
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第

一
号

平
成
十

一
年
十
二
月

尚

お

忘

れ

難

き

事

あ

り

―

道
元
の
帰
依
と
救
済
―

石

井

修

道

本
論
文

の
タ
イ
ト
ル
は
、
『永
平
広
録
』
巻
十

「偶
頒
」
の
中
の

「閑

居

の
時
」

と
題
す
る
六
首
の
内

の
第
五
首
で
あ
る

「生
死
可
レ憐
休
又

起
、
迷
途
覚
路
夢
中
行
。
錐
レ然
尚
有
二難
レ忘
事

一、
深
草
閑
居
夜
雨
声
」

の
転
句

の
語

で
あ
る
。
閑
居
と
は
、
道
元

(
一
二
〇
〇
1
五
三
)
が
、
三

一
か
ら
三
三
歳

の
深
草
安
養
院
に
留
ま

っ
て
い
た
時

の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
遺
跡
は
本
学
会
が
行
わ
れ
た
龍
谷
大
学

の
深
草
学
舎
よ
り
程
近
い

と
こ
ろ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
偶

の
制
作
場
所
に
つ
い
て
は

従
来
よ
り
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
偶

の
意
味
も
正
し
く
理

解
さ
れ
ず

に
い
た
が
、
鏡
島
元
隆
著

『道
元
禅
師
』
(春
秋
社
、

一
九
九

七
年
九
月
二
十
五
日
)
に
よ
り
解
明
さ
れ
た
。
そ
の
経
過
を
略
述
す
る
と

次

の
よ
う

で
あ
る
。
ま
ず
、
鏡
島
氏
は
こ
の

一
首
を
卍
山
本

で
取
り
上

　ユ
　

げ

ら

れ

て

趣
意

を

述

べ
ら

れ

る
。

『
永
平

広
録
』

(巻
十
)

「偶
頒
」
の
中

に

「閑
居

の
偶
」
と
題

す

る
六
首

の
偶

頒
が
あ

る
が
、

そ

の
中

に
次

の

一
偶

が
あ
る
。

生
死
憐

れ
む

べ
し
、
雲

の
変
更
。

迷
途
覚
路
、

夢
中
に
行
く
。

唯
だ

一
事
を
留

め
、
醒

め
て
な

お
記
す
。

深
草

の
閑
居
、
夜
雨

の
声
。

(卍
山
本
)

右

の
偶

は
よ
く
知

ら
れ

て
い
る
卍
山
本

に
よ

っ
た

の
で
、
門
鶴
本

『広

録
』
は

こ
れ
と
字

句

の
上

に
異

同
が
あ
る
が
、
趣
意

に
異

な
る
も

の
は
な

い
。
そ

の

意
味

は
、

大
要
次

の
よ
う

で
あ
ろ
う
。

生

ま
れ
死
し
、
生

ま
れ
死
す
る
人
間
世
界

は
、
雲

が
起

こ
り
、
ま
た
消
え

て
ゆ
く
よ
う

に
は
か
な
く
、
ま
た
憐
れ

で
あ

る
。

こ
の
生
死

の
世
界

に
あ

っ
て
は
、
迷

い
と

い
う
も
、
悟

り
と

い
う
も
、
夢

の
ま
た
夢

の
中

の
こ
と
で
は
な

い
か
。

と

は
い
え
、
わ
た
し

に
は
、
忘

れ
よ
う

と
し

て
い
ま

な
お
忘

れ
え

な

い

一

事
が
あ

る
。

京

は
深
草

の

一
庵

に
佗
び
住

ま

い
し
、

し
と

し
と
降

る
夜

の
雨

の
音

を
聞

き
な

が
ら
も
。

(同
書

ー
二
二
～
三
頁
)

鏡

島

氏

は

、

こ

の

一
首

の
転

句

が
問

題

だ

と

し

、

面

山

瑞

方

(
一
六

八

三
1

一
七
六
九
)

の

『
永

平

広

録

』

の
注

釈

書

と
伝

え

る

『
永

平

広

録

註

』

(
『
山
註

』
と
略
称

す
)

で

い
う

越

前

作

説

は
誤

り

で
あ

つ

て
、

そ

の

解

釈

に
従

う

近

代

研

究

者

の
説

を
批

判

さ

れ

る
。
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問
題

は
、

こ
の
偶

の
転
句
、

「唯

留

二

事

}醒
猶
記
」
(門
鶴
本

は

「錐
レ
然
尚

有
二難

レ忘
事

」
)
と

い
う

「
一
事
」
と

は
何

か
、
「忘
れ
難
き
事
」
と

は
何

か
、

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

面
山

の

『
山
註
』

を
み

る
と
、

「此

の
前
、
深
草

に
閑
居

し
て
居

る
時
分

、

夜
雨

の
を
と
つ

る
音

を
聞

い
て
有

っ
た

が
、
其

の
夜

雨

の
音

ば
か
り

が
、
今

に
忘
れ
も
や

ら
で
、
猶

ほ
記

し
て
覚
え

て
を
る
ぞ
と
也
。

い
さ
ぎ

よ
き
道

人

の
閑
居

の
平
生

だ
ぞ
。
此

の
頒
、
越
前

で

の
作
な
ら
ん
ぞ
」
ど
註
し
、

こ
れ

を

「深
草
閑

居

の
偶

」
と

す
る

の
は
、
入
越
後

の
詩
偶

の
混
入
と
解

し

て
い
る
。

こ
の

『
山
註

』

の
解
釈

に
従
う
人

が
多

い
が
、

こ
の
解

釈

の
難
点

は
、
門

鶴
本

に
せ
よ
卍
山
本

に
せ
よ
、

い
ず

れ
も

こ
の
偶

は

「閑
居

の
偶
」

と
題

し

て
深
草
時

代

の
作

で
あ

る

こ
と
を
明

記
し

て
い
る
の
に
、

こ
れ
を
越
前

の
作

に
移

し
て
理
解

し

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。
深
草
時
代

の
作

で
あ
れ
ば
、

こ
の

「
一
事

」
が
深
草
時
代

の
夜
雨

の
音

で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
は

い
う
ま

で
も
な

く
、

こ
れ
を
越
前

の
作

に
移

し
た

の
は
、
面
山

が
こ
の

コ

事
」

を
理
解

で

き
な
か

っ
た

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

(同
書
-
二
四
～
五
頁
)

さ

ら

に
、

鏡

島

氏

は
、

こ

の
面

山

が

理

解

で
き

な

か

っ
た

「
一
事

」

に

つ

い
て
、

『
辮

道

話

』

の

一
文

と

共

通

す

る

こ
と

を

指

摘

し
、

実

は

問

題

に
さ

れ

る

『辮

道

話

』

の

一
文

が

、

ま

た
、

多

く

誤
解

さ

れ

て

い

る

と
批

判

さ

れ

る
。

で
は
、

こ

の

「
一
事
」
と

は
何
か
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で

「閑
居

の
偶
」
と

し

て
、

深
草
時

代

の
作
と
理
解

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
が
、

こ
れ
に

つ
い
て
直

ち
に
想
起

さ
れ
る

の
は
、

同
じ
深
草
時
代

の
寛

喜
三
年

(
一
二
三

一
)

に
作

ら
れ
た

『正
法
眼
蔵

・
辮

道
話
』

の
次

の

一
文

で
あ

る
。

そ
れ

よ
り

の
ち
、
大
宋
紹
定

の
は
じ

め
、
本

郷
に
か

へ
り
し
、
す
な

は
ち

弘
法
救
生
を
お
も
ひ
と
せ
り
、
な

ほ
重
担
を

か
た
に
お
け
る
が
ご
と

し
。
し

か
あ

る
に
、
弘
通

の
こ
こ
ろ
を
放
下

せ
ん
激
揚

の
と
き
を
ま

つ
ゆ
え

に
、
し

ば

ら
く
雲
遊

薄
寄

し

て
、

ま
さ

に
先

哲

の
風
を

き

こ
え
ん
と

す
。

(
〈全

集
〉
②

四
六

一
頁

)

「閑

居

の
偶
」

を
、

こ
の

『
辮
道

話
』

の

一
文

に
照
応

さ
せ
る
と
き
、

こ
の

「
一
事
」

と
は
、

「弘
法
救
生

を
お
も

ひ
と
せ
り
、
な

ほ
重
担
を

か
た

に
お
け

る
が
ご
と

し
」
と

い
う
、

「弘
法
救
生
」

の
思

い
で
あ
る
ほ
か
は
な

い
。

『辮
道
話
』
は

こ
れ

に
続

い
て
、
「
し
か
あ
る
に
、
弘
通

の
こ
こ
ろ
を
放

下
せ
ん

激
揚

の
と
き
を
ま

つ
ゆ
え
に
、
し
ぼ

ら
く
雲
遊
薄
寄

し
て
、

ま
さ
に
先
哲

の

風

を
き

こ
え
ん
と
す
」
と
述

べ
て

い
る
が
、
『
辮
道
話
』
の
こ
の
文

は
、
通
例
、

「
し
か
し
今
や
、
そ

の
心

(鏡
島
註
、
弘
法
救

生

の
心
)
を
捨

て
て
し
ま

お
う

(傍

点
鏡

島
)
、
そ
し

て
弘
法

の
興

る
と
き
を
待

ち
た

い

(玉
城
康

四
郎
氏
編

『
日
本

の
名
著
7

・
道
元
』

〈中
央

公
論
社
、

一
九
八
三
年

一
〇
月
〉

一
〇
〇

頁

)
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ

は

「
弘
法

の
こ
こ
ろ
を
放
下
せ
ん
、
激
揚

の
と

き
を
ま

つ
ゆ
え
に
」
と
読

ん

で
、
「激

揚

の
と
き
を
ま

つ
ゆ
え

に
」
し
ば

ら
く

「弘
法

の
こ
こ
ろ
」
を
放
下

す
る
意
味

に
解

す
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、

こ

れ
は

『辮
道
話
』

の
文
章

の
読
み
ち

が
い
で
あ
る
。

「放
下

せ
ん
」
は

「激
揚

の
と
き
」

に
か
か

る
言
葉

で
あ

っ
て
、

こ
こ

で
句
読
を
切

っ
て
は
い
け
な

い

の
で
あ
る
。
道
元
禅
師

に
と

っ
て
は
、
寸
時

と
い
え

ど
も

「弘
法

の
こ

こ
ろ
」

を
忘
れ
た
と
き

は
な

か
っ
た

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ

は
夢
篠

に
も
忘

れ
ら
れ
な

い
心
、
ま
さ
し
く

「閑
居

の
偶
」

に
い
う
、

「尚

お
忘

れ
難
き
事
」
(
門
鶴
本

)

で
あ

る
。

こ
の
自
分

に
と

っ
て
、
忘

れ
よ
う

に
も
忘

れ
る
こ
と
の
で
き
な

い

心

の
重
荷
、

そ
れ
を
す
ぽ

っ
と
放
り
出

す
、

そ
う

い
う
激
揚

の
と
き
を
待

つ
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の
で
あ
っ
て
、
弘
法
の
心
を
放
下
す
る
の
と
、
激
揚
の
と
き
と
は
同
時
で
あ
る

(日
本
古
典
文
学
大
系

『正
法
眼
蔵

・
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
〈岩
波
書
店
、
昭

和
四
〇
年

一
二
月
〉
補
注
、
四
四
一
頁
参
照
)
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
文
脈
は
、
あ
く
ま
で
禅
師
自
ら
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
「弘
法
救
生
」
の

決
意
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
て
、
社
会
状
勢
が
熟
す
る
の
を
待
つ
と
い
う
よ
う

な
日
和
見
的
な
意
味
で
は
な
い
。
(同
書
ー
二
五
～
七
頁
)

こ
こ
に
誤
解
さ
れ
て
き
た

「閑
居
の
偶
」
と

『
辮
道
話
』
の

一
文
が
、

鏡
島
元
隆

氏
に
よ
っ
て
正
さ
れ
、
そ
れ
が
道
元
の
生
涯
貫
い
た

「弘
法

救
生
」
の
立
場
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「閑
居

の
偶
」

の

三
句
目
の
意
味
は
、
こ
う
し
て
新
た
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
。

筆
者
は
鏡
島
説
に
全
く
異
を
唱
え
る

つ
も
り
は
な
く
、
そ
の
説
の
重

要
性
を
指
摘
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
た
だ
、
三
句
目
を
鏡
島
説
で
お
さ
え

た
上
で
、
新
た
に
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
四
句
目

の

「夜
雨
の
声
」
に
注

目
し
た
い
の
で
あ
る
。
「雨
垂
れ
の
音
」
と
い
え
ぼ
、

一
九
九
八
年
六

月
三
〇
日

に
亡
く
な
ら
れ
た
入
矢
義
高
氏

の
す
ぐ
れ
た

一
文
を
思

い
出

す

(『求
道
と
悦
楽
-
中
国
の
禅
と
詩
1
』
所
収
。
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年

一
月
二
四
日
)。
入
矢
氏
の

一
文
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、

「鏡
清
雨

滴
声
話
」

の
公
案

で
あ
る
。
こ
の
公
案
は
、
道
元
と
無
関
係
と
は
思
わ

れ
な
い
。
興
聖
寺
時
代
に
仮
字

『正
法
眼
蔵
』

の
台
本
と
し
て
撰
述
さ

れ
た
真
字

『正
法
眼
蔵
』

の
下
巻

の
八
六
則
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『雪
寳
頒
古
』
四
六
則
等
を
踏
ま

え
て
、
次

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

鏡
清
問

レ僧
、
門
外
什
磨
声

。
僧
日
、

雨
滴

声
。
師
云
、
衆
生
顛
倒
、
迷

レ
己

逐
レ物
。
僧
云
、
和
尚
作
磨
生
。
師

日
、
泊
不
レ
迷
レ
己
。
僧
日
、
泊
不

レ
迷
レ
己
、

意
旨
如
何
。
師

日
、
出
身
猶
可
レ
易
、
脱
体
道
応

レ
難
。
(春
秋
社
本

五
巻
ー

二

七
〇
頁
)

そ

の
試

訳

を
入

矢

訳

を

参

照

し

て

掲
げ

よ

う

。

鏡
清

和
尚

が
僧

に
問
う
た
、

「門

の
外

の
は
何

の
音

か
な
」
。
僧
、

「雨
だ
れ

の

お
の
れ

み
う
し
な

音

で
す
」
。
鏡
清

、

「衆
生

は
顛
倒

し

て
、
己

を
迷

っ
て
物
を
逐
う
か

!

」
。

僧
、
「和
尚
さ
ま
は

い
か
が

で
す
」
。
鏡

清
、
「
す
ん
で
に
己
れ
を
迷
わ
ず

に
済

ん
だ
」
。
僧
、
「
と
は
ど
う

い
う
意
味

で
ご
ざ

い
ま

す
か
」
。
鏡

清
、
悟
り
を
開

や
さ

く

こ
と
は
、
ま
だ
し
も
易

し

い
。

そ

の
悟

り
を
さ
な
が
ら

に
語
る

こ
と

の
方

が
、
難
し
い
の
だ
」
。

入

矢

氏

は
最

後

の
語

の
趣

意

を

、
そ

の
言

葉

に

即

し

て
言

い
換

え

て
、

「悟

り

を

得

る

こ
と

は

む

し

ろ

易

し

い
。

む

つ
か

し

い

の

は
、

そ

の
悟

り

の
な

か

に

埋

没

す

る

こ
と

で
己

れ

を
見

失

う

こ
と

な
く

、

そ

の
悟

り

を

客

体

化

し

て
ピ

タ

リ

と

言

い
と

め

る

こ
と

な

の
だ
」

と

説

明

し

、

別

の

三
文

「禅

と
文

学

」

の
中

で

「
そ

れ

の
当

体

を

ぴ

た

り

と

言

い
留

め

ど
う
て

る
こ
と
を
、
道
元
は

「道
得
」
と
い
っ
た
。
道
元
の
言
葉
が

一
つ
の
文

学
作
品
と
い
つ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
、
ふ
し
ぎ
な
美
し
さ
と
魅
力
を
そ
な

え
て
い
る
の
も
、
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
い
」

(同
書
-
九
頁
)
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。

四
句
目
が

「鏡
清
雨
滴
声
話
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確

実
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『永
平
広
録
』
巻

一
の
三
九
上
堂
に
も

こ
の
公
案
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

こ
の
上
堂
は
、
興
聖
寺
時
代
の
仁
治
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二
年

(
一
二
四
一
)
の
道
元
四
二
歳

の
時

で
あ
り
、
最
も
初
期
の
上
堂

に
相
当
す

る
。
当
時
の
道
元
の

「弘
法
救
生
」
と
は
、
「夜
雨
の
声
」
を

通
し
て
、

己
れ
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
「夜
雨
の
声
」
の
対
象
に
振
り

回
さ
れ
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「夜
雨

の
声
」
に
対
し
て
感
傷
に
耽
っ

て
い
る
な
ど
と
い
う
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
時
の

風
情
や
状
況
を
説
明
し
て
い
る
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
僧
に
そ
の
意
味
を
聞
か
れ
て
、
鏡
清
道

想

(八
六
八
～
九
三
七
)
は
答
え
る
の
で
あ
る
。
悟
り
を
得
る
こ
と
は
ま

だ
易
し
い
。
「道
得
」

こ
そ
困
難
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
『正
法
眼
蔵
』

と
は
、

「道
得
」
の
世
界
で
あ
り
、
「道
得
」
の
世
界
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

「錐
レ然
」

の
逆
説
と
は
何
か
。

一
・
二
句
は
、
あ
や

う
く
身
を
外
境
に
置
き
そ
う
に
な
つ
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
生

死
、
生
死
と
休
止
と
起
生
を
繰
り
返
す
現
実
を
、

つ
い
い
と
お
し
む
の

で
あ
り
、
迷
い
の
道
と
悟
り
の
道
と
を
酔
生
夢
死

の
よ
う
に
つ
い
過
ご

し
が
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

「錐
レ然
」
の
逆
説

で
あ
ろ
う
。
忘

れ
難
き

「大
事
」
と
は
、
弘
法
救
生
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、

「夜
雨

の
声
」
を
通
し
て
自
覚
さ
れ
る

「道
得
」
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。
鏡
島
氏

に
よ
っ
て
、
三
句
の
意
味
が
決
定
し
、
間
違
い
な
く
深

草

の
閑
居
時
代
の
作
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
意
義
は
大
き
な
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
筆
者
は

「道
得
」
を
具
体
的
な

「身
業
」
と

し
て
解
釈
し
、
懐
弊

の

『八
大
人
覚
』
の
奥
書
に
い
う

「前
に
撰
す
る

　ヨ
　

所

の
仮
名

正
法
眼
蔵
等
皆
な
書
き
改
め
」
ま
で
、
そ
れ
が
尾
を
引

い
て

い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

今
ま
で
問
題
に
し
て
き
た

「閑
居
之
時

六
首
」
の
四
首
目
は

「大

用
現
前
当
レ
眼
親
、
錐
レ然
何
可
レ呈
二其
真
一。
愁
人
莫
下
向
二
愁
人

三道
上
、

向
二道
愁
人
一愁
二
殺
人

一」
で
あ
る
が
、
下
の
二
句

は
、
『景
徳
伝
燈
録
』

巻
二
四
の
広
徳
周
の
語

(禅
文
化
本
-
四
九
九
頁
)
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
道
元
の
詩
句
に
は
典
拠
が
あ
る
と

い
う

こ
と
を
確

か
め
得

れ
ば
、

「夜
雨
の
声
」
に
典
拠
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
同
様
に
認

め
て
よ

い
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
初
期

の
道
元

の

「弘
法
救
生
」

の
説
は
、
『永
平
広
録
』
巻
六

の
道
元
五
二
歳

の
四
三
四
上
堂
の

「仏
仏
祖
祖
、
先
ず
誓
願
を
発
し
て

衆
生
を
済
度
し
、
苦
を
抜
い
て
楽
を
与
う
、
乃
ち
家
風
な
り
」
(春
秋
社

本
四
ー
二
四
頁
)
の
説
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
涯
貫
か
れ
た

「仏
祖

の
家
風
」
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
誓
願
で
あ
つ
た
と

い
つ
て
よ
か
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
論
文
の
後
半
に
お
い
て
は
、
道
元

の

「救
生
」
の
説
を
、

道
元
の
宗
教
の
近
代
化

の
問
題
と
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
二
つ
あ

る
。
一
つ
は

「三
帰
依
」

と

「救
済
」
に
関
し
て
、
現
在
、
百
年
を
越
え

る
曹
洞
宗

の
日
諦
経
典

と
し
て
流
布
し
て
い
る

『修
証
義
』
の
三
帰
依

の
位
置
づ
け
に
問
題
は

な
い
か
と
い
う

こ
と
と
、
他
の

一
つ
は
十
二
巻

本

『帰
依
仏
法
僧
宝
』

に
お
い
て

「帰
依
」
と

「救
済
」
が
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『修
証
義
』
は
、
第

一
章
総
序
、
第
二
章
繊
悔
滅
罪
、
第
三
章
受
戒
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入

位

、

第

四
章

発

願

利
生

、

第

五

章

行

持

報

恩

の
全

五

章

よ
り

構
成

さ

れ

て

い

る
。

そ

の
第

三
章

】

一
節

は

次

の

よ
う

に
始

ま

っ
て

い

る
。

以

下

、
曹

洞

宗

宗
務

庁

発

行

の

『
現

職

研

修

-

資

料

修

証

義

と

正

法

眼

蔵

と

の
対

比
』

一
二

・

一
三
号

を
参

考

に

す

る
。

次

に
は
、
深
く
仏
法
僧

の
三
宝

を
敬

い
奉

る

べ
し
、
生

を
易

へ
身

を
易

え
て

も
三
宝

を
供
養

し
敬

い
奉
ら
ん

こ
と

を
願
う

べ
し
。

『
修

証

義

』

は

『
渓

声

山

色

』

の
繊

悔

滅

罪

の
文

な

ど

を

承

け

て

、

「
次

」

以

下

は

、

永

平

寺

所

蔵

の
秘

密

『
正

法

眼

蔵

』

本

の

『
仏

道

』

(九
五
巻
本

の
題
名

は

『
道
心
』
。
岩
波
文
庫

本
も

『道
心
』
の
題
名

を
用

い
る
)

か

ら
引

用

さ
れ

て
第

三

章

は

始

ま

っ
て

い
る

。

そ

の
後

は
専

ら

『
帰

依

仏

法

僧

宝

』

の
文

か

ら
引

用

さ

れ

る

が

、

文

章

の
流

れ

は
、

十

六

条

戒

の
三

帰

.
三

聚
浄

戒

・
十

重

禁

戒

へ
と
続

い

て
、

衆

生

が
仏

戒

を

受

け

れ

ば

諸

仏

の
位

に

入

る

こ
と

を

説

く

の

で

あ

る
。

だ

が

、

『
道

心

』

の

「
次

」

と

は
、

「俄

悔

滅

罪

」

に

つ
づ

く

文

で

は
な

い
。

『
道

心
』

の
冒

頭

か

ら

こ

の
文

を
含

む
原

典

を

示

せ

ぼ

、

次

の
よ

う

に

な

る
。

仏
道
を

も
と
む
る
に
は
、
ま
つ
道
心

を
さ
き
と

す
べ
し
。
道
心

の
あ
り
や
う
、

し
れ

る
人
ま
れ
な
り
。
あ
き
ら
か
ら

に
し
れ
ら
ん
人

に
問

う
べ
し
。

よ

の
人

は
道
心

あ
り
と

い

へ
ど
も
、

ま

こ
と

に
は
道
心
な
き
人
あ

り
。

ま

こ
と

に
道
心
あ
り

て
、
人

に
し
ら
れ
ざ

れ
る
人

あ
り
。
か
く

の
ご
と
く
、

あ

り
な
し
し
り
が
た
し
。

お
ほ
か
た
、

お
ろ
か

に
あ

し
き
人

の
こ
と
ば
を
信
ぜ

ず

、
き
か
ざ

る
な
り
。
ま
た
、

わ
が

こ
こ
ろ
を

さ
き
と
せ
ざ
れ
、
仏

の
と

か

せ
た
ま

ひ
た
る
の
り

を
さ
き
と

す

べ
し
。
よ
く
よ
く
道
心
あ

る
べ
き
や
う
を
、

よ

る
ひ
る

つ
ね
に

こ
こ
ろ
に
か
け
て
、

こ

の
世

に
い
か
で
か
ま

こ
と

の
菩
提

あ
ら

ま
し
と
、
ね

が
ひ
い
の
る
べ
し
。

世

の
す

ゑ
に
は
、
ま

こ
と
あ

る
道
心
者
、

お
ほ
か
た

な
し
。

し
か
あ
れ
ど

も
、

し
ば

ら
く
心

を
無
常

に
か
け
て
、
世

の
は
か
な
く
、
人

の

い
の
ち

の
あ

や

ふ
き

こ
と
、
わ

す
れ
ざ
る

べ
し
。
わ
れ

は
世

の
は
か

な
き
こ
と
を
お
も
ふ

と
、
し

ら
れ
ざ

る

べ
し
。
あ
ひ
か
ま

へ
て
、
法

を
お
も
く

し
て
、
わ
が
身
、
我

が

い
の
ち
を
か

ろ
く
す
べ
し
。

法

の
た
め

に
は
、
身

も

い
の
ち

も
を
し
ま
ざ

る

べ
し
。

つ
ぎ

に

は
、
ふ

か
く
仏
法
僧

三
宝

を
う
や
ま

ひ
た

て
ま

つ
る
べ
し
。
生
を

か

へ
身

を
か

へ
て
も

、
三
宝

を
供
養

し
、
う
や
ま

ひ
た

て
ま

つ
ら
ん

こ
と
を

ね
が
ふ

べ
し
。
ね

て
も
さ
め
て
も
三
宝

の
功
徳
を
お
も

ひ
た
て
ま

つ
る
べ
し
、

ね

て
も

さ
め
て
も
三
宝
を
と
な

へ
た

て
ま

つ
る

べ
し
。

た
と
ひ

こ
の
生
を
す

て
て
、

い
ま
だ
後

の
生

に
む
ま
れ
ざ
ら

ん
そ

の
あ

ひ
だ
、
中

有
と
云
ふ

こ
と

あ
り
。

そ

の
い
の
ち
七
日
な

る
、
そ

の
あ

ひ
だ
も
、

つ
ね
に

ご
ゑ
も
や
ま
ず

三
宝

を
と

な

へ
た

て
ま

つ
ら
ん
と

お
も

ふ
べ
し
。
七

日
を

へ
ぬ
れ
ば
、
中
有

に
て
死
し

て
、

ま
た
中
有

の
身
を
う
け

て
七

日
あ
り
。

い
か
に
ひ
さ
し
と

い

へ
ど
も
、
七

々
日
を
ば
す
ぎ
ず

。

こ
の
と
き
、

な
に
ご

と
を
見
き
く
も
、
さ

は
り
な
き

こ
と
、
天

眼

の
ご
と
し
。
か

・
ら
ん

と
き
、

心
を
は
げ

ま
し
て
三

宝
を
と

な

へ
た
て
ま

つ
り
、

南
無
帰

依
仏

、
南
無
帰
依

法
、
南
無
帰
依
僧

と
と
な

へ
た

て
ま

つ
ら
ん
こ
と
、
わ
す
れ
ず

、

ひ
ま
な
く
、

と
な

へ
た
て
ま

つ
る
べ
し
。
(岩
波

文
庫
本

四
ー
四
七
〇
～

二
頁

)

「
三
帰

依

」

の
前

は

、

ま
ず

「道

心

を

さ

き

と

す

」

る

こ
と

が
説

か

れ

て

い

る

の

で
あ

る

。

第

一
の
問

題

と

し

て
、

『
道

心

』

の
巻

は
、

道

元

の
真

撰

を
前

提

と

し

て
、

「帰

依

」
以
前

に

「道

心

を

さ

き

と

す

」
る
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こ
と

が
述

べ

ら

れ

て

い
た

こ
と

を

確

認

し

、

『
修

証

義

』

の
主

張

と

は

大

き

な

隔

た

り

が
あ

る

こ

と

を
指

摘

し

て

お

こ

う
。

第

二

の
問
題

に
移

ろ
う

。

十

二
巻

本

の
第

六

『
帰

依

仏

法

僧

宝

』

に

先

立

つ
て
、

第

四

に

『
発

菩

提

心

』

が
説

か

れ

て

い

る

こ
と

は

、

『道

心

』

の
巻

と

共

通

す

る
主

張

を

読

み
取

る

こ
と

が

で

き

る

。

『
発

菩

提

心

』

は

、
菩

提

心

こ
そ

三

宝

を
断

絶

し

な

い
力

と

い
う

の
で

あ

る

。

一
生
補

処
菩
薩
、

ま
さ
に
閻
浮
提

に
く
だ
ら
ん
と
す

る
と

き
、
観
史
多

天

の

諸
天

の
た
め
に
、
最
後

の
教

を

ほ
ど

こ
す
に

い
は
く
、

「菩
提
心
是
法

明
門
、

不
断

三
宝
故
」
。

あ

き
ら
か
に
し
り
ぬ
、
三
宝

の
不
断

は
、
菩

提
心

の
ち

か
ら
な

り
と

い
ふ

こ
と

を
。
菩
提

心
を
お

こ
し

の
ち
、

か
た
く
守
護

し
、
退
転

な
か
る

べ
し
。

(同
-

一
八
九
頁
)
。

発

菩

提

心

か
ら
帰

依

三

宝

へ
の
道

元

に

お
け

る
基

本

的

立

場

の
順

序

が
確

認

さ

れ

た

。

そ

の

「帰

依

」

が

も

つ
意

味

が

『
帰

依

仏

法

僧

宝

』

に
説

か

れ

る

の

で
あ

る
。

そ

の
帰
依

三
宝
と

は
、

ま
さ

に
浄
信

を
も
は
ら
に
し

て
、

あ
る
ひ
は
如
来
現

在
世

に
も

あ
れ
、
あ

る
ひ
は
如
来
滅
後

に
も
あ
れ
、
合
掌

し
低
頭

し

て
、

口

に
と
な

へ
て
い
は
く
、

我
某
甲
、
今
身

よ
り
仏

身

に
い
た

る
ま
で
、

帰

依
仏
、
帰
依

法
、
帰

依
僧
。

帰

依
仏
両

足
尊

、
帰
依

法
離
欲
尊
、
帰
依
僧
衆
中
尊
。

帰

依
仏
寛
、
帰
依

法
寛

、
帰
依
僧
寛
。

は
る
か

に
仏
果
菩
提
を

こ

㌧
ろ
ざ

し
て
、
か
く

の
ご

と
く
僧

那
を
始
発
す

る

な

り
。

し
か
あ
れ
ば

す
な
は
ち
、
身

心

い
ま

も
刹
那
刹

那
に
生
滅
す
と

い

へ

ど
も
、
法
身

か
な
ら
ず
長
養

し
て
、
菩
提

を
成
就
す
る
な
り
。

い
は
ゆ
る

「帰
依
」
と

は
、
帰

は
帰

投
な
り
、
依

は
依

伏
な
り
。

こ
の
ゆ
ゑ

に
帰
依
と

い
ふ
。
帰
投

の
相

は
、
た
と

へ
ぼ
子

の
父

に
帰
す

る
が
ご
と
し
。
依

伏

は
、
た
と

へ
ば
民

の
王
に
依

す
る
が
ご
と
し
。
い
は
ゆ
る
救
済

の
言
な
り
。

仏

は
こ
れ
大
師

な
る
が
ゆ
ゑ
帰
依

す
、
法
は
良
薬
な

る
が
ゆ
ゑ
に
帰
依
す
、
僧

は
勝
友

な
る
が
ゆ
ゑ
に
帰
依

す
。

(岩
波
文

庫
本

四
-

二
五
六
～
七
頁
)

「帰

依

」

が

「救

済

」

を
義

と

す

る

こ
と

は
、

水

野
弥

穂

子

氏

が
脚

注

で
示

す

よ
う

に
、

『
倶

舎

論

』

巻

一
四

(
大
正
巻

二
九
ー

七
六

C
)

の

次

の
文

に

よ

る
。

是

の
如
く

の
帰
依

は
、
何

を
以

て
義
と
為

す
。
救

済
を
義
と
為
す
。
彼

を

依

と
為

す
に
由
り
て
、
能

く
永

く

一
切

の
苦

を
解
脱
す

る
が
故

に
。

こ

の
文

の
続

き

の
偶
文

は

、

『
帰

依

仏

法

僧

宝

』

の
後

文

(岩
波
文
庫

本

四
ー

二
六

一
～

二
頁

)

に
引

用

さ

れ

る

の

で

、
道

元

は
確

実

に

こ

の
前

後

に
注

目

し

て

い
た

に
違

い
な

い
。
先

に
引

用

し

た

文

中

の

「
い
は

ゆ

る

救

済

の
言

な

り

」

の
語

は

、
文

章

の
流

れ

か
ら

言

え

ぼ

、

次

の

『
大

乗

義

章

』

巻

一
〇

「
三
帰

義

三
門

分

別

」

に
基

づ

い

て
書

か

れ

た

文

中

に

突

然

に
付

加

さ

れ

た

も

の

で
あ

る
。

第

一
釈
明
な

り
。

三
帰

と
言

う

は
、
帰
投

し
、
依
伏
す

る
が
故

に
帰

依
と
日

う
な
り
。
帰
投

の
相

は
、
子

の
父

に
帰

す
る
が
如
く
、
依
伏

の
義

は
、
民

の

　

王
に
依
る
が
如
く
、
性

の
勇

に
依

る
が
如

し
。
帰
依
は
同
じ
か
ら
ざ

る
も
、
境

い
わ

ゆ

に
随

い
て
三
と
説

く
。
所
謂
る
、
仏

に
帰

し
、
法

に
帰

し
、
僧

に
帰

す
。
仏

に
依

る
は
師

と
為

す
が
故
に
仏

に
帰

す
と
日
う
。
法

に
慧

る
は
薬

と
為
す
が

90



尚

お
忘

れ
難
き
事
あ
り

(
石

井
)

故
に
法
に
帰
す
と
称
す
。
僧
に
依
る
は
友
と
為
す
が
故
に
僧
に
帰
す
と
名
つ

く
。
(大
正
巻
四
四
ー
六
五
四
a
)

こ
の

『
大
乗
義
章
』
の
文
か
ら
判
断
す
る
と
、
後
に

『倶
舎
論
』
巻

十
四
の
偶
文
を
引
用
す
る
に
当
た
っ
て
、
道
元
は
そ
の
重
要
性
を
感
じ

て
、
前
に
戻

つ
て
救
済

の
語
を
挿
入
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「帰

依
」
の
義

に

「救
済
」
が
あ
る
こ
と
は
、
道
元

の

「忘
れ
難

い
事
」
を

示
し
て
い
た
に
違

い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
挿
入
の

「
い
は
ゆ
る
救

済

の
言
な
り
」
の
語
は
、
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

現
代
に
お
い
て
道
元
の
宗
教
を
ど
う
捉
え
る
か
。
ま
た
、
我
々
は
そ

れ
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
。
諸
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
と

つ
の

方
向
と
し
て
、
か

つ
て

「た
だ
し
た
を
う
こ
か
し
、
こ
ゑ
を
あ
ぐ
る
を

仏
事
功
徳

と
お
も

へ
る
、

い
と
は
か
な
し
」
(『辮
道
話
』、
同

一
-
二
一

頁
)
と
念
仏
を
否
定
さ
れ
た
が
、
三
帰
依
の
口
称
が

「口
業
」
と
し
て

意
味
づ
け
ら
れ
、
道
元
の
宗
教
の
基
本
と
し
て
新
た
に
提
言
さ
れ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「僧
那
」
と
は
、
梵
語

の
音
写

語
で
、
弘
誓
を
意
味
す
る
。
道
元
の
宗
教
を

「悟
り
の
仏
法
か
ら
願

の

仏
法

へ
」
と
把
握
し
な
お
す
べ
き
だ
と
す
る
近
年

の
鏡
島
元
隆
氏

の
説

に
筆
者
も
基
本
的

に
賛
同
す
る
が
、
そ
の
具
体
化
を

「南
無
帰
依
仏
、

南
無
帰
依
法
、
南
無
帰
依
僧
」
と
唱
え
る
と
こ
ろ
に
置
く
こ
と
が
可
能

と
い
え
な

い
か
。

「身
業
」
と
し
て
の
坐
禅
や

「道
得
」

の
世
界
の
具

体
化

へ
の
執
筆
、

「意
業
」
と
し
て
の
誓
願
、
ど
の

「業
」
も
消
え
る

こ
と
の
な

い
も

の
と
し
て
の
積
功
累
徳
の
主
張
は
、
道
元
と
我
々
を
結

ぶ
通
路
と
言
え
ま
い
か
。
『修
証
義
』
が
説

こ
う
と
意
図
し
た
曹
洞
宗

の
近
代
化
、
禅
戒

一
致
、

つ
ま
り

(三
時
業
)
1
繊
悔
滅
罪
-
受
戒
入

位
ー
発
願
利
生
と
は
事
な
る
基
本
が
可
能
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
誓
願

の
仏
法
で
あ
り
、
発
菩
提
心
ー
帰
依
三
宝
-
深
信
因
果

(三
時
業
)
と

し
て
設
定

で
き
る
の
で
は
な
ゑ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
受
戒
入
位
で
は
な
い

受
戒
を
最
初

に
置

い
て
無
視
す
る
つ
も
り
は
な

い
が
、
『修
証
義
』
の

構
造
が

「没
後
作
僧
」
を
基
本
と
す
る
曹
洞
宗

の
葬
儀
の
基
本
に

一
致

し
て
も
、
仏
祖

の
家
風
の

「発
願
利
生
」
の

「抜
苦
与
楽
」
(前
出
)
と

い
う
基
本

に
帰
れ
ば
、
や
は
り

一
考
す
べ
き
課
題
と
い
っ
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。

1

『
永
平
広
録
註
』
が
卍
山
本
を
基

に
論
旨

を
展
開

し
て

い
る

の
で
、
鏡

島

説
は
卍
山
本
を
取

り
上
げ

た

の
で
あ
ろ
う
。

2

『
永
平
広
録
』

の
上
堂
年
次

に
つ
い
て
は
、
石
井
修
道

「最
後

の
道
元
―

十
二
巻

本

『
正
法

眼
蔵
』

と

『宝
慶
記
』
―

」

(鏡
島
元
隆

・
鈴
木
格
禅

編

『
十
二
巻
本

『
正
法
眼
蔵
』

の
諸
問
題
』
所
収
、
大
蔵
出
版
、

一
九
九

一
年

一
一
月

二
〇
日
)

に
よ
る
。

3

前
注

論
文
。

(平
成

一
一
年
科
学
研
究
補
助
金

(基
礎
研
究

(
B
)
―
1
)

「宋

代
禅
宗

が
社

会

に
与

え
た
多

面
的
影
響

の
研
究
」
(代
表
鈴
木
哲
雄
)
の
分
担

課
題

に
よ
る
)

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

深
草
閑
居
、
夜
雨
声

、
忘

れ
難
き
事
、
弘
法
救

生
、
道

元

の
帰
依

と
救
済

(駒
沢
大
学
教
授

・文
博
)

91


