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之

一
 

宗
教
的
真
理
と
宗
教
的
人
格

い
わ
ゆ
る
真
理
な
る
も
の
は' 

そ
の
理
論
的
な
る
と
実
践
的
な
る
と
を
問
わ
ず
、
普
遍
性
を
も
ち
明
証
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
法
則 

に
は
例
外
と
し
て
全
く
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
真
理
は
真
理
性
そ
れ
自
体
が
明
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
た
と
い 

真
理
に
背
反
す
る
も
の
が
苟
ろ
う
と
も' 

そ
の
背
反
せ
る
も
の
を
翻
転
せ
し
め
て
、
真
理
そ
れ
自
身
が' 

普
遍
性
を
自
証
す
る
と
こ
ろ
が 

な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
普
遍
的
真
理
と
は
い
い
え
な
い
。
し
か
れ
ば
真
理
を
そ
れ
と
認
識
で
き
な
い
の
は' 

そ
の
人
間 

に
真
理
を
認
識
す
る
眼
力
が
な
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
的
真
理
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
ば
あ
い
に
は
、

一
般
的
な
真
理(

数
学
・
自
然
科
学
，
社
会
科
学
等)

と
は
様 

相
を
異
に
す
る
。
そ
も
そ
も
宗
教
と
は
、
個
人
の
主
体
的
な
〃
生
命
”
に
対
す
る
根
元
的
な
問
い
に
関
係
す
る
。
理
性
的
な
普
遍
妥
当
性 

に
よ
っ
て
解
決
し
え
な
い
「
無
誰
代
者
」
の
自
己
一
人
の
存
在
の
意
義
に
関
連
す
る
。
宗
教
関
心
が
「
究
極
的
関
心
」
と
呼
ば
れ
る
所
以 

で
あ
る
。
存
在
一
般
に
概
当
す
る
真
理
性
と
は
異
な
る
、
個
体
の
存
在
意
味
の
探
求
に
応
え
う
る
よ
う
な
真
理
こ
そ
、
宗
教
的
真
理
で
あ



る
。唯

一
人
の
人
間
が
明
証
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
世
の
圧
倒
的
多
数
の
人
々
が
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
も
、
真
理
は
真
理
で
あ
る
。
ガ
リ 

レ
オ
の
例
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
真
理
は
往
々
に
時
代
の
常
識
に
相
反
し
、
世
利
に
背
反
す
る
。
し
か
し
科
学
的
真
理
は
、
対
象
的
法
則 

と
し
て
の
普
遍
妥
当
性
の
ゆ
え
に
、
迷
信
や
俗
信
や
、
時
に
は
世
人
の
願
望
を
も
破
っ
て
、
歴
史
の
中
に
真
理
性
を
顕
わ
に
し
て
い
く
で 

あ
ろ
う
。
宗
教
的
な
信
念
も' 

真
理
性
に
適
合
す
る
か
否
か
は
、
世
間
的
流
行
の
有
無
で
は
判
別
で
き
な
い
。
そ
の
人
間
探
求
の
視
点
が 

ど
れ
だ
け
深
く
自
己
自
身
の
存
在
性
を
見
抜
い
て
い
る
か' 

そ
し
て
徹
到
し
た
自
己
の
存
在
性
の
底
が
人
類
的
課
題
の
根
底
に
響
い
て
い 

る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
時
代
や
歴
史
や
社
会
を
超
え
て
、
人
間
存
在
に
響
き
続
け
る
宗
教
的
真
理
の
本
質
が
あ
ろ
う
。
 

真
理
一
般
が' 

勝
れ
て
客
観
的
普
遍
性
を
有
す
る
こ
と
を
必
須
と
す
る
に
対
し
、
宗
教
的
真
理
は
、
勝
れ
て
主
体
的
個
人
的
経
験
の
持 

続
性
と
強
靱
性
と
を
要
求
す
る
。
宗
教
的
人
格
の
な
い
宗
教
的
真
理
と
い
う
も
の
は' 

無
意
味
で
あ
る
。
宗
教
的
真
理
と
は
、
そ
れ
を
自 

己
の
生
活
信
条
と
し' 

生
命
そ
の
も
の
と
し
、
そ
れ
に
生
き
る
こ
と
を
自
己
の
存
在
の
意
味
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り' 

他
の 

何
も
の
に
も
替
え
ら
れ
な
い
自
己
自
身
の
意
味
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て' 

人
間
が
そ
れ
に
お
い
て
自
己
の
存
在
の
す
べ
て
を
納
得 

し
、
そ
れ
に
生
き
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
の
生
存
の
意
味
を
回
復
し
う
る
よ
う
な
真
理
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
先
ず
主
体
的
事
実
と
な 

る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
主
体
的
事
実
と
な
ら
な
い
な
ら
ば' 

い
か
に
普
遍
的
論
理
や
整
合
性
を
も
と
う
と
も
、
宗
教
的
真
理
と
な
る
こ 

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一
 

般
に
は
、
真
理
は
そ
れ
自
身
が
明
証
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
普
遍
性
を
有
す
る
。
真
理
が
真
理
た
る
こ
と
を
自
証
す
る
に
は
、
 

特
別
の
条
件
を
ま
つ
必
要
は
な
い
。
ま
た
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
は
、
普
遍
的
真
理
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
的
真 

理
に
お
い
て
は' 

主
体
的
経
験
に
お
い
て
明
証
さ
れ
な
い
か
ぎ
り' 

真
理
が
真
理
た
る
こ
と
を
顕
彰
し
え
な
い
。
宗
教
が
そ
の
真
理
性
を 

自
証
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
的
人
格
を
待
つ
の
で
あ
る
。
宗
教
的
人
格
の
誕
生
に
お
い
て
、
真
理
が
生
き
て
用
ら
く
の
で
あ
る
。
宗
教
の 

宗
教
的
真
理
と
成
仏
道
の
実
践 

三
七



三
ハ 

真
理
が
具
体
的
事
実
と
な
る
の
は' 

人
間
の
自
覚
的
認
識
に
お
い
て
で
あ
る
。
人
の
上
に
は
た
ら
い
て
こ
そ
、
真
理
が
真
理
た
る
こ
と
を 

う
る
。
従
っ
て
、
真
理
と
い
っ
て
も' 

客
観
的
真
理
性
と
は
概
念
を
異
に
す
る
。
宗
教
固
有
の
真
理
性
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
 

宗
教
的
人
格
に
お
い
て
、
初
め
て
宗
教
的
真
理
が
主
体
化
さ
れ
、
主
体
的
経
験
と
な
っ
た
真
理
が
、
言
葉
と
し
て
表
白
さ
れ
う
る
。
言 

説
は
人
間
の
個
人
体
験
の
普
遍
化
へ
の
作
用
で
あ
ろ
う
が' 

言
語
表
現
に
な
っ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
た
し
か
に
個
人
を
超
え
る
。
し
か 

し
、
個
人
を
超
え
た
も
の
が
、
他
人
の
経
験
に
何
ら
か
の
共
感
を
呼
び
、
追
体
験
を
迫
る
よ
う
な
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
原
経
験
が
確
実 

な
生
存
の
根
元
を
堀
り
当
て
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
空
理
空
論
は
、
主
体
的
経
験
に
響
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
強
烈
な
根
元
的
経 

験
を
開
拓
し
た
宗
教
的
人
格
が
、
宗
教
の
開
祖
と
し
て
敬
仰
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
強
い
個
性
を
も
つ
主
体
に
獲
得
さ
れ
た
原
宗
教
経
験
を
離
れ
て
、
宗
教
的
真
理
の
説
得
力
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
永
遠
の
力 

を
も
つ
教
説
を
生
ん
だ
人
格
を
、
「人
類
の
教
師
」
と
呼
ぶ
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
対
象
的
真
理
の
発
見
者
を
「人 

類
の
教
師
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
真
理
に
触
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
が
変
革
さ
れ
、
人
間
の
苦
悩
が
克
服
さ
れ
、
人 

間
が
真
に
解
放
さ
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
人
間
存
在
の
主
体
的
回
転
を
も
た
ら
す
よ
う
な
道
理
を
見
出
し
、
そ
れ
を
言
説
に
表
現
し
た
と 

い
う
意
味
に
お
い
て
、
教
主
の
人
格
は' 

単
な
る
人
間
の
一
つ
の
生
存
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
永
遠
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
る
。
そ
こ 

に
、
人
格
を
絶
対
化
し
永
遠
化
し
、
神
格
化
す
る
心
情
作
用
が
生
ず
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
的
現
象
に
お
い
て
は' 

人
格
が
と
り
わ
け
強
い
影
響
を
も
つ
が
ゆ
え
に' 

有
限
の
形
と
時
と
を
生
き
る
人
格
の
上 

に
、
永
遠
の
意
味
を
仰
ご
う
と
す
る
。
そ
こ
に
往
々
に
し
て
、
宗
教
的
人
格
の
絶
対
化
が
起
る
。
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
教
主
世
尊
は
、
人 

間
の
苦
悩
か
ら
の
解
放
は' 

あ
く
ま
で
も
道
理
の
自
証
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て' 

神
秘
的
奇
瑞
や
、
魔
術
的
奇
跡
に
よ 

っ
て
は
、
決
し
て
主
体
の
根
元
的
解
放
が
も
た
ら
さ
れ
ぬ
こ
と
を
見
抜
い
て
お
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
独
立
せ
る
存
在
と
な
っ
て
、
 

「
一
人
し
て
往
け
」
と
勧
め
ら
れ' 

「法
に
依
っ
て
人
に
依
ら
ざ
れ
」
と
遺
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



二

釈

迦

と

諸

仏

人
格
が
所
詮
有
限
で
あ
る
に
対
し
て' 

そ
の
宗
教
経
験
が
見
出
し
た
人
間
解
放
の
真
理
の
普
遍
性
を
象
徴
し
、
自
覚
内
容
と
し
て
の
真 

理
の
遍
在
を
表
現
す
る
た
め
に
、

「
法
身
」
と

か

「
本
覚
」
と
い
う
思
想
が
生
ま
れ
て
く
る
。
ま
た
そ
の
宗
教
経
験
を
未
だ
開
眼
せ
ざ
る 

も
の
に
お
い
て
も
可
能
性
と
し
て
普
遍
化
し
、

「
仏
性
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
真
理
に
は
確
か
に
主
体
的
事
実
と
し 

て
の
人
格
性
が
不
可
欠
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
人
格
そ
れ
自
体
は
有
限
な
る
条
件
的
存
在
で
あ
り
、
生
ま
れ
死
す
る
存
在
な
る
が
ゆ
え
に 

人
格
そ
れ
自
体
を
無
限
な
る
真
理
と
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
仏
陀
の
智
恵
が
生
み
出
し
た
思
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 

あ
る
い
は
そ
れ
は
、
無
数
の
宗
教
的
主
体
を
尊
敬
し
な
が
ら
も
、
そ
の
根
元
に
あ
る
平
等
な
る
人
類
解
放
の
祈
り
を
見
据
え
、
そ
の
根 

元
な
る
平
等
の
法
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
大
慈
悲
心
の
表
現
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
大
乗
仏
教
が
諸
仏
菩
薩
の
名
の
下
に
、
悠
揚
迫
ら 

ぬ
仏
法
の
大
海
を
開
示
す
る
の
は
、

一
宗
教
的
天
才
の
個
人
体
験
に
止
ま
る
こ
と
の
な
い
、
永
遠
の
真
理
を
証
明
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
 

そ
の
意
味
で
、
諸
仏
の
名
前
と
は
、
個
性
豊
か
な
各
々
の
人
格
が
、
各
々
特
殊
な
人
間
的
能
力
・
性
格
・
状
況
・
境
遇
・
生
活
史
等
を
も 

ち
な
が
ら' 

平
等
に
法
界
に
触
れ
た
と
こ
ろ
に
名
づ
け
ら
れ
た
尊
称
で
あ
ろ
う
。
諸
仏
は
各
々
そ
の
功
徳
を
名
に
施
す
と
い
わ
れ
る
。
諸 

仏
の
名
は
、
平
等
の
法
に
触
れ
つ
つ
も
、
そ
の
特
異
な
る
功
徳
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
る
。
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
功
徳
を
有
す
る
と
い 

う
こ
と
は
、
特
定
の
形
と
し
て
表
現
さ
れ
う
る
人
格
上
の
優
越
性
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は' 

人
間
の
向
上
心
や
人 

格
尊
敬
の
念
に
応
え
る
特
質
を' 

諸
仏
が
そ
の
徳
と
し
て
名
に
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

さ
れ
ば
、
人
間
の
も
つ
願
望
と
か
祈
り
と
か
期
待
と
か
を
、
有
限
な
る
形
と
し
て
象
徴
し
た
名
告
り
が
、
諸
仏
の
名
で
あ
る
と
い
え
る
。
 

②

さ
ら
に
徹
底
し
て
い
う
な
ら
ば
、
人
間
的
欲
望
の
象
徴
と
し
て
諸
仏
が
現
わ
れ
た
も
う
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
定
の
形
の 

祈
り
に
応
じ
、
特
定
の
有
限
な
る
人
間
的
願
望
に
応
現
す
る
も
の
が
、
諸
仏
菩
薩
の
信
じ
ら
れ
て
あ
る
現
実
的
状
況
で
あ
る
こ
と
を
想
う 

宗
教
的
真
理
と
成
仏
道
の
実
践 
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と
き
ゝ
諸
仏
と
は
、
仏
道
の
伝
統
の
中
か
ら
誕
生
し
な
が
ら
も
、
人
間
業
の
中
で
悩
む
衆
生
に
応
じ
て
、
各
々
の
功
徳
の
名
に
お
い
て
、
 

仏
道
へ
の
招
引
の
役
割
を
引
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

諸
仏
の
名
が
人
格
的
特
質
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
、
純
潔
な
一
切
衆
生
平
等
の
救
済
の
根
源
を
表
現
し
、
衆
生
一
切
が
そ
れ
に
お
い
て 

自
ら
の
個
性
に
充
足
し
つ
つ
独
立
者
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
法
を
具
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
釈
尊
と
い
え
ど
も
、
人
間
存
在
と
し
て 

こ
の
世
に
生
れ
老
い
病
み
死
し
て
い
っ
た
有
限
な
る
人
格
で
あ
る
か
ぎ
り' 

諸
仏
の
一
員
で
あ
る
。
有
限
な
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
 

諸
仏
の
一
人
と
し
て
、
諸
仏
平
等
の
根
源
的
法
界
を
開
顕
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
釈
迦
久
遠
の
願
心
が
存
す
る
。
教
主
世
尊
は
、
自
己
の 

人
格
性
を
没
し
て' 

教
法
そ
の
も
の
と
な
る
と
こ
ろ
に' 

そ
の
出
世
本
懐
を
全
う
す
る
の
で
あ
る
。

教
法
は
、

一
切
衆
生
を
し
て
一
切
諸
仏
た
ら
し
め
る
平
等
の
道
理
で
あ
る
。
単
な
る
冷
徹
な
真
理
で
は
な
く
し
て
、

一
人
一
人
を
し
て 

人
生
の
根
源
的
真
理
に
ふ
れ
し
め
る
と
こ
ろ
に
、
独
立
者
と
し
て
の
尊
厳
性
を
回
復
せ
し
め
、
諸
仏
の
証
誠
す
る
広
大
な
る
仏
法
の
事
業 

に
参
入
せ
し
め
る
情
熱
的
真
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
性
的
法
則
で
は
な
く
し
て
、

「行
ぜ
ら
れ
る
法
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

各
々
の
有
限
な
る
状
況
，
境
遇' 

す
な
わ
ち
個
体
の
宿
業
的
唯
一
的
な
形
を
通
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
超
え
て
普
遍
な
る
平
等
の
法
を
現 

前
せ
し
め
る
行
法
こ
そ
、
釈
迦
世
尊
の
出
世
本
懐
の
教
法
で
あ
ろ
う
。
教
法
が
具
体
的
に
、
迷
没
せ
る
凡
愚
を
諸
仏
平
等
の
法
に
転
入
せ 

し
め
る
行
法
を
も
っ
と
こ
ろ
に
、
出
世
本
懐
を
求
め
た
願
心
が
満
足
成
就
し
う
る
の
で
あ
る
。

「衆
生
一
切
の
無
明
を
破
し
、
衆
生
一
切 

の
志
願
を
満
た
」
さ
し
め
る
よ
う
な
行
法
を
開
示
し' 

そ
の
行
法
に
お
い
て' 

一
切
衆
生
が
諸
仏
と
し
て
仏
法
を
荘
厳
す
る
よ
う
な
共
同 

体
を
持
続
す
る
場
所
こ
そ
、
久
遠
の
会
座
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

歴
史
の
中
に
真
理
が
現
前
し
う
る
よ
う
な
教
法
を
開
顕
し
う
る
な
ら
ば' 

宗
教
的
人
格
は
そ
の
特
殊
な
人
格
的
功
徳
を
誇
る
必
要
性
を 

失
う
。
諸
仏
各
々
の
特
殊
性
を
尊
敬
し
つ
つ
も' 

帰
命
す
べ
き
は' 

た
だ
根
元
的
な
る
平
等
の
法
界
を
開
示
せ
ん
と
す
る
一
如
の
願
心
で 

あ
る
。
広
大
会
は' 

諸
仏
の
久
遠
の
願
心
が
荘
厳
す
る
根
元
的
会
座
で
あ
ろ
う
。
衆
生
各
々
の
因
位
に
久
遠
の
願
心
の
種
子
を
見
出
す
と



き
、

一
切
諸
仏
平
等
の
法
界
が
、
単
な
る
理
念
的
世
界
に
止
ま
る
の
で
は
な
く'

大
慈
悲
心
の
現
行
す
る
形
を
産
み
出
す
の
で
あ
る
。
有 

限
な
る
形
を
超
越
し
つ
つ
、
有
限
な
る
宿
業
的
存
在
の
上
に
、
諸
仏
の
行
法
を
開
く
と
こ
ろ
に' 

大
乗
仏
道
の
願
心
が
現
行
す
る
こ
と
を 

う
る
。
阿
弥
陀
の
名
は
、
諸
仏
阿
弥
陀
で
あ
っ
て
、
諸
仏
の
中
に
置
か
れ
た
名
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し' 

阿
弥
陀
な
る
功
徳
は
、
 

各
々
の
諸
仏
の
ご
と
く
有
限
な
具
体
的
形
を
取
っ
た
積
極
的
功
徳
で
は
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、
限
定
を
否
定
し
、
限
定
的
形
と
な
る
功
徳 

性
を
拒
否
す
る
名
の
り
で
も
る
。
無
限
定
な
る
名
の
り
で
あ
る
。
究
竟
如
虚
空,

広
大
無
辺
際
の
志
願
を
そ
の
ま
ま
名
の
り
と
す
る
の
で 

あ
る
。
た
だ
超
越
的
に
有
限
な
る
形
を
全
面
否
定
す
る
こ
と
は
、
有
限
な
る
宿
業
に
病
む
衆
生
の
志
願
と
の
接
点
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
、
諸
仏
に
よ
っ
て
称
せ
ら
れ
ん
と
い
う
第
十
七
願
の
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
有
限
な
る
志
願
を
成
就
し
て
、 

そ
の
功 

徳
を
名
の
る
諸
仏
が
、
無
限
な
る
慈
悲
心
の
前
に
各
々
の
光
を
捧
げ
て
無
限
な
る
仏
陀
の
功
徳
を
荘
厳
す
る
。
諸
仏
が
諸
仏
た
り
え
た
平 

等
の
大
道
に
お
い
て
、
自
己
の
有
限
な
る
功
徳
を
全
面
的
に
放
棄
し
て
、
無
限
な
る
大
功
徳
に
自
己
を
托
す
る
こ
と
を
う
る
と
き
、
諸
仏 

は
諸
仏
の
出
世
の
本
意
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
諸
仏
が
平
等
の
大
法
を
忘
れ
て' 

自
己
の
特
有
の
功
徳
を
固
執
す
る
と
き
、
諸
仏 

の
名
に
お
い
て
、
自
他
が
外
道
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
有
限
の
形
を
固
執
す
る
こ
と
は
、
内
在
的
世
間
的
執
着
に
退
転
す
る
こ
と
で
し 

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

諸
仏
が
諸
仏
と
い
わ
れ
る
限
り
は
、
す
で
に
し
て
平
等
な
る
大
慈
悲
の
根
元
た
る
大
涅
槃
界
に
触
れ
、
大
涅
槃
の
徳
を
荘
厳
し
て
い
る
。
 

自
利
利
他
円
満
な
る
仏
果
を
、
今
現
在
の
事
実
と
し
て
行
ず
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
人
間
存
在
の
上
に
諸
仏
の
位
が
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。
 

さ
れ
ば
、
果
な
る
諸
仏
の
名
は
、
因
位
な
る
衆
生
に
と
っ
て
、
理
想
の
有
限
の
形
に
止
ま
る
の
み
で
な
く
、
衆
生
を
し
て
平
等
の
大
道
な 

る
仏
の
正
道
に
帰
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に' 

現
行
と
し
て
の
諸
仏
の
位
を
成
就
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
無
辺
の
衆
生
を
し
て
平
等
に
帰
せ
し
め 

ん
が
た
め
に
、
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
き
無
尽
の
法
界
を
、
限
り
な
き
光
と
限
り
な
き
い
の
ち
と
し
て
象
徴
す
る
。
そ
の
無
限
な
る
光
の
名 

を
称
揚
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
、
有
限
の
形
の
中
に
迷
没
す
る
衆
生
を
し
て
、
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
き
い
の
ち
の
無
限
の
尊
厳
性
に
気
付
か 

宗
教
的
真
理
と
成
仏
道
の
実
践 
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四
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し
め
ん
と
す
る
願
心
を
具
体
化
す
る
。
そ
こ
に
、
諸
仏
が
阿
弥
陀
の
名
を
称
揚
す
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て' 

仏
道
を
成
就
す
る
現
前
の
「
大 

行
」
と
な
ら
ん
と
す
る
意
味
が
あ
る
。
諸
仏
に
称
揚
せ
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
己
の
名
の
意
味
を
成
就
せ
ん
と
す
る
願
心
と
は
、
名 

に
お
い
て
衆
生
を
し
て
諸
仏
の
正
道
に
立
た
し
め
ん
と
す
る
具
体
的
場
を
開
か
ん
と
い
う
心
で
あ
る
。
 

し
か
し
て
そ
の
名
は
、
単
な
る
法
身
の
形
で
は
な
い
。
理
念
的
法
界
を
象
徴
す
る
名
で
は
な
く
、
願
心
が
は
た
ら
く
名
で
あ
る
。
久
遠 

の
願
心
を
現
行
せ
ん
と
す
る
名
で
あ
る
。
報
身
と
は' 

願
の
現
行
を
も
っ
て
自
己
と
す
る
久
遠
の
慈
悲
の
形
で
あ
る
。
有
限
の
形
に
止
ま 

ら
ん
と
す
る
衆
生
の
欲
願
を
摂
し
て
、
無
限
な
る
存
在
の
意
味
を
開
示
す
べ
く
、
念
々
に
限
定
を
突
破
し
て
、
無
辺
の
光
明
界
を
与
え
ん 

と
す
る
勅
命
で
あ
る
。

「
大
行
」
と
は' 

そ
こ
に
仏
法
が
行
ぜ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
の
謂
で
あ
る
。
諸
仏
が
大
慈
悲
の
名
の
り
に
接
す
る
と 

こ
ろ
に
、
各
々
安
立
し
つ
つ
共
に
仏
の
正
道
を
顕
揚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

釈
尊
は
、
自
己
を
超
え
て
自
己
の
根
元
か
ら
呼
び
か
け
る
無
尽
の
願
心
を
見
出
し' 

そ
の
願
心
の
名
の
り
を' 

衆
生
の
久
遠
の
歴
史
と 

共
に
歩
む
本
生
の
菩
薩
の
求
道
心
の
形
を
借
り
て
、
法
蔵
菩
薩
と
表
現
し
た
。
久
遠
の
鎭
心
の
前
に
、
自
分
は
一
人
の
諸
仏
と
な
っ
て
諸 

仏
平
等
の
願
心
を
衆
生
に
開
示
す
る
仕
事
に
安
ん
ず
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
。

三

大

行

と

菩

薩

行

親8

は
諸
仏
称
名
が
大
行
で
あ
る
と
い
う
。
大
行
と
は
、
そ
れ
に
お
い
て
衆
生
が
成
仏
道
の
歩
み
に
立
ち' 

流
転
を
超
え
て
大
涅
槃
に 

帰
し
て
い
く
道
に
立
つ
行
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
諸
仏
が
名
を
称
し
て
衆
生
に
聞
か
し
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
衆
生
に
信
を
与 

え
る
の
を
大
行
と
い
う
、
と
い
う
よ
う
な
間
接
的
解
釈
は
、
第
十
七
願
が
大
行
の
願
で
も
る
と
す
る
親
翅
の
意
図
を
正
確
に
把
握
し
た
と 

は
い
え
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
大
い
な
る
行
と
親
鶯
が
呼
ぶ
の
は
、
個
人
が
主
観
的
に
救
わ
れ
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
十
方
一
切
の 

衆
生
が
仏
道
の
流
れ
に
あ
ず
か
る
場
所
を
開
拓
せ
ん
と
す
る
報
土
建
立
の
広
大
な
志
願
を
満
足
し
て
、
衆
生
が
本
願
を
憶
念
す
る
一
念
の



と
こ
ろ
に
、
本
願
の
住
持
力
を
現
前
す
る
も
の
こ
そ
、
如
来
願
心
の
表
現
と
し
て
の
「
大
行
」
で
あ
ろ
う
。

〃
大
”
な
る
所
以
は
、
大
乗 

の
悲
願
を
全
う
し
て' 

善
悪
の
一
切
凡
愚
を
摂
す
る
が
故
で
あ
る
。
無
限
な
る
阿
弥
陀
が
、
真
に
阿
弥
陀
た
り
う
る
の
は
、
そ
の
願
心
が 

響
流
す
る
場
所
を
、

一
人
一
人
の
罪
障
深
き
衆
生
の
自
覚
を
通
し
て
、
無
辺
の
群
生
海
に
開
顕
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
阿
弥 

陀
の
名
の
り
は' 

そ
の
名
に
お
い
て
衆
生
の
愚
悪
の
自
覚
を
明
示
し
、
そ
の
名
を
願
力
成
就
の
名
と
信
知
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
、
無
碍
な 

る
願
心
の
祈
り
を
成
就
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
仏
の
誕
生
な
く
し
て
は
、
阿
弥
陀
は
無
内
容
で
あ
る
。
諸
仏
の
誕 

生
に
お
い
て
阿
弥
陀
が
現
前
す
る
。
阿
弥
陀
の
名
は
、
諸
仏
が
大
行
を
行
ず
る
と
こ
ろ
に
現
前
す
る
。
そ
れ
は
一
切
衆
生
を
十
方
諸
仏
に 

転
成
せ
し
め
る
は
た
ら
き
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
の
願
心
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

各
々
安
立
の
諸
仏
の
名
を
称
揚
す
る
こ
と
は' 

諸
欲
の
象
徴
と
し
て
、
各
々
な
る
功
徳
を
称
揚
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
根 

元
に
あ
る
平
等
の
法
界
を
開
示
せ
ん
と
す
る
願
心
の
名
の
り
た
る
阿
弥
陀
の
名
の
下
に
、
大
行
現
前
の
仕
事
に
参
画
す
る
と
き
、
諸
仏
は 

平
等
に
仏
法
を
紹
隆
す
る
仕
事
を
引
受
け
て
、
大
い
な
る
大
乗
の
悲
願
に
感
応
す
る
存
在
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
大
行
な
る
名
号
に
は 

因
位
な
る
願
海
が
広
大
無
尽
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
広
大
な
る
願
心
を
、
阿
耨
菩
提
の
願
の
下
に
統
一
す
る
な
ら
ば
、
衆
生
を
し
て 

不
退
の
菩
薩(

成
仏
を
確
信
し
て
疑
わ
ぬ
存
在)

た
ら
し
め
る
場
所
を
与
え
た
い
と
い
う
浄
土
建
立
の
願
心
と
な
る
。
阿
弥
陀
の
願
心
が 

十
方
仏
土
の
諸
仏
の
称
揚
に
よ
っ
て
自
己
の
名
を
意
味
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は' 

諸
仏
各
々
の
仏
事
を
尊
敬
し
つ
つ
、
そ
の
根
元
に
あ
る 

平
等
の
願
心
を
開
顕
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
諸
仏
の
国
土
の
菩
薩
衆
が
、
十
方
よ
り
恒
沙
の
ご
と
く
往
覲
し
て' 

無
量
覚
の 

名
を
聞
い
て
「
自
ず
か
ら
不
退
転
に
致
る
」(
「東
方
偈
」)

こ
と
を
成
就
せ
ん
と
い
う
。

諸
仏
お
の
お
の
の
処
に
、
無
数
の
菩
薩
が
誕
生
す
る
。
そ
の
菩
薩
の
根
元
は
ま
た' 

平
等
な
る
法
性
に
依
り
、
広
大
な
る
願
海
に
よ
っ 

て
は
た
ら
く
形
な
き
無
限
の
功
徳
で
あ
る
。
菩
薩
道
は
、

一
応
各
々
が
無
量
の
道
程
を
尺
し
て
、
菩
提
へ
の
願
心
を
荘
厳
し
て
い
く
と
こ 

ろ
に
成
り
立
つ
。
し
か
し
そ
の
菩
薩
道
を
支
え
る
菩
提
心
は' 

法
然
が
押
え
た
よ
う
に
、
無
量
の
菩
薩
の
そ
れ
ぞ
れ
の
因
縁
に
応
じ
て
各 

宗
教
的
真
理
と
成
仏
道
の
実
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別
な
る
形
に
よ
っ
て
諸
行
と
し
て
行
ぜ
ら
れ
る
。
即
ち
菩
提
心
は
諸
行
と
し
て
自
力
聖
道
の
菩
薩
行
の
表
現
を
要
求
す
る
。
方
向
性
を
異 

に
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
願
心
が
混
入
す
る
自
力
心
に
お
い
て' 

そ
の
表
現
さ
れ
た
形
は
い
か
に
純
粋
熾
烈
で
あ
ろ
う
と
も
、
有
限
な
る
功
徳 

の
行
果
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
ま
い
。
十
方
仏
土
の
菩
薩
が' 

各
々
の
国
土
の
主
仏
に
統
持
せ
ら
れ
つ
つ
も
、
阿
弥
陀
な
る
無
限
の
願
心
の 

象
徴
の
名
の
下
で
、
真
に
不
退
の
位
に
安
ん
ず
る
を
う
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
 

無
量
の
功
徳
を
摂
す
る
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
法
、
す
べ
て
の
願
心
を
統
摂
し
て
、
 

無
上
仏
道
を
荘
厳
せ
し
め
て
、

「
必
至
滅
度
」
の
願 

果
へ
方
向
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
阿
弥
陀
の
名
の
下
に
不
退
を
う
る
と
は
、
願
心
荘
厳
の
浄
土
の
不
虚
作
住
持
の
功
徳
に
触
れ 

る
と
き
、
い
か
な
る
方
向
に
迷
没
し
よ
う
と
も
、
そ
の
有
限
な
る
功
徳
、
有
限
な
る
形
を
突
破
し
て
、
現
在
の
一
念
に
無
限
な
る
功
徳
に
方 

向
づ
け
ら
れ
る
確
信
で
あ
る
。
浄
土
の
本
願
が
第
二
十
二
願
を
誓
い
、
親

鸞

が

「証
巻
」
の
必
至
滅
度
の
願
果
の
中
か
ら
第
二
十
二
願
の 

意
味
を
開
顕
す
る
の
は
、
曇
鸞
の
教
示
に
よ
っ
て
、
得
生
の
菩
薩
が
無
仏
の
国
土
に
お
い
て
菩
薩
行
を
修
せ
ん
が
た
め
に
還
来
穢
国
の
願 

を
も
っ
と
い
う
こ
と
の
実
存
的
意
味
を
、
名
号
の
信
心
の
中
に
見
出
し
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
有
限
な
る
功
徳
を
通
し
て
無
限
な
る
仏
果 

を
求
め
ん
と
し
た
自
力
心
に
破
れ
て
、
無
限
な
る
平
等
の
法
界
の
果
徳
か
ら
名
の
り
来
る
大
行
に
帰
す
る
と
き
、
摂
取
不
捨
な
る
光
明
の 

不
虚
作
功
徳
の
力
に
遇
う
。
法
性
の
理
が
、
光
明
の
願
心
を
名
号
に
お
い
て
総
持
し
て
、
衆
生
の
破
闇
の
事
実
と
な
る
。
そ
こ
に
衆
生
が 

諸
仏
へ
あ
こ
が
れ
る
菩
薩
か
ら
、
不
退
の
菩
薩
の
方
向
を
教
示
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
ら
凡
夫
は
、
東
方
諸
仏
国
土
よ
り
往
覲
す
る
さ 

ま
よ
え
る
求
道
者
の
中
に
、
自
身
の
功
徳
を
誇
っ
て
止
ま
な
い
有
限
の
菩
提
心
を
見
る
。
形
あ
る
功
徳
を
求
め
ん
と
す
る
心
の
な
い
求
道 

者
は
あ
る
ま
い
。
有
限
の
功
徳
の
象
徴
と
し
て
の
諸
仏
の
称
揚
を
通
さ
ず
し
て
、
無
限
の
法
界
は
開
示
さ
れ
な
い
。
さ
れ
ば
、
諸
仏
称
名 

の
願
が
大
行
を
成
立
せ
し
め
る
選
択
本
願
で
あ
る
と
は
、
諸
仏
を
通
さ
ず
し
て
は
阿
弥
陀
が
自
己
を
は
た
ら
き
と
し
て
顕
わ
し
え
な
い
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
逆
に
、
こ
の
阿
弥
陀
の
本
願
た
る
大
行
に
よ
っ
て
こ
そ
、
諸
仏
が
平
等
に
正
し
く
仏
た
る
こ
と
の
意
味
を 

明
証
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
諸
仏
を
通
し
て
大
行
が
現
前
す
る
と
は
、
諸
仏
の
功
徳
を
摂
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
無
限
な
る
平



等
の
根
元
的
功
徳
が
真
に
要
求
さ
れ' 

ま
た
自
覚
さ
れ
て
く
み
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
諸
仏
称
揚
の
大
行
の
下 

に' 

無
数
の
さ
ま
よ
え
る
菩
薩
が
、
諸
仏
の
有
限
の
功
徳
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
無
限
な
る
生
命
に
統
摂
さ
れ
て
い
く
道
理
が
あ
ろ
う
。
法 

を
具
体
的
自
覚
的
に
生
き
る
も
の
は
、
人
間
存
在
で
あ
る
。
道
を
求
め
る
人
間
の
有
限
な
る
願
い
の
上
に' 

う
な
ず
か
れ
た
る
形
の
象
徴 

が
諸
仏
の
国
土
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
有
限
な
る
願
の
成
就
と
し
て
の
功
徳
が
、
無
量
無
数
の
衆
生
の
平
等
の
安
住
の
場
所
と
な
る
た 

め
に
は
、

一
た
び
建
立
せ
ら
れ
た
諸
仏
の
国
土
を
さ
す
ら
い
出
で
た
る
無
仏
の
国
土
の
不
退
の
信
念
と
な
る
試
練
が
必
要
で
あ
る
。
 

五
濁
悪
世
の
無
仏
の
世
界
と
は
、
有
形
な
る
理
想
の
荘
厳
成
就
に
す
ら
殆
ん
ど
出
遇
い
え
な
い
罪
濁
の
群
萌
の
実
感
す
る
共
同
環
境
で 

あ
ろ
う
。
個
人
的
徳
目
が
い
か
に
叫
ば
れ
よ
う
と
も' 

五
濁
悪
世
を
自
覚
す
る
も
の
は' 

個
人
的
功
徳
成
就
に
安
息
を
見
出
す
こ
と
な
ど 

で
き
は
し
な
い
。
存
在
そ
れ
自
体
に
五
濁
の
重
荷
を
背
負
う
も
の
に
と
っ
て' 

も
は
や
諸
仏
の
功
徳
は
救
い
と
な
ら
な
い
。
有
限
の
功
徳 

に
会
う
感
激
も' 

常
没
常
流
転
の
群
生
海
の
一
波
浪
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
五
濁
無
仏
の
時
機
に
お
い
て' 

真
に
普
遍
な
る 

宗
教
的
真
理
を
主
体
的
経
験
と
し
て
現
行
せ
ん
と
す
る
こ
と
が' 

浄
土
荘
厳
の
願
心
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
く
は
、
浄
土 

の
教
は
、
人
間
の
自
力
の
妄
念
が
生
む
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
る
理
想
境
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
ろ
う
。
本
願
が
大
乗
仏
道
の
悲
願
を
根
元
的
に 

表
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
法
蔵
の
願
心
は' 

衆
生
の
主
体
と
な
っ
て
、
菩
薩
道
の
願
を
成
就
す
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
思
う
。

四

菩

薩

荘

厳

「
十
地
品
」
が
語
る
菩
薩
行
の
階
梯
を
、
竜

樹

は

「易
行
品
」
開
設
の
た
め
の
前
提
条
件
に
お
い
た
。
天
親
は
『
無
量
寿
経
』
に
よ
っ 

て
浄
土
荘
厳
を
二
十
九
種
に
開
く
中
に' 

二
種
世
間
の
区
別
を
分
ち
、
そ
の
う
ち
の
衆
生
世
間
を
仏
功
徳
と
菩
薩
功
徳
と
に
開
い
た
。
そ 

こ
で
浄
土
の
仏
功
徳
、
な
か
で
も
不
虚
作
住
持
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て' 

八
地
以
上
の
上
地
の
菩
薩
の
力
を
七
地
以
前
の
「
未
証
浄
心
」
 

宗
教
的
真
理
と
成
仏
道
の
実
践 

四
五



四
六 

の
も
の
が
平
等
に
享
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に' 

浄
土
の
菩
薩
の
如
実
修
行
が
な
り
た
つ
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
 

十
地
の
菩
薩
道
の
階
位
が
教
え
る
も
の
は
、
修
道
的
人
間
に
対
す
る
、
人
間
関
係
の
中
で
の
自
律
的
な
波
羅
密
行
の
実
践
と
厳
し
い
自 

己
批
判
の
努
力
精
進
の
勧
励
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
求
道
的
存
在
た
る
菩
薩
道
を
説
く
経
典
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
竜
樹
は
因
か
ら
果 

に
向
う
菩
薩
の
出
発
点
た
る
初
地
に
お
い
て
、
「敗
壊
の
菩
薩
」
に
退
転
す
る
危
機
を
提
示
し
て
、
怯
弱
下
劣
な
る
存
在
に
と
っ
て
易
行
不 

退
の
必
要
不
可
欠
な
る
を
説
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
天
親
は
営
々
た
る
歴
劫
修
行
の
果
徳
と
し
て
賜
わ
る
上
地
の
「任
運
無
功
用
」
 

な
る
自
在
の
境
位
を
、
法
蔵
願
力
の
荘
厳
す
る
場
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帰
命
す
る
一
心
の
内
面
に
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と 

を
現
わ
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
曇
翹
は
こ
れ
ら
を
承
け
て
、
浄
土
に
願
生
す
る
も
の
と
得
生
せ
る
も
の
と
が
、
と
も
に
正
定
聚
に
入
る 

と
顕
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
願
生
す
る
所
以
は
、
本
願
力
の
住
持
を
蒙
っ
て
、
正
定
聚
不
退
の
信
念
を
得
ん
が
た
め
で
あ
り
、
 

阿
弥
陀
の
名
義
た
る
摂
取
不
捨
の
光
照
に
お
い
て
住
持
力
を
蒙
る
か
ら
に
は
、
現
世
に
正
定
聚
を
得
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
親8

の 

理
解
で
あ
る
。
竜
樹
は
こ
れ
を
「必
定
の
菩
薩
」
と
教
え
る
。
す
な
わ
ち
求
道
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
、
現
状
を
超
克
し
て
何
も
の
か
功 

徳
あ
る
存
在
へ
と
歩
み
始
め
る
や
い
な
や
、
い
か
に
初
心
が
堅
く
と
も
、
い
か
に
菩
提
心
が
熾
然
た
ろ
う
と
も
、
有
限
な
時
を
人
間
関
係 

の
し
が
ら
み
の
中
で
生
き
る
存
在
と
し
て
、
作
心
の
限
界
に
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
退
転
の
危
機
を
離
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま 

し
て
沈
空
の
難
を
超
え
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
来
平
等
に
し
て
自
他
の
差
別
を
も
見
ぬ
と
い
う
理
念
に
お
い
て
、

「
上
に 

諸
仏
の
求
む
べ
き
を
見
ず
、
下
に
衆
生
の
度
す
べ
き
を
見
ず
、
仏
道
を
捨
て
て
実
際
を
証
せ
ん
と
欲
す
」(
『
論
註
』)

と
い
う
諦
観
は
、

ー
 

切
の
人
間
の
努
力
を
無
に
す
る
虚
無
感
に
等
し
い
。

「
一
切
法
は
、
な
お
し
夢
・
幻
・
響
の
ご
と
し
」(
「東
方
偈
」)

と
感
じ
ら
れ
る
空
虚 

感
に
陥
る
と
き
、
修
道
的
存
在
は
自
己
の
存
在
根
拠
を
全
く
喪
失
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
陥
れ
る
も
の
は' 

い
か
な
る
世
間
的
価
値
も 

い
か
な
る
修
道
上
の
努
力
目
標
も
、
み
な
平
等
に
色
あ
せ
て
、
も
は
や
求
む
べ
き
理
想
も
厭
う
べ
き
悪
も
平
等
と
な
っ
て
、
自
ら
の
意
欲 

と
存
在
の
方
向
を
見
失
う
。
出
る
べ
き
動
機
の
な
い
微
温
湯
は
、
自
己
に
と
っ
て
難
関
で
あ
る
と
自
覚
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、
根
源
的
難



た
る
所
以
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。
そ
こ
を
突
破
し
て
、
し
か
も
な
お
尽
き
る
こ
と
な
き
志
願
を
持
続
す
る
こ
と
こ
そ
、
菩
薩
道
の
課
題
で 

あ
る
。

「
諸
法
の
性
は
、

一
切
空
無
我
な
り
と
通
達
す
れ
ど
も
、
専
ら
浄
仏
土
を
求
め
て
、
必
ず
か
く
の
ご
と
き
の
刹
を
成
ぜ
ん
」
(
「東 

方
偈
」)

と
立
ち
上
ら
し
め
る
も
の
を
与
え
ん
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
天
親
菩
薩
が
、
器
世
間
荘
厳
か
ら
衆
生
世
間
荘
厳
を
別
開
し
て
、
菩
薩 

功
徳
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土
は
、
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
た
す
べ
き
快
楽
無
極
の
場
と
し
て
荘
厳
さ 

れ
て
、
十
方
諸
仏
の
功
徳
を
憬
が
れ
る
迷
没
の
衆
生
に
呼
び
か
け
る
。
器
世
間
荘
厳
の
み
な
ら
ば
、
浄
土
の
教
示
も
「為
楽
願
生
」
の
意 

業
に
媚
び
る
邪
命
説
法
に
堕
す
る
畏
れ
な
し
と
し
な
い
。
浄
土
の
環
境
の
中
に
衆
生
世
間
荘
厳
を
開
い
て' 

仏
功
徳
を
語
る
の
は
、
浄
土 

を
総
持
す
る
仏
力
が
自
利
利
他
円
満
し
て
不
虚
作
た
る
を
示
さ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
そ
の
不
虚
作
の
意
義
を
開
け
ば
、
本
願
力
に
触
れ
る 

衆
生
が
如
実
修
行
す
る
菩
薩
と
な
っ
て' 

無
上
仏
道
を
荘
厳
す
る
存
在
と
な
る
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。

他
方
仏
国
の
菩
薩
の
往
覲
と
、
第
二
十
二
願
と
は
、
人
間
存
在
が
根
源
的
解
放
を
求
め
る
と
き
の
根
本
問
題
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は 

な
い
か
。
正
定
聚
と
は' 

道
を
求
め
て
さ
ま
よ
う
旅
人
が' 

「
既
に
此
道
あ
り' 

必
ず
可
度
す
べ
し
」(
「散
善
義
」)

と
決
定
す
る
こ
と
で 

あ
る
。
も
う
求
む
べ
き
も
の
が
な
い
と
腰
を
下
す
こ
と
で
は
な
い
。
諸
仏
の
有
形
の
功
徳
の
中
に
安
住
す
る
こ
と
は
、
微
温
湯
に
ひ
た
っ 

て
出
る
必
要
を
失
っ
た
、
沈
空
の
菩
薩
の
難
に
同
じ
状
況
で
あ
ろ
う
。
有
形
の
功
徳
は
万
能
で
は
な
い
。
有
形
の
功
徳
の
限
界
を
超
え
て 

形
な
く
限
り
な
き
無
限
阿
弥
陀
の
尊
厳
性
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
と
き
、
初
め
て
固
執
せ
る
有
形
の
功
徳
そ
れ
ぞ
れ
が
互
に
青
色
青
光
白
色 

白
光
と
し
て
無
限
の
意
味
を
映
す
の
で
あ
る
。
東
方
諸
仏
国
か
ら
の
往
覲
を
許
す
こ
と
は
、
同
時
に
阿
弥
陀
の
仏
国
か
ら
の
発
遣
を
容
れ 

る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
国
土
に
人
民
を
永
久
に
止
住
せ
し
め
る
の
が
、
自
在
な
る
無
碍
人
の
悲
願
で
は
な
い
。
無
仏
の
国
土
に
願
生
し 

て
も
、
す
で
に
触
れ
た
不
虚
作
の
本
願
力
の
護
持
は
離
れ
去
る
こ
と
が
な
い
、
そ
こ
に
浄
土
荘
厳
の
住
持
力
が
あ
る
。

一
切
諸
仏
の
功
徳 

を
摂
し' 

そ
れ
を
仏
道
を
成
就
す
る
本
願
力
の
意
味
へ
と
転
成
し
て' 

阿
弥
陀
の
功
徳
内
容
と
す
る
と
い
う
こ
と
は' 

人
間
の
あ
ら
ゆ
る 

願
心
、
あ
ら
ゆ
る
努
力' 

あ
ら
ゆ
る
仕
事
の
有
限
相
対
的
意
味
を
摂
し
て
、
有
限
な
る
ま
ゝ
に
無
限
な
る
願
力
を
感
受
す
る
場
と
す
る
と 

宗
教
的
真
理
と
成
仏
道
の
実
践 

四
七



四
ハ 

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
々
の
仕
事
そ
れ
自
体
に
無
限
の
意
味
を
付
与
し
た
り
、
有
形
的
な
願
い
を
即
自
的
に
満
足
成
就
せ
ん
と
す
る
な 

ら
ば
、
境
遇
や
能
力
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
全
て
を
含
め
て
感
受
せ
ら
れ
る
宿
業
の
下
に
、
時
に
成
就
し
時
に
成
就
せ
ぬ
こ
と
を
免
れ
な
い
。
 

一
切
の
志
願
を
満
た
す
よ
う
な
功
徳
と
は' 

有
限
な
る
欲
願
を
即
自
的
に
意
味
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
有
限
そ
の
も
の
に
落
在 

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
夢
や
希
望
や
理
想
を
求
め
、
自
己
の
生
存
に
何
ら
か
の
意
味
づ
け
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
け
れ
ど 

も
、
そ
れ
は
有
限
の
方
か
ら
無
限
の
方
へ
の
意
味' 

無
限
な
る
意
味
づ
け
を
要
求
し
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
修
道
的
存 

在
で
あ
る
と
い
う
「
十
地
経
」
の
人
間
観
は
、
広
義
の
人
間
の
こ
う
し
た
あ
り
方
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
、
菩
薩
的
存
在
を
成
就 

す
る
こ
と
こ
そ
、
浄
土
荘
厳
の
主
要
眼
目
で
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
岸
の
浄
土
の
荘
厳
と
し
て
菩
薩
功
徳
を
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
現
世
的
即
自
的
有
限
状
況
の
中
で
は
、
人
間
存
在
の
広
義
の
こ
う
し 

た
求
道
的
要
求
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
の
嘆
に
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
先
の
七
地
の
難
の
ご
と
き
は
、
そ
の
因
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
 

菩
薩
道
を
有
限
か
ら
無
限
へ
の
歩
み
と
把
え
る
と
き
、
そ
の
歩
み
に
無
量
劫
を
尽
す
と
も
、
到
達
し
う
る
可
能
性
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ 

天
親
は
菩
薩
功
徳
を
仏
功
徳
か
ら
開
き
、
親
鸞
は
そ
れ
を
「
証
巻
」
に
引
用
す
る
の
で
あ
る
。
求
め
て
得
ら
れ
ざ
る
も
の
を
、
本
来
の
浄 

土
の
功
徳
と
し
て
、
あ
る
い
は
真
実
証
の
「
必
至
」
の
内
容
と
し
て
表
わ
す
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
満
足
し
え
な
い
願
事
を 

未
来
に
可
能
に
す
る
と
約
束
す
る
よ
う
な
形
式
で' 

菩
薩
道
の
成
就
を
語
る
の
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

五

勅

命

の

二

相

曇
鸞
は
こ
の
菩
薩
功
徳
の
内
容
を
、
第
二
十
二
願
の
本
願
力
の
は
た
ら
き
と
考
え
た
。
本
願
の
住
持
力
に
お
い
て
、
浄
土
の
命
を
捨
て 

て
他
方
国
土
、
就
中
無
仏
五
濁
の
穢
国
に
還
来
し
て
、
菩
薩
行
を
修
す
る
こ
と
任
運
自
在
に
し
て
不
壊
な
る
こ
と
こ
そ
、
浄
土
得
生
者
の 

感
ず
る
功
徳
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
願
力
が
成
就
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
「自
利
利
他
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」(
『浄
土
論
』)



の
内
面
で
あ
り
、
本
願
他
力
を
増
上
縁
と
し
て
、
願
生
者
の
一
心
の
内
に
必
至
滅
度
の
果
徳
か
ら
開
け
る
還
相
の
益
と
し
て
感
受
さ
れ
る 

功
徳
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
親
鸞
は
、
未
来
当
生
の
益
と
し
て
表
現
さ
れ
た
還
相
利
他
の
徳
を
、
単

に

「
証
巻
」
の
み
で
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 

往
相
回
向
の
大
行
が' 

本
願
力
の
回
向
と
し
て
自
利
利
他
成
就
の
悲
願
を
現
行
せ
る
も
の
な
る
こ
と
を
「
行
巻
」
で
あ
ら
わ
し
、
そ
こ
に 

第
五
功
徳
門
の
釈
文
を
引
い
て
、
大
行
が
還
相
回
向
成
就
の
は
た
ら
き
を
も
内
含
す
る
こ
と
を
語
ら
し
め
て
い
る
。
大
行
に
遇
う
こ
と
は 

往
還
二
回
向
に
遇
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ

に
『
論
註
』
三
願
的
証
の
文
を
引
文
し
て
い
る
こ
と
か
ら' 

大
行
に
お
い
て
「
還
相
回
向
に
回 

入
せ
り
」(
『
正
像
末
和
讃
』)

と
の
法
蔵
願
心
を
我
が
信
心
の
徳
と
し
て
う
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

「信
巻
」
三
一
問
答
仏
意
釈
の
欲
生
心
釈
に
お
い
て
一
層
判
明
に
な
る
。
願
生
浄
土
の
信
心
が
、
如
来
の
「
諸
有
の
群 

生
を
招
喚
し
た
ま
う
勅
命
」
と
し
て
の
「
欲
生
心
」
で
あ
る
と
釈
し' 

勅
命
な
る
が
ゆ
え
に
如
来
の
回
向
し
た
ま
う
心
で
あ
っ
て' 

自
力 

の
回
向
心
で
は
な
い
と
明
ら
か
に
す
る
。

本
願
力
回
向
の
勅
命
な
る
が
ゆ
え
に' 

そ
の
回
向
心
の
内
に
往
還
二
回
向
を
具
す
る
こ
と
を 

『
浄
土
論
』

『
論
註
』
の
文
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
欲
生
心
に
具
す
る
還
相
回
向
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う 

か
。
恐
ら
く
は
こ
れ
が
、
菩
薩
の
如
実
修
行
の
問
題
が
未
来
的
に
語
ら
れ
て
あ
る
こ
と
に
対
す
る
親
鸞
の
主
体
的
領
解
な
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

本
願
力
の
住
持
は
、
未
来
の
環
境
を
成
就
す
る
の
み
で
は
な
い
。
五
濁
の
凡
愚
に
「
欲
生
」
の
意
欲
を
絶
対
命
法
と
し
て
感
受
せ
し
め 

て
、
如
来
願
心
の
象
徴
と
し
て
の
荘
厳
功
徳
を
、
そ
の
勅
命
の
内
実
に
感
得
せ
し
め
ん
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

「
涅
槃
の
み
ゃ
こ
に
は
信 

心
を
以
て
能
入
と
す
」
と
い
わ
れ
る
意
味
で
あ
ろ
う
。
本
願
成
就
の
信
心
が
仏
道
の
因
た
る
こ
と
を
確
信
し
う
る
の
は
、
仏
道
の
自
利
利 

他
成
就
の
悲
願
が
、
回
向
と
し
て
凡
愚
に
そ
の
因
を
成
就
す
る
と
信
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
願
力
が
単
な
る
光
照
力
や
光
触
力
や
未 

来
の
光
明
界
に
止
ま
ら
ず' 

願
生
心
の
内
に
湧
出
す
る
力
と
な
り
、
生
き
る
方
向
を
与
え
る
勅
命
的
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
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五
〇 

往
相
回
向
の
命
法
は' 

願
生
す
る
凡
夫
の
現
実
に
感
知
し
う
る
涅
槃
へ
の
方
向
性
で
あ
る
。
闇
か
ら
光
を
憬
仰
す
る
罪
業
の
凡
夫
に
は 

往
相
の
命
法
は
、
諸
欲
の
纏
縛
か
ら
の
解
放
と
し
て
、
近
く
感
応
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
還
相
の
勅
命
は
、
闇
の
苦
し
み 

を
意
識
し
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
知
し
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
成
就
が
他
己
の
成
就
と
ー 

っ
で
あ
り
た
い
と
す
る
深
層
の
人
間
解
放
の
意
欲
は' 

未
来
死
後
の
怨
念
と
な
る
ほ
ど
の
強
さ
を
秘
め
て
、
自
我
心
の
根
源
に
わ
だ
か
ま 

っ
て
い
る
。
還
相
の
勅
命
を
諸
欲
の
意
欲
の
ご
と
く
明
白
に
認
識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
未
来
の
利
益 

と
し
て
願
望
の
彼
方
に
押
し
や
る
の
は' 

如
来
の
勅
命
を
、
自
我
の
意
識
の
表
層
の
意
欲
と
せ
ん
と
す
る
私
物
化
的
発
想
な
の
で
は
な
い 

か
。
人
為
的
作
心
に
お
い
て
還
相
を
成
就
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
本
願
力
の
勅
命
を
未
来
化
す
る
こ
と
は
、
聖
道
自
力
的
菩
提
心
に 

退
転
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
の
発
想
の
延
長
上
に
、
未
来
浄
土
の
益
を
現
在
化
す
る
な
ら
、
還
相
は
他
己
の
自
己
に
対
す 

る
理
想
的
影
像
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
れ
ば
回
向
さ
れ
た
還
相
を
自
己
の
相
と
し
て
本
願
力
の
成
就
の
内
に
現
在
的
に
信
受
す
る
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
 

惟
う
に
、
往
相
還
相
の
回
向
を
勅
命
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
は
、
法
蔵
願
心
を
自
己
の
主
体
に
受
け
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
『
浄
土
論
』 

の
五
念
門
行
を
、
法
蔵
菩
薩
の
菩
薩
行
に
よ
る
一
心
建
立
の
背
景
、
す
な
わ
ち
自
利
利
他
を
成
就
せ
ん
と
す
る
悲
願
の
実
践
的
意
義
で
あ 

る
と
理
解
し
た
の
が
親
鸞
で
あ
る
。

『
大
経
』
の
兆
載
永
劫
の
修
行
は
、
五
念
門
に
集
約
さ
れ' 

法
蔵
願
心
の
苦
労
は
衆
生
の
帰
命
の
ー 

心
に
結
実
す
る
と
い
う
の
が
、
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
の
深
意
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
願
他
力
の
信
心
に
お
い
て
、
自
己
に
還
相
回
向 

の
大
悲
心
が
成
就
す
る
と
は
、
化
他
の
作
心
の
成
就
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
十
方
衆
生
を
摂
し
十
方
仏
土
の
諸
仏
菩
薩
を
も
往
覲 

せ
し
め
、
願
力
住
持
の
無
量
寿
の
願
心
に
乗
托
せ
し
め
て
、

一
切
衆
生
を
独
立
者
た
ら
し
め
、
願
力
に
生
き
る
こ
と
を
勅
命
と
承
知
せ
し 

め
る
。
そ
こ
に
平
等
の
願
海
が
開
く
他
己
の
尊
厳
性
を
も
信
知
し
て' 

自
己
を

「
大
悲
伝
普
化
真
成
報
仏
恩
」(
『
礼
讃
』)

の
場
と
し
て
い 

く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
十
方
衆
生
を
包
摂
し
っ
く
し
て
、 

自
己
の
国
土
の
人
民
と
し
、 

し
か
も
他
方



国
土
に
自
在
に
飛
化
し
て
、
菩
薩
行
を
実
践
す
る
主
体
に
転
成
せ
し
め
ん
と
す
る
法
蔵
願
心
の
往
還
の
回
向
を
、
自
己
の
根
源
的
主
体
の 

内
に
信
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
い
自
己
の
存
在
は
有
限
で
あ
り
、
そ
の
存
在
性
は
罪
障
と
悪
業
と
を
離
れ
え
な
く
と
も
、

一
心
帰 

命
の
欲
生
心
の
内
に
お
い
て
、
自
利
利
他
円
満
の
願
心
が
す
で
に
し
て
現
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
こ
と
が
我
ら
の
生
活
意
識
に
反
映
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
知
恩
報
徳
」
の
益
が
我
ら
の
自
覚
的
意
欲
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う 

か
。
仏
法
の
徳
海
の
深
広
無
涯
底
な
る
に
比
し
、
も
と
よ
り
有
限
な
る
衆
生
の
心
身
の
わ
ざ
を
も
っ
て
報
ず
べ
く
捧
ぐ
べ
き
も
の
な
ど
無 

き
に
等
し
い
。
し
か
し
人
間
を
機
と
し
、
人
間
に
お
い
て
信
受
せ
ら
れ
て
、
歴
史
の
上
に
足
跡
を
残
す
こ
と
の
外
に' 

仏
法
の
真
理
性
の 

顕
彰
の
場
は
な
い
。
た
と
い
拙
な
く
と
も
、

一
心
帰
命
の
信
に
生
き
る
存
在
が' 

二
種
の
勅
命
を
自
己
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
、
願
作
仏 

心

・
度
衆
生
心
の
意
味
を
全
う
す
る
真
実
信
心
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
こ
そ' 

人
間
と
し
て
仏
法
に
触
れ
え
た
責
任
で
あ
る
。
存
在
の
根 

元
的
責
任
を
勅
命
と
し
て
信
受
す
る
と
き
、
独
立
せ
る
一
人
一
人
が
等
し
く
無
限
な
る
願
心
に
感
応
し
て' 

念
仏
成
仏
し
て
い
く
の
で
あ 

ろ
う
。
還
相
の
勅
命
を
う
け
る
と
こ
ろ
に
、
た
と
い
現
世
の
生
き
ざ
ま
や
生
活
形
態
は
罪
業
深
重
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
罪
障
の
身
心
を 

場
と
し
て
は
た
ら
く
願
心
を
顕
彰
し
、
そ
の
意
味
を
聞
き
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
還
相
回
向
を
勅
命
と
し
て
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て' 

自 

己
の
作
心
を
超
え
て
は
た
ら
く
願
心
に
托
し
て
、
神
力
を
乞
加
し
て
、
無
上
仏
道
を
荘
厳
す
る
菩
薩
行
の
歩
み
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
 

正
定
聚
の
位
は
、
必
定
不
退
の
菩
薩
の
位
で
あ
る
。
必
定
の
菩
薩
の
仕
事
の
究
極
は
、

「
聞
其
名
号
」
に
尽
き
る
。
名
号
の
仏
道
に
往
還 

二
回
向
の
願
力
を
教
示
せ
る
意
味
は
、
主
我
的
意
欲
を
脱
脚
し
え
ず
し
て
、
有
限
な
る
功
徳
の
下
に
無
限
に
解
放
さ
れ
た
存
在
と
な
ろ
う 

と
す
る
人
間
存
在
に
対
し
て' 

無
限
な
る
慈
悲
と
智
恵
と
を
名
号
に
具
体
化
せ
る
「
大
行
」
に
帰
托
し
て
は
じ
め
て
、
有
限
な
る
生
活
に 

「行
大
悲
人
」
の
意
味
を
賜
わ
る
こ
と
を
教
え
ん
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
な
お
、
勅
命
を
自
己
の
顕
相
の
自
覚
的
意
欲
と
行
為
に
表 

現
せ
ん
と
す
る
責
任
地
獄
を
遮
せ
ん
が
た
め
に
、
菩
薩
の
行
位
を
ば
、
純
粋
未
来
よ
り
当
来
す
る
真
実
証
の
内
的
功
徳
と
し
て
位
置
づ
け 

る
の
で
あ
ろ
う
。
本
願
力
に
乗
ず
る
と
は' 

本
願
を
勅
命
と
し
て
載
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
願
力
を
ば
二
種
の
勅
命
と
し
て
聞
き 

宗
教
的
真
理
と
成
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五
二 

う
る
と
こ
ろ
に
ゝ
こ
の
現
存
在
の
空
過
性
と
か
無
意
味
性
と
か
を
突
破
し
て
、
有
限
な
る
存
在
が
本
願
の
は
た
ら
く
場
と
な
る
意
味
を
回 

復
し
う
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
大
行
の
主
体
た
る
「
諸
仏
」
は
、
他
己
の
こ
と
で
は
な
い
。
法
蔵
願
心
に
感
応
し
て
十
方
よ
り
来
生
す
る
諸
仏
菩
薩
が
等 

し
く
無
碍
光
仏
の
下
に
自
己
の
使
命
を
回
復
し
う
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
願
心
の
菩
薩
行
は
、
我
ら
が
信
心
の
内
に
、
勅
命
と
し
て
湧
生
す 

る
。
大
行
現
前
の
場
と
な
っ
た
人
間
存
在
を' 

た
と
い
煩
悩
熾
盛
の
身
心
を
生
き
る
凡
愚
た
ろ
う
と
も
、
諸
仏
の
は
た
ら
き
を
具
せ
る
も 

の
と
称
讃
し
て' 

そ
の
諸
仏
に
よ
っ
て
称
揚
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
自
己
の
名
を
成
就
す
る
の
が' 

第
十
七
願
建
立
の
大
行
の
意
味
で
は
な 

か
ろ
う
か
。

凡
夫
を
正
機
と
す
る
念
仏
往
生
の
教
は
、
決
し
て
罪
深
き
人
間
存
在
を
否
定
し
軽
蔑
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
罪
業
深
き
人
間
存 

在
を
場
と
し
て
こ
そ
、
無
上
大
涅
槃
の
教
示
が
真
義
を
発
揮
す
る
。
悪
重
き
我
ら
に
、
往
還
二
回
向
の
方
向
性
を
教
え
、
願
心
の
深
広
な 

る
包
容
性
と
持
久
力
と
を
気
づ
か
し
め
て
、
尊
厳
な
る
一
度
の
生
命
の
意
味
を
全
う
す
る
道
を
開
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
拝
さ
れ
る 

の
で
あ
る
。

① 

「行
巻
」
所
引
『
大
経
義
疏
』
「諸
仏
は
み
な
、
徳
を
名
に
施
す
。
名
を
称
す
る
は
、
す
な
わ
ち
徳
を
称
す
る
な
り
。」(
『真
宗
聖
典
』
一
入
ハ
頁)

② 

『
曾
我
量
深
選
集
』
第
三
巻
所
収
「名
号
の
世
界
」
参
照
。


