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片
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。
只
今
、
学
部
長
の
永
井
先
生
か
ら
過
分
な
お

言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、
皆
様
に
は
こ
の
最
終
講
義
と
い
う
時
間

と
場
所
を
お
作
り
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

こ
の
世
は
ま
さ
に
無
常
で
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
こ
こ
が
始
ま
り
で
あ

り
、
終
わ
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
一
昨
年
、
ご
承
知
の

通
り
、
東
日
本
大
震
災
と
い
う
未
曾
有
の
大
震
災
が
起
こ
り
ま
し
た
。

ま
た
一
方
で
は
、
日
本
各
地
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
も
、
個
々
人

に
と
り
ま
し
て
未
曾
有
の
事
柄
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
は
、
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
で
報
道
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど
も
の
心
が

い
つ
も
痛
み
、
そ
の
痛
み
が
止
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
に
も
智
慧

と
慈
悲
の
心
が
そ
な
わ
り
ま
す
よ
う
に
、
と
願
う
ば
か
り
で
す
。

　

先
ほ
ど
の
ご
紹
介
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
古
稀
を
迎
え
ま
し
た
。

「
古
来
稀
な
る
人
間
」
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
学
に
お

世
話
に
な
り
、
学
生
時
代
を
含
め
て
五
十
年
が
経
っ
て
お
り
ま
す
。
先

日
発
行
さ
れ
ま
し
た
駒
澤
大
学
の
『
学
園
通
信
』
で
思
い
出
を
語
ら
せ

て
頂
き
ま
し
た
が
、
私
は
前
半
の
四
半
世
紀
の
間
は
何
も
わ
か
ら
な
い

で
外
の
形
ば
か
り
追
い
求
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

あ
る
時
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
て
事
態
が
一
変
い
た
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
半
ば
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
は
外
か
ら

内
に
、
ま
た
は
自
分
の
も
の
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
自
己
を
観
る
と
い

う
方
に
向
か
っ
て
い
き
ま
し
た
。
す
こ
し
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
仏
、

ま
た
は
仏
の
世
界
に
向
か
っ
た
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
具
体
的
に
は
、

お
経
の
世
界
、
坐
禅
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う

し
て
今
日
ま
で
ま
っ
た
く
愚
か
な
私
が
こ
う
し
て
無
事
に
日
々
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
今
日
こ
の
よ
う
な
最
終
講
義
を
さ
せ
て
頂
く

こ
と
が
で
き
て
い
る
の
は
、
誠
に
あ
り
が
た
い
と
し
か
い
い
よ
う
が
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
す
べ
て
こ
れ
ま
で
ご
指
導
し
て
頂
い
た
先
生
方
、

そ
し
て
今
日
こ
こ
に
お
見
え
の
皆
様
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
方
々
の
お
陰

で
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
こ
の
私
を
最
初
か
ら
温
か
く
迎
え
て
頂
い

て
、
そ
し
て
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
、
駒
澤
大
学
と
い
う
大
学
に
心
か
ら

御
礼
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

退
任
記
念
講
演

仏
の
美
学
　
―
聖
な
る
沈
黙
―

片
　
　
山
　
　
一
　
　
良　
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す
こ
し
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
本
日
は
こ
れ
か
ら
駒
澤
大

学
仏
教
学
部
に
お
け
る
最
終
の
講
義
を
、
つ
ま
り
私
の
最
後
の
話
を

「
仏
の
美
学
─
聖
な
る
沈
黙
─
」
と
題
し
て
、
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

仏
教
の
世
界
に
お
き
ま
し
て
は
、
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
い
題
で
は
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
最
近
は
、
仏
の
教
え
は
大
変
す
ば
ら
し
い
、

見
事
で
あ
る
、
立
派
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
と
く
に
思
う
も
の
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
心
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
題
に

し
た
ま
で
で
す
。
決
し
て
エ
ス
テ
テ
ィ
ク
（esthétique

）
と
い
い
ま
す

か
、
い
わ
ゆ
る
美
学
、
審
美
学
と
い
っ
た
学
問
に
触
れ
る
よ
う
な
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も
仏
教
は
す
ば
ら
し
い
、
そ
し
て
そ
の

仏
教
の
教
え
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
お
経
か
ら
、
或
い
は
言
葉

に
は
な
ら
な
い
坐
禅
を
通
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　

わ
た
し
た
ち
が
一
般
に
美
と
い
う
こ
と
、
美
し
い
と
い
う
こ
と
に
囚

わ
れ
る
こ
と
を
、
仏
が
不
浄
想
の
実
践
の
中
で
浄
想
と
し
て
退
け
て
お

ら
れ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。『
法
句
経
』

と
い
う
真
理
の
お
経
と
し
て
大
変
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
お
経
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
第
七
に
「『
美
の
も
の
な
り
』
と
観
続
け
、
感
覚
器
官
を

護
ら
ず
に
住
み
、
食
事
に
量
を
知
る
こ
と
も
な
く
、
怠
け
て
精
進
す
る

こ
と
も
な
い
、
か
れ
を
悪
魔
は
必
ず
襲
う
、
風
が
弱
い
木
を
襲
う
よ
う

に
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
美
し
い
も
の
を
美
し

い
も
の
と
如
実
に
観
る
、
美
し
く
な
い
も
の
を
美
し
く
な
い
と
如
実
に

観
る
、
こ
れ
が
仏
の
見
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　

㈠
　
教
え

　

ま
ず
仏
の
教
え
と
は
何
か
、
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
釈
尊
が
入

滅
さ
れ
る
と
き
の
「
如
来
最
期
の
こ
と
ば
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
、
い

わ
ゆ
る
辞
世
の
こ
と
ば
に
見
事
に
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。い

か
な
る
も
の
も
移
ろ
い
行
き
ま
す
。
怠
る
こ
と
な
く
努
め
な
さ
い
。

vayadham
m

ā saṅkhārā, appam
ādena sam

pādetha.
�

（
パ
ー
リ
仏
典
・
長
部
第
16
『
大
般
涅
槃
経
』D

. II. 156

）

�

短
い
も
の
で
す
が
、
直
訳
い
た
し
ま
す
と
「
諸
行
は
滅
法
で
あ
る
、

不
放
逸
に
努
め
よ
」
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
前
後
の
二
つ
の
言
葉
か
ら

な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
前
半
の
「
い
か
な
る
も
の
も
移
ろ
い
行
き
ま

す
」
と
い
う
言
葉
は
、
諸
行
の
無
常
と
い
う
も
の
を
教
示
な
さ
っ
た
も

の
で
す
。
そ
の
無
常
に
つ
き
ま
し
て
は
、
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
る
と
き
に

帝
釈
天
（Sakka

）
が
説
い
た
と
さ
れ
る
「
無
常
偈
」
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。

諸
行
は
実
に
無
常
な
り　
　

生
じ
滅
す
る
性
質
の
も
の

生
じ
て
は
ま
た
滅
し
ゆ
く　

そ
の
寂
滅
は
安
楽
な
り
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諸
行
無
常　

是
生
滅
法　

生
滅
滅
已　

寂
滅
為
楽

　

こ
れ
は
諸
行
無
常
の
偈
で
、
大
変
有
名
な
句
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
内

容
は
す
こ
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
諸
行
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
私
た
ち
が
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
あ
る
い
は
心
で
考
え
た
り

す
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
ま
す
。
自
分
で
作
り
出
す
こ
と
は
み
な
無
常

だ
と
、
生
じ
て
は
滅
し
、
変
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
が
仏
教
で
い
う
「
愛
・
慢
・
見
」、
つ
ま
り
渇
愛
・

慢
心
・
邪
見
で
す
が
、
そ
の
愛
と
い
う
渇
愛
、
慢
と
い
う
慢
心
、
見
と

い
う
邪
見
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
な
く
、
そ
う
い
う
も
の
を
作
り
出
さ

な
い
で
、
見
聞
き
し
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
は
不
安
や
動

揺
と
い
っ
た
も
の
が
な
く
、
寂
滅
と
い
う
静
ま
り
や
安
ら
ぎ
が
あ
る
の

み
、
つ
ま
り
涅
槃
が
知
ら
れ
る
の
み
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
日
本
に
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
「
い
ろ
は
歌
」
と
い
う
も
の

が
ご
ざ
い
ま
す
。

色
は
匂
へ
ど
散
り
ぬ
る
を　

わ
が
世
た
れ
ぞ
常
な
ら
む

有
為
の
奥
山
け
ふ
越
え
て　

浅
き
夢
み
じ
酔
ひ
も
せ
ず

　

こ
れ
は
誠
に
よ
く
で
き
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
、
後
半
の
句
を
見
て
み
ま
す
と
「
怠
る
こ
と
な
く
努
め
な
さ

い
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
世
界
も
、
つ
ま
り
自
己
も
、
す
べ
て
が
無

常
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
常
に
念
を
そ
な
え
怠
け
ず
に
、
正
し
い
目
的
に

向
か
っ
て
努
力
、
精
進
し
な
さ
い
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
諸

行
は
無
常
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
人
間
の
知
性
と
努
力
に
よ
っ
て
進
み
な

さ
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、「
不
死
の
偈
」
と
い
う
も

の
に
も
、
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
　

努
め
る
こ
と
は
不
死
の
道　
　

appam
ādo am

atapadaṃ

　
　

�

（
戒
意
甘
露
道
）

　
　

怠
け
る
こ
と
は
死
へ
の
道　
　

pam
ādo m

accuno padaṃ

　
　

�

（
放
逸
為
死
径
）

　
　

努
め
る
者
は
死
に
ゆ
か
ず　
　

apam
attā na m

īyanti　
　

�

（
不
貪
則
不
死
）

　
　

怠
け
る
者
は
死
者
の
よ
う　
　

ye pam
attā yathā m

atā.　
　

�

（
失
道
為
自
喪
）

�

（
小
部
『
法
句
』　D

hp. 21

）

　

ス
リ
ラ
ン
カ
で
も
よ
く
こ
の
言
葉
を
聞
き
ま
し
た
。
み
ん
な
か
ら
大

変
好
ま
れ
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
特
に
仏
に
深
く
帰
依
す
る

王
妃
が
、
あ
る
邪
な
王
妃
に
嫉
妬
さ
れ
て
宮
殿
に
火
を
放
た
れ
た
と
き

に
、
火
定
と
い
う
火
の
坐
禅
、
瞑
想
に
入
り
、
そ
し
て
火
を
そ
の
ま
ま

受
け
て
、
心
静
か
に
正
念
を
保
っ
て
火
の
中
に
消
え
て
い
っ
た
と
い
う

話
か
ら
で
き
た
偈
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
放
逸
と
い
う
怠
け
と
い
う
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も
の
は
、
死
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
す
。
そ

れ
に
対
し
て
、
不
放
逸
と
い
う
正
念
、
あ
る
い
は
努
力
は
、
不
死
、
安

楽
、
安
穏
の
道
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
の

教
え
と
い
う
も
の
は
無
常
と
い
う
言
葉
に
収
ま
る
と
い
え
ま
す
し
、
ま

た
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
常

に
正
念
を
保
ち
、
そ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　

か
つ
て
我
が
国
の
西
行
法
師
が
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
ま
れ
ま
し
た
。

こ
れ
も
大
変
有
名
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　

願
わ
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む　

そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ

　

願
わ
く
は
春
、
花
の
下
で
そ
れ
も
望
月
、
つ
ま
り
二
月
の
満
月
、
十

五
日
の
涅
槃
会
の
頃
に
死
に
た
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

日
本
の
誰
も
が
愛
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
仏
の
最
後
の
言
葉

と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
一
般
の
辞
世

に
は
二
種
類
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
中
国
で
処
刑
さ
れ
る
時
の
言
葉
、

詩
と
い
う
の
が
一
つ
。
も
う
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
僧
侶
の
遺
偈
と
い
う

も
の
で
す
。
こ
れ
は
後
者
に
あ
た
り
、
隠
者
の
も
の
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
仏
の
言
葉
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
「
無
欲
」

の
言
葉
で
、
今
こ
こ
の
涅
槃
と
か
、
静
ま
り
と
い
う
も
の
を
説
き
教
え

る
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
西
行
法
師
の
も
の
は
自
分
の
願
望
と
い

う
も
の
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
欲
」
に

よ
っ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
時
間
も
場
所
も
限
定
さ
れ
て
お
り
ま

す
し
、
お
よ
そ
無
常
の
教
え
か
ら
も
遠
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
当
時
も
こ
の
歌
に
対
し
て
、
批
判
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
の
批
判
と
し
て
一
般
の
人
に
任
せ
る
他
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
お
経
の
中
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
言
葉
、
つ
ま
り

「
七
仏
通
誡
偈
」
を
見
て
い
き
ま
す
。
以
下
の
よ
う
に
三
つ
あ
り
ま
す
。

①
い
か
な
る
悪
も
行
な
わ
ず　
　

sabbapāpassa akaraṇaṃ

　
　

�

（
諸
悪
莫
作
）

　

も
っ
ぱ
ら
善
を
完
成
し　
　
　

kusalassa upasam
padā　

　

�

（
諸
善
奉
行
）

　

自
己
の
心
を
浄
く
す
る　
　
　

sacittapariyodapanaṃ

　
　

�

（
自
浄
其
意
）

　

こ
れ
が
諸
仏
の
教
え
な
り　
　

etaṃ
 B

uddhāna sāsanaṃ
.　

　

�

（
是
諸
仏
教
）

②
耐
え
忍
ぶ
は
最
上
の
修
行　
　

khantī param
aṃ

 tapo titikkhā
�

（
観
行
忍
第
一
）

　

涅
槃
は
最
上
、と
諸
仏
は
説
く　

nibbānaṃ
 param

aṃ
 vadanti Buddhā
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五

�

（
仏
説
泥
洹
最
）

　

他
を
害
す
る
は
出
家
に
非
ず　

na hi pabbajito parūpaghātī
�

（
捨
罪
作
沙
門
）

　

他
を
悩
ま
す
は
沙
門
に
非
ず　

na sam
aṇo hoti paraṃ

 viheṭhayanto.
�

（
無
嬈
害
於
彼
）

③
罵
り
害
す
る
こ
と
も
な
く　
　

anūpavādo anūpaghāto　
　

�

（
不
嬈
亦
不
悩
）

　

根
本
戒
を
よ
く
守
り　
　
　
　

pātim
okkhe ca saṃ

varo
�

　
　
（
如
戒
一
切
持
）

　

食
事
に
お
い
て
量
を
知
り　
　

m
attaññutā ca bhattasm

iṃ
�

（
少
食
捨
身
貪
）

　

遠
く
離
れ
て
臥
し
坐
り　
　
　

pantañ ca sayanāsanaṃ

　
　

�
（
有
行
幽
隠
処
）

　

ま
た
禅
定
に
よ
く
励
む　
　
　

adhicitte ca āyogo　
　

�

（
意
諦
以
有
黠
）

　

こ
れ
が
諸
仏
の
教
え
な
り　
　

etaṃ
 B

uddhāna sāsanaṃ
.　

　

�

（
是
能
奉
仏
教
）

�

（
長
部
第
14
『
大
譬
喩
経
』� D

. II. 49-50

）

�

（
小
部
『
法
句
』
第
183-

185� D
hp. 183-185

）

　

こ
れ
ら
の
偈
は
仏
教
の
特
に
実
践
的
な
面
を
す
べ
て
言
い
得
て
い
る

と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
出
家
を
し
た
後
は
、
ど
こ
ま
で
も
覚
り
に

至
る
ま
で
、
悪
不
善
の
業
を
つ
く
ら
な
い
、
善
を
起
こ
す
こ
と
、
と

い
っ
た
内
容
が
こ
の
中
に
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
心
を
清
め

る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
諸
仏
の
戒
め
に
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

大
変
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
が
第
一
の
偈
で
す
。
こ
れ
は
「
諸
悪
莫
作
・

諸
善
奉
行
・
自
浄
其
意
」
こ
の
三
つ
が
主
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
い

ず
れ
も
順
番
に
「
戒
・
定
・
慧
」
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に

理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
戒
・
定
・
慧
の
内
容
を
仏
が
代
々
示

し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
す
。
戒
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

五
戒
を
根
本
と
す
る
も
の
で
す
。
五
戒
は
「
不
殺
生
・
不
偸
盗
・
不
邪

淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
」
か
ら
な
り
ま
す
が
、
前
の
四
つ
と
最
後
の
一

つ
は
少
し
性
格
が
異
な
り
ま
す
。
前
の
四
つ
は
他
者
を
大
事
に
す
る
、

自
分
を
含
め
他
者
も
大
事
に
す
る
、
命
を
奪
わ
な
い
と
か
、
盗
み
を
し

な
い
と
か
、
不
倫
を
し
な
い
と
か
、
嘘
を
つ
か
な
い
な
ど
で
、
す
べ
て

他
者
を
尊
重
し
た
慈
悲
の
心
を
示
す
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
第
五

番
目
の
不
飲
酒
戒
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
お
酒
を
飲
ま
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
口
あ
る
い
は
手
で
も
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

心
の
問
題
を
主
に
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
中
々
難
し
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
す
が
、
お
酒
を
飲
む
と
い
う
こ
と
は
最
初
か
ら
正
し
く
考
え
る
と

い
う
こ
と
を
智
慧
に
よ
っ
て
退
け
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
智
慧

の
戒
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
た
ち
の
生
活
に
お
い
て
大
事
な
こ
と
は
、
こ
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の
戒
と
い
う
部
分
で
あ
り
ま
す
。
特
に
五
戒
が
そ
れ
を
示
し
て
い
ま
す

が
、
こ
う
し
た
こ
と
が
こ
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
内
容

に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
ず
そ
の
戒
を
学
ぶ
、
つ
ぎ
に
心
を
静
か
に
さ
せ

る
、
ま
た
は
生
活
を
整
え
た
上
で
心
を
静
か
に
す
る
禅
定
を
学
ぶ
、
そ

し
て
、
今
度
は
心
を
静
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
智
慧
を
学
ぶ
、
と
い
う
も

の
で
す
。「
諸
悪
莫
作
・
諸
善
奉
行
・
自
浄
其
意
」
と
い
う
三
つ
は

「
戒
・
定
・
慧
」
の
い
わ
ゆ
る
三
学
が
示
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

あ
と
二
番
目
と
三
番
目
の
「
七
仏
通
誡
偈
」
も
、
基
本
的
に
は
智
慧

と
慈
悲
を
ど
う
し
て
も
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
り
わ
け
出
家
者

に
は
そ
れ
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
い
ず
れ
も
内
容
か
ら
し
ま
す
と
、「
戒
・
定
・
慧
」
と
い
う
大
事

な
実
践
が
主
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
ま
た
怠
け
の
心
が
無
い
よ
う
に
、
怠
け
ず
努
め
る
よ
う

に
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
が
、
仏
教
の
実
践
と
し
て
重
要
な
も

の
に
、
い
わ
ゆ
る
「
三
観
偈
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。

〈
無
常
観
〉

　
「
あ
ら
ゆ
る
行
は
無
常
な
り
」と　

sabbe saṅkhārā aniccā ti　
　

�

（
生
死
非
常
苦
）

　

智
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に　
　

yadā paññāya passati　
　

�

（
能
観
見
為
慧
）

　

か
れ
は
苦
を
厭
い
離
れ
る　
　
　

atha nibbindati dukkhe　
　

�

（
欲
離
一
切
苦
）

　

こ
れ
清
浄
に
い
た
る
道
な
り　
　

esa m
aggo visuddhiyā.　

　

�

（
行
道
一
切
除
）

〈
苦
観
〉

　
「
あ
ら
ゆ
る
行
は
苦
な
り
」と　
　

sabbe saṅkhārā duhkkhā ti　

�

（
知
衆
行
苦
）

　

智
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に　
　

yadā paññāya passati　
　

�

（
是
為
慧
見
）

　

か
れ
は
苦
を
厭
い
離
れ
る　
　
　

atha nibbindati dukkhe　
　

�

（
罷
厭
世
苦
）

　

こ
れ
清
浄
に
い
た
る
道
な
り　
　

esa m
aggo visuddhiyā.　

　

�

（
従
是
道
除
）

〈
無
我
観
〉

　
「
あ
ら
ゆ
る
法
は
無
我
な
り
」と　

sabbe dham
m

ā anattā ti　
　

�

（
衆
行
非
身
）

　

智
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に　
　

yadā paññāya passati　
　

�

（
是
為
慧
見
）

　

か
れ
は
苦
を
厭
い
離
れ
る　
　
　

atha nibbindati dukkhe　

�

　
（
罷
厭
世
苦
）
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こ
れ
清
浄
に
い
た
る
道
な
り　
　

esa m
aggo visuddhiyā.　

　

�

（
従
是
道
除
）

�

（『
法
句
』
第
277-

279
偈� D

hp. 277-279

）

　

仏
教
に
は
い
わ
ゆ
る
「
止
観
」
が
実
践
の
基
本
に
置
か
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
心
を
静
め
る
と
い
う
「
止
」（sam

atha

）
と
、
も
う
一
つ

静
か
な
心
の
中
で
正
し
く
考
え
て
い
く
と
い
う
「
観
」（vipassanā

）
と

か
ら
な
り
ま
す
。
こ
こ
は
正
し
く
観
る
と
い
う
観
法
に
三
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
で
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
行
は
無
常
で
あ
る
と
観
る
、

あ
ら
ゆ
る
行
は
苦
で
あ
る
と
観
る
、
あ
ら
ゆ
る
法
は
無
我
で
あ
る
と
観

る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　

最
初
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
あ
ら
ゆ
る
行
は
無
常
な
り
と
智
慧
を

も
っ
て
観
る
と
き
に
、
か
れ
は
苦
を
厭
い
離
れ
る
、
こ
れ
清
浄
に
い
た

る
道
な
り
」、
こ
う
い
う
無
常
観
を
説
い
た
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ど

ん
な
こ
と
も
私
た
ち
が
作
り
出
す
こ
と
は
無
常
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ

る
、
そ
れ
を
智
慧
で
も
っ
て
観
る
と
き
に
は
苦
が
消
え
る
、
と
い
う
も

の
で
す
。
そ
れ
は
、
清
浄
と
い
う
涅
槃
、
静
ま
り
に
至
る
道
で
あ
る
、

そ
の
「
道
」
と
い
う
の
は
正
し
く
観
る
智
慧
と
し
て
の
「
観
」
を
指
し

て
い
る
も
の
だ
と
い
う
内
容
で
あ
り
ま
す
。

　

二
番
目
の
「
あ
ら
ゆ
る
行
は
苦
で
あ
る
」
の
中
の
「
苦
」
と
い
う
の

は
大
変
理
解
が
む
ず
か
し
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
漢
字
で
書
か
れ
る
と

「
苦
し
い
」
と
い
う
ふ
う
に
取
っ
て
し
ま
い
ま
す
け
れ
ど
、「
苦
」
に
は

「
苦
し
い
」
と
い
う
一
つ
の
意
味
と
、
も
う
一
つ
は
「
不
安
定
」
と
か

「
空
し
い
」
と
い
う
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
は
後
の
方
で
取
ら
な

け
れ
ば
、
な
か
な
か
意
味
が
通
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
わ
た

し
た
ち
が
作
り
出
す
も
の
は
す
べ
て
不
安
定
な
も
の
、
空
し
い
も
の
、

空
虚
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
三
番
目
の
、「
あ
ら
ゆ
る
法
は
無
我
で
あ
る
」
と
い
う
部

分
は
、「
行
」
で
は
な
く
「
法
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。「
法
」
と
い
う

の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
作
り
出
す
も
の
す
べ
て
を
言
い
ま
す
が
、
そ
の

他
に
わ
た
し
た
ち
が
作
り
出
さ
な
い
も
の
、
涅
槃
と
い
っ
た
も
の
、
こ

れ
が
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
最
も
広
い
内
容
と
し
て
「
法
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
作
り
出
す
も
の

も
、
作
り
出
さ
な
い
も
の
も
全
部
そ
れ
は
無
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
我
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
に
「
無
常
・
空
・
無
我
」
と
い
う
「
三
相
」
を
観
る
、
こ
れ

が
仏
教
に
お
い
て
大
変
大
事
な
実
践
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
智
慧
の
た
め
の
実
践
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
仏
陀

の
最
期
の
言
葉
、
い
わ
ゆ
る
辞
世
の
句
と
さ
れ
る
短
い
言
葉
の
中
に
含

ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
い
わ
ば
仏
教
の
教
理
と
実
践
が
見
事
に
示
さ

れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
　

㈡
　
学
び

　

さ
て
、
今
度
は
「
仏
の
学
び
」
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
も
う
少
し
い
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え
ば
「
仏
教
の
学
び
」、「
仏
教
学
」
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
パ
ー
リ
仏
典
の
中
部
の

『
聖
求
経
』
と
い
う
お
経
の
中
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
知
ら
れ
ま
す
。

学
道

比
丘
た
ち
よ
、
そ
な
た
た
ち
が
集
ま
っ
た
場
合
に
、
二
つ
の
な
す

べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
〈
法
の
話
〉、
あ
る
い
は

〈
聖
な
る
沈
黙
〉
で
す
。

sannipatitānaṃ
 vo bhikkhave dvayaṃ

 karaṇīyaṃ
, dham

m
ī vā 

kathā ariyo vā tuṇhībhāvo.
�

（
中
部
第
26
『
聖
求
経
』M

. I. 161

）

　

こ
れ
は
釈
尊
が
若
い
頃
を
述
懐
さ
れ
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

出
家
の
弟
子
は
、
集
ま
り
、
話
を
す
る
な
ら
ば
必
ず“dham

m
ī-kathā”

と
い
う
法
に
関
す
る
話
を
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
黙
っ
て
い
る
場
合

に
は
、“ariya-tuṇhībhāva”

と
い
う
聖
な
る
沈
黙
、
つ
ま
り
坐
禅
・
瞑

想
と
い
う
沈
黙
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

要
す
る
に
、
法
の
話
を
す
る
か
、
各
自
で
坐
禅
を
す
る
か
の
ど
ち
ら
か

だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
に
説
か
れ
る
法
の
話
と
い
う
の
は
、
真
理
と
し
て
知
ら
れ
る

「
苦
・
集
・
滅
・
道
」
の
四
聖
諦
と
い
う
仏
教
の
根
幹
の
教
え
に
関
す

る
話
で
す
。
或
い
は
「
十
話
事
」（
後
述
）
が
あ
り
ま
す
。
十
種
類
の

話
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
は
自
己
（
五
蘊
）
の
生
・
滅
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
パ
ー
リ
仏
典
の
相
応
部
「
大

篇
」
の
『
無
益
話
経
』、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
『
畜
生
話
経
』
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
。「
畜
生
話
」
は“tiracchāna-kathā”

と
も
い
い
ま

す
が
、
世
間
の
無
駄
話
と
い
っ
た
、
あ
る
意
味
の
井
戸
端
会
議
の
よ
う

な
も
の
で
す
。
そ
の
お
経
の
中
で
、
お
釈
迦
さ
ま
は
無
駄
な
話
、
動
物

の
よ
う
な
智
慧
の
弱
い
も
の
の
話
を
さ
れ
た
後
、
そ
れ
に
対
し
て
、
意

義
の
あ
る
話
、
利
益
の
あ
る
話
を
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
こ
う
あ

り
ま
す
。

比
丘
た
ち
よ
、
そ
な
た
た
ち
が
話
す
場
合
、『
こ
れ
は
苦
で
あ
る
』

と
話
す
べ
き
で
す
。『
こ
れ
は
苦
の
生
起
で
あ
る
』
と
話
す
べ
き

で
す
。『
こ
れ
は
苦
の
滅
尽
で
あ
る
』
と
話
す
べ
き
で
す
。『
こ
れ

は
苦
の
滅
尽
に
い
た
る
行
道
で
あ
る
』
と
話
す
べ
き
で
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
中
で
は
苦
・
集
・
滅
・
道
に
つ
い
て
話
す
べ
き
だ
と

さ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
話
は
、
厭
離
の
た
め
、
離

貪
の
た
め
、
滅
尽
の
た
め
、
寂
滅
の
た
め
、
証
智
の
た
め
、
正
覚

の
た
め
、
涅
槃
の
た
め
に
な
る
か
ら
で
す
。

�

（
相
応
部
「
大
篇
」『
無
益
話
経
』S. V. 129

）
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そ
し
て
、
苦
・
集
・
滅
・
道
の
話
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
静

ま
り
に
役
立
つ
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
し
か
静
ま
り
と
い
う
も
の

が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る

に
四
聖
諦
、
或
い
は
四
諦
に
つ
い
て
話
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
滅
尽
、

涅
槃
に
資
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　

次
に
、
パ
ー
リ
仏
典
の
増
支
部
「
十
集
」
の
な
か
に
『
第
一
話
事

経
』
と
い
う
「
話
事
（
論
事
）」、
話
事
に
関
す
る
第
一
の
お
経
が
あ
り

ま
し
て
、
そ
こ
に
十
種
類
の
話
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

比
丘
た
ち
よ
、
十
の
話
事
が
あ
り
ま
す
。
十
と
は
何
か
。
少
欲
話
、

知
足
話
、
遠
離
話
、
不
交
際
話
、
精
進
努
力
話
、
戒
話
、
定
話
、

慧
話
、
解
脱
話
、
解
脱
智
見
話
で
す
。

�

（
増
支
部
「
十
集
」『
第
一
話
事
経
』A. V. 420

）

　

こ
れ
は
、
見
て
お
分
か
り
の
と
お
り
、
少
欲
や
知
足
、
戒
・
定
・
慧

の
話
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
話
は
、
い
わ
ゆ
る
三
蔵
に
ま
と
め
ら
れ

ま
す
。
三
蔵
を
学
ぶ
道
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
言
葉
と
か
、

知
識
と
か
、
自
他
と
か
、
相
対
と
か
、
功
徳
の
世
界
と
か
の
領
域
に
あ

る
も
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
三
蔵
法
師
と
い
う
言
葉
が
知
ら
れ
ま
す
が
、

三
蔵
法
師
の
世
界
に
関
わ
る
も
の
と
も
い
え
ま
す
。
そ
れ
は
次
の
よ
う

な
も
の
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。

三
蔵
の
道　
　

言
葉
、
知
識
、
自
他
、
相
対
、
功
徳
の
世
界

「
律
蔵
」（V

inayapiṭaka

）
…

　

随
犯
の
教
説　
　

防
護
不
防
護
の
話　

命
令
の
説
示

「
経
蔵
」（Suttantapiṭaka

）
…

　

相
応
の
教
説　
　

邪
見
離
脱
の
話　
　

慣
用
の
説
示

「
論
蔵
」（A

bhidham
m

apiṭaka

）
…

　

如
法
の
教
説　
　

名
色
識
別
の
話　
　

勝
義
の
説
示

　

こ
の
よ
う
に
法
の
学
び
と
い
う
の
は
、
三
蔵
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
正
し
い
法
を
構
成
す
る
、「
教
・
行
・
証
」、『
教
行

信
証
』
の
「
信
」
が
含
ま
れ
な
い
「
教
・
行
・
証
」
と
い
う
基
本
の
正

法
を
示
す
言
葉
が
あ
り
、
こ
の
中
の
最
初
の
教
え
と
い
う
「
教
」
に
当

た
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
「
教
」
と
い
う
の
は
「
九
分
教
」

の
教
で
あ
り
ま
し
て
、
聖
典
と
か
三
蔵
と
い
う
内
容
を
も
つ
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
釈
尊
は
先
ほ
ど
の
と
お
り
各
自
に

聖
な
る
沈
黙
に
励
む
よ
う
に
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
坐
禅
に
励

み
な
さ
い
、
戒
・
定
・
慧
の
三
学
に
勤
し
み
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
三
学
に
つ
き
ま
し
て
は
、
パ
ー
リ
仏
典
・
長
部
の
『
大
般

涅
槃
経
』
と
い
う
、
お
釈
迦
さ
ま
の
晩
年
一
年
間
の
旅
の
記
録
、
旅
と

い
い
ま
し
て
も
説
法
の
記
録
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
『
大
般
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〇

涅
槃
経
』
に
次
の
よ
う
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。

戒
と
は
以
上
の
と
お
り
で
す
。
定
と
は
以
上
の
と
お
り
で
す
。
慧

と
は
以
上
の
と
お
り
で
す
。
戒
を
充
分
に
修
し
た
定
は
大
き
な
果

報
が
り
、
大
き
な
功
徳
が
あ
り
ま
す
。
定
を
充
分
に
修
し
た
慧
は

大
き
な
果
報
が
あ
り
、
大
き
な
功
徳
が
あ
り
ま
す
。
慧
を
充
分
に

修
し
た
心
は
、
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
か
ら
、
す
な
わ
ち
欲
の
煩
悩
か

ら
、
生
存
の
煩
悩
か
ら
、
無
明
の
煩
悩
か
ら
正
し
く
解
脱
し
ま
す
。

�

（
長
部
第
16
『
大
般
涅
槃
経
』D

. II. 81

）

　

こ
こ
で
は
戒
と
は
何
か
、
定
と
は
何
か
、
慧
と
は
何
か
、
と
い
う
こ

と
は
具
体
的
に
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
前
後
に
そ
れ
が
非
常
に

詳
し
く
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
三
学
と
い
う
名
前
は

示
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
内
容
は
丁
寧
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ま
と
め
ま
す
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

三
学
の
道
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
が
、
沈
黙
、
智
慧
、
自
己
、

絶
対
、
涅
槃
の
世
界
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

三
学
の
道　
　

沈
黙
、
智
慧
、
自
己
、
絶
対
、
涅
槃
の
世
界

「
戒
」（sīla

）
…

　

増
上
戒
学
（adhisīlasikkhā

）�

違
犯
の
捨
断

　

離
（virati

）�

正
語
・
正
業
・
正
命�

→
別
解
脱

「
定
」（sam

ādhi

）
…

　

増
上
心
学
（adhicittasikkhā

）�

顕
在
煩
悩
の
捨
断

　

止
（sam

atha

）�

正
精
進
・
正
念
・
正
定
（
四
禅
）�

→
心
解
脱

「
慧
」（paññā

）
…

　

増
上
慧
学
（adhipaññāsikkhā

）�

随
眠
煩
悩
の
捨
断

　

観
（vipassanā

）�

正
見
（
智
慧
）・
正
思
（
慈
悲
）�

→
慧
解
脱

　

戒
と
い
う
の
は
、
増
上
戒
学
（adhisīlasikkhā

）、
勝
れ
た
戒
学
と
い

わ
れ
ま
す
。
戒
の
学
び
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
全
体
と
し
て
は
違
犯
の

捨
断
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
離
（virati

）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、

悪
・
不
善
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
八

正
道
の
「
正
語
・
正
業
・
正
命
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
戒
は
全

体
と
し
て
は
別
解
脱
律
儀
、
戒
本
と
い
う“pātim

okkha”

と
い
う
も
の

に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
出
家
者
に
大
事
で
す
。

　

定
と
い
う
禅
定
、
静
か
な
心
を
得
る
と
い
う
の
は
、
増
上
心
学

（adhicittasikkhā

）、
勝
れ
た
心
を
用
い
る
、
あ
る
い
は
作
る
、
そ
う
い

う
学
び
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
顕
在
煩
悩
の
捨
断
が
あ
り
、

わ
た
し
た
ち
の
眼
に
見
え
る
よ
う
な
煩
悩
が
捨
断
さ
れ
ま
す
。
要
す
る

に
腹
が
立
っ
た
り
、
怒
っ
た
り
す
る
、
そ
の
時
に
坐
禅
・
瞑
想
す
れ
ば
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即
ち
静
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
も
の
を
主
と
し
て
い
る
学

び
が
止
（sam

atha

）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
完
成

し
た
も
の
を
定
と
い
い
ま
す
。
八
正
道
で
い
え
ば
「
正
精
進
・
正
念
・

正
定
（
四
禅
）」
に
あ
た
る
も
の
で
、
心
解
脱
と
い
わ
れ
る
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。

　

慧
と
い
う
の
は
勝
れ
た
慧
の
学
び
で
す
が
、
こ
の
増
上
慧
学
（adhi-

paññāsikkhā

）
は
眼
に
見
え
な
い
、
ま
だ
眠
っ
て
い
る
よ
う
な
随
眠
の

捨
断
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
特
に
観
（vipassanā

）
と
い

う
実
践
に
よ
っ
て
完
成
す
る
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
見
ま
し
た
よ
う
な
自

己
（
五
蘊
）
の
無
常
・
無
我
を
正
し
く
観
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
観
」
と

い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
八
正
道
の
「
正
見
（
智
慧
）・

正
思
（
慈
悲
）」
と
い
う
部
分
に
あ
た
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
正
見
・

正
思
は
わ
た
し
た
ち
の
智
慧
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
と
て
も
大

事
な
の
で
す
が
、
と
り
わ
け
「
正
見
」
は
智
慧
そ
の
も
の
、
四
聖
諦
と

か
縁
起
の
観
法
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
正
思
」（
正
思
惟
）

は
他
者
を
害
さ
な
い
と
い
う
、
他
者
を
傷
つ
け
な
い
と
い
う
考
え
を
い

う
も
の
で
、
慈
悲
の
心
を
そ
な
え
た
智
慧
と
い
う
も
の
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
八
正
道
の
正
見
・
正
思
と
い
う
智
慧
の
部
分
は
、
智
慧
と
慈

悲
の
二
つ
か
ら
な
っ
て
お
り
、
特
に
全
体
と
し
て
い
え
ば
正
見
か
ら
な

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
慧
解
脱
と
い
う
も
の
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

　

戒
は
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
、
仏
教
の
生
活
す
る
上
で
の
戒
め
と

な
る
も
の
で
す
し
、
人
間
と
し
て
は
必
ず
そ
な
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
柄
、
智
慧
と
慈
悲
の
心
を
説
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
特
に
、

戒
は
五
戒
が
大
事
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
が
、

最
後
の
智
慧
の
戒
を
示
す
不
飲
酒
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
守
る
こ

と
は
難
し
い
も
の
で
す
。
特
に
わ
が
国
の
仏
教
者
に
は
頭
の
痛
い
話
し

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
飲
酒
と
は
最
初
か
ら
智
慧
を
放
棄
す
る
、
そ
の
こ

と
を
宣
言
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
仏
教
と
相
対
立
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
不
飲
酒
戒
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
三
学
に
関
わ
る
大
事
な
実
践
と
し
て
、「
四
梵
住
」
と
い

う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
定
の
中
に
入
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
心
を
静

め
る
と
い
う
実
践
に
入
る
も
の
で
、
と
り
わ
け
慈
悲
の
実
践
に
な
り
ま

す
。「
慈
・
悲
・
喜
・
捨
」
と
い
う
ご
承
知
の
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。

静
か
に
心
を
調
え
て
、
誰
も
が
幸
福
で
あ
る
よ
う
に
、
誰
も
が
苦
し
み

が
な
く
な
る
よ
う
に
、
誰
も
が
喜
ぶ
よ
う
に
と
願
う
非
常
に
大
事
な
実

践
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
さ
ら
に
大
事
な
の
は
、
そ
の
最
後
に
あ

り
ま
す
「
捨
」
と
い
う
実
践
で
す
。“upekkhā”

と
い
い
、
観
察
す
る

こ
と
が
原
意
で
す
が
、
無
常
と
い
う
道
理
を
よ
く
観
察
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
慈
・
悲
・
喜
」
と
い
う
三
つ
の
大
事
な
心
を
他
者

に
向
け
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
他
者
の
話
に
な
り
ま
す

が
、
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
自
分
を
よ
く
観
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
捨
」
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
法
を
観
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
諸
行
の
無
常
、
諸
法
の
無
我
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
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そ
の
中
で
無
量
の
実
践
を
す
る
、
無
量
の
慈
悲
喜
捨
、
無
欲
の
心
を
向

け
て
い
く
と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
四
梵
住
の
実

践
も
心
を
静
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
大
事
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
今
度
は
、
名
前
に
「
念
」
と
い
う
言
葉
が
入

り
ま
す
が
、「
四
念
処
」
と
い
う
実
践
が
あ
り
ま
す
。「
身
・
受
・
心
・

法
」
と
い
い
ま
し
て
、
ま
ず
自
分
の
身
体
、
自
分
の
感
覚
・
感
受
、
自

分
の
心
、
と
い
う
も
の
を
念
じ
、
観
る
。
そ
れ
は
何
が
何
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
観
て
い
く
、
す
べ
て
無
常
の
も
の
で
あ
る
と
観
て
い
く
の

で
す
。
そ
し
て
最
後
に
法
と
い
う
も
の
を
観
て
い
く
。
法
と
い
う
の
は

あ
ら
ゆ
る
も
の
、
先
ほ
ど
も
ご
紹
介
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
四

聖
諦
の
内
容
も
全
部
こ
こ
に
入
り
ま
す
。
こ
れ
は
最
初
の
三
つ
「
身
・

受
・
心
」
と
は
す
こ
し
趣
き
が
違
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
心

を
静
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
同
時
に
心
を
静
め
て
か
ら
正
し
く
観
察
す

る
と
い
う
「
観
」
の
実
践
が
入
る
も
の
、
こ
れ
が
「
四
念
処
」
と
い
う

も
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
定
」
の
部
分
に
入
り
ま
す
が
、「
慧
」
の
方

の
智
慧
が
主
と
な
っ
た
実
践
、
こ
れ
が
四
念
処
で
あ
り
、
こ
れ
も
わ
た

し
た
ち
は
ど
う
し
て
も
理
解
し
、
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
憂
い
や
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
、
涅
槃
・
静
ま
り
へ
向

か
っ
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
実
践
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　

㈢
　
覚
り

　

こ
れ
ま
で
簡
単
に
仏
の
教
え
や
学
び
で
あ
る
「
行
」
を
見
て
き
ま
し

た
が
、
こ
こ
で
「
証
」（paṭivedha

）、
覚
り
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
見

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
難
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
パ
ー
リ

仏
典
の
小
部
に
『
大
義
釈
』
と
い
う
お
経
、
お
経
と
い
っ
て
も
「
論
」

に
近
い
内
容
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、「
仏
と
は
諸
諦
を
覚

る
お
方
、
つ
ま
り
四
聖
諦
（
苦
・
集
・
滅
・
道
）
を
覚
る
お
方
で
あ
り
、

人
々
を
覚
ら
せ
る
お
方
で
あ
る
か
ら
仏
で
あ
る
」
と
い
う
「
仏
」
の
意

味
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
お
方
は
智
慧
の
お
方
、
智
慧
を
そ
な
え
た

お
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
他
者
に
智
慧
を
差
し
伸
べ

る
慈
悲
の
お
方
、
そ
れ
は
仏
が
自
ら
智
慧
を
得
て
他
者
に
智
慧
を
授
け

る
お
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
仏
教
が
智
慧
の
宗
教

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
智
慧
と
慈
悲
と
い
う

こ
と
が
常
に
仏
教
に
対
し
て
い
わ
れ
ま
す
が
、
慈
悲
と
い
う
も
の
の
究

極
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
智
慧
を
他
の
者
に
与
え
る
、
他
の
者
に
授

け
る
、
他
の
者
に
示
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
智
慧
こ
そ
が
各
自
の
悩
み

や
苦
し
み
を
解
決
す
る
も
の
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
同
時
に
、
誰

に
も
智
慧
と
い
う
も
の
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
仏
教
は
、
他
者
に
対
し
て
ま
た
、
そ
の
智
慧
に
よ
っ
て
慈
悲

心
を
示
す
こ
と
を
教
え
る
宗
教
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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そ
の
よ
う
な
智
慧
を
示
す
、
と
く
に
最
初
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ

て
い
る
も
の
が
『
法
句
経
』
の
第
一
五
四
偈
で
す
。
こ
れ
は
伝
統
の
仏

教
に
お
い
て
は
ブ
ッ
ダ
の
最
初
の
言
葉
、
あ
る
い
は
成
道
の
時
の
言
葉

と
さ
れ
る
も
の
で
す
。

家
の
作
者
よ
、
お
前
は
見
ら
れ
た　

二
度
と
家
を
作
り
得
ず

お
前
の
垂た
る

木き

は
す
べ
て
折
れ　
　
　

棟
木
も
破
壊
さ
れ
て
い
る

心
は
す
で
に
無む

作さ

に
至
り　
　
　
　

渇
愛
の
滅
に
到
達
す

�

（『
法
句
』
第
154
偈D

hp. 154

）

　

こ
の
前
の
句
（
第
一
五
三
偈
）
で
は
「
私
は
智
慧
が
無
い
と
き
に
は

輪
廻
を
さ
迷
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
行
（
苦
）
は
生
じ
て
は
滅
し
、
生

じ
て
は
滅
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い

う
の
で
す
。

　

こ
こ
で
「
家
」
と
い
う
も
の
は
一
体
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は

五
蘊
、
私
た
ち
の
身
体
と
心
、
自
分
自
身
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
か

ら
「
作
者
」
と
は
、
そ
れ
は
渇
愛
、
欲
望
、
つ
ま
り
欲
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
で
は
、
私
た
ち
は
欲
か
ら
な
っ
て
い
る
と
み
ま
す
。
そ
れ
を
五
蘊

と
し
て
見
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。「
垂
木
」
と
い
う
の
は
諸
々
の
煩
悩

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
棟
木
」
と
い
う
の
は
中
心
に
な
る

木
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
無
明
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
智
慧

に
よ
っ
て
観
ら
れ
て
い
る
、
見
通
さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
見
破

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
心
は
常
に
「
無
作
」、

作
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
申
し
ま

し
た
「
愛
・
慢
・
見
」
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
作
る
こ
と
が
な
い
。

渇
愛
の
滅
に
到
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
阿
羅
漢
果
と
い
う
も
の
で
し
ょ

う
か
、
静
ま
り
の
結
果
を
得
た
も
の
、
と
い
う
内
容
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
次
に
律
蔵
に
「
大
篇
」
と
い
う
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

こ
に
知
ら
れ
る
「
覚
り
の
偈
」
と
い
う
も
の
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
ひ
た
す
ら
禅
定
す
る
バ
ラ
モ
ン
に�

実
に
諸
法
が
明
ら
か
と
な
る

そ
の
時
す
べ
て
の
疑
惑
は
消
え
る�

因
の
あ
る
法
を
知
る
ゆ
え
に
」

「
ひ
た
す
ら
禅
定
す
る
バ
ラ
モ
ン
に�

実
に
諸
法
が
明
ら
か
と
な
る

そ
の
時
す
べ
て
の
疑
惑
は
消
え
る�

諸
縁
の
滅
尽
を
知
っ
た
ゆ
え
に
」

「
ひ
た
す
ら
禅
定
す
る
バ
ラ
モ
ン
に�

実
に
諸
法
が
明
ら
か
と
な
る

そ
の
時
か
れ
は
魔
軍
を
破
り
立
つ�

太
陽
が
空
を
照
ら
す
よ
う
に
」

�

（
律
蔵
「
大
篇
」Vin. I. 2

）

　

こ
れ
は
一
つ
の
譬
喩
で
、「
八
正
道
」（
中
道
）
の
実
践
に
よ
っ
て
す

べ
て
が
整
っ
た
と
い
う
内
容
で
す
。
基
本
的
に
は
「
縁
起
」
と
い
う
も

の
が
知
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
内
容
か
ら
す
る
と
、「
四
聖
諦
」
と
い
う
も
の
が
す
べ
て
わ

か
っ
た
、
特
に
道
諦
と
い
う
も
の
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
さ
れ

た
も
の
と
理
解
さ
れ
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
パ
ー
リ
仏
典
の
長
部
経
典
の
『
沙
門
果
経
』
で
は
、
弟
子

の
覚
り
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
知
り
、
こ
の
よ
う
に
見
る
か
れ
に
は
、
欲
の
煩
悩
か

ら
も
心
が
解
脱
し
、
生
存
の
煩
悩
か
ら
も
心
が
解
脱
し
、
無
明
の

煩
悩
か
ら
も
心
が
解
脱
し
ま
す
。
解
脱
し
た
と
き
に
は
、
解
脱
し

た
と
い
う
智
が
生
じ
ま
す
。『
生
ま
れ
尽
き
た
。
梵
行
は
完
成
さ

れ
た
。
な
す
べ
き
こ
と
は
な
さ
れ
た
。
も
は
や
こ
の
状
態
の
他
に

は
な
い
』
と
知
り
ま
す
。

�

（
長
部
第
2
『
沙
門
果
経
』D

. II. 84

）

　

こ
れ
は
、
い
わ
ば
阿
羅
漢
の
心
境
を
示
す
も
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と

が
見
通
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
覚
り
と
は
何
か
と

い
い
ま
す
と
、
あ
ら
ゆ
る
形
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
ま
か
に
い
え

ば
二
つ
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
つ
は
、
坐
禅
な
ど
に
よ
っ
て

そ
の
時
の
み
の
静
ま
り
を
得
る
一
時
的
な
「
時
の
解
脱
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
坐
禅
か
ら
出
る
と
普
通
に
戻
り
ま
す
か
ら
一

時
的
な
解
脱
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
時
間
を
取
ら

な
い
で
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
見
る
こ
と
が
で

き
る
「
不
時
の
解
脱
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
智
慧
に
よ

る
解
脱
で
あ
り
ま
す
。
智
慧
が
そ
な
わ
れ
ば
私
た
ち
は
迷
う
こ
と
が
な

い
わ
け
で
す
か
ら
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
そ
の
智
慧
を
も
っ
て
す
べ
て

に
対
処
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
ど
ん
な
大
震
災
が
あ

ろ
う
と
も
、
個
々
の
大
問
題
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
自
分
の
中
で
覚

悟
が
で
き
る
、
ま
さ
に
覚
る
と
言
い
ま
す
か
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
不
時
の
解
脱
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
を
数
え
た
り

し
な
い
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
解
脱
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
智
慧
に
よ
っ
て
、
心
に
よ
っ
て
、

自
分
の
中
に
静
ま
り
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
大
乗
仏
典
と
言
わ
れ
る
も
の
に
は
た
く
さ
ん
の
優
れ
た
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
特
に
よ
く
紹
介
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

言
葉
が
『
金
剛
般
若
経
』
の
中
に
あ
り
ま
す
。

〈
諸
法
皆
空
〉

如
来
は
、
世
界
は
世
界
に
あ
ら
ず
と
説
き
、
こ
れ
を
世
界
と
名
づ

け
た
り
。

�

（『
金
剛
般
若
経
』）

　

如
来
に
よ
れ
ば
、
諸
法
の
世
界
は
実
相
の
世
界
で
は
な
い
、
こ
れ
を

世
界
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
見
る
世
界

は
欲
の
世
界
で
あ
り
ま
す
が
、
仏
は
こ
こ
に
真
実
の
世
界
を
見
る
わ
け

で
す
。
で
す
か
ら
、
世
界
で
あ
っ
て
世
界
で
な
い
、
と
い
う
言
葉
が
説

か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
如
来
は
「
観
る
」「
知
る
」「
悟

る
」
と
い
う
こ
と
を
な
さ
る
お
方
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
『
法
華
経
』
の
方
便
品
に
は
、
次
の
よ
う
な
有
名
な
言
葉

が
あ
り
ま
す
。

〈
諸
法
実
相
〉

仏
の
成
就
せ
る
所
は
第
一
の
希
有
な
る
難
解
の
法
に
し
て
、
た
だ

仏
と
仏
と
の
み
、
す
な
わ
ち
よ
く
諸
法
の
実
相
を
究
め
尽
く
せ
り
。

�

（『
法
華
経
』
方
便
品
）

　

仏
の
法
と
い
う
の
は
仏
と
仏
、
つ
ま
り
無
欲
の
者
と
無
欲
の
者
、
そ

の
間
で
の
み
解
り
、
覚
り
、
語
り
合
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
欲
の
あ
る
者
は
無
欲
の
者
の
こ
と
を
何
も
わ
か
ら
な
い

の
で
す
ね
。
わ
た
し
た
ち
は
迷
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
迷
わ
な
い
者
の
こ

と
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と

は
、
仏
で
な
け
れ
ば
、
お
互
い
が
仏
で
な
け
れ
ば
理
解
し
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
旨
は
先
ほ
ど
の
『
金
剛
般
若
経
』
と
全

く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』「
現
成
公
案
」
の
巻
の
冒
頭
の

言
葉
を
み
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。

〈
現
成
公
案
〉

諸
法
の
仏
法
な
る
時
節
、
す
な
は
ち
迷
悟
あ
り
、
修
行
あ
り
、
生

あ
り
、
死
あ
り
、
諸
仏
あ
り
、
衆
生
あ
り
。
万
法
と
も
に
わ
れ
に

あ
ら
ざ
る
時
節
、
ま
ど
ひ
な
く
さ
と
り
な
く
、
諸
仏
な
く
衆
生
な

く
、
生
な
く
滅
な
し
。
仏
道
も
と
よ
り
豊
倹
よ
り
跳
出
せ
る
ゆ
ゑ

に
、
生
滅
あ
り
、
迷
悟
あ
り
、
生
仏
あ
り

�

（『
正
法
眼
蔵
』
現
成
公
案
）

　

す
べ
て
、
現
成
公
案
、
す
な
わ
ち
坐
禅
を
説
か
れ
た
言
葉
で
ご
ざ
い

ま
す
。
す
こ
し
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
諸
法
が
仏
法
、
実
相
で
あ
る

と
き
は
迷
悟
が
あ
る
、
修
行
が
あ
る
、
生
死
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
ま
た
万
法
、
諸
法
が
我
で
な
い
、
実
相
で
あ
る
と
き
は
諸
仏
は
な

い
、
衆
生
は
な
い
、
つ
ま
り
諸
法
が
実
相
で
あ
る
と
き
に
は
、
ど
こ
ま

で
も
あ
る
、
ど
こ
ま
で
も
な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
、

仏
法
は
ど
こ
ま
で
も
豊
倹
よ
り
跳
出
し
、
い
わ
ゆ
る
有
無
と
い
う
こ
と

を
超
え
て
い
ま
す
か
ら
、
生
滅
が
あ
り
、
迷
悟
が
あ
り
、
生
仏
と
い
う
、

つ
ま
り
衆
生
も
あ
り
、
仏
も
あ
り
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
諸

法
は
実
相
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

道
元
禅
師
は
ま
た
「
弁
道
話
」
の
巻
で
も
、「
仏
法
に
は
こ
れ
一
法

な
り
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
主
旨
は
先
の
仏
典
と
変
わ
る

と
こ
ろ
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
道
元
禅
師
の
場
合
に
は
坐
禅
か
ら
こ
の

よ
う
な
言
葉
、
或
い
は
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
ら
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
非
常
に
難
し
い
で
す
が
、
坐
禅
を
す
れ
ば
、
す
ん
な
り
入
っ
て

く
る
内
容
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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以
上
、
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
教
え
と
は
何
か
、
学
び
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
を
み
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
と
め
は
以
下
の
よ
う
な
言

葉
で
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

仏
の
教
え
は
美
し
い　
　

仏
の
学
び
は
麗
し
い

　
　
　
　
　

無
文
字
の
経　
　

有
文
字
の
禅

　
　
　
　
　
　

諸
法
実
相　
　

現
成
公
案

　
　
　
　
　
　
　

教
不
教　
　

学
不
学

　
　
　
　
　
　
　
　

��

聖
な
る
沈
黙

　

仏
の
世
界
は
ど
こ
ま
で
も
静
か
で
あ
り
ま
す
し
、
ど
こ
ま
で
も
清
ら

か
で
す
。
そ
れ
は
智
慧
と
慈
悲
に
満
ち
て
お
り
、
常
に
調
和
が
保
た
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ど
の
教
え
、
ど
の
お
経
を

と
っ
て
み
て
も
、
ま
た
坐
禅
を
し
て
み
て
も
、
ま
っ
た
く
の
静
ま
り
が

あ
る
、
ま
っ
た
く
の
調
和
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。
こ
う
し
た
道
を
こ
れ
か
ら
も
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
し
、
ど
な
た
に
も
こ
の
道
を
歩
ん
で
頂
き
た
い
と
願
っ
て
お
り

ま
す
。

　

最
後
の
講
義
に
よ
り
、
皆
様
の
お
耳
を
汚
し
ま
し
た
こ
と
を
お
赦
し

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
終
）


