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十
二
巻

『
正
法
眼
蔵
』

に
つ
い
て

倉

沢

幸

久

一
、
は
じ
め
に

近
年
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
は
七
十
五
巻
と
十
二
巻
の
二
群
に
大
別
さ
れ
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
来
の
『
本
山
版
』

文
化
十
二
年
、

一
八
一
五
)

か
ら
『
岩
波
文
庫
』

(
昭
和
十
八
年
)
ま
で
は
巻
末
に
書
か
れ
た
成
立
年
月
日
順
に
並
べ
ら
れ
た
の
に
対

し
、
近
年
新
し
く
編
ま
れ
た
『
道
元
禅
師
全
集
上
』

(
昭
和
四
十
五
年
)

『
日
本
思
想
大
系
道
元
上
・
下
』

(
昭
和
四
十
五
、
四
十
七

年
)
は
、
七
十
五
巻
が
道
元
自
身
の
編
集
に
な
る
も
の
と
の
前
提
の
下
に
そ
の
巻
序
に
順
い
、
そ
の
後
に
新
草
十
二
巻
、
さ
ら
に
前
者

全
集
は
そ
の
後
に
七
十
五
、
十
二
巻
の
い
ず
れ
に
も
入
ら
ぬ
も
の
を
収
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
編
ま
れ
た
『
眼
蔵
』
を
読
む
と
、
そ
の
主
要
部
分
を
占
め
る
七
十
五
巻
と
晩
年
の
新
草
た
る
十
二
巻
の
聞
に
は
明
ら
か

に
相
違
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
輝
き
を
帯
び
た
ね
り
上
げ
ら
れ
た
強
靭
な
文
体
が
、
灰
色
の
色
調
に
蔽
わ
れ
た
平

明
な
文
体
に
変
っ
て
い
る
。
多
く
引
用
さ
れ
る
の
が
中
国
禅
の
祖
師
語
録
か
ら
印
度
撰
述
の
経
典
・
論
に
変
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し

て
思
想
的
に
も
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
を
以
下
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

十
二
巻
を
別
立
す
る
根
拠
は
、
第
十
二
巻
『
八
大
人
覚
』
末
の
懐
弊
の
奥
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
先
師
道
元
は
前
に
撰
し
た
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仮
名
正
法
眼
蔵
を
す
べ
て
書
き
改
め
、
さ
ら
に
新
草
を
加
え
て
百
巻
に
仕
立
て
よ
う
と
さ
れ
た
。
そ
れ
が
病
の
た
め
に
こ
の
十
二
巻
目

で
中
断
し
、
そ
の
ま
ま
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
先
師
を
恋
慕
す
る
者
は
必
ず
こ
の
最
後
の
教
勅
た
る
十
二
巻
を

書
写
し
て
護
持
せ
よ
(
制
)
、
と
言
う
。

こ
の
奥
書
に
基
き
、
十
二
巻
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
改
め
と
新
草
の
別
を
考
え
て
み
る
と
、
第
一

の
『
八
大
人
覚
』

『
出
家
功
徳
』
第
一
一
『
受
戒
』

は
第
七

『
発
無
上
心
』

は
第
三
十
二
『
伝
衣
』
、
第
四
『
発
菩
提
心
』
は
第
六
十
三
『
発
菩
提
心
』

と
も
呼
ば
れ
る
)
、
第
七
『
深
信
因
果
』
は
第
六
十
八
『
大
修
行
』

(
区
別
す
る
た
め

十
五
『
出
家
』
、
第
三
『
袈
裟
功
績
P

の
書
き
改
め
で
あ
り
、
残
り
の
七
巻
は
新
草
と
言

え
よ
う
。

十
二
巻
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
奥
書
を
信
用
し
て
最
晩
年
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
開
始
さ
れ
た
の
か
は
明
示

す
る
資
料
は
な
い
。

七
十
五
巻
の
最
後
の
巻
『
出
家
』
が
寛
元
四
年
(
四
十
六
歳
)

の
九
月
に
示
衆
さ
れ
、
そ
の
翌
年
八
月
に
は
七
か
月
余
り
の
鎌
倉
行

化
に
出
か
け
る
。
止
む
を
得
な
い
檀
那
の
要
請
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

一
生
不
離
叢
林
の
綿
密
な
行
の
現
場
を
離
れ
て
俗
人
世
界
に
入

っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
帰
山
の
句
が
あ
る
。

「
私
は
半
年
余
の
聞
出
去
し
た
、
そ
れ
は
孤
輪
が
大
虚
に
処
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
、
今
日
山
に
帰
っ
て
み
る
と
雲
気
に

(
2
)
 

喜
び
が
感
じ
ら
れ
る
、
山
を
愛
す
る
の
愛
は
前
よ
り
一
層
甚
し
い
」

再
び
新
し
く
生
活
を
始
め
よ
う
と
い
う
意
気
が
感
ピ
ら
れ
る
。
早
く
て
も
こ
の
後
か
ら
、
七
十
五
巻
の
到
り
着
い
た
「
出
家
」
と
い

う
テ
l
マ
を
最
初
に
据
え
て
、
新
し
い
『
眼
蔵
』

の
構
築
が
十
二
巻
の
第
一

『
出
家
功
徳
』
に
始
る
の
で
あ
ろ
う
。

十
二
巻
の
第
四
『
発
菩
提
心
』
に
の
み
説
か
れ
る
「
自
未
得
度
先
度
他
」

の
考
え
が
、
建
長
元
年
(
四
十
九
歳
)

の
『
不
離
吉
祥
山



示
衆
』
に
見
え
る
か
ら
、
こ
の
巻
の
成
立
は
そ
の
前
後
か
と
思
わ
れ
る
。

十
二
巻
最
後
の
『
八
大
人
覚
』
が
建
長
五
年
(
五
十
三
歳
)

の
正
月
に
病
の
中
で
書
か
れ
る
。
こ
の
年
八
月
に
は
京
都
で
入
滅
さ
れ

る。
十
二
巻
の
草
稿
が
成
っ
た
の
は
晩
年
の
五
年
程
の
間
と
な
る
。
経
典
・
論
を
一
方
で
研
究
し
つ
つ
の
か
な
り
の
難
作
業
で
あ
っ
た
だ

久
ご

7
。

十二巻『正法眼蔵』について

以
上
の
よ
う
に
十
二
巻
の
輪
郭
を
素
描
し
て
お
い
て
以
下
内
容
を
考
え
る
。
但
し
、
七
十
五
巻
の
内
容
が
充
全
に
把
握
さ
れ
て
こ
そ

そ
の
後
に
来
る
十
二
巻
の
内
容
も
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
筈
だ
が
、
こ
こ
で
は
七
十
五
巻
を
全
体
的
に
把
え
て
そ
の
発
展
の
必
然
と
し

て
十
二
巻
を
考
察
す
る
の
で
は
な
い
。
両
者
の
表
面
的
な
比
較
か
ら
始
め
て
、

で
き
る
限
り
十
二
巻
の
世
界
の
成
り
立
ち
を
考
え
て
み

i
'

ニミ
O

J
，J
P

V

 

一、

「
出
家
」
に
つ
い
て

七
十
五
巻
が
結
局
到
り
着
い
た
の
は
「
出
家
」
と
い
う
外
面
的
形
式
で
あ
っ
た
。
第
七
十
五
『
出
家
』

は
以
下
の
よ
う
に
説
く
、
諸

仏
諸
祖
が
仏
道
を
成
就
で
き
る
の
は
出
家
受
戒
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
、
諸
仏
諸
祖
の
聞
を
伝
わ
っ
て
き
た
仏
法
が
生
命
を
保
ち
続
け

十
二
巻
の
第
一

(
加
)
。
そ
し
て
「
出
家
功
徳
」
の
大
な
る
こ
と
が
経
論
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
。

『
出
家
功
徳
』
が
、
第
七
十
五
『
出
家
』
を
踏
ま
え
つ
つ
新
し
く
書
き
改
め
ら
れ
た
時
、
何
が
変
っ
た
の
か
。

『出

た
そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
出
家
受
戒
の
み
で
あ
る

家
功
徳
』
が
説
く
こ
と
も
ま
さ
に
「
出
家
功
徳
」

の
大
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
衆
生
の
得
道
は
必
ず
出
家
受
戒
に
よ
る
、
在
家
成
仏
.

19 

女
人
成
仏
の
説
は
正
伝
で
は
な
い
、
仏
祖
正
伝
は
出
家
成
仏
で
あ
る

(m)
、
と
説
く
。
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し
か
し
も
う
少
し
細
か
く
見
る
と
、
両
者
の
聞
に
は
隔
り
が
あ
っ
て
、
何
故
再
び
新
し
く
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
が
思
わ

れ
る
。
両
者
は
共
に
『
大
般
若
経
』

の
「
出
家
之
日
、
即
成
無
上
正
等
菩
提
」
を
含
む
一
節
を
引
用
す
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
道
元
の

説
明
が
異
っ
て
い
る
。

ま
ず
『
出
家
』

で
は
、
無
上
菩
提
は
出
家
の
日
に
満
足
す
る
、
出
家
の
日
は
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
差
別
を
超
越
し
て
い
る
、
並
閏

通
に
は
三
阿
僧
祇
劫
と
い
う
長
い
時
聞
を
経
過
し
た
後
に
成
仏
す
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
出
家
の
日
の
う
ち
に
三
阿
僧
祇
劫
を
修
証
す

る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
も
道
元
ら
し
い
曲
折
の
多
い
、
強
さ
の
あ
る
、
故
に
わ
か
り
に
く
い
文
体
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
。

そ
し
て
し
か
も
こ
れ
ら
の
道
元
の
言
葉
は
そ
の
末
に
お
い
て
、
と
ら
わ
れ
を
打
破
し
て
み
る
と
出
家
の
臼
は
出
家
の
日
だ
、
成
道
の
日

は
成
道
の
目
、
だ
、
と
引
つ
く
り
返
さ
れ
る

(
抑
)
。
そ
の
全
体
が
危
う
い
レ
ト
リ
ッ
ク
の
上
に
乗
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
『
出
家
功
徳
』

で
は
、
異
訳
『
摩
調
般
若
経
』

を
そ
の
前
に
引
用
し
、

「
出
家
即
日
の
無
上
菩
提
の
成
熟
」
と
「
三
阿

僧
祇
劫
の
修
証
」
を
対
置
し
、
改
め
て
『
大
般
若
経
』
を
引
用
し
、
そ
こ
で
説
か
れ
る
「
出
家
之
目
、
即
成
無
上
菩
提
」
は
最
後
身
の

菩
薩
の
こ
と
だ
と
説
明
す
る

(mm)
。

後
者
の
よ
う
に
平
明
に
言
い
切
ら
れ
た
時
、
何
が
明
ら
か
に
な
り
、
何
が
失
わ
れ
た
の
か
。
前
者
の
道
元
は
「
三
阿
僧
祇
劫
の
修
証
」
と

い
う
我
々
凡
夫
の
現
実
の
あ
り
様
と
「
出
家
即
日
の
無
上
菩
提
の
成
熟
」
と
い
う
仏
の
世
界
の
あ
り
様
と
の
聞
を
ど
う
に
か
し
て
一
致

さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い
た
。
え
れ
を
一
致
さ
せ
う
る
の
は
、
道
元
に
と
っ
て
経
典
の
引
用
と
そ
れ
に
対
す
る
註
釈
と
い
う
形
を
取
り
な

が
ら
の
「
拡
弄
」

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
後
者
の
道
元
は
そ
の
二
つ
を
無
理
を
し
て
重
ね
合
せ
ず
、
諸
仏
と
凡
夫
の
聞
に
隔
り
を

認
め
る
。
思
う
に
、
七
十
五
巻
の
『
眼
蔵
』

と
は
、
そ
れ
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
書
か
れ
た
作
品
世
界
の
成
立
に
よ

っ
て
、
凡
夫
の
現
実
を
舞
い
上
ら
せ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
仏
世
界
を
現
出
さ
せ
た
の
か
、

い
ず
れ
に
し
て
も
凡
夫
の
現
実
を
仏



(
3
}
 

の
輝
き
で
荘
厳
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
強
い
緊
張
感
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
世
界
は
支
え
ら
れ
て

い
た
。

A
7
や
そ
の
緊
張
感
は
失
わ
れ
、
極
め
て
判
り
易
い
凡
夫
の
現
実
が
表
に
出
て
き
て
、
仏
の
世
界
は
は
る
か
彼
方
に
退
く
。

そ
う
な
る
と
「
出
家
」
と
は
、
必
須
で
は
あ
る
が
ほ
ん
の
第
一
歩
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
七
十
五
巻
の
展
開
が
外
面
的
形
式
た
る

出
家
に
窮
ま
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
凡
夫
の
現
実
に
戻
っ
て
出
家
受
戒
を
出
発
点
に
据
え
直
し
て
、
そ
こ
か
ら
再
び
出
発
し
直
し
て
み
る

こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

但
し
、
出
家
は
単
な
る
出
発
点
で
も
な
く
、
大
い
な
る
功
徳
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
も
関
る
の
だ
が
、
出
家
を
基
礎
づ
け
る

十二巻『正蔵眼蔵』について

(
別
)

の
は
、
そ
れ
が
「
過
去
諸
仏
の
妙
法
」

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
諸
仏
の
法
に
つ
い
て

十
二
巻
で
は
諸
仏
は
我
々
に
と
っ
て
は
る
か
彼
方
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
都
史
多
天
か
ら
降
生
す
る
最
後
身
の
菩
薩
を
経
な

い
限
り
成
仏
は
無
い
(
制
可
禅
宗
の
祖
師
た
ち
は
菩
薩
で
あ
っ
て
仏
で
は
な
い

(
釦
)
。
七
十
五
巻
で
は
一
切
菩
薩
は
一
切
諸
仏
で
あ
り

(
却
)
、
仏
と
祖
は
い
つ
で
も
「
仏
祖
」
と
一
つ
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

出
家
が
こ
の
よ
う
な
超
越
的
な
諸
仏
の
法
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
と
、
凡
夫
が
そ
れ
に
関
り
得
る
の
は
単
に
自
ら
の
意
志

的
行
為
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
出
家
す
る
人
は
「
世
尊
の
往
昔
の
大
願
力
」
(
抑
)
に
助
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味

の
対
象
で
あ
ろ
う
。
そ
の
信
を
得
る
こ
と
は
長
田
提
心
を
発
す
」
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は

で
、
出
家
の
法
、
そ
し
て
諸
仏
は
「
信
」

外
面
的
形
式
的
な
出
家
受
戒
に
対
し
て
、
内
面
的
な
仏
道
へ
の
参
入
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
し
て
「
信
」
が
可
能
な
の
か
。

21 

こ
の
間
に
答
え
る
前
に
、
諸
仏
と
は
い
か
な
る
存
在
か
、
諸
仏
の
法
と
は
何
か
、
総
じ
て
諸
仏
の
仏
法
体
系
と
は
、
を
見
て
お
く
必
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要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
信
受
の
対
象
で
は
あ
る
が
、
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
ず
そ
の
説
明
を
学
び
理
解
し
、
そ
の
後
の
飛
躍

と
し
て
信
が
得
ら
れ
る
の
だ
か
ら
。

諸
仏
と
は
最
も
よ
く
道
理
を
知
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
の
説
く
法
は
不
可
測
で
あ
り
、
そ
の
広
さ
が
讃
え
ら
れ
る
、

こ
の
仏
法
に
・
お
い
て
こ
そ
道
理
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
る

(
初
)
。

よ
り
具
体
的
に
、

「
三
教
一
致
」
批
判
と
し
て
説
く
こ
と
に
は
、
孔
子
・
老
子
に
比
べ
て
如
来
の
勝
れ
て
い
る
点
は
、
空
間
的
に
は

三
千
大
千
世
界
と
い
う
広
大
な
宇
宙
を
知
り
見
て
い
る
こ
と
、
ま
た
逆
に
極
微
色
を
見
て
い
る
こ
と
、
時
間
的
に
は
現
世
を
超
え
て
三

世
の
法
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
逆
に
剃
那
量
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(仰)。

仏
は
世
界
を
よ
り
よ
く
知
り
見
て
い
る
、
そ
し
て
世
界
に
道
理
を
明
ら
か
に
見
、
そ
の
道
理
を
仏
法
中
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
。

こ
の
道
理
と
は
、
諸
仏
が
世
界
に
見
る
「
剃
那
生
滅
の
道
理
」

「
因
果
の
道
理
」
等
の
法
則
、
世
界
が
か
く
出
来
上
っ
て
い
る
と
蹄

分
け
さ
れ
た
こ
と
わ
り
、
を
意
味
す
る
が
、
道
理
は
諸
仏
が
我
々
に
演
説
し
て
く
れ
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、

「
孔
老
と
仏
道
と
一
致

の
道
理
」

(
川
町
)
な
ど
と
否
定
約
な
道
理
も
あ
っ
て
、

一
般
的
に
理
論
、

一
つ
の
筋
を
通
し
た
考
え
方
、
を
も
意
味
す
る
。
し
か
し
こ

こ
で
は
、
他
の
い
か
な
る
道
埋
に
も
勝
る
道
埋
が
仏
法
の
中
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
、
我
々
は
そ
れ
を

(

別

)

(

制

)

「
知
り
」

と(
カ;'499 
求)

め
ルコ

れ
る

「
明
ら
め
-

(
邸
)

「
心
を
め
ぐ
ら
し

「
'
鋭
見
し
、
決
断
し
、
照
了
し
、
警
察
し
-

「
信
受
す
る
」

375 

我
々
は
そ
の
道
理
を
理
解
し
信
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
事
実
に
よ
り
よ
く
か
な
っ
た
生
き
方
が
可
能
に
な
る
。

こ
の
生
き
方
を
具
体
的
に
規
定
す
る
も
の
が
、
上
に
出
家
が
「
過
去
諸
仏
の
法
」

で
あ
る
と
さ
れ
た
、
そ
の
「
法
」

で
あ
る
。
こ
れ

は
「
軌
則
の
法
」

(
制
)
と
言
わ
れ
、
仏
が
い
つ
も
か
く
行
っ
た
、
あ
る
い
は
行
う
こ
と
と
し
て
仏
法
の
中
に
説
か
れ
る
。
仏
が
説
く

真
理
と
し
て
の
「
仏
法
」

と

「
諸
仏
の
常
法
」

(
仰
)

た
る
「
軌
則
の
法
」

は
、
後
者
は
前
者
の
中
に
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、



「法」

の
こ
の
よ
う
な
具
体
的
規
定
の
面
の
強
調
は
ま
た
十
二
巻
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
軌
則
の
法
」
と
は
、
道
理
を
よ
り
よ
く
知
っ
て
い
る
諸
仏
が
道
理
に
沿
っ
て
行
為
さ
れ
た
軌
跡
が
法
と
し
て
残
っ
て
い
る
、

と
ま
ず
言
え
る
。
諸
仏
が
仏
に
な
る
ま
で
辿
っ
た
道
筋
が
「
法
」
と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
法
と
は

諸
仏
の
方
便
と
し
て
施
設
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
例
え
ば
「
供
養
諸
仏
の
法
」
に
お
い
て
金
銀
香
花
等
を
仏
前
に
供
え
る
が
、
仏
に

と
っ
て
は
無
用
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
納
受
さ
れ
る
の
は
衆
生
に
功
徳
を
増
長
さ
せ
る
仏
の
大
慈
大
悲
で
あ
る
(
響
。
も
ち
ろ
ん
方

便
と
し
て
施
設
さ
れ
た
も
の
も
間
接
的
に
道
理
に
か
な
わ
し
め
よ
う
と
す
る
の
だ
が
。

十二巻 r正法眼蔵』について

仏
法
の
中
に
は
道
理
が
明
示
的
に
説
か
れ
て
い
て
我
々
が
そ
れ
を
思
い
測
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
は
上
に
見
た
通
り
だ
が
、

軌

則
の
法
」

の
背
後
に
も
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
道
理
は
隠
れ
て
い
て
、
道
理
を
明
ら
め
知
る
と
は
法
を
対
象
に
し
て
あ
れ
こ
れ
思

い
測
る
こ
と
で
も
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
理
に
裏
打
ち
き
れ
た
法
の
体
系
と
し
て
の
仏
法
を
我
々
は
見
る
。
そ
れ
を
あ
れ
こ
れ
思
い
測
れ
ば
測
る
程
、

そ
の
体
系
は
広
大
な
広
が
り
を
持
っ
た
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
全
宇
宙
か
ら
極
微
ま
で

を
見
る
諸
仏
が
世
界
に
見
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
世
界
に
見
出
し
得
た
道
理
に
沿
っ
て
施
設
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。

そ
し
て
諸
仏
は
広
大
な
仏
法
の
世
界
を
説
く
だ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
は
ま
た
そ
の
世
界
に
入
り
こ
み
、
そ
こ
に
何
十
億
と
い
う
移
し
い

仏
と
し
て
現
れ
も
す
る
(
知
可

十
二
巻
で
は
我
々
は
卑
小
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
諸
仏
の
世
界
が
気
の
遠
く
な
る
よ
う
に
広
大
な
も
の
と
し
て
現

23 

れ
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。
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四
、
二
つ
の
道
理

広
大
な
仏
法
体
系
は
世
界
に
見
出
さ
れ
た
道
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
道
理
が
見
出
さ

れ
て
い
る
の
か
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
十
二
巻
で
は
二
つ
の
道
理
、

「
剥
那
生
滅
の
道
理
」
と
「
因
果
の
道
理
」
が
相
補
的
に
世

界
の
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
る
。
以
下
こ
の
二
つ
の
道
理
を
考
察
し
て
、
十
二
巻
に
お
い
て
世
界
が
、
そ
し
て
そ
れ
に
則
っ

た
仏
法
世
界
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
さ
ら
に
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
「
剃
那
生
滅
の
道
理
」
と
は
、
我
々
の
身
心
は
色
受
想
行
識
の
五
構
成
要
素
(

五
組
)
に
よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
こ
の
五
謹

は
指
を
鳴
ら
す
聞
に
六
十
五
回
剥
那
生
滅
し
、

一
昼
夜
に
は
六
十
四
億
九
万
九
千
九
百
八
十
回
利
那
生
滅
す
る
、
こ
の
こ
と
は
仏
の
み

が
よ
く
明
ら
め
知
り
、
我
々
は
信
受
し
う
る
の
み
で
あ
る
(
抗
)
。

こ
の
道
理
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
生
滅
す
る
人
身
で
あ
る
か
ら
た
と
え
惜
ん
で
も
留
ら
な
い
、
こ
の
よ
う
に
「
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
人
身
」

(
町
)

で
あ
る
、
と
い
う
我
々
の
い
か
ん
と
も
し
難
い
、
我
々
の
も
の
で
あ
っ
て
我
々
の
も
の
で
は
な
い
無
常
な
身
心
と
い
う
面
が
先
ず

引
き
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
し
か
し
積
極
的
に
は
、
剥
那
生
滅
す
る
が
故
に
前
剃
那
の
悪
が
去
り
、
後
剃
那
の
善
が
現
生
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
故

に
発
心
得
道
が
可
能
に
な
る
の
で
も
あ
る

(抑)。

人
は
す
で
に
無
始
劫
以
来
の
集
積
さ
れ
た
前
業
の
果
の
中
に
埋
れ
て
い
る
。
善
と
は
仏
法
に
則
し
て
考
え
(
正
見
)
行
動
す
る
こ
と

(
善
行
)

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
仏
法
を
知
る
以
前
の
人
は
少
く
と
も
「
邪
見
」

と
い
う
悪
を
犯
し
て
い
る
、
す
で
に
悪
果
の
腫
大
な
集

積
の
中
に
居
る
。
こ
の
よ
う
な
中
か
ら
い
か
に
善
が
可
能
な
の
か
、
と
呈
一
ヲ
へ
は
、
我
が
身
心
は
い
つ
も
剃
那
毎
に
更
新
さ
れ
て
い
る
か



ら
で
あ
っ
た
。

は
過
去
の
悪
を
断
ち
切
り
、
新
し
く
善
を
行
っ
て
い
く
の
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
し
て
考
え
ら

「
利
那
生
滅
の
道
理
」

れ
て
い
る
。

は
積
極
的
な
も
の
に
転
化
さ
れ
る
。

「
無
常
」

さ
て
、
上
で
す
で
に
「
前
業
の
果
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
こ
の
非
連
続
面
を
表
し
て
い
る
剥
那
生
滅
の
道
理
は
、
連
続
面
を

表
す
因
果
の
道
理
と
組
み
合
さ
れ
て
こ
そ
意
味
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
因
果
が
そ
れ
と
し
て
つ
な
ぐ
働
き
を
す
る
た
め
に
は
、
ま

ず
い
っ
た
ん
切
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
悪
が
消
え
た
後
に
現
生
し
た
善
が
善
因
と
し
て
善
果
を
生
み
出
し
得
る
た
め
に
は
、
因
と
果
は

十二巻『正法眼蔵』について

切
り
離
さ
れ
て
現
れ
、
そ
の
聞
に
作
用
と
し
て
の

「
業
力
」
が
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
利
那
生
滅
が
得
道
を
可
能
に
す
る
と

は
、
こ
の
よ
う
に
関
り
合
う
因
果
の
道
理
、
持
に
善
因
善
果
を
待
つ
て
な
の
で
あ
る
。

「
因
果
の
道
理
」
と
は
十
二
巻
の
『
深
信
因
果
』

で
説
か
れ
る
に
は
、
造
悪
の
者
は
堕
し
修
善
の
者
は
昇
る
こ
と
が
厳
密
に
行
な
わ

れ
、
そ
れ
は
歴
然
と
し
て
明
ら
か
で
あ
り
私
の
無
い
も
の
で
あ
る
(
小
型
。

こ
の
因
果
に
対
す
る
考
え
方
は
七
十
五
巻
と
十
二
巻
で
は
大
い
に
違
っ
て
い
る
。
七
十
五
巻
の
『
大
修
行
』
と
十
二
巻
の
『
深
信
因

F 
は
同
じ
く
「
百
丈
野
狐
」

の
因
縁
に
つ
い
て
の
枯
提
で
あ
り
、
因
果
に
つ
い
て
説
く
が
、
後
者
は
前
者
を
否
定
し
た
場
所
に
立
つ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

前
者
で
は
「
大
修
行
」
が
テ

l
マ
で
あ
り
、
参
禅
学
道
に
体
達
す
る
踊
他
不
得
(
ご
ま
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
)

な
る
大
修
行
の
あ

り
様
を
、
公
案
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
言
外
に
指
示
し
よ
う
と
す
る
、
と
共
に
こ
の
大
修
行
に
は
問
答
と
い
う
形
で
言
葉
が
す
で
に
関

っ
て
き
て
、
こ
の
道
元
の
『
大
修
行
」
を
書
く
営
み
自
体
が
す
で
に
大
修
行
で
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
大
修
行
の

ま
さ
に
そ
の
時
に
は
一
挙
に
円
因
満
果
で
あ
り
、
無
時
間
的
な
一
つ
の
全
体
的
な
広
が
り
の
中
で
、
因
も
果
も
同
時
に
円
満
し
て
し
ま

25 
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後
者
で
は
、
こ
の
身
心
を
以
て
の
大
修
行
に
現
れ
る
因
果
で
は
な
く
、
我
々
の
外
に
厳
と
し
て
あ
る
因
果
の
道
理
を
深
く
信
ず
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
こ
に
も
七
十
五
巻
の
行
の
高
み
の
緊
張
し
た
あ
り
様
と
十
二
巻
の
緊
張
感
の
全
く
無
い
平
明
な
あ
り
様
の
対
比
が
あ
る
。
後
者
で

は
、
大
慧
に
対
す
る
批
判
は
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
円
悟
、

さ
ら
に
は
宏
智
古
仏
ま
で
が
、
因
果
を
撹
無
す
る
「
近
代

参
禅
学
道
と
称
ず
る
と
も
が
ら
」

(
仰
い
)
と
批
判
さ
れ
る
に
至
る
。
前
者
に
お
け
る
道
元
が
果
し
て
そ
の
批
判
を
免
れ
得
た
の
か
。
後

者
で
は
前
者
の
身
心
に
お
け
る
行
の
広
が
り
を
超
え
た
外
に
厳
と
し
て
因
果
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
広
い
世
界
の

中
で
私
の
行
の
打
ち
立
て
た
世
界
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
反
省
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

十
二
巻
の
因
果
の
道
理
と
は
悪
因
悪
果
、
善
因
善
果
が
少
し
も
違
う
こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
人
は
す
で
に
重
層
的
な
因
果
系
列

の
中
に
埋
れ
て
い
る
と
し
て
、
剃
那
生
滅
の
道
理
に
基
い
て
忽
然
現
生
し
た
善
が
次
々
に
善
を
呼
び
、
釜
口
因
善
果
の
集
積
が
次
第
に
大

き
な
部
分
を
占
め
て
行
き
、
そ
の
作
用
力
は
加
速
度
的
に
人
を
仏
道
修
行
の
中
に
引
き
入
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
善
因
善
果
の
作
用
力
は
別
に
言
い
換
え
ら
れ
て
、
身
心
が
利
那
生
滅
す
る
け
れ
ど
「
法
身
」

は
長
養
し
て
菩
提
を
成
就
す
る

制
)
、
利
那
生
滅
の
中
に
発
心
す
れ
ば
「
久
遠
の
寿
量
」
が
忽
ち
に
現
前
す
る
(
抗
)

と
言
わ
れ
、
剃
那
生
滅
を
超
え
る
何
か
が
現
れ
る

と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
が
現
れ
る
に
は
善
を
作
す
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
因
果
の
道
理
が
考
え
ら
れ
る
一
面
に
は
反
自
然
外
道
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

て
、
人
は
少
く
と
も
何
事
か
を
作
さ
な
け
れ
ば
何
ら
の
果
を
も
受
け
る
こ
と
は
な
い
。

以
上
の
「
剥
那
生
滅
」

「
因
果
」

の
二
つ
の
道
理
を
ま
と
め
て
簡
単
に
言
え
ば
、
人
は
い
つ
で
も
悪
を
逃
れ
て
善
を
行
う
可
能
性
を

持
つ
、
そ
し
て
何
か
を
行
な
え
ば
必
ず
そ
の
成
果
は
あ
る
、
と
な
る
。
こ
の
単
純
な
二
つ
の
道
理
が
世
界
に
は
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
仏



法
体
系
が
仏
に
よ
っ
て
施
設
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

玉
、
発
菩
提
心

十
二
巻
『
眼
蔵
』

は
経
典
・
論
を
博
捜
し
て
正
し
い
仏
法
体
系
を
理
解
す
る
た
め
の
学
習
資
料
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
趣
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
諸
仏
が
他
に
勝
れ
て
い
る
の
は
広
い
知
見
を
持
つ
か
ら
で
あ
り
、
又
「
群
書
を
博
覧
す
る
」

(
抗
)

(
制
)
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

」
と
が
肯
定
的
に
言
及

十二巻『正法眼蔵』について

さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
我
々
は
広
く
学
び
「
正
見
」
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

「
聖
教
を
習
学
」

そ
の
学
習
に
よ
っ
て
社
大
な
仏
法
体
系
が
開
け
て
き
た
と
し
て
、

し
か
し
我
々
は
い
か
に
し
て
そ
の
中
に
参
入
し
う
る
の
か
。
そ
れ
を

「
信
受
」
す
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
そ
し
て
こ
の
間
は
ま
た
、

い
か
に
し
て
「
発
菩
提
心
」
が
可
能
か
、
と
も
言
え
る
。

「
肇
首
提
心
」
と
は
、
前
者
で
は
種
々
の
物

七
十
五
巻
と
十
二
巻
の
二
つ
の

『
発
菩
提
心
』
が
説
く
こ
と
も
大
い
に
違
っ
て
い
る
。

を
以
て
三
宝
に
供
養
す
る
こ
と
、
特
に
は
木
石
泥
土
金
銀
七
宝
を
集
め
て
造
仏
造
塔
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
後
者
で
は
「
自
ら
未
だ
度
ら

ざ
る
先
に
他
を
度
す
」
と
願
い
営
む
こ
と
と
さ
れ
る
。

前
者
で
は
心
は
心
知
、
尽
大
地
の
心
、
自
他
の
心
、
木
石
(
加
)

の
問
答
に
見
ら
れ
る
心
で
あ
っ
て
そ
れ
以
後
の
心
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
草
木
瓦
喋
は
仏
道
の
身
心
で
あ
り
、
そ
れ
を
供
養
す
る
と
こ

と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
心
は
「
如
何
是
古
仏
心
|
|
脂
壁
瓦
喋
」

(
制
)
。
そ
れ
は
我
が
身
心
を
以
て
坐
禅
緋
道
す
る
こ
と
と
別
で
は
な
い

こ
と
は
物
に
関
っ
て
こ
の
日
常
に
生
き
る
こ
と
と
別
で
は
な
い
。

加
)
。
そ
し
て
坐
禅
緋
道
す
る

ろ
に
発
菩
提
心
が
働
い
て
い
る

後
者
は
三
種
の
心
(
慮
知
・
草
木
・
積
阜
市
精
要
心
)
を
挙
げ
、
そ
の
中
の
慮
知
心
を
以
て
発
心
す
べ
き
こ
と
を
説
く
(
羽
可
慮
知
心
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と
は
あ
れ
こ
れ
思
い
測
る
意
識
と
し
て
の
心
で
あ
る
。
ま
ず
学
習
が
あ
る
と
は
こ
の
意
味
で
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
思
慮
し
た
結
果
つ
い
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に
「
自
未
得
度
先
度
他
の
道
理
」
に
お
い
て
不
退
転
(
抑
)

と
な
る
。
但
し
こ
の
場
合
も
、
菩
提
心
と
は
慮
知
心
を
超
え
た
も
の
と
し

で
あ
り
、
我
の
否
定
と
し
て
は
自
他
を
超
え
た
木
石
心
の
あ
り
方
に
重
な
る
。
ま
た
こ
の
発
心
の
の
ち
土
石
砂
礁
を
採
る
こ
と
は
菩
提

心
を
持
ち
来
る
こ
と
で
あ
り
、
種
々
の
物
を
施
す
こ
と
は
菩
提
心
の
活
発
な
働
き
で
あ
る
(
抑
)

と
さ
れ
る
か
ら
、
後
者
は
前
者
を
含

み
よ
り
広
い
視
点
か
ら
心
を
捉
え
て
い
る
。

先
度
他
の
心
に
不
退
転
と
な
る
こ
と
、
そ
の
道
理
を
信
受
す
る
こ
と
は
い
か
に
可
能
か
。

そ
れ
を
考
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
ま
ず
手
掛
り
と
な
る
の
が
「
感
応
道
交
」

で
あ
る
。
感
応
道
交
す
る
と
こ
ろ
に
発
菩
提
心
な
り
(

m)、
と
一
種
の
基
礎
体
験
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
感
応
道
交
と
は
天
台
に
由
来
し
、
衆
生
の
感
に
仏
が
応
じ
仏
道
に
交
る

こ
と
と
言
う
。
道
元
も
、
諸
似
室
長
が
授
け
る
の
で
な
く
自
ら
が
能
に
よ
る
の
で
も
な
く
感
応
道
交
す
る
に
発
心
す
る

(m)、
と
説
い

て
い
る
。
自
ら
の
努
力
に
思
わ
ず
仏
の
力
が
加
っ
た
か
の
よ
う
に
そ
れ
は
起
る
。

こ
の
感
応
道
文
を
挟
ん
で
慮
知
心
と
菩
提
心
は
共
に
「
わ
れ
に
あ
ら
ず
、
他
に
あ
ら
ず
」

(
抑
)
と
さ
れ
る
。
慮
知
心
は
、
剃
那
生

減
し
て
流
転
生
死
す
る
身
心
に
属
す
る
限
り
我
の
い
か
ん
と
も
し
難
い
と
い
う
意
味
で
「
我
に
あ
ら
ず
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
空
間
的

な
制
約
を
持
た
な
い
、
自
他
の
区
分
を
取
払
う
積
極
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
慮
知
心
は
そ
れ
自
体
生
滅
す
る
無
常
な
存
在
で
あ

(4) 

り
な
が
ら
、
単
に
私
の
意
識
で
は
な
く
一
般
的
な
広
が
り
を
持
つ
が
故
に
、
よ
く
そ
の
無
常
な
あ
り
方
を
思
い
測
る
こ
と
が
で
き
、
道

理
を
も
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
先
度
他
と
願
い
営
む
菩
提
心
が
「
わ
れ
に
あ
ら
ず
、
他
に
あ
ら
ず
、
き
た
る
に
あ
ら
ず
」
と
言
わ
れ
得
る
よ
う
に
発
す
る
と

は
、
七
十
五
巻
で
繰
り
返
し
説
か
れ
た
「
心
」

の
あ
り
方
と
し
て
こ
こ
で
も
説
か
れ
て
い
て
、
草
木
瓦
喋
や
山
河
大
地
が
心
で
あ
り
、

こ
の
世
界
が
仏
道
の
身
心
で
あ
る
、
と
共
に
心
は
自
ら
の
有
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
わ
れ
に
あ
ら
ず
、
他
に
あ
ら
ず
」



で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
の
心
と
諸
々
の
存
在
(
諸
法
)

(
抑
)
と
一
言
わ
れ
、
心
は
諸
法
に
連
ね
ら
れ
、

は
「
自
他
共
無
因
に
あ
ら
ざ
る
」

一
心
が
変
っ
た
時
世
界
は
一
変
し
て
し
ま
う
。
自
ら
の
心
を
通
じ
て
(
そ
れ
は
実
は
凡
夫
の
自
己
中
心
的
な
意
識
を
滅
す
る
こ
と
)
世

界
と
し
て
の
心
に
至
る
、
こ
の
よ
う
な
七
十
五
巻
的
な
心
が
菩
提
心
と
重
ね
合
せ
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
行
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
た

張
り
つ
め
た
七
十
五
巻
的
あ
り
方
、
そ
れ
を
支
え
る
体
得
が
、
こ
こ
で
「
感
応
道
交
」
と
い
う
基
礎
的
体
験
と
し
て
出
発
点
に
あ
る
も

の
と
し
て
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。

十二巻『正法眼蔵』について

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
新
し
く
「
先
度
他
」
が
言
わ
れ
る
。

の
中
の
ニ
の
一
旬
、
が
、
た
と
え
そ
れ
が
大
乗

『
大
般
浬
繋
経
』

と
し
て
当
然
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
故
新
た
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
か
。
七
十
五
巻
で
は
、
論
を
始
め
る
に
当
っ
て
は
と
も
か
く
、

到
り
着
い
た
所
で
白
と
他
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
い
、
そ
し
て
他
の
中
で
も
山
川
草
木
の
中
か
ら
特
に
他
の
人
聞
が
取
り
出
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
。

菩
提
心
は
他
の
一
切
衆
生
を
度
せ
ん
と
願
い
営
む
が
、
そ
の
度
す
こ
と
の
内
実
は
他
に
も
同
じ
く
先
度
他
の
菩
提
心
を
発
さ
せ
る
こ

(

抗

)

。

こ

の

こ

と

か

ら

先

ず

、

(

抑

)

で

な

く

て

は

な

と
で
あ
る

他

と
は
発
菩
提
心
し
得
る
存
在
、
慮
知
心
を
持
っ
た
「
人
身
」

h
h
ノ介昏い。

さ
ら
に
一
切
衆
生
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
発
菩
提
心
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
な
ら
、
発
菩
提
心
の
願
行
と
は
そ
の
よ
う
な
一
切
衆
生
を

距
離
を
置
い
て
見
守
る
と
い
う
意
識
的
営
み
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
「
白
未
得
度
先
度
他
」
が
「
道
理
」

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
慮
知
心

の
意
識
的
な
思
い
測
り
の
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
慮
知
心
は
感
応
道
交
を
通
っ
て
、
自
ら
の
力
を
超
え
る
仏
の
力
を
感
受
す
る
・
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と
い
う
体
験
を
通
っ
て
、
す
で
に
お
の
ず
か
ら
「
自
未
得
度
先
度
他
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
道
元
自
身
に
は
す
で
に
い
か
ん
と
も
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し
難
く
他
の
人
聞
が
見
え
て
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
再
び
し
か
し
、
そ
れ
を
か
く
も
重
要
に
な
っ
て
い
る
慮
知
心
の
営
み
に
よ
っ
て
「

自
未
得
度
先
度
他
」

の
道
理
と
捉
え
、
飛
躍
を
感
応
道
交
と
い
う
基
礎
体
験
に
七
十
五
巻
の
体
験
を
重
ね
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
設
定

し
、
す
で
に
飛
躍
以
後
の
こ
こ
に
お
い
て
は
お
の
ず
か
ら
に
「
先
度
他
」

で
あ
る
と
、
十
二
巻
を
書
く
と
い
う
慮
知
心
の
営
み
に
よ
っ

て
跡
守
つ
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

十
二
巻
の
す
べ
て
は
慮
知
心
の
地
平
か
ら
舞
い
上
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
慮
知
心
、
意
識
の
営
み
、
分
別
心
、
渉
境
心
と

は
差
別
界
の
存
在
と
し
て
自
他
を
区
別
す
る
。
と
共
に
そ
れ
は
自
他
を
超
え
た
一
種
の
公
共
世
界
が
見
ら
れ
る
抽
象
の
場
所
で
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
所
の
中
に
晩
年
の
道
元
の
思
想
的
営
為
が
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
信
受
は
、
飛
躍
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し

た
の
か
。
跡
づ
け
の
論
理
に
よ
る
限
り
、
そ
れ
は
私
の
過
去
と
現
在
の
事
実
を
肯
う
こ
と
と
し
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
感
慨
を
も

っ
て
そ
れ
を
見
つ
め
る
慮
知
心
と
は
す
で
に
「
信
」
に
彩
ら
れ
て
い
る
。

六
、
結
び

菩
提
心
を
発
す
こ
と
を
ま
と
め
直
し
て
お
こ
う
。

凡
夫
は
自
己
中
心
的
な
思
い
測
り
を
す
る
慮
知
心
の
中
に
い
る
。
し
か
し
こ
の
慮
知
心
が
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
そ
の
身
心
は
移
り

行
く
。
そ
の
無
常
な
身
心
を
た
だ
嘆
い
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
、
こ
の
移
り
行
く
身
心
に
任
せ
て
そ
こ
で
何
か
を
な
す
し
か
な
い
。
す

で
に
聞
き
か
じ
っ
て
い
る
仏
法
の
教
え
を
よ
り
よ
く
理
解
し
よ
う
と
努
め
な
さ
い
、
そ
こ
に
は
こ
の
間
題
へ
の
対
処
の
仕
方
が
説
か
れ

て
い
る
。

仏
法
の
中
の
剃
那
生
滅
と
因
果
の
道
理
に
よ
る
救
い
の
道
筋
に
よ
れ
ば
、
無
常
の
身
心
は
剃
那
生
滅
の
道
理
に
よ
り
説
明
さ
れ
、
そ



れ
は
前
刺
那
の
悪
が
去
り
後
剥
那
の
善
が
現
生
す
る
積
極
性
に
反
転
さ
れ
た
。
時
々
刻
々
更
新
さ
れ
る
身
心
。
そ
し
て
そ
の
反
面
の
因

果
の
伶
用
力
、
向
か
を
な
せ
ば
必
ず
そ
の
報
を
受
く
。

こ
れ
ら
の
道
理
が
広
大
な
仏
法
世
界
の
中
で
説
か
れ
る
。
無
始
劫
以
前
か
ら
の
移
し
い
諸
仏
の
連
り
、
無
数
劫
の
聞
に
無
数
の
仏
を

供
養
し
て
き
た
修
行
時
代
の
釈
迦
、
未
来
永
劫
の
後
の
成
仏
に
向
け
て
只
今
修
行
し
つ
つ
あ
る
菩
薩
、
菩
提
心
が
互
い
に
い
か
に
か
し

て
他
を
発
心
さ
せ
よ
う
と
営
む
願
の
交
差
で
あ
っ
た
こ
と
、
先
に
他
を
度
し
て
つ
い
に
自
ら
は
成
仏
し
な
い
菩
薩
の
あ
り
方
。

卜二巻『正法眼蔵』について

こ
の
広
大
な
仏
法
世
界
が
、
無
常
の
身
心
を
も
と
に
し
て
そ
れ
を
超
え
て
法
身
を
長
養
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
慮
知

心
の
前
に
現
れ
る
。
慮
知
心
が
こ
の
仏
法
世
界
に
入
り
得
る
か
は
、

い
か
ん
と
も
し
難
い
、

つ
い
に
我
有
で
は
な
い
身
心
に
す
べ
て
任

せ
得
る
か
ど
う
か
に
拠
る
。
無
常
の
積
極
性
を
通
っ
て
、
自
己
の
否
定
を
通
っ
て
、
即
ち
我
執
の
減
却
を
通
っ
て
仏
道
へ
の
参
入
が
可

能
と
な
る
。
そ
し
て
す
で
に
事
実
と
し
て
人
は
我
執
を
全
う
で
き
な
い
よ
う
に
無
常
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
又
自
己
は
自
己
の
み

で
完
結
し
て
い
な
い
こ
と
で
、
そ
こ
に
他
者
が
大
き
な
存
在
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
仏
道
へ
の
参
入
と
「
先
度
他
」

の
心
を
発
す
こ
と

と
は
こ
こ
に
重
な
る
。
そ
し
て
自
己
の
み
で
完
結
し
て
い
な
い
あ
り
方
に
特
に
他
の
人
聞
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
道
元
の
中
で
慮
知
心

の
役
割
が
大
き
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
と
表
裏
の
関
係
を
な
し
て
い
る
。

七
十
五
巻
が
行
の
高
み
の
孤
独
の
中
か
ら
「
示
衆
」

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
行
に
な
っ
て
し
ま
い
、

切

衆
生
の
共
有
す
る
慮
知
心
の
地
平
と
の
隔
り
に
悩
む
よ
う
に
な
っ
た
時
、
ま
た
広
大
な
仏
の
世
界
と
そ
れ
と
対
照
的
に
卑
小
な
自
ら
の

あ
り
方
、
こ
の
今
に
行
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
無
時
間
的
な
一
つ
の
広
が
り
と
は
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
広
大
な
仏
の
世
界
の
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中
で
何
だ
っ
た
の
か
、
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
道
元
は
新
し
く
十
二
巻
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
慮
知
心
の
地
平
か
ら
も
う
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(
5
)
 

一
度
仏
法
体
系
を
理
解
し
直
し
、
構
成
し
直
し
て
み
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仏
道
の
中
の
自
ら
の
住
置

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
七
十
五
巻
の
『
眼
蔵
』
に
結
集
し
て
い
る
自
ら
の
過
去
を
以
て
、
そ
れ
を
発
菩
提
心
の
感
応
道

交
に
重
ね
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
す
で
に
仏
法
世
界
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
自
ら
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
は
る
か
彼
方
に
仰
、
ぎ
見
る
べ
き
仏
と
は
い
か
な
る
存
在
か
と
言
え
ば
、
そ
の
諸
仏
は
仏
果
菩
提
に
至
つ
で
も
な
お
功
徳
自
体

の
た
め
に
功
徳
を
積
む
こ
と
を
愛
し
続
け
る
(
側
)
。
す
な
わ
ち
仏
果
に
至
っ
た
諸
仏
も
功
徳
善
根
を
積
集
し
続
け
る
、
こ
れ
は
修
行
者

た
る
菩
薩
の
あ
り
方
と
違
わ
な
い
。
発
心
以
前
と
以
後
の
聞
の
本
質
的
な
違
い
に
対
し
て
、
仏
果
菩
提
は
そ
れ
程
大
き
な
節
目
と
は
な

ら
な
い
。
す
で
に
発
心
す
る
と
こ
ろ
に
仏
法
世
界
に
参
入
す
る
こ
と
が
成
就
さ
れ
れ
ば
、
あ
と
は
功
徳
自
体
の
た
め
の
積
善
を
ひ
た
す

ら
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
、

ほ
ん
の
入
口
に
で
あ
っ
た
と
し
て
も
す
で
に
仏
道
に
入
っ
て
い
る
自
ら
を
見
出
し
た
こ
と
は
重
大
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
広
大
な
仏
法
世
界
に
比
し
て
自
ら
の
卑
小
さ
が
一
層
際
立
つ
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
逆
に
自
ら
の
卑
小
さ
放
に
、
そ
の
広
大

な
仏
法
世
界
が
よ
り
輝
か
し
い
も
の
と
し
て
見
え
て
来
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

以
上
、
道
元
は
十
二
巻
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
仏
道
に
す
で
に
参
入
し
得
て
い
る
自
ら
を
肯
う
こ
と
が
で
き
た
。
振
り
返
れ
ば
出
家

と
い
う
形
式
を
す
で
に
取
り
得
て
い
る
自
ら
の
姿
も
有
難
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
百
巻
を
目
指
し
て
十
二
巻
で
中
断
と
は
い
か
に
も
少

な
い
が
、
最
後
の
二
巻
『
一
百
八
法
明
門
』

『
八
大
人
書

は
ほ
と
ん
ど
経
典
の
引
用
に
終
始
す
る
。
特
に
自
ら
が
書
か
な
く
て
は
な

ら
ぬ
も
の
は
も
は
や
無
い
、
そ
ん
な
静
か
な
安
ら
、
ぎ
が
感
じ
ら
れ
る
。
十
二
巻
は
『
八
大
人
書
末
に
お
い
て
、

い
つ
の
日
か
の
自
ら

の
成
仏
を
願
っ
て
、
そ
の
未
来
を
確
と
見
つ
め
て
終
っ
て
い
る
(
防
)
。

(
了
)
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註(1) 

(2) 

(
3
)
 

(4) 

以
下
『
限
蔵
』
の
引
用
・
参
照
は
岩
波
日
本
思
想
大
系
『
道
元
下
』
を
用
い
、
(
)
内
に
頁
数
を
示
し
た
。

原
文
「
山
僧
出
去
半
年
余
、
猶
若
孤
輪
処
大
虚
、
今
日
帰
山
雲
気
喜
、
愛
山
之
愛
甚
於
初
」
。

七
十
五
巻
『
眼
蔵
』
に
つ
い
て
、
こ
の
小
論
で
は
実
証
抜
き
で
結
論
の
み
述
べ
た
。
い
ず
れ
別
に
考
え
た
い
。

差
別
の
心
た
る
私
の
慮
知
心
が
な
ぜ
却
っ
て
一
般
的
広
が
り
を
持
ち
得
る
か
、
こ
れ
も
七
十
五
巻
を
考
え
る
機
会
に
、
別
に
考
え
た

(5) 

「
い
か
に
し
て
信
受
が
可
能
か
」
を
了
解
さ
れ
た
い
。

こ
こ
か
ら
逆
照
射
す
る
形
で
、
筆
者
の
導
き
の
問
、

以
上

大
学
院
学
生
)


