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初
心
の
辦
道
す
な
わ
ち
本
証
の
全
体
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
辦
道
話
」
の
巻
の
有
名
な
一
句
で
あ
り
ま
す
。
「
辦
道
話
」
の
巻
は
、

仏
道
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
単
刀
直
入
に
ズ
バ
リ
と
示
さ
れ
た
一
巻
で
す
。
道
元
禅
師

三
二
歳
の
と
き
の
説
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
「
初
心
の
辦
道
す
な
わ
ち
本

証
の
全
体
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。 

「
初
心
の
辦
道
」
と
い
う
の
は
、
「
初
心
の
方
が
初
め
て
坐
禅
を
行
う
姿
」
、
こ
れ

は
も
う
本
来
の
お
悟
り
の
姿
だ
。
本
証
は
、
「
本
来
的
悟
り
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま

す
。
本
来
の
お
悟
り
が
丸
出
し
に
出
て
い
る
姿
で
あ
る
。
た
だ
、
気
を
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
初
心
の
と
き
は
皆
緊
張
し
、
不
安
と
期
待
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
誰

し
も
坐
る
。
だ
か
ら
ひ
と
つ
の
張
り
つ
め
た
も
の
が
あ
る
。
色
ん
な
こ
と
を
ご
ち
ゃ
ご

ち
ゃ
考
え
な
い
、
こ
れ
が
実
は
真
っ
新さ

ら

な
悟
り
な
の
だ
。
こ
う
端
的
に
受
取
っ
て
い
る

方
が
多
い
。 

と
こ
ろ
が
こ
の
お
言
葉
の
前
に
、
実
は
す
ご
い
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
は
、
「
証
上
の
修
な
る
が
ゆ
え
に
」
と
い
う

条
件
が
付
い
て
い
る
。
「
証
上
の
修
」
と
い
う
の
は
、
我
々
の
坐
禅
は
、
実
は
悟
り
の

上
の
修
行
な
の
だ
か
ら
、
初
心
で
あ
ろ
う
と
何
で
あ
ろ
う
と
、
古
い
方
で
あ
ろ
う
と
皆

本
証
の
全
体
で
あ
る
。 

こ
れ
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
証
上

の
修
、
悟
り
の
上
の
仏
教
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
な
お
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

人
間
は
誰
し
も
迷
い
や
苦
し
み
や

柵
し
が
ら
み

を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
本
証

は
真
っ
新さ

ら

な
綺
麗
な
も
の
で
あ
る
。
仏
教
は
性
善
説
に
立
っ
て
お
り
ま
す
。
本
来
は
赤

ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
天
心
無
垢
の
心
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
様
々
な
生
き
て
行
く
上
の

生
活
に
お
い
て
、
い
ろ
ん
な
垢
が
付
き
汚
染
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
本
来
は
悟
っ
て
い
る
。
本
来
は
悟
っ
て
い
る
、
そ
の
上
に
立
っ
た
修
行
で
あ
る
。

そ
れ
を
確
か
め
確
認
し
て
い
る
。
自
分
の
心
は
本
来
真
っ
新
な
ん
だ
！ 

そ
れ
が
悟
り

な
ん
だ
！ 

と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
い
く
の
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

初
め
て
坐
禅
を
さ
れ
る
方
、
ど
う
ぞ
ご
安
心
し
て
下
さ
い
。
初
心
に
帰
っ
た
と
き
が

も
う
悟
り
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
他
所
か
ら
持
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
、
自
分
の
心
に

本
来
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
古
い
方
は
直
ぐ
そ
の
初
心
に
戻
れ
る
。
古
く
や
っ
て

お
ら
れ
る
方
は
、
そ
う
い
う
素
晴
ら
し
さ
が
あ
る
か
ら
坐
っ
て
お
ら
れ
る
。 

坐
禅
堂
で
決
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
で
、
手
と
足
を
き
ま
っ
た
位
置
に
持
っ
て
行
き
、
背

筋
を
伸
ば
し
静
か
に
呼
吸
す
る
。
こ
う
い
う
調
身
・
調
息
・
調
心
で
坐
禅
を
す
る
。

「
初
心
の
辦
道
す
な
わ
ち
本
証
の
全
体
に
な
る
！
」、
こ
う
い
う
訳
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ

悟
り
な
ど
求
め
る
必
要
は
な
い
、
結
果
を
結
果
を
と
い
う
こ
と
で
求
め
て
は
い
け
な
い
。

そ
れ
は
間
違
い
で
す
。 

本
来
あ
る
も
の
が
出
て
く
る
、
そ
れ
が
道
元
禅
師
の
教
え
の
骨
子
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
辺
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
て
、
本
来
の
己
、
本
来
の
自
分
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
も

の
だ
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
、
お
互
い
に
新
年
の
最
初
の
坐
禅
、
こ
れ
を
本
年
の
出
発

に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
初
心
の
辦
道
す
な
わ
ち
本
証
の
全
体
な
り
」 

平
成
二
七
年
一
月
二
四
日 

合
掌 
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徹
底
の
行
程
は
、
挙こ

体た
い

の
不
行
鳥
道
な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
箴
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
坐
禅
箴
」
の
巻
は
、
ご
承

知
の
よ
う
に
坐
禅
の
心
構
え
を
実
に
格
調
高
く
示
さ
れ
た
一
巻
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、
同
じ
く
『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
儀
」
の
巻
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、「
坐

禅
儀
」
の
巻
は
短
く
て
、
坐
り
方
、
手
や
足
の
置
き
方
、
そ
う
い
っ
た
技
術
的
な
方
面

を
懇
切
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
は
「
坐
禅
箴
」
の
巻
の

一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
徹
底
の
行
程
」、
徹
底
と
い
う
の
は
事
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
自
由
自
在

と
い
う
意
味
な
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
坐
禅
の
時
の
心
構
え
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
心

の
在
り
方
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
鳥
が
飛
ん
で
い
く
あ
り
方
に
例
え

て
い
る
。
道
元
禅
師
は
、
自
由
自
在
な
あ
り
さ
ま
と
か
、
推
し
測
る
こ
と
が
出
来
な
い

空
間
な
ど
を
あ
ら
わ
す
時
に
、
鳥
や
魚
を
よ
く
例
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
今
、

坐
禅
の
時
の
心
は
、
鳥
が
全
身
全
霊
を
あ
げ
て
飛
ん
で
い
る
、
一
時
で
も
羽
の
動
き
が
、

或
い
は
足
の
の
ば
し
方
が
い
い
加
減
で
あ
る
と
思
う
よ
う
に
飛
べ
な
い
。
当
然
で
あ
り

ま
す
。
全
身
を
あ
げ
て
完
璧
な
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
時
に
自
由
自
在
に
飛
べ
る
。 

そ
の
飛
び
ま
わ
っ
て
い
く
行
程
と
い
う
も
の
は
、
お
よ
そ
人
間
的
な
尺
度
で
は
お
よ

そ
測
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
は
距
離
で
あ
る
と
か
、
速
さ
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い

は
飛
ぶ
範
囲
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
人
間
の
尺
度
で
は
到
底
推
し
測
る
こ
と

が
出
来
な
い
偉
大
な
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
挙
体
の
不
行
鳥
道
な
り
！
」
と
い

う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。「
挙
体
」
と
い
う
の
は
身
体
を
挙
げ
て
で
す
ね
。
全
生
命

の
働
き
を
挙
げ
て
飛
ん
で
い
く
鳥
の
道
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
坐
禅
の
時
の
心
構

え
も
本
来
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
ら
ん
妄
想
や
考
え
、
そ
ん
な
も
の
に
引
っ
か
か

っ
て
い
て
は
駄
目
で
す
。
そ
う
で
な
く
て
、
我
々
の
心
は
も
っ
と
自
由
自
在
で
あ
る
。

自
在
に
大
空
を
飛
ん
で
い
く
鳥
の
よ
う
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。 

つ
ま
ら
ん
こ
と
で
、
普
段
家
庭
や
職
場
や
あ
る
い
は
近
隣
や
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、

人
と
人
と
の
関
係
、
そ
の
他 

様
々
の
こ
と
で
心
は
乱
れ
る
、
悩
む
、
苦
し
む
、
し
が
ら

み
に
満
ち
て
お
り
ま
す
。
満
ち
て
い
る
ん
だ
が
、
坐
禅
の
時
は
そ
れ
を
止
め
ま
し
ょ
う
。

全
部
こ
の
坐
禅
堂
へ
お
い
て
い
っ
ち
ゃ
う
。
吐
き
出
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、

心
が
元
の
自
在
の
心
に
戻
る
！ 

そ
れ
は
清
ら
か
に
澄
ん
だ
心
で
あ
り
ま
す
。 

誰
の
心
で
も
な
い
、
自
分
の
素
晴
ら
し
い
本
来
持
っ
て
い
る
平
等
無
碍
自
在
の
心
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
戻
る
。
舵
を
戻
し
て
、
そ
し
て
、
自
分
の
今
こ
こ
に
生
き
て
い
る

命
、
こ
の
命
を
存
分
に
発
揮
で
き
る
！ 

原
点
に
帰
ろ
う
！ 

こ
う
い
う
こ
と
が
坐
禅
で

な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
教
え
が
「
徹
底
の
行
程
は
、
挙
体
の
不
行
鳥
道
な
り
」

で
あ
り
、
禅
師
は
こ
の
よ
う
に
喝
破
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 「
徹
底
の
行
程
は
、
挙
体
の
不
行
鳥
道
な
り
」 

平
成
二
七
年
二
月
二
八
日 

合
掌 
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た
と
ひ
一い

っ

刹
那

せ

つ

な

に
発
心

ほ
っ
し
ん

修

証

し
ゅ
し
ょ
う

す
る
も
即そ

く

心し
ん

是
仏

ぜ

ぶ

つ

な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
即
心
是
仏
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
坐
禅
を
一
生
懸
命
さ
れ

る
と
き
は
仏
さ
ん
で
あ
る
。
仏
さ
ん
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
」
、
こ
れ
は
道
元

禅
師
が
常
に
仰
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
坐
禅
イ
コ
ー
ル
仏
と
い
う
も
の
の

中
味
を
い
み
じ
く
も
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

「
た
と
ひ
一
刹
那
に
発
心
修
証
」
、
刹
那
と
い
う
の
は
何
分
の
一
秒
と
も
い
え
な
い
、

も
う
本
当
の
短
い
時
間
で
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
無
限
に
長
い
時
間
を
「
劫
」
と
い

う
こ
と
で
示
す
、
こ
れ
は
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
時
間
で
す
。
逆
に
短
い
時
間
を

「
刹
那
」
と
い
い
、
こ
れ
も
人
知
で
は
計
り
知
れ
な
い
位
の
短
い
時
間
で
あ
り
ま
す
。

で
あ
り
ま
す
が
、
今
そ
の
よ
う
な
何
分
の
一
秒
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。

「
僅
か
な
一
刻
で
あ
っ
て
も
」
と
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
。 

「
発
心
修
証
」
と
は
、
「
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
四
つ
が
仏
道
修
行
の
基
本
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
道
元
禅
師
が
常
に
仰
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
一
般
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
先
ず
や
る
気
を
起
こ
す
、
実
践
す
る
、
そ

れ
を
や
り
遂
げ
る
、
そ
し
て
や
っ
た
と
い
う
満
足
感
を
味
わ
う
、
こ
の
四
つ
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
仏
道
修
行
で
は
も
う
少
し
深
い
精
神
的
な
意
味
が
そ
こ
に
加
わ
っ

て
い
る
。 

そ
れ
は
、
常
に
菩
提
心
を
起
こ
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
！ 

「
発
心
は
百
千
万
発
起
こ

し
な
さ
い
」
と
、
道
元
禅
師
は
言
わ
れ
る
。
こ
の
坐
禅
ひ
と
つ
に
限
っ
て
も
、
古
い
方

は
長
く
や
っ
て
い
る
と
惰
性
に
陥
る
。
こ
れ
が
一
番
悪
い
、
禁
物
で
あ
り
ま
す
。
常
に

初
心
に
帰
っ
て
菩
提
心
を
起
こ
す
、
ま
た
次
の
と
き
も
菩
提
心
を
起
こ
す
、
そ
れ
で
な

く
て
は
新
鮮
な
坐
禅
は
で
き
な
い
。
惰
性
で
た
だ
坐
っ
て
い
る
、
あ
と
何
分
く
ら
い
で

鐘
が
鳴
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
い
う
の
が
分
っ
て
い
る
か
ら
な
お
始
末
が
悪
い
。
始
末
の

悪
い
の
を
我
慢
し
て
百
千
万
発
の
菩
提
心
し
か
な
い
。
も
う
次
は
な
い
ん
だ
、
今
日
で

お
終
い
だ
！ 

今
で
最
後
だ
！ 

そ
れ
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
「
発
心
・
修

行
・
菩
薩
・
涅
槃
」
の
繰
り
返
し
、
こ
れ
が
仏
道
修
行
で
あ
り
ま
す
。 

「
即
心
是
仏
」
、
心
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
仏
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
正
に
そ
う
い

う
と
き
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
道
元
禅
師
は
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

仏
法
と
い
う
も
の
は
観
念
で
は
な
い
、
哲
学
で
は
な
い
、
唯
心
論
で
も
な
い
。
そ
う

い
う
も
の
で
は
な
く
、
命
の
実
践
で
あ
り
ま
す
。
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
勝
負
で
あ
り
、

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
！ 

ギ
リ
ギ
リ
の
自
己
の
表
れ
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
迷
い
の
多
い
し
が
ら
み
の
自
分
、
こ
れ
を
坐
禅
堂
の
中
に
置
き
去
っ
て
、

妄
想
を
止
め
て
た
だ
坐
る
！ 

そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
仏
さ
ん
と
一
つ

に
な
る
、
こ
れ
が
即
心
是
仏
の
正
体
で
あ
り
ま
す
。
実
践
で
あ
り
ま
す
。 

 「
た
と
ひ
一
刹
那
に
発
心
修
証
す
る
も
即
心
是
仏
な
り
」 

平
成
二
七
年
三
月
二
七
日 

合
掌 
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今
春
に
し
て
、
寒
か
ら
ず
熱あ

つ

か
ら
ず
、 

好よ

き
坐
禅
の
時
節
な
り
。
兄
弟

ひ
ん
で
い

よ
如
何

い

か

ん

ぞ
坐
禅
せ
ざ
る 

『
正
法
眼
蔵
』「
諸
法
実
相
」
の
巻
の
有
名
な
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
道
元
禅
師

が
、
中
国
で
ご
修
行
さ
れ
て
い
た
時
の
事
を
、
後
に
思
い
起
こ
し
て
語
ら
れ
て
い
る
所

の
一
節
で
あ
り
、
そ
れ
は
寶
慶
二
年
（
一
二
二
六
）
三
月
の
時
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅

師
二
七
歳
、
そ
の
時
の
三
月
は
恐
ら
く
現
今
の
四
月
の
末
か
ら
五
月
の
初
め
で
あ
り
ま

す
。 天

童
山
の
如
浄
禅
師
が
あ
る
晩
急
に
説
法
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
修
行
の
雲
水
達

が
方
丈
の
間
と
い
う
如
浄
禅
師
の
居
室
へ
集
ま
る
。
立
錐
の
余
地
も
無
い
ほ
ど
に
な
っ

た
。
道
元
禅
師
は
そ
の
一
番
後
ろ
で
説
法
を
聴
聞
さ
れ
た
時
の
感
激
的
な
情
景
が
、
正

法
眼
蔵
で
は
珍
し
く
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
禅
師
は
余
程
感
激
さ
れ
た
ん

で
し
ょ
う
ね
。 

そ
の
時
の
如
浄
禅
師
の
説
法
の
中
心
は
、
唐
の
時
代
に
大
梅

だ
い
ば
い

法ほ
う

常
じ
ょ
う

禅
師
、
こ
れ
は
大

梅
山
と
い
う
浙
江
省
寧
波

に
ん
ぽ
う

の
ず
っ
と
郊
外
に
あ
り
ま
す
低
い
山
で
す
。
そ
こ
に
籠
っ
て

三
〇
年
間
山
を
下
り
な
か
っ
た
。
そ
の
英
名
を
聞
い
て
大
勢
の
雲
水
が
集
ま
り
、
自
然

に
修
行
道
場
が
出
来
た
。
法
常
禅
師
は
、
そ
の
大
梅
山
の
山
奥
で
大
き
な
木
の
葉
っ
ぱ

を
衣
服
の
代
わ
り
に
し
た
。
食
べ
る
も
の
は
松
の
実
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
昔
の
大
梅
法

常
禅
師
の
そ
う
い
っ
た
修
行
の
あ
り
さ
ま
を
中
心
と
し
た
如
浄
禅
師
の
説
法
だ
っ
た
。

皆
涙
を
流
し
た
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
道
元
禅
師
も
涙
を
流
し
た
一
人
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。 

そ
し
て
そ
の
説
法
を
紹
介
さ
れ
た
最
後
に
、
道
元
禅
師
は
、「
こ
の
夜
は
微び

月げ
つ

わ
ず
か

に
楼
閣
よ
り
も
り
き
た
り
、
杜
鵑

と

け

ん

し
き
り
に
な
く
と
も
い
え
ど
も
、
静せ

い

閑か
ん

の
夜
な
り
き
」

と
い
う
実
に
素
晴
ら
し
い
情
感
を
込
め
た
、
ま
た
、
風
情
の
あ
る
お
言
葉
で
締
め
て
お

ら
れ
る
。
杜
鵑
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
、
日
本
人
が
好
き
な
文
章
で
す
ね
。
静
か
な

く
夜
で

あ
り
ま
す
。 

今
当
山
の
雲
堂
で
は
、
周
り
が
山
林
に
半
分
囲
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
天
候
の
良
い
日

に
は
毎
朝
鶯
が
鳴
い
て
い
ま
す
。
今
も
鳴
い
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
暑
か
ら
ず
寒
か
ら
ず
、

坐
禅
を
す
る
者
に
と
っ
て
は
ま
た
と
な
い
素
晴
ら
し
い
季
節
で
あ
り
ま
す
。 

如
浄
禅
師
が
「
兄
弟
よ
」
と
い
う
の
は
「
道
の
友
よ
！
」
と
い
う
意
味
で
す
。
修
行

す
る
者
同
士
は
皆
兄
弟
で
す
。
師
匠
も
弟
子
も
門
下
生
も
な
い
。「
如
何
ぞ
坐
禅
せ
ざ
る
」、

ど
う
し
て
今
坐
禅
を
し
な
く
て
何
時
坐
禅
が
出
来
る
の
か
！ 

こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ

れ
て
坐
禅
を
重
ん
じ
ら
れ
た
と
道
元
禅
師
が
述
懐
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

私
共
も
同
じ
こ
と
。
も
う
暖
房
は
要
ら
な
い
、
ま
だ
冷
房
も
必
要
が
な
い
。
四
月
五

月
く
ら
い
は
絶
好
の
季
節
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
四
月
は
、
社
会
で
は
全
て
が
新
し
く

始
ま
る
切
り
替
え
の
時
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
坐
れ
る
と
い
う
こ
と
の
幸
せ
を
味
わ

い
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 「
今
春
に
し
て
、
寒
か
ら
ず
熱
か
ら
ず
、 

好
き
坐
禅
の
時
節
な
り
。
兄
弟
よ
如
何
ぞ
坐
禅
せ
ざ
る
」 

平
成
二
七
年
四
月
二
四
日 

合
掌 
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利
行
は
一
法
な
り
、
あ
ま
ね
く
自
他
を
利
す
る
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
、

『
修
証
義
』
の
第
四
章
の
中
に
採
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

「
利
行
は
一
法
な
り
」
、
利
益
の
行
は
一
法
で
あ
る
。
た
っ
た
一
つ
の
仏
法
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
あ
ま
ね
く
自
他
を
利
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
利
と
い
う
言
葉

は
、
経
済
活
動
に
誠
に
縁
の
深
い
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
経
済
は
利
の
追
求
で
あ
る
。

い
か
に
利
を
得
て
、
こ
れ
を
機
と
し
て
、
人
間
の
様
々
な
活
動
を
活
発
に
さ
せ
る
と
い

う
理
念
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
が
、
株
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
う
ん
と
金
儲

け
を
す
る
人
が
い
る
一
方
で
、
う
ん
と
損
を
す
る
人
も
い
る
。
皆
が
利
益
に
与
る
か
と

い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
、
ど
こ
か
に
歪
み
が
出
る
。 

と
こ
ろ
が
、
仏
法
の
世
界
で
は
全
然
違
う
、
「
あ
ま
ね
く
自
他
を
利
す
る
な
り
」
。

自
分
の
利
に
も
な
る
が
他
の
人
の
利
に
も
な
る
。
一
緒
に
利
に
な
る
の
が
仏
教
世
界
の

「
利
行
」
で
あ
る
。
「
菩ぼ

提だ
い

薩さ
っ

埵た

」
と
い
う
の
は
「
菩
薩
」
で
す
。
「
菩
薩
」
と
い
う

の
は
、
発
心
を
起
し
て
道
を
求
め
て
い
く
人
、
修
行
者
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
堂
で
坐
っ

て
お
ら
れ
る
現
在
の
皆
さ
ん
は
、
全
て
菩
薩
で
あ
り
ま
す
！ 

「
四し

摂
し
ょ
う

法ぼ
う

」
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
素
晴
ら
し
い
教
え
と
実
践
を
、
人
様
に
導
い
て

い
く
そ
の
方
法
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
布
施
と
愛
語
と
利
行
と
同
事
」
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
三
番
目
の
利
行
を
説
か
れ
る
中
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
利
は
先
に
も

申
し
た
よ
う
な
「
利り

行
ぎ
ょ
う

」
と
い
う
自
他
共
に
利
の
恩
恵
に
与
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て

は
い
け
な
い
。
何
故
利
行
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
理
念
的
・
根
源
的
な
理
由
を
求
め
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
私
共
が
無
数
の
人
か
ら
恩
恵
を
頂
い
て
い
る
、
或
は
大
自
然
の
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
万
物
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
！ 

今
、
こ
こ
に
坐
っ
て
居
ら
れ
る
の
も
ど
れ
だ
け
大
勢
の
人
の
恩
恵
に
よ
っ
て
坐
っ
て

い
ら
れ
る
か
。
数
日
前
に
女
性
の
人
が
お
一
人
で
参
禅
さ
れ
ま
し
て
、
後
こ
の
お
堂
を

き
れ
い
に
お
掃
除
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
一
昨
日
の
金
曜
日
に
は
、
臨
時
に
作
務
を
し

て
お
ら
れ
る
方
が
三
人
で
ご
奉
仕
さ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
う
し
て
気
持
ち
よ
く
坐
れ

る
の
で
す
。
そ
し
て
大
自
然
、
爽
や
か
な
五
月
の
風
そ
し
て
小
鳥
の
声
、
我
々
の
心
の

如
何
に
拘
ら
ず
、
全
身
で
も
っ
て
花
を
咲
か
せ
迎
え
て
く
れ
る
植
物
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
自
然
の
恵
み
に
よ
っ
て
、
今
、
私
共
は
こ
こ
で
坐
っ
て
い
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

す
！ そ

う
い
う
無
限
の
恩
恵
に
対
し
て
私
共
は
一
体
何
が
で
き
る
か
？ 

そ
こ
に
思
い
を

馳
せ
れ
ば
、
坐
禅
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
を
深
く
肯
き
、
「
利
他
」、
他
の
者
に
対
す

る
利
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
で
す
か
ら
、
道
元
禅
師
の
仏
法
は
厳

し
い
。
あ
く
ま
で
無
所
得
、
無
我
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
徹
し
て
只
だ
坐
る
。
そ
の
裏

付
け
と
し
て
利
他
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
！ 

で
あ
れ
ば
、
大
切
な
こ
の
時
間
を
雑
念
な
ど
に
振
り
回
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
吹
っ
切
り

本
当
の
自
己
に
徹
す
る
時
間
、
本
来
の
己
に
直
参
す
る
時
間
、
こ
れ
を
お
互
い
に
大
切

に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
利
行
は
一
法
な
り
、
あ
ま
ね
く
自
他
を
利
す
る
な
り
」 

平
成
二
七
年
五
月
二
二
日 

合
掌 
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多
身
、
一
身
の
中
に
あ
っ
て
安
居

あ

ん

ご

し
、 

一
身
、
多
身
の
中
に
あ
っ
て
弁
道
す 

『
永
平
広
録
』
巻
八
「
小
参
」
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
『
永
平
広
録
』
は
漢
文
の
語

録
。
上
堂
と
小
参
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
上
堂
は
公
の
説
法
、
小
参
と
い
う

の
は
私
的
な
説
法
で
あ
り
ま
し
て
、
方
丈
の
間
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
他
の
お
客
を

迎
え
る
部
屋
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
法
堂

は
っ
と
う

以
外
の
場
所
で
、
し
か
も
臨
時

に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
説
法
の
こ
と
を
申
し
ま
す
。 

「
多
身
」
と
い
う
の
は
、
大
勢
の
こ
れ
ま
で
出
ら
れ
た
仏
祖
、
仏
祖
と
い
っ
て
も
先

輩
で
す
。
先
輩
方
の
こ
と
を
「
多
身
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
今
こ

こ
に
坐
禅
を
し
て
い
る
「
一
身
」、
個
々
別
々
の
お
一
人

く 
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

に
あ
っ
て
、
今
と
も
に
「
安
居
」、
安
ら
か
に
居
る
。
今
と
も
に
安
居
修
行
し
て
い
る
。 

既
に
故
人
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
も
い
る
、
引
退
さ
れ
た
方
も
い
る
。
様
々
な
大
先
輩

方
が
沢
山
我
々
の
近
く
に
も
遠
く
に
も
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
皆
一
所
懸
命
坐
禅

に
親
し
み
、
坐
禅
を
身
に
付
け
、
そ
し
て
、
そ
の
精
進
さ
れ
た
心
で
も
っ
て
、
人
生
を

生
き
抜
い
て
お
ら
れ
た
先
輩
達
、
こ
う
い
う
方
々
の
行
蹟
と
そ
の
精
進
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
心
の
中
に
包
ま
れ
て
我
々
が
今
い
る
。 

こ
の
坐
禅
堂
一
つ
を
と
り
あ
げ
て
も
、
坐
禅
堂
は
そ
う
い
う
仏
祖
の
大
勢
の
方
々
が
、

安
居
修
行
す
る
に
は
、「
ど
う
い
う
所
で
ど
う
い
っ
た
内
容
が
整
っ
て
い
る
所
が
よ
い
の

か
」
と
い
う
長
い
間
の
試
行
錯
誤
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
坐
禅
堂
と
称
さ
れ
る
建
物
に
は
無
駄
が
な
い
。
坐
禅
修
行
す
る
に
は
最
も
良
い
環

境
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
仏
祖
の
お
か
げ
で
あ
る
！ 

そ
し
て
、
仏
祖
の
教
え
ら
れ
た

坐
禅
堂
・
仕
方
・
方
法
・
心
構
え
・
在
り
方
、
全
て
の
も
の
を
お
手
本
と
し
て
私
共
は

今
坐
っ
て
い
る
！ 

そ
う
す
る
と
我
々
の
一
人

く
の
体
を
通
し
て
仏
祖
が
今
こ
こ
に
坐
っ
て
い
る
。
こ

れ
が
「
多
身
、
一
身
の
中
に
あ
っ
て
安
居
し
」
で
す
ね
。
逆
に
我
々
の
方
か
ら
見
ま
す

と
「
一
身
、
多
身
の
中
に
あ
っ
て
弁
道
す
」。 

私
共
一
人

く
が
、
そ
う
い
う
仏
祖
の

お
か
げ
を
被
っ
て
坐
禅
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
今
度
は
こ
ち
ら
側
に

た
っ
て
言
う
と
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。 

「
多
身
と
は
仏
祖
の
多
身
で
あ
る
。
一
身
と
は
自
己
の
一
身
で
あ
る
。
安
居
と
い
う

の
は
仏
祖
と
同
参
同
修
の
行
持
で
あ
る
！
」
と
い
う
こ
と
を
道
元
禅
師
は
他
で
も
様
々

に
申
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
多
身
、
一
身
の
例
え
で
も
っ
て
ス
バ
リ
そ
の
在
り
方
を

示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
接
心
も
仏
祖
が
教
え
ら
れ
た
素
晴
ら
し
い
行
で
す
。
こ
の
素
晴

ら
し
い
行
持
を
、
今
こ
こ
に
安
居
修
行
し
て
居
ら
れ
る
！ 

ち
ょ
う
ど
寒
か
ら
ず
暑
か
ら
ず
季
節
も
良
し
。
お
互
い
に
多
身
の
中
の
一
身
で
あ
っ

て
、
一
身
の
多
身
で
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
、
こ
の
一
夜
接
心
を
坐
り
抜
き
た
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

「
多
身
、
一
身
の
中
に
あ
っ
て
安
居
し
、
一
身
、
多
身
の
中
に
あ
っ
て
弁
道
す
」 

平
成
二
七
年
六
月
四
日
（
一
夜
接
心
） 

合
掌 
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仏
は
是
れ
自
心
の
作さ

に
し
て
、
道
も
亦ま

た

有
為

う

い

に
非
ず 

良
寛
さ
ん
の
詩
を
集
め
た
『
良
寛
詩
集
』
の
中
の
二
句
で
あ
り
ま
す
。
良
寛
さ
ん
は
、

様
々
な
詩
を
作
り
、
和
歌
を
詠
ん
で
お
ら
れ
ま
す
が
、
詩
の
方
が
深
い
思
想
内
容
を
現

わ
し
て
い
る
も
の
が
多
い
で
す
。
そ
の
中
で
、
実
は
仏
道
修
行
に
関
す
る
も
の
は
比
較

的
少
な
い
。
少
な
い
の
で
す
が
、
今
申
し
た
お
言
葉
は
ス
バ
リ
仏
道
の
な
ん
た
る
か
を

示
さ
れ
て
い
る
二
句
で
あ
り
ま
す
。 

仏
は
是
れ
自
身
の
作
で
あ
る
。
仏
と
い
う
の
は
、
各
自
銘
々
が
心
の
中
で
作
り
出
し

ち
ゃ
っ
て
い
る
。
大
仏
さ
ん
の
よ
う
な
も
の
が
仏
、
い
や
、
自
分
が
信
仰
し
て
い
る
こ

の
小
さ
い
仏
さ
ん
で
あ
る
と
か
、
皆
作
り
出
し
ち
ゃ
っ
て
い
る
。
作
り
出
し
た
も
の
は

本
物
じ
ゃ
な
い
。
じ
ゃ
あ
何
処
に
仏
が
あ
る
の
か
。
自
分
自
身
の
心
の
中
に
仏
さ
ん
が

ま
し
ま
す
。
本
物
の
坐
禅
を
し
た
時
に
そ
の
仏
さ
ん
な
ら
現
れ
る
！ 
こ
う
い
う
の
が
本

当
の
仏
な
ん
だ
！ 

作
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
迷
い
な
ん
だ
。 

こ
の
坐
禅
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
文
殊
菩
薩
、
菩
薩
で
す
か
ら
仏
さ
ん
の
一
種
と
し
て

崇
め
奉
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
私
共
の
心
の
象
徴
と
し
て
形
を
整
え
て
い
る
。
だ
か
ら
人

間
の
体
つ
き
を
し
て
い
る
。
素
晴
ら
し
い
坐
禅
を
行
っ
て
、
素
晴
ら
し
い
智
慧
を
身
に

付
け
ら
れ
つ
つ
、
完
成
は
し
て
い
な
い
が
、
私
共
と
修
行
し
て
い
て
い
る
仏
様
、
こ
れ

が
文
殊
菩
薩
様
な
ん
だ
！ 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
殊
菩
薩
は
、
あ
れ
だ
と
思
っ
て
は
い
け

な
い
。
あ
れ
だ
と
思
っ
た
ら
、
も
う
心
で
作
り
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
で
な
く

て
、
自
分
が
素
晴
ら
し
い
坐
禅
が
出
来
れ
ば
、
文
殊
様
も
お
釈
迦
さ
ま
も
、
作
り
出
す

ん
じ
ゃ
な
く
て
、
自
然
に
そ
う
な
る
。
こ
れ
は
全
然
違
う
。「
仏
と
い
う
も
の
は
、
そ
う

い
う
も
の
だ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
良
寛
さ
ん
は
仰
っ
て
い
る
。 

「
道
も
亦
有
為
に
非
ず
」、
後
半
は
、
仏
道
は
こ
う
だ
あ
あ
だ
、
人
生
の
道
は
こ
う
だ

あ
あ
だ
。
作
ら
れ
て
い
る
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。「
有
為
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
作
り

出
す
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
作
り
出
さ
れ
た
道
が
前
に
ず
っ
と
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
無

限
に
様
々
な
歩
み
が
あ
る
。
年
齢
に
も
性
別
に
も
職
業
に
も
関
係
な
い
道
と
い
う
も
の

の
歩
み
が
あ
る
！ 

こ
の
歩
み
を
常
に
歩
み
だ
し
て
い
る
の
が
私
共
で
あ
り
ま
す
。
決
し

て
作
ら
れ
た
道
で
は
な
い
。
自
由
自
在
な
広
が
り
を
も
っ
た
道
で
あ
り
ま
す
。
頭
で
も

っ
て
何
か
を
作
り
出
し
て
は
い
け
な
い
。
行
が
全
て
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
行
の
方
が
先

行
し
て
、
行
が
道
に
か
な
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
道
で
あ
り
ま
す
！ 

そ
の
時
仏
で
あ
る
。

こ
う
い
う
の
が
私
共
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

良
寛
さ
ん
の
お
言
葉
は
そ
れ
に
続
い
て
、「
北
に
行
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
の
を
、
南

に
行
く
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
、
何
時
ま
で
経
っ
て
も
目
的
地
に
着
き
や
し
な
い
。
そ

う
い
う
愚
か
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
！
」
と
い
う
こ
と
を
、
詩
の
簡
潔
な
言
葉
で

結
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
私
共
は
反
対
の
こ
と
を
や
っ
て
い
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
。

そ
れ
で
は
い
け
な
い
か
ら
、「
仏
さ
ん
を
作
り
出
す
な
よ
、
道
も
あ
る
と
思
う
な
よ
」
と

戒
め
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
戒
め
る
と
い
う
と
い
う
意
図
も
毛
頭
も
無
く
締
め
く
く
っ

て
お
ら
れ
る
。
こ
の
辺
を
肝
に
銘
じ
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
仏
は
是
れ
自
心
の
作
に
し
て
、
道
も
亦
有
為
に
非
ず
」 

平
成
二
七
年
六
月
二
六
日 

合
掌 
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心
の
念
慮
知
見
を
一
向
に
捨
て
て 

只
管
打
坐
す
れ
ば
道
は
親
し
み
得う

な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
「
頭
で
坐
禅
す
る
な
、

身
体
で
坐
禅
を
し
な
さ
い
！
」
。
一
言
で
い
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

「
心
の
念
慮
、
知
見
」
、
念
慮
は
色
々
と
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
、
頭
の
中
に
い
ろ
ん
な

雑
念
・
妄
想
が
入
り
込
ん
で
参
り
ま
す
。
知
見
は
、
要
す
る
に
考
え
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
色
々
な
雑
念
に
よ
っ
て
、
人
間
の
頭
と
い
う
も
の
は
自
分
勝
手
で
あ
り
ま
し

て
、
自
分
の
都
合
の
い
い
考
え
方
が
正
し
い
と
思
っ
た
り
、
そ
れ
で
い
い
と
納
得
し
た

り
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
頭
の
物
差
し
で
す
。
天
地
・
宇
宙
・
万
物
、
そ
れ
は
仏
の
心

と
言
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
物
差
し
で
は
な
い
。
自
分
の
勝
手
、
ご
都
合

主
義
で
作
り
上
げ
た
物
差
し
で
も
っ
て
、
ひ
と
つ
の
考
え
を
起
し
て
行
動
し
た
り
実
践

し
た
り
し
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
は
直
ぐ
壊
れ
る
。

明
日
に
な
れ
ば
こ
ろ
り
と
考
え
が
変
わ
る
。
で
す
か
ら
自
分
の
物
差
し
は
当
て
に
な
ら

な
い
、
心
は
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る
。 

そ
れ
を
一
向
に
捨
て
て
只
管
打
坐
し
な
さ
い
。
一
向
に
と
い
う
の
は
非
常
に
強
い
表

現
で
、
「
全
く
、
全
て
捨
て
去
り
な
さ
い
！
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
頭
で
で
っ
ち
上
げ

た
考
え
を
、
雑
念
妄
想
を
全
て
捨
て
て
只
管
打
坐
す
る
の
で
す
。
只
だ
坐
る
。
道
元
禅

師
の
仰
る
只
管
打
坐
と
い
う
の
は
只
だ
坐
る
、
「
ひ
た
す
ら
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ

た
す
ら
と
い
う
の
は
う
ん
う
ん
言
っ
て
努
力
す
る
よ
う
な
力
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
う

で
は
な
く
て
力
を
抜
く
の
で
す
。
力
を
抜
い
て
ど
っ
し
り
と
し
た
心
身
に
な
る
、
そ
う

し
ま
す
と
天
地
の
息
吹
と
一
つ
に
な
る
、
自
然
の
風
光
と
一
体
に
な
る
、
こ
れ
が
可
能

に
な
り
ま
す
。 

頭
の
中
を
空
っ
ぽ
に
す
る
、
雑
念
が
湧
い
て
き
ま
す
が
そ
れ
に
取
り
合
わ
な
い
。
そ

れ
だ
け
で
い
い
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
「
道
は
親
し
み
得
な
り
」
。
「
道
」
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
教
え
、
仏
教
の
実
践
、
そ
う
い
う
も
の
と
本

当
に
親
し
く
な
る
の
で
す
。
坐
禅
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
教
え
、
仏
道
の
教

え
と
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
親
し
い
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
嫌

で
い
や
で
も
、
仕
様
が
な
い
か
ら
坐
禅
を
し
て
い
る
と
い
う
人
は
、
一
人
も
い
な
い
は

ず
で
あ
り
ま
す
。
何
か
目
的
が
あ
っ
て
坐
禅
を
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
そ
の
目
的
と

仏
道
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
仏
教
の
教
え
は
広
大
無
辺
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
教
え
と
ひ
と
つ
に
な
る
、
こ
れ
が
「
親
し
み
得
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
「
頭
で
は
な
い
実
践
で
す
よ
、
知
識
で
は
な
い
知
恵
で
す
よ
！
」
、
分
り
易

く
言
え
ば
そ
う
い
っ
た
意
味
で
あ
り
ま
す
。
知
恵
は
正
し
い
実
践
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
何
時
の
間
に
か
身
に
つ
く
、
こ
れ
が
知
恵
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
真
夏
の
土
用
中
の
最

も
暑
い
と
き
、
冷
房
が
効
い
て
爽
や
か
で
す
。
し
っ
か
り
と
お
互
い
に
坐
り
た
い
も
の

で
あ
り
ま
す
。 

「
心
の
念
慮
知
見
を
一
向
に
捨
て
て
只
管
打
坐
す
れ
ば
道
は
親
し
み
得
な
り
」 

平
成
二
七
年
七
月
二
四
日 

合
掌 
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志
の
到
ざ
る
こ
と
は
、
無
常
を
思
は
ざ
る
に
依
る
な
り 

『
正
法
眼
蔵
隨
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
を
学
び
、
ま
た
、
道
を
求

め
る
と
い
う
よ
う
な
宗
教
的
な
実
践
に
は
、
志
と
い
う
も
の
が
全
て
を
決
定
す
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
道
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
精
進
か
懈
怠

け

た

い

か
に
よ
っ
て
歴
然
と
分
か
れ
る
。
精

進
は
勤い

そ

し
み
励
む
こ
と
。
懈
怠
は
精
進
の
反
対
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
は
本

来
精
進
す
る
こ
と
よ
り
も
、
懈
怠
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
を
叱
咤
激
励
し
、
自
ら
己

を
励
ま
す
。
そ
し
て
志
を
立
て
る
。
と
こ
ろ
が
志
が
な
か
な
か
打
ち
立
て
ら
れ
な
い
。

切
実
な
志
を
常
に
失
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
中
々
難
し
い
。
私
も
同
じ
横
着
者
で
あ
り
、

怠
け
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。 

「
志
の
到
ざ
る
こ
と
は
、
無
常
を
思
は
ざ
る
に
依
る
な
り
」
と
い
う
こ
の
お
言
葉
で

あ
り
ま
す
。
無
常
は
、
常
で
な
い
も
の
が
全
て
で
、
刻
一
刻
と
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の

が
変
化
し
て
い
る
。「
そ
の
無
常
を
ヒ
シ
ヒ
シ
と
感
じ
な
い
か
ら
、
志
が
打
ち
立
て
ら
れ

な
い
ん
だ
！
」、
こ
れ
が
道
元
禅
師
の
仰
る
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

お
盆
の
前
に
あ
る
檀
家
さ
ん
で
、
私
と
同
年
代
の
方
が
見
え
ま
し
て
、「
い
や
、
こ
の

頃
は
年
の
せ
い
か
仕
事
も
弱
く
な
っ
た
し
、
体
も
言
う
こ
と
も
利
か
な
く
な
っ
て
き
た
。

一
〇
年
前
ま
で
は
、
何
を
し
て
も
く
た
び
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
」。
明
日

雨
が
降
る
と
い
う
日
の
夕
方
、
野
良
か
ら
家
へ
帰
っ
て
夕
食
を
食
べ
て
一
休
み
し
、
ま

た
畑
に
出
か
け
て
行
っ
て
耕
運
機
に
乗
っ
て
畑
を
耕
し
始
め
て
い
る
。「
明
日
雨
だ
、
明

日
雨
だ
」
と
言
っ
て
一
所
懸
命
や
っ
て
、「
時
計
を
ち
ょ
っ
と
見
て
み
た
ら
夜
中
の
一
二

時
半
に
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」。
私
の
方
で
も
驚
き
ま
し
た
。
志

を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
明
日
は
も
う
雨
で
出
来
な
い
。

今
日
の
内
だ
。
ま
さ
に
無
常
を
思
う
。
無
常
を
感
じ
る
と
何
で
も
出
来
る
！ 

こ
の
寺
の
参
禅
会
の
歴
史
四
四
年
、
そ
の
間
に
何
百
人
と
い
う
方
が
お
見
え
に
な
り
、

去
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
物
故
さ
れ
た
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
出
来
る
時
が
あ
り
、

出
来
な
い
時
が
来
た
。
私
共
も
今
出
来
る
時
で
あ
り
ま
す
。
出
来
な
い
時
も
必
ず
来
る
。

「
今
だ
！
」、
こ
う
い
う
思
い
が
志
と
い
う
も
の
を
掻
き
立
て
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

し
か
も
、
こ
の
静
か
な
坐
禅
堂
と
い
う
恵
ま
れ
た
環
境
で
あ
り
ま
す
。
他
人
事
で
は

な
い
ん
で
す
。
無
常
と
い
う
真
理
は
、
自
分
の
問
題
な
ん
で
す
。
世
の
中
が
、
自
然
が
、

移
ろ
い
変
わ
る
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
。
直
下
型
地
震
だ
と
か
、
南
海
地
震
が
い
つ

起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
、
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
自
分
の
直
下
型
地
震
が
、
自
分
の

地
震
が
い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
！ 

こ
れ
が
無
常
で
あ
り
ま
す
。 

坐
禅
堂
の
入
り
口
の
外
単
の
一
番
右
側
に
常
規
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の

最
後
は
、「
無
常
を
思
う
」。
無
常
を
思
っ
て
、
今
し
っ
か
り
と
坐
り
ま
し
ょ
う
。
毎
回

く
同
じ
人
と
て
無
い
。
何
百
回
、
何
千
回
坐
禅
を
重
ね
て
い
て
同
じ
人
は
お
り
ま
せ

ん
。
今
、
一
期
一
会
一
回
こ
っ
き
り
で
あ
り
ま
す
。 

「
志
の
到
ざ
る
こ
と
は
、
無
常
を
思
は
ざ
る
に
依
る
な
り
」 

平
成
二
七
年
八
月
二
八
日 

 

合
掌 
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参
学
識し

る
べ
し
、
仏
道
は 

思
量
分
別
卜
度
観
想
知
覚
彗
解
の
外
に
在
る
こ
と
を 

『
学
道
用
心
集
』
の
第
六
番
目
の
お
終
い
に
近
い
と
こ
ろ
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
参
学
識
る
べ
し
」。「
参
学
」
は
、
参
学
者
、
参
禅
者
、
禅
を
学
ぶ
者
、
坐
禅
の
初

心
者
、
「
識
る
べ
し
」
は
、
肝
に
命
ず
べ
き
で
あ
る
。
何
を
か
と
い
う
と
、
仏
道
で
は

思
量
分
別
。
思
量
分
別
と
は
、
我
々
が
頭
で
あ
れ
や
こ
れ
や
、
あ
れ
か
こ
れ
か
考
え
を

巡
ら
す
こ
と
。
分
別
と
い
う
か
ら
に
は
何
時
の
間
に
か
選
択
を
し
て
い
る
、
こ
れ
が
い

い
、
あ
れ
が
悪
い
、
そ
れ
な
ら
こ
れ
に
し
よ
う
、
こ
う
い
う
の
が
分
別
で
あ
り
ま
す
。 

仏
教
や
禅
で
は
こ
の
分
別
と
い
う
こ
と
を
一
番
嫌
う
。
何
故
か
、
そ
れ
で
は
本
質
が

見
え
て
こ
な
い
か
ら
で
す
。
自
分
の
好
き
嫌
い
で
善
し
悪
し
を
決
め
る
。
こ
れ
は
自
分

の
物
差
し
で
あ
り
、
天
地
宇
宙
の
物
差
し
で
は
な
い
。
天
地
宇
宙
の
真
実
・
真
理
の
物

差
し
で
測
れ
ば
、
区
別
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い
。
た
だ
全
て
の
も
の
の
命
の
流
れ
が

あ
る
だ
け
で
す
。
そ
れ
も
刻
一
刻
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
流
れ
で
あ
り
ま
す
。
人
間
も
自

然
の
中
の
一
部
分
に
過
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
本
質
は
同
じ
で
あ
り
ま
す
。 

「
卜
度
観
想
」
と
い
う
の
は
、
卜
度
は
占
っ
た
り
推
し
測
っ
た
り
、
私
た
ち
は
、
自

分
自
身
で
は
占
い
を
し
な
く
て
も
、
そ
れ
に
近
い
様
な
こ
と
は
す
る
訳
で
す
。
何
か
を

投
げ
て
ど
の
方
角
に
落
ち
る
か
、
そ
れ
で
自
分
の
や
る
こ
と
を
決
め
る
。
縁
起
を
担か

つ

ぐ
、

験げ
ん

を
担
ぐ
、
こ
れ
が
卜
度
で
あ
り
ま
す
。
卜
度
観
想
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
を
巡
ら
す
。 

「
知
覚
彗
解
」
は
全
く
知
覚
感
覚
、
我
々
が
五
体
で
も
っ
て
知
覚
し
、
彗
解
は
そ
れ

を
ど
う
判
断
す
る
か
と
い
う
こ
と
。
車
を
運
転
す
る
に
つ
い
て
も
知
覚
、
目
と
か
耳
と

か
が
一
番
大
事
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
正
し
い
操
作
を
す
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
間
断

な
く
行
わ
れ
る
。
車
の
運
転
は
人
生
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
物
事
を
見
極
め
、
そ

れ
に
対
す
る
判
断
を
し
、
そ
し
て
実
践
に
移
す
。
そ
れ
は
我
々
の
仕
事
・
生
活
の
と
き

の
心
で
あ
り
全
て
頭
の
使
い
方
で
す
。
こ
れ
は
日
常
で
は
必
要
な
こ
と
で
す
。 

問
題
は
、
仏
道
で
は
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
の
外
に
在
る
の
だ
！ 

い
や
し
く
も
仏
道

を
学
ぶ
、
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
、
そ
う
い
う
普
段
の
生
活
や
仕
事
の
上

で
の
頭
の
使
い
方
を
止
め
な
さ
い
！ 

科
学
技
術
と
か
で
便
利
な
も
の
を
ど
し
ど
し
作

っ
て
売
っ
て
儲
け
て
、
良
い
家
を
建
て
美
味
い
も
の
を
食
べ
、
良
い
車
を
買
い
、
海
外

へ
遊
覧
し
満
足
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
一
体
幸
せ
か
。
そ
ん
な
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
は
単
な
る
欲
望
を
募
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
大
病
で
も
し
て
初
め
て

「
あ
ゝ
健
康
ぐ
ら
い
有
難
い
も
の
は
な
い
、
お
金
な
ん
か
要
ら
な
い
！
」 

と
い
う
こ
と

に
気
が
付
く
。
仏
道
は
正
に
そ
こ
に
在
る
の
で
す
。 

思
量
分
別
を
用
い
て
は
ダ
メ
だ
、
止
め
な
さ
い
！ 

そ
の
一
番
根
本
が
坐
禅
で
あ
り

ま
す
。
坐
禅
の
と
き
は
頭
を
空
に
す
る
、
思
量
分
別
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
を
受
け

付
け
な
い
。
こ
の
一
点
だ
け
で
坐
禅
を
行
い
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
参
学
識
る
べ
し
、 

 

仏
道
は
思
量
分
別
卜
度
観
想
知
覚
彗
解
の
外
に
在
る
こ
と
を
」 

平
成
二
七
年
九
月
二
五
日 

合
掌  
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意い

根こ
ん

を
坐
断
し
知ち

解げ

の
路ど

う

に
向
わ
ざ
ら
し
む 

道
元
禅
師
の
著
さ
れ
た
『
学
道
用
心
集
』
は
、
道
を
学
ぶ
者
の
初
心
者
向
け
の
易
し

い
書
物
で
す
。
こ
の
『
学
道
用
心
集
』
は
一
〇
章
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
お

言
葉
は
第
九
章
の
中
に
あ
る
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
意
根
を
坐
断
す
る
」、
坐
禅
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
断
ち
切
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。「
意
根
」
と
い
う
の
は
、
心
中
心
の
考
え
方
、
言
わ
ば
内
面
的
な
心
の
働
き
と
い

う
こ
と
。
坐
禅
を
す
る
も
の
、
道
を
学
ぶ
も
の
は
、
ま
ず
意
根
を
坐
断
し
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
。
つ
ま
り
、
心
中
心
の
考
え
方
を
止
め
な
さ
い
！ 

分
か
り
や
す
く
言
う
と
そ
う

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
共
は
常
に
心
を
働
か
せ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
日
常
生
活

の
基
本
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
当
然
で
あ
り
ま
す
が
、
坐
禅
の
時
は
違
う
。

道
を
学
ぶ
時
は
違
う
。
心
中
心
の
内
面
的
な
働
き
を
止
め
な
け
れ
ば
駄
目
な
ん
だ
。 

「
知
解
の
路
に
向
わ
ざ
ら
し
む
」、
向
か
わ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「
知
解
の
路
」
と
い
う
の
は
、
知
識
で
も
っ
て
理
解
す
る
と
い
う
、
つ
ま
り
頭
で
理
解

す
る
。
頭
を
働
か
せ
る
の
を
止
め
な
さ
い
！ 

頭
だ
け
で
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
坐

禅
の
時
は
止
め
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
よ
。
じ
ゃ
あ
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
？ 
全

身
で
も
っ
て
呼
吸
を
し
、
全
身
で
も
っ
て
天
地
宇
宙
の
環
境
の
中
に
入
っ
て
行
っ
て
し

ま
え
ば
良
い
。 

今
、
全
身
で
も
っ
て
私
共
は
坐
禅
を
し
て
お
り
ま
す
。
胸
に
手
を
当
て
れ
ば
、
コ
ト

ン
コ
ト
ン
と
心
臓
が
鼓
動
を
立
て
て
い
る
。
胸
は
動
か
す
ま
い
と
思
っ
て
も
呼
吸
し
て

動
い
て
く
れ
て
い
る
。
天
地
宇
宙
の
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
っ
て
今
坐
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
足
が
痛
い
と
か
ど
う
だ
と
か
、
或
い
は
今
朝
起
き
て
か
ら
の
事
で
あ
る
と
か
、
生

活
の
事
で
あ
る
と
か
、
な
ん
か
ど
う
で
も
良
い
こ
と
を
頭
の
中
で
考
え
て
し
ま
う
。
そ

ん
な
も
の
を
全
部
止
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

普
段
は
む
し
ろ
、
そ
の
知
が
先
に
立
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
知
解
で
も
っ
て
物
を

判
断
し
行
動
を
と
る
。
坐
禅
の
時
は
全
部
止
め
る
！ 

反
対
で
あ
り
ま
す
。
様
々
な
こ
と

に
よ
っ
て
普
段
拘
束
さ
れ
、
追
い
回
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
全
部
止
め
る
！ 

そ
し
て
逆

に
天
地
宇
宙
の
中
に
自
分
の
生
き
て
い
る
全
身
を
投
げ
打
っ
て
し
ま
う
。
ダ
ー
ッ
と
こ

の
晴
れ
渡
っ
た
大
空
の
中
に
入
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
坐
る
。
ち

っ
ぽ
け
な
自
分
は
無
く
す
る
。
頭
の
中
で
あ
れ
こ
れ
つ
ま
ら
ん
こ
と
を
考
え
る
こ
と
を

止
め
る
！ 

こ
れ
が
意
根
を
坐
断
す
る
、
或
い
は
知
解
の
路
に
向
か
わ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。 

坐
禅
は
苦
し
い
と
か
、
足
が
痛
い
と
か
、
忍
耐
の
行
で
あ
る
と
か
、
ト
ン
で
も
な
い

で
す
。
そ
う
い
う
つ
ま
ら
ん
先
入
観
を
止
め
て
し
ま
う
！ 

大
安
楽
の
法
門
で
あ
り
ま
す
。

ち
っ
ぽ
け
な
自
分
が
無
く
な
る
と
こ
ん
な
楽
な
こ
と
は
な
い
。
澄
み
渡
っ
た
空
の
中
に

自
分
を
パ
ッ
と
解
放
し
て
入
っ
て
し
ま
う
。
自
由
自
在
で
あ
り
ま
す
。
自
在
な
自
分
、

い
や
、
自
分
と
い
う
意
識
も
無
い
世
界
、
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
世

界
に
安
住
す
る
気
持
ち
で
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
意
根
を
坐
断
し
知
解
の
路
に
向
わ
ざ
ら
し
む
」 

平
成
二
七
年
一
〇
月
二
三
日 

 

合
掌 
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塼
も
し
鏡
と
な
ら
ず
ば
、 

人
ほ
と
け
に
な
る
べ
か
ら
ず 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
古
鏡
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
塼
と
い
う
の
は
、
土
偏
に
専
門

の
専
と
書
き
ま
す
。
「
瓦
」
で
あ
り
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
瓦
が
も
し
鏡
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
人
は
ほ
と
け
に
な
る

と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
に
は
故
事
が
あ
り
ま
し
て
、
唐
の
時
代
の
中
頃
、

湖
南
省
の
南
に
衡
山
南
嶽
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
懐
譲
禅
師
が
、
馬
祖
和
尚
と
い
う
人

が
盛
ん
に
庵
で
坐
禅
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
訪
れ
ま
す
。
一
所
懸
命
坐
禅

を
し
て
い
る
、
一
〇
年
余
り
坐
禅
を
し
て
い
る
。 

「
お
ま
え
さ
ん
、
坐
禅
ば
か
り
し
て
い
る
が
、
坐
禅
を
し
て
何
に
な
る
の
か
ね
」 

「
ほ
と
け
に
な
り
ま
す
」 

「
ほ
う
、
ほ
と
け
に
な
る
の
か
」 

と
、
や
お
ら
そ
の
辺
り
に
落
ち
て
い
た
瓦
を
ご
し
ご
し
磨
き
始
め
た
。 

馬
祖
さ
ん
は
驚
い
て
、 

「
何
を
な
さ
る
の
で
す
か
」 

「
瓦
を
磨
い
て
鏡
に
す
る
ん
だ
」 

「
瓦
を
磨
い
て
も
鏡
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
」 

「
そ
う
か
、
そ
れ
な
ら
人
は
い
く
ら
坐
禅
を
し
て
も
ほ
と
け
に
な
ら
ん
な
」 

そ
れ
で
馬
祖
さ
ん
は
、
坐
禅
を
止
め
て
南
嶽
懐
譲
禅
師
の
お
弟
子
さ
ん
に
な
っ
て
大

成
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
は
何
を
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
「
禅
の
修
行
は
坐
禅
と
い
う
も
の
に
だ
け

執
着
し
て
は
い
け
な
い
」
或
い
は
「
坐
禅
で
ほ
と
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ

て
い
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
、
ど
ち
ら
か
の
解
釈
が
中
国
で
は
な
さ
れ
て
い
た
。 

道
元
禅
師
は
そ
れ
に
対
し
て
、
「
然
ら
ず
。
瓦
を
磨
い
て
鏡
に
な
ら
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
人
間
も
ほ
と
け
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
！
」
、
こ
う
い
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

全
く
別
の
解
釈
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
瓦
を
磨
く
こ
と
自
体
が
ほ
と
け
な
の
だ
！
」

と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
修
行
こ
そ
人
間
の
一
番
素
晴
ら
し
い
姿
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
ほ
と
け
に
な
り
切
っ
た
姿
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
「
古
鏡
」
の
巻
の
一
節

に
よ
く
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。 

私
共
は
瓦
で
あ
り
ま
す
。
瓦
で
あ
り
ま
す
が
、
坐
禅
を
し
て
い
る
と
き
は
鏡
に
な
っ

て
い
る
！ 

本
物
の
坐
禅
を
し
た
と
き
に
は
鏡
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
！ 

そ
う
い
っ
た

有
難
い
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

鏡
の
坐
禅
を
、
お
互
い
に
志
し
て
参
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 「
塼
も
し
鏡
と
な
ら
ず
ば
、
人
ほ
と
け
に
な
る
べ
か
ら
ず
」 

平
成
二
七
年
一
一
月
二
七
日 

合
掌 
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た
だ
こ
の
禅
定
を
修
す
る
人
の
み 

よ
く
同
時
に
戒
定
慧
を 

具
足
す
る
な
り 

28
ペ
ー
ジ
の
毛
筆
パ
ー
ト 



29 
 

た
だ
こ
の
禅

定

ぜ
ん
じ
ょ
う

を
修
す
る
人
の
み
、 

よ
く
同
時
に
戒か

い

定
慧

じ
ょ
う
え

を
具
足

ぐ

そ

く

す
る
な
り 

 

大
本
山
總
持
寺
の
ご
開
山
は
瑩
山
禅
師
で
あ
り
ま
す
。
瑩
山
禅
師
の
お
弟
子
様
で
あ

り
第
二
代
の
方
が
峨
山
禅
師
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
峨
山
禅
師
が
説
か
れ
た
『
峨
山
仮
名

法
語
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

何
を
学
ぶ
の
が
仏
教
か
と
い
え
ば
、
三
学
が
根
本
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
「
三

学
を
共
に
学
び
な
さ
い
」
と
教
え
ら
れ
た
。
三
学
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
戒か

い

定
じ
ょ
う

慧え

で
あ
り
ま
す
。
戒
は
戒
律
、
定
は
禅
定
、
慧
は
智
慧
。
戒
律
を
守
り
、
禅
定
を
修
行
す

る
と
智
慧
が
備
わ
る
。
こ
う
い
う
風
に
段
階
的
に
解
釈
し
た
り
教
え
た
り
し
て
い
る
方

も
お
り
ま
す
。 

し
か
し
、
道
元
禅
師
の
教
え
は
違
う
。
み
な
一
つ
を
徹
底
す
る
時
、
他
の
二
つ
は
そ

こ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
道
元
禅
師
の
教
え
を
、
そ
の
五
代
目
に
あ
た
る
峨
山
禅
師
、

し
っ
か
り
と
踏
ま
え
て
説
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
戒
を
学
ん
で
い
る
と
き
は
定
と
慧
は
離
れ
て
い
る
。
慧
を
学
ん
で
い
る

と
き
は
、
戒
と
定
が
離
れ
て
い
る
。
だ
が
、
定
を
修
行
し
て
い
れ
ば
、「
よ
く
同
時
に
」、

こ
こ
が
重
要
で
す
。
そ
の
時
に
は
同
時
に
戒
も
智
慧
も
備
わ
っ
て
い
る
！ 

こ
れ
が
禅
定

と
い
う
も
の
の
大
功
徳
で
あ
り
ま
す
。 

私
共
の
坐
禅
、
こ
こ
に
戒
律
が
全
て
備
わ
っ
て
い
る
。
智
慧
も
同
時
に
備
わ
っ
て
い

る
。
そ
の
く
ら
い
坐
禅
を
強
調
し
、
ま
た
、
坐
禅
を
全
て
の
行
の
根
本
で
あ
る
と
い
う

意
味
に
と
ら
れ
、
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

私
ど
も
は
今
こ
こ
で
坐
禅
を
し
て
い
る
。
こ
の
坐
禅
に
仏
教
の
三
学
が
全
部
備
わ
っ

て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
確
信
し
、
自
分
の
坐
禅
の
有
難
さ
、
こ
れ
を
つ
く
づ
く
味

わ
い
つ
つ
、
し
っ
か
り
と
坐
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 「
た
だ
こ
の
禅
定
を
修
す
る
人
の
み
、
よ
く
同
時
に
戒
定
慧
を
具
足
す
る
な
り
」 

平
成
二
七
年
一
二
月
四
日
（
成
道
会
） 

合
掌 
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な
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な
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な
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結
跏
趺
坐
は
直じ

き

身し
ん

な
り
、
直
心
な
り
直
身
心
な
り 

 

『
正
法
眼
蔵
』「
三
昧
王
三
昧
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
直
身
」
は
体
が
真
っ

直
ぐ
、「
直
心
」
は
心
が
真
っ
直
ぐ
、
そ
し
て
最
後
に
「
直
身
心
」、
心
と
体
が
真
っ
直

ぐ
と
、
こ
う
い
う
段
階
的
な
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

「
結
跏
趺
坐
」
が
最
初
に
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
坐
禅
は
」
と
置
き
換
え
て
差

し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
坐
禅
は
ど
う
い
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
根

本
的
な
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
坐
禅
は
「
直
身
」、
ス
ト
レ
ー
ト
な
体
の
構
え
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
第
一
で
あ
る
。
自
分
の
体
型
な
り
で
宜
し
い
訳
で
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
背
筋
を
真
っ
直
ぐ
に
伸
ば
す
。
頭
の
上
で
天
を
支
え
る
よ
う
に
、
或
い

は
自
分
の
頭
が
空
に
突
き
出
し
て
い
る
。 

「
直
心
」、
心
の
ほ
う
も
ス
ト
レ
ー
ト
、
真
っ
直
ぐ
に
す
る
。
こ
れ
は
雑
念
の
虜
に
な

ら
な
い
心
で
あ
り
ま
す
。
調
身
・
調
息
・
調
心
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
最
後

の
調
心
が
丁
度
「
直
心
」
に
該
当
い
た
し
ま
す
。
心
が
整
う
と
い
う
の
は
、
そ
の
前
提

と
し
て
体
の
構
え
が
整
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
す
ね
。 

足
を
組
み
、
或
い
は
正
座
の
方
は
そ
れ
で
も
宜
し
い
。
き
ち
っ
と
坐
る
。
椅
子
に
坐

っ
て
い
る
方
は
、
膝
頭
同
士
を
ピ
タ
ッ
と
突
っ
つ
け
な
い
で
、
ち
ょ
っ
と
離
し
て
掛
け

る
。
お
尻
は
背
も
た
れ
の
方
へ
キ
ュ
ッ
と
ひ
く
。
結
跏
趺
坐
、
半
跏
趺
坐
を
し
て
い
る

方
は
、
そ
れ
な
り
に
背
筋
を
弓
な
り
に
伸
ば
す
よ
う
な
気
持
ち
で
、
自
分
の
姿
勢
で
最

大
限
良
い
姿
勢
に
す
る
。
あ
ご
は
引
い
て
、
目
は
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
前
の
床
に
静
か

に
落
と
す
。
こ
う
い
う
正
し
い
調
身
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
時
し
か
心
も
そ

う
な
る
。 

雑
念
と
い
う
の
は
初
中
後

し
ょ
っ
ち
ゅ
う

浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
浮
か
ん
で
き
て
も
そ
れ
に
取
り

合
わ
な
け
れ
ば
良
い
ん
で
す
。
そ
ん
な
も
の
に
振
り
回
さ
れ
な
い
自
分
、
己
、
そ
う
い

う
も
の
が
自
然
に
発
揮
さ
れ
る
！ 

そ
れ
が
「
直
心
」
で
あ
り
ま
す
。 

外
界
に
捉
わ
れ
な
い
己
、
外
の
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
な
い
自
分
、
そ
う
い
う
も
の
に

徹
し
て
坐
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
体
が
整
い
心
が
整
う
。「
直

身
心
」
に
な
る
。
そ
し
て
求
め
る
こ
と
の
無
い
坐
り
、
こ
れ
が
坐
禅
の
一
番
初
歩
で
あ

り
、
ま
た
ベ
テ
ラ
ン
の
坐
禅
も
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
な
ん
の
奇
特
も
無
い
！ 

た
だ
坐
る
。
只
管
打
坐
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
古
い
方
は
惰
性

で
も
っ
て
坐
っ
て
は
決
し
て
な
り
ま
せ
ん
。「
も
う
何
分
ぐ
ら
い
に
な
る
、
も
う
じ
き
鐘

が
鳴
る
」
な
ん
て
こ
と
は
大
体
分
か
る
。
そ
ん
な
こ
と
に
は
振
り
回
さ
れ
な
い
！ 

今
一
時
の
坐
禅
。「
も
う
次
の
機
会
は
来
な
い
。
今
日
で
お
し
ま
い
だ
。
こ
の
一
炷
は

最
後
だ
！
」。 

そ
う
い
っ
た
切
実
な
気
持
ち
を
担
っ
て
坐
る
。
そ
の
時
初
め
て
「
直
身

心
」
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 「
結
跏
趺
坐
は
直
身
な
り
、
直
心
な
り
直
身
心
な
り
」 

平
成
二
七
年
一
二
月
二
五
日 

合
掌 
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[

刊 

行] 

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 
 

 

 

年
二
回
（四
月
八
日
と
一
〇
月
五
日
に
発
行
）、
会
報
誌 

年
一
回
（四
月
に
発
行
）、
月
例
会
と
一
夜
接
心
・成
道
会
の
各
口
宣
の
ま
と
め 

【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
四
（土
）～
五
日
（日
）

 

坐
禅
二
炷
・法
要
・問
答
・法
話
・点
心
な
ど
、
本
年
は
一
二
月
四
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
後
二
時
よ
り 

施
食
会

せ
じ
き
え

（八
月
一
六
日
）手
伝
い
。
歳
末
助
け
合
い
托
鉢
（本
年
は
一
二
月
一
八
日
〈日
〉午
後
一
時
よ
り
）

 

歳
末
煤す

す

払
い
（一
二
月
例
会
後
）、
そ
の
他
本
年
は
発
足
四
五
周
年
の
記
念
行
事
五
つ
が
行
わ
れ
ま
す 

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
一
日
曜
と
第
二
土
曜
の
午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で 

[

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
一
日
曜
と
第
二
土
曜
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
（六
月
と
一
二
月
の
第
一
日
曜
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
清
掃
な
ど 

 
 

 
 

 
 

 

※
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 
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