
 
学
道
は
、
須
く
は
な
は
だ
容
易
な
ら
ざ
る
と
知
る
べ
し 『

永
平
広
録
』
巻
四 

 

と
あ
る
竹
林
の
中
で
の
お
話
で
す
。
春
を
迎
え
、
い
つ
も
の
年
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
筍
が
生
え
て
き

ま
し
た
。
暖
か
い
陽
気
に
誘
わ
れ
て
、
筍
た
ち
は
ぐ
ん
ぐ
ん
成
長
し
て
い
き
ま
す
。  

「
俺
が
一
番
先
に
大
き
く
な
る
ん
だ
」  

筍
た
ち
は
、
背
の
高
さ
を
お
互
い
に
競
争
し
て
い
き
ま
し
た
。  

そ
の
中
で
、
一
本
の
筍
が
疑
問
を
感
じ
ま
す
。 

「
な
ぜ
私
達
に
は
フ
シ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
？
フ
シ
が
あ
る
せ
い
で
、
そ
の
時
だ
け
成
長
が
止
ま
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
に
、
見
た
目
も
悪
い
。
フ
シ
な
ん
か
無
け
れ
ば
い
い
の
に
。
」  

少
し
で
も
早
く
大
き
く
な
り
た
い
筍
は
、
山
の
神
様
に
お
願
い
を
し
ま
し
た
。 

「
ど
う
か
、
私
の
フ
シ
を 

取
っ
て
し
ま
っ
て
く
だ
さ
い
。
み
ん
な
よ
り
も
背
が
高
く
な
り
た
い
の
で
す
」

す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
、
願
い
が
通
じ
た
の
か
、
あ
る
朝
そ
の
竹
か
ら
フ
シ
が
残
ら
ず
消
え
て
し
ま
い
ま 

し
た
。
邪
魔
な
フ
シ
が
消
え
た
筍
は
、
ぐ
ん
ぐ
ん
と
成
長
し
て
い
き
ま
し
た
。
周
り
の
筍
は
、
飛
び
ぬ
け

て
高
く
、
美
し
く
、
ス
マ
ー
ト
に
育
っ
て
い
く
筍
を
う
ら
や
ま
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
幾
つ
も
の
フ
シ
を

作
り
な
が
ら
育
っ
て
い
き
ま
し
た
。  

夏
を
迎
え
、
台
風
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
大
雨
と
強
い
風
が
狂
っ
た
よ
う
に
吹
き
荒
れ
、
山
の
木
々
も

竹
林
の
竹
た
ち
も
一
晩
中
打
ち
据
え
ら
れ
続
け
た
の
で
し
た
。  

翌
朝
台
風
は
過
ぎ
去
り
、
竹
薮
に
い
つ
も
通
り
の
静
か
な
朝
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
青
空
に
向
か
っ
て 

高

く
伸
び
た
竹
の
先
端
が
、
ゆ
る
や
か
な
風
に
そ
よ
い
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
の
フ
シ
が
無
い
ス
マ
ー 

ト

な
竹
は
、
無
残
に
も
真
っ
二
つ
に
裂
け
て
竹
林
の
中
に
倒
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。  

そ
の
時
、
周
り
の
竹
た
ち
は
気
が
付
い
た
の
で
す
。 

「
あ
の
竹
は
な
ん
て
馬
鹿
な
お
願
い
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
フ
シ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
達
は
ど
れ
だ 

け
強
い
風
が
吹
い
て
も
、
身
体
を
し
な
ら
せ
て
そ
れ
を
や
り
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
ど
れ
だ
け
た
く 

さ
ん
雪
が
降
り
積
も
っ
て
も
、
そ
れ
を
は
ね
の
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
の
都
合
や
見
た
目
に
と
ら
わ

れ
て
、
本
当
に
大
事
な
こ
と
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
」  

 

私
た
ち
の
人
生
を
考
え
て
見
ま
し
ょ
う
。
竹
の
フ
シ
に
あ
た
る
も
の
は
、
日
常
の
中
に
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
世
に
生
ま
れ
、
成
長
し
、
老
い
が
あ
り
、
病
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
や
が
て
来
る
死
か
ら
逃
れ
る
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
。
思
う
よ
う
に
行
か
な
い
の
が
私
達
の
人
生
な
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
フ
シ
が
あ
る

か
ら
こ
そ
竹
の
よ
う
に
風
雪
に
耐
え
る
た
く
ま
し
さ
が
私
達
に
は
備
わ
る
の
で
す
。  

道
元
禅
師
さ
ま
は
、
仏
道
修
行
、
人
生
の
困
難
さ
を
冒
頭
の
一
句
で
示
し
て
い
ま
す
。
学
問
も
人
生
も 

も
と
も
と
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
改
め
て
自
覚
し
、
肝
に
命
じ
て
、
易
き
に
流
さ

れ
て
大
事
な
事
を
見
失
わ
ぬ
よ
う
、
し
っ
か
り
自
分
の
フ
シ
を
育
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
。  



 
 
 

布教リーフレット  ４８ 

曹  洞  宗 
神 奈 川 県 第 二 宗 務 所 

第五教区   布教部・出版部 

『
永
平
広
録
』
は
、
詳
し
く
は
『
永
平
道
元
和
尚
広
録
』
と
言
い
ま
す
。
道
元
禅
師
の
、
興
聖
寺
、
大
仏
寺
、

永
平
寺
に
お
け
る
上
堂
、
小
参
、
法
語
、
頌
古
と
い
っ
た
折
に
ふ
れ
て
の
教
え
を
お
弟
子
方
が
ま
と
め
た
も

の
で
す
。 

表
題
の
一
説
は
、
二
つ
の
上
堂
（
法
堂
に
お
け
る
修
行
僧
へ
の
説
法
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
仏
道

修
行
に
安
易
な
道
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
の
戒
め
で
す
が
、
志
を
立
て
て
集
ま
っ
て
き
た
修
行
僧
た
ち
へ

の
お
示
し
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
端
的
な
言
い
方
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
こ

に
は
、
本
物
の
教
え
を
掴
み
取
っ
て
欲
し
い
と
言
う
、
道
元
禅
師
の
暖
か
い
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

                            
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


