
曇

教

学

覚

書

浄
土
論
は
、
総
説
分
と
し
て
の
偈
頌
と
、
解
義
分
と
し
て
の
長 

行
と
の
二
重
で
も
っ
て
成
立
っ
て
い
る
。

前
者
は
専
ら
所
帰
の
世
界
で
あ
る
浄
土
の
内
景
を
讃
嘆
し
、
大 

湼
槃
の
境
界
に
願
生
す
る
一
心
帰
命
の
願
心
を
表
白
せ
ら
れ
た
も 

の
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
願
生
浄
土
の
道
に
お
い
て
の
み
、
自
利 

々
他
円
満
を
根
本
の
課
題
と
す
る
大
乗
菩
薩
道
も
、
真
に
究
竟
化 

せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
、

五
念
門
を
中
心
と
す
る
行
道
の
展
開
に 

お
い
て
、
釈
明
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

故
に
曇
鸞
は
論
註
の
劈
頭
に
お
い
て
、
竜
樹
菩
薩
に
よ
っ
て
開 

示
せ
ら
れ
た
難
易
二
道
論
を
掲
げ
、
他
力
易
行
道
こ
そ
は
五
濁
無 

仏
の
世
に
あ
っ
て
も
、

一
切
群
生
海
の
救
済
を
約
束
す
る
唯
一
の 

仏
道
で
あ
る
こ
と
を
開
顕
せ
ら
れ
、
竜
樹
の
意
趣
を
継
承
し
更
に

幡 

谷

明

そ
れ
を
純
粋
に
表
顕
せ
ら
れ
た
浄
土
論
こ
そ
、
大
乗
仏
教
の
極
致 

を
開
闡
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
讃
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す 

な
わ
ち
、
曇
鸞
は
そ
こ
で
、
大
乗
仏
教
思
想
史
上
に
お
け
る
浄
土 

論
の
位
置
及
び
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
「
此
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
盖 

上
街
之
極
致
不
退
之
風
航
者
也
」
と
、
簡
潔
な
表
現
で
も
っ
て
表 

わ
し
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、

五
濁
無
仏
の
世
に
生
れ
、
も 

は
や
此
土
に
お
い
て
は
仏
道
の
成
就
し
難
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る 

よ
り
他
は
な
い
と
云
う
、
自
力
の
行
に
よ
る
救
済
へ
の
絶
望
を
通 

し
て' 

し
か
も
そ
こ
に
自
己
自
身
を
見
失
う
こ
と
な
く
、

そ
の
あ 

る
が
儘
を
受
取
り
、
願
生
浄
土
の
唯
一
道
を
歩
む
世
界
が
、

既
に 

竜
樹
——

天
親
に
よ
り
他
力
易
行
道
の
開
顕
の
歴
史
と
し
て
明
ら
か 

に
せ
ら
れ
て
来
て
い
る
と
云
う
、
歴
史
的
事
実
に
遇
う
こ
と
の
出 

来
た
、
曇
鸞
の
深
い
慶
び
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

曇
鸞
に
と
っ
て
、

そ
の
歴
史
的
伝
統
を
見
出
し
得
た
の
は
、
『
続
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高
僧
伝
』

に
記
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
江
南
に
道
士
陶
弘
景
を 

尋
ね
て
の
帰
途
、
洛
陽
に
お
い
て
、
は
か
ら
ず
も
菩
提
流
支
三
蔵 

と
値
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
既
に
曇
鸞
は
、
 

竜
樹
—

提
婆
…
羅
什
—
僧
肇
に
よ
る
四
論
の
教
学
を
研
鑽
し
、
般 

若
中
観
に
つ
い
て
熟
知
せ
ら
れ
て
い
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
そ 

こ
に
は
尚
学
解
仏
教
に
と
ど
ま
り
、

そ
れ
を
超
え
て
真
に
仏
道
に 

立

脚
す

る
こ

と
を

不
可
能
に
す

る
何
物
か
が

あ
っ
た
と

思
わ

れ 

る
。
但
、
曇
鸞
が
義
学
研
究
を
中
心
と
す
る
江
南
の
学
派
に
属
せ 

ず
、
修
道
の
実
践
を
課
題
と
す
る
江
北
の
学
派
に
属
し
、
真
理
の 

解
明
を
主
題
と
す
る
三
論
に
依
ら
ず
、
真
理
の
身
証
を
追
求
す
る 

四
論
に
学
ん
で
い
た
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何 

れ
に
し
て
も
曇
鸞
自
身
に
と
っ
て
、
三
蔵
流
支
に
値
遇
し
、
浄
土
教 

の
上
に
真
の
無
量
寿
を
見
出
し
得
た
こ
と
、
そ

こ

に

「
梵
焼
仙
経 

帰
楽
邦
」
と
示
さ
れ
る
決
定
的
廻
心
を
恵
ま
れ
た
こ
と
だ
け
は
、
 

動
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。

故
に
曇
鸞
に
と
っ
て 

浄
土
論
を
注
釈
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
自
督
の
安
心
を
表
白
す 

る
こ
と
の
他
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

曇
鶯
は
既
に
し
て
四
論
の
学
匠
で
あ
っ
た
。
故
に
浄
土
論
を
註 

釈
せ
ら
れ
る
に
当
っ
て
、
そ
こ
に
勝
義
と
世
俗
と
の
二
諦
の
相
応 

関
係
を
説
く
四
論
の
教
学
が
依
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
別
に 

不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
恐
ら
く
曇
鸞
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
浄

土
教
の
仏
教
と
し
て
の
普
遍
的
意
義
を
開
詮
し
よ
う
と
さ
れ
た
の 

で
あ
り
、

四
論
の
教
学
が
究
竟
せ
ら
れ
る
境
地
の
何
で
あ
る
か
を 

解
明
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
共
に
論
註
の
基
底
を
な
し
て
い
る
も
の
は
讃
阿
弥
陀
仏 

偈
に
、

「
我

従-
一
無
始
一
循
二
三
界(

為
一-
虚
妾
輪
一
所
一
ー
廻
転
—',

一
念 

一
時
所
レ
造
業 

足
繫
ニ
ハ
道
一
滞
二
塗-

唯
願
慈
光
護
二
念
我
一 

令--
我
不
ツ
失
一
菩
提
心-

我
讃
二
仏
恵
功
徳
音-

願
聞-
一
十
方
諸 

有
縁
ー
欲
レ
得
ヨ
往
二
生
安
楽
一
者
普
皆
如
レ
意
無-
一
障
碍-

」
と
表 

白
さ
れ
て
い
る
如
き
、
自
己
の
業
障
に
つ
い
て
の
厳
し
い
懺
悔
と
、
 

そ
こ
に
動
い
て
止
ま
な
い
仏
徳
の
讃
嘆
に
よ
る
衆
生
利
益
へ
の
悲 

願
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
浄
土
論
註
は
、
自
ら
を
五
濁
無
仏
の
世
に
お
け
る
下 

品
下
生
の
凡
夫
と
し
て
受
取
り
、
自
己
の
根
源
に
無
始
時
来
の
流 

転
輪
廻
の
現
実
相
を
見
開
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
曇
鸞
自 

身
の
深
刻
な
時
機
の
内
省
と
、
仏
教
の
普
遍
的
真
理
で
あ
る
こ
と 

を
二
諦
と
縁
起
と
の
相
即
に
お
い
て
開
示
し
た
般
若
中
観
の
教
学 

と
の
立
場
か
ら
、
大
無
量
寿
経
の
真
実
教
た
る
所
以
を
開
顕
せ
ら 

れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
実
に
曇
鸞
の
論
註
に
よ
っ
て
、
大
無 

量
寿
経
こ
そ
は
仏
道
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
仏
教
の
歴
史 

と
は
、
大
無
量
寿
経
に
教
説
せ
ら
れ
た
本
願
の
名
号
が
そ
れ
自
ら 

を
具
現
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
歴
史
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
表
わ
し
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示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
論

註

の

劈

頭

に

置

か

れ

た

「
謹
案
」

の
語 

は
、
曇
鸞
に
よ
っ
て
仏
道
史
観
が
開
顕
せ
ら
れ
た
、
そ
の
根
本
的 

態
度
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
深

く

注

意

す

べ

き

こ

と

で

あ

ろ 

う
〇周

知
の
如
く
、

こ

の

「
謹
案
」

の
語
に
最
も
深
く
注
意
を
寄
せ 

ら
れ
た
の
は
、
宗
祖
親
營
聖
人
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
を
開
顕
せ
ら 

れ
た
教
行
信
証
全
六
巻
は
、

こ

の

「
謹
案
」

の
態
度
に
お
い
て
著 

わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
教
行
信
証
の
各
巻
に
次
の
如
く 

「
謹
按
」

の
語
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ 

る
。

(

教 

巻)

「
謹
按
一
浄
土
真
宗
一
有"

一
種
廻
向
二
者
往
相
二
者
還 

相
」

(

行 

巻)

「
謹
按
一
一
往
相
廻
向
ー
有
一
大
行-
有
一
一
大
信
一
大
行
者
称
ー
ー 

無
碍
光
如
来
名-
」

(

信 

巻)

「
謹
按.
一
往
相
廻
向
一
有
一
ー
大
信
へ
大
信
心
者
則
是
長
生
不 

死
之
神
方:.

」

(

証 

巻)

「
謹
顕
ー
ー
真
実
証-
者
則
是
利
他
円
満
之
妙
位
無
上
淳
槃 

之
極
果
也
…
」

(

真
仏
土
巻)

「
謹
按-
一
真
仏
土-
者
仏
者
則
是
不
可
思
議
光
如
来:

」 

(

化
身
土
巻)

『
謹
顕
一
化
身
土
ー
者
仏
者
如
一
ー
無
量
寿
仏
観
経
説
」 

し
か
も
、
化
身
土
巻
の
内
容
を
除
い
て
他
の
前
五
巻
は
、
凡
べ 

て
曇
鸞
の
論
註
に
よ
っ
て
解
説
せ
ら
れ
た
、
大
経
の
真
実
義
を
謹

按
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
説
明
す
る
ま
で
も
な
い 

こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
も
吾
々
は
、
教
行
信
証
が
曇
鸞
教
学
に
立 

脚
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
汲
み
取
る
こ
と
が
出 

来
る
の
で
あ
る
。

尚
そ
れ
と
関
連
し
て
想
起
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
教
行
信
証
に
お 

け

る

総

序

・
別

序

。
後
序
の
三
序
が
、
次
の
如
く
善
導
の
玄
義
分 

(

序
題
門
釈)

に

示

さ

れ

た

「
竊
以
」

の
語
で
も
っ
て
、
表
わ
さ
れ 

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(

総
序)

「
竊
以
難
思
弘
誓
度
ー
ー
難
度
海
一
大
船:

」 

(

別
序)

「
夫
以
獲
一
得
信
楽-
発-
一
-
起
自
一
一
如
来
選
択
願
心
一
…
」 

(

後
序)

「
竊
以
聖
道
諸
教
行
証
久
廃
浄
土
真
宗
聖
道
今
盛
…
」 

こ

れ

を

先

の

「
謹
按
」

の
態
度
と
照
応
す
る
な
ら
ば
、
古
来
論 

説
せ
ら
れ
て
来
た
、
宗
祖
教
学
に
お
け
る
曇
鸞
教
学
と
善
導
教
学 

の
位
置
、

乃
至
は
教
相
と
安
心
、
真
実
の
仏
教
と
真
実
の
宗
教
と 

の
二
重
音
的
性
格
を
窺
い
知
る
こ

と
が

出
来
る
の
で

な

か
ろ
う 

か
。
す
な
わ
ち
、
教
行
信
証
の
基
底
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、

三 

序
の
上
に
伺
わ
れ
る
善
導
—

法
然
を
通
し
て
見
開
か
れ
て
来
た
自 

督
の
安
心
で
あ
り
、
教
行
信
証
の
表
面
に
説
き
示
さ
れ
て
い
る
も 

の
は
、

天
親
—

曇
鸞
に
よ
っ
て
開
顕
せ
ら
れ
た
普
遍
の
真
理
で
あ 

っ
て
、
そ
の
両
者
が
相
応
し
て
領
受
開
詮
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
教 

行
信
証
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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既
に
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
来
た
如
く
、
教
行
信 

証
は
、
人
類
の
悲
し
き
流
転
の
歴
史
の
根
源
に
、
大
無
量
寿
経
の 

精
神
が
、
そ
れ
自
ら
を
顕
現
せ
し
め
て
来
た
仏
道
の
歴
史
を
発
見 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
、
宗
祖
の
仏
道
史
観
開
顕
の
書 

で
あ
っ
た
。

そ
の
宗
祖
の
仏
道
史
観
は
、

「
謹
按
」

の
態
度
に
お
い
て
開
か 

れ
た
も
の
で
あ
り
、
宗

祖

を

し

て

「
謹
按
」

せ
し
め
た
も
の
が
、
 

化
身
土
巻
に
示
さ
れ
た
、
末
法
濁
世
に
お
け
る
自
身
の
業
障
の
痛 

み
と
、
師
教
と
の
値
遇
に
よ
る
回
心
の
慶
び
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
 

明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

吾
々
が
こ
こ
で
飜
っ
て
、
論
註
の
劈
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
謹
按
」 

の
語
を
想
う
な
ら
ば
、

そ
の
宗
祖
の
立
場
二
そ
曇
鸞
自
ら
の
立
場 

で
も
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

今
は
そ
の
仏
道
史
観
開
顕
の
書
と
も

云
う
べ
き

論
註
に
よ
っ 

て
、
吾
々
が
真
に
依
り
所
と
す
べ
き
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
、

上 

巻
に
釈
顕
せ
ら
れ
た
三
依
釈
と
三
在
釈
と
の
上
に
、
窺
っ
て
ゆ
き 

た
い
と
思
う
。二

山
口
先
生
の
御
教
示
に
依
る
と
、
印
度
に
お
け
る
仏
教
論
部
の 

中
、
偈
頌
体
の
も
の
の
一
般
的
性
格
と
し
て
は
、

そ
こ
に
釈
論
が

設
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
偈
頌
の
方
が
本
分
と
言
う
べ
き
意 

味
を
も
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

浄
土
論
も
亦
、
願
生
偈
が
本
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
 

「
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偈
」
と
示
さ
れ
た
題
号
か
ら
見
て
も
、
 

明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
願
生
偈
は
、
「
世
尊
我
一
心 

帰
ニ
命
尽
十
方 

無
碍
光
如 

来
ー
願
レ
生
二
安
楽
国
」
と
云
う
、

天
親
菩
薩
の
全
我
を
挙
げ
て 

の
釈
迦
弥
陀
二
尊
へ
の
帰
敬
を
表
白
せ
ら
れ
た
偈
頌
に
始
り
、
「
我 

作
レ
論
説
レ
偈 

願

冒

弥

陀

仅

一

普

共
二
諸
衆
生
一
往
二
生
安
楽 

国
こ
と
云
う
、
十
方
有
縁
の
衆
生
に
対
し
浄
土
往
生
を
願
わ
れ
た 

偈
頌
で
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。

し

か

し

「
普
共
諸
衆
生
」

と
は 

「
世
尊
我
一
心
」
と
表
白
せ
ら
れ
た
自
身
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
 

願
わ
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、

「
世
尊
我
一
心
」
を
離
れ
て 

あ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
三
厳
二
十
九
種
荘
厳
を
も
っ
て
讃 

嘆
せ
ら
れ
た
如
来
及
び
浄
土
も
、
「(

帰
命)

尽
十
方
無
碍
光
如
来
」 

と

「(

願
生)

安
楽
国
」

の
内
景
を
開
示
せ
ら
れ
た
も
の
に
他
な 

ら
な
い
か
ら
、
現

実

に

お
け

る

端

的

唯

一

の

道
は

「
世
尊
我
一
心 

帰
二
命
尽
十
方 

無
碍
光
如
来
ー
願
レ
生
二
安
楽
国
ー
」

と
云
う
「 

建
章
の
一
句
に
摂
し
尽
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

曾
っ
て
曾
我
先
生
は
、

こ

の

一

句

に

つ

い
て

「
伝
承
と
己
証
」 

の
中
で
、

「
こ
れ
は
天
親
菩
薩
に
お
け
る
二
河
白
道
の
実
践
の
表
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白
で
あ
る
」
と
説
か
れ
、

「
天
親
菩
薩
の
教
学
で
あ
る
瑜
伽
唯
識 

は
、

こ
の
我
の
一
字
の
脚
註
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
洵
に 

瑜
伽
唯
識
と
は
、
無
始
時
来
染
汚
意
に
よ
っ
て
自
我
に
執
著
し
、
 

我

癡

・
我

見

・
我

慢

・
我
愛
な
る
煩
悩
を
中
核
と
す
る
妄
念
妄
想 

の
世
界
を
造
り
出
し
て
ゆ
く
身
が
、
如
何
に
し
て
妄
念
妄
想
の
他 

に
我
が
身
は
存
在
し
な
い
と
信
知
し
、
妄
念
妄
想
の
根
源
に
あ
っ 

て
妄
念
妄
想
を
転
じ
浄
化
す
る
と
こ
ろ
の
本
願
の
大
地
に
安
住
す 

る
か
を
問
い
、
そ
れ
を
無
始
時
来
浄
法
界
よ
り
等
流
し
来
っ
た
教 

法
の
聞
薫
習
に
よ
る
内
観
に
よ
っ
て
見
開
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
そ
の
根
源
的
欲
求
に
応
え
て
見
出
さ
れ
た
も
の
が
、
「
於
ー
一 

大
衆
之
中
一
説 
二 
無
量
寿
仏
荘
厳
功
徳
へ 
即
以 
二 
仏
名
号 
一
為
一
ー
経
体 
一」 

と
曇
鸞
に
よ
っ
て
註
釈
せ
ら
れ
た
、
浄
土
の
三
部
経
殊
に
大
無
量 

寿
経
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
浄
土
論
は
、
大
経
を
教
説 

せ
ら
れ
た
釈
尊
に
よ
っ
て
発
遣
せ
ら
れ
、
名
号
に
な
っ
て
招
喚
し 

給
う
如
来
に
遇
う
こ
と
に
よ
り
、
始
め
て
妄
念
妄
想
の
只
中
に
身 

を
置
き
つ
つ
、
而
も
自
己
自
ら
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
念
仏
し
て 

大
湼
槃
の
境
地
た
る
浄
土
に
願
生
し
、
生
涯
不
退
転
の
身
と
転
成 

せ
し
め
ら
れ
る
道
に
立
た
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
、
表
白
せ
ら 

れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

曇
鸞
は
そ
れ
を
、
「
我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
一
説
二
願
偈
撼 

持
-

興
一-
仏
教
一
相
応
」
と
示
さ
れ
た
、
造
論
の
意
趣
を
表
わ
す
偈

頌
に
つ
い
て
深
く
注
意
せ
ら
れ
、

そ
れ
を
、

但

「
成

：
優
婆
提
舎 

名

」

と
見
る
の
み
で
な
く
、

そ

こ

に

「
成
レ
上
起
一
卞
偈
」

の
意 

味
を
見
出
し
て
、

そ
こ
に
何
所
依
・
何
故
依
・
云
何
依
の
三
依
釈 

を
施
し
、

そ
の
意
味
を
余
す
所
な
く
開
顕
せ
ら
れ
て
い
る
。 

今
そ
れ
を
仮
り
に
図
式
化
す
れ
ば
、
次
の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ 

う0I

何
所
依
—
修
多
羅
片
浄
土
三
経(

別
依
大
経) 

何
故
依
—
如
来"

真
実
功
徳
相(

三
種
莊
厳=

本
願
の
名
号) 

1

云
何
依
—
如
実
修
行
相
応"

五
念
門
の
実
践(

真
実
の
行
信) 

曇
鸞
が
こ
の
三
依
釈
に
お
い
て
、
特
に
意
を
注
い
で
開
顕
せ
る 

も
の
は
、
大
無
量
寿
経
の
真
実
教
で
あ
る
こ
と
の
意
味
で
あ
り
、
 

従
っ
て
そ
の
主
題
が
何
故
依
の
釈
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う 

ま
で
も
な
い
。

す
な
わ
ち
曇
鸞
は
そ
こ
に
、
「
真
実
功
徳
相
者
有
二
ニ
種
功
德-
」 

と
示
し
て
、

不
実
功
徳
を
先
ず
明
か
し
、
次
に
真
実
功
徳
を
飜
顕 

せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
論
註
を
一
貫
し
て
流
れ
る
曇
鸞
の
根 

本
的
立
場
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
吾
々
は
、

「
何
故 

依
」
と
云
う
問
題
を
、
但
単
に
教
法
を
対
象
と
し
て
そ
の
真
理
性 

を
解
明
す
る
と
一
ろ
う
の
で
は
な
く
て
、
何
処
ま
で
も
教
法
の
真
実 

性
を
自
己
の
現
存
在
の
内
面
的
方
向
に
お
い
て
問
い
尋
ね
、
領
受 

し
て
ゆ
こ
う
と
せ
ら
れ
た
曇
鸞
の
道
念
の
酷
し
さ
を
見
出
す
で
あ
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ろ
う
。

不
実
功
徳
と
は
、

「
凡
夫
人
天
諸
善
、
人
天
果
報
、
若
因 

若
果
皆
是
顚
倒
皆
是
虚
偽
」
な
る
、

三
界
内
存
在
と
し
て
の
衆
生 

の
現
実
相
で
あ
り
、
凡
夫
人
天
の
善
が
皆
是
顚
倒
虚
偽
と
絶
対
否 

定
的
に
表
わ
さ
れ
ね
ば
な
ー
・
つ
な
い
の
は
、
そ

れ

が

「
従
一
一
有
漏
心
一 

生
不
レ
順
一
一
法
性-

」

る
が
為
で
あ
る
。
吾
々
は
日
常
の
世
界
に
お 

い
て
、
自
己
の
生
活
が
真
実
の
生
活
で
あ
る
と
は' 

如
何
に
し
て 

も
断
言
し
得
な
い
。

併
し
亦
、
全
く
真
実
が
な
い
と
、
そ
れ
を
全 

的
に
否
定
し
懺
悔
す
る
程' 

深
く
自
ら
を
内
省
す
る
こ
と
も
あ
り 

得
な
い
。
恐
ら
く
自
意
識
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
生
活
を 

真
実
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
全
く
否
定
し
去
る
こ
と 

も
出
来
ず
し
て
、
善
悪
に
か
か
わ
り
果
て
て
ゆ
く
よ
り
他
は
な
い 

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
今
如
来
の
大
悲
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
衆
生 

の

現

実

相

は

「
皆
是
顚
倒
虚
偽
」

の
他
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ 

る
。

そ
の
如
来
に
よ
っ
て
智
見
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
機
の
内
省
を
通 

し
て
、
そ
こ
に
見
開
か
れ
て
来
る
も
の
が
、
「
従--
菩
薩
智
慧
清
浄 

業
一
起
荘
一
一
厳
仏
事
—〇
依=

法
性
一
入
二
清
浄
相~

是
法
不
二
顚
倒
一
不
一
一 

虚

偽

ご

と

云

う

、
 

如
来
の
真
実
功
徳
で
あ
る
。

こ

こ

に

「
従
一
ー
菩 

薩
智
慧
清
浄
業
一
起
荘
二
厳
仏
事-

」

と
示
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
、
 

更
に
真
実
功
徳
の
具
体
的
相
を
三
厳
二
十
九
種
荘
厳
で
も
っ
て
開 

示
せ
ら
れ
た
中
で
も
、
総
相
と
言
わ
れ
て
い
る
清
浄
功
徳
釈
に
お 

い
て
、

「
見
二
ニ
界
是
虚
偽
相
是
輪
転
相
是
無
窮
相
、
如-
一
釈
蛭
循

環
宀
如
二
蚕
繭
自
縛
へ
哀
哉
衆
生
締
・
此
三
界
顚
倒
不
浄
丄
欲
〒
置3 

衆
生
於
一
不
虚
偽
処-

於
二
不
輪
転
処-

於

」
不
無
窮
処
ー
得/

畢
竟
安 

楽
大
清
浄
処
・
」
と
註
釈
せ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
清
浄
真
実
な
る
浄 

土
を
建
立
し
、

そ
こ

に
凡
、へ
て
の
衆
生
を
摂
取
し
尽
そ
う
と
せ
ら 

れ
る
、
法
蔵
菩
薩
の
大
願
業
力
を
表
わ
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な 

い
。
洵
に
法
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
発
起
せ
ら
れ
た
大
悲
の
本
願
は
、
 

大
願
業
力
と
し
て
妄
念
妄
想
の
他
な
き
衆
生
の
上
に
顕
現
し
、
如 

何
に
衆
生
が
無
始
時
来
の
我
執
に
よ
っ
て
固
く
自
ら
閉
鎖
的
世
界 

に
繫
縛
停
滞
し
て
居
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
浄
化
し
解
放
・
て
貪
瞋 

煩
悩
の
只
中
に
清
浄
願
往
生
心
を
発
起
せ
し
め
、
浄
土
に
摂
取
し 

て
如
来
の
眷
属
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
を
荘
厳
せ
ら
れ 

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、

か
か
る
浄
土
荘
厳
の
意
義
に
つ
い 

て

「
依-
一
法
性
一
入-
一
清
浄
相
一
」
と
註
釈
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ 

は

性

功

徳

釈

に

「
此
浄
土
随
一-
順
法
性
一
不
乖:

法
本
一
」
と
註
釈
せ 

ら
れ
て
い
る
如
く
、
願
力
自
然
と
し
て
顕
現
せ
る
浄
土
の
全
体
が
、
 

無
為
自
然
な
る
法
性
真
如
の
顕
現
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
、
表
顕 

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従

来

こ

の

「
清
浄
相
」

に
つ
い
て
、

そ 

れ
を
真
如
法
性
の
意
味
に
解
釈
し
、
浄
土
は
真
如
法
性
に
摂
ま
る 

と
言
う
意
味
に
領
解
せ
ら
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合 

の

「
清
浄
相
」
と
は
寧
ろ
、
如
来
の
清
浄
業
に
よ
っ
て
建
立
せ
ら 

れ
た
浄
土
の
意
味
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
真
如
法
性
の
顕
現
が
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浄
土
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
表
わ
さ
れ
た
も
の
と
領
解
す
べ
き
で 

な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

そ
し
て
曇
鸞
が
、
更
に
そ
の
内
面
的
意
味
を
開
示
し
て
、
「
云
何 

不
顚
倒
依
一
一
法
性
一
順
二
ニ
諦-

故
、

云
何
不
一
一
虚
偽-
摂
ー
衆
生
一
入
二 

畢

竟

浄-

故
」
と
註
釈
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
如
来
の
顕
現
と
衆
生 

の
帰
入
と
が
一
如
で
あ
る
世
界
こ
そ
、
真
実
功
徳
相
と
し
て
の
浄 

土
で
あ
る
こ
と
を
表
顕
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち 

衆
生
が
浄
土
に
帰
入
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

ひ
と
え
に
如
来
の 

本
願
力
廻
向
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
衆
生
は
、
そ
の
本
・
願
力
に
乗 

托
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

限
り
な
く
彼
岸
の
浄
土
を
背
景
と
し
て 

生
死
の
世
界
に
還
来
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
 

上
巻
の
清
浄
功
徳
釈
に
お
い
て
、

「
安
楽
是
菩
薩
慈
悲
正
観
之
由 

生
、
如
来
神
力
本
願
之
所
建
、

胎
卵
湿
生
縁
レ
茲
高
揖
、

業
繫
長 

維
従
レ
此
永
断
、

続
括
之
権
不
レ
待
レ
勧
而
彎
レ
弓
、

労
謙
善
譲
斉
ー
ー 

普
賢
一
而
同
レ
徳
」
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

明
ら
か 

で
あ
る
。
実
に
浄
土
は
、

一
切
大
小
善
悪
凡
愚
を
選
ぶ
こ
と
な
く 

そ
の
全
て
を
内
に
摂
め
取
り
、
そ

こ

に

「
横
超
断
四
流
」

の
直
道 

を
開
示
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

「
続
括
之
権
、

不
一
待 

勧

」
と
示 

さ
れ
た
如
く
、
自
然
の
徳
と
し
て
還
相
廻
向
の
身
を
成
就
せ
ら
れ 

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

か
か
る
往
還
二
廻
向
の
徳
が
即
時
的
に 

成
就
せ
ら
れ
、身
証
せ
ら
れ
る
立
場
を
表
わ
し
た
も
の
が
、
「
有--
凡

夫
人
煩
悩
成
就
一
亦
得
レ
生
一
一
彼
浄
土
〔
三
界
繫
業
畢
竟
不
レ
牽
、
則 

是
不
レ
断
一
一
煩
悩
一
得--
湼

槃

分

」

と
説
き
示
さ
れ
て
い
る
不
断
煩 

悩
得
湼
槃
の
立
場
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
煩
悩
を
具
足
せ
る
凡
夫
の
上
に
も
、
既
に
生
死 

の
彼
岸
に
、
帰
え
る
べ
き
世
界
と
し
て
浄
土
が
見
開
か
れ
た
以
上
、
 

最
早
業
繋
の
長
き
維
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
如
来
の 

不
虚
作
住
持
功
徳
に
は
か
ら
わ
れ
て
、
生
死
の
世
界
に
随
順
し
っ 

つ
湼
槃
へ
の
道
を
生
き
る
身
と
な
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ 

れ
は
、

た
だ
如
来
の
挙
体
的
顕
現
で
あ
る
念
仏
に
よ
る
の
他
は
な 

い
故
に
・
、
宗
祖
は
尊
号
真
像
銘
文
に
お
い
て
、

「
真
実
功
徳
相
と 

は
誓
願
の
尊
号
な
り
」
と
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
無
量
寿
経
が 

真
実
教
を
開
顕
せ
る
経
典
と
し
て
、
吾
々
に
と
っ
て
の
唯
一
の
所 

依
と
さ
れ
る
の
も
、
浄
土
を
帰
依
処
と
し
て
念
仏
し
つ
つ
生
死
界 

を
尽
す
道
が
そ
こ
に
開
示
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

故
に
天
親
は
、

そ
の
浄
土
の
往
還
の
道
を
、
礼

拝

・
讃
嘆
・
作 

願

・
観

察

・
廻
向
の
五
念
門
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
 

曇
鸞
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、

五
念
門
が
如
実
に
実
践
せ
ら
れ
て
ゆ
く 

信
の
一
念
に
お
い
て
、
衆
生
は
穢
土
の
仮
名
人
で
あ
る
ま
ま
に
浄 

土
の
仮
名
人
た
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で 

あ
る
。

そ
れ
は
、
如
来
の
本
願
に
照
し
て
言
え
ば
、
十
方
衆
生
の 

ま
ま
が
国
中
人
天
で
あ
る
と
こ
ろ
の
存
在
と
な
ら
し
め
ら
れ
る
と
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云
う
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
念
仏
の
門
を
通
さ
ず
し
て
浄
土
を
考 

え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
妄
念
妄
想
所
産
の
観
念
界
に
過
ぎ
な
い
で 

あ
ろ
う
。

そ
し
て
妄
念
妄
想
の
領
域
で
あ
る
限
り
、

そ
れ
は
生
死 

の
苦
し
み
か
ら
の
一
時
的
逃
避
の
場
所
と
は
な
り
得
て
も
、
生
死 

か
ら
解
放
し
、
生
死
に
随
順
せ
し
め
る
所
の
畢
竟
の
帰
依
所
と
は
、
 

如
何
に
し
て
も
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
曇
鸞
は
、
「
若
无
一
一 

方
便
一
観-
法
性
一
時
則
証 
ー
ー
実
際 
一」(

下
巻) 

と
も
、
 

「
若
人
不
レ
発-
一
 

无
上
菩
提
心
一
但
聞
一
彼
国
土
受
“楽
无
マ
聞
、

為
レ
楽
故
願
レ
生
亦 

当
レ
否-
得

生-

也
」(

下
巻)

と
も
表
わ
し
て' 

か
か
る
立
場
を
絶 

対
的
に
否
定
し
尺
し
て
ゆ
か
れ
た
の
で.
あ
る
。

三

か
く
の
如
く
曇
鸞
は
、

三
依
釈
に
よ
っ
て
、

「
世
尊
我
一
心
」 

な
る
帰
命
願
生
の
信
が
成
立
す
る
根
拠
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
、
大 

無
量
寿
経
の
真
実
教
た
る
所
以
を
開
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
に
対
し
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
の
は
、
論
註
上
巻
の
終
り
に 

「
普
共
二
諸
衆
生
一
往
一
一
生
安
楽
国
」

と
云
う
廻
向
門
に
つ
き
、
 

ハ
番
問
答
を
も
っ
て
料
簡
せ
ら
れ
た
箇
所
に
示
さ
れ
て
い
る
、

三 

在
釈
の
内
容
で
あ
ろ
う
。

曇
鸞
は
ハ
番
問
答
の
最
初
に
、
大

経

の

第

十

七

・
十
八
二
願
成 

就
文
及
び
観
経
の
下
々
品
の
文
を
引
用
し
て
、
論
に
示
さ
れ
た
、

「
普
共
諸
衆
生
」
と
は
、
成

就

文

に

説

か

れ

た

「
諸
有
衆
生
」
の
他 

に
は
な
く
、

そ
れ
は
一
生
造
悪
の
下
々
品
の
凡
夫
の
他
に
は
な
い 

-
-

と
を
明
が
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
曇
鸞
が
本
願
成
就
文
を
、
観 

経
下
々
品
の
経
説
に
よ
っ
て
領
受
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
深
く 

注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
に
善
導
が
第
十
八
願
を
領
解
し 

て
、
「
若
我
成
仏
十
方
衆
生
称
一
我
名
号
一
下
至
ー
ー
十
声
一
若
不
レ
生
者 

不
レ
取
一
一
正
覚
一
」
と
表
わ
さ
れ
た
の
は
、

こ
の
ハ
番
問
答
に
お
け 

る
曇
鸞
の
領
解
の
立
場
を
承
け
て
、

そ
れ
を
強
く
表
面
に
打
出
し 

て
ゆ
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
、

よ
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。 

既
に
少
し
触
れ
た
如
く
、
曇
鸞
の
根
本
的
立
場
は
、
下
々
品
の 

衆
生
と
し
て
自
ら
を
見
出
し
、

そ
れ
が
如
来
の
本
願
力
廻
向
の
表 

現
で
あ
る
名
号
に
よ
っ
て
、
浄
土
に
往
生
し
、
無
生
の
生
と
し
て 

顕
わ
さ
れ
る
が
如
き
、
真
実
究
竟
の
証
果
を
得
る
に
至
る
他
力
易 

行
の
道
を
、
開
顕
せ
ん
と
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ 

れ
は
、
宗
祖
が
難
思
議
往
生
と
表
わ
さ
れ
た
如
く
、
容
易
に
相
対 

的
分
別
を
離
れ
去
る
こ
と
の
出
来
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
到
底
納 

得
し
得
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

故
に
曇
鸞
は
、
無
始
時
来
三
界 

に
繫
属
せ
し
め
て
来
た
五
逆
十
悪
の
重
罪
も
、
唯
十
念
々
仏
に
よ 

っ
て
救
済
せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
臨
終
と
云
う
人
間
に
お
け
る
局 

限
状
況
の
上
に
、
解
明
し
て
ゆ
か
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
設
け 

ら
れ
た
も
の
が
三
在
釈
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
曇
鸞
は
、

「
汝
謂
五
逆
十
悪
繫
業
等
為
レ
重
、
以
二
下 

々
品
人
十
念-
為
レ
軽
、応-,
為
・
罪
所
，
牽
先
堕
地
獄
一
繫
中
在
三
界
・ 

者
、
今
当
『
以
レ
義
校
中
量
軽
重
之
義,

〇
在
レ
心
在
レ
縁
在
ニ
決
定―\ 

不
レ
在
二
時
節
久
近
多
少
一
也
」

と
徴
起
し
、
衆
生
の
罪
業
と
如
来 

の
大
願
業
力
で
あ
る
念
仏
と
を
対
待
し
て
、
救
済
の
成
立
根
拠
を 

明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
今

、

そ
れ
を
図
式
化
し
て
示
す
と
、
 

次
の
如
く
に
な
る
。

!

在
心
—
自
依
二
止
虚
妄
顚
倒
見-
生
…
…
依
三
善
知
識
方
便
安
慰
聞
ー
ー

実
相
法
一
生

在
縁
—
依.
一
煩
悩
虚
妄
果
報
衆
生
一
生
…
依
ー
ー
止
無
上
信
心-
依
二
…

真
実
清
浄
無
量
功
徳
名
号
一
生 

——
在
決
定
—
依
ー
ー
有
後
心
有
間
心
一
生
…
…
依
一
止
無
後
心
無
間
心-
生 

こ
の
三
在
釈
に
お
い
て
、
特
に
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
曇
鸞
が 

念
仏
を
信
の
一
念
に
お
い
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
、
念
仏
に
つ
い
て
、
在
心
釈
に
明
か
さ
れ
た
も
の
は
、
就
人 

立
信
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
先

の

三

在

釈

に

「
何
所
依
」
と
し 

て
示
さ
れ
た
修
多
羅
を
、

よ
き
人
の
仰
せ
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の 

に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
次
の
在
縁
釈
は
、

そ
の
教
え
が

如
来
の
真
実
功
徳
相
で
あ
る
本
願
の
名
号
の
他
に
は
な
い
こ
と
を 

示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
三
依
釈
に
お
け
る
「
何
故
依
」 

の
意
味
を
表
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
い 

こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
就
行
立
信
を
明
か
さ
れ
た
も
の
と
云
っ
て 

よ
い
の
で
あ
る
。
洵
に
念
仏
の
み
が
如
何
な
る
罪
業
を
も
包
ん
で 

そ
れ
を
超
え
し
め
る
唯
一
の
法
で
あ
る
こ
と
を
、

吾
々
は
よ
き
人 

の
仰
せ
の
上
に
、
聞
い
て
ゆ
く
よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の 

念
仏
を
選
択
せ
ら
れ
た
如
来
の
願
心
を
信
知
し
て
行
く
こ
と
の
他 

に
、
真
に
決
定
の
場
に
立
つ
道
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
故
に 

そ
の
信
の
一
念
に
つ
い
て
明
か
さ
れ
た
在
決
定
釈
は
、
先
の
三
依 

釈

に

「
云
何
依
」
と
し
て
示
さ
れ
た
五
念
門
の
実
践
に
お
け
る
如 

実
修
行
相
応
の
根
拠
が
、
如
来
他
力
廻
向
の
信
の
一
念
に
あ
る
こ 

と
と
、
相

応
ず

る

も

の

と

見

る
こ

と

が

出

来

る

の
で

な

か

ろ

う 

か
。
但
そ
の
よ
う
に
、

三
依
釈
と
三
在
釈
と
を
対
応
せ
し
め
て
理 

解
す
る
こ
と
に
は
、
無
理
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、

三
依
釈
と 

三
在
釈
に
お
い
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
共
通
し
た
点
の
あ 

る
こ
と
も
、
否
定
し
得
な
い
よ
う
に
思
う
。
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