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今
北
洪
川
老
師
の
至
誠
論
　
ＰＤＦ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
寛
　
洲

　　
　
序

一

至
誠
　
第
十
五
則
（
『
禅
海
一
瀾
』
よ
り
）

二

性
誠
の
論
（
『
蒼

広

』
よ
り
）

　
　
結
び

　
　
　
序

　
い
ま
き
た
こ
う
せ
ん

今
北
洪
川
老
師
は
そ
の
名
著
『
禅
海
一
瀾
』
の
巻
之
下
「
至
誠
　
第
十
五
則
」
に
お
い

て

儒
教
の
核
心
で
あ
る
「
至
誠
」
に
つ
い
て
論
じ

更
に
の
ち
に
「
性
誠
の
論
」
と
い
う

一
文
を
表
わ
し
た

こ
こ
に
は

儒
者
の
身
で
禅
の
道
に
入

た
老
師
な
ら
で
は
の
深
い
洞

察
が
垣
間
見
ら
れ
る

そ
こ
で
「
至
誠
」
に
つ
い
て

『
禅
海
一
瀾
』
（
盛
永
宗
興
訳
・
柏
樹
社
刊
）
の
当
該
箇
所
と

「
性
誠
の
論
」
（
『
蒼

広

』
巻
二
・
二
丁
表

拙
訳
）
を
ご
紹
介
し
て

お
お
か
た

大
方
の
ご
参
考

に
供
し
た
い
と
思
う
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一

至
誠
　
第
十
五
則
（
『
禅
海
一
瀾
』
よ
り
）
現
代

訳

『
中
庸
』
に
い
う

「
至
誠
や息

む
こ
と
無
し
」
と

　
至
誠
の
徳
と
は
な
ん
と
広
大
な
も
の
で
あ
ろ
う

天
地
に
行
き
渡

て

し
か
も
天
地
に

拘
泥
せ
ず

万
物
と
し

く
り
合

て

し
か
も
万
物
に
左
右
さ
れ
な
い

寂
然
と
し
て
不

動
の
中
よ
り
出
て

し
か
も
感
応
し
て
天
下
の
諸
事
に
通
じ
て
ゆ
き

全
て
に
わ
た

て
止

む
こ
と
が
な
い

　
そ
の
本
体
は

如
何
な
る
因
縁
を
も
よ拠

り
所
と
せ
ず

如
何
な
る
法
を
も
立
場
と
し
な
い

で

し
か
も
そ
の
働
き
は

如
何
な
る
因
縁
や
も
の
を
も
明
々
歴
々
と
し
て
く
ら昧

ま
さ
な
い

例
え
ば

天
地
の
至
誠
と
は

は
春
に
鳴
き

雷
は
夏
に
鳴
り

虫
は
秋
に
鳴
き

は

冬
に
鳴
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る

そ
れ
は
い
さ
さ
か
も
（
私
意
を
も

て
）
欺
く
こ
と
が
な

く

循
環
し
て
止
む
こ
と
が
無
い

止
む
こ
と
が
無
い
か
ら
ゆ
う
え
ん

悠
遠
で
あ
り

悠
遠
で
あ
る
か

ら

明
で
あ
る

か
か
る
至
誠
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
は

た
だ
自
ら
に
と

て

し
て
自
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

　　
『
中
庸
』
に
は
ま
た
「
至
誠
は
純
一
で
あ
る

そ
の
純
一
よ
り
全
て
の
も
の
を
生
ず
る
が

何
故
そ
う
な
る
か
は
（
人
知
を
も

て
し
て
は
）
測
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
い
い

さ
ら

に
ま
た
「
知
・
仁
・
勇
の
三
つ
は
天
下
の
達
徳
で
あ
る

こ
れ
を
実

す
る
の
は
ひ
と
つ
の

至
誠
で
あ
る
」
と
い

て
い
る

そ
れ
故

私
も
常
に
「
（
法
華
経
に
は
唯
一
乗
の
み
あ

て

他
に
二
も
三
も
な
し
と
あ
る
が
）
孔

も
ま
た

こ
の
至
誠
の
一
乗
の
法
の
み
あ

て

他
に
二
も
三
も
あ
り
は
し
な
い
」
と
い

て
い
る

私
は
昔

見
性
の
後

こ
の
「
至
誠
」
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の
一

を
も

て

し
ん
き

う

心

境
を
練
り
に
練
り

磨
き
に
磨
い
た

そ
の
鍛
錬
に
よ

て

正

念
工
夫
相
続
の
力
を
養
う
こ
と
が
出
来
た

そ
の
恩
は
報
い
よ
う
も
無
く
大
き
い

今
こ
の

『
禅
海
一
瀾
』
を
編
述
し
よ
う
と
す
る
志
も

全
く
こ
こ
に
基
づ
い
て
い
る

　　
ど
う
ぞ
道
を
学
ぶ
者
は

「
至
誠
息
む
こ
と
な
し
」
と
い
う

葉
の
深
い
味
わ
い
を
充
分

に
噛
み
し
め
て
も
ら
い
た
い

こ
の
味
わ
い
を
深
く
自
得
す
れ
ば

わ
が
禅

に
い
う
「
正

念
工
夫
不
断
相
続
」
の
力
を
得

悟
り
の
境
地
が
日
常
生
活
の
上
に
真
に
生
か
さ
れ
る
で
あ

ろ
う

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

洪
川
老
師
は
『
禅
海
一
瀾
』
の
中
で
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が

後
に
そ
れ
で
も
な
お

ら
ず
と
し
て

「
性
誠
の
論
」
を
著
し
た

そ
れ
は
「
至
誠
」
の
一

は
儒
教
の
核
心
に

他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
ろ
う

次
に

そ
の
「
性
誠
の
論
」
を
拝
読
し
た
い

原
文
は
勿
論
漢
文
で
あ
る
が

こ
れ
を
現
代

文
に
直
し
て
ご
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る

　
二

性
誠
の
論
（
『
蒼

広

』
よ
り
）
現
代

訳

　　
性
は
誠
で
あ
る

こ
れ
を
尊
崇
し
て

至
誠
と
い
い

徳
性
と
い
い

正
法
眼
蔵
と
い
い

一
真
法
界
と
い
う

つ
ら
つ
ら
考
え
る
に

性
誠
の
外
に
神
道
は
無
く

性
誠
の
外
に
儒
教

は
無
く

性
誠
の
外
に
仏
法
は
無
い
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性
誠
の
徳
の
広
大
に
し
て
甚
深
な
る
こ
と
は

上
は

々
想
（

有
想

無
想
天
の
略
）

よ
り

下
は
奈
落
の
ど
ん
底
ま
で
満
ち
満
ち
て

余
す
と
こ
ろ
が
無
い

天
が
覆
い

地
が

載
せ

日
月
が
照
ら
し

が
墜
ち
た
り
す
る
こ
と

四
季
の
移
り
変
わ
り

万
物
の
消

息
な
ど

皆
こ
の
性
誠
の
徳
の
作
用
で
あ
る

　
も
の
と
い
う
の
は

に
し
て

寂
に
し
て
妙
で
あ
り

万
物
で
あ
る
こ
と
を
く
ら昧

ま
す

も
の
で
は
な
い

も
の
と
い
う
も
の
は
全
て
そ
の
よ
う
に
偽
り
（
妄
）
が
な
い

た
だ
一
物

が
そ
の
中
に
あ

て
主
宰
と
な

て

大
道
を
成
就
し
て
い
る

こ
れ
は
果
し
て
何
で
あ
る

か

大
い
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る

　
禅
宗
の
初
祖
達
磨
大
師
の

わ
れ
た
見
性
と
い
う
こ
と
こ
そ

そ
の
性
誠
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
を
明
了
に
す
る
所
以
の
も
の
に
他
な
ら
な
い

『
中
庸
』
に
は
「
至
誠
息
む

こ
と
な
し
」
と
あ
り

ま
た
「
誠
は
天
の
道
な
り

こ
れ
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
」
と

あ
る

「
こ
れ
を
誠
に
す
る
」
と
い
う
の
は

明
了
に
し
た
上
で

こ
れ
を
実
行
す
る
こ
と

を

う
の
で
あ
る

そ
う
な
ら
ば

こ
れ
を
誠
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば

天
道
と
人

道
と
ふ
た
つ
な
が
ら
失

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り

大
い
に
人
が
最
も

性
的
存
在
で
あ
る

と
い
う
意
義
に
背
く
こ
と
に
な
る

そ
れ
故

孔
子
は
こ
れ
を
「
ひ

く
せ
い

百

姓
」
と
呼
び

釈
尊

は
「
衆
生
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る

　　
仏
祖
や
聖
賢
が
も
う
ま
い

蒙
昧
な
民
と
異
な
る
点
は

外
で
は
な
い

た
だ
自
ら
こ
れ
を
誠
に
し
て

そ
れ
を
他
の
人
に
も
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る

孔
子
が
「
吾
が
道
一
も

て
こ
れ
を
貫
く
」
と

わ
れ

釈
尊
が
「
た
だ
こ
の
一
事
の
み
で

そ
の
他
の
二
つ
は
真
実
で
は
な
い
」
と

わ

れ
た
の
は

皆
こ
れ
を
誠
に
す
る
こ
と
の
至

で
あ
る

顔
回
の
（
こ
れ
は
「
孔
子
の
」
の
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誤
り
）
「
肱
を
曲
げ
て
こ
れ
を
枕
と
す
る
」
こ
と
や
迦
葉
尊
者
の
破
顔
微
笑
は

こ
れ
を
誠

に
す
る
の
妙
用
で
あ
る

孔
子
が
匡
に
畏
れ
ず
（
世
を
正
す
こ
と
を
畏
れ
な
か

た
の
意
味

か
）

釈
尊
が
夜
叉
に
我
が
身
を
投
じ
た
の
は

こ
れ
を
誠
に
す
る
こ
と
の
大
用
で
あ
る

曽
参
の
「
手
を
啓
け

を
啓
け
」
や

唐
代
の
禅
僧
巌
頭
が

の
た
め
に
首
を
切
ら
れ
て

そ
の
折
り
の
一
喝
が
数
十
里
に
聞
こ
え
た
と
い
う
の
は

こ
れ
を
誠
に
す
る
こ
と
の
余
力
で

あ
る

孟
子
が
戦
国
時
代
に
あ

て

独
り
覇
道
の
行
き
方
を
排
斥
・
論

し
て

尭
舜
の

道
を
称
揚
し

迦

提
婆
尊
者
が
西
天
に
あ

て
外
道
を
折
伏
し
て

仏
祖
の
道
を
大
い
に

広
め
た
の
は

こ
れ
を
誠
に
す
る
こ
と
の
余
勲
で
あ
る

　
お
よ
そ
仏
祖
や
聖
賢
と

わ
れ
る
人
達
は

性
が
け
つ
じ

う

決

定
し
て
い
る

外
界
に
よ

て
惑

わ
さ
れ
ず

情
の
た
め
に
牽
か
れ
ず

危
難
に
際
し
て
も
微
動
だ
に
し
な
い

こ
れ
を
性
誠

と
い
う
の
で
あ
る

神
や
仏
陀
や
聖
賢
が
教
え
を
立
て
ら
れ
た
の
も

こ
の
性
誠
を
出
る
も

の
で
は
な
い

　
三
綱
・
五
常
・
六
波
羅
蜜
・
八
正
道
は

網
に
目
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る

た
だ
ひ

た
す
ら
自
己
の
性
誠
を
明
了
に
し
て

そ
の
後

日
頃
の
行
動
の
中
で
よ
く
鍛
錬
し
て
修
め

て
こ
れ
を
誠
に
す
る
こ
と
は

ち

う
ど
大
綱
（
大
ま
か
な
方
針
）
を
取
り
決
め
れ
ば

そ

れ
に
よ

て
細
目
は
自
然
と
出
来
上
が
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る

そ
う
す
れ
ば

行
な
う
と

こ
ろ
仁
で
な
い
こ
と
は
無
く

行
な
う
と
こ
ろ
義
で
な
い
こ
と
は
無
く

行
な
う
と
こ
ろ
持

戒
で
な
い
こ
と
は
無
く

行
な
う
と
こ
ろ
禅
定
で
な
い
こ
と
は
無
い

心
性
は
い
ず
れ
も
徹

底
し

体
用
は
同
一
の
根
源
を
も
つ

つ
ま
り
は
こ
の
性
誠
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る

宋
代

の
儒
者
は
本
然
の
気

を
論
じ
て
性
に
二
種

あ
る
と
い

て
い
る
が

そ
れ
が
凡
庸
な
説

で
あ
り

共
に
論
ず
る
に

り
な
い
者
と

う
べ
き
で
あ
る
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わ
が
禅

で
は

若
年
に
し
て
書
物
を
ほ
う
て
き

放
擲
し
て
専

道
場
に
入
り

十
年
・
二
十
年
と

幾
多
の
艱
難
辛
苦
を
喫
し

一
大
事
因
縁
を
参
究
す
る
の
は

た
だ
ぎ

う
げ

行

（
法
理
と
実

）

が
純
真
な
性
誠
に
心
境
に
到
達
せ
ん
が
た
め
で
あ
る

　
私
は
二
十
五
歳
に
し
て
こ
の
じ事

あ
る
を
知
り

二
十
七
歳
に
し
て
真
面
目
を
徹
見
し

四

十
四
歳
に
し
て
こ
の
寺
の
住
職
と
な

た

今
年
不
惑
の
歳
を
八
つ

え
る
年
齢
に
な

た

が

そ
の
間
二
十
数
年

時
々
刻
々
に
心
を
養
い
省
察
し

専
一
に

持
し
て
き
た
が

如

何
せ
ん

才
が
拙
い
故
に
速
や
か
に
仏
祖
穏
密
純
真
の
心
境
に
至
る
こ
と
が
出
来
な
か

た

が

こ
こ
四
五
年
来

よ
う
や
く
に
し
て
徹
底
し
て
正
念
工
夫
不
断
相
続
の
絶
妙
な
境
地
を

悟
る
こ
と
が
出
来

初
め
て
心
知
百
体
が
純
真
性
誠
の
本
来
の
心
境
に
到
達
す
る
こ
と
が
出

来
た
と
感
ず
る
よ
う
に
な

た

そ
れ
故

最

『
禅
海
一
瀾
』
を
撰
述
し
て
至
誠
の
一
節

に
お
い
て

お
お
よ
そ
の
思
い
を
述
べ
た
の
で
あ
る

と
は
い
え

い
ま
だ
充
分
で
は
な
い

の
で

今
こ
の
論
を
述
べ
る
の
で
あ
る

　　
こ
れ
を
正
念
工
夫
の
一
著
と
い
い

実
に
わ
が
禅
宗
の
末
后
の

峻
な
難
関
で
あ
る

た

と
え
聖
賢
や
諸
子
百
家
の
書
物
を
暗
誦
し
て

こ
と
ご
と
く
そ
の
意
味
を
理

す
る
こ
と
が

で
き

祖
師
方
の
入
り
組
ん
だ
公
案
を
透
得
し
て

こ
と
ご
と
く
そ
の
真
意
を
会
得
で
き
た

と
し
て
も

こ
の
純
真
な
至
誠
と
い
う
本
来
の
境
地
を
見
過
ご
す
者
は

卓

し
た
古
人
（
古

徳
）
も
こ
れ
を
腐
乱
し
て
ふ
く膨

れ
悪
臭
を
放

て
い
る
死
体
に
異
な
ら
ぬ
輩
と
呼
ん
で
い
る

　
も
し
真
箇
に
大
道
を
修
し
よ
う
と
す
る
上
々
の
機
根
の
人
物
な
ら
ば

黙
々
と
し
て
自
ら

知
り

道
の

味
の
奥
深
い
こ
と
を
味
わ
い
尽
く
し
て

名
利
を

い
駆
け
た
り

利
益

を
む
さ
ぼ

た
り

話
し
の
ね
た
に
し
た
り

慢
心
を

し
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ

た
だ
た

だ
自
ら
を
反
省
し
て
密
か
に
修
し
て
密
か
に
働
き

悟
れ
ば
悟
る
ほ
ど
参
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
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こ
の
よ
う
に
す
れ
ば

自
然
に
純
真
な
至
誠
の
心
境
に
到
り
得
る
こ
と
が
で
き

自
分
の

元
に
必
ず
や
眼
を
見
張
る
よ
う
な
体
験
が
あ
る
で
あ
ろ
う

　
わ
が
禅

で
向
上
に
至
れ
ば

五
位
十
重
禁
戒
の
調
べ
が
授
け
ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で

あ
る

歴
代
の
祖
師
方
が
深
く
こ
れ
を
秘
し
て
容
易
に
見
せ
ら
れ
な
か

た
の
は

た
だ
知

見
が
広
大
で
行
な
い
が
純
真
な
上
々
の
人
物
を
求
め
た
が
た
め
で
あ

た

古
人
は
「
大
法

は
そ
れ
を
受
け
取
る
だ
け
の
器
が
無
い
者
に
は

決
し
て
説
い
て
は
な
ら
ぬ
」
と

わ
れ
た

そ
れ
は
何
も
宝
物
の
よ
う
に
人
に
見
せ
る
の
を
惜
し
む
と
い
う
の
で
は
な
い

た
だ
相
似
の

輩
（
に
せ
も
の
）
が
出
て

曇

て
い
な
い
人
の
眼
を
も
台
無
し
に
し
て
し
ま
い

正
し
い

仏
法
を
地
に
落
と
し
め
て
し
ま
う
の
を

恐
れ
る
が
た
め
で
あ
る

　
こ
の
よ
う
な
私
の
論
を
見
て

あ
る
い
は
「

舟
（
洪
川
老
師
）
は
老
婆
親
切
で

三
隅

を
挙
げ
て
い
る
」（
注
１
）

と
い
う
者
も
あ
ろ
う

　
た
だ
老
胡
の
知
を

し
て

老
胡
の
会
を

さ
ず
（
注
２
）

（
注
１
）
「
三
隅
を
挙
げ
て
い
る
」

　
こ
の
「
三
隅
」
と
い
う
の
は

『
論

』
述
而
篇
が
典
拠
で
あ
り

「
一
つ
の
隅
を
取
り
上
げ
て
示

す
と
あ
と
の
三
つ
の
隅
で
答
え
る
と
い
う
ほ
ど
で
な
い
と

反
復
す
る
こ
と
を
し
な
い
」
と
い
う
文

脈
か
ら
採
ら
れ
て
い
る

こ
こ
で
洪
川
老
師
が

わ
ん
と
す
る
の
は

あ
ま
り
老
婆
親
切
に
説
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
の
批
難

を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う

（
注
２
）
「
た
だ
老
胡
の
知
を

し
て

老
胡
の
会
を

さ
ず
」

　
「
老
胡
」
と
い
う
の
は
老
練
な
胡
の
人
で
あ

た
達
磨
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

転
じ
て
達
磨
を
初
祖
と
す
る
禅
宗
の
こ
と
を
指
す
と
見
な
し
て
よ
い

そ
れ
故

禅
で
よ
く
使
わ
れ
る
こ
の

句
は

「
私
が
ど
れ
ほ
ど
奥
義
を
説
い
て
見
せ
よ
う
が

そ
の

体
験
の
無
い
者
に
は
分
か
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

何
も
天
機
〔
極
意
〕
を
漏
ら
し
た
な
ど
と
色
め

き
た
つ
こ
と
は
無
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
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結
び

　
以
上
が
洪
川
老
師
の
至
誠
論
で
あ
る

　
「
至
誠
」
と
い
う
こ
と
が
東
洋
の
諸
道
の
根
本
に
な

て
い
る
点
が

理
屈
だ
け
で
は
な

く

そ
の
深
い
禅
体
験
か
ら
明
確
に
説
か
れ
て
い
る

大
拙
居
士
が
洪
川
老
師
を
「
至
誠
の

人
」
と
呼
ん
だ
の
は

誠
に
も

と
も
な
こ
と
で
あ
る
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