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『
い
の
ち
に
合
掌
』
の
対
象
と
す
る
「
い
の
ち
」
と
は
何
か

柴

　田

　寛

　彦

一
、
は
じ
め
に

　

宗
門
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
『
い
の
ち
に
合
掌
』
の
対
象
と
し
て
い
る
「
い
の
ち
」
と
は
、
第
一
義
的
に
は
不
軽
菩
薩
が
合
掌
し

「
汝
等
皆
行
菩
薩
道
當
得
作
佛
」
と
礼
拝
し
た
「
汝
等
」
と
し
て
の
「
人
々
」
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
成
仏
が
最
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
い
も
の
の
、
衆
生
の
一
分
を
担
う
他
の
動
物
、
依
報
で
あ
る
植
物
や
国
土
世
間
の
成
仏
も
ま
た
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は

な
い
。
そ
こ
で
合
掌
の
対
象
で
あ
る
「
い
の
ち
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
布
教
活
動
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
の

で
、
そ
の
概
略
を
報
告
し
た
い
。

二
、
非
情
の
こ
こ
ろ
と
は

　

仏
教
で
は
世
界
は
山
河
や
岩
石
な
ど
の
非
情
世
間
と
心
情
を
持
つ
有
情
世
間
の
二
つ
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
と
す
る
。
草
木
は
心
情
を
持

た
な
い
非
情
世
間
に
分
類
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
で
は
悟
り
を
開
く
可
能
性
は
有
情
に
の
み
認
め
ら
れ
、
草
木
成
仏
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。

最
初
期
の
仏
教
に
お
い
て
は
草
木
が
生
物
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
確
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
不
殺
生
戒
が
強
調
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
戒
を

守
る
仏
教
徒
の
食
料
と
し
て
欠
か
せ
な
い
草
木
を
無
生
物
と
み
な
す
よ
う
に
な
り
、
草
木
は
非
情
世
間
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

す
る
考
え
方
も
あ
る
。
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草
木
は
非
情
に
分
類
さ
れ
る
が
、
何
ら
か
の
感
覚
と
そ
れ
に
基
づ
く
草
木
自
身
の
反
応
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
草
木

は
日
光
を
求
め
て
葉
を
光
の
方
向
に
向
か
せ
る
。
ま
た
根
を
下
に
伸
ば
し
茎
を
上
に
伸
ば
す
が
、
い
ず
れ
も
光
や
重
力
を
知
覚
し
て
そ
れ

に
反
応
し
て
成
長
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
草
木
単
体
と
し
て
の
み
な
ら
ず
集
団
と
し
て
も
共
同
で
対
応
し
て
い
る
事
例

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
非
情
は
心
情
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
草
木
は
何
ら
か
の
心
情
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
が
生
じ
る

の
で
あ
る
が
、
仏
教
思
想
の
展
開
の
中
で
、
次
第
に
草
木
は
お
ろ
か
山
河
や
岩
石
に
さ
え
も
心
が
あ
る
と
理
解
す
る
に
至
る
。

三
、
天
台
の
草
木
成
仏
論

　

草
木
の
成
仏
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
中
国
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
羅
什
三
蔵
の
諸
法
実
相
論
に
お
い
て
、
諸
法
の
中
に

は
山
川
草
木
が
含
ま
れ
、
草
木
成
仏
論
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
が
後
の
智
顗
の
思
想
の
基
底
を
な
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

天
台
大
師
智
顗
は
『
涅
槃
経
』
に
説
く
三
因
仏
性
の
う
ち
正
因
仏
性
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
遍
在
す
る
と
し
た
。『
法
華
玄
義
』
で
は
正

報
で
あ
る
衆
生
世
間
、
五
蘊
世
間
と
依
報
で
あ
る
国
土
世
間
は
不
二
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
有
情
が
具
有
す
る
仏
性
は
非
情
の
国
土
世
間
に

も
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
摩
訶
止
観
』
に
「
そ
れ
一
心
に
十
法
界
を
具
し
、
一
法
界
に
ま
た
十
法
界
を
具
す
、
百
法
界
な
り
。
一
界
に
三
十
種
の
世
間
を
具
し
、

百
法
界
に
即
ち
三
千
種
の
世
間
を
具
す
。
こ
の
三
千
は
一
念
の
心
に
在
り
。
も
し
心
な
く
ん
ば
已
み
な
ん
。
介
爾
も
心
あ
ら
ば
即
ち
三
千

を
具
す
。」
と
あ
る
が
、「
介
爾
も
心
あ
ら
ば
即
ち
三
千
を
具
す
」
と
い
う
も
の
の
、
我
が
心
が
三
千
の
世
界
を
観
じ
、
こ
の
心
に
包
含
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
草
木
や
国
土
に
仏
性
を
見
る
こ
と
と
、
草
木
や
国
土
自
体
に
心
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
と
に
は
大
き
な
隔
壁
を
感
じ
る
。

「
修
行
も
し
な
い
天
然
の
弥
勒
菩
薩
や
自
然
に
悟
る
釈
迦
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
」
と
あ
る
ご
と
く
、
我
々
凡
夫
が
難
行
苦
行
を
重
ね
て
悟
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り
を
開
く
努
力
を
重
ね
る
よ
う
に
、
草
木
や
国
土
が
自
ら
発
心
し
修
行
し
悟
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

『
摩
訶
般
若
経
』
や
『
涅
槃
経
』
に
あ
る
ご
と
く
「
一
切
衆
生
は
本
来
仏
性
を
具
し
て
い
る
か
ら
、
仏
が
こ
の
世
に
現
れ
よ
う
と
現
れ
ま

い
と
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
道
理
は
変
わ
ら
な
い
」
と
す
る
な
ら
ば
、
仏
の
出
現
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
五
陰
・
衆
生
・
国
土
の
三

世
間
に
常
に
仏
性
が
具
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
た
俄
か
に
は
信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
後
こ
の
問
題
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
の
が
天
台
六
祖
湛
然
で
あ
る
。
華
厳
宗
清
涼
澄
観
が
「
草
木
な
ど
の
非
情
は
真
理
に
支
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
性
は
あ
る
が
人
格
智
と
し
て
の
仏
性
は
な
く
、
従
っ
て
草
木
な
ど
の
非
情
が
成
仏
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
し

た
の
に
対
し
て
、
湛
然
は
色
心
不
二
の
立
場
か
ら
「
心
な
い
し
仏
性
は
万
物
・
万
象
に
遍
在
し
、
草
木
に
も
仏
性
が
あ
っ
て
成
仏
す
る
」

と
し
た
。

　

湛
然
は
『
金
錍
論
』
に
「
ゆ
え
に
、
一
仏
が
成
道
す
れ
ば
、
森
羅
万
象
の
法
界
は
こ
の
仏
の
依
報
（
世
界
）・
正
報
（
衆
生
）
で
な
い

こ
と
は
な
い
。
一
仏
の
場
合
で
も
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
諸
仏
も
な
お
さ
ら
み
な
そ
う
で
あ
る
。」
と
い
い
、
仏
が
悟
り
を
開
け
ば
天
地
万

物
が
み
な
悟
り
の
世
界
と
な
っ
て
、
娑
婆
世
界
そ
の
も
の
が
仏
国
土
と
な
る
と
し
て
い
る
。

　

日
本
天
台
に
お
い
て
最
澄
は
、
湛
然
の
『
金
錍
論
』
を
基
盤
に
し
て
一
念
三
千
の
教
理
に
よ
っ
て
色
心
不
二
、
依
正
不
二
を
立
て
、
草

木
成
仏
論
を
展
開
し
た
。

　

五
大
院
安
然
の
『
即
身
成
仏
義
私
記
』
に
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
貞
観
五
年
六
月
の
法
華
会
に
お
い
て

「
即
身
成
仏
と
は
心
の
成
仏
で
あ
っ
て
身
の
成
仏
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
講
師
と
争
い
、
慈
覚
大
師
円
仁
の
指
示
に
も
随
わ
な
か
っ
た

が
、
こ
の
時
「
草
木
作
仏

ハ

依
報
随
作

ナ
リ
ト

計
シ
テ

草
木
自
作
仏
ヲ
許
サ
ズ
」
と
い
う
執
者
が
い
た
の
で
、
大
師
は
こ
れ
を
「
宗
旨
ヲ
失
フ
」

と
責
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
正
報
の
有
情
が
成
仏
し
た
と
き
依
報
の
国
土
も
ま
た
成
仏
す
る
こ
と
を
草
木
成
仏
と
呼
ん
で
い
る
に
す

ぎ
な
い
」
と
い
う
意
見
を
破
し
て
、「
草
木
に
自
発
自
修
自
証
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
宗
旨
で
あ
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

平
安
中
期
、
檀
那
院
覚
運
の
問
い
に
良
源
が
答
え
た
も
の
と
さ
れ
る
『
草
木
発
心
修
行
成
仏
記
』
に
、
草
木
に
は
三
因
仏
性
が
あ
り
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「
草
木
は
既
に
生
住
異
滅
の
相
を
具
す
。
是
れ
則
ち
草
木
発
心
修
行
菩
提
涅
槃
の
姿
な
り
」
と
し
、
草
木
が
芽
生
え
成
長
し
花
咲
き
実
を

結
び
枯
れ
て
い
く
姿
そ
の
も
の
が
草
木
の
発
心
修
行
成
仏
の
姿
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
草
木
成
仏
観
の
中
古
天
台
本
覚
思
想
に
お
け
る
一

つ
の
到
達
点
で
あ
る
。

四
、
日
蓮
聖
人
の
草
木
成
仏
論

　

日
蓮
聖
人
の
草
木
成
仏
観
は
天
台
の
一
念
三
千
の
法
門
を
基
本
と
し
て
い
る
。

　
『
観
心
本
尊
抄
』
に
お
い
て
「
草
木
に
心
有
っ
て
有
情
の
ご
と
く
成
仏
を
為
す
べ
き
や
い
か
ん
」
と
い
う
問
に
対
し
て
、
国
土
世
間
に

も
色
心
因
果
が
備
わ
っ
て
い
る
と
説
く
一
念
三
千
の
法
門
に
よ
っ
て
草
木
成
仏
を
認
め
た
。
し
か
し
、
常
識
的
に
は
草
木
国
土
に
心
が
あ

っ
て
発
心
修
行
成
仏
す
る
こ
と
は
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
「
観
門
の
難
信
難
解
」
と
し
つ
つ
、
非
情
成
仏
の
実
践
的
事
例
と
し
て

「
草
木
の
上
に
色
心
因
果
を
置
か
ず
ん
ば
、
木
画
の
像
を
本
尊
に
恃
み
奉
る
こ
と
無
益
な
り
」「
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
一
念
三
千
の
仏
種
に

あ
ら
ざ
れ
ば
、
有
情
の
成
仏
、
木
画
二
像
の
本
尊
は
有
名
無
実
な
り
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
「
一
念
三
千
の
仏
種
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
有
情
の
成
仏
、
木
画
二
像
の
本
尊
は
有
名
無
実
な
り
」
と
い
う
点
、

す
な
わ
ち
一
念
三
千
の
仏
種
を
植
え
な
け
れ
ば
有
情
で
さ
え
も
成
仏
は
叶
わ
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
仏
種
を
植
え
さ
え
す

れ
ば
有
情
が
成
仏
す
る
の
み
な
ら
ず
非
情
の
木
画
の
二
像
さ
え
も
成
仏
し
、
本
尊
の
世
界
を
現
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
末
法
と
い
う
時
代
性
へ
の
深
慮
と
下
種
の
観
点
か
ら
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
超
克
し
、
新
た
な
成
仏
観
を

提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
「
介
爾
も
心
有
ら
ば
即
ち
三
千
を
具
す
」
と
す
る
天
台
の
思
想
を
一
度
否
定
し
、
新
た
な
る
妙
法
五
字
の
下
種
を

成
仏
の
必
須
条
件
と
し
た
の
で
あ
る
。
下
種
の
主
体
は
久
遠
の
本
仏
に
他
な
ら
ず
、
有
情
に
し
ろ
非
情
に
し
ろ
常
住
す
る
久
遠
の
本
仏
か

ら
妙
法
五
字
の
下
種
を
受
け
、
そ
れ
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
三
千
世
間
の
具
有
が
実
現
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
路
を
草
木
国
土
に
敷
衍
す
る
と
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。「
末
法
に
お
い
て
は
草
木
国
土
が
下
種
益
な
く
し
て
自
然
に
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発
心
修
行
成
仏
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
久
遠
の
本
仏
釈
尊
か
ら
妙
法
五
字
の
下
種
を
受
け
、
そ
れ
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
仏
界
を
具
有
す
る
三
千
世
間
を
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
法
華
経
に
よ
ら
な
け
れ
ば
有
情
・
非
情
一
体
と
な
っ
た
一
念
三
千

の
世
界
を
現
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
の
が
日
蓮
聖
人
の
草
木
成
仏
観
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、

１
、
イ
ン
ド
で
は
草
木
の
成
仏
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
ず
、
中
国
に
入
っ
て
羅
什
三
蔵
の
諸
法
実
相
論
中
に
草
木
成
仏
論
が
内
包
さ
れ

る
に
至
っ
た
。

２
、
天
台
大
師
智
顗
は
、
依
正
不
二
、
色
心
不
二
の
立
場
か
ら
、
正
因
仏
性
は
非
情
の
国
土
世
間
に
も
遍
在
し
、
有
情
だ
け
で
は
な
く
草

木
や
国
土
の
非
情
に
至
る
ま
で
す
べ
て
も
の
が
仏
の
本
性
と
し
て
の
仏
性
を
具
有
し
て
い
る
と
し
た
。

３
、
天
台
六
祖
湛
然
は
、
色
心
不
二
の
立
場
か
ら
、
仏
性
は
万
物
・
万
象
に
遍
在
し
、
草
木
に
も
仏
性
が
あ
っ
て
成
仏
す
る
と
し
、
草
木

成
仏
論
を
展
開
し
た
。

４
、
日
本
天
台
に
お
い
て
は
、
湛
然
の
『
金
錍
論
』
を
基
盤
に
し
て
草
木
成
仏
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
草
木
国
土
の
依
報
が
自
ら
発
心
修

行
成
仏
す
る
と
す
る
見
解
に
ま
で
発
展
し
た
。

５
、
日
蓮
聖
人
の
草
木
成
仏
観
は
、
天
台
の
一
念
三
千
の
法
門
を
基
本
に
し
な
が
ら
、
末
法
に
お
い
て
は
、
有
情
に
し
ろ
非
情
に
し
ろ
常

住
す
る
久
遠
の
本
仏
か
ら
妙
法
五
字
の
下
種
を
受
け
、
そ
れ
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
釈
尊
の
因
果
の
功
徳
が
自
然
譲
与
さ

れ
、
仏
界
が
現
出
す
る
と
し
た
。

　

以
上
、
日
蓮
聖
人
の
草
木
成
仏
観
に
従
え
ば
、
私
た
ち
は
有
情
す
な
わ
ち
人
間
及
び
動
物
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
非
情
す
な
わ
ち
草

木
や
国
土
に
対
し
て
も
お
題
目
を
下
種
結
縁
し
、
草
木
国
土
成
仏
の
取
次
役
を
果
た
す
べ
き
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
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い
だ
ろ
う
か
。
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
を
現
代
に
実
践
す
る
時
に
念
頭
に
置
く
べ
き
対
象
は
、
そ
し
て
『
い
の
ち
に
合
掌
』
の
対
象
と
す

る
「
い
の
ち
」
は
、
下
種
結
縁
に
よ
っ
て
成
仏
に
導
く
べ
き
三
千
世
界
の
す
べ
て
で
あ
る
と
考
え
た
い
。「
吹
風
も
、
ゆ
る
ぐ
木
草
も
、

流
る
る
水
の
音
ま
で
も
、
此
山
に
は
妙
法
の
五
字
を
唱
へ
ず
と
云
こ
と
な
し
」（『
波
木
井
殿
御
書
』）
と
は
、
日
蓮
聖
人
に
よ
る
草
木
国

土
へ
の
題
目
下
種
の
相
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ⅰ　
「
最
近
の
仏
教
学
の
成
果
に
よ
る
と
、
意
外
な
こ
と
に
、
大
乗
仏
教
が
、
当
時
の
世
間
一
般
の
苦
行
主
義
を
取
り
入
れ
て
肉
食
を
禁
じ
て
草
食

主
義
に
な
っ
て
か
ら
、
草
木
が
生
き
て
い
な
い
も
の
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
岡
田
行
弘
、
一
九
九
九
）。
つ
ま
り
肉
食
を

禁
じ
た
か
ら
木
食
（
草
食
）
し
な
く
て
は
生
き
て
い
け
な
い
。
し
か
し
、
殺
生
を
禁
ず
る
か
ら
に
は
、
草
木
は
生
き
も
の
で
あ
っ
て
は
困
る
。
そ

こ
で
大
乗
仏
教
は
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
、
草
木
を
瓦
や
石
と
同
じ
無
機
物
と
し
て
分
類
し
た
の
で
あ
っ
た
。」（
岡
田
真
美
子
「
山
川
草
木
の

い
の
ち
─
草
木
國
土
悉
皆
成
佛
と
日
本
的
生
命
観
」『
小
さ
な
小
さ
な
生
き
も
の
が
た
り
』
昭
和
堂
二
〇
一
三
）

ⅱ　
「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
氏
は
、
最
初
期
の
仏
教
に
お
い
て
植
物
が
生
物
で
あ
る
か
否
か
は
い
わ
ば
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
し
、

次
第
に
不
殺
生
戒
が
強
調
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
戒
を
守
る
仏
教
徒
の
食
料
と
し
て
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
い
植
物
を
無
生
物
と
み
な
し
た
の
で
あ

る
、
と
述
べ
て
い
る
。」（
岡
田
行
弘
「
環
境
問
題
に
対
す
る
仏
教
思
想
の
有
効
性
」『
仏
教
と
環
境
』
立
正
大
学
仏
教
学
部
開
設
50
周
年
記
念
論

文
集
』
二
〇
〇
〇
）

ⅲ　
「
植
物
で
は
、
動
物
の
網
膜
の
よ
う
な
特
殊
な
組
織
は
作
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ど
こ
の
細
胞
も
多
か
れ
少
な
か
れ
光
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
中
略
）
植
物
は
根
を
下
の
方
に
伸
ば
し
、
茎
を
上
の
方
に
伸
ば
す
。
そ
れ
で
は
上
下
の
方
向
を
ど
の
よ
う
に
検
知
し
て
い
る
の
か
。
重
力
の
検

知
に
関
し
て
、
植
物
は
特
殊
な
細
胞
を
分
化
さ
せ
て
い
る
。（
中
略
）
植
物
は
、
知
能
や
感
情
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
微
細
な
感
覚
の
持

ち
主
で
あ
る
こ
と
に
、
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。」（『
植
物
の
こ
こ
ろ
』
塚
谷
裕
一
、
岩
波
新
書
七
三
一
、
二
〇
〇
一
）

ⅳ　
「
何

レ
ノ

處
ニ
カ

天
然
彌
勒
、
自
然

ノ

釈
迦

ア
ラ
ン

。」（『
天
台
四
教
儀
』）
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ⅴ�　
「
一
切
衆
生
は
本
来
仏
性
を
具
し
て
い
る
か
ら
、
仏
が
こ
の
世
に
現
れ
よ
う
と
現
れ
ま
い
と
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
道
理
は
変
わ
ら
な
い
。
こ

の
道
理
は
仏
界
か
ら
地
獄
界
に
至
る
ま
で
の
十
法
界
な
ら
び
に
五
陰
世
間
・
衆
生
世
間
・
国
土
世
間
の
三
種
の
世
間
に
渡
っ
て
変
わ
ら
ず
、
一
つ

一
つ
が
み
な
真
如
の
法
の
位
に
安
住
し
て
い
る
。
真
如
の
法
の
位
は
常
住
で
あ
る
か
ら
、
世
間
の
本
性
も
相
も
ま
た
真
如
と
別
で
は
な
く
常
住
と

い
え
る
。」（『
天
台
四
教
儀
談
義
』、
三
友
健
容
「
天
台
四
教
儀
談
義
」
講
義
録
よ
り
）

ⅵ　
「
唯
心
論
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
草
木
瓦
石
等
の
依
報
的
環
境
的
存
在
と
正
報
的
主
体
的
存
在
と
の
間
に
差
別
を
設
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

だ
か
ら
賢
首
以
来
華
厳
系
の
諸
師
は
仏
性
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、
正
因
仏
性
と
了
因
仏
性
を
分
け
、
正
因
仏
性
は
法
性
の
理
体
で
あ
る
か
ら

有
情
の
み
な
ら
ず
草
木
瓦
石
等
の
依
報
に
も
遍
満
す
る
が
、
そ
の
場
合
仏
性
と
は
い
わ
ず
法
性
と
い
う
べ
き
も
の
と
規
定
し
、
成
仏
得
証
の
仏
性
、

す
な
わ
ち
了
因
仏
性
は
有
情
に
の
み
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
湛
然
は
ひ
と
り
正
因
仏
性
の
み
な
ら
ず
了
因
仏
性
も
草

木
瓦
石
に
認
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
が
金
錍
論
の
主
題
た
る
草
木
成
仏
説
で
あ
る
。」（『
天
台
学　

根
本
思
想
と
そ
の
展
開
』
安
藤

俊
雄
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
、
三
一
四
頁
）

ⅶ　
「
湛
然
は
『
金
錍
論
』
に
非
情
有
仏
性
を
論
証
す
る
に
、
正
・
了
・
縁
の
三
因
仏
性
の
問
題
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
因

仏
性
を
具
す
る
と
き
に
は
、
非
情
に
も
又
仏
性
が
あ
る
と
主
張
す
る
。（
中
略
）
正
因
の
あ
る
と
こ
ろ
必
ず
縁
・
了
二
因
が
あ
る
と
す
る
理
論
は
、

天
台
に
お
け
る
円
教
の
三
諦
互
具
互
融
説
を
裏
付
け
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
天
台
教
学
か
ら
い
え
ば
当
然
の
主
張
で
あ
る
と
い

え
る
。」（『
唐
代
天
台
学
序
説
─
湛
然
の
著
作
に
関
す
る
研
究
─
』
日
比
宣
正
、
山
喜
房
仏
書
林
、
三
七
七
頁
）

ⅷ　
「
イ
ン
ド
で
は
、
同
じ
生
命
体
で
も
六
道
に
輪
廻
す
る
衆
生
と
植
物
と
は
截
然
と
区
別
さ
れ
、
悟
り
を
開
く
可
能
性
は
前
者
に
の
み
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
草
木
成
仏
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
問
題
に
な
る
の
は
仏
教
が
中
国
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
最
も
早
く
こ
の
点
を
主
張
し
た
の
は
三
論
宗
の
吉
蔵
の
『
大
乗
玄
論
』
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
華
厳
・
天
台
・
禅
な
ど

で
ひ
ろ
く
草
木
成
仏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
唐
代
の
仏
教
で
は
お
な
じ
み
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
日
本
に
最
も
大
き
な
影
響
を

お
よ
ぼ
し
た
の
は
天
台
の
六
祖
湛
然
の
『
金
錍
論
』
で
あ
る
。」（『
日
本
仏
教
史
』
末
木
文
美
士
、
新
潮
文
庫
）

ⅸ　
「
天
台
六
祖
妙
楽
湛
然
と
華
厳
宗
清
涼
澄
観
と
の
間
で
の
対
論
の
中
で
、
湛
然
は
色
心
の
不
二
・
一
体
と
い
う
こ
と
か
ら
、
心
な
い
し
仏
性
は

万
物
・
万
象
に
遍
在
す
る
と
し
、
ひ
い
て
は
草
木
に
も
仏
性
あ
っ
て
、
成
仏
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
一
方
、
澄
観
は
心
を
純
一
・
純
浄
な
る
も
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の
と
し
て
万
象
の
上
高
く
か
か
げ
、
仏
性
を
霊
智
の
覚
（
仏
智
）
と
し
て
法
性
と
区
別
し
、
草
木
な
ど
の
非
情
は
真
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、
法
性
は
あ
る
が
人
格
智
と
し
て
の
仏
性
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
草
木
（
非
情
）
成
仏
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。」（
田
村
芳

朗
「
日
蓮
と
心
」、『
日
本
仏
教
論
』
春
秋
社
）

ⅹ　
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
な
く
し
て
外
界
の
存
在
は
な
い
と
い
う
の
が
一
念
三
千
の
道
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
悟
り
を
開
け
ば
、
天

地
万
物
が
み
な
悟
り
の
世
界
と
な
っ
て
、
本
来
の
姿
を
燦
然
と
輝
か
し
、
娑
婆
世
界
そ
の
も
の
が
仏
国
土
と
な
る
の
で
あ
る
。」
そ
こ
を
湛
然
は

「
ゆ
え
に
、
一
仏
が
成
道
す
れ
ば
、
森
羅
万
象
の
法
界
は
こ
の
仏
の
依
報
（
世
界
）・
正
報
（
衆
生
）
で
な
い
こ
と
は
な
い
。
一
仏
の
場
合
で
も
そ

う
で
あ
る
か
ら
、
諸
仏
も
な
お
さ
ら
み
な
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
衆
生
は
、
自
ず
か
ら
仏
の
依
報
（
世
界
）・
正
報
（
衆
生
）
の
な
か
に
い
る

の
に
、
仏
と
わ
れ
わ
れ
と
は
別
で
あ
る
と
の
見
解
を
生
じ
て
、
苦
楽
に
昇
沈
し
、
一
つ
一
つ
に
み
な
執
し
て
お
の
れ
だ
け
の
身
体
・
国
土
と
考
え

て
い
る
（『
金
剛
錍
論
』）」　

と
い
い
、「
阿
鼻
地
獄
の
依
報
・
正
報
は
、
全
て
極
聖
の
仏
の
自
心
に
あ
り
、
毘
盧
舎
那
仏
の
心
身
も
国
土
も
、
凡

夫
に
お
け
る
一
念
を
越
え
な
い
（『
金
剛
錍
論
』）
と
述
べ
て
い
る
。」（『
天
台
四
教
儀
談
義
』、
三
友
健
容
「
天
台
四
教
儀
談
義
」
講
義
録
よ
り
）

ⅺ　
「
即
身
成
仏
義
私
記
に
よ
る
と
、
貞
観
五
年
六
月
の
法
華
会
の
砌
、
山
家
に
一
類
の
執
者
が
あ
り
、
即
身
成
仏
と
は
心
の
成
仏
で
あ
っ
て
身
の

成
仏
で
は
な
い
と
主
張
し
て
講
師
と
諍
い
、
大
師
円
仁
の
指
示
に
も
随
わ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
「
計
二

シ
テ

草
木
作
仏

ハ

依
報
随
作
一

ナ
リ
ト

哨
不
レ

許
二

草
木
自
作
仏
一

」
と
い
う
執
者
が
い
た
の
で
、
大
師
は
こ
れ
も
「
失
二

宗
旨
一

」
と
責
め
給
う
た
と
い
う
。
即
ち
、
正
報
の
有
情
が
成
仏
し
た
と
き

依
報
の
国
土
も
亦
成
仏
す
る
こ
と
を
草
木
成
仏
と
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
見
を
破
し
て
、
草
木
に
自
発
自
修
自
証
が
あ
る
と
い
う
意

見
を
大
師
は
立
て
た
そ
う
で
あ
る
。」（『
上
古
日
本
天
台
本
門
思
想
史
』
浅
井
円
道
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
三
、
七
五
三
頁
）

ⅻ　
「
問
う
、
一
家
の
意
、
草
木
に
三
因
仏
性
有
り
や
。
答
う
、
有
る
な
り
。」「
草
木
は
既
に
生
住
異
滅
の
相
を
具
す
。
是
れ
則
ち
草
木
発
心
修
行

菩
提
涅
槃
の
姿
な
り
」（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
天
台
小
部
集
釈
、
三
〇
九
頁
）

xiii　
「
観
門
の
難
信
難
解
と
は
、
百
界
千
如
・
一
念
三
千
に
し
て
非
情
の
上
の
色
心
の
二
法
た
る
十
如
是
こ
れ
な
り
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
木
画
の

二
像
に
お
い
て
は
、
外
典
・
内
典
共
に
こ
れ
を
許
し
て
本
尊
と
な
す
。
そ
の
義
に
お
い
て
は
、
天
台
一
家
よ
り
出
で
た
り
。
草
木
の
上
に
色
心
・

因
果
を
置
か
ず
ん
ば
、
木
画
の
像
を
本
尊
に
恃
み
奉
る
こ
と
無
益
な
り
。」（『
観
心
本
尊
抄
』、
定
遺
七
〇
二
〜
七
二
一
頁
）

xiv　
「
天
台
止
観
で
は
三
千
世
間
は
人
心
に
本
来
性
具
す
る
も
の
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
が
、
日
蓮
は
此
の
仏
種
を
一
旦
人
心
か
ら
奪
い
去
っ
て
、
妙
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法
五
字
に
摂
収
し
て
ゆ
き
、
妙
法
の
受
持
を
条
件
と
し
て
再
び
人
間
に
返
還
し
た
。
故
に
「
釈
尊
ノ
因
行
果
徳
ノ
二
法
ハ
妙
法
五
字
ニ
具
足
ス
」

と
い
う
。
こ
の
点
は
本
尊
抄
の
末
文
の
「
一
念
三
千
ヲ
識
ラ
ザ
ル
者
ニ
ハ
仏
大
慈
悲
ヲ
起
シ
、
五
字
ノ
内
ニ
此
珠
ヲ
裹
ミ
」（
定
遺
七
二
〇
頁
）

と
い
う
表
現
を
参
照
す
れ
ば
一
層
明
瞭
に
な
る
。」（『
日
蓮
聖
人
教
学
の
探
求
』
浅
井
圓
道
、
山
喜
房
佛
書
林
、
四
八
頁
）
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