
難
度
海
に
実
現
さ
れ
る
わ
れ
ら
の
仏
道

井 

上 

円

一

法
然
が
、
『
選
択
本
願
念
仏
集
』

の
教
相
章
に
お
い
て
、
道
綽
の
聖
道
・
浄

土

二

門

の

判

釈
を

も

っ
て

「今
浄
土
宗
と
号
す
」

と
、

「
浄 

土
」
を

「
宗
」

と
す
る
宗
名
を
名
告
っ
た
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
ほ
ど
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

こ
の
教
相
章
の
私
釈
で
は
、
 

さ
ら
に
そ
の
宗
名
を
確
認
す
べ
く
、

問
う
て
日
く
。
夫
れ
宗
名
を
立
つ
る
こ
と
は
、
本

華

厳

・
天

台

等

の

ハ

宗

・
九
宗
に
在
り
。
未
だ
浄
土
の
家
に
於
て
其
の
宗
名
を
立 

つ
る
こ
と
を
聞
か
ず
。
然
る
に
今
浄
土
宗
と
号
す
る
、
何
の
証
拠
か
有
る
や
。(
真
聖
全
一
・
九
三〇

頁
原
漢
文) 

と
設
問
し
て
、

元

暁

の

『
遊
心
安
楽
道
』
、
慈

恩

の

『
西
方
要
決
』
、
迦

オ

の

『
浄
土
論
』

の
三
文
を
挙
げ
て' 

浄
土
宗
と
い
う
宗
名
を
立

①

て
る
証
拠
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、

ハ

宗

・
九
宗
と
し
て
伝
燈
さ
れ
て
き
た
全
仏
教
を
聖
道
と
し
て
総
括
し
、
浄
土
宗
を
一
宗
と
し
て
独 

立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
独
立
し
た
浄
土
宗
に
お
い
て
聖
道
・
浄
土
二
門
で
一
切
の
仏
教
を
摂
し
尽
く
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
明
確
な
宗
名
の
決
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
然
の
唱
導
し
た
念
仏
の
教
え
は' 

当
初
よ 

り

「
一
向
専
修
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
そ
の
性
格
が
理
解
さ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、

承

元

の

法

難

の
き

っ

か
け

を

作

っ

た

「
興
福
寺
奏 

状
」

は
、
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興
福
寺
僧
綱
大
法
師
等
、
誠
惶
誠
恐
謹
言
。

殊
に
天
裁
を
蒙
り
、
永
く
沙
門
源
空
勧
む
る
と
こ
ろ
の
専
修
念
仏
の
宗
義
を
紅
改
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
ふ
の
状
。(

『
日
本
思
想
大 

系
』

一
五
・
三
二
頁)

と
い
う
書
き
出
し
の
下
に
、
九
箇
条
の
失
を
掲
げ
て
い
る
。

ま

た

開

板

さ

れ

た

『
選
択
集
』

に
対
し
て
最
初
に
直
接
批
判
を
加
え
た
高
弁 

は
、

『
摧
邪
輪
』

の
具
名
を
、

一
向
専
修
宗
選
択
集
の
中
に
お
い
て
邪
を
摧
く
輪(

『
日
本
思
想
大
系
』

一
五
・
四
四
頁
〉

と
名
付
け
て
い
る
よ
う
に
、

「
一
向
専
修
」
を
宗
名
と
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
れ
は
法
然
の
浄
土
宗
の
独
立
を
、

私
に
一
宗
と
号
す
る
こ
と
、
甚
だ
以
て
不
当
な
り
。(

『
同
上
』
三
三
頁)

と' 

批
判
す
る
者
に
と
っ
て
は
、

至
極
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
よ
う
。

そ

し

て

『
明
月
記
』
『
三
長
記
』
『
吾
妻
鏡
』

等
に
記
さ
れ
て
い
る 

よ
う
に'

「
一
向
衆
」
「
専
修
念
仏
の
輩
」

へ
の
弾
圧
と
し
て
、
法
然
の
教
団
は
数
々
の
法
難
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

こ

の

「
一
向
専
修
」 

と
い
う
性
格
は' 

黒
田
俊
雄
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、

「
つ
ま
り
一
向
専
修
は
、

多
神
観
の
中
で
の
た
た
か
い
と
し
て
の
み
最
も
見
事
な
実

③

践
の
論
理
と
し
て
成
立
し
得
た
」

も
の
で
あ
り
、
民

衆

支

配

を

も

く

ろ

む

国

家

権

力

と

「
王
法
仏
法
相
依
相
待
」

と
し
て
結
合
す
る
顕
密 

主
義

の
本
地
垂
迹
説
や
天
台
本
覚
思
想
に
対
す
る
「克
服
の
論
理
」

で
あ
る
と
い
う
指
摘
は' 

充
分
に
評
価
さ
れ
指
針
と
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
す
な
わ
ち

弾
圧
す
る
側
が
「
一
向
専
修
」
と
い
う
こ
と
で
批
判
し
て
い
る
事
実
は
、
や
は
り
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ 

し

て

こ

の

「
克
服
の
論
理
」
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て' 

支
配
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
は
、

さ
ら
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
際
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
故
に
、
法
然
が

念

仏

に

つ

い
て

は

「
選
択
本
願
念
仏
」
と
明
か
し
、
宗
名 

に

つ

い

て

は

「
浄
土
宗
」
と
名
告
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
含
味
が
先
ず
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

「
一
向
専
修
」
と
い
う
克 

服
の
論
理
は
、
選
択
本
願
な
る
念
仏
と
押
え
、
浄
土
を
宗
と
す
る
と
名
告
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
起
源
す
る
か
ら
で
あ
る
。

い
か
に
一
向
専
修 

と
い
う
性
格
が
保
持
し
え
た
と
し
て
も
、

そ
の
念
仏
が
選
択
本
願
の
行
と
い
う
意
味
を
な
く
し
た
時' 

克
服
の
論
理
で
あ
る
こ
と
を
失
う
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で
あ
ろ
う
し' 

支

配

体

制
で

あ

る

王

法,

諸

宗

，
諸
神
と
の
妥
協
は
、
浄
土
を
宗
と
し
な
く
な
っ
た
時
に
始
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

法
然
は' 

ま
た
同
じ
教
相
章
の
私
釈
の
と
こ
ろ
で
、

此
の
宗
の
中
に
二
門
を
立
つ
る
こ
と
は
、
独
り
道
綽
の
み
に
非
ず
、
曇

鸞

・
天

台

・
迦
オ
・
慈
恩
等
の
諸
師
、
皆
此
の
意
有
り
。

(

真
聖
全
一
・
九
三
二
頁
原
漢
文)

と
示
し
て' 

浄
土
宗
に
お
い
て
、
聖

道

・
浄
土
二
門
を
立
て
る
意
は
道
綽
だ
け
で
は
な
い
と
す
る
。

そ
の
内
特
に
曇
鸞
と
慈
恩
の
文
を
掲 

げ
て
、難

行

・
易
行
、
聖

道

・
浄
土'

其
の
言
異
な
り
と
雖
も
、

其
の
意
是
れ
同
じ
。(

中
略)

三

乗

・
浄
土
、
聖
道
・
浄
土'

其
の
名
異 

な
り
と
雖
も
、
其
の
意
亦
同
じ
。(

同
上 

中
略
筆
者)

と
、

二
門
を
立
て
る
意
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
同
意
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も' 

易
行
宗
と
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
し
て
難 

行

門

・
三
乗
門
と
も
名
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
浄
土
宗
と
宗
名
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、

ハ
宗
九
宗 

の
全
て
は
聖
道
と
い
う
名
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
聖
道
と
浄
土
の
二
門
は' 

法
然
の
浄
土
宗
の
独
立
と
い 

う
こ
と
に
と
っ
て
は
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
名
で
あ
り' 

確
か
め
ら
れ
た
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

法
然
が
こ
の
道
綽
の
聖
道
・
浄
土
二
門
の
判
釈
に
見
て
い
た
も
の
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
指
示
を
受
け
る
も
の
は
何
に
気 

付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ

こ

に

文

字

通

り

「
克
服
の
論
理
」
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
下
少
し
く
管
見
を
進
め
て
い

二

『
安
楽
集
』

の
上
に
云
く
。

「
問
う
て
日
く
。
 

一
切
衆
生
に
皆
仏
性
有
り
、

遠
劫
よ
り
以
来
応
に
多
仏
に
値
う
べ
し
。

何
に
因
っ
て 

か
今
に
至
る
ま
で
、
仍
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
で
ざ
る
や
。
」(
真
聖
全
一
・
九
二
九
頁
原
漢
文)
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法
然
は
、
『
選
択
集
』

の
開
巻
に
あ
た
り
、

題
下
の
十
四
字
に
続
き
、
標

章

で

「
道
綽
禅
師
」

と
明
記
し
て
、

こ

の

『
安
楽
集
』

の
問
い 

を
も
っ
て
展
開
す
る
。

自

ら

そ

の

跋

に

「
偏
依
善
導
一
師
」
と
表
明
し
、

そ
の
師
道
綽
に
依
ら
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、

こ
の 

道
綽
の
聖
道
・
浄
土
の
決
判
を
示
す
問
答
を
も
っ
て
、
 

浄
土
宗
の
開
宗
立
教
の
証
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。

あ
た
か
も
善
導
を
生
み
出
し
た 

も
の
を
尋
ね
る
よ
う
に
で
あ
る
。

こ
の
道
綽
の
問
答
に
、
法
然
が
見
す
え
た
浄
土
宗
独
立
の
必
然
性
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
視
座
は 

充
分
に
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

そ

こ

に

は

「
一
切
衆
生
」
と
い
う
問
題
が
先
ず
あ
る
。

し
か
も
そ
の
衆
生
に
対
し
て
、

「
皆
有
仏
性
」

と
い
う
仏
説
に
よ
る
大
乗
仏
教 

の
真
理
を
示
し' 

自
覚
覚
他
覚
行
窮
満
し
た
も
う
多
く
の
仏
と
の
値
遇
し
て
き
た
事
実
を
押
え
、
そ
れ
全
体
を
生
死
に
苦
悩
す
る
今
の
問 

題
と
し
て
問
い
尽
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
仏
法
の
真
理
の
自
明
な
る
こ
と
を
、
今

を

基

点

と

し

て

「
果
し
て
そ
う
か
」
と
問
い
か
え

⑤

す
よ
う
な
、

こ
う
い
う
問
い
を
見
つ
け
出
す
と
こ
ろ
に
、
法
然
の
求
道
の
姿
勢
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
多
仏
に
値
遇
し
な 

が
ら
出
離
し
え
な
か
っ
た
一
切
衆
生
の
事
実
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

た
だ
衆
生
の
こ
と
に
留
ま
ら
ず
に
、
出
離
せ
し
め
え
な 

か
っ
た
多
仏
出
世
の
責
任
を
も
詰
問
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て' 

仏
法
の
全
て
を
問
う
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
れ 

故
に
、

こ
の
問
い
か
け
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
は
誰
一
人
と
し
て
い
な
い
よ
う
な
質
の
問
い
で
あ
る
。
全
て
の
人
に
責
任
転
嫁 

を
許
さ
ず
、
誰
一
人
の
自
己
弁
護
を
も
許
さ
ず
、
た
だ
今
現
在
の
苦
悩
の
事
実
を
問
う
。

そ
こ
に
こ
の
問
い
の
厳
し
さ
と
優
し
さ
が
あ
る
。
 

問
い
が
明
確
で
あ
る
が
故
に'

答
え
て
日
く
。
大
乗
の
聖
教
に
依
る
に
、
良
に
二
種
の
勝
法
を
得
て
以
て
生
死
を
排
わ
ざ
る
に
由
っ
て
な
り
。
是
を
以
て
火
宅
を
出 

で
ず
。(

同
上)

と
、
答
え
は
端
的
で
あ
る
。
何
故
か
。
教
に
依
っ
て
法
を
得
な
い
が
た
め
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
教
法
か
。

大
乗
の
教
法
を
で
あ
る
。

正 

に
教
法
に
依
る
と
い
う
仏
弟
子
の
原
点
、
機
教
の
相
応
と
い
う
こ
と
で
確
か
め
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
 

何
者
を
か
ニ
と
為
る
。

一
に
は
謂
く
聖
道
、

二
に
は
謂
く
往
生
浄
土
な
り
。(

同
上)
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と
示
さ
れ
た
二
種
の
勝
法
も'

「
聖
道
の
一
種
は
今
の
時
証
し
難
し
」
「
当

今

は
(

中
略)

唯
浄
土
の
一
門
有
り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
」 

と
明
か
し
て
い
る
よ
う
に
、

正
に
今
と
い
う
時
を
も
っ
て
そ
の
行
証
を
問
う
て
い
く
。
機
教
相
応
と
は
、
常
に
今
と
い
う
と
こ
ろ
で
確
か 

め
ら
れ
な
け
れ
ば
意
味
を
持
た
な
い
。

そ
れ
が
少
し
で
も
ず
れ
た
な
ら
ば
、

そ
の
問
い
つ
め
が
ど
ん
な
に
厳
し
く
、
ま
た
整
合
性
の
と
れ 

た
も
の
で
あ
っ
て
も' 

過
去
の
遺
物
の
調
査
か' 

過
ぎ
さ
っ
た
栄
光
へ
の
追
憶
に
終
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
る
に
そ
の
今
と
い
う
時
を
見
つ
め
る
中
に
、

聖
道
の
一
種
は
今
の
時
証
し
難
し
。

ー
に
は
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
に
由
る
。

二
に
は
理
深
く
解
微
な
る
に
由
る
。(

同
上) 

と
示
さ
れ
る
聖
道
難
証
の
ニ
由
が
露
呈
す
る
の
で
あ
る
。

二
由
は
時
と
機
と
を
問
題
に
し
て
教
法
と
の
不
相
応
を
語
る
の
で
あ
る
。

そ
の 

文
面
と
し
て
は
、
既
に
し
て
釈
尊
か
ら
時
が
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
衆
生
の
理
解
力
が
微
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は' 

本
質
的
な
矛
盾
を
露
わ
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

時
と
機
を
生
き
る
自
ら
の
事
実
を
問
わ
な
い 

ま
ま
で
あ
っ
た
が
故
に
、
本
質
的
に
教
法
と
の
乖
離
が
必
然
し
た
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
大
聖
と
深
理
が
自
ら
と
断
絶
す
る
こ
と
な
く
連 

続
し
て
い
る
も
の
と
思
想
し
た
た
め
に
、
自
ら
の
成
仏
の
可
能
性
を
釈
迦
に
見
続
け
、

た

だ

仏

智

に

よ

っ
て

の

み

明

か

さ
れ

た

「
一
切
衆 

生
皆
有
仏
性
」

と
い
う
深
理
を
自
明
な
こ
と
と
し
、
 

浮
浅
暗
鈍
な
る
機
解
を
も
っ
て
教
理
の
構
築
に
腐
心
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ 

の
結
果
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
続

く

『
大
集
月
蔵
経
』

の
取
意
の
文
の
ご
と
く
、

是
の
故
に
大
集
月
蔵
経
に
云
く
。

我
が
末
法
の
時
の
中
に
億
億
の
衆
生
、

行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に' 

未
だ
一
人
も

得
る
者
有
ら 

ず
。(

同
上)

と
い
う
、
自
ら
の
修
道
に
お
い
て
確
か
な
行
証
を
誰
一
人
と
し
て
得
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
私
釈
で
は'

『
安
楽
集
』 

の
意
に
準
じ
て
思
う
な
ら
ば'

「
真

言

・
仏

心

・
天

台

・
華

厳

・
三

論
-

法

相

・
地

論

・
摂
論
、
此
れ
等
の
八
家
の
意
」

は
、

「
歴
劫
迂
廻 

の
行
に
当
」

る
し
、

「
俱

舎

・
成
実
・
諸
部
の
律
宗
」

も

「
声
聞
・
縁
覚
の
断
惑
証
理
、

入
聖
得
果
の
道
」

に
摂
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

0

そ
の
歴
劫
迂
廻
で
あ
り
断
惑
証
理
で
あ
る
こ
と
こ
そ
、

「
未
有
一
人
得
者
」

の
証
拠
で
あ
る
。

し
か
も
な
お
そ
こ
に
成
仏
の
可
能
性
を
信
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じ
て
、

歴
劫
迂
廻
の
修
道
を
保
証
し
支
え
た
も
の
は' 

大
聖
釈
尊
に
続
か
ん
と
す
る
、
自
負
心
に
も
似
た
恋
慕
の
心
だ
と
言
う
の
で
あ
ろ 

う
。

釈
尊
恋
慕
の
心
こ
そ
が' 

自
ら
苦
行
に
策
励
す
る
こ
と
の
意
味
と
価
値
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

法
然
は
そ
の
よ
う
に
な
る
仏
教
全
体 

に
向
っ
て
、

「
無
仏
の
時
」

と
い
う
仏
弟
子
の
悲
し
み
に
対
面
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
無
仏
の
時
を
生
き
る
仏
弟
子 

の
悲
し
み
に
対
面
し
な
い
限
り
、

凡
そ
此
の
聖
道
門
の
大
意
は
、
大
乗
及
以
び
小
乗
を
論
ぜ
ず
。

此
の
娑
婆
世
界
の
中
に
し
て
、

四
乗
の
道
を
修
し
て
、

四
乗
の
果
を 

得
。

四
乗
と
い
う
は
、

三
乗
の
外
に
仏
乗
を
加
う
る
な
り
。(

同
上
九
三
一
頁)

と
、
仏
乗
を
含
め
全
仏
教
を
総
括
し
て
語
る
よ
う
に
、
釈
迦
を
恋
慕
う
嘆
き
の
中
で
、
行
証
の
な
い
ま
ま
、

こ
の
世
を
た
だ
娑
婆
世
界
と 

い
う
、
文
字
通
り
勘
忍
の
土
と
し
て
そ
の
修
道
に
堪
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
然
は
こ
の
大
聖
と
深
理
と
の
連
続
性
の
上
に
立
て
ら
れ
た
聖
道
と
い
う
も
の
の
中
に
、

た

だ

自

己

一

人

の

「
未
有
一
人
得
者
」

と
い 

う
事
実
を
見
た
の
で
は
な
い
。

そ
こ
か
ら
惹
起
す
る
問
題
と
し
て
、
本
願
章
の
勝
劣
難
易
の
義
の
問
答
で
押
え
る
よ
う
な
事
実
を
見
て
い 

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

若
し
夫
れ
造
像
起
塔
を
以
て
、
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
、
則
ち
貧
窮
困
乏
の
類
は
、
定
ん
で
往
生
の
望
を
絶
た
ん
。
然
る
に
富
貴
の 

者
は
少
く
、
貧
賤
の
者
は
甚
だ
多
し
。

若
し
智
慧
高
オ
を
以
て
、
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
、
愚
鈍
下
智
の
者
は
、
定
ん
で
往
生
の
望 

を
絶
た
ん
。
然
る
に
智
慧
の
者
は
少
く
、
愚
癡
の
者
は
甚
だ
多
し
。
若
し
多
聞
多
見
を
以
て' 

本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
、
少
聞
少
見 

の
輩
は' 

定
ん
で
往
生
の
望
を
絶
た
ん
。
然
る
に
多
聞
の
者
は
少
く
、
少
聞
の
者
は
甚
だ
多
し
。
若
し
持
戒
持
律
を
以
て
、
本
願
と 

為
し
た
ま
わ
ば
、
破
戒
無
戒
の
人
は
、
定
ん
で
往
生
の
望
を
絶
た
ん
。
然
る
に
持
戒
の
者
は
少
く'

破
戒
の
者
は
甚
だ
多
し
。
自
余 

の
諸
行
、
之
に
準
じ
て
応
に
知
る
べ
し
。(

真
聖
全
一
・
九
四
四
頁
原
漢
文)

と
示
す
、
念
仏
を
選
択
し
た
本
願
の
意
を
尋
ね
る
中
で
押
え
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
高
妙
な
教
理
の
構
築
を
行
い
、
そ
の
教
理
に
基
く
難 

行
苦
行
に
価
値
を
見
出
し
、
厳
し
い
修
道
へ
と
自
ら
を
策
励
し
て
き
た
中
に' 

一
切
衆
生
の
救
わ
れ
る
べ
き
道
を
、
極

少

数

の

「
富
貴
の
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者

」
「
智
慧
の
者
」

「
多
聞
の
者
」

「
持
戒
の
者
」

と

い

う

一

部

特

殊

者(

聖
者)

の
た
め
の
も
の
と
し
て
き
た
。

そ
れ
は
た
だ
そ
れ
だ
け 

に
終
ら
ず
に
、
仏
教
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て'

「
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
」
う

多

数

の

「
貧
窮
困
乏
の
類
」
「
愚
鈍
下
智
の
者
」

⑧

「
少
聞
少
見
の
輩
」
「
破
戒
無
戒
の
人
」
達

に

「
往
生
の
望
を
絶
た
」
し
め
て
き
た
。
文
字
通
り
自
損
損
他
の
事
実
に
他
な
ら
な
い
。

仏
法 

に
お
い
て
、
自
損
は
必
ず
損
他
を
惹
起
し
、
損
他
こ
そ
自
損
の
証
拠
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば' 

釈

尊
(

仏
宝)

と

断

絶

し

深

理(

法 

宝)

と
乖
離
し
て
い
る
自
ら
の
事
実
に
気
付
か
ず
、

こ
れ
を
不
問
に
し
た
ま
ま' 

そ
の
二
宝
と
の
接
続
を
自
明
な
こ
と
と
し
た
修
道
で
あ 

っ
た
が
故
に
、
そ
の
必
然
と

し
て

仏
法
の
も
と

に
集
う
べ
き

人

(々

僧
宝)

を
自
損
損
他
し
た
の
で
あ
る
。

文
字
通
り
仏
弟
子
の
帰
依
す 

べ
き
三
宝
の
破
壊
で
あ
る
。
法
然
は
孤
高
を
誇
っ
て
聖
道
と
な
っ
て
い
く
仏
教
に
、
非
仏
教
と
も
言
え
る
三
宝
毀
滅
の
姿
を
見
て
い
た
の 

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
 

次
に
展
開
す
る
、

当
今
は
末
法
に
し
て
現
に
是
れ
五
濁
悪
世
な
り
、
唯
浄
土
の
一
門
有
り
て' 

通
入
す
べ
き
路
な
り
。(
真
聖
全
一
・
九
二
九
頁
原
漢
文) 

と
い
う
道
綽
の
押
え
と
、

是
の
故
に
大
経
に
云
く
。

若
し
衆
生
有
り
て
、
縦
令
一
生
悪
を
造
れ
ど
も
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
十
念
相
続
し
て
、
我
が
名
字
を 

称
せ
ん
に
、
若
し
生
れ
ず
ば' 

正
覚
を
取
ら
じ
と
。(

同
上)

と
い
う
、
『
観
経
』

の
下
下
品
の
教
説
か
ら
聞
き
開
か
れ
た
『
大
経
』

の
弥
陀
の
本
願
の
中
に
、
当

に

今

「
通
入
す
べ
き
路
」
と

し

て

「唯 

有
」

の

「
一
門
」
で

あ

る

「
往
生
浄
土
」

の
不
可
欠
の
要
素
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

そ

れ

は

つ

ま

り

「
末
法
」

と
い
う
時
、

「
五
濁
悪
世
」 

と
い
う
世
界
あ
る
い
は
社
会
、

「
一
生
造
悪
の
衆
生
」
と
い
う
機
、
そ

し

て

「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と

誓

う

「
本
願
の
名
号
」

と
い
う
法 

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち' 

大
聖
去

る
こ

と

遙

遠
な

る

末

法
と

い
う

「
時
」

に
、
 

観
念
の
中
に
沈
淪
さ
せ
な
い
五
濁 

悪

世

と

い

う

「
社
会
」
を
生
き
、

た
と
い
一
生
悪
を
造
る
衆
生
と
い
う
「
機
」
で
あ
っ
て
も
、
往
生
浄
土
は
た
だ
本
願
の
名
号
と
い
う
「
法
」 

に
お
い
て
必
然
の
道
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ

の

「
時
」
と

「
社
会
」

と

「
機
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、

「
法

」(

本
願
の
名
号)

と
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の
相
応
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ

れ

は

親

鸞

が

「
正
像
末
和
讃
」

の
第
一
首
で
、

釈
尊
か
く
れ
ま
し
ま
し
て

二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ

正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き

如

来

の

遺

弟

悲

泣

せ

よ(
定
本
一
-7
和
讃
篇
一
四
六
頁)

と
語
る
よ
う
な
、
釈
尊
の
遺
弟
の
悲
し
み
と

し
て

あ
る
末
法
と

い
う

「
時
」
を
示
し
て
、
特

に

「
社
会
」

と

「
機
」
を
問
題
と
し
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

親

鸞

は

こ

の

『
安
楽
集
』

の

『
大
集
経
』

と

道

綽

の

押

え

を

『
方
便
化
身
土
巻
』

に
二
度
引
用
し
て 

い
る
。

そ
の
内
聖
道
の
修
道
の
不
実
を
示
す
と
こ
ろ
で
、

当
今
は
末
法
な
り
。

是
の
五
濁
悪
世
に
は
唯
浄
土
の
一
門
有
り
て
通
入
す
べ
き
道
な
り
と
。(
定
本
一
・
ー
ー
ハ
六
頁
原
漢
文) 

と
送
り
仮
名
を
つ
け' 

五

濁

悪

世

と

い

う

「
社
会
」

の
問
題
を
聖
道
難
証
と
往
生
浄
土
と
を
分
け
る
決
定
点
と
し
て
い
る
。

そ
の
点
で
聖 

道

は

こ

の

五

濁

悪

世

と

い

う

「
社
会
」
を
娑
婆
世
界
と
い
う
勘
忍
の
土
と
し
て
堪
え
る
こ
と
を
自
ら
に
強
い
る
道
で
あ
る
。
換
言
す
る
な 

ら
ば
、
聖
道
が
仏
法
と
の
連
続
を
自
明
な
こ
と
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て' 

か
え
っ
て
仏
法
と
乖
離
し
、
そ
こ
に
集
う
べ
き
僧
宝
の
自
損
損 

他
の
事
実
に
落
ち
入
る
の
に
対
し
て
、
往
生
浄
土
の
道
は
、
仏
法
と
の
断
絶
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
機
と
社
会
、
す
な
わ
ち
自
と 

他
と
の
関
係
を
新
た
に
回
復
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
時' 

厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
と
言
い
続
け
ら
れ
て
き
た
往
生
浄
土 

に
と
っ
て
、
機
と
社
会' 

自
と
他
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

道
綽
は
、
『
安
楽
集
』

第

二

大

門

の

第

二

「
破
異
見
邪
執
」

の
第
四
に
、
 

第
四
に
穢
土
に
生
ぜ

ん
こ

と
を

願
い
て

浄

土

に

生
ぜ

ん
こ

と

を

願
わ

ざ

る
を

破
す(

真
聖
全
一
・
三
九
五
頁
原
漢
文)
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と
い
う
頃
を
置
き
、
穢
土
の
衆
生
と
の
関
係
を
示
す
た
め
に
、
次
の
問
答
を
設
け
て
い
る
。

問
う
て
日
く
。
或
は
人
有
り
て
言
く'

穢
国
に
生
れ
て
衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
を
願
い
て
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
わ
ず
と
、 

是
の
事
云
何
ん
。

⑩

答
え
て
日
く
。

此
の
人
亦
一
の
徒
有
り
。
何
と
な
れ
ば
、
若
し
身
不
退
に
居
し
て
已
去
雑
悪
の
衆
生
を
化
せ
ん
が
為
の
故
に
、
能
く 

染
に
処
す
れ
ど
も
染
せ
ら
れ
ず
、
 

悪
に
逢
え
ど
も
変
せ
ず
、
鵝
鴨
の
水
に
入
れ
ど
も
水
湿
す
こ
と
能
わ
ざ
る
が
如
し
。

此
の
如
き
の 

人
等
能
く
穢
に
処
し
て
苦
を
抜
く
に
堪
え
た
り
。

若
し
是
れ
実
の
凡
夫
な
ら
ば
、
 

唯
恐
ら
く
は
自
行
未
だ
立
た
ず
苦
に
逢
え
ば
即
ち
変
じ
、
彼
を
済
わ
ん
と
欲
せ
ば' 

相
与
俱
に
没
し 

な
ん
。
鶏
を
逼
め
て
水
に
入
ら
し
む
る
が
如
似
し
。
あ
に
能
く
湿
わ
ざ
ら
ん
や
。

是

の

故

に

『
智
度
論
』

に
云
く
。

「
若
し
凡
夫
発
心
し
て
即
ち
穢
土
に
在
り
て
衆
生
を
抜
済
せ
ん
と
願
う
を
ば
、
 

聖
意
許
さ
ず
と
。
」 

何
の
意
か
然
る
と
な
ら
ば
、

龍
樹
菩
薩
釈
し
て
云
く
。

「
譬
え
ば
四
十
里
の
氷
に
も
し
一
人
有
り
て
一
升
の
熱
湯
を
以
て
之
に
投
ず 

れ
ば
、
当
時
は
少
し
く
減
ず
る
に
似
如
た
れ
ど
も
、
若
し
夜
を
経
て
明
に
至
れ
ば
、
乃
ち
余
の
者
よ
り
も
高
き
が
如
し
。
凡
夫
此
に 

在
り
て
発
心
し
て
苦
を
救
う
も
亦
復
是
の
如
し
。
貪
瞋
の
境
界
違
順
多
き
を
以
て
の
故
に
、
自
ら
煩
悩
を
起
し
て
返
て
悪
道
に
堕
す 

る
が
故
な
り
と
。
」(

同
上)

す
な
わ
ち
、
も
し
不
退
の
位
を
得
た
後
で
あ
る
な
ら
ば' 

水
面
に
浮
ぶ
鵝
鴨
の
ご
と
く
、
穢
土
で
雑
悪
の
衆
生
を
教
化
し
よ
う
と
し
て
も
、
 

染
せ
ら
れ
ず
に
救
済
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
不
退
を
得
な
い
凡
夫
で
あ
る
な
ら
ば
、
池
に
は
ま
っ
た
鶏
が
い
く
ら
豌
い
て
も
羽 

は
水
に
濡
れ
水
中
に
沈
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
救
わ
ん
と
し
た
衆
生
と
共
に
没
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
、
仏
は
凡
夫 

が
穢
土
で
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
氷
の
世
界
で
少
し
ば
か
り
の
熱
湯
を
か
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 

衆
生
救
済
に
汗
し
て' 

そ
の
効
果
が
表
れ
て
も' 

そ
の
熱
意
が
冷
め
る
と
と
も
に
、
逆
に
熱
意
の
分
の
弊
害
を
起
し
悪
道
に
堕
す
と
言
う 

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
穢
土
の
衆
生
に
対
そ
う
と
し
て
い
る
あ
な
た
は
、

鵝
鴨
に
譬
え
ら
れ
る
不
退
の
菩
薩
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な
の
か
、 

そ
れ
と
も
鶏
の
ご
と
き
凡
夫
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
凡
夫
で
あ
る
な
ら
ば
、
穢
土
の
衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
は. 

仏
の
許
可
し
な
い
自
損
損
他
の
行
い
と
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
鵝
鴨
の
譬
え
を
、
善
導
は
継
承
し
て'

『
観
経
疏
』

玄
義
分
経
論
和
会
門
で
、
『
観
経
』

の
九
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
第 

二
の
道
理
破
で
問
題
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
諸
師
が
、
九
品
の
内
上
下
品
の
人
を
種
性
以
上
初
地
ま
で
の
菩
薩
に
当
る
と
解
釈
し
て
い 

る
の
に
対
し
て'

『
経
』

に
説
く
が
如
し
。

「
此
れ
等
の
菩
薩
を
名
け
て
不
退
と
為
す
、
 

身
生
死
に
居
し
て
生
死
の
為
に
染
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
、

鵝
鴨 

の
水
に
在
る
に
湿
す
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
し
と
。
」

『
大
品
経
』

に
説
く
が
如
し
。

「
此
の
位
の
中
の
菩
薩
は
二
種
の
真
の
善
知
識
の 

守
護
を
得
る
に
由
る
が
故
に
不
退
な
り
。
何
と
な
れ
ば
、

一
に
は
是
れ
十
方
の
諸
仏
、

二
に
は
是
れ
十
方
の
諸
大
菩
薩
、
常
に
三
業 

を
以
て
外
に
加
し
て
、
諸
の
善
法
に
於
て
退
失
有
る
こ
と
無
か
ら
し
む
、
故
に
不
退
の
位
と
名
く
る
な
り
。
此
れ
等
の
菩
薩
も
亦
能 

く
ハ
相
成
道
し
て
衆
生
を
教
化
す
。

其
の
功
行
を
論
ず
れ
ば
、

已
に
一
大
阿
僧
祇
劫
を
経
て
、

福
智
等
を
双
べ
修
す
と
。
」

既
に
斯 

の
勝
徳
有
り
、
更
に
何
事
を
憂
え
て
か
、

乃
ち
韋
提
の
請
に
藉
り
て
生
ず
る
こ
と
を
求
め
ん
や
。(

真
聖
全
一
・
四
四
九
頁
原
漢
文) 

と
論
じ
て
い
く
。

種
性
以
上
初
地
ま
で
の
菩
薩
が
、
生
死
に
処
し
て
も
汚
染
し
な
い
不
退
の
位
を
得
て
い
る
の
は' 

十
方
の
諸
仏
と
諸
大 

菩
薩
が
常
に
守
護
す
る
と
い
う
徳
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
釈
尊
の
よ
う
な
衆
生
教
化
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
大
阿 

僧
祇
劫
と
い
う
長
い
功
行
の
勝
徳
の
た
め
で
あ
る
。

そ
ん
な
勝
徳
あ
る
菩
薩
が
憂
い
の
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
し
、
ま
し
て
往
生
を
求
め
る 

必
要
が
な
い
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
、

そ
し
て
こ
の
道
理
破
を
、

然
る
に
諸
仏
の
大
悲
は
苦
者
に
於
て
す
、

心
偏
に
常
没
の
衆
生
を
愍
念
し
た
も
う
、
是
を
以
て
勧
め
て
浄
土
に
帰
せ
し
む
。
亦
水
に 

溺
れ
た
る
人
の
如
き
は
、
急
に
須
ら
く
偏
に
救
う
べ
く
、
岸
上
の
者
何
を
用
て
か
済
う
こ
と
を
為
さ
ん
。(

同
上
四
五
〇
頁
原
漢
文) 

と
結
ん
で
い
く
。
諸
師
が
自
ら
の
見
解
に
よ
っ
て
経
典
を
解
釈
し
て' 

上

輩

・
中

輩
を

大

乗

の

菩

薩

・
小
乗
の
聖
者
等
に
位
置
付
け
て
い 

く
の
に
対
し
て
、
水
に
溺
れ
る
こ
と
の
な
い
鵝
鴨
の
ご
と
き
菩
薩
，
聖
者
に
は
、
憂
い
も
苦
し
み
も
な
く'

生
死
海
に
浮
か
べ
ど
も
、

そ
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の

実

質

は

「
岸
上
の
者
」
で
あ
る
。

そ
ん
な
聖
者
の
た
め
に
仏
教
が
あ
る
の
か
と
、
善
導
は
仏
意
を
推
求
し
て
い
く
。

そ

の

「
岸
上
の
者
」 

を
諸
仏
諸
大
菩
薩
が
守
護
し
よ
う
と
も
、
諸

仏

の

大

悲

が

浄

土

を

勧

め

「
急
に
須
ら
く
偏
に
救
う
べ
」
き
存
在
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の 

生

死

海

の

内

で

苦

し

む

「常
没
の
衆
生
」
で
あ
る
。
善
導
は
徹
底
し
て
、

但

此

の

『
観
経
』

は
仏
、
凡
の
為
に
説
き
た
も
う
、
聖
の
于
に
せ
ざ
る
な
り
。(

真
聖
全
一
・
四
五
二
頁
原
漢
文) 

と
主
張
し
て
い
く
。

故
に
浄
土
往
生
は' 

生
死
海
に
溺
れ

五
濁

悪
世
と

い
う

社
会
に
苦
悩
す

る
「常
没
の
衆
生
」

に
お
い
て
し
か' 

問
題 

と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

此

の

『
観
経
』

の
定
善
及
び
三
輩
上
下
の
文
意
を
看
る
に
、 

総
て
是
れ
仏
世
を
去
り
た
ま
い
て
後
の
五
濁
の
凡
夫
な
り
。
但
縁
に
遇 

う
に
異
な
り
有
る
を
以
て
、
九
品
を
し
て
差
別
せ
し
む
る
こ
と
を
致
す
。(

同
上
四
五
三
頁
原
漢
文) 

と
、
九
品
段
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
定
散
総
て
五
濁
の
凡
夫
で
あ
っ
て
、

そ
の
凡
夫
の
内
実
を
遇
縁
と
い
う
と
こ
ろ
で
押
え
て
い
く
。

し
か 

し
そ
の
遇
縁
と
い
う
押
え
は
、
私
と
い
う
主
体
が
い
て
、

そ
れ
が
た
ま
た
ま
縁
に
遇
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
の 

よ
う
な
形
の
縁
と
し
て' 

他
す
な
わ
ち
五
濁
悪
世
が
見
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

そ
の
本
人
は
生
死
海
に
浮
ぶ
鵝
鴨
か
、
あ
る
い
は
生
死
海 

の
様
子
を
対
岸
の
火
の
よ
う
に
眺
め
る
岸
上
の
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
岸
上
の
者
に
と
っ
て' 

他
な
る
五
濁
悪
世 

は
、

い
か
に
自
覚
覚
他
と
言
い
自
利
利
他
と
言
っ
て
他
を
問
題
と
し
よ
う
と
も
、

そ
れ
は
他
己
に
自
覚
を
促
す
か
、
自
ら
の
余
沢
を
他
に 

与
え
る
程
度
の
二
次
的
な
も
の
と
し
て
し
か
意
味
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
五
濁
の
世
に
お
い
て
入
聖
得
果
の 

行
証
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

ー
に
は
外
道
の
相
善
は
菩
薩
の
法
を
乱
る

 ヽ

二
に
は
声
聞
は
自
利
に
し
て
大
慈
悲
を
障
う
、
 

三
に
は
無
顧
の
悪
人
他
の
勝
徳
を
破
す
、
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四
に
は
顚
倒
の
善
果
能
く
梵
行
を
壊
す
、

五
に
は
唯
是
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ
無
し
、

斯
れ
等
の
如
き
の
事
目
に
触
る
る
に
皆
是
れ
な
り
。

譬
え
ば
陸
路
の
歩
行
は
則
ち
苦
し
き
が
如
し
。(

同
上
九
三
二
頁
原
漢
文)

⑪

と
、
曇
鸞
が
難
行
道
の
五
難
を
示
す
よ
う
な
、
菩
薩
道
の
非
仏
教
化
と
空
洞
化
が
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
岸
上
の
者
に
と
っ
て
仏
教
を
陸 

路
の
歩
行
と
し
て
歩
む
こ
と
が
何
故
苦
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
自
利
利
他
の
成
就
を
自
力
を
も
っ
て
果
遂
し
よ
う
と
し
た
た
め
で 

あ
り
、
自
身
の
存
在
の
事
実
で
あ
る
五
濁
の
世
を
忘
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
公
道
を
孤
立
し
た
個
人
の
道
と
し
て
私
有
化
し
た 

か
ら
と
も
言
え
よ
う
。

善
導
が
わ
ざ
わ
ざ
聖
者
に
簡
ん
で
、

「
五
濁
の
凡
夫
な
り
、

但
縁
に
遇
う
」
と
示
し
た
凡
夫
と
は' 

そ
う
い
う
孤
立
し
た
自
己
で
は
な 

い
。

か
え
っ
て
遇
縁
そ
の
も
の
を
自
身
の
存
在
の
事
実
と
し
て
見
定
め
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

他
な
る
五
濁
の
世
こ
そ
、
自
身
の
存
在 

の
基
盤
で
あ
る
。

他
か
ら
孤
立
し
た
自
も
、
自
か
ら
隔
絶
し
た
他
も
、

と
も
に
い
の
ち
の
事
実
と
し
て
は
本
来
意
味
を
も
た
な
い
も
の
で 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
そ
の
も
の
が
自
で
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
自
他
の
分
別
を
拒
否
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
い
の
ち
の
事
実
は
あ
る 

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
凡
夫
に
と
っ
て
こ
の
自
他
の
問
題
は
ど
の
よ
う
な
感
覚
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

道
綽
は
ま
た
、
第

八

大

門

の

第

三

に

「
往
生
の
意
」
を
釈
し
て
こ
う
語
る
。

問
う
て
日
く
。
今
浄
土
に
生
ぜ
ん
こ
と
を
願
ず
、
 

未
た
知
ら
ず
何
の
意
を
作
す
や
。

⑫
 

答
え
て
日
く
。
只
疾
く
自
利
利
他
を
成
じ
利
物
深
広
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。(
真
聖
全
一
・
四
三
一
頁
原
漢
文) 

と
。

つ
ま
り
浄
土
願
生
こ
そ
速
疾
に
自
利
利
他
を
成
就
し
て' 

利
物
が
深
広
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
以
外
に
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
こ
れ
を
受
け
て
、

問
う
て
日
く
。
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
も
の
は
利
物
を
欲
す
る
に
擬
す
と
い
わ
ば
、
若
し
爾
ら
ば
、
所
抜
の
衆
生
は
今
現
に
此
に 

在
り
、

已
に
能
く
此
の
心
を
発
得
す
れ
ば
、
只
応
に
此
に
在
り
て
苦
の
衆
生
を
抜
く
べ
し
、
何
に
因
っ
て
か
此
の
心
を
得
竟
り
て' 

先
ず
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
や
。
衆
生
を
捨
て
て
自
ら
菩
提
の
楽
を
求
む
る
に
似
如
る
を
や
。(

同
上) 

と
、
問
い
を
つ
め
て
い
く
。

救
う
べ
き
衆
生
は' 

今
現
に
こ
の
穢
土
に
い
る
。

し
か
る
に
、
な
お
浄
土
願
生
す
る
の
は
、
そ
の
衆
生
を
捨 

て
て
、
 

自
ら
の
楽
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

利
物
の
心
を
発
す
の
な
ら' 

こ
の
穢
土
で
苦
悩
の
衆
生
を
救
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の 

厳
し
い
問
い
に
対
し
て
、

答
え
て
日
く
。
此
の
義
類
せ
ず
。
何
と
な
れ
ば'

『
智
度
論
』

に
云
う
が
如
し
。

「
譬
え
ば
二
人
俱
に
父
母
眷
属
の
深
淵
に
没
在
す
る 

を
見
る
。

一
人
は
直
ち
に
往
い
て
力
を
尽
し
て
之
を
救
う
。
力
の
及
ば
ざ
る
所' 

相
与
俱
に
没
す
。

一
人
は
遙
か
に
走
り
一
の
舟
船 

に
趣
き
乗
り
来
り
て
済
接
す
る
に
並
に
難
を
出
ず
る
こ
と
を
得
る
が
如
し
。
菩
薩
も
亦
爾
な
り
。
若
し
未
だ
発
心
せ
ざ
る
時
に
は
、
 

生
死
に
流
転
す
る
こ
と
衆
生
と
別
な
る
こ
と
無
し
。
但
已
に
菩
提
心
を
発
す
時
は
、
先
ず
願
じ
て
浄
土
に
往
生
し
大
悲
の
船
を
取
り 

て
無
礙
弁
才
に
乗
じ
て
生
死
海
に
入
り
衆
生
を
済
運
す
べ
し
と
。
」(

同
上)

と' 

こ

こ

で

も

『
智
度
論
』

の
譬
え
に
よ
っ
て
、
生
死
海
に
あ
る
衆
生
が
利
他
の
た
め
に
浄
土
願
生
す
る
必
然
性
を
示
し
て
い
る
。

こ
の 

譬
喩
に
、
利
他
の
対
象
で
あ
る
穢
悪
の
衆
生
が' 

自
己
と
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い 

る
。

他
は
決
し
て
自
己
に
と
っ
て
、
単
に
外
縁
と
し
て
立
て
ら
れ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
鵝
鴨
が
水
面
か
ら
自
由
に
飛
び
た
て
る
よ
う 

に
思
い
通
り
に
離
れ
て
い
け
る
よ
う
な
存
在
で
も
な
い
。

ま
し
て
や
、

二
次
的
関
係
で
も
偶
然
的
関
係
で
も
な
い
。
内
な
る
い
の
ち
の
連 

帯
に
お
い
て
あ
る
存
在
で
あ
る
。

い
か
に
外
に
立
て
よ
う
と
し
て
も
、

い
つ
で
も
離
れ
ら
れ
る
よ
う
に
思
っ
て
も
、

そ
の
思
い
の
わ
が
ま 

ま
さ
を
見
破
り' 

そ
れ
を
許
さ
な
い
関
係
と
し
て
あ
る
。

そ
れ
故
に
自
利
利
他
・
自
覚
覚
他
と
い
う
こ
と
が
、
大
乗
菩
薩
道
の
究
極
的
問 

題
と
な
る
の
で
あ
る
。

正

に

親

鸞

が

『
歎
異
抄
』

で
、
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一
切
の
有
情
は

み
な

も
て

世
々

生
々

の

父

母

兄

弟
な

り(

定
本
四
・
言
行
篇⑴

ハ
頁)

と
語
る
、
内
な
る
い
の
ち
の
連
帯
の
関
係
と
し
て
五
濁
悪
世
に
没
す
る
自
他
が
明
ら
か
に
な
る
時' 

初
め
て
浄
土
願
生
が
、 

易
行
道
は
、
謂
く
但
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。

仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
し
む
。

仏 

力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。

正
定
は
即
ち
是
れ
阿
毘
跋
致
な
り
。
譬
え
ば
水
路
に
船
に
乗
じ
て
則
ち
楽
し
き
が
如
し
。

(

真
聖
全
一
・
九
三
二
頁
原
漢
文)

と
、

水
路
の
乗
船
に
譬
え
ら
れ
る
他
力
持
の
仏
道
と
し
て

「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

法

然
は

そ

の

他

力

持

の

仏

道

の

根

拠

を

「
選
択
本
願
念
仏
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
出
し' 

念

仏

が

衆

生

に

と

っ

て

「
別
し
て
回
向
を
用 

い
ざ
れ
ど
も
、

自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
」

の
は
、

「
彼
仏
の
本
願
の
行
」

で
あ
る
か
ら
だ
と
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

故
に
法
然
に
と 

っ
て
は
、

立
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
舎
て
て
云
に
念
仏
に
帰
し
ぬ
。

其
れ
自
り
已
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
自
行
化
他
唯
念
仏
を
繹
と
す
。(

真
聖
全

一-

九
九
三
頁
原
漢
文)

と
表
明
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

そ

し

て

そ

の

「
大
悲
の
舟
」

へ
の
乗
託
の
方
途
は
、
先

に

掲

げ

た

教

相

章

所

引

の

『
安
楽
集
』

の
後
半
部 

の
展
開
に
読
み
取
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
一
生
造
悪
の
衆
生
の
念
仏
往
生
を
誓
う
『
大
経
』

の
弥
陀
の
本
願
を
受
け
て' 

そ

れ

を

「
又
復
」

と
起
し
て
、

一
切
衆
生
、
都
て
自
ら
量
ら
ず
。

若

し

大

乗

に

拠

ら

ば(

中
略)

曾
っ
て
未
だ
心
に
措
か
ず
。

若

し

小

乗

を

論

ぜ

ば(

中
略)

道
俗
を
問
う
こ
と
な
く'

未
だ
其
の
分
に
有
ら
ず
。
 

縦

い

人

天

の

果

報

有

る

も(

中
略)

然
る
に
持
ち
得
る
者
は
甚
だ
希
な
り
。

若
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
何
ぞ
暴
風
駛
雨
に
異
な
ら
ん
。
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是
を
以
て
諸
仏
の
大
慈' 

勧
め
て
浄
土
に
帰
せ
し
め
た
も
う
。
縦

令

い

一

形

悪

を

造

れ

ど

も(

中
略)

定
ん
で
往
生
を
得
ん
。
 

何
ぞ
思
量
せ
ず
し
て
、
都
て
去
く
心
な
き
ゃ
。(
真
聖
全
一
・
九
二
九
頁
原
漢
文
中
略
筆
者) 

と
示
さ
れ' 

丁

度

『
観
経
』

九
品
段
の
教
説
が
、
上
上
品
か
ら
下
下
品
へ
と
向
下
的
に
進
ん
で
自
覚
が
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
教
え
の
も 

と

で

「
機
」

の
自
覚
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
 

聖
道
門
の
修
行
は
、
智
慧
を
き
わ
め
て
生
死
を
は
な
れ
、
浄
土
門
の
修
行
は
、
愚
癡
に
か
へ
り
て' 

極
楽
に
む
ま
る
と
云
々
。

(

定
本
五
・
輯
録
篇
二
九
〇
頁)

と
語
ら
れ
る
よ
う
な' 

全
く
異
な
る
方
向
の
仏
道
で
あ
る
。

し
か
れ
ば' 

浅
智
を
も
っ
て
仏
法
を
全
領
し
て
孤
高
を
誇
り' 

五
濁
悪
世
を 

下
に
見
て
い
く
の
で
は
な
く
、

五
濁

悪
世
と
と
も

な

る

自

身

の

事

実

に

「
愚
癡
に
か
え
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
立
ち
帰
り
、

そ
の
五
濁
悪
世 

に
用
く
仏
法
を
た
だ
聞
思
す
る
道
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
然
の
唱
導
し
た
往
生
浄
土
の
仏
道
は
、
 

正
し
く
往
生
浄
土
を
明
か
す
教
と
い
う
は
、

三
経
一
論
是
れ
な
り
。(

真
聖
全
一
・
九
三
一
頁
原
漢
文) 

と
明
示
さ
れ
た
教
法
に
お
い
て
、

浄

土

宗

の

学

者(

中
略)

其
の
志
有
ら
ば' 

須
ら
く
聖
道
を
棄
て
て
浄
土
に
帰
す
べ
し
。(

同
上
九
三
三
頁
原
漢
文) 

と
、

「棄
て
て
帰
す
べ
し
」
と
勧
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

徹
底
し
て
教
法
聞
思
と
い
う
仏
弟
子
の
姿
勢
を
自
身
に
要
求
す
る
道
で
あ
る
。
 

と
同
時
に
、

五
濁
悪
世
に
あ
る
自
身
の
事
実
に
責
任
を
要
求
す
る
仏
道
で
あ
る
。

し

か

れ

ば

こ

の

法

然

の

『
選
択
集
』
の
付
嘱
を
受
け
、

そ

れ

に

応

答

す

べ

く

「
愚
禿
釈
」
と
名
告
っ
た
親
鸞
が'

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証 

文
類
』

の

「
教
巻
」

の
冒
頭
に
開
示
し
た
、

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
い
て
真
実
の
教
行
信
証 

有
り
。(

定
本
一
・
九
頁
原
漢
文)

と
い
う
一
宗
の
大
綱
と
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
こ
そ' 

五

濁

悪

世

を

生

き

尽

す

「克
服
の
論
理
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
回
向
四
法
と
い
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う

「克
服
の
論
理
」
が
成
立
す
る
場
は
、
文

字

通

り

「
浄
土
を
真
宗
」
と
す
る
と
こ
ろ
、
す

な

わ

ち

五

濁

悪

世

で

あ

る

「
難
度
海
」(

定
本 

ー
・
五
頁)

に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
二
回
向
四
法
と
し
て
明
示
さ
れ
る
教
法
の
論
理
と' 

人

間

の

存

在

の

場

と

し

て

の

「
難
度
海
」

と
の
間 

に
、

も
し
隙
間
が
で
き
た
な
ら
ば' 

自
己
は
教
法
と
乖
離
し
、

「
難
度
海
」
を
他
人
事
と
し
て
排
異
し
、

世
俗
権
力
と
の
曖
昧
な
妥
協
の 

道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
曖
昧
な
妥
協
は
、
内
に
冷
酷
な
排
異
と
差
別
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
克
服
す
る
も
の
こ
そ
、

「
愚 

癡
に
か
え
り
て
」
自

他

共

に

往

生

せ

ん

と

す

る

「
わ
れ
ら
」

の
感
覚
で
あ
る
。

そ
こ
に
二
回
向
四
法
と
い
う
教
法
聞
思
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

故
に
こ
れ
を
学
ぶ
学
徒
は
、

単
に
二
回
向
四
法
の
論
理
性
を
あ
げ
つ
ら
う
の
で
は
な
く
、
先
ず
そ
の
成
立
の
場
で
あ
る
愚
禿
の
大
地
に
帰 

っ

て

「
難
度
海
」

の
事
実
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ

こ

に

「
わ
れ
ら
」

の
道
と
し
て
の
往
生
浄
土
が
横
超
の
仏
道
と
し
て
あ
る 

の
で
あ
る
。

註

①
 

『
西
方
指
南
抄
』
下
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
或
人
念
仏
之
不
審
、
聖
人
に
奉
問
次
第
」
で
も
、

同
じ
く
宗
名
に
つ
い
て
の
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
こ
で
は
、
法
然
は
、

答
。
宗
の
名
を
た
っ
る
こ
と
は
仏
説
に
は
あ
ら
ず
、

み
づ
か
ら
こ
こ
ろ
ざ
す
と
こ
ろ
の
経
教
に
つ
き
て
、
存
じ
た
る
義
を
学
し
き
わ
め
て
、
宗
義 

を
判
ず
る
事
也
。
諸
宗
の
な
ら
ひ
、
み
な
か
く
の
ご
と
し
。
い
ま
浄
土
宗
の
名
を
た
っ
る
事
は
、
浄
土
の
依
正
経
に
つ
き
て
、
往
生
極
楽
の
義
を 

さ
と
り
き
わ
め
た
ま
へ
る
先
達
の
、
宗
の
名
を
た
て
た
ま
へ
る
な
り
。(

定
本
五
・
輯
録
篇
二
七
九
頁) 

と
答
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
興
福
寺
奏
状
』
の
第
一
失
「
新
宗
を
立
つ
る
失
」
で
、

た
と
ひ
功
あ
り
徳
あ
り
と
雖
も
、
す
べ
か
ら
く
公
家
に
奏
し
て
以
て
勅
許
を
待
つ
べ
し
。(

『
日
本
思
想
大
系
』

一
五
・
三
三
頁) 

と
立
宗
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
の
と
は
、
全
く
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

立
宗
は
仏
説
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
も'

ま
し
て
や
第
三 

者
に
許
可
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
仏
説
を
受
け
き
わ
め
た
仏
弟
子
に
よ
っ
て
の
み
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

②
 

黒
田
俊
雄
著
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』

VI
「
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
一
向
専
修
と
本
地
垂
迹
」
を
参
照
し
て
戴
き
た
い
。

尚
黒
田
氏
は
「
一
向 

専
修
」
と
い
う
こ
と
を
浄
土
宗
に
限
定
し
な
い
で
、
鎌
倉
新
仏
教
の
核
心
を
な
す
思
想
と
見
て
い
る
。
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③ 

同
上
一
九
三
頁

④
 

同
著
)!I

「
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
の
展
開(

三)

仏
教
革
新
運
動
—
異
端0
改
革
運
動
の
展
開
—
」
を
参
照
。

⑤ 

諸
伝
が
伝
え
る
法
然
の
諸
宗
遍
歴
の
姿
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
『往
生
要
集
詮
要
』
『
同
料
簡
』
『
同
略
料
簡
』
『
同
釈
』
で
、
法
然
は
『
往
生
要
集
』 

第
十
問
答
料
簡
門
の
第
二
往
生
階
位
に
出
て
く
る
、

問
う
。
若
し
凡
下
の
輩
も
亦
往
生
す
る
こ
と
を
得
ば
、
云
何
ぞ
近
代
彼
の
国
土
に
求
む
る
者
は
千
万
な
る
も
、
得
る
も
の
は
ー
ニ
も
無
き
ゃ(
(

真 

聖
全
ー
・
ハ
九
七
頁
原
漢
文)

と
い
う
、

こ
の
『
安
楽
集
』
の
問
い
に
非
常
に
近
い
感
覚
の
問
答
に
注
目
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
答
え
に
出
さ
れ
る
道
綽
と
善
導
の
二
文
に
基
い 

て
、
「
往
生
の
得
否
」
は
道
綽
と
善
導
を
指
南
と
す
べ
き
で
あ
る
と
決
定
し
て
い
る
。
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
二
六
頁
等
参
照
。

⑥
 

『
親
鸞
教
学
』
第
五
一
号
所
収
の
安
藤
文
雄
氏
の
論
文
「
真
実
教
開
顕
」
四
四
頁
を
参
照
し
て
戴
き
た
い
。

⑦
 

『
親
鸞
教
学
』
第
四
八
号
で
安
藤
氏
が
「
浄
土
宗
独
立
」
と
い
う
論
文
の
末
註
で
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
法
然
は
『
無
量
寿
経
釈
』
第
三
立
教
開 

宗
(

『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
六
入
頁)

で
、
小
乗
に
限
ら
ず
聖
道
門
の
本
質
が
断
惑
証
理
で
あ
り
、
故
に
頓
教
と
名
づ
け
て
も
、
こ
の
点
で
な 

お
漸
教
で
あ
る
、
と
明
か
し
て
い
る
。

⑧
 

拙

論

「
大
行
の
源
泉
」(

『
親
鸞
教
学
』
第
四
六
号
所
収)

を
参
照
し
て
戴
き
た
い
。

⑨
 

親
鸞
は
、

こ
こ
で
こ
の
文
を
「
当
今
は
末
法
な
る
に
是
れ
五
濁
悪
世
な
り
」
と
い
う
読
み
か
ら
、
上
に
な
ぞ
っ
て
、
今
掲
げ
た
「
当
今
は
末
法
な 

り
。

是
の
五
濁
悪
世
に
は
」
と
い
う
よ
う
に
、
は
っ
き
り
句
切
っ
た
読
み
方
に
直
し
て
い
る
。
(

『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
二
巻
五
〇
ハ
頁)

尚
も 

う
一
つ
の
引
用
の
正
像
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
当
今
末
法
に
し
て
是
れ
五
濁
悪
世
な
り
」
と
続
け
て
読
ん
で
い
る
。

⑩
 

慧
琳
の
『
安
楽
集
日
纂
』
で
は
、

こ

の

「
徒
」
は

「
途
」
の
同
音
仮
借
で
あ
る
と
す
る
。
(

『
真
宗
全
書
』
第
一
ニ
巻
一
〇
四
頁
下)

ま
た
善
意
の 

『
安
楽
集
述
聞
』
で
は
こ
の
説
以
外
に
、
「
一
徒
」
を

「
二
徒
」
に
作
れ
ば
解
し
易
く
、
そ
の
時
「
徒
」
は

「
彼
の
類
」
の
意
味
で
解
す
べ
き
で
あ
る

と
す
る
。(

同
上
三
〇
三
頁
下)

⑪

法
然
は
こ
れ
を
教
相
章
の
私
釈
で
引
用
し
て
い
る
が
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
で
は
、

こ
の
曇
鸞
の
難
易
二
道
を
、

聖
浄
二
門
を
明
か
す
第
三
大
門 

の
第
一
番
に
位
置
付
け
て
い
る
よ
う
に
、
聖
浄
二
門
は
曇
鸞
の
難
易
二
道
を
末
法
と
い
う
時
に
お
い
て
押
え
直
し
た
こ
と
と
領
解
さ
れ
よ
う
。

⑫

こ
の
後
道
綽
は
続
け
て
、

十

信'

ー
ー
賢
、
摂
受
正
法
、
契
会
不
二
、
見
証
仏
性
、
明
暁
実
相
、
観
照
暉
心
、
有
無
一
諦
、
因
果
先
後
、
十
地
優
劣
、
三
忍
三
道
、
金
剛
無
礙
、

72



⑬

証
大
涅
槃
。
大
乗
寛
く
運
び
て
無
限
の
時
に
住
せ
ん
と
欲
す
。
無
辺
の
生
死
海
を
尺
さ
ん
が
為
の
故
に
。(

真
聖
全
一
・
四
三
一
頁
原
漢
文) 

と
明
示
し
て
い
る
。

こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
慧
琳
も(

『
真
宗
全
書
』
第
十
二
巻
一
九
五
頁
上)

、

善

意

も(

同
上
四
一
四
頁
上)

と
も
に
「
十
信
」 

か

ら

「
証
大
涅
槃
」
ま
で
を
自
利
に
、
「
大
乗
」
以
下
を
利
他
に
あ
て
て
解
駅
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
後
に
ま
た
鶏
に
譬
え
て
穢
土
で
の
衆
生
救
済
の
非
を
示
し
て
い
る
。
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