
僧

伽

の

学

真
宗
学
方
法
論
序
説
三-

寺 

川

俊 

昭

教
団
と
教
学
は
二
つ
で
な
く
、
教
学
は
教
団
の
実
践
で
あ
る
。(
中
略)

教
団
は
教
学
を
明
ら
か
に
す
る
ゝ
一
つ
の
場
所
で
あ
る
。
 

教
団
は' 

仏
法
と
歴
史
的
現
実
と
を
媒
介
す
る
場
所
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
教
学
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
団
と 

教
学
は
離
れ
た
も
の
で
な
い
。
こ
の
教
団
と
教
学
を
合
わ
せ
て
、
僧
伽
と
い
う
。

-

安
田
理
深
『教
団
と
教
学
』
よ
り-

 

本
願
の
名
号
と
い
う
の
は' 

法
で
す
ね
。
名
号
を
法
に
し
た
の
だ
。
本
願
以
外
の
教
え
で
は
、
名
号
は
法
じ
ゃ
な
い
。
名
号
を
法 

と
し
た
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
現
実
に
結
び
つ
く
。
結
び
つ
く
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
た
だ
阿
弥
陀
仏 

な
ら
、
本
願
の
名
じ
ゃ
な
い
。

「南
無
」
と
い
う
言
葉
が
つ
く
か
ら' 

南
無
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
理
が
人
間
と
な
っ
た
。
そ
し
て
人 

間
を
真
理
に
帰
し
た
。
そ
の
は
た
ら
き
が
、
阿
弥
陀
仏
で
し
ょ
う
。
南
無
に
し
て
か
つ
阿
弥
陀
仏
、
南
無
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
真
理 

そ
の
も
の
が
現
実
そ
の
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
自
己
を
否
定
し
て
、
真
理
そ
の
も
の
が
現
実
そ
の
も
の
に
な
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
が
南 

無
だ
。
そ
し
て
現
実
そ
の
も
の
を' 

真
理
そ
の
も
の
に
帰
し
た
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
で
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
仏
は
、
光
で
表
わ
す
。
南



無
は
、
願
で
表
わ
す
ん
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら' 

南
無
の
と
こ
ろ
に
光
が
あ
る
と
い
う
ん
で
す
。
こ
ゝ
つ
い
う
よ
う
に
、
名
号
が
言
葉
と 

な
っ
た
真
理
だ
。
名
と
な
っ
た
真
理
。
そ
の
真
理
が
、
人
間
を
救
う
の
で
す
。
そ
れ
の
上
に
、
教
団
は
立
っ
て
い
る
ん
だ
。
こ
の
ー 

点
を
は
ず
し
た
ら' 

教
団
は
教
団
に
な
ら
ん
の
で
す
。(
中
略)

教
団
が
教
団
で
あ
り
得
る
そ
の
一
点
は
ど
こ
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
 

そ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
に
立
つ
と
る
か
ら
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
一
点
を
抜
か
し
た
ら
、
教
団
は
教
団
で
な
い
も
の
に
な
る
。

-

安
田
理
深
『
真
宗
の
教
団
』
よ
り-

は

じ

め

に

安
田
理
深
先
生
の
あ
の
極
め
て
個
性
的
な
仏
教
理
解
を
、

”
安
田
教
学
〃
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
安
田
教
学
の
独
創
性
は
ど 

こ
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
先
生
の
教
学
は' 

先
生
自
身
が
〃
大
乗
の
阿
毘
達
磨
”
と
性
格
づ
け
ら
れ
た
唯
識 

教
学' 

殊

に

『
成
唯
識
論
』
に
展
開
し
た
そ
れ
を
根
幹
と
し
て
い
る
。
こ
の
基
礎
の
上
に
、
バ
ル
ト
及
び
テ
ィ
ー
リ
ッ
ヒ
等
の
神
学
と
、
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
思
想
の
学
び
に
強
く
触
発
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た"

親
鸞
教
学"

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
独
自
性
が
あ
る
と
了
解
す 

べ
き
で
あ
る
が' 

そ
の
全
体
を
貫
い
て
、
強
烈
な
〃
菩
提
心
の
学
〃
即
ち
唯
だ
菩
提
心
に
の
み
動
機
づ
け
ら
れ
た
教
学
、
徹
底
的
に
菩
提 

心
の
学
で
あ
ろ
う
と
し
た"

自
由
の
教
学
〃
と
い
う
と
こ
ろ
に' 

そ
の
面
目
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
の
よ
う
な
安
田
教
学
が
真
宗
教
学
に
対
し
て
何
を
提
起
し
、
ま
た
何
を
寄
与
し
た
の
か
、
こ
れ
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
十
分
に
問 

う
に
価
す
る
問
題
で
あ
る
と' 

私
は
思
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
今
、
最
も
意
味
深
い
問
題
提
起
と
し
て'

”
僧
伽
”
に
つ
い
て
の
極
め 

て
創
造
的
な
内
容
づ
け
を' 

先
ず
第
一
に
挙
げ
た
い
と
思
う0

周
知
の
よ
う
に
僧
伽
と
は
、
も
と
出
家
の
仏
弟
子
で
あ
る
比
丘
、
比
丘
尼 

の
和
合
衆
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
真
宗
教
学
に
お
い
て
は
、
全
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の' 

真 

宗
教
学
に
お
い
て
は
全
く
死
語
で
あ
っ
た"

僧
伽
〃
に
、

そ
れ
が
本
来
意
味
し
て
い
た
〃
仏
弟
子
の
和
合
衆"

、

言
葉
を
換
え
て
い
え
ば 

”
仏
法
の
共
同
体
〃
と
い
う
意
味
を
、

〃
出
家
の
仏
弟
子
”
と
い
う
こ
と
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
託
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
勿
論



そ
こ
に
は' 

あ

の

「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
と
い
う
、 

親
鸞
独
自
の
仏
弟
子
の
了
解
が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
僧
伽 

に
、
教
団
を
主
体
化
し
て
と
ら
え
て' 

僧
伽0

教
団
を
真
宗
教
学
の
重
要
な
主
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
真
宗
教
学
に
お
い 

て
、
教
団
と
い
う
問
題
が
こ
の
よ
う
な
教
学
上
の
重
要
主
題
と
し
て
自
覚
的
に
取
組
ま
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
は
安
田
先
生
の
そ
れ
を
も
つ 

て
疇
矢
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

”
僧
伽
〃
と
い
う
言
葉
が
、
伝
統
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
〃
出
家"

の
仏
弟
子
の
和
合
衆
と
い
う
意
味
を
こ
え
て
、
 

む
し
ろ
〃
仏
法
の
共
同
体"

と
い
う
自
覚
的
に
し
て
績
極
的
な
意
味
を
託
し
つ
つ
、
安
田
教
学
の
重
要
概
念
と
し
て
回
復
し
て
き
た
。
そ 

の
際
、
こ
の
意
味
回
復
を
大
き
く
触
発
し
た
も
の
が
、
バ
ル
ト
の
教
会
理
解
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。
バ
ル
ト
は
例
え
ば
そ
の
著
『
啓
示 

・
教
会
・
神
学
』
に
お
い
て
、
真
正
の
教
会
が
そ
れ
で
な
い
も
の
と
し
て' 

救
済
の
た
め
の
制
度
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
観
、
及
び 

信
仰
者
の
自
由
な
結
合
と
い
う
近
代
主
義
の
教
会
観
を
挙
げ' 

そ
れ
に
批
判
的
に
対
し
つ
つ' 

た
だ
啓
示
の
事
実
即
ち
神
が
人
間
に
語
る 

が
故
に
聞
き' 

ま
た
神
が
人
間
に
語
る
こ
と
を
聞
く
と
い
う
こ
の
一
事
に
よ
っ
て' 

基
礎
づ
け
ら
れ
、
ま
た
支
え
ら
れ
て
い
る
、
信
仰
者 

が
そ
れ
に
召
さ
れ
る
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
実
現
す
る
信
仰
の
共
同
体' 

そ
こ
に
ま
さ
に
確
認
し
よ
う
と
す
る
教
会
を
み
て
い
る
。
こ
れ 

に
対
し
て
安
田
教
学
に
お
け
る
僧
伽
理
解
に
つ
い
て
、
先
生
は
歴
史
的
に
形
成
せ
ら
れ
た
真
宗
教
団
に
対
し
て
、
そ
れ
を
僧
伽
と
同
一
視 

す
る
こ
と
を
極
め
て
批
判
的
に
拒
否
さ
れ
る
。
他
方
ま
た
、
僧
伽
は
た
だ
僧
伽
の
歴
史
か
ら
の
み
生
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
人
間
が
自
由 

に
僧
伽
を
形
成
す
る
と
い
う
発
想
も
強
く
拒
否
な
さ
っ
て
い
た
。
そ
の' 

人
間
を
僧
伽
に
呼
び
帰
す
と
い
う
形
で
、
法
に
依
る
人
間
の
和 

合
を
現
前
せ
し
め
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
大
行
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

『
親
鸞
の
仏
教
史
観
』
に
お
い
て
曾
我
量
深
先
生
が
、
 

我
が
親
鸞
の
求
め
ら
れ
ま
し
た
所
の
仏
道
、
即
ち
吾
等
の
先
祖' 

所
謂
二
千
五
百
年
及
至
三
千
年
の
仏
教
歴
史
と
云
ふ
も
の
は
、
そ 

ん
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
吾
等
迷
へ
る
衆
生
が
生
命
を
賭
け
て
仏
を
求
め
求
め
て' 

さ
う
し
て
遂
に
求
め
得
た
所
の
、
歴
史
的 

事
証
で
あ
り
ま
す
。
吾
等
の
祖
先
が
一
心
に
そ
れ
を
求
め
て
、

一
向
に
そ
の
上
に
歩
み
来
っ
た
所
の
仏
道
々
場
の
歴
史
で
あ
り
ま
す
。
 

と
喝
破
せ
ら
れ
た
、
仏
教
の
歴
史
の
真
正
の
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
願
の
名
号
が
、
そ
れ
に
帰
し
た
人
間
に
「称
無
碍
光
如
来
名
」
と



い
う
行
為
に
お
い
て' 

真
実
功
徳
を
総
相
と
す
る
浄
土
の
功
徳
を
現
行
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
功
徳
を
超
越
的
根
拠
と
し
て
現 

前
す
る
人
間
の
共
同
体' 

こ
れ
を
こ
そ
僧
伽
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
い
た
文
章
は
明
確
に
こ
の
出
来
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の 

点
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
浄
土
真
宗
の
僧
伽
、

即
ち
本
願
の
名
号
に
依
っ
て
現
前
す
る
僧
伽
を
、"

本
願
の
僧
伽
〃
、"

浄
土
の
僧
伽
〃
、

更
に 

〃
南
無
阿
弥
陀
仏
の
僧
伽"

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
僧
伽
に
お
い
て
、
歴
史
を
超
え
た
仏
法
が
、
歴
史
に
お 

い
て
は
た
ら
く
場
を
も
つ
の
で
あ
る
。
人
間
の
流
転
の
歴
史
が' 

流
転
を
破
っ
て
還
滅
す
る
自
覚
的
な
場
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
僧 

伽
の
も
つ' 

決
定
的
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
こ
と
は' 

い
う
ま
で
も
な
い
。

三
宝
に
お
け
る
僧
伽
の
も
つ
、
こ
の
独
自
の
意
味
の
推
究
か
ら
始
め
ら
れ
た
安
田
先
生
の
僧
伽
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
極
め
て
実
践
的 

な
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
高
光
大
船
師
の
強
い
感
化
の
も
と
に
、
訓
覇
信
雄
師
を
中
心
に
提
起
せ
ら
れ
た
教
学
運
動
、
強
烈
に
親 

鸞
の
信
仰
回
復
を
志
向
し
た
教
学
運
動
、
い
わ
ゆ
る"

真
人
社
運
動
〃
に
お
い
て
、
安
田
教
学
が
果
た
し
た
役
割
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
・ 

曾
我
量
深
・
暁
烏
敏
師
ら
の
強
い
教
学
的
感
化
の
も
と
に
展
開
し' 

明
ら
か
に
明
治
期
の
浩
々
洞
の
教
学
運
動
の
系
譜
を
引
く
そ
れ
で
あ 

っ
た
が
、
安
田
先
生
自
ら
が
こ
の
運
動
に
参
加
な
さ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
人
社
の
「宣
言
」
に

「民
衆
の
同
朋
教
団
た
ら
ん
」
と
い 

う
言
葉
で
提
言
さ
れ
、
運
動
の
実
質
に
萌
芽
的
に
始
ま
っ
て
い
た
、
真
宗
大
谷
派
教
団
に
即
し
て
の
僧
伽
回
復
運
動
は
、
安
田
教
学
の
鮮 

烈
な
僧
伽
理
解
を
ま
っ
て
、
自
覚
的
な
教
学
運
動
と
し
て
展
開
を
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
も
つ
安
田
教
学
の
僧
伽
理
解
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
く
こ
と
は
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
こ
の
論
考
に
お 

い
て
は
、
先
生
の
僧
伽
を
め
ぐ
る
思
索
を
憶
念
し
つ
つ
、
真
宗
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
前
二
回
の
考
察
を
承
け
て
、
真
宗
学
の
主
体
に
つ 

い
て
推
考
し
て
い
き
た
い
。

一

金
子
大
栄
先
生
の
『
真
宗
学
序
説
』
に
依
り
つ
つ' 

私
は
旧
論
「親
鶯
に
お
け
る
学
の
特
質
」(
『親
鸞
教
学
』
第
三
十
三
号
所
収)

及
び



「
真
宗
学
方
法
論
序
論
」(
『
同
』
三
十
八
号
所
収)

に
お
い
て
、
真
宗
学
の
対
象
と
方
法
に
つ
い
て
、
多
少
の
考
察
を
試
み
た
。
真
宗
学
は 

『
序
説
』
に
依
る
な
ら
ば' 

「
大
聖
の
真
言
」
を
そ
の
対
象
と
す
る
と
さ
れ
る
。
こ

の

「
大
聖
の
真
言
」
即
ち
教
主
世
尊
の
真
実
教
に
っ 

い
て
は
、
歴
史
的
に
伝
承
さ
れ
た
教
説
『
仏
説
無
量
寿
経
』
を
指
す
と
共
に
、
親
鸞
に
よ
る
そ
の
独
自
の
解
釈
で
あ
る
宗
体
釈
に
着
目
し 

て
、
そ
の
歴
史
的
展
開
と
い
う
広
さ
に
お
い
て
了
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
私
見
を
、
既
に
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
学
の
対
象
が
こ
の 

真
実
教
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
固
有
の
方
法
が
聞
思
で
あ
る
こ
と
は' 

直
ち
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
真
宗
学 

は
、

『
仏
説
無
量
寿
経
』
並
び
に
そ
の
質
に
お
い
て
『
大
経
』
の
歴
史
的
展
開
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
祖
師
達
の
教
説
を
、
対
象
と
す
る
け 

れ
ど
も
、
そ
れ
を
単
に
一
つ
の
宗
教
的
文
献
と
し
て
考
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

の

「
大
聖
の
真
言
」
が
自
己
に
お
い
て
内 

面
化
し
た
自
覚
、
即
ち
〃
行
信
〃
を
内
観
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〃
真
言
〃
が
告
知
し
よ
う
と
す
る
”
真
実
〃
を
自
証
し
、
 

開
顕
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
真
宗
学
の
考
究
の
形
は
経
典
・
論
釈
の
解
釈
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
て
も' 

そ
の
志
向 

す
る
と
こ
ろ
は
、
教
説
に
帰
し
た
自
覚
内
容
の
解
明
と' 

自
覚
化
と
、
更
に
は
顕
揚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
取
り
も
直
さ
ず
、

〃
聞
思
〃
で 

あ
る
。

聞
思
を
求
め
る
心
、
そ
れ
は
『
大
経
』
の
美
し
い
表
現
で
い
え
ば
、

「
願
楽
欲
聞
」
の
祈
求
で
あ
る
。
こ
の
祈
求
の
起
こ
る
源
に
は
、
 

自
分
の
生
に
流
転
と
虚
妄
を
感
じ
、
そ
れ
を
痛
む
心
が
動
い
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

『
論
註
』
に
い
わ
ゆ
る
「
三
有
虚
妄
の
生
」
 

を
、
自
分
の
生
に
感
じ
、
そ
れ
を
痛
む
か
ら
こ
そ
、
聞
法
の
心
は
動
い
て
く
る
に
相
違
な
い
。

『
序
説
』
は
、

「
出
離
生
死
の
心
」
こ
そ 

が
、
真
宗
学
の
動
機
で
あ
る
と
語
る
が
、
こ

の

『
序
説
』
の
論
考
の
所
依
と
な
っ
て
い
る
『
論
註
』
三
依
釈
に
依
れ
ば
、

「
何
故
依
は
、
 

如
来
は
即
ち
真
実
功
徳
の
相
な
る
を
以
て
の
故
に
と
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。

『
無
量
寿
経
』
と
い
う
修
多
羅
に
依
っ
て
、

『
無
量
寿
経
』 

の
優
婆
提
舎
で
あ
る
『
願
生
偈
』
を
製
作
す
る
の
で
あ
る
が
、
何
故
に
『
無
量
寿
経
』
に
依
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
体
で
あ
る
本
願
の 

名
号
が
如
来
の
真
実
功
徳
の
形
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
こ
の
曇
鸞
の
解
釈
は
、
教
学
す
る
こ
と
の
動
機
が
〃
虚
妄
の
生
”
を
痛
み' 

だ
か
ら
こ
れ
を
超
出
し
よ
う
と
す
る
祈
求
が
、
真
実
な
る
も
の
を
求
め
、
真
実
な
る
も
の
に
お
い
て
満
足
す
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
真



実
な
る
も
の
に
依
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
、

『
序
説
』
が
真
宗
学
の 

動
機
は
「
出
離
生
死
の
心
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
そ
の
内
容
を
尋
ね
る
な
ら
ば
、
流
転
す
る
虚
妄
の
生
を
超
出
し
よ
う
と
の
祈
求
、
真
実
な 

る
も
の
を
求
め
て
止
ま
ぬ
祈
求
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
学
と
、
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

学
の
動
機
は
、

一
般
に
知
的
探
求
の
要
求
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
決
し
て
、
単
な
る
知
的
好
奇
心
と
い
う
よ
う
に
矮 

小
化
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
現
代
と
い
う
時
代
に
露
出
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
的
あ
る
い
は
社
会
的
不
幸
を
凝
視
し
、
 

そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
極
め
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
し
て
誠
実
な
課
題
的
関
心
が
、
諸
学
を
求
め
学
ぼ
う
と
す
る
動
機
に
、
 

潜
在
的
に
せ
よ
自
覚
的
に
せ
よ
、
強
く
動
い
て
い
る
筈
で
^)
る
。
そ
れ
に
対
し
て
真
宗
学
は
、
こ
の
よ
う
な
生
の
営
み
の
全
体
が
、
猶
底 

知
れ
ぬ
無
明
の
闇
と
虚
妄
性
の
中
に
流
転
す
る
こ
と
へ
の
痛
み
に
促
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
生
の
全
体
を
超
出
し
転
換
し
よ
う
と
す
る
魂 

の
要
求
に
自
覚
的
に
立
と
う
と
す
る
こ
と
に
、
動
機
づ
け
ら
れ
た
学
で
あ
る
。
私
ひ
そ
か
に
思
う
に' 

諸
学
を
求
め
る
動
機
は' 

こ
の
生 

存
の
無
明
性
と
虚
妄
性
の
深
み
に
、
い
ま
だ
自
覚
的
に
触
れ
て
い
な
い
学
の
要
求
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
を
支
え
て
い
る
探
求
的
思
索 

に
ひ
そ
む
〃
虚
妄
分
別
性
〃
に
、
い
ま
だ
十
分
に
自
覚
的
で
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
一
点
に
真
宗
教
学
が
〃
菩
提
心
の
学
” 

と
捉
え
ら
れ
、
そ
の
性
格
が
〃
学
道
〃
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
根
拠
が
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
祈
求
に
動
機
づ
け
ら
れ 

た
推
求
的
思
想
の
所
依
が
、

〃
真
実
功
徳
〃
を
言
説
す
る
教
言
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
、
ま
た
そ
の
方
法
が
〃
聞
思
”
で
あ
る
こ
と 

も
、
再
言
す
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。

真
宗
学
を
要
求
す
る
こ
の
祈
求
は' 

そ
れ
が
自
覚
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、

一
種
の
切
迫
性
乃
至
は
厳
粛
性
を
も
つ
。
そ
れ
を
端
的
に 

表
わ
し
た
も
の
が
、

『
選
択
集
』

「
総
結
三
選
の
文
」
に
語
ら
れ
る
「速
」
で
あ
ろ
う
か
。

夫
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
、
し
ば
ら
く
聖
道
門
を
さ
し
お
き
て
、
選
び
て
浄
土
門
に
入
れ
。
 

こ
の
切
迫
性
と
厳
粛
性
に
誠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

「
必
ず
有
縁
の
法
に
藉
れ
」
と
勧
め
た
善
導
の
い
わ
ゆ
る
「
行
学
」
が
あ 

る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。



し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、 

真
宗
学
を
学
ぶ
そ
の
初
心
に
お
い
て' 

こ
の
よ
う
な
祈
求
に
常
に
自
覚
的
で
あ
る
と
は
、
必
ず
し
も
い
え 

な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
の
際
し
か
し
な
が
ら
、
学
の
所
依
が
〃
真
実
教
〃
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
極
め
て
意
味
深
い
意
義
を
も
つ
。
こ 

れ
を
一
つ
の
宗
教
的
文
献
と
し
て
取
扱
い
、
そ
の
実
証
的
・
歴
史
学
的
研
究
を
行
う
こ
と
は
勿
論
可
能
で
あ
る
。
だ
が
〃
真
実
教
〃
と
は
、
 

わ
れ
わ
れ
に
先
立
っ
て
自
ら
の
生
に
虚
妄
を
感
じ
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
超
克
し
真
実
に
還
ろ
う
と
し
た
先
人
の
、
修
道
の
記
録
で
は
な 

か
ろ
う
か
。
い
わ
ば
菩
提
心
の
歩
み
の
記
念
碑
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
必
ず
や
前
述
の
未
成
熟
な
真
宗
学
へ
の
関
わ
り
を
転
じ
て
、
成
熟 

し
た
真
宗
学
、
菩
提
心
の
学
と
し
て
の
真
宗
学
に
成
長
せ
し
め
て
い
く
力
を
も
っ
こ
と
を
、
私
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

二

真
宗
学
を
こ
の
よ
う
な
”
菩
提
心
の
学
〃
と
い
う
成
熟
し
た
形
に
お
い
て
理
解
す
る
時
、
こ
の
学
の
主
体
が
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
そ
し
て
私
は
こ
れ
を
安
田
先
生
に
従
っ
て
〃
僧
伽
〃
と
理
解
し
、
真
宗
学
を
〃
僧
伽
の
学
〃
と
し
て
了
解
す
べ
き
こ
と
を
思 

う
。
既
に
幾
度
か
述
べ
た
よ
う
に
、
本
願
為
宗
名
号
為
体
の
教
説
で
あ
る
真
実
教
の
衆
生
に
お
け
る
内
面
化
が
、
一
心
帰
命
の
信
、
即
ち
選 

択
本
願
の
行
信
で
も
っ
た
。
こ
の
行
信
が
「
正
智
」
と

し

「
真
理
」
と
し
て
、
真
実
教
が
告
知
す
る
如
来
の
具
体
的
功
用
で
あ
る
真
実
功 

徳
を
よ
く
自
証
し
、
虚
妄
な
る
主
体
で
あ
る
自
我
を
転
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
安
田
教
学
に
い
わ
ゆ
る
「
賜
わ
り
た
る
主
体
」
は
、
こ
こ 

に
成
立
す
る
。
底
知
れ
ぬ
自
己
愛
に
染
汚
さ
れ
て
あ
る
〃
虚
妄
の
自
我
〃
が
、
砕
か
れ
破
ら
れ
て
成
立
す
る
「
賜
わ
り
た
る
主
体
」
、 

こ 

れ
こ
そ
が
成
熟
し
た
真
宗
学
の
主
体
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
仏
教
の
歴
史
の
体
、
い
わ
ゆ
る
大
行
の
歴
史
に
帰 

し
、
そ
こ
に
自
立
す
る
自
己
の
立
脚
地
を
見
い
出
し
た
主
体
と
い
っ
て
も
よ
い
。
虚
妄
分
別
す
る
自
我
が
、
そ
の
よ
う
な
自
我
に
無
自
覚 

で
あ
る
ま
ま
に
、
そ
の
研
究
対
象
と
し
た
本
願
の
教
説
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
未
成
熟
な
真
宗
学
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
う
で 

は
な
く
て
、
本
願
の
名
号
に
帰
し
、
大
行
の
歴
史
に
呼
び
帰
さ
れ
た
”
我"

、
そ
の
よ
う
な
”
我
〃
が
、
本
願
の
名
号
を
体
と
す
る
教
説
を 

所
依
と
し
て
思
索
す
る
。
そ
の
教
説
の
自
己
に
お
い
て
内
面
化
し
た
相
は' 

本
願
の
行
信
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、

「
賜
わ
り
た
る
行
信
」



を
内
観
す
る
。
私
が
志
向
す
る
純
な
る
真
宗
教
学
は
、
こ
こ
に
成
立
す
る
。
こ
の
辺
り
に
、
同
じ
よ
う
に
本
願
の
教
説
を
対
象
と
し
な
が 

ら
も' 

た
と
え
ば
仏
教
史
学
の
よ
う
な
諸
学
の
立
場
と
、
真
宗
学
と
が
区
別
さ
れ
る
一
線
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
成
熟
し
た
真
宗
学
に
お
け
る
、
学
の
主
体
で
あ
る
。
「賜
わ
り
た
る
主
体
」
、
こ
れ
は
大
行
の
歴
史
の
中
に
自
己 

を
見
い
出
し
た
よ
う
な
我
で
あ
る
か
ら
、
前
節
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

〃
本
願
の
僧
伽
〃
に
呼
び
帰
さ
れ
た
我
と
い
う
、
独
自
の 

意
味
を
賜
わ
っ
た
主
体
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
〃
僧
伽
の
学
〃
と
い
う
独
自
の
性
格
を
、
真
宗
学
は
も
っ
て
く
る
出
発
点
が
あ
る
。
 

一
心
帰
命
の
信
の
体
で
あ
る
本
願
の
名
号' 

こ
の
法
が
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
し
て' 

よ
く
浄
土
と
し
て
真
実
功
徳
の
は
た
ら
く
世
界 

を
開
示
す
る
こ
と
は
、
旧
稿
に
反
復
推
求
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
真
実
功
徳
ル
清
浄
功
徳
を
総
相
と
す
る
浄
土
に
つ
い
て
、

『
教
行
信 

証
』
は
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
解
明
す
る
。

真
土
と
言
う
は'

『
大
経
』
に

は

「
無
量
光
明
土
」
(

平
等
覚
経)

と
言
え
り
。
あ
る
い
は
「
諸
智
土
」
(

如
来
会)

と
言
え
り
。
 

『
論
』
に

は

「究
竟
し
て
虚
空
の
ご
と
し
、
広
大
に
し
て
辺
際
な
し
」
(

量
功
徳)

と
日
う
な
り
。
 

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
真
実
報
土
が
開
示
せ
ら
れ
た
生
、
即
ち
、

〃
往
生
”
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

往
生
と
言
う
は'

『
大
経
』
に

は

「
皆
受
自
然
虚
無
之
身
無
極
之
体
」
と
言
え
り
。

『
論
』
に

は

「
如
来
浄
華
衆
正
覚
華
化
生
」
と
日
え
り
。
 

ま

た

「
同
一
念
仏
し
て
無
別
の
道
故
」
(

論
註)

と
云
え
り
。
 

ま

た

「
難
思
議
往
生
」
(

法
事
讃)

と
云
え
る
、
こ
れ
な
り
。

極
め
て
独
自
な
親
鸞
の
こ
の
往
生
浄
土
の
了
解
は
、
無
量
光
明
土
と
し
て
開
示
せ
ら
れ
体
験
さ
れ
る
浄
土
が' 

「深
広
無
涯
底
」
な
る
如 

来
の
智
慧
の
世
界
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
浄
土
を
開
示
せ
ら
れ
た
生
を
生
き
る
往
生
が
、
大
般
涅
槃
道
と
い
う
根
源
的
意
味
を
も
つ



た
生
で
あ
る
こ
と
が
、
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
〃
往
生
〃
の
内
実
が
こ
こ
で
、
眷
属
功
徳
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に' 

私
は
深
甚
の
注
意
を
払
い
た
い
の
で
あ
る
。
全
く
同
様
の
知
見
が
「証
巻
」
に
お
い
て
、
よ
り
展
開
し
た
形
に
お
い
て
堂
々
と
告
知
さ
れ 

て
い
る
。

そ
こ
で
は
先
ず
「
一
心
帰
命
の
信
」
の
は
た
ら
き
が
、

「
往
相
回
向
の
心
行
」
即
ち
衆
生
を
往
生
浄
土
の
相
を
も
つ
生
に
立
た
し
め
る 

行
信
と
し
て
語
ら
れ
つ
つ
、

し
か
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
る
な
り' 

正 

定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
必
ず
滅
度
に
至
る
。

と
語
ら
れ
る
。
疑
う
余
地
な
く
明
ら
か
に
、
こ
こ
で
は
「
入
大
乗
正
定
聚
之
数
」
を
も
っ
て
、
難
思
議
往
生
が
内
容
づ
け
ら
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
が
、
こ
の
必
至
滅
度
す
る
生
、
換
言
す
れ
ば
大
般
涅
槃
道
に
立
っ
た
生
で
あ
る
現
生
正
定
聚
口
難
思
議
往
生
の
内
実
を' 

親
鸞
は 

『
浄
土
論
』
、
『
論
註
』
に
顕
揚
さ
れ
る
浄
土
の
功
徳
の
中
か
ら
五
つ
の
功
徳
を
選
ん
で
、
内
容
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
 

か
の
仏
国
土
は
、
清
浄
安
穏
に
し
て
微
妙
快
楽
な
り
。
無
為
泥
疽
の
道
に
次
し
。
そ
れ
も
ろ
も
ろ
の
声
聞
・
菩
薩
・
天

・
人
、
智
慧 

高
明
に
し
て
神
通
洞
達
せ
り
。

こ
と
ご
と
く
同
じ
く 

一
類
に
し
て
、
形
異
状
な
し
。
た
だ
余
方
に
因
順
す
る
が
故
に
、
人

・
天
の
名 

あ
り
。
顔
貌
端
政
に
し
て
世
に
超
え
て
希
有
な
り
。
容
色
微
妙
に
し
て
天
に
あ
ら
ず
人
に
あ
ら
ず
。
み
な
自
然
虚
無
の
身
、
無
極
の 

体
を
受
け
た
る
な
り
。

⑴

「
荘
厳
妙
声
功
徳
成
就
」
は
、

「偈
」
に

「
梵
声
悟
深
遠 

微
妙
聞
十
方
」
の
ゆ
え
に
と
言
え
り
と
。
こ
れ
い
か
ん
ぞ
不
思
議
な
る 

や
。

『
経
』
に
言
わ
く
、

「
も
し
人
た
だ
か
の
国
土
の
清
浄
安
楽
な
る
を
聞
き
て
、
剋
念
し
て
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
も
の
と' 

ま
た 

往
生
を
得
る
も
の
と
は
、 

す
な
わ
ち
正
定
聚
に
入
る
。
」

こ
れ
は
こ
れ
国
土
の
名
字
仏
事
を
な
す
、 

い
ず
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や' 

と
。

⑵

「荘
厳
主
功
徳
成
就
」
は
、

「
偈
」
に

「
正
覚
阿
弥
陀 

法
王
善
住
持
」
の
ゆ
え
に
と
言
え
り
。
こ
れ
い
か
ん
が
不
思
議
な
る
や
。



正
覚
の
阿
弥
陀
、
不
可
思
議
に
ま
し
ま
す
。
か
の
安
楽
浄
土
は
正
覚
阿
弥
陀
の
善
力
の
た
め
に
住
持
せ
ら
れ
た
り
。

い
か
ん
が
思
議 

す
べ
き
こ
と
を
得
べ
き
や
。

「
住
」
は
不
異
不
滅
に
名
づ
く
、

「持
」
は
不
散
不
失
に
名
づ
く
。(
中
略)

も
し
人
ひ
と
た
び
安
楽
浄 

土
に
生
ず
れ
ば
、
後
の
時
に
意
「
三
界
に
生
ま
れ
て
衆
生
を
教
化
せ
ん
」
と
願
じ
て
、
浄
土
の
命
を
捨
て
て
願
に
随
っ
て
生
を
得
て
、
 

三
界
雑
生
の
火
の
中
に
生
ま
る
と
い
え
ど
も
、
無
上
菩
提
の
種
子
畢
竟
じ
て
朽
ち
ず
。
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。
正
覚
阿
弥
陀
の
善 

く
住
持
を
径
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
と
。

⑶

「荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
」
は
、

「
偈
」
に

「
如
来
浄
華
衆 

正
覚
華
化
生
」
の
ゆ
え
に
と
言
え
り
。

こ
れ
い
か
ん
ぞ
不
思
議
な
る
や
。
 

お
お
よ
そ
こ
の
雑
生
の
世
界
に
は' 

も
し
は
胎
、
も
し
は
卵
、
も
し
は
湿
、
も
し
は
化
、
眷
属
若
干
な
り
。
苦
楽
万
品
な
り
、
雑
業 

を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。
か
の
安
楽
国
土
は
、
こ
れ
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
華
の
化
生
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
同
一
に
念 

仏
し
て
別
の
道
な
き
が
ゆ
え
に
、
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
。
眷
属
無
量
な
り
。
い
ず
く
ん
ぞ
思
議 

す
べ
き
や
。

⑷
(

荘
厳
大
義
門
功
徳
成
就)

ま
た
言
わ
く
、
往
生
を
願
う
者
、
本
は
す
な
わ
ち
三
三
の
品
な
れ
ど
も
、
今
は
一
ニ
の
殊
な
し
。
ま
た 

淄
滝
の
一
味
な
る
が
ご
と
し
。

い
ず
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。

⑸

ま

た

『
論
』
に
日
わ
く
、

「
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
」
は' 

「
偈
」
に

「
観
彼
世
界
相 

勝
過
三
界
道
」
の
ゆ
え
に
と
言
え
り
。
こ
れ 

い
か
ん
ぞ
不
思
議
な
る
や
。
凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
あ
り
て
、
ま
た
か
の
浄
土
に
生
ま
る
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
三
界
の
繫
業
畢
竟 

じ
て
牽
か
ず
。
す
な
わ
ち
こ
れ
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
、
い
ず
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。

こ
れ
ら
の
浄
土
を
実
現
す
る
功
徳
を
語
る
文
を
引
き
な
が
ら' 

親̂

が
ま
さ
に
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
を' 

私
は
次
の
よ
う
に
了
解
す
る
。
 

即
ち
、
先
ず
あ
る
も
の
は
、
大
行
の
歴
史
に
呼
び
帰
さ
れ
た
自
覚
で
あ
る
「
称
無
碍
光
如
来
名
」
す
る
覚
知
に
お
い
て' 

「如
来
の
家
に 

生
ま
る
」
と
い
う
歓
喜
に
満
ち
た
信
知
で
あ
ろ
う
。

こ
の
信
知
に
立
っ
て
、
身
が
現
に
そ
こ
に
あ
る
「
三
界
雑
生
の
火
の
中
」
に
、

「
同 

一
念
仏
」
の
一
道
に
お
い
て
「
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
」
浄
土
の
眷
属
功
徳
を
行
証
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
志
願
を
内
実
と
す
る
菩



提
心
が
、
如
来
の
威
神
力
に
よ
く
保
持
さ
れ
て
行
ぜ
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
行
証
道
こ
そ
、
現
生
正
定
聚
即
ち
難
思
議
往
生
の
内
実 

で
あ
り
積
極
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
行
の
歴
史
に
帰
し
た
と
は' 

「
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す 

る
」
と
い
う
こ
の
よ
う
な
自
覚
的
な
開
け
と
、

「
三
界
雑
生
の
火
の
中
」
に
、
こ
れ
を
行
証
し
よ
う
と
す
る
菩
提
心
に
目
覚
め
た
人
間
が 

誕
生
し
た
と
い
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
覚
と
志
願
の
積
極
性
を
も
た
な
い
大
行
の
歴
史
へ
の
帰
入
と
は
、

一
体
何
で
あ
ろ 

う
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
覚
的
開
け
と
志
願
の
場
こ
そ
、
安
田
教
学
に
い
わ
ゆ
る
〃
僧
伽
”
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

随
分
沢
山
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
私
は
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
思
う
。
僧
伽
と
は
、
法
に
依
る
人
間
の
和
合
で
あ
り
、
共
同
体 

で
あ
る
。
だ
が
、
単
な
る
人
間
の
集
ま
り
と
捉
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
大
行
に
帰
す
と
い
う
決
定
的
な
契
機
が
そ
こ
に
あ
り' 

清
沢 

満
之
の
い
わ
ゆ
る
〃
独
立
者
〃
の
共
同
体
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
念
仏
者
と
し
て
生
き
る
身
に' 

そ
の
畢
竟
依
で
あ
る
本
願
の
名
号 

の
功
徳
に
よ
っ
て
、
真
実
報
土
の
開
け
を
賜
わ
り
、
浄
土
の
功
徳
を
深
々
と
自
証
し
、
そ
の
功
徳
の
中
に
自
己
を
見
い
出
し
た
も
の' 

そ 

の
人
間
が
こ
の
浄
土
の
功
徳
に
お
い
て
和
合
の
場
を
廻
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
浄
土
を
超
越
的
根
拠
と
し
て
実
現
す 

る
人
間
の
和
合
、
こ
れ
こ
そ
〃
浄
土
の
僧
伽
”
と
呼
ぶ
べ
き
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
念
仏
者
は
、
本
願
の
名
号
に
帰
し
た 

本
願
の
行
信
に
お
い
て
、
自
の
罪
悪
性
と
宿
業
の
身
で
あ
る
こ
と
を
深
く
信
知
し
た
も
の
で
あ
り' 

そ
の
意
味
で
〃
個"

と
し
て
成
就
す 

る
人
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
”
個
〃
が
、

「
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
」
眷
属
功
徳
の
は
た
ら
き
の
中
に
、
自
ず
と
呼
応
し
合
い
響 

存
し
且
つ
和
合
す
る
。
こ
れ
が
浄
土
の
僧
伽
の
光
景
で
あ
る
。

本
願
の
行
信
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
僧
伽
を
施
与
さ
れ
た
人
間
を'

”
僧
伽
的
人
間
〃
と
呼
ん
で
み
よ
う
。
本
願
の
仏
法
は
、
こ
の 

”
僧
伽
的
人
間
〃
と
し
て
人
間
を
成
就
し
、
そ
こ
に
お
い
て
仏
法
も
ま
た
成
就
す
る
。
本
願
の
仏
法
と
は
、
こ
の
〃
僧
伽
的
人
間
〃
に
お 

い
て
実
現
し
、
自
証
さ
れ
て
い
る
仏
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
〃
僧
伽
的
人
間
〃
を
、
親

鸞
は

「真
の
仏
弟
子
」
と
呼
ん
だ
の 

で
あ
っ
た
。
親
翹
は
、
い
う
。

「真
仏
弟
子
」
と
言
う
は
、

「真
」
の
言
は
偽
に
対
し
仮
に
対
す
る
な
り
。

「
弟
子
」
と
は
、
釈
迦
・
諸
仏
の
弟
子
な
り
。
金
剛
心



の
行
人
な
り
。
こ
の
信
・
行
に
よ
っ
て
、
必
ず
大
涅
槃
を
超
証
す
べ
き
が
ゆ
え
に
、

「真
仏
弟
子
」
と
日
う
。
 

無
論
、
釈
迦
，
諸
仏
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
大
行
の
歴
史
が
あ
る
。
こ
の
歴
史
に
値
遇
し
は
ぐ
く
ま
れ
て
、
金
剛
心
の
行
人
は
誕
生
す
る
。
 

諸
仏
如
来
の
真
説
に
値
遇
し
聞
法
し
て
、
如
来
清
浄
な
る
願
心
の
回
向
成
就
で
あ
る
行
信
に
目
覚
め
た
人
は
誕
生
す
る
。
こ
の
行
信
に
お 

い
て
、
三
界
雑
生
の
火
の
中
に
あ
っ
て
常
に
大
悲
を
行
じ
、
如
来
の
眷
属
功
徳
を
行
証
し
よ
う
と
す
る
大
菩
提
心
が
、
現
生
正
定
聚
の
身 

の
謝
念
の
中
に
行
じ
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
、

「真
の
仏
弟
子
」
と
親
鸞
が
語
っ
た
人
間
を
、
安
田
教
学
が
〃
僧
伽
的
人
間
〃
と
捉 

え
た
そ
の
創
造
性
に' 

わ
れ
わ
れ
は
十
分
の
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

三

こ
の
僧
伽
的
人
間
を
も
っ
て
、
真
宗
学
は
真
正
の
学
の
主
体
と
す
べ
き
で
あ
る
。
学
的
関
心
が
前
述
し
た
よ
う
に
虚
妄
分
別
す
る
自
我 

的
関
心
に
染
汚
さ
れ
て' 

し
か
も
こ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
る
場
合
、
そ
の
推
求
の
眼
は
常
に
外
に
向
か
う
に
対
し
て
、
成
熟
し
た
真
宗 

学
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
推
求
の
眼
は
、
基
本
的
に
常
に
行
信
の
内
観
と
い
う
性
格
を
保
持
す
る
。
教
学
は
、
常
に
行
信
の
内
面
に
沈
潜
す 

る
孤
独
の
営
み
で
あ
る
。
他
の
何
も
の
に
も
依
ら
ず
、
他
の
何
人
に
も
依
ら
ず
、
た
だ
教
法
即
ち
祖
師
の
言
教
に
依
り
有
縁
の
師
教
に
依 

っ
て
行
う
、
自
己
一
人
に
全
責
任
を
背
負
う
内
的
推
求
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
推
求
の
主
体
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
推
求
の
根
源
的
主
体 

で
あ
る
一
心
帰
命
の
信
に
お
い
て
、
僧
伽
の
開
け
を
廻
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
僧
伽
と
い
う
自
覚
的
な
場
を
廻
施
さ
れ
た
主
体
で
あ
り
、 

こ
の
僧
伽
的
人
間
こ
そ
が
、
真
宗
学
の
真
正
の
主
体
で
あ
る
。
即
ち
外
に
十
方
の
諸
仏
如
来
の
発
遣
が
あ
り
、
内

に

「
四
海
の
内
み
な
兄 

弟
と
す
る
」
開
け
が
廻
施
さ
れ
て
い
る' 

こ
の
僧
伽
的
人
間
が
、
よ
く
真
宗
学
す
る
主
体
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際 

私
は
、
真
宗
学
の
主
体
が
聞
思
の
歩
み
の
中
に
僧
伽
的
人
間
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
よ
う
に' 

僧
伽
も
ま
た
最
初
か
ら
成
熟
し
た
そ
れ
を 

定
立
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

〃
成
り
つ
つ
あ
る
僧
伽"

と
い
う
動
的
な
課
程
に
お
い
て' 

了
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
思
う
。
こ 

の
よ
う
な
僧
伽
的
人
間
を
主
体
と
し
て
営
ま
れ
る
真
宗
学
が
、
安
田
教
学
に
お
い
て
明
確
に
〃
僧
伽
の
学
〃
と
し
て
把
握
さ
れ
た
こ
と
は
、



だ
か
ら
こ
そ' 

い
か
に
も
創
造
的
な
性
格
づ
け
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

真
宗
学
の
積
極
的
性
格
を' 

こ
の
よ
う
に
〃
僧
伽
の
学
〃
と
し
て
理
解
す
る
時
、
真
宗
学
は-

つ
の
課
題
を
自
ら
背
負
う
こ
と
と
な
る
。
 

そ
れ
は
、
僧
伽
へ
の
奉
仕
で
あ
る
。
そ
の
通
り
、
ま
さ
し
く
南
無
阿
弥
陀
仏
の
僧
伽
へ
の
奉
仕
で
あ
る
。
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
南
無 

阿
弥
陀
仏
の
僧
伽
は
、

一
つ
の
志
願
を
も
つ
。
そ
れ
を
私
は
前
に' 

「
三
界
雑
生
の
火
の
中
」
に
あ
っ
て' 

「同
一
念
仏
」
の
一
道
に
お 

い
て' 

浄
土
の
眷
属
功
徳
を
行
証
し
よ
う
と
す
る
菩
提
心
と
し
て' 

了
解
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
じ
志
願
を' 

『
教
行
信
証
』
製
作
の 

志
願
と
し
て
、
即
ち
親
鸞
教
学
の
全
て
が
そ
の
下
に
あ
る
志
願
と
し
て
、

「後
序
」
は

『
安
楽
集
』
の
文
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
語
る
。
 

真
言
を
採
り
集
め
て' 

往
益
を
助
修
せ
し
む
。
何
と
な
れ
ば
、
前
に
生
ま
れ
ん
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
。
 

連
続
無
窮
に
し
て
、
願
わ
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
ん
が
た
め
の
ゆ
え
な
り' 

と
。
 

こ
こ
に
表
白
さ
れ
る
「
無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
ん
」
と
い
う
志
願
が' 

前
述
の
菩
提
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
と
よ
り
『
序
説
』

が 

「
出
離
生
死
の
願
い
」
と
語
っ
た
祈
求
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
三
界
雑
生
の
火
の
中
」
に
、
即
ち
孤
独
の
生
を
、
底
知
れ
ぬ 

虚
妄
と
無
明
の
中
に
生
き
あ
ぐ
ね
た
者
の
、

「
無
辺
の
生
死
海
」
の
苦
悩
の
中
に
沈
淪
し
た
者
の
、
切
実
な
祈
求
が' 

浮
き
彫
り
に
な
っ 

て
い
る
。
こ
の
祈
求
に
、
本
願
の
名
号
を
体
と
す
る
真
実
教9

本
願
の
行
信
を
も
っ
て
応
答
し
て
い
く
と
こ
ろ
に' 

僧
伽
の
志
願
が
あ
り' 

む
し
ろ
〃
本
願
の
僧
伽
〃
を
現
成
せ
し
め
て
い
く
道
程
が
あ
る
。

〃
生
成
す
る
僧
伽
〃
が
、
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
僧
伽
の
志
願
、
そ
れ
は 

言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
親
鸞
が

「名
号
不
思
議
」
と
い
う
言
葉
で
告
知
し
て
い
る
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
如
来
の
名
号
が
流
転
す
る 

衆
生
の
言
葉
の
中
に
あ
っ
て
、
衆
生
と
運
命
を
共
に
し
つ
つ' 

よ
く
衆
生
を
還
滅
の
一
道
に
呼
び
帰
し
て
き
た
大
行
の
歴
史
の
祈
り
に
ほ 

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
志
願
の
下
に
敢
え
て
立
と
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
真
宗
教
学
の
自
由
が
あ
り' 

分
際
が
あ
る
。
〃
自
由
〃 

な
る
学
的
探
求
の
精
神:

：:

そ
の
内
面
に
は
し
ば
し
ば
自
己
中
心
的
な
恣
意
が
ひ
そ
む
の
で
あ
る
が:

：:

に
対
し
て
、
真
宗
学
は
敢
え
て 

こ
の
僧
伽
の
志
願
の
下
に
立
つ
こ
と
を
意
欲
す
る
の
で
あ
る
。
真
宗
学
が
〃
僧
伽
の
学
〃
で
あ
り
、
 

ま
た
そ
う
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
 

真
宗
学
は
常
に
こ
の
よ
う
な
独
自
の
限
定
を
も
つ
学
で
あ
る
の
で
あ
る
。



改
め
て
思
う
に
、
親
鸞
は
前
述
の
よ
う
に
「
往
相
回
向
の
心
行
」
と
い
う
、
い
か
に
も
意
味
深
い
自
覚
を
語
っ
た
。
こ
の
心
行
に
よ
っ 

て
実
現
す
る
人
間
を
、

”
往
相
回
向
の
行
人
〃
と
呼
ん
で' 

少
し
も
差
支
え
は
な
い
。
そ
れ
は
回
向
の
法
で
あ
る
本
願
の
名
号
に
帰
し
て
、
 

往
生
浄
土
す
る
人
生
を
生
き
る
人
と
い
う
意
味
を
託
す
る
言
葉
で
あ
る
が' 

こ

の

「往
相
」
と
い
わ
れ
る
生
の
内
実
を
、
私
は
真
実
報
土 

の
功
徳
を
自
証
し' 

だ
か
ら
こ
そ
そ
の
功
徳
を
行
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
了
解
し
た
こ
と
で
あ
る
。
世
親
が
二
十
九
種
を
も
っ
て
顕
わ 

し
た
浄
土
の
功
徳
の
内
、
親
鸞
は
こ
こ
で
殊
に
往
相
を
内
容
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
即
ち
難
思
議
の
往
生
を
内
容
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
 

前
述
の
五
種
功
徳
を
挙
げ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
功
徳
の
自
証
に
よ
る"

開
け"

、
こ
れ
を
こ
そ
安
楽
浄
土
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う 

が' 

そ
こ
に
動
く
自
然
の
意
欲
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
功
徳
を
〃
行
証"

し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

”
僧
伽
は
〃
現
前
す
る
。
そ
れ
は
取 

り
も
直
さ
ず
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
も
と
に' 

本
願
念
仏
の
和
合
が
結
ば
れ
、
和
合
衆
が
生
ま
れ' 

名
号
が
讃
嘆
さ
れ
る
集
ま
り
が
形
成
さ 

れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
し
こ
の
「
往
相
回
向
の
心
行
」
に
よ
っ
て
成
就
す
る
人
間
像
を
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
真
の
仏 

弟
子
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
殊
に
大
切
な
意
味
を
も
つ
行
為
と
し
て
、
親
鸞
に
よ
っ
て
「自
信
教
人
信
」
と

「
常
行
大
悲
」
の
二 

つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
意
味
深
い
行
為
は
、
先
の
浄
土
の
功
徳
の
行
証
と
い
う
意
味
を
も
つ
行
為
に
ほ
か
な 

ら
ず
、
更
に
ま
た
仏
弟
子
は
必
ず
僧
伽
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
志
向
す
る
も
の
は
〃
南
無
阿
弥 

陀
仏
の
僧
伽
〃
の
実
現
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
真
宗
学
を
学
ぶ
主
体
が
〃
僧
伽
的
人
間
〃
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ 

の
謂
で
あ
り
、
真
宗
学
が
〃
僧
伽
の
学
〃
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
こ
の
謂
で
あ
る
。
こ
の
僧
伽
に
奉
仕
す
る
と
こ
ろ 

に
真
宗
学
の
分
際
が
あ
り
、
ま
た
自
由
が
あ
る
。

歴
史
的
に
形
成
せ
ら
れ
た
真
宗
教
団
、
そ
の
体
は
本
願
の
僧
伽
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
有
縁
の
知
識
を
縁
と
し
て
、

一
人
二
人
「
金
剛
心 

の
行
人
」
が
誕
生
し
、
念
仏
者
が
〃
同
朋
〃
と
し
て
和
合
し
た
そ
の
和
合
衆
、
本

願

念

仏

の

が

、
歴
史
的
真
宗
教
団
の
濫
觴 

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
真
宗
教
団
の
体
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
〃
真
宗
教
団
”
と
呼
ば
れ
る
団
体
を' 

ま
さ
し
く
真
宗
教
団
と
し
て
意
味
づ 

け
、
そ
の
質
を
確
保
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
〃
南
無
阿
弥
陀
仏
の
僧
伽
”
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
事
柄
を
わ
れ
わ
れ
は
厳
粛
に
自
覚
し



な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
思
う
と
共
に
、
真
宗
学
は
こ
の
〃
南
無
阿
弥
陀
仏
の
僧
伽
”
に
奉
仕
す
る
課
題
を
、
敢
え
て
意
欲
し
て
選
び
取 

る
の
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』
の
著
者
は
、

幸
い
に
有
縁
の
知
識
に
依
ら
ず
ば
、
い
か
で
か
易
行
の
一
門
に
入
る
こ
と
を
得
ん
や
。

と
喝
破
し
た
。
私
心
を
去
っ
て
、
虚
心
に
有
縁
の
師
教
を
聞
思
す
る
。
こ
の
聞
思
か
ら' 

『
歎
異
抄
』
は
誕
生
し
た
。
見
事
な
教
学
の
ー 

例
で
あ
る
。
全
く
同
じ
よ
う
に
親
鸞
は
、
親
鸞
教
学
の
精
華
で
あ
る
『教
行
信
証
』
に
、

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』

と
い
う
題
号
を
付
し
た
。

「
浄
土
真
実
教
行
証
」
の
開
顕
は
、
悉
く
こ
れ
三
国
の
祖
師
に
よ
っ
て
果
た
し
遂
げ
ら
れ
て
き
た
。
親
鸞
は
こ 

れ
を
、
虚
心
に
聞
思
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

誠
な
る
か
な
や
、
摂
取
不
捨
の
真
言' 

超
世
希
有
の
正
法
、
聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
。

こ
う
し
て
製
作
さ
れ
た
『
教
行
信
証
』
の
思
索
の
、
何
と
独
創
的
で
あ
る
こ
と
か
。
こ
こ
に
は
伝
承
の
教
説
に
対
す
る
、
い
か
に
も
創
造 

的
な
己
証
が
あ
る
。
伝
承
さ
れ
た
真
実
教
を
虚
心
に
聞
思
し
て
、
伝
承
の
教
説
に
は
必
ず
し
も
語
ら
れ
て
い
な
い
独
自
の
用
語
、
了
解
，
 

表
白
を
敢
え
て
し
て
、
自
己
の
己
証
と
し
て
全
責
任
を
も
っ
て
そ
れ
を
公
に
し
、
世
に
捧
げ
て
い
る
。
聞
思
か
ら
、
己
証
の
表
白
が
生
ま 

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

〃
時
機
相
応
〃
と
い
う
浄
土
教
独
自
の
課
題
に
応
答
し
つ
つ
、
僧
伽
が
常
に
自
己
を
新
た
に
し
て
い
く
こ 

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
そ
の
〃
本
願
の
僧
伽
〃
を
包
む
歴
史
的
真
宗
教
団
の
現
実
が
内
包
し
露
出
さ
せ
る
、 

本
願
の
教
説
の
真
精 

神
に
背
反
す
る
諸
事
象
が
、
忌
憚
な
く
悲
歎
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
真
宗
学
が
僧
伽
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
っ
と
は
、
こ 

の
よ
う
な
創
造
的
な
己
証
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

僧
伽
の
学
と
し
て
の
真
宗
学
は
、
こ
う
し
て
内
外
に
幾
つ
か
の
課
題
を
も
っ
こ
と
と
な
る
。
内
に
は' 

真
宗
学
は
そ
の
対
象
で
あ
り
所 

依
で
あ
る
〃
真
実
教
”
、
即
ち
伝
承
せ
ら
れ
た
本
願
の
教
説
及
び
祖
師
達
の
教
説
の
、
正
確
な
了
解
を
第
一
の
課
題
と
す
る
。
単
に
真
実
教



の
教
説
を
伝
承
す
る
聖
典
を' 

文
献
学
的
に
正
確
に
読
む
こ
と
を
の
み
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
親
鸞
は
真
実
教
で
あ
る
『
大
経
』
即 

ち
本
願
名
号
の
教
説
を
、

「
速
疾
円
融
の
金
言
」
と
把
握
し
た
。
如
来
智
慧
海
と
そ
の
所
証
で
あ
る
無
上
涅
槃
の
功
用
を
告
知
す
る
、
 

無 

上
の
言
説
と
自
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
伝
承
せ
ら
れ
た
教
説
を
自
分
の
見
解
な
り
価
値
観
を
も
っ
て
解
釈
す
る
の
で
は 

な
く
、
そ
の
教
説
に
「
速
疾
円
融
の
金
言
」
を
聞
く
の
で
あ
る
。
本
願
の
告
知
を
聞
く
の
で
あ
る
。
徹
底
し
た
虚
心
の
聞
思
に
響
流
す
る. 

”
浄
法
界
等
流
の
教
法
〃
を
聴
聞
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
教
言
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
覚
知
の
自
証
を
、
 

自
覚 

に
ま
で
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
外
に
は' 

こ
の
自
証
の
法
を
、
世
に
捧
げ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
親
鸞
は
善
導
と
共
に
、
 

「
敬
う
て
一
切
往
生
人
等
に
白
さ
く
」
 

と
表
白
し
た
。
殊

に

「
往
生
人
」
、

即
ち
出
離
生
死
の
祈
求
に
自
覚
的
で
あ
る
方
々
に
対
し
て
、
己
証
の
法
を
捧
げ
て
い
る
。

い
う
ま
で 

も
な
く
、
こ

の

「
往
生
人
」
こ
そ
、
人
生
の
事
に
最
も
真
面
目
に
な
っ
た
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
内
に
は
願
心
に
呼
応
し
、
 

外
に
は
「
往
生
人
」
に
応
答
す
る
。
こ
こ
に
〃
僧
伽
の
学
〃
と
し
て
の
真
宗
学
の
、
独
自
の
面
目
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
 

大
乗
仏
教
の
思
想
の
推
求
に
沈
潜
せ
ら
れ
た
安
田
先
生
に
は' 

先
生
が
こ
よ
な
く
尊
敬
な
さ
っ
て
い
た
世
親
、
護
法
等
の
大
乗
の
論 

師
の
面
影
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
、
堂
々
た
る"

論
師"

の
面
目
が
あ
っ
た
。
そ
の
先
生
に
は
同
時
に
、
松
原
祐
善
師' 

訓
覇
信
雄 

師
ら
の
学
友
と
の
、
仏
法
を
縁
と
す
る
篤
い
友
情
の
交
流
が
あ
り
、
そ
れ
を
包
む
〃
本
願
の
僧
伽
〃
へ
の
深
い
憶
念
が
あ
っ
た
。
 

本
稿
に
お
い
て
私
は' 

教
団
の
問
題
を
僧
伽
に
内
面
化
し
て
思
索
せ
ら
れ
た
安
田
先
生
の
ご
了
解
を
、
頻
り
に
思
う
て
い
た
。
し
か 

し
そ
れ
を
僧
伽
を
め
ぐ
る
先
生
の
独
自
の
思
索
を
辿
る
と
い
う
形
で
は
な
く'

僧
伽
に
つ
い
て
の
安
田
教
学
の
重
要
な
ニ
・
三
の
言
葉 

を
継
承
し
な
が
ら' 

真
宗
学
の
主
体
に
主
題
を
限
定
し
て
推
求
し
た
。
先
生
へ
の
貧
し
い
応
答
と
も
な
ら
ん
こ
と
を
、
ひ
そ
か
に
思
念 

し
な
が
ら
論
考
し
た
こ
と
で
あ
る
。


