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金
子
大
榮

私
の
真
宗
学

の
翻

刻
と
解
説
（
一
）

解
説
編

に
続
き
、

私
の
真
宗
学

（

中
外
日
報

一
九
二
八
年
六
月
十
七
日
〜
七
月
十
二
日
。
六
月
十
七
日
の

原
稿
に

添
へ
て

を
含
む
）
の
翻
刻
を
収
め
る
。
あ
わ
せ
て
、

私
の
真
宗
学

の
理
解
に
裨
益
す
る
も
の
と
し
て

教
法
と
内
観

多
田
鼎
氏

の
批
評
に
対
す
る
弁
明

（

仏
座

第
十
三
号
、
一
九
二
七
年
一
月
）
と

当
の
金
子
教
授
は
ど
ん
な
気
持
で
い
る
か

（

中
外
日
報

一
九
二
八
年
六
月
十
五
日
）
の
翻
刻
を
収
め
た
。

・
送
り
仮
名
、
清
濁
、
促
音
の
大
文
字
表
記
、

を

の
使
用
法
な
ど
は
底
本
ど
お
り
と
し
た
。

・
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。

・
旧
仮
名
の

ゐ

は

い

と
し
、

ゑ

や
、

江

を
仮
名
化
し
た

え

文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
場
合
は

え

と
し
た
。

・
踊
り
字
（
繰
り
返
し
記
号
）
は
、
同
の
字
点
（
々
）
以
外
の
も
の
は
現
代
的
な
表
記
に
改
め
た
。

・
圏
点
（
傍
点
）
は
、
底
本
で
は
各
種
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
傍
線
で
示
し
た
。
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・
句
読
点
に
つ
い
て
は
、（
注
で
引
用
し
た
文
献
も
含
め
て
）
最
小
限
を
補
い
、
読
点
を
句
点
に
し
た
場
合
も
あ
る
。

・〔

〕
内
の
語
句
は
翻
刻
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

・
全
体
的
な
解
説
は
解
説
編
で
お
こ
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
編
で
の
注
解
は
最
小
限
に
止
め
た
。

２

教
法
と
内
観

一
九
二
七
年
一
月

教
法
と
内
観

多
田
鼎
氏
の
批
評
に
対
す
る
弁
明

（

仏
座

第
十
三
号
）

一多
田
鼎
氏
は
、
氏
の

み
ど
り
ご

誌
上
に
於
い
て
、
私
の
講
演
速
記
で
あ
る

浄
土
の
観
念

に
対
し
て
の
批
判
を
発
表
せ
ら
れ
ま
し

た
。
氏
は
真
宗
の
教
界
に
於
け
る
人
格
者
で
あ
り
、
特
に
こ
の
発
表
を
せ
ら
る
る
ま
で
に
は
、
同
友
の
人
々
と
共
に

浄
土
の
観
念

を
攻

究
せ
ら
れ
、
飽
く
ま
で
も
慎
重
の
態
度
を
以
つ
て
せ
ら
れ
て
あ
る
の
で
す
か
ら
、
私
は
畏
れ
と
喜
び
と
を
以
つ
て
、
そ
れ
を
繰
返
し
読
ん
だ

の
で
あ
り
ま
す
。

併
し
悲
し
い
こ
と
に
は
、
私
は
氏
の
批
評
の
前
に
服
従
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
は
恐
ら
く
氏
も
予
知
し
て
を
ら
れ
た
の
で
せ
う
。

そ
れ
故
、
そ
の
文
字
は
敢
て
私
を
誘
掖
し
教
導
す
る
と
い
ふ
態
度
で
は
な
く
、
ま
た
私
の
解
答
を
要
求
す
る
と
い
ふ
態
度
で
も
な
く
、
言
は

ば
最
後
の
言
葉
と
し
て
私
を
教
誨
し
つ
つ
、
同
時
に

み
ど
り
ご

の
読
者
に
対
し
て
、
私
の
学
の
方
法
が
全
然
間
違
つ
て
い
る
こ
と
を
宣

示
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
実
際
ま
た
氏
も
言
つ
て
を
ら
る
る
や
う
に
、
氏
と
私
と
討
議
を
し
た
こ
と
は
一
度
や
二
度
で
は
な
い
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
氏
と
し
て
は
私
の
学
の
方
法
は
充
分
に
解
つ
て
は
居
る
が
、
し
か
し
何
う
し
て
も
容
る
す
こ
と
は
出
来
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
は
誠
に
止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
か
く
も
根
本
的
に
違
つ
て
い
る
と
思
ふ
て
を
ら
る
る
と
こ
ろ
か

ら
当
然
現
は
る
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
解
つ
て
い
ま
す
が
、
氏
の
批
判
の
言
葉
の
中
に
は
、
私
に
取
り
て
心
外
の
も
の
も
尠
く
は
あ
り
ま
せ

ぬ
。
し
か
し
私
は
そ
れ
を
一
一
弁
明
す
る
こ
と
を
差
控
え
ま
す
。
そ
れ
は
却
つ
て
事
を
煩
雑
に
し
て
、
問
題
の
中
心
を
逸
す
る
恐
が
あ
る
か
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ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
は
氏
が
私
に
反
省
を
促
さ
る
る
根
本
問
題
を
明
か
に
し
て
、
私
の
行
く
べ
き
道
に
進
ま
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま

す
。二何

所
に
氏
が
私
を
教
誨
せ
ら
る
る
問
題
の
中
心
が
あ
る
の
で
せ
う
か
。
そ
れ
は
要
約
す
れ
ば
次
の
数
語
に
尽
き
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
は

れ
ま
す
。

真
宗
の
道
は
唯
だ
教
法
を
聴
聞
す
る
こ
と
で
あ
る
。
行
も
信
も
証
も
み
な
教
に
よ
り
て
与
へ
ら
れ
る
、
そ
れ
は
自
覚
だ
の
自
己
反

省
だ
の
と
い
ふ
も
の
に
依
り
て
得
ら
る
る
の
で
は
な
い
。
内
観
だ
の
根
本
主
義
だ
の
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
感
知
せ
ら
る
る
如
来
や
浄
土
は
、

た
だ
自
己
の
観
念
界
に
現
は
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
の
帰
命
し
願
生
す
べ
き
如
来
や
浄
土
は
、
釈
尊
の
観
念
界
に
現
は
れ
た
も
の

で
あ
る

。
こ
れ
が
中
心
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
氏
と
し
て
も
自
覚
や
反
省
を
全
然
無
意
味
の
も
の
と
い
は
れ
る
の
で
は
な
い
し
、
私

も
ま
た
如
何
に
教
法
を
尊
重
す
る
か
は
、
常
に
明
細
に
私
の
書
い
た
も
の
を
読
ん
で
下
さ
る
る
氏
も
御
承
知
の
筈
で
あ
り
ま
す
。
併
し
何
と

い
つ
て
も
方
向
が
間
違
つ
て
い
る
、
何
所
ま
で
も
教
法
に
信
順
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
の
に
、
そ
の
教
法
を
す
ら
内
観
を
以
つ
て
こ
れ
を
領

受
し
や
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
に
氏
の
批
判
の
根
本
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

誠
に
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
私
は
教
法
を
尊
重
す
る
。

真
実
の
教
と
い
ふ
は
大
無
量
寿
経
こ
れ
な
り

と
い
ふ
言
葉
は
、
私
に
は
強
い

権
威
を
も
つ
、
そ
れ
故
に
如
実
に
そ
の
教
を
領
受
し
た
い
。
し
か
し
如
実
に
そ
の
教
を
領
受
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
何
う
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う

か
。
私
に
取
り
て
は
唯
だ
内
観
に
依
り
て
で
あ
り
ま
す
。
教
法
が
私
を
覚
醒
し
、
私
が
内
観
に
於
い
て
信
証
せ
ら
れ
し
そ
れ
だ
け
が
私
の
教

法
領
受
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
教
法
に
は
私
の
領
受
を
超
え
て
を
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
私
の
信
ず
る
こ
と
も
疑
ふ
こ
と

も
出
来
ぬ
も
の
で
、
私
の
自
覚
が
明
か
に
な
り
、
内
観
が
純
粋
に
な
つ
た
と
き
に
、
や
が
て
領
受
せ
ら
る
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、

氏
に
し
て
私
の
こ
の
態
度
を
承
認
せ
ら
れ
、
且
つ
私
の
領
受
せ
ざ
る
と
こ
ろ
を
進
ん
で
領
受
し
て
を
ら
る
る
な
ら
ば
、
氏
の
親
切
な
る
性
格

と
し
て
、
必
ず
私
を
誘
掖
し
教
導
せ
ら
る
る
に
違
あ
り
ま
せ
ぬ
。
然
る
に
全
然
方
向
を
誤
つ
て
い
る
と
い
は
れ
る
の
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
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私
の
こ
の
態
度
こ
そ
容
る
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
せ
ら
る
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。

併
し
こ
の
態
度
を
拒
ん
で
教
法
を
領
受
す
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
わ
れ
わ
れ
に
教
法
を
領
受
す
る
能
力
は
な
い
、
た
だ
教

法
そ
の
も
の
の
力
で
教
法
は
領
受
せ
ら
る
る
、
さ
う
い
ふ
言
葉
だ
つ
て
私
は
拒
み
も
し
な
い
し
、
現
に
私
も
使
ふ
て
も
居
り
ま
す
。
さ
う
す

れ
ば
一
体
何
う
い
ふ
所
が
違
う
て
を
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
そ
れ
は
私
が
常
に
内
観
を
語
る
点
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

三
自
分
は
釈
尊
の
胸
に
現
は
れ
た
る
浄
土
を
語
る
、
然
る
に
君
は
君
自
身
の
胸
に
現
は
れ
た
る
浄
土
を
語
る

と
氏
は
い
は
る
る
。
私
は

敢
え
て
こ
の
言
葉
を
拒
ま
な
い
。
私
は
自
分
の
観
念
界
を
語
つ
て
も
、
そ
れ
故
に
そ
の
観
念
界
は
私
と
い
ふ
個
人
の
作
り
出
し
た
も
の
だ
と

思
ふ
こ
と
は
到
底
出
来
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
釈
尊
の
胸
に
現
は
れ
ら
れ
た
る
如
く
、
私
の
観
念
界
に
現
は
れ
給
ふ
如
来
と
浄
土
と

を
拝
す
る
こ
と
は
、
私
に
取
り
て
こ
の
上
な
き
喜
び
で
あ
り
ま
す
。

古
来
真
宗
の
学
者
に
は
、
苟
く
も

自

と
い
ふ
文
字
の
つ
く
も
の
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ら
う
と
も
、
そ
れ
を
拒
む
と
い
ふ
固
執
が
あ

る
。
随
つ
て
自
覚
だ
の
自
己
反
省
だ
の
い
ふ
こ
と
は
皆
自
力
の
迷
心
で
あ
る
と
す
る
。
而
し
て
甚
だ
し
き
に
至
り
て
は
、
そ
の
自
覚
の
自
や
、

自
己
反
省
の
自
己
や
は
、
総
べ
て
対
象
化
さ
れ
た
個
人
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
て
を
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
随
つ
て
内
観
と
い
へ
ば
、
わ

が
胸
を
眺
め
、
主
観
と
い
へ
ば
個
別
的
な
何
か
小
さ
い
も
の
と

へ
て
を
り
ま
す
。
わ
が
畏
敬
す
る
多
田
氏
は
、
勿
論
、
そ
ん
な
風
に

へ

て
御
出
に
な
る
の
で
は
な
い
に
違
あ
り
ま
せ
ぬ
。
自
覚
と
い
ふ
文
字
や
、
反
省
と
い
ふ
言
葉
が
、
正
し
く
理
解
さ
る
る
と
き
に
は
、
さ
ら
に

進
ん
で
は
現
実
に
自
覚
し
反
省
し
つ
つ
あ
る
と
き
に
は
、
対
象
化
し
て
分
別
し
つ
つ
あ
る
や
う
な
個
人
だ
の
自
己
だ
の
と
い
ふ
こ
と
の
な
い

こ
と
は
、
百
も
御
承
知
の
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
に
は
関
ら
ず
、
そ
れ
を
拒
ま
る
る
の
は
、
た
と
へ
自
覚
だ
の
反
省
だ
の
主
観
だ
の
と
い

ふ
こ
と
は
何
ん
な
意
味
で
あ
ら
う
が
、
要
す
る
に
其
所
か
ら
出
発
し
た
も
の
は
、
畢
竟
汝
の
観
念
界
で
あ
つ
て
、
仏
祖
の
観
念
界
で
は
な
い

で
は
な
い
か
と
言
は
る
る
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
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さ
う
す
れ
ば
多
田
氏
は
何
う
し
て
、
私
の
自
覚
の
観
念
界
に
現
は
れ
た
も
の
と
、
釈
尊
の
観
念
界
に
現
は
れ
た
も
の
と
異
つ
て
い
る
と
判

断
を
せ
ら
る
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
氏
も
亦
た
釈
尊
の
観
念
界
を
内
観
せ
ら
れ
ぬ
筈
で
あ
り
ま
す
。
氏
は
自
分
は
唯
だ
仏
祖
の
観
念
界
を

語
る
と
い
は
る
る
、
し
か
し
私
は
氏
の
語
る
と
こ
ろ
は
果
し
て
仏
祖
の
観
念
界
で
あ
ら
う
か
と
疑
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
何
故
な
ら
ば
仏
祖
の

観
念
界
は
多
田
氏
に
自
覚
も
せ
ら
れ
ず
内
観
も
せ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
氏
は
恐
ら
く
仏
祖
の
仰
せ
そ
の
ま
ま
を
伝
ふ
る

に
何
の
疑
が
あ
ら
う
と
い
は
る
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
併
し
仰
せ
そ
の
ま
ま
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
に
も
懐
か
し
い
言
葉
で
あ
る
が
、
私
に
は

問
題
的
で
あ
る
の
に
、
氏
に
取
り
て
は
無
問
題
的
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
が
問
題
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
力
の
計
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と

い
は
る
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
氏
に
は
無
問
題
的
で
あ
る
の
に
私
に
は
問
題
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
私
を
し
て
い
は
し

む
れ
ば
、
氏
は
か
か
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
御
経
験
が
全
く
な
い
の
で
あ
る
か
、
然
ら
ず
ん
ば
そ
ん
な
問
題
は
既
に
消
滅
し
て
、
自
然
無
疑

の
状
態
に
到
達
せ
ら
れ
た
に
違
ひ
な
い
の
で
せ
う
。
私
は
氏
と
逢
ふ
て
話
す
時
に
は
、
氏
を
前
者
に
擬
し
て
私
の
衷
情
を
訴
へ
る
を
常
と
し

て
を
り
ま
す
。
併
し
別
れ
て
独
り
思
ふ
時
に
は
、
氏
の
後
者
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
思
う
て
幾
度
か
氏
の
説
を
見
直
さ
う
と
し
た
こ
と
で
せ
う
。

併
し
悲
し
い
哉
、
私
に
は
何
物
も
与
へ
ら
れ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

四私
の
恐
る
る
と
こ
ろ
は
、
私
の
自
覚
そ
の
も
の
で
な
く
し
て
、
寧
し
ろ
そ
の
自
覚
が
純
粋
で
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
の
業
心
は
鈍
真

に
自
覚
し
反
省
し
行
か
な
い
で
、
何
時
の
間
に
か
自
覚
を

へ
、
反
省
を
思
想
し
て
を
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
が
自
か
ら
も
傷
み
、
他
か

ら
も
警
告
さ
る
る
点
は
、
実
に
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
多
田
氏
が
私
に
対
し
て
批
判
せ
ら
る
る
点
は
、
自
覚
そ
の
こ
と
、
反
省
そ
の

こ
と
が
聞
法
と
方
向
が
反
対
で
あ
る
と
い
は
る
る
の
で
す
が
、
私
に
取
り
て
は
唯
だ
私
の
自
覚
を

へ
た
り
、
反
省
を
思
想
し
た
り
す
る
こ

と
を
警
告
さ
る
る
や
う
に
聞
え
て
な
り
ま
せ
ぬ
。
真
に
自
覚
し
反
省
す
る
と
き
に
は
、
如
実
の
教
法
は
そ
の
ま
ま
私
に
流
行
し
私
に
体
験
せ

ら
る
る
、
そ
の
時
こ
そ
私
も
ま
た
多
田
氏
と
同
じ
や
う
に
、
自
然
無
疑
の
心
を
以
つ
て

唯
だ
聞
法
あ
る
の
み

と
い
ふ
こ
と
が
出
来
ま
せ
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う
。
私
は
現
に
そ
の
境
地
を
確
か
に
感
知
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
多
田
氏
の
言
は
う
と
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
か
何
う
か

は
、
本
よ
り
計
り
知
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
多
田
氏
も
亦
た
必
ず
微
笑
ん
で
同
感
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
ま
す
。

ま
だ
言
ひ
尽
さ
ぬ
も
の
が
多
い
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
根
機
が
尽
き
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
に
て
擱
筆
し
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
多
田

氏
の
批
判
に
現
は
れ
た
事
柄
を
列
挙
す
れ
ば
、
種
々
の
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
敢
え
て
そ
の
解
明
を
逃
避
す
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ぬ
。
唯
だ
根
本
問
題
さ
へ
領
解
さ
る
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
自
然
に
氷
解
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
り
根
本
が
瞭
解
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
如
何
に
解

明
し
て
も
徒
に
煩
雑
を
重
ぬ
る
の
み
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
自
分
の
も
の
に
対
す
る
批
評
の
弁
明
を
書
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
が
始
め
で
あ
り
ま
す
。
一
方
に
は
自
分
の
態
度
を
明
か
に
し
た
い
と

共
に
、
一
方
に
は
多
田
氏
の
本
領
を
誤
解
し
た
く
な
い
と
い
ふ
気
分
が
、
頗
る
難
渋
を
感
ぜ
し
め
ま
し
た
。
そ
れ
に
こ
こ
に
記
さ
う
と
思
ふ

こ
と
は
、
総
べ
て
、
常
に
私
が
発
表
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
す
外
な
い
や
う
で
あ
る
の
で
、
一
層
筆
が
動
か
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
な
ほ
正
当
に
解
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
思
ひ
つ
き
ま
す
れ
ば
、
さ
ら
に
筆
を
改
め
て
書
く
こ
と
に
い
た
し
ま
せ
う
。

昭
和
二
、
一
、
三

３

当
の
金
子
教
授
は
ど
ん
な
気
持
で
い
る
か

一
九
二
八
年
六
月
十
五
日

当
の
金
子
教
授
は
ど
ん
な
気
持
で
い
る
か

こ
の
度
、
私
の
著
者
が
測
ら
ず
も
宗
内
の
物
議
を
生
じ
、
事
件
拡
大
、
為
に
一
方
な
ら
ず
師
友
諸
賢
に
御
心
配
を
か
け
ま
し
た
こ
と
は
、
誠

に
恐
縮
に
堪
へ
ま
せ
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
は
私
一
身
の
こ
と
で
な
く
、
真
宗
学
の
根
本
問
題
に
関
す
る
事
と
信
じ
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
卑
見
を

陳
述
し
、
師
友
諸
賢
の
御
瞭
解
を
仰
が
ん
と
欲
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
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一
、
私
の
真
宗
学
研
究
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
真
宗
の
教
法
を
正
し
く
領
解
し
て
、
そ
の
宗
要
た
る
如
来
の
本
願
の
旨
趣
を
明
か
に
し
た

い
と
い
ふ
こ
と
の
外
に
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
如
来
も
そ
の
本
願
に
依
り
て
顕
現
し
た
ま
ひ
、
浄
土
も
そ
の
本
願
に
依
り
て
荘
厳
せ
ら
れ
、
衆
生

も
そ
の
本
願
に
依
り
て
救
済
せ
ら
る
る
。
そ
の
意
味
を
正
し
く
領
解
す
る
こ
と
の
外
に
、
真
宗
学
の
本
義
は
な
い
と
思
ふ
て
を
り
ま
す
。

一
、
こ
の
度
、
問
題
と
な
り
ま
し
た
二
書
も
（

浄
土
の
観
念

、

真
宗
に
於
け
る
如
来
及
び
浄
土
の
観
念

、
い
づ
れ
も
講
演
の
記
録
が
出

版
さ
れ
た
る
も
の
）、
如
上
の
研
究
精
神
か
ら
、

如
来

と

浄
土

と
に
就
て
の
私
の
領
解
を
述
べ
た
も
の
に
外
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
は

真
宗
の
教
法
に
依
る
、
私
の
如
来
及
び
浄
土
の
実
在
観
念
に
就
て
の
管
見
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
私
と
し
て
は
そ
の
説
明
に
は
、
相
当
に

苦
心
も
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
御
読
み
に
な
る
方
に
は
な
ほ
意
を
尽
し
て
居
ら
ぬ
と
思
は
る
る
点
も
定
め
て
多
い
こ
と
で
あ
り
ま
せ

う
。
併
し
私
は
、
私
の
心
を
掬
ん
で
下
さ
る
方
は
、
こ
の
書
に
於
て
も
私
の
言
は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
瞭
解
し
、
彷
彿
と
し
て
私
の
実
在
観

念
に
も
同
感
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う
と
信
じ
て
居
り
ま
し
た
。

一
、
然
る
に
そ
の
中
に
、

実
在
の
浄
土
は
信
ぜ
ら
れ
ぬ

と
い
ふ
こ
と
を
申
し
ま
し
た（
そ
れ
が
特
に
こ
の
度
の
問
題
と
な
つ
た
の
で
す
が
）

の
は
、
教
法
の
指
示
す
る
実
在
観
念
を
、
常
識
の
見
解
に
依
る
実
在
観
か
ら
簡
ば
う
と
欲
ふ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
常
識
の
見
解
に

依
る
実
在
観
と
い
ひ
ま
し
た
の
は
、
そ
の
為
に
私
が
長
い
間
悩
ま
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
常
識
の
見
解
に
依
る
実
在
観
は
到
底
成
立
い

た
し
ま
せ
ぬ
。
さ
れ
ば
こ
そ
反
対
に
如
来
と
浄
土
と
の
実
在
を
無
視
す
る
、
現
代
の
常
識
的
見
解
も
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
故
に

私
は
教
法
に
依
る
実
在
観
念
を
明
か
に
す
る
と
共
に
、
こ
の
常
識
の
見
解
に
依
る
実
在
観
と
、
非
実
在
観
と
を
除
去
し
や
う
と
い
た
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
一
方
に
は
常
識
に
依
る
実
在
と
教
法
に
依
る
実
在
と
を
混
融
す
る
素
朴
な
る
信
仰
を
純
化
す
る
所
以
で
あ
り
、
他
方
に
は
、
如

来
と
浄
土
と
を
無
視
す
る
現
代
の
常
識
を
批
判
し
て
、
教
法
に
依
る
実
在
観
念
を
宣
揚
す
る
所
以
で
あ
る
と
思
ふ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

一
、
已
上
の
こ
と
は
、
二
書
を
通
読
し
て
下
さ
る
る
方
に
は
御
瞭
解
を
得
る
こ
と
と
存
じ
て
居
り
ま
し
た
。
然
る
に
こ
の
常
識
の
見
解
を
批

判
す
る
と
い
ふ
私
の
態
度
が
、
こ
の
度
、
侍
董
寮
諸
師
の
御
憂
慮
を
被
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
諸
師
の
御
意
見
で
は
、
如
上
の

私
の
真
宗
学
研
究
の
態
度
そ
の
も
の
が
、
指
方
立
相
の
教
に
反
き
、
自
性
唯
心
に
陥
り
は
せ
ぬ
か
と
案
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
併
し
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私
と
し
て
は
、
右
の
二
書
も
前
申
し
た
意
味
に
於
て
、
指
方
立
相
の
教
意
を
如
実
に
領
解
せ
ん
と
し
た
も
の
に
外
あ
り
ま
せ
ぬ
。
私
は
指
方

立
相
と
い
ふ
こ
と
は
常
識
の
実
在
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
と
思
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
若
し
常
識
の
如
く
実
在
す
る
な
ら
ば
、
指
方
立
相

と
い
ふ
言
葉
も
無
意
味
と
は
な
ら
ぬ
で
せ
う
か
。

方
を
指
し
相
を
立
つ

と
い
ふ
こ
と
は
、
実
に
相
を
離
る
る
能
は
ざ
る
わ
れ
ら
に
対
し
て

の
教
意
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
深
く
尊
重
せ
ら
る
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
の
教
意
あ
れ
ば
こ
そ
、
わ
れ
ら
は
常
識
の
実
在
を
超
え
た
る

三

界
の
道
を
勝
過
せ
る

浄
土
を
、
よ
り
高
き
実
在
と
し
て
願
生
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
か
く
の
如
く
教
法
を
領
解
す
る

た
め
に
は
、
必
然
の
過
程
と
し
て
自
覚
の
論
理
を
辿
り
、
内
観
の
理
性
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
私
の
研
究
が
、
自
性
唯
心
的
色
彩
を
帯

び
て
来
る
こ
と
は
、
誠
に
止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
、
さ
れ
ど
ま
た
、
そ
れ
故
に
何
所
ま
で
も
自
性
唯
心
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
出
来
ぬ

こ
と
も
、
私
に
あ
り
て
は
明
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

一
、
か
や
う
な
点
に
於
て
は
、
私
の
研
究
に
反
対
の
現
は
る
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
予
期
も
し
て
居
り
ま
し
た
が
、
同
時
に
ま
た
そ
の
反
対
に

激
励
さ
れ
て
、
私
の
研
究
を
純
粋
に
進
む
る
な
ら
ば
、
何
時
か
は
私
の
精
神
も
瞭
解
さ
る
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
念
願
し
て
居
り
ま
し
た
。
私

は
真
宗
学
に
志
す
こ
と
二
十
余
年
、
幸
に
師
友
諸
賢
の
御
指
導
に
依
り
て
、
そ
の
道
を
進
め
つ
つ
今
日
に
至
り
し
こ
と
感
謝
に
堪
へ
ま
せ
ぬ
。

か
く
し
て
真
実
に
教
法
を
領
受
し
、
自
他
の
救
は
る
る
道
を
開
く
こ
と
が
、
以
て
仏
祖
の
恩
を
報
じ
、
ま
た
宗
門
百
年
の
基
礎
に
対
し
て
貢

献
す
る
所
以
で
あ
る
と
信
じ
て
来
ま
し
た
。
然
る
に
そ
の
志
半
に
し
て
、
今
日
の
問
題
を
生
じ
た
る
こ
と
、
師
友
諸
賢
に
対
し
て
誠
に
慚
愧

に
堪
へ
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
併
し
ま
た
そ
の
故
に
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
道
は
私
と
し
て
は
更
に
精
進
し
て
、
私
の
研
究
を
純
に
し
、

私
の
志
を
徹
底
す
る
の
外
な
い
と
思
念
せ
ず
に
居
ら
れ
ま
せ
ぬ
。

こ
こ
に
謹
ん
で
卑
見
を
表
明
し
、
以
つ
て
公
正
な
る
御
意
見
を
請
ふ
次
第
で
あ
り
ま
す
。

４

私
の
真
宗
学

一
九
二
八
年
六
月
十
七
日

教
法
に
対
す
る
学
の
態
度

私
の
真
宗
学
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真
宗
の
教
法
に
対
す
る
私
の
学
の
態
度
は
、
そ
れ
を
正
し
く
領
解
し
た
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
教
法
は
飽
く
ま
で
も
尊
重
す
る
の
で
あ

る
が
、
併
し
そ
れ
に
は
解
ら
ぬ
こ
と
が
甚
だ
多
い
の
で
、
何
う
か
し
て
そ
れ
を
解
り
た
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
解
ら
ぬ
こ
と
を
解

る
や
う
に
な
り
た
い
と
い
ふ
だ
け
な
ら
ば
、
そ
の
外
に
学
問
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
筈
が
な
い
か
ら
、
何
人
に
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
、

さ
れ
ど
そ
れ
が

教
法
を
尊
重
し
て

と
い
ふ
要
件
を
有
つ
が
故
に
、
其
所
に
問
題
が
生
ず
る
。
そ
の
問
題
が
私
の
真
宗
学
に
反
省
を
要
求

す
る
。
一
は
私
と
同
様
に
教
法
を
尊
重
す
る
人
か
ら
、
一
は
私
と
同
じ
様
に
〔
は
〕
御
教
法
を
尊
重
せ
ぬ
人
か
ら
。

私
と
同
様
に
教
法
を
尊
重
す
る
人
の
中
に
は
、
そ
れ
故
に
何
所
ま
で
も
自
分
に
領
解
の
出
来
る
や
う
に
し
よ
う
と
す
る
私
の
態
度
を
誤
と

す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
の
見
解
で
は
、
教
法
の
大
部
分
は
、
わ
れ
わ
れ
の
解
る
解
ら
ぬ
を
超
へ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
自
分
に
諒
解
出
来
る
か
何
う
か
を
問
は
ず
に
、
唯
だ
真
宗
の
教
法
は
か
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
り
さ

へ
す
れ
ば
よ
い
。
而
し
て
そ
れ
が
信
の
本
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
強
い
て
解
り
た
い
と
す
る
か
ら
、
自
然
、
己
心
の
見
解
が
加
は
る
や

う
に
な
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
い
ふ
通
り
、
私
の
態
度
で
は
、
己
心
の
見
解
が
加
は
り
易
い
こ
と
を
知
り
且
つ
恐
れ

て
い
る
。
併
し
そ
れ
は
私
が
陥
い
り
易
い
の
で
あ
つ
て
、
私
の
学
が
陥
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
私
の
学
の
現
実
は
何
う
あ
つ
て
も
、

私
の
学
の
理
想
に
随
て
進
ま
ん
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
己
心
の
見
解
の
加
は
つ
て
い
る
所
は
気
附
く
に
随
て
訂
正
し
行
く
よ
り
外
な
い
の
で
あ

る
。加

之
、
私
は
解
る
解
ら
ぬ
を
超
へ
て
教
法
は
か
う
で
あ
る
と
い
ふ
学
の
仕
方
に
満
足
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
如
何
に

解
る

解
ら
ぬ
を
超
へ
て

と
い
ふ
て
も
、
既
に

教
法
は
か
う
で
あ
る

と
断
定
す
る
以
上
は
、
そ
の
立
場
に
於
て

解
つ
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
の
限
り
そ
の
人
々
の

解
つ
て
い
る

が
、
全
く
私
に
は

解
ら
な
い
こ
と
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
も
出
来
る
し
、
ま
た
そ
の
人
々
の

教

法
は
か
う
で
あ
る

は
果
し
て
さ
う
で
あ
る
か
何
う
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
兎
も
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
己
心
の
見
解
を

加
へ
な
が
ら
、
そ
れ
を
意
識
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ
思
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
ん
な
問
題
を
有
つ
と
こ
ろ
に
、
私
の
学
の
悩
み
が
あ

る
の
で
あ
ら
う
。
私
は
私
と
同
じ
く
教
法
を
尊
重
す
る
人
か
ら
、
こ
の
悩
を
洞
察
し
て
貰
ひ
た
い
。
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私
と
同
じ
や
う
に
は
教
法
を
尊
重
せ
ぬ
人
々
は
、
教
法
を
一
筋
縄
で
領
解
し
や
う
と
す
る
私
の
態
度
が
無
理
で
あ
る
と
い
は
う
と
す
る
。

何
ん
な
書
物
で
も
そ
れ
の
出
来
た
時
代
を

慮
に
入
れ
ぬ
で
は
解
釈
さ
れ
な
い
。
経
典
と
い
へ
ど
も
同
様
で
あ
る
。
真
宗
の
教
法
と
い
へ
ど

も
、
そ
の
大
部
分
は
、
昔
の
世
界
観
や
、
古
人
の
想
像
か
ら
成
つ
て
い
る
。
わ
れ
ら
は
そ
れ
ら
の
時
代
的
の
も
の
は
、
悉
く
除
去
り
て
、
永

遠
な
る
も
の
だ
け
を
摂
取
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
研
究
に
敬
意
を
払
ふ
こ
と
を
惜
し
む
も
の

で
な
い
。
併
し
私
は
さ
う
い
ふ
態
度
の
研
究
だ
け
で
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
た
と
へ
昔
の
世
界
観
や
物
語
や
が
取
入
れ
ら
れ
て
い
て
も
、

そ
れ
が
教
法
と
し
て
現
は
れ
た
る
限
り
、
何
か
深
い
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
そ
れ
は
唯
だ
現
在
の
私
に
解
ら
ぬ
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
私
の
真
宗
学
の
結
果
に
於
て
、
一
見
、
真
宗
の
教
法
に
違
す
る
や
う
な
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
が
教
法
に
違
す
る

の
で
は
な
く
て
唯
だ
私
の
学
が
ま
だ
教
法
の
全
体
の
領
解
に
達
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

原
稿
に
添
へ
て

拝
啓
、
唯
今
、
御
紙
を
披
き
、
先
づ
村
上
博
士
の
論
文
を
見
ま
し
た
。
大
体
が
私
の
説
を
知
ら
ぬ
と
い
つ
て
居
り
な
が
ら
、
批
評
せ
ら
る

る
の
で
す
か
ら
無
理
も
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、

浄
土
の
観
念

は
博
士
の
言
は
る
る
よ
う
な
意
味
で
浄
土
を
否
定
し
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
聖

浄
二
門
の
別
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
特
に
力
を
注
い
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
何
う
も
博
士
の
議
論
は
、

大
体
、
今
時
の
若
い
も
の
だ
か
ら
、
こ

ん
な
風
に

へ
て
い
る
の
だ
ら
う

と
い
ふ
こ
と
を
頭
に
置
い
て
、
そ
れ
を
批
評
し
て
を
ら
る
る
よ
う
で
す
。
後
進
も
先
進
を
知
ら
ぬ
点
が

多
い
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
先
進
が
後
進
を
知
ら
ぬ
点
も
余
り
と
い
へ
ば
甚
だ
し
い
や
う
で
す
。
而
し
て
宗
門
の
問
題
は
実
に
こ
の
先
進
後
進

の
相
互
不
諒
解
が
根
本
を
為
し
て
い
る
と
思
ひ
ま
す
。
私
の
進
退
に
就
て
も
い
ろ
い
ろ
批
判
さ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
で
せ
う
。
併
し
こ
の
際

私
は
多
く
弁
明
し
ま
せ
ぬ
。
私
の
思
想
に
就
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
批
判
が
こ
れ
か
ら
現
は
る
る
で
せ
う
。
そ
れ
に
就
て
は
、
自
か
ら
弁
明
の

必
要
を
認
む
る
も
の
に
限
り
弁
明
し
ま
せ
う
。
本
当
に
懇
切
な
る
教
示
が
出
ま
す
れ
ば
、
中
心
よ
り
感
謝
す
べ
き
用
意
も
い
た
し
て
を
り
ま

す
。
今
ま
で
安
心
や
学
解
の
問
題
が
御
紙
の
上
に
幾
度
も
出
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
問
答
は
何
を
意
味
す
る
か
に
就
て
も
、
私
に
は
一
つ
感
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想
が
あ
り
ま
す
。

論
の
起
る
と
こ
ろ
に
は
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
お
こ
る

こ
と
は
、
私
自
か
ら
経
験
し
て
を
り
ま
す
か
ら
、
出
来
る
だ
け
は

避
け
て
、
純
一
に
自
分
の
学
を
徹
底
す
る
よ
り
外
な
い
と
思
う
て
い
ま
す
。
併
し
止
む
を
得
ざ
る
論
議
は
、
如
何
に
事
を
好
ま
ぬ
で
も
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
で
今
、

私
の
真
宗
学

三
篇
を
送
り
ま
し
た
。
若
し
村
上
博
士
や
多
田
鼎
氏
や
の
も
の
に
弁
明
の
必

要
が
生
じ
ま
す
れ
ば
、
そ
れ
は

私
の
真
宗
学

四
已
下
と
し
て
書
き
ま
せ
う
。（
金
子
大
榮
）

一
九
二
八
年
六
月
十
九
日

真
宗
学
の
二
途

私
の
真
宗
学

そ
れ
が
自
分
に
解
る
解
ら
ぬ
に
関
ら
ず
、
真
宗
の
教
法
は
か
う
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
る
こ
と
を
以
て
真
宗
学
で
あ
る
と
す
る
人
の
立

場
か
ら
は
、
真
宗
学
は
た
だ
先
進
よ
り
後
進
に
伝
ふ
る
と
い
ふ
一
途
あ
る
の
み
で
あ
る
。
其
所
に
は
後
進
を
待
ち
て
明
か
に
な
る
と
い
ふ
こ

と
は
余
り
に
予
想
せ
ら
れ
な
い
。
併
し
何
所
ま
で
も
自
分
に
解
つ
て
行
き
た
い
と
い
ふ
学
問
の
態
度
に
は
、
常
に
先
進
の
教
を
聞
く
と
共
に
、

深
く
後
進
に
期
待
さ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
後
者
の
途
は
果
し
て
真
宗
学
に
は
許
る
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
か
。

問
題
は
先
進
か
ら
後
進
に
伝
へ
ら
る
べ
き
も
の
は
、
学
問
の
精
神
で
あ
る
か
、
学
問
の
成
績
で
あ
る
か
で
あ
る
。
若
し
伝
へ
ら
る
べ
き
も

の
は
、
学
問
の
成
績
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
問
に
対
す
る
先
進
の
答
が
自
分
を
満
足
せ
し
め
な
い
で
も
、
後
進
は
新
た
な
る
答
を
作
つ
て
は

な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
あ
る
ひ
は
更
に
新
た
な
る
問
を
起
す
こ
と
も
許
さ
れ
ぬ
こ
と
と
な
る
。
併
し
伝
へ
ら
る
べ
き
も
の
が
学
問
の
精
神
で
あ

る
な
ら
ば
、
先
進
の
答
が
充
分
で
な
い
時
に
は
、
新
た
な
る
答
を
作
る
べ
く
、
更
に
新
た
な
る
問
も
起
し
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
こ

そ
は
後
進
が
先
進
の
志
を
遂
ぐ
る
所
以
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
数
年
前
、
大
谷
大
学
の
教
壇
に
立
つ
こ
と
の
不
安
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
や
う
な
領
解
の
貧
し
い
も
の
が
、
こ
の

教
壇
に
立
つ
資
格
が
あ
る
か
を
思
ひ
悩
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
、
そ
の
悩
み
よ
り
私
を
救
ふ
た
も
の
は
、
学
に
対
す
る
私
の
態
度
で
あ

る
。
自
分
は
唯
だ
先
進
の
学
問
精
神
を
承
け
て
、
誠
実
な
る
後
進
の
現
は
る
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
み
で
あ
る
。
私
の
学
問
精
神
に
幸
に
見

る
べ
き
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
精
神
を
助
け
て
、
私
の
学
問
の
成
績
を
訂
正
し
、
超
越
す
る
後
進
の
友
が
現
は
る
る
で
あ
ら
う
。
教
壇
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に
立
つ
こ
と
は
、
か
か
る
後
進
の
友
を
求
む
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
対
す
れ
ば
学
問
の
成
績
を
伝
ふ
る
こ
と
は
、
そ
れ
程
重
要
な
こ
と

で
は
な
い
。

自
分
は
こ
れ
ま
で
や
つ
た
が
も
う
進
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
諸
君
よ
ろ
し
く
こ
の
後
の
道
を
開
い
て
貰
ひ
た
い

と
い
ふ
こ
と

が
、
学
問
の
道
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
、
私
は
教
壇
に
立
ち
直
る
こ
と
が
出
来
た
。

併
し
こ
の
態
度
は
、
一
般
の
学
問
に
許
る
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
真
宗
学
に
は
許
る
さ
れ
ぬ
も
の
か
何
う
か
は
、
大
方
の
示
教
を
俟

つ
の
外
は
な
い
。
私
は
真
宗
の
教
法
は
無
尽
の
法
蔵
な
る
が
故
に
、
如
何
な
る
問
の
手
に
対
し
て
も
、
何
も
の
か
が
与
へ
ら
る
る
も
の
で
あ

る
と
信
じ
て
を
る
。
問
に
重
ぬ
る
に
問
を
以
て
す
る
こ
と
に
依
り
て
、
教
法
は
益
々
そ
の
功
徳
を
現
は
す
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ

れ
故
に
、
未
開
の
野
を
拓
く
が
如
き
学
問
も
、
真
宗
の
教
意
に
反
か
ざ
る
の
み
か
は
、
却
つ
て
真
実
に
教
意
の
限
り
な
き
意
味
を
領
知
せ
し

む
る
に
違
ひ
な
い
こ
と
を
思
ふ
も
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
六
月
二
〇
日

宗
門
大
学
の
使
命

私
の
真
宗
学

私
の
領
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
親
鸞
は
そ
の
代
表
す
る
一
切
衆
生
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
人
の
も
の
で
あ
つ
て
、
特
に
真
宗
諸
派
の
も
の

で
は
な
い
。
随
て
真
宗
の
教
法
は
、
苟
も
宗
教
的
要
求
あ
る
も
の
に
は
、
何
人
に
も
領
解
し
得
ら
る
る
も
の
で
あ
つ
て
特
に
真
宗
教
団
に
属

す
る
人
々
に
の
み
理
解
し
得
ら
る
る
や
う
な
も
の
で
な
い
と
思
ふ
。
そ
れ
は
余
り
に
明
瞭
な
る
事
と
知
る
人
に
は
、
こ
の
私
の
言
葉
は
皮
肉

に
も
思
は
る
で
あ
ら
う
。
併
し
私
は
極
め
て
真
面
目
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
兎
も
す
れ
ば
宗
門
の
人
々
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

社
会
も
ま
た
看
過
し
て
を
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
宗
門
大
学
に
あ
り
て
は
何
よ
り
も
真
宗
の
教
法
が
一
切
衆
生
に
公
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学
問
に
依
り
て
明
か
に
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
苟
も
宗
教
的
要
求
の
上
に
立
つ
理
性
を
有
つ
も
の
な
ら
ば
、
何
人
も
領
解
し
得
べ
き
普
遍
的
意
義
を
顕
彰
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

か
か
る
意
味
を
顕
彰
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
其
時
始
め
て
宗
門
大
学
は
社
会
的
価
値
を
有
つ
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
。
国
家
に
対
し

て
、
無
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
有
つ
て
善
い
も
の
で
あ
つ
て
も
、
無
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
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然
る
に
か
く
宗
門
大
学
の
意
味
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
宗
門
そ
の
も
の
を
し
て
、
国
家
社
会
に
無
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
す
る
基

礎
を
与
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
門
成
立
の
基
礎
は
、
常
に
そ
れ
自
体
を
し
て
一
日
も
国
家
社
会
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
た
ら
し
む
る
こ
と

で
あ
る
。
単
に
有
つ
て
善
い
程
度
の
も
の
で
は
危
な
い
。
そ
れ
は
兎
も
す
れ
ば
無
く
も
善
い
も
の
と
混
一
さ
れ
、
遂
に
は
無
い
方
が
善
い
も

の
と
も
せ
ら
る
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
門
が
無
く
て
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
こ
と
は
、
宗
門
が
宗
門
自
か
ら
を
私
せ
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
門
が

宗
門
自
か
ら
を
私
せ
ざ
る
基
礎
は
、
宗
門
が
親
鸞
を
私
せ
ざ
る
こ
と
に
な
る
。
親
鸞
が
公
有
の
も
の
な
る
こ
と
を
大
学
が
明
か
に
し
、
宗
門

が
こ
れ
を
原
理
と
し
て
種
々
の
施
設
を
す
る
。
其
所
に
宗
門
存
在
の
意
義
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

宗
門
大
学
が
か
か
る
使
命
を
果
す
と
き
、
そ
れ
は
真
に
宗
門
に
貢
献
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
宗
門
大
学
の
使
命
は
、
見
え
る
宗
門
の
為
に

あ
ら
ず
し
て
、
見
え
ぬ
宗
門
の
た
め
で
あ
る
。
現
前
の
宗
門
の
功
利
的
欲
求
に
応
ず
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
未
来
の
宗
門
の
理
想
的
欲

求
に
応
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。
所
謂
、
既
成
的
な
宗
門
の
為
に
あ
ら
ず
し
て
、
未
成
的
な
る
宗
門
の
為
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
而
し
て

そ
れ
こ
そ
は
、
見
え
る
現
前
の
宗
門
を
し
て
、
生
気
あ
ら
し
め
、
未
来
あ
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
宗
門
大
学
の
真
宗
学
が
特
に
顧
慮
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
学
の
方
法
と
態
度
と
に
於
て
で
あ
つ
て
、
教
義
の

確
定
や
宣
伝
の
方
法
に
於
て
で
は
な
い
。
其
所
に
は
所
謂
、
安
心
や
学
解
や
を
超
へ
た
る
根
本
問
題
が
あ
る
。
其
所
に
は
真
に
宗
門
を
憂
ふ

る
者
な
ら
ば
、
総
べ
て
の
同
異
を
超
越
し
て
、
協
同
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
六
月
二
十
三
日

己
心
の
浄
土
と
西
方
の
浄
土

村
上
博
士
に
答
ふ
（
私
の
真
宗
学

）

私
は
真
宗
の
教
相
を
無
視
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
真
宗
の
教
相
を
無
視
し
て
真
宗
学
は
成
立
す
る
と
も
思
ふ
て
い
な
い
。
然
る
に
村
上

博
士
は
私
が
殆
ん
ど
真
宗
の
教
相
を
知
ら
ざ
る
も
の
の
如
く
予
断
し
て
議
論
を
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
私
の
著
作
も
見

ず
、
そ
の

所
説
を
明
か
に
せ
ぬ

で
論
ぜ
ら
る
る
と
こ
ろ
か
ら
来
た
間
違
で
あ
つ
て
、
そ
の
態
度
は
博
士
の
為
に
惜
し
む
べ
き
こ
と
で
は

あ
る
が
、
併
し
ま
た
私
の
著
作
も
読
ま
ず
に
、
か
く
博
士
を
し
て
予
断
せ
し
め
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
を
思
ふ
と
き
、
私
は
言
ひ
尽
せ
ぬ
感
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慨
に
打
た
る
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
感
慨
の
中
に
は
、
何
故
に
先
進
が
か
く
ま
で
後
進
を
信
ぜ
な
い
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
も
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
博
士
か
ら
推
察
し
て
頂
き
た
い
。

真
宗
の
教
相
を
無
視
し
て
は
、
真
宗
学
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
は
余
に
明
瞭
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
問
題
は
何
所
に
あ
る
か
、
教
相
を

領
解
す
る
仕
方
に
あ
る
の
で
あ
る
。

何
を

学
ぶ
か
に
就
て
は
問
題
が
な
い
、

云
何
に

学
ぶ
か
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
教
相
を
識

知
す
る
だ
け
が
真
宗
学
で
あ
る
か
、
云
何
に
教
相
を
学
解
す
る
か
も
真
宗
学
と
し
て
認
容
せ
ら
る
べ
き
か
で
あ
る
。
私
は
真
宗
学
に
於
け
る

対
象
（
教
相
）
と
方
法
（
学
解
）
に
、
内
面
的
な
関
係
を
認
む
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
宗
門
の
学
頭
諸
師
の
中
に
は
、
唯
だ
教
相
を
識
知
す

る
だ
け
を
真
宗
学
と
せ
ら
る
る
方
も
あ
る
や
う
で
あ
る
。
博
士
は
果
し
て
何
れ
を
取
ら
る
る
の
で
あ
ら
う
か
。

博
士
は
雲
照
和
尚
が
己
心
の
浄
土
と
西
方
の
浄
土
と
、
そ
の
一
方
の
解
る
人
で
な
く
て
は
、
他
方
が
解
る
も
の
で
な
い
と
い
は
れ
た
こ
と

を
推
称
し
て
を
ら
る
る
。
さ
れ
ば
博
士
も
こ
の
説
に
同
意
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
若
し
然
ら
ば

云
何
に
教
相
を
学
ぶ
か

を
真
宗
学
と
し
て

認
容
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
慧
然
講
師
の

顕
深
義
記

に
は
、
自
力
他
力
の
別
を
、
縁
起
法
の
全
有
力
全
無
力
の
説
で
解
釈
し
、
わ
が
斎

藤
教
授
は
常
に
こ
れ
を
唱
道
し
て
を
ら
る
る
。
自
性
唯
心
が
西
方
願
生
に
反
か
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に
相
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、

古
き
講
者
に
依
り
て
説
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
ま
た
博
士
に
依
り
て
こ
れ
を
承
認
せ
ら
れ
た
。
私
は
そ
れ
ら
の
説
に
満
足
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
ま
た
そ
れ
ら
の
説
に
反
く
も
の
で
な
い
。
私
の
真
宗
学
は
寧
ろ
そ
れ
ら
の
説
を
徹
底
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。

そ
れ
故
に
そ
れ
ら
の
説
が
、
わ
が
宗
門
の
学
頭
諸
師
に
認
容
さ
る
る
も
の
な
ら
ば
、
私
の
所
説
は
諸
師
の
説
に
反
く
も
の
で
は
な
い
。

併
し
私
は
か
く
い
ふ
こ
と
に
依
り
て
問
題
を
寛
和
せ
ん
と
欲
ふ
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
問
題
は
も
つ
と
深
刻
の
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
明
か

に
し
た
い
の
で
あ
る
。
私
に
は
己
心
の
浄
土
と
西
方
の
浄
土
と
は
矛
盾
し
な
い
と
い
ふ
、
そ
の
人
の
立
場
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
単
に
両
者

を
並
べ
て
互
に
矛
盾
し
な
い
と
会
通
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
私
に
取
り
て
は
何
の
意
味
も
な
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
依
然
何
を
学
ん
で
い
る

か
で
あ
つ
て
、
云
何
に
学
ん
で
い
る
か
で
は
な
い
。
私
の
志
す
真
宗
学
で
は
、
己
心
の
罪
障
に
眼
覚
め
る
こ
と
に
依
り
て
西
方
に
願
生
し
、

西
方
に
願
生
す
る
こ
と
に
依
つ
て
己
心
の
罪
障
を
知
る
、
そ
の
経
験
を
自
覚
の
論
理
に
よ
り
て
概
念
し
て
行
か
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
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そ
の
学
の
態
度
が
自
性
唯
心
的
色
彩
を
加
ふ
る
所
以
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
学
の
内
容
は
却
て
自
性
唯
心
か
ら
解
放
さ
る
る
所
以
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
に
依
り
て
、
多
少
で
も
私
の
微
志
が
博
士
に
受
容
せ
ら
る
る
な
ら
ば
、
私
は
博
士
か
ら
私
の
著
作
を
読
ん
だ
上
で
、
改
め
て

忌
憚
な
き
批
判
を
し
て
頂
き
た
い
。
そ
の
時
に
は
、
そ
れ
は
外
部
か
ら
私
を
威
圧
せ
ら
る
る
や
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
真
に
内
部
か
ら
私

を
感
激
せ
し
め
る
も
の
で
あ
ら
う
こ
と
を
、
心
密
か
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
七
月
一
日

内
観
に
依
る
方
法

私
の
真
宗
学

已
下
三
つ
の
論
文
は
、
総
て
多
田
鼎
氏
の
、

浄
土
の
観
念
に
対
す
る
観
察

に
答
ふ
る
も
の
で
あ
る
。

真
宗
の
教
義
を
明
か
に
し
て
、
こ
れ
に
信
順
し
て
行
か
う
と
い
ふ
従
来
の
学
の
態
度
に
反
し
て
、
わ
が
生
活
を
内
観
し
て
其
所
に
開
け
来

る
も
の
の
教
証
を
得
よ
う
と
す
る
私
の
真
宗
学
の
方
法
は
、
多
く
の
同
学
者
を
得
る
と
共
に
、
ま
た
常
に
少
な
か
ら
ぬ
反
対
者
に
遭
遇
し
て

い
る
。

浄
土
の
観
念

も
そ
の
例
に
は
漏
れ
な
か
つ
た
。
私
は
多
く
の
求
道
者
が
こ
の
講
述
に
依
り
て
真
宗
の
聖
教
に
親
し
む
や
う
に
な
つ

た
こ
と
を
知
つ
て
い
る
。
然
る
に
今
や
数
年
を
経
て
、
特
に
専
門
の
真
宗
学
者
に
依
り
て
、
四
方
よ
り
反
対
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
つ
た
。
し

か
も
今
日
ま
で
の
私
の
経
験
に
依
れ
ば
、
私
の
反
対
者
の
難
詰
に
対
し
て
は
、（
胸
襟
を
披
い
て
の
談
合
は
別
と
し
て
）多
く
の
場
合
真
に
諒

解
を
得
た
こ
と
が
な
い
。
現
に
道
縁
深
き
多
田
氏
に
対
し
て
も
、
こ
の
悲
し
き
経
験
を
続
け
て
来
た
。
そ
れ
故
今
多
田
氏
の
論
文
に
対
し
て

も
、
答
へ
ん
と
す
る
言
葉
は
胸
一
杯
で
あ
り
な
が
ら
、
私
は
徒
ら
に
口
籠
る
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
私
は
暫
ら
く
私
の
立
場
を
弁
明
す
る
こ
と
を
休
め
て
、
従
来
の
真
宗
学
者
の
説
を
傾
聴
し
て
見
よ
う
。
私
は
少
年
時
代
よ

り
教
示
さ
れ
つ
つ
来
り
し
こ
と
を
想
念
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
唯
だ
善
知
識
の
仰
せ
の
本
に
、
如
来
の
本
願
を
信
楽
す
る
の
み
で
あ
る
。

多
田
氏
の
語
法
に
依
れ
ば
、
教
に
於
て
さ
し
つ
け
ら
れ
た
る
名
号
を
領
受
す
る
の
み
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
さ
う
い
ふ
風
に
説
き
聞
か
さ
れ

た
だ
け
で
は
、
私
は
何
等
の
感
銘
を
も
得
る
こ
と
が
出
来
ず
、
却
て
徒
に
そ
の

善
知
識

と
は
、

仰
せ

と
は
、

如
来

と
は
、

名
号

と
は
と
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
聞
か
う
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
私
の
心
理
は
如
何
や
う
に
批
判
さ
る
か
は
知
ら
ぬ
が
、
か
か
る
問
を
起
す
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べ
き
理
性
を
与
へ
ら
れ
て
い
る
私
に
取
り
て
は
何
う
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。

併
し
私
の
理
性
は
最
早
、
全
く
真
宗
の
教
法
に
信
順
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
つ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
真
宗
の
聖
教
は
、
こ

れ
を
読
み
こ
れ
を
聞
く
毎
に
、
ま
す
ま
す
深
き
感
銘
を
私
に
与
へ
る
。
こ
の
感
銘
は
聖
教
の
何
所
よ
り
来
る
の
で
あ
ら
う
か
。
思
ふ
に
従
来

の
真
宗
学
者
も
皆
な
こ
の
感
銘
を
経
験
し
た
に
相
違
が
な
い
。
而
し
て
そ
れ
が
唯
だ

時

と

人

と
を
異
に
す
る
為
に
、
私
に
伝
達
さ

れ
な
い
の
み
で
あ
ら
う
。
併
し
私
は
も
一
つ
其
所
に
研
究
の
方
法
に
依
る
と
い
ふ
理
由
も
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
ふ
。
従
来
の
真
宗
学
は
専

ら
真
宗
の
教
義
を
明
か
に
す
る
方
法
を
取
つ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
常
に
教
法
か
ら
感
銘
を
受
く
る
や
う
な
方
法
が
な
い
で
あ
ら
う
か
。
或
は

真
宗
の
教
義
を
明
か
に
す
る
の
は
、
既
に
そ
の
教
法
に
感
銘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
も
言
は
る
る
で
あ
ら
う
。
併
し
私
に
あ
り
て
は
さ
う

で
は
な
い
。
私
に
は
教
法
に
感
銘
す
る
こ
と
な
く
と
も
、
真
宗
の
教
義
を
解
学
す
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
故
に
私
は
真

宗
の
教
法
に
感
銘
す
る
と
き
、
そ
の
感
銘
す
る
所
以
の
理
を
教
法
に
求
む
る
と
同
時
に
自
己
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ
の
自
己
に
求

む
る
道
こ
そ
、
常
に
教
法
か
ら
深
き
感
銘
を
得
る
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
に
私
の
内
観
的
方
法
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
七
月
三
日

内
観
に
依
る
方
法

私
の
真
宗
学

そ
れ
故
に
私
の
方
法
で
は
、
教
法
が
わ
れ
わ
れ
に
感
銘
を
与
へ
る
の
は
元
来
、
教
法
は
わ
れ
わ
れ
の
深
い
要
求
に
応
ず
る
か
ら
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
勿
論
、
わ
れ
わ
れ
の
要
求
と
い
ふ
限
り
、
現
は
れ
た
ま
ま
で
は
不
純
な
も
の
も
あ
り
、
随
て
厳
粛
に
反
省
批

判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
も
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
併
し
如
来
の
本
願
も
先
づ

衆
生
の
意
の
如
く

に
随
ひ
つ
つ
、
終
に

如
来
の
意
の
如

く

な
ら
し
む
る
と
こ
ろ
に
そ
の
大
悲
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
ら
は
自
ら
自
己
の
欲
求
を
機
縁
と
せ
ず
し
て
、
何
う
し
て
如
来
の
大

悲
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
勿
論
、
わ
れ
ら
の
要
求
が
そ
の
ま
ま
如
来
の
本
願
で
な
い
か
ぎ
り
、
如
来
の
本
願
は
わ
れ
ら
の
要
求
を
超
越

し
て
い
る
。
併
し
ま
た
わ
れ
ら
の
要
求
も
、
そ
れ
が
内
観
反
省
さ
れ
る
限
り
如
来
の
本
願
に
連
続
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
私
は
、
私
の
内
面

的
生
活
の
内
観
反
省
の
限
界
に
於
て
、
常
に
真
宗
の
教
法
の
甚
深
な
る
響
を
感
ず
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
私
に
あ
り
て
は
、
内
観
反
省
の
方
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法
こ
そ
、
真
に
真
宗
の
教
法
を
そ
の
ま
ま
聞
受
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
多
田
氏
の
私
に
対
す
る
非
難
は
、
教
主
世
尊
の
み
こ
と
に
信
順
せ
ず
、
唯
信
仏
語
の
教
に
反
く
と
い
ふ
一
点
に
集
注
さ
れ
て
い
る
。

私
は
こ
れ
に
対
し
て
何
と
答
へ
て
善
い
か
知
ら
な
い
。
多
田
氏
に
し
て
真
に
そ
の
語
ら
る
る
如
く
、
私
の
発
表
を
常
に
注
意
し
て
居
ら
る
る

な
ら
ば
、
私
が
如
何
に
教
主
世
尊
の
み
こ
と
に
信
順
し
、
唯
だ
仏
語
を
信
じ
て
い
る
か
を
知
つ
て
居
ら
る
る
筈
で
あ
る
。
た
だ
私
に
あ
り
て

は
、
教
主
世
尊
の
み
こ
と
に
信
順
し
、
た
だ
仏
語
を
信
ず
る
の
道
を
学
び
つ
つ
あ
る
が
故
に
、
そ
の
事
を
多
く
語
ら
な
い
の
み
で
あ
る
。
ま

た
私
は
多
田
氏
の
所
謂
教
法
に
対
す
る
科
学
的
方
法
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
私
は
そ
の
方
法
の
研
究
は
、
既
に
従
来
の
真
宗
学
者
に

依
り
て
殆
ど
完
成
に
近
い
ま
で
進
め
ら
れ
て
あ
る
と
思
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
の
研
究
に
就
て
は
、
先
輩
に
深
き
敬
意
を
払
ふ

て
、
私
は
そ
の
講
録
に
今
も
親
し
ん
で
い
る
。
多
少
の
修
正
は
施
し
て
も
、
私
は
先
輩
の
研
究
し
尽
せ
る
も
の
已
上
に
、
わ
れ
ら
の
開
拓
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
を
認
め
な
い
。
そ
れ
故
に
私
は
唯
だ
如
何
に
し
て
真
宗
の
教
法
を
わ
が
内
生
活
と
な
し
、
生
命
と
な
し
、
血
と
な
し
肉
と

な
し
、
教
と
な
す
か
を
学
ぶ
こ
と
に
専
注
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
私
の
真
宗
学
は
、
実
に
求
道
者
を
代
表
し
て
教
法
を
聞
か
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
七
月
四
日

反
対
の
立
場

私
の
真
宗
学

多
田
氏
の
十
回
に
亘
る
私
の

浄
土
の
観
念

に
対
し
て
の
批
判
は
、
精
細
な
る
検
討
と
周
到
な
る
追
求
に
依
り
て
、
完
膚
な
き
ま
で
に

私
の
立
場
の
誤
で
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
て
あ
る
。
私
は
息
づ
ま
る
や
う
な
気
分
を
以
て
こ
れ
を
読
ん
だ
。
併
し
読
み
終
り
て
更
に
仔
細
に
そ

の
批
判
を
観
察
す
れ
ば
、
不
思
議
に
も
多
田
氏
は

浄
土
の
観
念

に
於
け
る
私
の
学
説
の
大
部
分
を
採
用
し
て
居
ら
る
る
。

但
し
そ
れ
は

汝
（
金
子
）
の
言
ひ
得
べ
き
も
の
で
な
く
、
唯
だ
釈
尊
の
言
葉
と
し
て

と
い
ふ
条
件
を
つ
け
て
。

こ
の
事
実
は
諸
所
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
最
も
明
か
に
現
は
れ
て
い
る
の
は
第
九
節
の
、
こ
こ
で
私
共
に
明
か
に
な
る

こ
と
は
、
金
子
氏
の
い
は
る
る
如
く
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
観
念
界
の
浄
土
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
其
れ
は
金
子
氏
の
説
か
る
る
如
く
、
私
共
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の
観
念
界
で
は
な
く
て
、
釈
尊
の
観
念
界
で
あ
る

私
共
の
観
念
界
は
、
金
子
氏
の

観
念

の
定
義
に
従
へ
ば
、
こ
の
見
え
る
濁
悪
苦

悩
の
本
源
た
る
悲
し
き
宿
業
の
国
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
こ
こ
で
は
多
田
氏
が

観
念

の
語
を
如
何
に
理
解
し
て
お
ら
る
る
か
に
や
や
不

安
は
あ
る
が
、
今
は
そ
れ
を
論
ぜ
ず
に
置
く
）
即
ち
釈
尊
及
び
釈
尊
の
教
団
の
本
国

私
共
の
肉
眼
で
見
る
こ
と
の
で
き
ぬ
久
遠
実
成
の

真
実
の

法

の
国

之
が
阿
弥
陀
仏
の
安
養
浄
土
で
あ
る
。

華
厳
経

の
蓮
華
蔵
世
界
の
名
が
、
其
の
儘
、
阿
弥
陀
経
の
浄
土
の
名
と

せ
ら
る
る
の
は
此
故
で
あ
る

と
い
ふ
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
後
半
は
、
私
の

浄
土
の
観
念

の
撮
要
と
も
見
ら
る
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
多
田
氏
で
は
私
の
言
ふ
こ
と
は
、
私
共
の
観
念
と
し
て
は
成
立
せ
ぬ
が
、
釈
尊
の
観
念
と
し
て
は
成
立
す
と
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
釈
尊
と
吾
等
と
の
厳
別
思
想
が
あ
る
。
釈
尊
は
仏
で
あ
り
、
吾
等
は
凡
夫
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
が
前
提
と
な
つ
て
い
る
。
随
て
吾

等
の
内
観
と
釈
尊
の
仏
智
と
は
、
全
く
種
類
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

勿
論
私
で
は
さ
う
は
思
う
て
い
な
い
。
私
が
自
覚
す
る
の

で
な
く
、
自
覚
に
於
て
私
が
見
出
さ
る
る
の
で
あ
る
か
ら
釈
尊
の
仏
智
と
私
の
自
覚
と
は
、
本
質
的
に
別
な
も
の
と
は
思
は
れ
ぬ
。
仏
智
と

は
、
そ
の
名
の
如
く
自
覚
の
智
慧
で
あ
る
か
ぎ
り
、
私
の
自
覚
と
釈
尊
の
仏
智
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
唯
だ
そ
の
程
度
に
於
て
非
常
の
差

が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
釈
尊
の
仏
智
は
円
で
あ
れ
ば
、
私
の
自
覚
は
弧
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
も
か
く
程
度
を
異
に
し
て
本
質
を
同
ふ
す
る
と
こ

ろ
に
、
釈
尊
の
説
法
が
深
い
感
動
を
私
に
与
ふ
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
随
て
釈
尊
の
観
念
界
と
私
の
観
念
界
と
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
理

由
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。

一
九
二
八
年
七
月
五
日

反
対
の
立
場

私
の
真
宗
学

併
し
多
田
氏
で
は
釈
尊
と
私
共
と
は
、
本
質
的
に
違
ふ
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
多
田
氏
は
釈
尊
と
私
共
と
の
何
れ
の
立
場
に
あ
り
て
、
真

宗
の
教
法
を
見
ら
る
る
の
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
多
田
氏
も
亦
た

私
共

に
属
す
る
限
り
、
私
共
の
立
場
に
居
ら
る
る
も
の
で
あ
ら
う
。
さ

れ
ば
多
田
氏
は
何
う
し
て
私
共
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
釈
尊
の
観
念
界
を
語
る
こ
と
が
出
来
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
私
共
に
は
不

可
能
の
こ
と
を
、
多
田
氏
が
敢
て
せ
ら
る
る
や
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
多
田
氏
の
こ
れ
に
対
し
て
の
答
は
、

そ
れ
は
教
法
を
聞
思
し
て

と
い
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ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
教
法
を
聞
思
し
終
る
時
に
は
、
釈
尊
の
観
念
界
は
そ
の
ま
ま
私
共
の
観
念
界
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
す
る
多
田
氏
の
答
を
、
私
は
全
く
推
断
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
回
向
と
い
ふ
は
そ
の
名
号
に
依
り
て
如
来
の
徳
の
全
分
を
私

共
に
与
へ
給
ふ
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
多
田
氏
の
思
想
に
従
へ
ば
、
教
法
聞
思
に
於
て
、
釈
尊
の
観
念
界
は
そ
の
ま
ま
私
共
の
観
念
界
と
な
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
多
田
氏
は
一
つ
の
論
文
で
あ
つ
て
も
、
一
つ
の
講
演
で
あ
つ
て
も
、
教
法
聞
思
の
義
を
略
す
る
こ
と
を
許
る
さ
な
い
。

そ
の
事
は
常
に
私
の
発
表
を
注
意
せ
ら
る
る
多
田
氏
が
、
私
の

宗
教
的
理
性

に
於
け
る
教
法
に
就
て
の
二
三
の
論
文
、

親
鸞
教
の
研
究

に
於
け
る

教
法
の
本
質

（

見
真
第
二
号

）
、

仏
座

第
五
号
の

教
法
論

等
に
何
等
の

慮
を
加
へ
ず
に
、
多
く
の
教
法
内
観
の
私
の

言
葉
を
の
み
批
判
し
て
を
ら
る
る
に
て
も
明
か
で
あ
る
。
さ
れ
ば
多
田
氏
に
あ
り
て
は
、
臨
終
の
一
念
に
至
る
ま
で
は
、
浄
土
は
唯
だ
釈
尊

の
観
念
界
と
せ
ら
る
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
。
併
し
そ
れ
で
は
何
う
し
て
多
田
氏
が
釈
尊
の
観
念
界
を
知
ら
る
る
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
問
題

へ
と
立
ち
帰
る
。

私
に
は
多
田
氏
は
浄
土
は
釈
尊
の
観
念
界
で
あ
る
と
観
念
し
て
を
ら
る
る
や
う
に
思
は
る
る
。
若
し
さ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
に

は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
多
田
氏
は

浄
土
は
釈
尊
の
観
念
界
で
私
共
の
観
念
界
で
な
い

と
言
ふ
時
に
、
私
共
の
立
場
に
あ
る
の
で

は
な
く
て
、
釈
尊
の
立
場
に
居
ら
る
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
れ
に
就
て
思
ひ
合
は
さ
る
る
は
、
第
二
節
の

一
面
に
は
（
金
子
）
氏

の
た
め
に
、
一
面
に
は
宗
門
自
体
の
統
制
と
其
の
神
聖
な
る
教
化
の
使
命
の
た
め
に
、
厳
正
な
る
批
判
を
加
ふ
る
こ
と
に
急
が
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
ふ
、
い
と
壮
重
な
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
私
を
し
て
多
田
氏
の
真
宗
学
は
、
正
し
く
善
知
識
を
代
表
し
て
真
宗
の
教
法
を
説

き
明
か
さ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
は
し
む
る
。
そ
れ
は
私
に
あ
り
て
は
余
に
恐
ろ
し
さ
に
言
ひ
よ
ど
む
の
で
あ
る
か
、
多
田
氏
に

あ
り
て
は
当
然
す
ぎ
る
程
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
然
ら
ば
私
の
真
宗
学
と
は
、
何
と
い
ふ
明
瞭
な
反
対
な
立
場
で
あ
ら

う
。一

九
二
八
年
七
月
六
日

伝
承
と
己
証

私
の
真
宗
学
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私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
た
と
へ
如
何
に
従
来
の
真
宗
学
者
が
私
の
真
宗
学
を
拒
否
し
て
も
、
私
の
真
宗
学
に
は
従
来
の
真
宗
学
と
一
味

の
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
併
し
多
田
氏
の
真
宗
学
こ
そ
は
、
全
く
私
の
真
宗
学
と
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
随
て
多
田
氏
の
真
宗
学
は
、
従

来
の
真
宗
学
と
必
ず
し
も
同
一
な
も
の
で
は
な
い
。
一
味
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
も
多
田
氏
独
特
の
も
の
も
尠
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
事
の
最
も
明
瞭
な
る
は
、
氏
の

只
今
の
大
無
量
寿
経

説
で
あ
る
。

さ
ら
ば
此
の
観
念
は
如
何
に
し
て
私
共
に
与
へ
ら
れ
た
か
。

唯
真
実
教
に
よ
る
、
只
今
説
き
示
さ
る
る

大
経

及
び
列
祖
の
其
の
解
釈
に
よ
る
。
私
は
茲
に
特
に

只
今

と
い
ふ
。
即
ち
只
今
私
共

に
教
へ
ら
れ
、
只
今
私
共
を
喚
び
た
ま
ふ
。
仏
祖
の
真
実
教
是
が
私
共
に
本
仏
の
浄
土
を
開
顕
し
た
ま
ふ
の
で
あ
る

。
然
る
に

こ
の
真
実

教
た
る

大
経

が
、
数
千
年
間
に
亘
つ
て
、
如
何
に
し
て
又
如
何
や
う
に
伝
へ
ら
れ
て
来
た
か
は
経
典
史
の
一
課
と
し
て
大
切
な
こ
と
で

あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
私
共
は
何
千
年
前
か
の

大
経

に
よ
つ
て
救
は
れ
る
の
で
は
な
い
。
今
日
の

大
経

に
よ
つ
て
救
は
る
る
。
又
之

が
三
千
年
前
の
実
語
者
た
る
釈
尊
に
よ
つ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
と
て
、
之
を
ば
真
実
教
と
信
ず
る
の
で
は
な
い

と
い
つ
て
を
ら

る
る
か
ら
、
従
来
の
真
宗
学
者
の
説
と
は
異
つ
て
い
る
。
併
し
そ
れ
は
ま
た
私
の
立
場
の
、
内
観
に
於
て
心
証
さ
る
る

永
遠
の
大
経

と

も
異
る
や
う
で
あ
る
。
私
は
敢
て

や
う
で
あ
る

と
い
つ
た
の
は
、
そ
れ
は
本
当
に
解
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
教
そ
れ
自
体
の
真
実
と
い
ふ

こ
と
を
、
釈
尊
そ
の
人
已
上
に
見
て
を
ら
る
る
点
に
於
て
、
多
田
氏
の

只
今
の
大
経

は
、
私
の

永
遠
の
大
経

と
一
味
通
ず
る
も
の

が
あ
る
。
併
し

私
共
は
釈
尊
を
斥
け
て
、
外
に
久
遠
実
成
の
本
仏
を
た
づ
ね
て
は
な
ら
ぬ

と
い
ふ
説
か
ら
は
、
ま
た
釈
尊
の
説
な
る
が

故
に
、
真
実
教
な
る
所
以
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
さ
う
す
れ
ば
そ
の
場
合
に
は
、

只
今
の
大
経

と
は
如
何
な
る
こ
と
と
な
る
で

あ
ら
う
か
。

思
ふ
に
氏
の
伝
承
と
己
証
の
概
念
に
依
り
て
推
断
す
る
こ
と
を
許
る
さ
る
れ
ば
、
大
経
そ
れ
自
体
の
真
実
教
な
る
所
以
を
知
る
は
己
証
で

あ
り
、
こ
の
大
経
の
説
が
列
祖
に
依
り
て
言
ひ
次
ぎ
語
り
次
が
る
る
こ
と
を
伝
承
と
い
は
る
る
の
で
あ
ら
う
。
随
て
伝
承
的
意
義
に
於
て
は
、

只
今
の
大
経

と
は
、
列
祖
の
釈
文
に
現
は
る
る
本
願
の
言
葉
で
あ
る
。
一
層
適
切
に
云
へ
ば
、
教
法
が
龍
樹
の
口
よ
り
現
は
る
る
時
、

そ
れ
は
龍
樹
の
時
の

只
今
の
大
経

で
あ
り
、
乃
至
、
親
鸞
の
口
よ
り
現
は
る
る
時
、
そ
れ
は
親
鸞
の
時
の

只
今
の
大
経

で
あ
る
。
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随
て
多
田
氏
の
口
よ
り
現
は
る
る
時
に
は
、

こ
の
多
田
に
取
り
て
只
今
の
大
経
で
あ
る

と
い
は
る
る
の
で
あ
ら
う
。

一
九
二
八
年
七
月
七
日

伝
承
と
己
証

私
の
真
宗
学

併
し
私
の
伝
承
と
己
証
の
概
念
は
少
し
く
異
つ
て
い
る
。
私
は
伝
承
と
己
証
と
を
、
教
法
の
領
受
顕
開
に
於
て
見
る
も
の
で
あ
る
。
教
法

を
領
受
し
て
そ
の
精
神
を
顕
開
す
る
と
こ
ろ
に
、
伝
承
も
あ
り
己
証
も
あ
る
。
己
証
の
顕
開
な
し
に
は
伝
承
の
領
受
が
な
い
。
故
に
顕
開
の

相
に
於
て
は
、
列
祖
の
上
に
も
教
相
の
異
が
現
は
れ
て
も
、
領
受
の
心
に
於
て
は
、
永
遠
常
住
な
る
も
の
が
輝
い
て
い
る
。
而
し
て
か
く
顕

開
と
い
ふ
こ
と
の
生
ず
る
の
は
、
教
法
に
対
し
て

時

と

人

と
に
依
り
新
た
な
る

問

が
か
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
末
法

濁
乱
の
世
と
な
り
て
、
ま
す
ま
す
深
刻
な
る
問
が
か
け
ら
れ
る
に
随
て
、
教
法
は
い
よ
い
よ
そ
の
真
実
性
を
現
は
す
の
で
あ
る
。
其
所
に

永

遠
な
る
大
経

が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
へ
そ
れ
は

今
現
に

聞
く
も
の
で
あ
つ
て
も
、
わ
れ
ら
は
そ
れ
を

三
千
年
前
の
実

語
者
た
る
釈
尊
に
よ
つ
て
語
ら
れ
た
る
者

と
す
る
こ
と
に
、
深
い
意
味
を
認
む
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
多
田
氏
の

只
今
の
大
経

は
か
か
る
観
念
的
の
も
の
で
は
な
く
て
、
も
つ
と
現
実
的
の
も
の
で
あ
る
。
随
て

只
今
の

大
経

と
共
に
、

只
今
の
釈
尊

が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
多
田
氏
は
こ
れ
に
就
て
敢
て
一
言
も
費
や
し
て
な
い
。
併
し
多
田
氏

の
立
場
か
ら
は
、
龍
樹
は
第
二
の
釈
尊
で
あ
り
、
乃
至
源
空
は
そ
の
時
代
の

只
今
の
釈
尊

で
あ
る
こ
と
を
拒
ま
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
さ
れ

ば
現
代
只
今
の

只
今
の
釈
尊

は
誰
れ
で
あ
ら
う
か
。
多
田
氏
自
身
は
何
う
意
識
せ
ら
る
る
と
し
て
も
、
私
が
多
田
氏
の
教
を
聞
く
時
に

は
、
多
田
氏
を
以
て

只
今
の
釈
尊

と
信
ぜ
ね
ば
、
尠
く
と
も
多
田
氏
と
同
じ
信
念
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

こ
の
帰
結
は
多
田
氏
に
取
り
て
案
外
な
も
の
（
私
の
不
瞭
解
か
ら
出
た
）
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
会
心
の
も
の
で
あ
る
か
は
私
は
知
ら
な
い
。

私
は
今
ま
で
の
論
究
か
ら
次
の
や
う
に
断
定
す
る
。
私
の
真
宗
学
は
大
衆
の
内
面
的
要
求
を
代
表
し
て
教
法
を
領
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
多
田
氏
の
真
宗
学
は
、
善
知
識
を
代
表
し
て
教
法
を
説
き
現
は
さ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
。
而
し
て
こ
の
断
定
か
ら
再
び
多
田

氏
の
出
発
点
な
る

一
面
に
は
氏
の
た
め
に
、
一
面
に
は
宗
門
自
体
の
統
制
と
其
の
神
聖
な
る
教
化
の
使
命
の
た
め
に
、
厳
正
な
る
批
判
を
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加
ふ
る
こ
と
に
急
が
ね
ば
な
ら
ぬ

を
想
起
す
る
。
こ
の
言
葉
は
何
う
し
て
も
私
の
口
か
ら
は
現
は
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
私
に
は
人
の

た
め
に
そ
の
人
の
思
想
を
批
判
す
る
と
い
ふ
心
が
起
ら
な
い
。
起
つ
て
も
そ
れ
を
否
定
し
て
行
く
。
そ
れ
故
に
私
に
は
そ
の
人
の
思
想
を
論

議
し
て
も
、
そ
れ
が
自
分
に
う
け
容
れ
ら
れ
る
か
何
う
か
を
明
か
に
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
随
て
私
に
は
相
互
批
判
は
な
く
協
同
研
究
が
願

は
し
き
の
み
で
あ
る
。

神
聖
な
る
教
化
の
使
命

は
私
に
は
感
ぜ
ら
れ
ぬ
。
唯
だ

如
何
に
し
て
自
他
が
救
は
れ
ん
か

を
思
ふ
の
み
で
あ

る
。
か
く
し
て
多
田
氏
と
私
と
は
、
教
法
に
対
し
て
根
本
的
に
感
情
の
相
違
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
そ
の
い
づ
れ
が
果
し
て

真
宗
的

で

あ
る
か
は
、
判
断
す
る
人
の
判
断
に
任
せ
や
う
。
私
は
た
だ
私
の
真
宗
学
の
立
場
を
明
か
に
し
て
、
そ
れ
が
単
な
る
私
の
真
宗
学
に
終
ら
ず

に
、
そ
の
普
遍
的
意
味
が
認
め
ら
る
る
や
う
に
な
る
ま
で
、
専
念
修
学
せ
ん
と
欲
ふ
の
み
で
あ
る
。（
完
）

附
言
、
私
が
前
に
多
田
氏
に
私
の
学
問
の
態
度
を
批
判
せ
ら
る
る
こ
と
を
拒
ん
だ
理
由
、
私
の
講
演
の
言
葉
使
ひ
に
就
て
の
多
田
氏
の
道
徳

的
訓
誡
、
多
田
氏
が
私
の
言
葉
を
誤
解
し
て
を
ら
る
る
と
思
は
る
る
二
三
の
点
、
未
だ
纏
つ
た
形
に
な
ら
ぬ
批
判
等
に
就
て
は
、
総
べ
て
弁

明
す
る
こ
と
を
差
控
へ
た
。
そ
れ
は
益
の
な
い
こ
と
と
思
う
た
か
ら
で
あ
る
。
尚
ほ
成
る
べ
く
簡
潔
と
思
う
た
為
に
、
氏
に
対
し
て
礼
を
欠

い
た
や
う
な
点
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
点
は
御
寛
容
を
願
ひ
た
い
。
私
は
自
分
の
感
情
と
異
る
と
は
い
へ
、
特
に
私
の
た
め
に

厳

正
な
る
批
判

を
と
思
ひ
立
た
れ
た
友
情
に
深
く
敬
意
を
さ
さ
げ
ん
と
欲
ふ
も
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
七
月
一
一
日

二
三
の
補
遺

私
の
真
宗
学
附

一
、

親
鸞

と

聖
人

聖
人
は
敬
語
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
呼
び
捨
て
で
は
な
い
。
宗
祖
と
末
弟
、
善
知
識
と
教
徒
と
い
ふ
関
係
意
識
に
於
て
は
聖
人
と
い
ふ
べ
き

で
あ
ら
う
。
併
し
そ
の
人
の
言
葉
が
直
接
に
吾
等
の
宗
教
的
心
境
を
現
は
し
て
い
る
時
、
又
は
そ
の
人
の
思
想
を
学
問
の
対
象
と
す
る
時
に

は
、
唯
だ
そ
の
人
の
名
を
呼
ぶ
方
が
親
し
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
親
鸞
と
い
ふ
方
が
聖
人
と
い
ふ
よ
り
は
、
私
に
は
し
つ
く
り
す
る
。
親
鸞
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と
呼
び
得
る
こ
と
に
依
り
て
、
深
く
聖
人
の
恩
徳
を
感
ぜ
し
め
ら
る
る
の
で
あ
る
。

若
し
私
が
人
か
ら
、

人

関
係
で
呼
ば
る
る
な
ら
ば
、
金
子
君
と
か
大
榮
君
と
か
い
つ
て
欲
し
い
。
併
し

法

関
係
で
な
ら
ば
金
子
氏

と
か
大
榮
氏
と
か
と
呼
ば
れ
た
方
が
善
い
。
さ
ら
に
死
後
あ
る
時
代
を
経
て
、
最
早
、
金
子
君
と
も
大
榮
君
と
も
言
ふ
も
の
が
無
く
な
つ
て

も
、
金
子
と
呼
び
大
榮
と
呼
ば
る
る
や
う
な
こ
と
が
あ
り
と
せ
ば
、
そ
れ
は
私
に
取
り
て
何
と
い
ふ
名
誉
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
今
の

と
こ
ろ
望
み
も
せ
ず
望
め
さ
う
も
な
い
事
で
あ
る
。

時
に
は
併
し
親
鸞
も
親
鸞
聖
人
も
具
略
の
差
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
釈
迦
世
に
出
興
し
て
と
い
ひ
、
源
信
ひ
ろ
く
一
代
教
を
開
い
て
と

い
ひ
、
源
空
三
五
の
よ
は
い
に
て
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
等
の
聖
者
達
を
呼
び
捨
て
に
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

二
、
観
念

私
の
批
評
家
達
は
、
多
く

観
念

の
語
を
心
理
学
的
意
味
に
解
し
て
い
る
や
う
で
あ
る
。
観
念
の
浄
土
と
い
へ
ば
、
直
ぐ
主
観
的
で
あ

る
と
か
、
唯
心
己
身
で
あ
る
と
か
、
或
は
凡
夫
の
意
識
内
容
で
あ
る
と
か
、
と
評
し
去
る
こ
と
も
、
其
所
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。

併
し
私
で
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、

観
念

は
イ
デ
ー
で
哲
学
的
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
性
の
対
象
と
な
る
純
粋
客
観
的
の
も
の
で
あ

る
。
常
に
個
人
主
観
の
影
像
を
う
ち
払
ふ
こ
と
に
於
て
、
真
実
在
の
意
味
を
有
つ
。
故
に
私
が
観
念
の
浄
土
を
語
る
時
に
既
に
所
謂
唯
心
己

身
を
超
へ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
私
の
い
ふ

観
念
の
浄
土

と

実
在
の
浄
土

と
は
、
意
味
の
違
ひ
で
あ
る
こ
と
、
及
び
そ
れ
故
に
、

実
在
の
浄
土

と
い
つ
て
も
、
畢
竟
、

観
念
の
浄
土

な
る
が
故
に
主
観
的
で
あ
る
と
い
ふ
批
評
の
間
違
ひ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
る
る
で
あ
ら
う
。

一
九
二
八
年
七
月
十
二
日

二
三
の
補
遺

私
の
真
宗
学
附

三
、
宗
教
的
な
も
の

宗
教
的
の
欲
求
、
経
験
、
感
情
、
生
活
等
は
、
真
宗
学
者
で
あ
る
か
ら
と
て
、
必
ず
し
も
一
般
人
よ
り
豊
か
な
も
の
で
あ
る
と
限
つ
て
い
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な
い
。
時
に
は
却
て
絶
無
で
あ
る
の
で
な
い
か
と
さ
へ
思
は
る
る
程
貧
弱
な
こ
と
が
あ
る
。
私
も
そ
の
貧
弱
な
る
も
の
の
一
人
で
あ
る
。
併

し
私
は
如
何
に
貧
弱
で
あ
つ
て
も
、
こ
の
要
求
、
経
験
、
感
情
等
な
し
に
は
、
真
宗
の
教
法
は
領
解
し
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て

い
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
要
求
、
感
情
等
を
う
ち
出
し
て
、
そ
れ
を
反
省
し
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
に
依
り
て
、
甚
深
な
る
教
法
の
一
端
に

触
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
、
や
が
て
全
体
に
感
動
さ
れ
る
所
以
と
な
る
。

こ
の
立
場
か
ら

罪
障
の
内
観
に
於
て
合
掌
念
仏
の
心
を
生
じ
、
そ
の
念
仏
の
心
に
於
て
、
顕
現
せ
ら
る
る
如
来
を
仰
ぐ

と
い
ふ
や
う

な
こ
と
を
語
る
。
私
よ
り
も
一
層
深
い
宗
教
的
な
要
求
、
経
験
等
を
有
す
る
人
々
は
、
直
ち
に
同
信
同
証
せ
ら
る
る
。
然
る
に
多
く
の
真
宗

学
者
と
名
告
る
人
々
は
、
そ
れ
は
内
観
哲
学
で
あ
る
と
か
、
自
力
的
で
あ
る
と
か
、
凡
夫
の
妄
想
に
過
ぎ
ぬ
と
か
、
面
倒
な
論
理
だ
と
か
批

評
せ
ら
る
る
。
私
は
こ
れ
に
対
し
て
何
と
答
へ
て
善
い
か
解
ら
な
い
。
私
に
取
り
て
は
唯
だ
一
つ
し
か
な
い
教
法
領
解
の
道
を
、
あ
ら
ゆ
る

空
し
き
言
葉
に
依
つ
て
威
圧
せ
ん
と
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。

私
は
そ
れ
ら
の
批
評
家
達
に
痛
烈
な
る
警
告
を
与
ふ
る
程
、
強
い
性
格
を
有
つ
て
を
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
か
か
る
批
評
を
う
く
る
度
毎
に
、

そ
の
批
評
に
対
し
て
は
出
来
る
だ
け
緘
黙
を
守
り
て
、
遍
に
自
分
の
道
を
豊
富
に
し
た
い
と
の
み
願
ふ
の
で
あ
る
。

四
、
凡
愚

真
宗
学
者
の
多
く
は
、
真
宗
の
教
法
は
凡
愚
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
真
宗
学
も
凡
愚
に
解
る
や
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
予
定
し
て
い
る
。
そ
ん
な
点
か
ら
私
は
し
ば
し
ば
、

そ
ん
な
面
倒
な
こ
と
は
、
君
に
は
解
る
か
知
ら
ぬ
が
、
一
般
凡
愚
に
解
る
も
の
と
思

ふ
か

と
い
ふ
非
難
を
被
る
の
で
あ
る
。

併
し
私
で
は
自
分
に
解
ら
な
い
こ
と
は
、
如
何
な
る
人
に
も
解
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
た
だ
自
分
の
解
る
や
う
に
の
み
真
宗
を

学
ぶ
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
学
問
が
所
謂
凡
愚
に
解
ら
ぬ
や
う
な
結
果
に
な
つ
た
と
こ
ろ
で
仕
方
が
な
い
。
併
し
そ
れ
に
依
り
て
真
宗
の
教
法

は
凡
愚
の
た
め
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
は
ぬ
。
何
故
な
れ
ば
、
私
自
身
は
明
ら
か
に
自
分
を
凡
愚
で
あ
る
と
意
識
し
て

い
る
か
ら
。
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所
詮
は
、
凡
愚
を
外
に
見
る
か
内
に
見
る
か
で
あ
る
。
そ
の
見
方
の
如
何
に
依
り
て
、
凡
愚
に
解
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
て
い
る
説
は
、
意

外
に
も
凡
愚
に
解
ら
ず
、
凡
愚
に
解
ら
ぬ
と
思
は
る
る
説
が
、
意
外
に
も
凡
愚
に
解
つ
て
行
く
の
で
あ
る
。

五
、
安
心
と
学
解

安
心
に
は
超
個
人
的
の
根
拠
が
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
個
人
的
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
安
心
を
論
ず
る
も
の
は
、
そ
れ
で
安
心
が
出

来
る
か
何
う
か
を
思
ふ
て
、
而
し
て
後
ち
そ
れ
が
正
し
い
か
何
う
か
を
吟
味
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
反
し
て
学
解
は
個
人
に
よ
り
て
思
想
さ
れ
て
も
、
そ
れ
自
体
は
超
個
人
的
の
意
味
を
有
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
学
解
を

議
す
る
も
の
は
、
そ
れ
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
を
主
と
し
て
、
妄
り
て
そ
の
学
解
を
為
す
個
人
の
真
理
の
揣
摩
臆
測
を
為
す
べ
き
で
な

い
。私

は
教
界
の
批
評
に
、
余
り
に
そ
の
理
解
の
な
い
こ
と
を
悲
し
む
も
の
で
あ
る
。（
了
）

注

多
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

私
が
金
子
氏
か
ら
宗
学
上
の
恩
誼
を
受
け
て
を
る
こ
と
は
、
既
に
久
し
い
事
で
あ
る
。
…
…
け
れ
ど
も
私
は
、

氏
の
思
想
の
根
本
に
対
し
て
は
、
実
は
久
し
く
疑
を
抱
い
て
を
る
者
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
今
日
ま
で
幾
度
も
、
三
河
に
お
い
て
、
十
余
の
同
朋
と
共

に
、
氏
の
思
想
に
つ
い
て
研
究
を
か
さ
ね
、
私
自
ら
も
直
接
に
氏
と
論
じ
合
つ
た
こ
と
は
、
一
度
や
二
度
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ

（
聞
信
会
編

み
ど
り
ご

第
四
巻
第
一
二
号
、
一
九
二
六
年
一
二
月
、
三
二
四
頁
）。

新
聞
誌
上
で
は
、
こ
の
箇
所
と

こ
の
度

以
下
の
本
文
の
あ
い
だ
に
は
、
一
文
字
下
げ
ら
れ
ポ
イ
ン
ト
が
小
さ
く
な
っ
た
文
字
で
つ
ぎ
の
文
章
が
入

っ
て
い
る
。

大
谷
大
学
の
問
題
は
金
子
教
授
の
辞
職
に
よ
つ
て
一
応
の
段
落
を
告
げ
た
が
、
今
度
の
事
に
当
の
金
子
教
授
の
気
持
は
ど
う
で
あ
る
か
、

夫
れ
は
教
授
自
身
の
言
葉
が
一
番
明
瞭
に
語
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
氏
は
左
の
如
く
〔
中
外
日
報
社
の
〕
社
員
に
対
し
て
声
明
さ
れ
た
。

こ
の

一

と
つ
ぎ
の

一

に
続
く
段
落
は
、
新
聞
紙
上
で
は
一
文
字
下
げ
ら
れ
、
ポ
イ
ン
ト
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
相
当
す
る

浄
土
の
観
念

に
お
け
る
金
子
の
表
現
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
〔
金
銀
瑠
璃
で
で
き
た
よ
う
な
浄
土
へ
の
不
信
〕

に
よ
つ
て
浄
土
の
信
仰
と
い
ふ
も
の
は
今
日
で
は
殆
ど
廃
れ
て
し
ま
つ
て
、
私
等
の
知
つ
て
居
る
相
当
の
識
者
で
あ
り
な
が
ら
今
日
は
極
楽
往
生
は
い
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は
な
い
の
が
よ
い
で
は
無
い
か
と
い
ふ
事
を
云
つ
て
居
る
者
が
多
い
。
動
も
す
れ
ば
今
日
は
浄
土
と
い
ふ
事
は
言
は
な
い
事
が
信
仰
界
の
常
識
と
な
つ

て
居
り
ま
す
。
之
は
余
程

ふ
べ
き
事
だ
と
自
分
は
思
う
て
居
る
の
で
す
が
、
信
仰
と
い
ふ
者
は
現
実
の
人
生
問
題
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
様
な
点
か
ら

之
が
一
つ
の
常
識
と
な
り
か
か
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
実
在
の
浄
土
は
信
ず
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す

（
一
〇
四

一
〇
五
頁
）。

の
ち
に
金
子
は

異
安
心
問
題
（
昭
和
二
年
）
で
、
先
生
に
反
対
し
た
の
は
、
ど
う
い
う
方
々
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

と
問
わ
れ
て
、

当
時
の
御
講
者

達
で
す
よ
。
斎
藤
唯
信
、
河
野
法
雲
、
上
杉
文
秀
と
い
う
人
達
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
え

と
答
え
て
い
る
（

曽
我
量
深
選
集

月
報

5
、
一
九

七
一
年
三
月
、
一
四
頁
）。

こ
の
箇
所
以
下
の
一
段
落
は
新
聞
紙
上
で
は
一
字
下
げ
ら
れ
、
ポ
イ
ン
ト
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

江
戸
期
の
学
寮
講
師
、
慧
然
（
一
六
九
三

一
七
六
四
）
を
指
す
。

真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
で
あ
り
大
谷
大
学
教
授
で
あ
っ
た
斎
藤
唯
信
（
一
八
六
四

一
九
五
七
）
を
指
す
。
斎
藤
の
名
前
が
圏
点
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、

彼
が
の
ち
に
述
べ
ら
れ
る

わ
が
宗
門
の
学
頭
諸
師

と
し
て
金
子
の
浄
土
論
を
否
定
し
た
人
物
だ
と

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
一
文
は
新
聞
紙
上
で
は
一
文
字
下
げ
ら
れ
、
ポ
イ
ン
ト
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

中
外
日
報

に
掲
載
さ
れ
た

金
子
氏
の

浄
土
の
観
念

に
対
す
る
観
察

は
計
八
編
で
あ
る
。

金
子
氏
の

浄
土
の
観
念

に
対
す
る
観
察

⑻

宗
教
的
理
性

（
丁
子
屋
書
店
、
一
九
二
二
年
）
に
お
け
る

本
願
選
択
の
意
義

開
宗
の
意
義

真
宗
の
体
験

と
い
っ
た
論
文
を
指
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

金
子
氏
の

浄
土
の
観
念

に
対
す
る
観
察

⑴

か

と
し
か
読
み
と
れ
な
い
が
、
文
字
の
上
部
が
明
瞭
に
印
字
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
な
の
で
、

が

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

附
言

以
下
の
文
章
は
、
新
聞
紙
上
で
は
一
文
字
下
げ
ら
れ
、
ポ
イ
ン
ト
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

謝

辞
翻
刻
に
際
し
て
は
、
真
宗
大
谷
派
最
賢
寺
住
職
の
金
子
正
美
氏
と
中
外
日
報
社
か
ら
記
事
（
論
文
）
翻
刻
の
了
承
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。
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