
真

宗

僧

伽

の

原

点

—
!

因
位
の
魂!
—

大

城

邦

義

仏

教

は

「
仏
道
」
が
あ
る
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
人
間
に
と
っ
て
の 

「
仏
の
教
え
」
た
り
う
る
こ
と
は
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仏
道
な
き 

仏
教
は
、
肉

体
(

身
体)

な
き
人
間
存
在
と
同
じ
く
、
幽
霊
の
よ
う
な
も 

の
で
あ
る
。

曇
鸞
は
、

「
経
と
は
常
な
り
」(
『往
生
論
註
』
真
宗
聖
教
全W
①

二
八
〇
頁) 

と
押
え
て
い
る
が
、

「
経
」
が

「
教
」
と

し
て

「
常
住
不
変
」
に

「
能
く 

衆
生
の
た
め
に
大
饒
益
を
作
す
」(
同
右)

こ
と
、
す
な
わ
ち
「常
に
世
に 

行
ず
」(

同
右)

る
も
の
な
る
こ
と
を
「
経
」

の
生
命
と
し
て
頷
い
て
い
る 

の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
「
仏
道
」
に
立
っ
て
の
教
相
判
釈
が
生
れ
て
く
る
わ
け
で
あ 

る
が
、
そ
こ
に
浄
土
教
の
面
目
が
あ
る
と
い
え
る
。

仏
教
が
仏
道
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
仏
道
と
し
て
の
み
証
し
さ
れ
う
る
も 

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
が
、
事
実
と
し
て
〃
因
道
〃
を
明
ら
か 

に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
仏
教
は
わ
れ
わ
れ
に
何 

を
教
え
て
い
る
か
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
成
仏
の
因
道
を
教
え
て
い
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
私
は
、
因
位
仏
道
の
精
神
と
い
う
も
の
を
少
し
考
え
て
み
た 

い
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
お
の
ず
か
ら
、
仏
道
で
あ
る
真
宗
の
僧
伽
の
原 

点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

ー
 

帰

依

三

宝

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞 

一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に 

て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た 

じ
け
な
さ
よ
」(
『歎
異
抄
』
聖
全②

七
九
二
頁) 

こ
の
親
鸞
の
「
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
の
中
に
、
真
宗
僧
伽
の
成
立
原
点
、
 

出
発
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

「
親
鸞
一
人
」
が
仏
法
大
海 

中
に
召
さ
れ
て
い
く
、
本
願
一
乗
海
中
に
摂
取
さ
れ
て
い
き
つ
つ
あ
る
と 

い
う
現
在
性
、
と
同
時
に
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
開
発
さ
れ
て
い
る
懺
悔
と 

謝
念
。
そ
こ
に
私
は
「
親
鷹
一
人
」
に
お
い
て
確
認
・
確
立
せ
ら
れ
て
い 

る
〃
僧
伽
〃
を
拝
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
け
な
る
「
親
鸞
一
人
」
の 

す
が
た
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
全
く
「
親
鸞
一
人
」

の
至
純
な
る 

「
帰
依
三
宝
」
の
姿
勢
か
ら
来
て
い
る
。

思
う
に
、

「
帰
依
三
宝
」
と
い
う
も
、
畢

竟

「
帰
依
僧
」
に
帰
す
る
。
 

何
故
な
ら
、
本
来
仏
教
は
人
間
に
と
っ
て
の
真
の
宗
な
る
教
え
と
し
て
作 

用
す
る
〃
仏
道
〃
で
あ
る
と
き
、
は
じ
め
て
そ
の
全
き
存
在
意
義
は
成
就 

す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
仏
道
を
歩
ん
で
い
る
仏
弟
子(

僧) 

こ
そ
が
「
仏
•

法
」

の
証
現
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
仏

・
法
」 

の
具
体
化
現
実
化
し
た
も
の
が
「
仏
弟
子
」

の
存
在
で
あ
り
、
又
同
時
に 

「
帰
依
」
と
い
う
こ
と
が
観
念
的
な
事
柄
で
な
く
、

「
仏
法
」
を
生
き
る
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者
の
全
存
在
的
、
現
実
的
具
体
的
生
活
的
事
で
あ
る
以
上
、

「
僧
に
帰
す 

る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ま
ず
自
ら
が
仏
弟
子
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る 

こ
と
以
外
に
、

「
帰
依
仏
」
も

「
帰
依
法
」
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

故

に

「
帰
依
仏•

帰
依
法
」
は
端
的
に
「
帰
依
僧
」
に
収
ま
る
と
い
う
べ 

き
で
あ
る
。

自
ら
が
仏
弟
子
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
既
有
此 

道
」
な

る

「
仏
の
法
」
を
生
き
て
い
る
仏
弟
子
と
の
出
遇
い
、
す
な
わ
ち
、
 

先

師•

先
輩
な
る
「
よ
き
ひ
と
」
と
の
出
遇
い
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
帰
敬 

が
、
そ
の
端
的
な
一
点
と
な
る
。

さ
き
の
親
鸞
の
表
白
は
、
親
懲
が
自
ら
の
「
一
人
」
の
う
え
に
「
弥
陀 

の
五
劫
思
惟
の
願
」
と
し
て
具
体
化
し
現
に
作
用
し
て
い
る
「
仏
法
」
を 

「
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
」
と
拝
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
ー
」 

な

る

「
人
」
の
上
に
「
僧
伽
」
は
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
 

そ

の

「
ー
」
は
弥
陀
の
「
本
願
」
に
よ
っ
て
「汝
」
と
さ
れ
た
「
絶
対
ー
」 

で
あ
り
、
そ

の

「
ー
」
の
中
に
又
、
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
「
行
者
」
と 

さ
れ
て
い
る
「
人
」
が
成
就
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
そ
の
「
一
・
 

人
」
の
中
で
は
、

〃
親
鸞
一
人
〃
と
、
無
数
の
〃
本
願
の
行
者
〃
と
が
相 

即
相
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ひ
と
へ
に
親W

一
人
が
た
め
」 

と

「
本
願
」
に
帰
依
し
て
い
る
〃
親
鸞
〃
と
、
そ

の

「
帰
依
」
の
現
在
性 

故
に
、
そ
こ
に
成
就
し
て
い
る
「
弥
陀
の
本
願
」
の
具
現
者
な
る
諸
仏
善 

知
識
と
は
〃
ー
如
〃
の
出
遇
い
を
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
と 

っ
て
、
そ
の
諸
仏
善
知
識
の
最
先
端
に
居
る
の
が
〃
法
然
〃
な
の
で
あ
る
。
 

「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ま
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら 

す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
別

の
子
細
な
き
な
り
」(
『歎
異
抄
』
聖
全②

七
七
四
頁) 

本
願
念
仏
へ
の
帰
依
帰
命
の
只
中
に
〃
法
然
〃
を
端
緒
と
す
る
諸
仏
善
知 

識
を
拝
し
て
い
る
〃
親
鸞
一
人
〃
の
す
が
た
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
に 

〃
僧
伽
〃
の
世
界
の
原
点
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
。

故
に
〃
僧
伽
〃
と
は
、
自
身
一
人
を
〃
仏
弟
子
〃
と
し
て
見
出
さ
し
め 

ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
限
り
な
く
、
こ
の
私
を
仏
弟
子
た
ら
し
め
て
い 

る
〃
諸
仏
善
知
識
〃
へ
の
謝
念•

帰
敬
の
と
こ
ろ
に
成
就
し
て
い
る
も
の 

と
言
え
よ
う
。
端
的
に
言
え
ば
、

「
去
•

来
•

現
」
を
貫
い
て
あ
る
諸
仏 

善
知
識
の
歴
史
を
、
仏
弟
子
た
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
私
〃
一
人
〃
の 

う
え
に
拝
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
の
歴
史
を
拝
す
る
と
こ
ろ
に 

し
か
〃
僧
伽
〃
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
過
去
と
現
在
と
い
う
実
体
化
し
た 

歴
史
を
見
知
す
る
の
で
は
な
く
、
は
る
か
未
来
を
も
先
験
し
て
い
る
去• 

来

・
現
の
本
願
の
仏
事
な
る
歴
史
をS

見
す
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
よ
う
に
本
願
の
歴
史
に
頷
い
て
い
る
が
故
に
、
親
鸞
は
、
 

「
こ
の
う
へ
は
、
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま
た 

す
て
ん
と
も
、
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」(
『歎
異
抄
聖
』
全②

七
七 

五
頁)

と
、
「
つ
く
べ
き
縁
」
も

「
は
な
る
べ
き
縁
」
も
共
に
包
み
取
っ
て
、
「
親 

鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
」
と
静
か
に
仏
道
を
歩
ん
で
い
る
の 

で
あ
る
。
そ
こ
に
、
本
願
へ
の
絶
対
的
信
頼
か
ら
生
れ
て
い
る
ひ
ろ
び
ろ 

と
し
た
精
神
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
限
り
な
く
、
自
ら
弟
子
の
道
に
立 

た
し
め
ら
れ
て
い
く
中
で
実
感
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ
こ
に
あ
る
も
の
は
、
限
り
な
く
「
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
む
り
て 

信
ず
る
」
聞
無
窮
の
一
道
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
私

は

「
た
だ
ひ
と
た
び
の
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廻
心
」

の
生
み
出
す
、
限
り
な
く
新
し
い
頷
き
が
生
涯
を
尽
く
す
歩
み
と 

な
る
こ
と
を
思
う
。
故
に
、
先

の

「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
と
、
親
鸞 

の
廻
心
の
表
白
で
あ
る
第
二
章
の
「
た
ヾ
念
仏
し
て
…
…
」

の
言
葉
と
は 

完
全
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
頷
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言 

い
か
え
れ
ば
、

こ
の
第
二
章
の
表
白
の
限
り
な
き
頷
き
が
、
さ

き

の

「
聖 

人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
初
一
念
へ
の
限
り
な
き
還 

帰
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
限
り
な
く
因
位
に
立
ち
つ
づ
け
て 

い
く
す
が
た
、
限
り
な
く
出
発
点
へ
帰
り
、
初
一
念
を
堀
り
下
げ
て
い
く 

因
位
の
姿
勢
で
あ
る
。
因
位
を
尽
く
す
、
そ

の

「
つ
ね
」
な
る
姿
勢
と
は
、
 

「
恒
願
」
な
る
様
、
す
な
わ
ち
、

「
恒
は
つ
ね
に
と
い
ふ
。
願
は
ね
が
ふ
と
い
ふ
な
り
。

い
ま
つ
ね
に 

と
い
ふ
は
、
た
え
ぬ
こ
ゝ
ろ
な
り
。
お
り
に
し
た
が
ふ
て
、
と
き
ど 

き
も
ね
が
へ
と
い
ふ
な
り
。
」(
『
一
念
多
念
文
意
』
聖
全②

六
〇
四
頁) 

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
い
の
ち
の
姿
勢
で
あ
ろ
う
。

「
さ
る
べ
き
業
縁
」

の 

中
で
、
「
お
り
に
し
た
が
ふ
て
、
」
、
「
さ
る
べ
き
業
縁
」
を

文

字

通

り

「
機 

縁
」
と
し
て
、
限
り
な
く
法
蔵
の
願
心
へ
と
掘
り
下
げ
て
い
く
。
限
り
な 

く
、
自
閉
的
自
己
満
足
の
「
信
」

の
底
が
、

「
さ
る
べ
き
業
縁
」
を
機
縁 

と
し
て
打
ち
破
ら
れ
て
い
く
中
で
、
法

蔵

の

「
願
心
」
に
呼
応
し
、
還
帰 

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
因
位
を
尽
く
す
人
生
態
度
と
い
う
も
の
で 

あ
ろ
う
。

二

『
教
行
信
証
』
「
教
巻
」
の
位
置
と
意
義 

以
上
の
如
き
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』 

の

位

置•

性
格
も
、
私
に
は
同
じ
く
、
限
り
な
く
浄
土
を
因
位
と
し
て
、

因
位
に
お
い
て
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
頷
け
る
。 

親

対

は

「
顕
浄
土
真
実
」

の
歩
み
を
、

一
貫
し
て
「
竊
に
以
み
る
」
「
謎 

ん
で
按
ず
る
」
「
夫
れ
以
み
る
」
「
謹
ん
で
顕
わ
す
」
「
竊

に

推

す

る

」
と 

い
う
退
一
歩
の
姿
勢
で
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
そ

の

「
顕
」
と

「
竊
以
」 

「
謹
按
」
等
は
、
明
ら
か
に
対
応
・
呼
応
し
て
い
る
こ
と
が
頷
け
よ
う
。 

す
な
わ
ち
、
親

鸞

は

「
犠
以
」•

「
謹
按
」
に
お
い
て
、

「
顕
浄
土
」
を
実 

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
顕
」
と

は

「
光
也
、
見
也
、
明
也
、
嘅
也
、
著
也
。
キ
ッ
ト
明
に
マ 

ガ
ヒ
な
く
照
り
耀
く
程
に
あ
ら
は
る
る
こ
と
」(
大
字
典
一
四
ハ
五
頁C

)

と 

い
う
義
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
竊
」
と

は

「
私
也
」
と
の
義
で
あ
る
と
い 

わ
れ
る
よ
う
に
、

「
顕
」
と
い
う
公
け
の

-01:
界

は

「
竊
」
と
い
う
極
め
て 

個
人
的
な
場
を
踏
ま
え
た
姿
勢
に
よ
っ
て
、
私
一
人
と
い
う
限
定
さ
れ
た 

場
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な

わ

ち

「
浄
土
を
開
顕 

す
る
機
縁
」
は
、
正
し
く
具
体
的
に
親
鸞
「
一
人
」
が
生
き
て
い
る
現
実 

の
只
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
時
、

「
顕
浄
土
」
す
る
者
は
、
限

り

な

く

「
愚
秃
」
と
し
て
照
出 

さ
れ
、
深
信
せ
し
め
ら
れ
、
そ

の

「
愚
禿
」
は
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
現
実 

と
い
う
大
地
を
見
つ
め
つ
づ
け
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
、

「
わ
れ
と
わ 

れ
ら
」

の
現
実
を
課
題
と
し
て
荷
な
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
が
ひ
と
た
び
「
廻 

向
」

の
事
実
に
ふ
れ
た
者
の
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
道
で
あ
る
。

廻
向
の
事
実
に
ふ
れ
て
、
仏
弟
子
と
し
て
仏
道
に
立
た
し
め
ら
れ
た
と 

こ
ろ
か
ら
、
因
位
仏
道
の
歩
み
は
始
ま
る
。
そ
の
展
開
の
具
体
的
事
実
が 

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」

六
巻
で
あ
る
が
、
そ
の
六
巻
中
、
「
教
巻
」
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こ
そ
他
力
本
願
念
仏
の
仏
道
の
因
位
成
就
の
要
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も 

の
で
あ
ろ
う
。

「
教
巻
」
は
そ
の
劈
頭
に
、

「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
按
ず
る
に
二
種
の
廻
向
有
り
。

一
に
は
往
相
、
 

二
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
廻
向
に
就
て
真
実
の
教
行
信
証
有
り
。
」 

(
原
漢
文
、

『
教
行
信
証
』

「
教
巻
」
聖
全②

二
頁) 

と
う
た
い
、

「
浄
土
真
宗
」
と

は

「
往

相
•

還
相
廻
向
」
を
柱
と
す
る
宗 

教
で
あ
り
、
廻
向
か
ら
始
ま
り
廻
向
に
尽
き
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。 

そ

し

て

「
弥

陀
•

釈

迦•

阿
難
」

の
呼
応
関
係
に
お
い
て
〃
廻
向
〃
の
意 

義
を
〃
出
遇
い
〃
と
い
う
一
事
に
見
定
め
、

「
弥

陀
•

釈

迦•

阿
難
」

の 

位
置
づ
け
の
中
か
ら
「
顕
真
実
教
」
を

「
大
無
量
寿
経
」
と
決
定
し
て
い 

る
。
そ
し
て
そ
の
経
の
要
は
「
本
願
為

宗•

名
号
為
体
」
で
あ
る
と
押
え 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
何
を
以
て
か
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば
」 

(

原
漢
文
、

『
教
行
信
証
』

「教
巻
」
•

聖
全②

三
頁) 

と
問
い
を
発
し
、
そ

の

答

え(

証
し)

と
し
て
、
 

㈠

阿
難
が
釈
尊
の
上
に
五
徳
の
瑞
相
を
拝
見
し
そ
の
意
義
を
問
う
た 

と
い
う
こ
と

㈢
 

そ
の
こ
と
を
問
う
た
阿
難
へ
の
釈
尊
か
ら
の
問
い
返
し
と
阿
難
の 

応
答
—
阿
難
の
所
問
の
吟
味
、

◎

釈
尊
自
ら
阿
難
の
所
問
の
重
大
事
な
る
こ
と
を
讃
嘆
し
、
出
世
本 

懐
の
意
義
を
自
己
表
白
し
て
い
る
こ
と
、
 

以
上
の
三
つ
の
内
容
を
押
え
て
、
『
大
経
』
の
発
起
序
か
ら
引
用
説
示
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
『
大
経
』

の
説
示
し
て
い
る
意
義
を
再 

確
認
す
る
よ
う
に
し
て
、
異

訳

の

『
如
来
会
』

か
ら
は
右
の;W

と®

に
相

当
す
る
部
分
を
最
も
簡
潔
に
引
用
し
、
同

じ

く

『
平
等
覚
経
』
か
ら
は®
 

に
相
当
す
る
部
分
を
端
的
に
押
え
て
引
用
し
、
そ
し
て
最
後
に
『
述
文
賛
」 

に
よ
っ
て
釈
尊
の
五
徳
現
瑞
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
 

「
顕
真
実
教
の
明
証
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
、
た
だ
こ
れ
だ 

け
の
こ
と
を
も
っ
て
、
親
麹
は
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

他
な
し
。

「
教
」

の
内
実
と
は
正
し
く
〃
出
遇
い
〃
に
尽
き
る
と
い
う 

こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
と
阿
難
の
〃
出
遇
い
〃
に
お
い
て
象
徴
さ
れ
る
「
仏 

仏
相
念
」

の
事
実
、
「
出
遇
い
」
に
お
い
て
、
「
教
」
と
い
う
も
の
は
た
ま 

わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
し
く
〃
出
遇
い
”
に
お
い
て 

「
教
え
」

に
つ
つ
ま
れ
る
仏
弟
子
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
阿
難
は
釈
尊
の 

上
に
五
徳
の
瑞
相
を
拝
す
る
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
出
遇
っ
た
の
で
あ
り
、
 

そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
成
せ
る
法(

d
h
a
r
m
a
)

の
中
に
摂
取
さ
れ
た 

の
で
あ
る
。

『
述
文
賛
』
に
託
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
素 

直
に
受
け
と
め
れ
ば
、

〃
出
遇
い
”
に
お
い
て
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
た 

「
如
来
の
徳
」
(

如
来
の
用
き)

に
他
な
ら
な
い
。
五
徳
現
瑞
せ
る
如
来 

の
用
き
に
ふ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
ら
も
又
そ
の
如
来
の
カ
用
の
中
を 

生
き
る
仏
弟
子
と
な
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
更
に
言
え 

ば
、

「
奇
特
の
法
に
住
し
」
「
仏
の
所
住
に
住
し
」
「
道
師
の
行
に
住
し
」 

「
最
勝
の
道
に
住
し
」

「
如
来
の
徳
を
行
じ
」
た
も
う
釈
尊
の
面
目
に
実 

存
的
に
生
命
の
至
奥
に
お
い
て
出
遇
え
ば
、
お
の
ず
か
ら
そ
れ
ら
の
徳
に 

照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、

こ

の

「
教
巻
」

の

『
述
文
賛
』

の
文
に
照
応
す
る
よ
う 

に
し
て
、
「
信
巻
」
に
お
い
て
、
「獲
信
の
利
益
」
と

し

て

「
現
生
十
益
」 

が
語
り
明
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
瞭
に
頷
か
し
め
ら
れ
る
。
そ
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し
て
、
そ

の

「
現
生
十
益
」
も

「
聞
と
言
ふ
は
…
…
」
と
い
う
表
白
の
中 

か
ら
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
憶
う
と
、
更
に
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
す 

な

わ

ち

「
聞
」

に
お
い
て
実
存
的
〃
出
遇
い
〃
は
成
り
立
ち
、
そ
の
呼
応 

に
お
い
て
自
ら
も
〃
仏
弟
子
〃
な
る
「
信
心
の
行
人
」
た
ら
し
め
ら
れ
る 

と
い
う
こ
と
で4

め
る
。

親
鸞
が
、
自
ら
の
生
命
の
至
奥
に
お
け
る
法
然
と
の
出
遇
い
の
体
験
体 

解
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
「
教
巻
」

の
所
述
に
託
し
て
語
ら
し
め
て
い 

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
と
阿
難
と
の
出
遇
い
と
い
う
一
点
に 

立
っ
て
、
「
弥

陀

・
釈

迦•

阿
難
」

の
位
置
を
決
定
し
、
『
大
経
』
を
真
実 

教
と
決
定
し
え
た
の
は
、
正
し
く
自
ら
の
上
に
成
就
し
て
い
る
、
法
然
と 

の
出
遇
い
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
仏
道
史
観
に
立
っ
て
「
一
代
仏
教
」
を 

見
す
か
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
教
相
判
釈
と
い
っ
て
も
他
で
は
な
い
。
 

こ

の

「
教
巻
」

に
託
し
て
語
ら
れ
て
い
る
「
仏
仏
相
念
」
と
い
う
出
遇
い 

の

一
点
を
ど
う
頷
く
こ
と
が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
よ
う
。
親 

鸞
の
仏
教
史
観
が
、
『
大
無
量
寿
経
』

の
流
伝
史
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
 

「
教
巻
」
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
大
乗
仏
教
の
論
理
の
中
か
ら
生
れ
て
き
た 

も
の
で
は
な
く
、

「
仏
々
相
念
」

の
仏
道
史
観
に
お
い
て
見
定
め
ら
れ
た 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

そ
し
て
、
法
然
と
い

う

「
よ
き
ひ
と
」

に
ま
で
具
体
化
し
た
本
願
に
頷 

き
、
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
は
自
ら
が
受
領
せ
し
め
ら
れ
た
、
そ 

の

「
本
願
」

の

「
行
証
」
と
い
う
課
題
を
、
生
涯
の
も
の
と
し
て
与
え
ら 

れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ

故

に

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』

は
生
れ
、
特 

に

「
行
」
「
信
」
「
証
(
真
仏
土 

・
化
身
土
を
含
む)

」

の
開
顕
を
必
須
せ
し
め 

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
地
盤
は
、
た

だ

「
教
え
」
に
出
遇
っ
た
、
仏
道

に
出
遇
っ
た
と
い
う
一
事
実
に
あ
る
。

三

廻

向
!

!

「
共

」

の

成

就 

「
本
願
」

の
具
現
者
で
あ
る
”
法
然
”
に
実
存
的
に
生
命
の
至
奥
で
出 

遇
い
、

「
帰
本
願
」
し
た
親®

の
こ
と
を
思
う
時
、
私
は
、
そ
の
よ
う
に 

親
鸞
を
転
換
せ
し
め
た
如
来
の
大
悲
心
を
憶
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
親
鸞 

自
身
も
自
ら
の
己
証
を
課
題
と
し
て
、

「
信
巻
」
に

「
仏
意
恻
り
難
し
、
 

然
り
と
雖
も
竊
か
に
斯
の
心
を
推
す
る
に
」
と
自
問
し
、
聞
思
し
て
い
る 

が
、
今
、
私
は
、
親
鷲
を
廻
心
せ
し
め
た
如
来
の
廻
向
表
現
の
苦
闘
を
憶 

う
の
で
あ
る
。

「
廻
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
」
と
い
う
こ
と
の
内
面
を
ひ 

そ
か
に
憶
う
の
で
あ
る
。

『
論
註
』

の
言
葉
を
も
っ
て
親S

は
、
そ
の
内 

面
を
か
く
語
り
明
か
し
て
い
る
。

「
云
何
が
廻
向
し
た
ま
へ
る
、

一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
心 

に
常
に
作
願
す
ら
く
、
廻
向
を
首
と
為
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ 

と
を
得
た
ま
へ
る
が
故
に
と
の
た
ま
へ
り
。

廻
向
に
二
種
の
相
有
り
、

一
に
は
往
相
、

二
に
は
還
相
な
り
。
往
相 

は
己
れ
が
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
廻
施
し
た
ま
ひ
て
、
作
願
し
て 

共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
た
ま
ふ
な
り
。
 

還
相
は
彼
の
土
に
生
じ
己
り
て
、
奢
摩
他
眦
婆
舎
那
方
便
力
成
就
す 

る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の
稠
林
に
廻
入
し
て
一
切
衆
生
を
教
化
し
て 

共
に
仏
道
に
向
か
へ
ら
し
め
た
ま
ふ
な
り
。
若
は
往
若
は
還
、
皆
衆 

生
を
抜
い
て
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
為
め
に
と
の
た
ま
へ
り
。
是
の
故 

に
廻
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
と
言
へ
り
。
」
(

原
漢
文
・
聖
全②

六
六 

頁)
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「
大
悲
心
を
成
就
す
る
」
、
そ
の
た
め
に
如
来
は
「
廻
向
」
を

「
首
」
と
し 

て
、

「
廻
向
」
に
全
存
在•

全
生
命
を
か
け
て
立
ち
あ
が
ら
れ
た
の
で
あ 

る
。
す

な

わ

ち

「
皆
衆
生
を
抜
い
て
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
為
め
に
」
は
、
 

「
廻
向
」
と
い
う
手
立
て
し
か
他
に
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
廻 

向
」
と
ほ
、
衆

生
と
運

命
を

「
共
に
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
廻 

向
」
を

「
表
現
」
と
頷
か
れ
た
先

sfi
の
正
確
さ
を
憶
う
。

「
表
現
」
と
な 

ら
な
け
れ
ば
、
畢
竟
衆
生
の
道
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
共
に
… 

••.
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
」
ん
た
め
、
「
共
に
仏
道
に
向
か
へ
ら
し
め
」 

ん
た
め
に
は
、
廻
向
表
現
し
て
衆
生
と
同
じ
次
元
に
立
ち
、
歩
み
を
共
同 

す
る
以
外
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
如
—
来
と
い
う
も
畢
竟
他
者
で
あ
り
、
 

衆
生
に
と
っ
て
外
な
る
も
の
で
し
か
な
い
。
外
な
る
も
の
は
、

い
か
な
る 

も
の
と
い
え
ど
も
相
対
有
限
性
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ 

り
、
衆
生
に
と
っ
て
の
救
い
の
道
と
は
絶
対
に
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。 

何
故
な
ら
、
衆
生
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
相
対
有
限
な
る
故
に
、
 

そ
の
相
対
有
限
性
に
ど
こ
ま
で
も
執
着
し
、
相
対
差
別
の
迷
界
に
沈
み
込 

み
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
す
べ
を
衆
生
自
身
の
内
に
は
も
た
な
い
か
ら
で 

あ
る
。
そ
れ
が
相
対
有
限
界
、
即
ち
娑
婆
の
定
め
な
の
で
あ
る
。
 

「
一
切
群
生
海
、
無
始
よ
り
已
来
、
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
 

穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
、
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
な 

し
。
」(

原
漢
文
、

『
教
行
信
証
』

「信
巻
」
聖
全②

五
九
頁)

と
言
い
、
又
、

「
無
始
よ
り
已
来
、

一
切
群
生
海
、
無
明
海
に
流
転
し
諸
有
輪
に
沈 

迷
し
て
衆
苦
輪
に
繫
縛
せ
ら
れ
て
清
浄
の
信
楽
な
し
、
法
爾
と
し
て 

真
実
の
信
楽
な
し
。
是
を
以
て
無
上
功
徳
、
値
遇
し
が
た
く
、
最
勝

の
浄
信
、
獲
得
し
が
た
し
。

一
切
凡
小
一
切
時
の
中
に
、
貪
愛
之
心 

常
に
能
く
善
心
を
汚
し
、
瞋
憎
の
心
常
に
能
く
法
財
を
焼
く
。
急
作 

急
修
し
て
頭
燃
を
炙
ふ
が
如
く
す
れ
ど
も
衆
て
雑
毒
雑
修
の
善
と
名 

く
、
亦
虚
仮
諂
偽
の
行
と
名
く
、
真
実
の
業
と
名
け
ざ
る
也
。
此
の 

虚
仮
雑
毒
の
善
を
以
て
無
量
光
明
土
に
生
ん
と
欲
す
る
、
此
必
不
可 

也
。
」(

原
漢
文
、

『教
行
信
証
』

「信
巻
」
聖
全②

六
二
頁) 

と
言
う
の
も
、
又
、

「
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に

sf
没
し
て
、
真 

実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し
、
」(

原
漢
文
、
『教
行
信
証
』 

「信
巻
」
聖
全②

六
五
頁)

等
と
言
う
の
も
、
正
し
く
、
そ
の
衆
生
の
衆
生
性
故
に
、
そ
れ
自
身
の
中 

に
は
相
対
有
限
界
を
脱
出
す
る
す
べ
を
必
然
的
に
も
た
ぬ
こ
と
を
指
摘
し 

て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
こ
そ
、

「
是
を
以
て
如
来
一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て
、
不
可
思
議
兆 

載
永
劫
に
於
て
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
ふ
し
時
、
三
業
の
所
修
一
念 

一
刹
那
も
清
浄
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
真
心
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。 

如
来
、
清
浄
の
真
心
を
以
て
円
融
無
碍
不
可
思
議
不
可
称
不
可
説
の 

至
徳
を
成
就
し
た
ま
へ
り
。
如
来
の
至
心
を
以
て
諸
有
の
一
切
煩
悩 

悪
業
邪
智
の
群
生
海
に
回
施
し
た
ま
へ
り
。
」(

原
漢
文
、
『教
行
信
証
』 

「信
巻
」
聖
全②

六
〇
頁)

と
言
い
、
又
、

「
如
来
、
苦
悩
の
群
生
海
を
悲
憐
し
て
無
碍
広
大
の
浄
信
を
以
て
諸 

有
海
に
回
施
し
た
ま
へ
り
。
」(
原
漢
文
、
『
教
行
信
証
』
「信
巻
」
聖
全②
 

六
二
頁)
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と
言
い
、
又
、

「
如
来
、

一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま 

い
し
時
、
三
業
の
所
修
乃
至
一
念
一
刹
那
も
回
向
の
心
を
首
と
為
し 

て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
へ
る
が
故
に
。
利
他
真
実
の 

欲
生
心
を
以
て
諸
有
海
に
廻
施
し
た
ま
へ
り
。
」
(
原
漢
文
、
『教
行
信 

証
』
「信
巻
」
聖
全②

六
六
頁)

等
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
重
在
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
で
は
そ
の
「
廻
施
」
と
言
わ
れ
、

「
廻
向
」
と
言
わ
れ
る
こ 

と
を
、

い
か
に
し
て
衆
生
の
う
え
に
実
現
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
の
時
、
私
は
、
如
来
廻
向
表
現
の
内
面
に
力
働
し
て
い
る
菩
薩
自
身 

の
誓
い
の
中
に
、

「
唯
除:

：:

」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
し
め
ら
れ
る
の 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
唯
除
」
と
い
う
誓
白
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
「
共
に
」 

と

い

う

「
廻
向
」
の
精
神
が
成
就
す
る
鍵
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
憶
う 

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
か
と
言
う
と
、

一
端
、

「
設
我
得
仏
十
方
衆
生 

至
心
信
楽
欲
生
我
国
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
誓
っ
た
と
こ
ろ 

か
ら
、
更
に
あ
た
か
も
自
ら
の
誓
願
そ
の
も
の
を
撤
回
す
る
か
の
如
く 

「
若
不
生
者
不
取
正
覚
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
自
ら
の
精
神
に
背
反
す 

る
如
き
逆
流
的
表
白
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
先
ず
端
的
に
、
そ
こ 

に
、
私
は
、
正
し
く
如
来
の
死
を
見
る
の
で
あ
る
。.
す
な
わ
ち
、
如
来
は 

衆
生
と
い
う
大
地
に
向
っ
て
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
切
り
捨
て
の
宣 

言
を
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
如
来
は
如
—
来
自
ら
の
生
命
を
放
棄
し
た
こ 

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
如

来

は

「
唯
徐
……

」
と
表
白
し
た
こ
と
に
よ 

っ
て
、
如
来
の
如
—
来
—
性
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
誓
願
の
ー

切
が
崩
壊
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
願
の
故
に
こ
そ
、
如
来
は 

如
—
来
た
り
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
願
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
 

無
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
そ
う 

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
面
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
、
衆
生
の
衆
生
性
の
救
わ
れ
難 

さ
を
反
顕
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
如
来
は
衆
生
を
ス
ト
レ 

—
ト
に
手
を
さ
し
の
べ
る
よ
う
に
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
逆 

か
ら
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
如
来
を
死
に
至
ら
し
め
て
い
る
の
は
他
な
ら 

ぬ
衆
生
自
身
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
私
は
、
更
に
本
願
成
就
文
の
中
に
も
「
唯
除
…
…
」 

の
言
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
本
願
成
就
と
は
、
本
願
が
衆
生
の
上 

に
成
就
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
成
就
し
た
と
い
う
こ
と
の
中
に 

ま

で

「
唯
除
…
…
」

の
言
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
し 

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
正
し
く
、
本
願
が
衆
生
の
上
に
成
就
す
る
の
に
は
、

「
唯
除 

……

」

の
門
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の 

「
唯
除:

：:

」

の
門
を
く
ぐ
ら
ず
し
て
は
、
衆
生
の
救
い
が
成
就
し
た
と 

は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
言
い
か
え
る
と
、
如

来

は

「
唯
除
・：
…
」
と
い
う
姿
勢
で 

衆
生
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
願
成
就
と
い
う
こ
と
の
中
に
ま 

で

「
唯
除
…
…
」

の
言
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
如
来
は
究 

極
的
に
ど
こ
ま
で
も
衆
生
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

故
に
、
如
来
は
如
—
来
—
性
を
失
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
言
え
ば
、
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如

来

は

「
来
」
に
そ
の
全
生
命
を
繫
け
る
が
故
に
、
す
な
わ
ち
、

「
如
」 

に
帰
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

「
如
」 

に
帰
る
こ
と
を
止
め
、

「
来
」
に
成
り
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ 

ち
、
如
来
は
、
絶

対

に

衆

生
と

「
共
」
で
な
け
れ
ば
、

「
如
」
に
帰
ら
ぬ 

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、

如
—
来

の

「
来
」

の
真
実
性
で
あ
る
。
 

「
如
来
の
至
心
を
以
て
回
施
し
た
ま
へ
り
」
と
言
い
又
、
「
利
他
の
真
心
」 

と
言
わ
れ
る
所
以
を
憶
う
。

如

来

の

「
来
」

の
真
実
性
、
そ
れ
は
限
り
な
く
自
ら
を
因
位
に
置
か
ん 

と
い
う
、

「
上
求
菩
提
下
化
衆
生
」

の
誓
い
で
あ
る
。
故
に
、
如
来
は
如 

/

来
故
に
永
遠
に
菩
薩
と
し
て
衆
生
自
身
に
成
っ
て
、
兆
載
永
劫
の
修
行 

に
身
心
を
据
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
く
し
て
言
え
ば
、
「
諸
有
衆
生
」
が

「
聞 

其
名
号
」
し

て

「
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
乃
至
一
念
」
(
原
漢
文
、
「信
巻
」
聖 

全②

六
二
頁)

し
て
も
、

「
至
心
廻
向
し
た
ま
へ
り
」
(

原
漢
文
、
「信
巻
」
聖 

全②

六
六
頁)

と
い
う
事
実
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、

「
衆
生
、
仏
願
の
生
起 

本
末
を
聞
」

い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 

「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
だ
け
で
は
不
充
分
、
聞
不
具
足
だ
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
の
、

「
仏
願
の
生
起
本
末
」

に

徹

し

た

「
聞
」
と 

は
、
「
至
心
廻
向
、
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」 

ま
で
聞
き
取
る
こ
と
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
親
鸞
が
、
さ
き
の
前
半
を 

「
本
願
信
心
の
願
成
就
文
」
と
呼
び
、

こ
の
後
半
を
「
本
願
の
欲
生
心
成 

就
の
文
」
と
呼
び
分
け
た
こ
と
の
鋭
さ
を
憶
う
。

「
本
願
欲
生
心
」

へ
の 

頷
き
、
そ

こ

に

「
至
心
廻
向
」

の
成
就
が
あ
る
。
如
来
は
、
衆

生

に

「
廻 

向
」

の
事
実
に
頷
か
し
め
、
「
願
生
彼
国
」
者
た
ら
し
め
ん
と
し
て
、
「
至

心
」
し

て

「
唯
除
・…:

」

の
表
白
を
な
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、

「
聞
其 

名
号
」
し

て

い

る

「
衆
生
」
自
身
が
、

「
真
心
徹
到
」
し
て
自
ら
の
内
で 

「
唯
除
」

の
機
な
る
こ
と
に
頷
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
願
欲
生
心
は
成
就 

満
足
す
る
。
そ
の
と
き
、
そ
の
衆
生
の
内
な
る
自
覚
は
、

「
廻
心
懺
悔
」 

を
内
容
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ

の

「
廻
心
懺
悔
」
は
、

す
な
わ
ち
、

菩
薩
の
心
で
あ
る
。

如
来
の 

「
至
心
廻
向
」
に
お
い
て
、
衆

生

は

「
廻
心
懺
悔
」
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ 

れ
は
、
た
だ
に
如
来
自
身
の
ひ
た
す
ら
な
る
「
従
果
向
因
」

の
自
己
運
動
、
 

捨
身
の
行
を
内
実
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
如
来
は
、

「
唯
除
…
…
」 

と
表
白
し
つ
つ
、
救
え
ぬ
衆
生
の
性
を
自
己
一
身
の
責
任
と
し
て
、
如
来 

は
衆
生
と
い
う
大
地
に
沈
潜
し
、
因
位
修
行
の
出
発
点
に
無
限
に
立
ち
帰 

り
、

「
欲
生
我
国
」
と
叫
び
つ
つ
、
衆

生

自

身

に

「
唯
除
…
…
」

の
目
覚 

め
が
発
起
す
る
ま
で
、
因
位
で
修
行
し
て
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
唯
除
と
い
ふ
は
た
だ
の
ぞ
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
五
逆
の
つ
み 

び
と
を
き
ら
い
、
誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
む
と
な
り
。

こ
の 

ふ
た
つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方
一
切
衆
生
み
な 

も
れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
む
と
な
り
。
」
(
『尊
号
真
像
銘
文
』
聖 

全②

五
六
〇
頁)

「
総
迎
来
と
い
ふ
は
、
総
は
ふ
さ
ね
て
い
ふ
、
す
べ
て
み
な
と
い
ふ 

こ
ゝ
ろ
な
り
。
迎
は

tr
か
う
る
と
い
ふ
、
ま
っ
と
い
ふ
、
他
力
を
あ 

ら
は
す
こ
ゝ
ろ
な
り
。
」(
『唯
信
鈔
文
意
』
聖
全②

六
二
六
頁) 

衆
生
自
身
が
、
「
五
逆
の
つ
み
」
「
誹
謗
の
お
も
き
と
が
」
を
自
覚
自
知 

し
、

「
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
」
す

る

ま

で

「
ま
つ
」
て
い 

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
衆
生
」
に
お
け
る
自
覚
の
成
就
ご
と
に
、
「
共
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に
」
「
法
性
の
み
や
こ
へ
む
か
へ
ゐ
て
か
へ
」
る
の
で
は
な
く
、
「
つ
み
」 

「
と
が
」
を
自
覚
し
た
衆
生
と
「
共
に
」

「
一
生
補
処
」
に
住
し
、
無
限 

に
ー
い
ち
の
衆
生
に
か
か
わ
り
は
て
て
い
く
の
で
あ
る
。

無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
に
は 

無
数
の
阿
弥
陀
ま
し
ま
し
て 

化
仏
お
の
お
の
無
数
の

光

明

無

量

無

辺

な

り(
『浄
土
和
讃
』
親
全②

六
五
頁) 

こ
こ
に
、
思
い
合
わ
さ
れ
て
く
る
の
が
、
次
の
願
言
で
あ
る
。

「
設
ひ
我
仏
を
得
ら
ん
に
、
他
方
仏
土
の
諸
の
菩
薩
衆
、
我
が
国
に 

来
生
せ
ば
究
竟
じ
て
必
ず
一
生
補
処
に
至
ら
ん
。
其
の
本
願
自
在
に 

し
て
、
化
す
る
所
の
衆
生
の
た
め
の
故
に
、
弘
誓
の
鎧
を
被
て
徳
本 

を
積
累
し
、

一
切
を
度
脱
し
て
、
諸
仏
の
国
に
遊
び
、
菩
薩
の
行
を 

修
し
、
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
沙
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
、
 

無
上
正
真
の
道
に
立
せ
し
め
ん
を
ば
除
く
。
常
倫
に
超
出
し
諸
地
の 

行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
。
若
し
し
か
ら
ず
ん
ば
正
覚
を 

取
ら
じ
」

『
往
生
論
註
』
聖
全①

三
三
三
頁

「
無
数
の
阿
弥
陀
」
は
、
す
べ
て
の
衆
生
を
「
菩
薩
衆
」
と
見
、
そ
れ
ら 

を

必

ず

「
一
生
補
処
」

の
菩
薩
た
ら
し
め
ん
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
無
数 

の
阿
弥
陀
」
は
す
べ
て
の
衆
生
に
、
真

実

の

「
因
位
」
(

一
生
補
処)

を 

教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
道
を
成
就
せ
し
め
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で 

あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
如
来
は
如/

来
し
て
衆
生
の
足
下
に
来
て
い
る
の 

で
あ
る
。
否
、
衆
生
の
身
体
に
ま
で
成
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
衆 

生
自
身
の
上
に
さ
き
の
廻
心
懺
悔
が
発
起
せ
ざ
る
間
は
、
如
来
は
成
仏
で 

き
な
い
。
そ
こ
に
如
来
と
衆
生
の
闘
い
が
あ
り
、
如
来
の
限
り
な
き
捨
身

の
行
が
あ
る
。
親
鸞
は
言
う
。

「
良
と
に
以
て
、
因
よ
り
願
を
建
つ
。
志
を
秉
り
行
を
躬
め
、
塵
点 

劫
を
歴
て
済
衆
の
仁
を
懐
け
り
。
芥
子
の
地
も
捨
身
の
処
に
非
ざ
る 

こ
と
無
し
。
悲
智
六
度
摂
化
し
て
以
て
遺
す
こ
と
無
し
0

」(
原
漢
文
、
 

『行
巻
』
聖
全②

ニ
九
頁J

又
言
う
。

「
深
く
大
悲
を
行
ず
る
は
、
衆
生
を
愍
念
す
る
こ
と
骨©

に
徹
入
す 

る
が
故
に
、
名
け
て
深
と
為
す
。

一
切
衆
生
の
為
に
仏
道
を
求
む
る 

が
故
に
名
け
て
大
と
為
す
。
」(
原
漢
文
、

『
行
巻
』
聖
全②

ー
ー
頁) 

こ
れ
ら
の
言
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
正
し
く
如
来
が
衆
生
自
身
と 

成
っ
て
、
同
体
し
て
い
る
様
を
裘
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
 

「
信
巻
」
に
わ
け
る
次
の
表
白
に
至
っ
て
、
よ
り
具
体
的
に
力
強
く
語
ら 

れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
大
慈
大
悲
は
名
け
て
仏
性
と
為
す
。
仏
性
は
名
け
て
如
来
と
為
す
。
 

大
喜
大
捨
を
名
け
て
仏
性
と
為
す
。
何
を
以
て
の
故
に
。
菩
薩
摩
訓 

薩
は
若
し
二
十
五
有
に
能
は
ず
、
則
阿
搞
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る 

こ
と
能
は
ず
、
諸
の
衆
生
畢
に
当
に
得
べ
き
を
以
て
の
故
な
り
。
是 

の
故
に
説
き
て
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
言
へ
る
な
り
。
大
喜
大
捨
は 

即
是
仏
性
な
り
。
仏
性
は
即
是
如
来
な
り
。
」(
原
漢
文
聖
全②

六
ー
ー
頁) 

「
大
」
と
い
う
言
葉
の
奏
わ
し
て
い
る
、
そ

の

「
無
上
」
性
、
無
限
定 

性
、
無
条
件
性
を
憶
う
。
「
大
慈
大
悲
」
「
大
喜
大
捨
」
と
は
衆
生
に
ど
こ 

ま
で
も
随
順
し
、
ど
の
よ
う
な
情
況
に
も
随
縁
し
、
衆
生
と
歩
み
を
共
に 

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
衆
生
自
身
に
成
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ 

こ
で
は
、
「
菩
薩
摩
訶
薩
」
が

「
二
十
五
有
」

に
随
順
し
、
「
二
十
五
有
」

59



に
身
を
置
け
な
い
よ
う
な
ら
、

「
菩
薩
摩
訶
薩
」
は

「
阿
耨
多
羅
三
藐
三 

菩
提
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

「
諸 

の
衆
生
」
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
「
畢
に
当
に
」

「
阿
耨
菩
提
」
を
得
る 

か
ら
で
あ
る
。
正
し
く
「常
没
の
凡
愚
、
流
転
の
群
生
、
無
上
妙
果
の
成 

じ
難
き
に
あ
ら
ず
」(
信
巻
・
聖
全②

四
ハ
頁)

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ 

こ
に
こ
そ
、

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
あ
る
と
い 

う
の
で
あ
る
。

「
諸
の
衆
生
」
に
成
る
。
こ
こ
に
、
限
り
な
く
〃
因
位
〃 

に
自
ら
を
据
え
て
い
く
菩
薩
の
精
神
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
菩 

薩
の
精
神
は
、
「証
巻
」
に
至
っ
て
、
畢
に
、
「
信
心
」
の
内
景
と
し
て
の 

「
難
思
議
往
生
」
の
無
限
の
展
開
と
し
て
、
語
り
明
か
さ
れ
て
く
る
。
今 

は
、
そ
こ
ま
で
論
及
で
き
な
い
故
に
、
又
、
別
の
機
会
に
、
「
行
」

「
信
」 

「
証
」
の
展
開
を
ふ
ま
え
て
、
考
え
て
み
た
い
。

思
う
に
、
上
来
述
べ
た
「
帰
依
僧
」
の
精
神
も
、
畢
に
は
こ
こ
ま
で
展 

開
領
受
さ
れ
ね
ば
、
真
に
自
己
自
身
の
う
え
に
〃
仏
道
〃
と
い
う
も
の
が 

具
体
化
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
「
帰
依
三 

宝
」
、
就

中

「
帰
依
僧
」

の
精
神
は
、
畢

竟

「
帰
依
一
切
衆
生
」
に
ま
で
展 

開
し
て
、
は
じ
め
て
具
体
化
し
、
成
就
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
 

故
に
、
そ
こ
に
こ
そ
、
真
の
、
如
来
へ
の
絶
対
信
順
が
あ
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
親
鸞
の
表
白
が
思
い
出
さ
れ
て
く
る
。

「
涅
槃
と
ま
ふ
す
に
、
そ
の
名
無
量
な
り
。
く
は
し
く
ま
ふ
す
に
あ 

た
は
ず
。
お
ろ
お
ろ
そ
の
名
を
あ
ら
は
す
べ
し
。
涅
槃
を
ば
滅
度
と 

い
ふ
、
無
為
と
い
ふ
、
安
楽
と
い
ふ
、
常
楽
と
い
ふ
、
実
相
と
い
ふ
、
 

法
身
と
い
ふ
、
法
唯
と
い
ふ
、
真
如
と
い
ふ
、

一
如
と
い
ふ
、
仏
性 

と
い
ふ
、
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
微
塵
世
界
に
み
ち 

み
ち
た
ま
へ
り
、
す
な
わ
ち
一
切
群
生
海
の
心
な
り
。
草
木
国
土
こ 

と̂

^

く
成
仏
す
と
と
け
り
。
」(
『唯
信
鈔
文
意
』
聖
全②

六
三
〇
頁) 

真
に
、
「(

大)

涅
槃
」
の
何
た
る
か
を
信
知
し
て
い
る
が
故
に
、
こ
の
よ 

う
な
頷
き
に
ま
で
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〃
本
願
の
仏
道
〃
へ
の
頷 

き
の
具
体
性
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
る
思
い
が
す
る
。
親
鸞
は
更
に
言
う
。
 

「
こ
の
一
切
有
情
の
心
に
方
便
法
身
の
誓
願
を
信
楽
す
る
が
故
に
、
 

こ
の
信
心
す
な
は
ち
仏
性
な
り
、
こ
の
仏
性
す
な
は
ち
法
性
な
り
、
 

法
性
す
な
は
ち
法
身
な
り
」(
同
右) 

親
鸞
は
、
以
上
述
べ
た
頷
き
を
す
べ
て
「
信
心
」
の
内
実
と
し
て
頷
き
、
 

「
信
心
」
の
世
界
の
こ
と
と
し
て
押
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
親 

鸞

の

「
信
心
」
の
世
界
の
具
体
性
と
と
も
に
強
靱
さ
を
教
え
ら
れ
る
。
そ 

し
て
、
親
鸞
は
こ
の
「
信
心
—
仏
性
—
法
性
—
法
身
」
と
い
う
頷
き
の
中 

か
ら
、

「
法
蔵
比
丘
」
を
頷
き
出
し
、
更

に

「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

へ 

と
頷
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
正
に
親
鸞
の
信
の
世
界
観
が
あ
る
。
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