
の
進
展
で
あ
っ
て
も
、

人
格
の
育
成
で
あ
っ
て
も
、
全
部
そ
う
な
の
で
す
。
磨
か
れ
な
い
と
ダ
メ
、
或
い
は
削

ら
れ
る
こ
と
も
大
事
。
削
る
と
い
う
こ
の
琢
と
い
う
字
、
こ
れ
は
何
を
削
る
の
か
と
い

え
ば
、
玉
で
は
磨
い
て
も
光
ら
な
い
と
こ
ろ
を
削
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
人
間
は

無
明
・
煩
悩
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
少
し
で
も
削
り
落
し
て
円

く
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

だ
か
ら
「
切
磋
琢
磨
」
と
い
う
言
葉
は
、
理
屈
と
し
て
は
誰
で
も
わ
か
る
、
そ
れ
で

は
ど
う
し
た
ら
実
現
で
き
る
か
？ 

道
理
や
思
想
や
考
え
方
と
い
う
も
の
は
、
い
く
ら
分

か
っ
て
も
自
分
の
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
何
に
も
な
ら
な
い
。
人
間
の
場
合
は
、
自
分

自
身
で
自
分
に
対
し
て
、
厳
し
い
姿
勢
を
保
ち
続
け
る
以
外
は
な
い
！ 

安
住
す
る
と
い

う
こ
と
が
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
常
に
自
分
を
俎
板
の
上
に
の
せ
、

自
分
を
晒
し
物
に
す
る
ぐ
ら
い
の
厳
し
さ
が
な
い
と
ダ
メ
。
何
も
肉
体
を
苦
し
め
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神
的
な
も
の
を
鍛
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
己
れ
自
身
の
厳

し
い
姿
勢
を
保
つ
、
そ
れ
も
常
に
そ
う
い
う
姿
勢
を
持
ち
続
け
る
と
い
う
「
志
」
を
保

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
も
う
皆
様
方
ご
本
人
の
自
覚
し
か
な
い
。
自
覚
を

持
ち
続
け
、「
四
〇
分
の
坐
禅
あ
ゝ
結
構
だ
、
自
分
は
こ
ん
な
も
の
に
負
け
な
い
ぞ
、
こ

ん
な
短
か
い
時
間
物
と
も
し
な
い
、
こ
の
一
夜
坐
禅
を
自
分
の
も
の
に
し
て
や
ろ
う
！
」

と
い
う
、
良
い
意
味
で
の
自
主
性
を
保
ち
続
け
る
「
志
」
で
あ
り
、「
道
心
」
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
「
志
」
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
「
行
」
と
い
う
も
の
の
根
幹
！ 

こ
れ
が
な
け

れ
ば
「
行
」
で
は
な
い
。
た
だ
時
間
を
費
や
し
て
も
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。 

お
互
い
に
「
志
」
を
立
て
た
一
夜
接
心
に
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
叶
う
一
夜
接
心
に
、
お
互
い
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
玉
は
琢
磨
に
よ
り
て
器
と
な
る
、
人
は
練
磨
に
よ
り
て
仁
と
な
る
」 

平
成
二
五
年
六
月
八
日
（
一
夜
接
心
） 

合
掌 
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わ
れ
ら
が
行

ぎ
ょ
う

持 じ

に
よ
り
て
諸
仏
の
行
持
現 げ

ん

成
じ
ょ
う

し
、 

諸
仏
の
大
道
通
達
す
る
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
」
の
巻
の
上
巻
に
お
け
る
冒
頭
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
行
持
」
の
巻
と
い
う
一
巻
は
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
最
も
長
い
巻
で
、
偉
い
大

先
輩
の
お
祖
師
様
方
が
如
何
に
仏
祖
の
行
持
、
仏
々
祖
々
正
伝
の
行
持
を
綿
密
に
行
ぜ

ら
れ
て
き
た
か
、
そ
の
跡
か
た
を
三
〇
数
名
の
実
例
を
引
か
れ
、
そ
の
意
義
を
格
調
高

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
巻
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
一
番
最
初
に
、
「
わ
れ
ら
が
行
持
に
よ
り
て
諸
仏
の
行
持
現
成
す
」
と
あ
り
ま

す
。
い
く
ら
偉
い
人
・
大
先
輩
の
方
々
の
行
持
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
あ
る

時
代
に
お
出
ま
し
に
な
っ
た
方
々
で
あ
り
、
今
こ
こ
で
坐
っ
て
い
る
の
は
自
分
で
あ
る
。

今
こ
こ
で
仏
祖
の
行
持
を
行
じ
て
い
る
の
は
我
々
で
あ
る
。
そ
の
我
々
の
正
し
い
行
持

に
よ
っ
て
、
諸
仏
の
行
持
は
歴
史
的
な
遠
い
過
去
で
は
な
く
、
今
我
々
の
体
を
媒
介
と

し
て
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
！ 

こ
れ
が
、
「
わ
れ
ら
が
行
持
に
よ
り
て
諸
仏
の
行
持
現
成

す
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

お
釈
迦
様
は
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
る
と
き
に
、
「
私
の
肉
体
は
も
う
滅
び
て
無
く

な
っ
て
い
く
、
だ
が
五
〇
年
間
弟
子
の
あ
な
た
方
に
教
え
た
教
え
と
い
う
も
の
は
、
あ

な
た
方
が
そ
れ
を
行
じ
て
く
れ
る
と
き
に
現
れ
る
、
そ
の
教
え
が
行
持
と
な
っ
て
現
成

す
る
。
そ
れ
を
大
切
に
し
て
ま
た
そ
の
次
の
世
代
に
受
け
継
い
で
く
だ
さ
い
。
そ
れ
が

何
よ
り
も
自
分
に
対
す
る
嬉
し
い
供
養
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
涅 ね

槃 は
ん

に
入
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

諸
仏
の
行
持
と
て
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
代
時
代
の
正
し
い
行
持
、
素
晴

ら
し
い
行
持
を
行
ぜ
ら
れ
た
も
の
が
、
今
こ
こ
に
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
行
っ
て
い
る

私
共
・
皆
さ
ま
方
の
肉
体
を
通
じ
て
現
れ
る
！ 

で
す
か
ら
「
諸
仏
の
大
道
通
達
す
る
な

り
」
、
即
ち
仏
様
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
方
々
の
大
き
な
素
晴
ら
し
い
仏
道
と
い
う
も
の

が
、
こ
こ
に
見
事
に
行
わ
れ
て
広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
言
葉
は
、
諸
仏
の
行
持
に
よ
っ
て
我
々
の
行
持
が
ま
ず
あ
る
。
教
え
ら
れ
た

方
々
か
ら
正
し
い
先
生
が
生
れ
、
ま
た
そ
の
次
の
方
が
先
生
に
な
り
代
々
受
け
継
い
で

き
た
。
こ
う
し
て
受
け
継
い
だ
我
々
が
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
諸
仏
の
行

持
と
し
て
後
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
、
と
い
う
意
味
で
す
。 

つ
ま
り
行
持
と
い
う
も
の
は
「
行
持
道
環
」
と
い
わ
れ
て
「
道
の
環 わ

」
な
の
で
す
。

環
と
い
う
も
の
は
回
せ
ば
ど
こ
が
先
で
ど
こ
が
後
と
い
う
も
の
は
な
い
。
ぐ
る
ぐ
る
回

っ
て
転
が
っ
て
行
く
。
こ
の
環
が
転
が
っ
て
行
く
よ
う
に
、
大
き
な
法
輪
の
環
、
仏
法

の
輪
と
い
う
も
の
が
坐
禅
を
通
じ
て
私
共
に
教
え
ら
れ
、
そ
れ
を
正
し
く
行
じ
て
い
く

の
で
す
。 

従
っ
て
、
正
し
く
行
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
！ 

居
眠
り
坐
禅
で
あ
っ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
自
分
な
り
に
渾
身
の
坐
禅
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
坐
禅
を
行
ず
る
と
き

に
、
仏
祖
の
行
持
が
今
我
々
の
肉
体
を
通
じ
て
現
れ
出
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
自

覚
を
持
っ
て
皆
様
と
共
に
し
っ
か
り
と
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
わ
れ
ら
が
行
持
に
よ
り
て
諸
仏
の
行
持
現
成
し
、
諸
仏
の
大
道
通
達
す
る
な
り
」 

平
成
二
五
年
六
月
二
三
日 

合
掌 
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諸 も
ろ

人 び
と

よ
、
若
し
学
道
を
要
せ
ば
、 

仏
祖
の
身
心
を
借
り
て
学
道
す
べ
し 

道
元
禅
師
の
漢
文
の
語
録
を
集
め
た
『
永
平
広
録
』
一
〇
巻
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
巻

第
一
の
中
に
あ
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

「
諸
人
よ
、
若
し
学
道
を
要
せ
ば
」、
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
、
渾
身
込
め
て
行
お

う
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、「
仏
祖
の
身
心

し
ん
じ
ん

を
借
り
て
学

道
す
べ
し
」。 

学
道
と
は
、
仏
教
を
学
ぶ
者
の
生
涯
の
目
的
で
あ
り
使
命
で
あ
る
の
は
申

す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
出
家
在
家
に
関
わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
在
家
の
ほ
う
が
、

遥
か
に
多
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
大
勢
の
仏
教
の
信
ず
る
方
の
実
践
的
な
基

本
的
理
念
と
い
っ
て
宜
し
い
か
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
学
道
は
、「
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
誠
心
込
め
て
や
ろ
う
と
す
る
な
ら

ば
」、
と
い
う
仮
定
条
件
が
つ
い
て
お
り
ま
す
ね
。
格
好
が
良
い
か
ら
坐
禅
を
す
る
ん
じ

ゃ
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
は
全
く
問
題
に
し
な
い
。
学
道
を
歩
ん
で
行
く
ん
だ
！ 
自
分
は

生
涯
学
道
を
歩
む
ん
だ
！ 

そ
う
い
う
心
構
え
が
ま
ず
前
提
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
『
永
平
広
録
』
の
一
節
は
、「
仏
祖
の
身
心
を
借
り
て
学
道
を
し
な
さ
い
」、
こ
う

ズ
バ
リ
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
祖
の
身
心
、
体
と
心
、
こ
れ
を
お
借
り
し

て
自
分
の
体
と
心
の
中
に
、
仏
祖
の
体
と
心
を
移
し
換
え
て
学
道
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
が

出
来
る
か
？ 

「
簡
単
に
出
来
る
」
と
道
元
禅
師
は
仰
る
ん
で
あ
り
ま
す
。『
正
法
眼
蔵
』

「
生
死
」
の
巻
を
見
ま
す
と
、
仏
に
な
る
に
は
い
と
も
易
し
い
道
が
あ
る
。
良
い
こ
と
を

し
て
悪
い
こ
と
を
し
な
い
、
そ
れ
だ
け
で
も
良
い
ん
で
す
。 

も
う
少
し
「
生
死
」
の
巻
を
読
ん
で
見
ま
す
と
、「
わ
が
身
を
も
心
を
も
、
は
な
ち
わ

す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が

ひ
も
て
ゆ
く
と
き
、
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、
こ
こ
ろ
を
も
つ
ひ
や
さ
ず
し
て
、
生
死
を
は

な
れ
、
仏
と
な
る
」
と
い
う
、
正
に
有
名
な
一
節
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

仏
と
な
る
に
は
自
分
の
体
と
心
を
や
め
ち
ゃ
う
。
そ
し
て
仏
さ
ん
の
体
と
心
に
な
り
な

さ
い
！ 

そ
れ
に
は
仏
さ
ん
の
家
に
全
部
投
げ
入
れ
ち
ゃ
い
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
仏
さ

ん
の
方
か
ら
や
っ
て
来
て
く
れ
る
。
自
分
っ
て
い
う
の
は
何
か
？ 

自
我
意
識
で
あ
り
ま

す
。
個
々
の
自
我
意
識
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
や
め
ち
ゃ
え
ば
良
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
だ

け
の
こ
と
。
そ
う
す
る
と
仏
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
身
心
と
も
に
仏
に
な
る
！ 

で
す
か
ら
、
我
見
が
こ
れ
っ
ぱ
か
り
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
仏
さ
ん
に
な
っ
ち
ゃ
う

ん
で
す
ね
。
初
め
か
ら
仏
さ
ん
に
な
っ
て
し
ま
う
。
我
見
を
止
め
れ
ば
良
い
ん
で
す
。
自

我
意
識
を
投
げ
捨
て
ち
ゃ
え
ば
良
い
ん
で
す
。 

つ
ま
り
、
自
分
が
坐
っ
て
い
る
な
ん
て
こ
と
を
考
え
な
い
。
天
地
宇
宙
万
物
、
そ
の
息
吹

い
ぶ

き

の
中
に
、
た
だ
淡
々
と
坐
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
い
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
仏
さ

ん
に
な
れ
る
！ 

そ
う
い
う
教
え
で
あ
り
ま
す
。
自
我
意
識
を
投
げ
捨
て
て
、
互
い
に
自

分
と
し
て
の
気
持
、
こ
う
い
う
も
の
を
か
な
ぐ
り
捨
て
る
。
そ
し
て
、
大
地
と
空
気
と
一

体
に
な
る
、
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

「
諸
人
よ
、
若
し
学
道
を
要
せ
ば
、
仏
祖
の
身
心
を
借
り
て
学
道
す
べ
し
」 

平
成
二
五
年
七
月
二
八
日 

合
掌 
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学
道
の
人
、
身
心
を
放 ほ

う

下 げ

し
て 

一
向
に
仏
法
に
入
る
べ
し 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
学
道
の
人
」
と
い
う
の
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
道
を
学
ん
で
い
る
人
、
仏
道
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
で
、
仏
教
の
教
え
に
従

っ
て
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
人
全
て
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
方
々
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
心
構
え
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
は
「
身
心
を
放
下
」
し
な
さ
い
、
身
体
と
心
を
投
げ
捨
て
な
さ
い
、
と
言
わ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
「
自
分
」・「
己
」・「
私
」
と
い
う
も
の
を
無
く
す
と
い
う
こ

と
で
す
。
私
ど
も
は
、
普
段
自
分
を
中
心
に
し
て
生
き
て
お
り
、
そ
れ
が
自
分
と
い
う
実

体
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
体
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、
仏
法
世
界
か
ら

観
る
と
何
の
こ
と
は
な
い
、
我
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
我
と
い
う
も
の
が
な
い
と
、
あ
る
意
味
で
は
主
体
的
な
生
き
方
は
で

き
な
い
し
、
自
分
で
自
分
の
身
を
守
る
と
い
う
こ
と
も
あ
や
し
く
な
り
ま
す
。 

我
と
い
う
も
の
、
い
い
意
味
で
の
「
己
」
は
、
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
問
題
は
「
我

欲
」
で
あ
り
ま
す
。
我
欲
が
の
さ
ば
っ
て
い
る
と
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
見
え
な
く
な

り
、
聞
こ
え
な
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
我
を
無
く
す
」
と
は
、
我
欲
を
ど
う
す
る

か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
身
心
を
放
下
」
す
る
！ 

身
心
は
一
番
大

切
な
も
の
可
愛
い
も
の
、
そ
れ
を
坐
禅
の
と
き
は
投
げ
捨
て
な
さ
い
と
い
う
こ
と
。
我
欲

を
す
っ
か
り
無
く
し
て
し
ま
う
、
そ
し
て
「
一
向
に
仏
法
に
入
る
べ
し
！
」
と
説
い
て
お

ら
れ
る
の
で
す
。「
ひ
た
す
ら
仏
法
の
世
界
に
入
り
な
さ
い
」、「
仏
法
づ
け
に
な
り
な
さ

い
」
と
い
う
こ
と
、
坐
禅
堂
の
中
で
は
坐
禅
堂
の
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
が
仏
法
世
界
に
入

る
こ
と
、
そ
う
い
っ
た
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
言
葉
で
言
え
ば
簡
単
で
す
が
、
行
お
う
と
す
る
と
実
に
大
変
な
こ
と
。
こ
の
言

葉
に
続
い
て
道
元
禅
師
は
、「
百
尺
の
竿
頭
如
何
が
歩
を
進
め
ん
！
」
と
仰
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
百
尺
の
高
さ
の
竿
の
先
に
登
っ
て
、
更
に
そ
こ
か
ら
先
に
一
歩
を
進
め
る
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
？ 

常
識
で
は
落
ち
て
大
怪
我
を
す
る
、
死
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
く
ら
い
の
心
構
え
で
な
く
て
は
自
我
に
は
打
ち
勝
て
な
い
、
身
心
を
放
下

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
私
達
は
坐
禅
堂
で
坐
る
と
き
は
批
判
を
持
込
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん
。
自
分

は
結
跏
趺
坐
が
満
足
に
組
め
な
い
か
ら
ど
う
だ
と
か
、
遠
く
か
ら
来
て
い
る
か
ら
眠
く
な

る
の
は
仕
方
な
い
と
か
、
こ
れ
が
自
我
。
自
我
と
い
う
も
の
は
自
分
で
自
分
を
納
得
さ
せ

る
た
め
の
方
便
で
、
納
得
で
き
な
い
こ
と
に
む
し
ろ
従
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
！ 

こ
れ
が

坐
禅
堂
の
決
ま
り
で
あ
り
、
仏
道
を
身
に
つ
け
る
、
仏
道
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ

う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

坐
禅
堂
に
入
っ
た
ら
坐
禅
堂
の
ル
ー
ル
に
従
う
、
そ
う
い
っ
た
強
い
決
心
・
決
断
・
意

思
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
誰
で
も
で
き
る
！ 

や
ろ
う
と

す
る
意
思
が
あ
れ
ば
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
学
道
の
人
、
身
心
を
放
下
し
て
一
向
に
仏
法
に
入
る
べ
し
」 

平
成
二
五
年
八
月
二
五
日 

 

合
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正
に
と
か
く
心
に
願
う
所
な
き
、
之
を
名
付
け
て
道
と
い
う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

道
元
禅
師
か
ら
四
代
目
の
瑩
山
禅
師
、
鶴
見
の
總
持
寺
の
ご
開
山
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

瑩
山
禅
師
の
主
著
が
『
伝
光
録
』
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
伝
光
録
』
の
二
一
章
の
一
節
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
道
と
い
う
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
を
歩
む

と
い
う
、
そ
れ
は
仏
教
を
信
じ
て
そ
の
実
践
を
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
仏
道
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
の
も
の
を
心
に
願
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。 

例
え
ば
長
く
坐
禅
を
す
る
、
寝
る
暇
を
惜
し
ん
で
坐
禅
を
す
る
。
そ
う
い
う
人
は
幾
ら

で
も
昔
か
ら
い
た
ん
で
す
ね
。
長
坐
不
臥

ち
ょ
う
ざ
ふ

が

と
言
い
ま
し
て
、
横
に
な
ら
な
い
で
寝
る
時
も

坐
禅
を
し
た
ま
ま
。
私
が
永
平
寺
に
お
っ
た
時
、
そ
う
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
み
な
で
あ

だ
名
を
付
け
て
「
禅
師
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
長
続
き
し
な
か
っ
た
で
す
ね
。

ひ
と
月
く
ら
い
で
止
め
て
国
元
へ
帰
っ
た
よ
う
で
す
。
や
っ
ぱ
り
横
に
な
っ
て
寝
る
と
き

に
は
寝
る
。
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
ね
。
必
ず
し
も
長
く
坐
る
の
が
ベ
ス
ト
の
行
で
は
な
い
。

苦
行
や
断
食
が
必
ず
し
も
良
い
の
で
は
な
い
。 

瑩
山
禅
師
は
、「
こ
う
い
う
苦
行
や
断
食
、
長
坐
不
臥
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
み
ん
な

道
に
執
着
し
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
だ
。
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
む
し
ろ

誤
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
道
を
求
め
て
も
、
そ
れ
は
、
空
に
咲
い
た
あ
だ
花
み

た
い
な
も
の
で
、
虚
し
い
行
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
！
」、 

そ
う
い
う
こ
と
を
繰

り
返
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

「
正
に
と
か
く
心
に
願
う
所
な
き
」、
殊
更
に
心
に
願
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
な
い
。

そ
れ
こ
そ
こ
れ
を
名
付
け
て
道
と
い
う
。
目
的
を
も
た
な
い
歩
み
、
無
目
的
の
目
的
な
ん

て
言
い
ま
す
が
、
道
元
禅
師
の
坐
禅
の
根
幹
を
き
ち
っ
と
踏
ま
え
て
お
ら
れ
る
発
言
で
あ

り
ま
す
。
道
と
い
う
も
の
は
、
心
に
願
う
も
の
で
は
な
く
、
坐
禅
で
い
え
ば
淡
々
と
た
だ

坐
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
で
い
い
ん
だ
。
道
は
決
し
て
目
的
視
す
る
な
！ 

た
だ
放
逸
で
は

だ
め
。
勝
手
な
気
持
ち
で
は
な
お
い
け
な
い
。
古
人
の
教
え
に
従
っ
て
昔
か
ら
の
言
い
伝

え
や
先
輩
の
教
え
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
ル
ー
ル
に
従
っ
て
淡
々
と
た
だ
坐
る
！ 

た
だ
、「
常
に
自
己
点
検
を
怠
る
な
！
」、
こ
の
『
伝
光
録
』
の
二
一
章
の
所
で
は
、
自

己
点
検
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
自
分
で
自
分
の
坐
禅
と
い
う
も
の
を
自
分

で
検
証
し
な
さ
い
。
人
が
検
証
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
心
の
中
は
分
か
ら
か
ら

自
分
で
自
分
を
点
検
す
る
。
一
炷
坐
れ
ば
一
炷
の
検
証
、
二
炷
坐
れ
ば
二
炷
の
検
証
を
す
る
。

こ
う
い
う
風
に
た
え
ず
自
分
の
有
り
方
を
自
分
で
検
証
す
る
。
そ
し
て
、
ち
ょ
っ
と
で
も

妄
想
が
湧
き
起
こ
っ
て
、
そ
れ
が
発
展
し
そ
う
に
な
っ
た
時
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
直
ぐ

軌
道
修
正
す
る
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
自
分
で
点
検
す
る
。
そ
し
て
、
自
分
で
淡
々

と
し
た
只
管
打
坐
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
！ 

難
し
い
よ
う
で
易
し
く
、
易
し
い
よ
う
で
難
し
い
。
道
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の

な
ん
で
す
ね
。
た
だ
教
え
に
従
っ
て
や
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
自
分
で
そ
れ
を
常
に
点

検
し
て
、
軌
道
修
正
し
て
い
く
。
こ
れ
が
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

「
正
に
と
か
く
心
に
願
う
所
な
き
、
之
を
名
付
け
て
道
と
い
う
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平
成
二
五
年
九
月
二
二
日 

合
掌  
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た
ゞ
人
目
に
は
よ
ら
ず
し
て
、 

一
向
に
仏
法
に
依
り
て
行
ず
べ
き
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
た
ゞ
人
目
に
は
よ
ら
ず
し
て
」。

私
ど
も
は
、
普
段
の
生
活
万
端
に
お
い
て
、
つ
ね
に
人
様
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か

を
気
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
み
っ
と
も
な
い
服
装
を
し
て
い
な
い
か
、
身
だ
し

な
み
が
ど
う
か
、
行
い
が
お
か
し
く
な
い
か
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
普
段
の
生
活

で
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
価
値
判
断
を
し
ま
す
。
こ
れ
が

社
会
の
常
識
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
こ
そ
、
人
は
人
目
を
気
に
す
る
。 

と
こ
ろ
が
、
仏
法
世
界
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
必
要
な
い
と
い
っ
て

も
、
衣
服
で
も
お
腹
の
具
合
で
も
、
睡
眠
の
状
態
で
も
、
当
然
に
最
初
か
ら
整
え
て
て

仏
法
を
行
う
、
坐
禅
を
す
る
。
し
か
し
、
誰
が
隣
に
坐
っ
て
居
よ
う
と
、
偶 た

ま

に
咳
払
い

を
し
よ
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ
な
い
！ 

ま
し
て
自
分
が
、
他
の
人
か
ら
ど

う
見
ら
れ
て
い
る
か
、
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
か
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
を
取
ら
れ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

「
一
向
に
仏
法
に
よ
り
て
行
ず
べ
き
な
り
」
と
は
、「
も
っ
ぱ
ら
仏
法
の
尺
度
に
依
っ

て
行
い
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
私
ど
も
の
普
段
の
尺
度
は
世
間
的
な

ス
ケ
ー
ル
で
、
世
間
的
な
物
差
し
で
も
っ
て
あ
れ
こ
れ
思
う
、
そ
う
い
う
心
を
止
め
て

「
仏
の
尺
度
、
仏
の
眼
」
を
ス
ケ
ー
ル
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。 

 

仏
の
眼
は
厳
し
く
て
絶
対
正
確
！ 

人
間
的
な
計
ら
い
の
心
で
は
な
く
、
ぼ
ん
く
ら

な
目
玉
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
根
本
を
し
っ
か
り
と
観
、
根
本
を
見
定
め
る
眼
、

こ
れ
が
仏
様
の
眼
！ 

そ
う
い
う
眼
で
も
っ
て
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
行
じ
な
さ
い
。
こ
れ

が
坐
禅
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

仏
法
と
い
う
も
の
を
「
宗
教
的
な
行
」
の
ス
ケ
ー
ル
に
し
な
い
と
、
本
当
の
仏
法

に
な
ら
な
い
。
決
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
に
従
っ
て
「
自
分
を
無
く
す
」、
そ
れ
は
偽
り
の
な

い
厳
正
な
仏
法
世
界
で
あ
り
、
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

人
目
な
ん
か
問
題
に
し
な
い
、
た
だ
そ
こ
に
淡
々
と
坐
っ
て
い
る
己
が
あ
る
！ 

一
呼
吸

ひ
と
呼
吸
、
コ
ト
ン
コ
ト
ン
と
心
臓
が
脈
打
っ
て
い
る
己
が
あ
る
！ 

そ
れ
だ
け
な
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
偽
り
な
き
世
界
と
い
う
も
の
が
現
れ
て
い
る
、
真
実
の
生
き

ざ
ま
が
現
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
は
道
元
禅
師
が
仰
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
私
共
の
体
験
か
ら
も
、

ま
た
確
か
に
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
坐
禅
の
心
と
も
い
う
べ
き
「
無
所
得
の
行
」

に
い
つ
の
間
に
か
適
っ
て
い
る
。
こ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
足
が
痛
く
な
る
、
長

く
坐
っ
て
い
れ
ば
当
然
で
す
。
だ
が
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
な
い
！ 

そ
れ
に
拘
っ
て
い
な

け
れ
ば
、
足
の
痛
さ
も
忘
れ
る
、
そ
し
て
た
だ
淡
々
と
坐
っ
て
い
る
そ
れ
だ
け
の
も
の

で
あ
り
ま
す
。
何
の
為
の
坐
禅
で
も
な
い｢

無
所
得
の
行｣

、
そ
の
根
本
態
度
に
適
っ
て

い
る
、
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

「
た
ゞ
人
目
に
は
よ
ら
ず
し
て
、
一
向
に
仏
法
に
依
り
て
行
ず
べ
き
な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
五
年
一
〇
月
二
四
日 

 

合
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坐
禅
弁
道
、
こ
れ
発 ほ

つ

菩
提
心

ぼ
だ
い
し
ん

な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
発
無

ほ
つ

む

上

心

じ
ょ
う
し
ん

」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
短
い
お
言
葉
で
は
ご
ざ

い
ま
す
が
、
大
変
深
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。「
坐
禅
弁
道
」
は
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。「
こ
れ
発
菩
提
心
な
り
」、
菩
提
心
を
起
こ
す
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

菩
提
心
を
起
こ
す
と
い
う
の
は
、『
正
法
眼
蔵
』
を
貫
い
て
い
る
基
本
的
な
あ
り
か
た
で

も
あ
る
。
菩
提
心
、
道
を
求
め
る
心
で
す
。
ま
ず
そ
れ
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
が
無
か

っ
た
ら
、
坐
禅
も
糸
瓜

へ
ち

ま

も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。 

発
菩
提
心
と
は
、
他
で
は
「
自
未

じ

み

得
度

と
く

ど

先
度

せ
ん

ど

他 た

の
心
で
あ
る
！
」、
と
い
う
お
示
し
も

ご
ざ
い
ま
す
。
よ
く
や
る
気
を
起
こ
す
と
か
根
性
を
あ
ら
わ
す
と
か
言
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
一
般
世
間
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
菩
提
心
と
い
う
の
は
も
っ
と

く
深
い
と
こ
ろ
、

自
分
の
心
の
奥
底
か
ら
そ
の
宗
教
的
な
湧
き
出
る
志
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
道
を
求
め

る
切
な
る
心
で
あ
り
ま
す
。 

自
分
は
努
力
は
す
る
、
努
力
は
す
る
が
人
様
を
も
っ
と
道
に
近
付
け
て
差
し
あ
げ
た

い
。
こ
う
い
う
心
、
利
他
の
利
他
た
り
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
卑
近
な
例
で
申
せ
ば
、「
坐

禅
堂
内
が
綺
麗
に
な
っ
て
い
て
坐
り
心
地
が
良
い
、
そ
う
い
う
の
は
誰
が
や
っ
て
く
れ

て
い
る
ん
だ
ろ
う
？
」、
今
月
に
な
っ
て
会
員
の
方
々
が
何
度
も
清
掃
さ
れ
て
い
る
、
だ

か
ら
綺
麗
に
な
っ
て
い
る
、
そ
こ
に
思
い
至
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
高
齢
の
方
や
ハ

ン
デ
ィ
の
あ
る
方
は
、
そ
れ
は
止
む
を
得
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
心
が
無
か
っ
た
ら
ば
、
こ
れ
は
坐
禅
を
し
て
い
る
会

員
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
は
他
を
利
用
し
て
い
る
会
で
は
な
い
ん
で
す
。
己
が
お
か
げ

を
被
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
お
か
げ
を
被
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
自
分
は
何
か

で
お
返
し
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
お
返
し
の
仕
方
は
無
限
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

う
心
さ
え
養
っ
て
い
れ
ば
、
や
れ
る
こ
と
は
幾
ら
で
も
あ
る
ん
で
す
ね
。 

坐
禅
堂
を
利
用
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
っ
ぱ
か
り
も
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
坐
り
心
地

が
よ
い
か
ら
、
終
わ
れ
ば
も
う
「
ハ
イ
、
さ
よ
う
な
ら
」、
そ
れ
で
は
自
分
の
驕

慢

き
ょ
う
ま
ん

の

心
を
養
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
驕
慢
と
い
う
の
は
、「
奢 お

ご

り
、
他
を
見
く
び
る
」
と
い

う
悪
い
意
味
。
驕
慢
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
！ 

そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
驕
慢
の
心
を

止
め
て
、
ま
っ
さ
ら
な
自
分
に
返
っ
て
、
人
様
の
こ
と
ま
で
思
い
や
り
を
深
め
て
い
こ

う
、
こ
れ
が
坐
禅
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

坐
禅
弁
道
と
は
発
菩
提
心
な
ん
だ
！ 

坐
禅
を
す
る
こ
と
が
発
菩
提
心
で
あ
り
、
継
続

し
て
い
く
こ
と
が
無
限
の
発
菩
提
心
な
ん
で
あ
る
。
自
己
満
足
で
は
い
け
な
い
ん
だ
。

自
己
満
足
を
止
め
て
利
他
の
心
に
な
る
こ
と
が
坐
禅
弁
道
と
い
う
も
の
の
根
幹
な
ん
だ

と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
我
々
は
心
に
徹
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

長
ら
く
お
や
り
に
な
っ
て
い
る
方
は
、
も
う
そ
ん
な
心
な
ど
は
吹
き
飛
ん
で
い
る
は

ず
で
あ
り
ま
す
。
初
心
の
方
は
自
分
の
自
己
満
足
で
は
な
い
ん
だ
と
、
こ
れ
を
心
に
徹

し
、
身
に
徹
し
驕
慢
を
な
く
す
と
い
う
こ
と
に
全
身
全
力
を
務
め
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

「
坐
禅
弁
道
、
こ
れ
発
菩
提
心
な
り
」 

平
成
二
五
年
一
一
月
二
三
日 

合
掌 
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謹
ん
で
参
玄
の
人
に
も
う
す
、 

光
陰
虚 む

な

し
く
度 わ

た

る
こ
と
な
か
れ 

石 せ
き

頭 と
う

希 き

遷 せ
ん

禅
師
の
お
つ
く
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
『
参 さ

ん

同 ど
う

契 か
い

』
と
い
う
長
い
偈
頌

げ
じ

ゅ

の
巻

の
最
後
の
二
句
で
あ
り
ま
す
。
六
祖
慧
能
禅
師
の
お
弟
子
様
に
南
嶽
と
青
原
と
い
う
素

晴
ら
し
い
神
足
が
二
人
お
ら
れ
ま
し
た
。
南
嶽
禅
師
の
系
統
が
後
に
臨
済
宗
と
な
り
、

青
原
禅
師
の
系
統
が
後
に
曹
洞
宗
と
な
り
ま
し
た
が
、
実
に
一
千
三
百
年
の
昔
の
唐
の

時
代
に
分
か
れ
た
も
の
が
、
現
在
に
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
石
頭
希
遷
禅
師

と
い
う
お
方
は
、
そ
の
青
原
禅
師
の
お
弟
子
様
。
こ
の
お
方
に
『
参
同
契
』
と
い
う
長

い
詩
の
形
を
し
た
五
言
四
四
句
の
偈
頌
が
あ
り
ま
す
。
偈
頌
は
短
く
て
も
長
く
て
も
よ

ろ
し
い
が
、
そ
の
中
に
仏
教
の
教
え
あ
る
い
は
禅
の
教
え
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
、

普
通
の
詩
と
は
異
な
る
宗
教
詩
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

『
参
同
契
』
と
い
う
偈
頌
は
、
曹
洞
宗
で
は
非
常
に
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、

毎
朝
の
よ
う
に
読
み
上
げ
ら
れ
る
大
切
な
お
経
で
も
あ
り
ま
す
。『
参
同
契
』
で
は
ど
う

い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、「
私
共
が
眼
に
映
る
、
耳
に
聞
こ
え
る

様
々
な
現
象
世
界
と
、
そ
の
大 お

お

本 も
と

を
な
す
真
実
・
真
理
の
世
界
、
そ
れ
ら
が
実
は
別
の

も
の
で
は
な
く
て
、
渾
然
と
し
て
融
合
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
織
り
な
し
て
い
る
」

と
い
う
、
や
ゝ
哲
学
的
な
教
え
、
思
想
的
な
教
え
を
、
様
々
な
例
を
用
い
ら
れ
た
り
、

い
ろ
い
ろ
な
表
現
を
凝
ら
さ
れ
て
見
事
に
謳 う

た

い
上
げ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
偈
頌
と
い

う
宗
教
詩
は
、
元
来
音
符
を
つ
け
て
朗
々
と
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
次
第
に

音
符
は
失
わ
れ
現
在
で
は
文
字
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。 

 

そ
の
『
参
同
契
』
の
最
後
で
、
石
頭
禅
師
は
最
大
級
の
丁
寧
懇
切
な
表
現
で
、「
謹

ん
で
参
玄
の
人
に
も
う
す
」
と
、
仏
教
の
深
い
教
え
に
参
じ
て
い
る
方
々
、
つ
ま
り
、

私
ど
も
皆
様
方
の
よ
う
に
仏
道
に
勤
し
ん
で
い
る
方
々
に
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
光
陰
虚
し
く
度
る
こ
と
な
か
れ
」、
時
を
惜
し
ま
な
い
で
時
を
大
切
に
大
切
に
お
使
い

な
さ
い
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
の
『
随
聞
記
』
を
拝
見
し
ま
す
と
、『
随

聞
記
』
は
若
い
時
に
つ
く
ら
れ
た
か
ら
や
む
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
光
陰
を
し

て
一
瞬
た
り
と
も
無
駄
に
し
て
は
な
ら
な
い
！ 

そ
う
い
う
厳
し
い
教
え
。 

 

と
こ
ろ
が
『
参
同
契
』
で
「
時
を
惜
し
む
な
」
と
い
う
の
は
、
無
駄
な
こ
と
を
す

る
な
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
勿
論
、「
仏
道
精
進
に
力
を
致
せ
よ
！
」
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
「
立
ち
止
ま
っ
て
休
む
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん

よ
、
振
り
返
っ
て
自
分
を
反
省
す
る
こ
と
も
、
或
は
、
趣
味
の
為
に
時
を
使
う
こ
と
も

大
切
で
す
よ
」
と
、
時
の
使
い
方
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
「
光
陰
を
惜
し
み
な
さ
い
」
と

言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
誠
に
懇
切
、
親
切
丁
寧
な
教
え
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
辺
を
よ
く
よ
く
味
わ
い
心
の
糧
に
い
た
し
て
参
り
た
い
。
年
末
に
当
た
り
特
に
思
う

次
第
で
あ
り
ま
す
。 

「
謹
ん
で
参
玄
の
人
に
も
う
す
、
光
陰
虚
し
く
度
る
こ
と
な
か
れ
」 

平
成
二
五
年
一
二
月
二
八
日 

合
掌 



   
 

[

会
報
誌] 

一
、
『明
珠
』 

一
、
『口
宣
』 

  [

行 

事] 

一
、
一
夜
接
心 

一
、
成
道
会

じ
ょ
う
ど
う
え 

一
、
他
の
行
事 

 

一
、
作 

務 
 

 [

参 

禅] 

一
、
月
例
参
禅
会 

日 

程 
 

 
 

毎
月
第
四
日
曜
午
前
九
時
（初
参
加
者
は
八
時
半
）
来
山
、
正
午
解
散 

坐 

禅 
 

 
 

口
宣

く
せ
ん

・坐
禅
・
経き

ん

行ひ
ん

・坐
禅
の
順
（坐
禅
は
一

炷
ち
ゅ
う

三
〇
分
、
経
行
は
一
〇
分
） 

講 

義 
 

 
 

木
版
三
通
・開
経
偈
・『正
法
眼
蔵
』の
提 て

い

唱
し
ょ
う 

座 

談 
 

 
 

自
己
紹
介
・お
知
ら
せ
・喫
茶 

一
、 

自
由
参
禅 

日 

程 
 

 
 

毎
月
第
二
土
曜
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
（六
月
と
一
二
月
は
休
み
） 

坐 

禅 
 

 
 

九
時
か
ら
一
一
時
ま
で
（
こ
の
間
入
退
堂
は
自
由
） 

作 

務 
 

 
 

一
一
時
か
ら
正
午
ま
で
坐
禅
堂
な
ど
の
掃
除 

 
 

 
 

 
 

 

※
会
費
無
料
、
性
別
・年
齢
な
ど
一
切
不
問
、
初
心
者
に
は
懇
切
に
指
導 

 

    

龍 

泉 

院 

参 

禅 

会 

簡 

介 

 

年
二
回
（四
月
八
日
と
一
〇
月
五
日
に
発
行
） 

年
一
回
（
四
月
に
発
行
） 

【ウ
ェ
ブ
サ
イ
トhttp://w

w
w
.ryusenin.org/

】 

  

一
泊
し
坐
禅
七
炷
と
提
唱
な
ど
、
本
年
は
六
月
七
（土
）～
八
日
（日
） 

坐
禅
二
炷
・法
要
・問
答
・法
話
・点
心
な
ど
、
本
年
は
一
二
月
七
日
（日
） 

午
前
九
時
よ
り 

涅
槃
会

ね
は
ん
え

（二
月
一
五
日
）と
花
ま
つ
り
（四
月
八
日
）は
梅
花
講
と
共
催
で
法
要
と
法
話
と
坐
禅
一
炷
、
午
前
九
時
よ
り 

施
食
会

せ
じ
き
え

（八
月
一
六
日
）手
伝
い
。
歳
末
煤す

す

払
い
（一
二
月
例
会
後
）、
そ
の
他 

毎
月
第
一
と
第
三
金
曜
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
境
内
の
掃
除
等
、 

及
び
第
二
土
曜
の
午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で 
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