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緒
　
　
論

一

　
『
歎
異
抄
』
と
清
沢
満
之
（
以
下
、
満
之
と
略
す
）。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
し
、
こ
と
改
め
て
、

こ
と
さ
ら
に
論
ず
べ
き
こ
と
は
な
い
と
も
思
わ
れ
よ
う
。
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
ま
ず
、
こ
の
「
緒
論
」
で
は
述
べ
て
お

き
た
い
。

二

　
満
之
は
、『
歎
異
抄
』
を
ど
の
よ
う
な
書
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
。
次
の
一
文
が
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
親
鸞
聖
人
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
に
は
『
歎
異
抄
』
及
び
『
口
伝
鈔
』 

（『
全
集
』
第
八
巻
・
四
四
八
頁
）

『
歎
異
抄
』
と
清
沢
満
之（
一
）
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親
鸞
に
お
け
る
信
の
極
致
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
書
。「〔
明
治
三
十
六
年
当
用
日
記
抄
〕」
に
記
さ
れ
た
こ
の
一
文
は
、
満
之
自
身

が
『
歎
異
抄
』
を
ど
の
よ
う
な
聖
教
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
の
か
を
直
截
に
語
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る①
。
ま
た
、
間
接
的
な
証
言
で
あ

る
が
、
住
田
智
見
、
赤
沼
智
善
等
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
満
之
は
『
歎
異
抄
』
を
「
四
阿
含
」『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
と
併
せ
て
「
予
の

三
部
経
」
の
一
つ
と
呼
ん
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る②
。
さ
ら
に
、
暁
烏
敏
、
近
角
常
観
等
が
、
当
時
『
歎
異
抄
』
の
読
誦
を
勧
め
た
の
は

満
之
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
自
ら
の
著
書
で
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
は
一
世
に
名
高
き
『
歎
異
鈔
』
の
最
大
要
所
と
し
て
、
現
代
求
道
者
の
口
に
絶
え
ざ
る
金
言
で
あ
り
ま
す
。
近
代
『
歎
異
鈔
』
が
、

青
年
の
間
に
行
わ
る
ゝ
に
お
よ
び
て
、
こ
と
に
此
章
（
筆
者
注
：
第
二
章
）
を
尊
重
し
た
て
ま
つ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
近
頃

の
青
年
に
至
り
て
、
始
め
て
斯
く
な
り
た
わ
け
で
は
な
い
、
古
よ
り
篤
き
信
仰
の
人
は
何
れ
も
『
歎
異
鈔
』
を
尊
み
『
歎
異
鈔
』
を

尊
む
も
の
は
必
ら
ず
、
此
章
を
尊
む
次
第
で
あ
り
ま
す
。
お
も
ひ
め
ぐ
ら
せ
ば
私
幼
少
の
時
、
父
が
他
の
一
人
の
僧
分
及
び
五
六
の

同
行
と
共
に
団
欒
し
て
夜
の
ま
ど
ひ
に
此
第
二
章
を
反
覆
、
熟
読
し
て
喜
ん
で
居
ら
れ
た
こ
と
を
子
供
心
に
記
憶
す
る
次
第
で
あ
り

ま
す
、
又
清
沢
先
生
が
、
此
鈔
を
自
か
ら
が
玩
索
し
て
、
是
を
青
年
の
手
に
渡
さ
れ
た
の
が
近
時
行
は
る
ゝ
に
至
り
し
濫
觴
で
あ
り

ま
す
、 

（
近
角
常
観
『
歎
異
鈔
講
義
』（
明
治
四
二
年
四
月
一
六
日
発
行
、
光
融
館
）、
七
三
頁
）

本
書
の
精
読
を
私
に
勧
め
て
下
さ
っ
た
の
は
、
故
清
沢
先
生
で
あ
っ
た
。
明
治
仏
教
は
本
鈔
に
よ
っ
て
復
活
し
た
、
本
鈔
を
明
治
の

教
界
に
紹
介
し
た
の
は
清
沢
先
生
で
あ
っ
た
。 

（
暁
烏
敏
『
歎
異
鈔
講
話
』「
例
言
」
明
治
四
四
年
四
月
発
行
、
無
我
山
房
）

近
角
は
、
明
治
三
十
六
年
か
ら
求
道
学
舎
に
お
い
て
、
当
時
の
青
年
に
『
歎
異
抄
』
を
講
じ
て
い
た
が
、
幼
少
の
頃
、
父
が
、
僧
侶
一
人

と
同
行
五
、
六
人
で
『
歎
異
抄
』
に
触
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
満
之
が
『
歎
異
抄
』
に
何
ら
か
の
趣
き
を
読
み
取
り
、
当
時
の
青

年
に
勧
め
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
三
六
年
一
月
か
ら
「『
歎
異
抄
』
を
読
む
」
を
『
精
神
界
』
に
連
載
す
る
暁
烏
は
、

『
歎
異
抄
』
に
よ
っ
て
明
治
仏
教
は
復
活
し
た
、
と
や
や
誇
大
と
も
思
え
る
表
現
で
、
明
治
日
本
の
仏
教
界
に
お
い
て
『
歎
異
抄
』
が
有

し
た
意
義
を
語
り
、
自
ら
に
『
歎
異
抄
』
の
精
読
を
勧
め
た
の
は
満
之
で
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
満
之
の
日
記
に
お
け
る
次
の
記
述
を
そ
の
証
左
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
仏
教
の
須
致
翫
味
の
為
書
籍
指
示
希
望
に
よ
り
大
略
左
の
如
く
返
答
す
。

　
　
（
一
）。
仏
教
の
真
趣
を
伺
ふ
に
は
四
『
阿
含
経
』

　
　
（
二
）。
親
鸞
聖
人
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
に
は
『
歎
異
鈔
』
及
び
『
口
伝
鈔
』

　
　
（
三
）。
蓮
如
上
人
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
に
は
『
御
文
』
及
び
『
御
一
代
記
聞
書
』

　
　
（
四
）。
最
新
流
行
の
著
述
に
て
は
『
信
仰
の
余
瀝
』、『
宗
教
管
見
』、『
吾
人
の
宗
敎
』 

〔（
一
月
二
十
四
日
）〕

 

（「〔
明
治
三
十
六
年
当
用
日
記
抄
〕」『
全
集
』
第
八
巻
・
四
四
八
頁
）

す
で
に
、
本
論
の
冒
頭
に
も
挙
げ
た
「
親
鸞
聖
人
の
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
」
聖
教
と
い
う
満
之
の
言
葉
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
一
連
の
文

脈
に
お
い
て
記
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
満
之
は
「
仏
教
の
須
要
、
極
致
が
意
味
す
る
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
、
内
容
を
理
解

し
味
わ
う
た
め
に
、
書
籍
を
指
示
し
て
欲
し
い
と
い
う
希
望
に
」
応
え
て
、
四
つ
の
点
か
ら
返
答
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

「
親
鸞
聖
人
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
に
は
『
歎
異
抄
』
及
び
『
口
伝
鈔
』」
で
あ
る
と
、
明
確
に
勧
め
て
い
る③
。
こ
の
よ
う
に
満
之
が

『
歎
異
抄
』
を
重
視
し
、
そ
れ
を
周
囲
に
勧
め
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
満
之
が
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
た
文
献
は
現
在
残
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
、
こ
の
点
を
指
摘
し
、『
歎
異

抄
』
と
満
之
の
関
係
に
疑
問
を
な
げ
か
け
る
先
行
研
究
が
存
在
す
る④
。
江
戸
時
代
や
明
治
時
代
に
は
、
真
宗
大
谷
派
に
お
い
て
も
学
僧
等

に
よ
っ
て
『
歎
異
抄
』
の
講
義
が
な
さ
れ
、
そ
の
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事
実
か
ら
照
ら
し
見
る
に
、『
歎

異
抄
』
を
重
要
視
す
る
満
之
が
同
様
の
講
義
録
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
奇
異
に
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、『
歎
異
抄
』

に
限
ら
ず
他
の
書
物
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
何
ら
か
の
聖
教
や
論
書
に
つ
い
て
、
満
之
が
そ
の
全
体
に
わ
た
り
文
々
句
々
を
注
釈
す
る
例

は
見
ら
れ
な
い⑤
の
だ
か
ら
、『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
何
も
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
満
之
が
浄
土
三
部
経
に
な
ぞ
ら
え
て
「
予
の
三
部
経
」
と
呼
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
「
四
阿
含
」
と
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
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録
』
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
四
阿
含
」
に
つ
い
て
は
「
阿
含
感
」（〔
転
迷
開
悟
録
〕）、『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
に
つ
い
て
は
「
エ

ピ
ク
テ
タ
ス
氏
」（『
同
志
の
友
』）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
所
感
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
書
物
の
講
義
録
、
あ
る
い
は
注
釈
書
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、『
歎
異
抄
』
に
か
ぎ
ら
ず
何
ら
か
の
書
物
に
対
す
る
注
釈
書
や
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
む
し
ろ
、

聖
教
に
向
き
あ
う
満
之
独
自
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
と
し
て
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
別
の
評
価
が
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う⑥
。

　
さ
て
、『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
注
釈
書
、
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
満
之
の
著
作
や
日
記
に
は
『
歎
異
抄
』
か

ら
の
ま
と
ま
っ
た
抜
書
が
な
く
、
満
之
の
論
稿
に
『
歎
異
抄
』
が
引
用
さ
れ
る
例
も
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
多
く
の
先
行

研
究
で
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
満
之
が
「
四
阿
含
」『
エ
ピ
ク
テ
タ

ス
語
録
』
か
ら
は
大
部
の
抜
書
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
は
同
様
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
満
之
と
『
歎
異
抄
』
の
関
係
を
了
解
す
る
上
で
、
一
つ
の
疑
問
点
と
さ
れ
て
き
た
し
、
満
之
が
『
歎

異
抄
』
か
ら
何
を
読
み
取
り
、
学
ん
だ
の
か
を
具
体
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。

　
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
む
し
ろ
積
極
的
な
意
味
を
見
出
す
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
満
之
の
著
作
に
述
べ
ら
れ

る
思
想
内
容
や
、
宗
門
改
革
運
動
に
代
表
さ
れ
る
行
実
が
、『
歎
異
抄
』
を
貫
く
「
歎
異
の
精
神
」
と
『
歎
異
抄
』
の
思
想
内
容
を
色
濃

く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
り
、
特
定
の
文
言
の
み
を
引
用
、
あ
る
い
は
こ
と
さ
ら
に
注
釈
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い

程
、『
歎
異
抄
』
は
満
之
に
血
肉
化
さ
れ
た
聖
教
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る⑦
。
満
之
の
絶
筆
と
な
っ
た
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信

ず
（
我
信
念
）」
は
「
明
治
の
歎
異
抄
」
と
も
称
さ
れ
て
お
り⑧
、
満
之
が
近
代
に
お
け
る
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と
称
さ
れ
る
所
以

と
も
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
満
之
の
行
実
や
全
著
述
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
見
解
を
全
面
的
に
支
持
す
る
こ
と
を
ま
ず
明
確
に
述
べ

て
お
き
た
い
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
満
之
の
日
記
に
お
け
る
次
の
記
述
を
そ
の
証
左
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
仏
教
の
須
致
翫
味
の
為
書
籍
指
示
希
望
に
よ
り
大
略
左
の
如
く
返
答
す
。

　
　
（
一
）。
仏
教
の
真
趣
を
伺
ふ
に
は
四
『
阿
含
経
』

　
　
（
二
）。
親
鸞
聖
人
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
に
は
『
歎
異
鈔
』
及
び
『
口
伝
鈔
』

　
　
（
三
）。
蓮
如
上
人
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
に
は
『
御
文
』
及
び
『
御
一
代
記
聞
書
』

　
　
（
四
）。
最
新
流
行
の
著
述
に
て
は
『
信
仰
の
余
瀝
』、『
宗
教
管
見
』、『
吾
人
の
宗
敎
』 

〔（
一
月
二
十
四
日
）〕

 

（「〔
明
治
三
十
六
年
当
用
日
記
抄
〕」『
全
集
』
第
八
巻
・
四
四
八
頁
）

す
で
に
、
本
論
の
冒
頭
に
も
挙
げ
た
「
親
鸞
聖
人
の
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
」
聖
教
と
い
う
満
之
の
言
葉
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
一
連
の
文

脈
に
お
い
て
記
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
満
之
は
「
仏
教
の
須
要
、
極
致
が
意
味
す
る
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
、
内
容
を
理
解

し
味
わ
う
た
め
に
、
書
籍
を
指
示
し
て
欲
し
い
と
い
う
希
望
に
」
応
え
て
、
四
つ
の
点
か
ら
返
答
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

「
親
鸞
聖
人
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
に
は
『
歎
異
抄
』
及
び
『
口
伝
鈔
』」
で
あ
る
と
、
明
確
に
勧
め
て
い
る③
。
こ
の
よ
う
に
満
之
が

『
歎
異
抄
』
を
重
視
し
、
そ
れ
を
周
囲
に
勧
め
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
満
之
が
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
た
文
献
は
現
在
残
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
、
こ
の
点
を
指
摘
し
、『
歎
異

抄
』
と
満
之
の
関
係
に
疑
問
を
な
げ
か
け
る
先
行
研
究
が
存
在
す
る④
。
江
戸
時
代
や
明
治
時
代
に
は
、
真
宗
大
谷
派
に
お
い
て
も
学
僧
等

に
よ
っ
て
『
歎
異
抄
』
の
講
義
が
な
さ
れ
、
そ
の
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事
実
か
ら
照
ら
し
見
る
に
、『
歎

異
抄
』
を
重
要
視
す
る
満
之
が
同
様
の
講
義
録
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
奇
異
に
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、『
歎
異
抄
』

に
限
ら
ず
他
の
書
物
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
何
ら
か
の
聖
教
や
論
書
に
つ
い
て
、
満
之
が
そ
の
全
体
に
わ
た
り
文
々
句
々
を
注
釈
す
る
例

は
見
ら
れ
な
い⑤
の
だ
か
ら
、『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
何
も
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
満
之
が
浄
土
三
部
経
に
な
ぞ
ら
え
て
「
予
の
三
部
経
」
と
呼
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
「
四
阿
含
」
と
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
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録
』
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
四
阿
含
」
に
つ
い
て
は
「
阿
含
感
」（〔
転
迷
開
悟
録
〕）、『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
に
つ
い
て
は
「
エ

ピ
ク
テ
タ
ス
氏
」（『
同
志
の
友
』）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
所
感
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
書
物
の
講
義
録
、
あ
る
い
は
注
釈
書
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、『
歎
異
抄
』
に
か
ぎ
ら
ず
何
ら
か
の
書
物
に
対
す
る
注
釈
書
や
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
む
し
ろ
、

聖
教
に
向
き
あ
う
満
之
独
自
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
と
し
て
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
別
の
評
価
が
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う⑥
。

　
さ
て
、『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
注
釈
書
、
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
満
之
の
著
作
や
日
記
に
は
『
歎
異
抄
』
か

ら
の
ま
と
ま
っ
た
抜
書
が
な
く
、
満
之
の
論
稿
に
『
歎
異
抄
』
が
引
用
さ
れ
る
例
も
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
多
く
の
先
行

研
究
で
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
満
之
が
「
四
阿
含
」『
エ
ピ
ク
テ
タ

ス
語
録
』
か
ら
は
大
部
の
抜
書
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
は
同
様
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
満
之
と
『
歎
異
抄
』
の
関
係
を
了
解
す
る
上
で
、
一
つ
の
疑
問
点
と
さ
れ
て
き
た
し
、
満
之
が
『
歎

異
抄
』
か
ら
何
を
読
み
取
り
、
学
ん
だ
の
か
を
具
体
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。

　
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
む
し
ろ
積
極
的
な
意
味
を
見
出
す
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
満
之
の
著
作
に
述
べ
ら
れ

る
思
想
内
容
や
、
宗
門
改
革
運
動
に
代
表
さ
れ
る
行
実
が
、『
歎
異
抄
』
を
貫
く
「
歎
異
の
精
神
」
と
『
歎
異
抄
』
の
思
想
内
容
を
色
濃

く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
り
、
特
定
の
文
言
の
み
を
引
用
、
あ
る
い
は
こ
と
さ
ら
に
注
釈
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い

程
、『
歎
異
抄
』
は
満
之
に
血
肉
化
さ
れ
た
聖
教
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る⑦
。
満
之
の
絶
筆
と
な
っ
た
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信

ず
（
我
信
念
）」
は
「
明
治
の
歎
異
抄
」
と
も
称
さ
れ
て
お
り⑧
、
満
之
が
近
代
に
お
け
る
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と
称
さ
れ
る
所
以

と
も
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
満
之
の
行
実
や
全
著
述
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
見
解
を
全
面
的
に
支
持
す
る
こ
と
を
ま
ず
明
確
に
述
べ

て
お
き
た
い
。
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三

　
し
か
し
、
近
年
、『
歎
異
抄
』
と
満
之
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
各
方
面
か
ら
問
い
直
し
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は

日
本
中
世
か
ら
近
世
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
に
関
す
る
文
献
調
査
・
資
料
収
集
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
満
之
を
近
代
に
お
け
る
「『
歎
異

抄
』
の
再
発
見
者
」
と
す
る
見
解
を
批
判
す
る
研
究⑨
で
あ
る
。
そ
の
端
緒
で
あ
り
、
代
表
的
な
研
究
は
西
田
真
因
氏
の
研
究
で
あ
る
。
西

田
氏
の
研
究
内
容
は
、
地
道
な
文
献
調
査
・
資
料
収
集
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
満
之
を
近
代
に
お
け
る
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と

す
る
見
解
は
誤
り
で
あ
り
、
断
じ
て
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
、
あ
る
い
は
確
か
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
満
之
に
お
け
る
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
」
と
は
い
か
な
る

事
実
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
満
之
を
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と
し
て
論
じ
る
際
に
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
記

述
は
、
西
田
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
蓮
如
の
識
語
に
基
づ
い
て
禁
書
と
さ
れ
秘
匿
さ
れ
つ
づ
け
た
『
歎
異
抄
』
を
、
明
治
に
な
っ
て
満

之
が
発
掘
し
世
に
公
開
し
た⑩
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
先
行
研
究
と
し
て
、
そ
の
一

例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

こ
の
語
（
筆
者
注
：
蓮
如
の
識
語
）
の
書
か
れ
た
蓮
師
以
後
、『
歎
異
抄
』
は
再
び
歴
史
の
舞
台
か
ら
退
場
し
て
い
き
ま
す
。
江
戸
時

代
に
は
ま
ず
読
ま
れ
な
か
っ
た
。
明
治
に
な
っ
て
も
殆
ど
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
『
歎
異
抄
』
を
取
り
上
げ
て
、
大
切

に
読
ん
だ
人
が
清
沢
満
之
先
生
だ
っ
た
の
で
す
。（
…
中
略
…
）
実
に
蓮
如
上
人
以
降
、
三
百
数
十
年
ぶ
り
で
し
た
。
久
し
ぶ
り
に

『
歎
異
抄
』
は
積
も
り
に
積
も
っ
た
埃
を
払
っ
て
、
陽
の
目
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
清
沢
先
生
に
よ
っ
て
、
改
め
て
発
掘

さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
聖
典
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

（
寺
川
俊
昭
『
歎
異
の
大
地
』
一
〇
八
頁
）

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
満
之
は
「
予
が
三
部
経
」
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
こ
う
呼
ん
で
、
彼
が
自
己
の
信
念
確
立
の
た
め
の

か
け
が
え
の
な
い
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
選
び
取
っ
た
の
は
、『
阿
含
経
』
と
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
』
と
、『
歎
異
抄
』
と
で
あ
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っ
た
。
こ
の
三
部
の
書
物
の
名
は
、『
歎
異
抄
』
が
語
っ
て
い
る
二
種
深
信
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
浄
土
真
宗
の
純
潔
な
宗
教
的
自
覚

に
、
満
之
の
宗
教
的
信
念
が
回
帰
し
て
行
く
道
程
を
、
自
と
示
し
て
い
る
（
…
中
略
…
）『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
み
て
も
、
こ
れ
が
真

宗
の
聖
典
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
実
は
こ
れ
と
て
も
蓮
如
以
後
は
一
種
の
禁
書
で
あ
っ
て
、
当
時
の
教
団
の

実
状
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
覆
わ
れ
秘
せ
ら
れ
て
い
た
聖
典
で
あ
っ
た
。
現
代
の
『
歎
異
抄
』
の
一
般
化
は
、
実
は
満
之
の
こ

の
『
歎
異
抄
』
再
発
見
に
始
ま
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
自
と
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
傍
線
筆
者
：
寺
川
俊
昭
『
清
沢
満
之
論
』
三
二
頁
）

今
日
、
親
鸞
と
言
え
ば
、
ま
ず
『
歎
異
抄
』
の
悪
人
正
機
を
思
い
浮
か
べ
る
の
が
常
識
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
歎
異
抄
』
は

蓮
如
が
禁
書
に
し
て
以
来
、
け
っ
し
て
広
く
知
ら
れ
た
文
献
で
は
な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
に
も
講
義
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
清
沢
満
之
が
注
目
し
、
近
角

常
観
や
暁
烏
敏
ら
が
積
極
的
に
布
教
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

 

（
傍
線
筆
者
：
末
木
文
美
士
『
明
治
思
想
家
論
│
近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅰ
│
』
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
半
ば
定
形
化
し
て
語
ら
れ
る
見
解
は
、『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
語
る
書
物
、
満
之
に
つ
い
て
の
研
究
、
近
代
日
本
仏
教
史

を
論
ず
る
研
究
を
参
照
し
挙
げ
て
い
け
ば
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
西
田
氏
の
研
究
は
こ
の
よ
う
な
見
解
を
批
判
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
歎
異
抄
』
に
は
原
本
と
い
う
べ
き
も
の
が
現
存
し
て
い
な
い
が
、
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
蓮
如
写

本
以
降
、
西
田
氏
な
ど
の
研
究
成
果
に
明
ら
か
な
よ
う
に
室
町
時
代
に
限
定
し
て
も
『
歎
異
抄
』
に
は
十
数
本
の
書
写
本
が
確
認
さ
れ
て

い
る⑪
。
刊
本
と
し
て
は
江
戸
時
代
の
一
六
六
二
（
寛
文
二
）
年
、
円
智
（
京
都
誓
願
寺
）
の
注
釈
本
『
歎
異
抄
私
記
』
を
筆
頭
に
、『
歎
異

抄
』
の
本
文
と
し
て
は
『
元
禄
四
年
本
』（
一
六
九
一
（
元
禄
四
）
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
注
釈
本
『
首
書
歎
異
抄
』（
一
七
〇

一
（
元
禄
十
四
）
年
）。
さ
ら
に
は
、
西
本
願
寺
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
真
宗
法
要
本
』（
一
七
六
五
（
明
和
二
）
年
）、
東
本
願
寺
か
ら
刊
行
さ
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三

　
し
か
し
、
近
年
、『
歎
異
抄
』
と
満
之
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
各
方
面
か
ら
問
い
直
し
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は

日
本
中
世
か
ら
近
世
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
に
関
す
る
文
献
調
査
・
資
料
収
集
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
満
之
を
近
代
に
お
け
る
「『
歎
異

抄
』
の
再
発
見
者
」
と
す
る
見
解
を
批
判
す
る
研
究⑨
で
あ
る
。
そ
の
端
緒
で
あ
り
、
代
表
的
な
研
究
は
西
田
真
因
氏
の
研
究
で
あ
る
。
西

田
氏
の
研
究
内
容
は
、
地
道
な
文
献
調
査
・
資
料
収
集
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
満
之
を
近
代
に
お
け
る
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と

す
る
見
解
は
誤
り
で
あ
り
、
断
じ
て
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
、
あ
る
い
は
確
か
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
満
之
に
お
け
る
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
」
と
は
い
か
な
る

事
実
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
満
之
を
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と
し
て
論
じ
る
際
に
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
記

述
は
、
西
田
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
蓮
如
の
識
語
に
基
づ
い
て
禁
書
と
さ
れ
秘
匿
さ
れ
つ
づ
け
た
『
歎
異
抄
』
を
、
明
治
に
な
っ
て
満

之
が
発
掘
し
世
に
公
開
し
た⑩
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
先
行
研
究
と
し
て
、
そ
の
一

例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

こ
の
語
（
筆
者
注
：
蓮
如
の
識
語
）
の
書
か
れ
た
蓮
師
以
後
、『
歎
異
抄
』
は
再
び
歴
史
の
舞
台
か
ら
退
場
し
て
い
き
ま
す
。
江
戸
時

代
に
は
ま
ず
読
ま
れ
な
か
っ
た
。
明
治
に
な
っ
て
も
殆
ど
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
『
歎
異
抄
』
を
取
り
上
げ
て
、
大
切

に
読
ん
だ
人
が
清
沢
満
之
先
生
だ
っ
た
の
で
す
。（
…
中
略
…
）
実
に
蓮
如
上
人
以
降
、
三
百
数
十
年
ぶ
り
で
し
た
。
久
し
ぶ
り
に

『
歎
異
抄
』
は
積
も
り
に
積
も
っ
た
埃
を
払
っ
て
、
陽
の
目
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
清
沢
先
生
に
よ
っ
て
、
改
め
て
発
掘

さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
聖
典
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

（
寺
川
俊
昭
『
歎
異
の
大
地
』
一
〇
八
頁
）

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
満
之
は
「
予
が
三
部
経
」
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
こ
う
呼
ん
で
、
彼
が
自
己
の
信
念
確
立
の
た
め
の

か
け
が
え
の
な
い
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
選
び
取
っ
た
の
は
、『
阿
含
経
』
と
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
』
と
、『
歎
異
抄
』
と
で
あ

21

っ
た
。
こ
の
三
部
の
書
物
の
名
は
、『
歎
異
抄
』
が
語
っ
て
い
る
二
種
深
信
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
浄
土
真
宗
の
純
潔
な
宗
教
的
自
覚

に
、
満
之
の
宗
教
的
信
念
が
回
帰
し
て
行
く
道
程
を
、
自
と
示
し
て
い
る
（
…
中
略
…
）『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
み
て
も
、
こ
れ
が
真

宗
の
聖
典
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
実
は
こ
れ
と
て
も
蓮
如
以
後
は
一
種
の
禁
書
で
あ
っ
て
、
当
時
の
教
団
の

実
状
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
覆
わ
れ
秘
せ
ら
れ
て
い
た
聖
典
で
あ
っ
た
。
現
代
の
『
歎
異
抄
』
の
一
般
化
は
、
実
は
満
之
の
こ

の
『
歎
異
抄
』
再
発
見
に
始
ま
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
自
と
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
傍
線
筆
者
：
寺
川
俊
昭
『
清
沢
満
之
論
』
三
二
頁
）

今
日
、
親
鸞
と
言
え
ば
、
ま
ず
『
歎
異
抄
』
の
悪
人
正
機
を
思
い
浮
か
べ
る
の
が
常
識
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
歎
異
抄
』
は

蓮
如
が
禁
書
に
し
て
以
来
、
け
っ
し
て
広
く
知
ら
れ
た
文
献
で
は
な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
に
も
講
義
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
清
沢
満
之
が
注
目
し
、
近
角

常
観
や
暁
烏
敏
ら
が
積
極
的
に
布
教
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

 

（
傍
線
筆
者
：
末
木
文
美
士
『
明
治
思
想
家
論
│
近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅰ
│
』
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
半
ば
定
形
化
し
て
語
ら
れ
る
見
解
は
、『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
語
る
書
物
、
満
之
に
つ
い
て
の
研
究
、
近
代
日
本
仏
教
史

を
論
ず
る
研
究
を
参
照
し
挙
げ
て
い
け
ば
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
西
田
氏
の
研
究
は
こ
の
よ
う
な
見
解
を
批
判
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
歎
異
抄
』
に
は
原
本
と
い
う
べ
き
も
の
が
現
存
し
て
い
な
い
が
、
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
蓮
如
写

本
以
降
、
西
田
氏
な
ど
の
研
究
成
果
に
明
ら
か
な
よ
う
に
室
町
時
代
に
限
定
し
て
も
『
歎
異
抄
』
に
は
十
数
本
の
書
写
本
が
確
認
さ
れ
て

い
る⑪
。
刊
本
と
し
て
は
江
戸
時
代
の
一
六
六
二
（
寛
文
二
）
年
、
円
智
（
京
都
誓
願
寺
）
の
注
釈
本
『
歎
異
抄
私
記
』
を
筆
頭
に
、『
歎
異

抄
』
の
本
文
と
し
て
は
『
元
禄
四
年
本
』（
一
六
九
一
（
元
禄
四
）
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
注
釈
本
『
首
書
歎
異
抄
』（
一
七
〇

一
（
元
禄
十
四
）
年
）。
さ
ら
に
は
、
西
本
願
寺
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
真
宗
法
要
本
』（
一
七
六
五
（
明
和
二
）
年
）、
東
本
願
寺
か
ら
刊
行
さ
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れ
た
『
真
宗
仮
名
聖
教
本
』（
一
八
一
四
（
文
化
十
一
）
年
）
に
は
『
歎
異
抄
』
本
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
数
度
に
わ
た
っ
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
は
、
聖
教
目
録
の
中
に
『
歎
異
抄
』
を
挙
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
存
覚
の
『
浄
典
目
録
』
に
は
記
載
は
な
い
が
、
室
町
時

代
の
実
悟
『
聖
教
目
録
聞
書
』（
一
五
二
〇
（
永
正
十
七
）
年
）
以
降
、
江
戸
時
代
の
玄
智
『
浄
土
真
宗
教
典
志
』（
一
七
八
二
（
天
明
二
）

年
）
等
に
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る⑫
。
い
ま
、
筆
者
が
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
目
録
の
中
で
『
歎
異
抄
』
に
つ

い
て
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

◇
室
町
時
代

　
　
・
実
悟
『
聖
教
目
録
聞
書
』 

一
五
二
〇
（
永
正
十
七
）
年

　
　
　
　
歎
異
抄
　
一
巻 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
九
頁
）

◇
江
戸
時
代

　
　
・
一
雄
『
真
宗
正
依
典
籍
集
』 

一
六
二
四
（
寛
永
元
）
年

　
　
　
　
歎
異
抄
　
一
巻 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
七
頁
）

　
　
・
知
空
『
真
宗
録
外
聖
教
目
録
』 

一
七
一
八
（
享
保
三
）
年

　
　
　
　
歎
異
抄 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
二
二
頁
）

　
　
・
恵
空
『
仮
名
聖
教
目
録
』 
一
七
二
一
（
享
保
六
）
年

　
　
　
　
嘆
異
鈔
　
如
信
上
人
記
云
々 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
二
五
頁
）

　
　
・
性
海
『
高
宮
聖
教
目
録
』 

一
七
二
七
（
享
保
一
二
）
年

歎
異
鈔
　
全
　
　
〔
開
基
曰
〕
私
考
。
恐
如
信
上
人
之
御
述
乎
。
凡
十
八
條
ア
リ
。
蓮
如
上
人
ノ
奥
書
ア
リ
。
蓮
如
上
人
ノ
奥

書
ア
リ
。〔
隨
流
庵
曰
〕
如
信
上
人
ノ
御
聞
書
ト
ミ
ヘ
タ
リ
。

23

 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
三
二
頁
）

　
　
・
月
筌
『
月
筌
聖
教
目
録
』 

一
七
二
九
（
享
保
一
四
）
年

　
　
　
　
歎
異
鈔
　
覚
如
上
人 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
四
一
頁
）

　
　
・
僧
鎔
『
真
宗
法
彙
目
録
及
左
券
』 

一
七
四
九
（
寛
延
二
）
年

　
　
　
　
巻
之
十
三
　
嘆
異
鈔 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
四
九
頁
）

　
　
・
慧
琳
『
学
蔀
必
用
目
録
後
編
』

　
　
　
歎
異
抄
一
巻
　
如
信
上
人 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
三
七
頁
）

　
　
・
慧
林
『
和
語
聖
教
目
録
』 

一
七
六
七
（
明
和
四
）
年

　
　
　
　
○
歎
異
鈔

　
此
鈔
ハ
。
如
信
上
人
。
吾
祖
ニ
面
禀
シ
給
フ
條
々
ヲ
。
耳
底
ニ
留
ム
ル
ヲ
記
シ
給
フ
。
故
ニ
序
ニ
ハ
。
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
之
趣

所
㆑

留
㆓

耳
底
㆒。
聊
記
㆑

之
ト
ノ
玉
フ
。
巻
尾
ニ
ハ
。
故
親
鸞
聖
人
ノ
オ
ホ
セ
コ
ト
候
ヒ
シ
オ
モ
ム
キ
ヲ
。
百
分
カ
一
ツ
カ
タ
ハ
シ
ハ

カ
リ
ヲ
オ
モ
ヒ
イ
タ
シ
マ
イ
ラ
セ
テ
。
カ
キ
ツ
ケ
サ
フ
ラ
ウ
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
リ
。
覚
如
上
人
。
口
傳
鈔
ノ
中
ニ
。
如
信
上
人
ノ
仰
セ

ト
テ
記
シ
給
ヘ
ル
ハ
。
今
此
鈔
ノ
中
ニ
。
載
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
。
如
信
上
人
ハ
。
祖
師
御
在
世
ニ
耳
底
面
授
ノ
趣
ヲ
。

記
シ
給
フ
コ
ト
疑
ヒ
ナ
シ
。
然
ル
ニ
。
真
宗
法
要
ノ
中
ニ
。
覚
如
上
人
ノ
御
選
述
ノ
部
ニ
入
レ
ラ
レ
タ
リ
覚
如
上
人
ハ
文
永
七
年
庚

午
誕
生
シ
給
フ
。
祖
師
入
滅
ニ
後
ル
ヽ
コ
ト
。
既
ニ
如
信
上
人
ノ
選
述
タ
ル
コ
ト
昭
晰
タ
リ
。

 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
四
一
頁
）

・
慧
琳
『
浄
土
真
宗
書
目
』

　
　
〇
歎
異
抄

ハ
シ
メ
ニ
小
序
ア
レ
ト
モ
。
集
録
者
ノ
名
ヲ
載
セ
ス
。
如
信
上
人
吾
祖
ノ
法
語
ヲ
記
ス
ト
傳
フ
。
カ
ノ
小
序
ニ
。
故
親
鸞
聖
人
御
物
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れ
た
『
真
宗
仮
名
聖
教
本
』（
一
八
一
四
（
文
化
十
一
）
年
）
に
は
『
歎
異
抄
』
本
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
数
度
に
わ
た
っ
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
は
、
聖
教
目
録
の
中
に
『
歎
異
抄
』
を
挙
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
存
覚
の
『
浄
典
目
録
』
に
は
記
載
は
な
い
が
、
室
町
時

代
の
実
悟
『
聖
教
目
録
聞
書
』（
一
五
二
〇
（
永
正
十
七
）
年
）
以
降
、
江
戸
時
代
の
玄
智
『
浄
土
真
宗
教
典
志
』（
一
七
八
二
（
天
明
二
）

年
）
等
に
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る⑫
。
い
ま
、
筆
者
が
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
目
録
の
中
で
『
歎
異
抄
』
に
つ

い
て
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

◇
室
町
時
代

　
　
・
実
悟
『
聖
教
目
録
聞
書
』 

一
五
二
〇
（
永
正
十
七
）
年

　
　
　
　
歎
異
抄
　
一
巻 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
九
頁
）

◇
江
戸
時
代

　
　
・
一
雄
『
真
宗
正
依
典
籍
集
』 

一
六
二
四
（
寛
永
元
）
年

　
　
　
　
歎
異
抄
　
一
巻 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
七
頁
）

　
　
・
知
空
『
真
宗
録
外
聖
教
目
録
』 

一
七
一
八
（
享
保
三
）
年

　
　
　
　
歎
異
抄 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
二
二
頁
）

　
　
・
恵
空
『
仮
名
聖
教
目
録
』 

一
七
二
一
（
享
保
六
）
年

　
　
　
　
嘆
異
鈔
　
如
信
上
人
記
云
々 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
二
五
頁
）

　
　
・
性
海
『
高
宮
聖
教
目
録
』 

一
七
二
七
（
享
保
一
二
）
年

歎
異
鈔
　
全
　
　
〔
開
基
曰
〕
私
考
。
恐
如
信
上
人
之
御
述
乎
。
凡
十
八
條
ア
リ
。
蓮
如
上
人
ノ
奥
書
ア
リ
。
蓮
如
上
人
ノ
奥

書
ア
リ
。〔
隨
流
庵
曰
〕
如
信
上
人
ノ
御
聞
書
ト
ミ
ヘ
タ
リ
。
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（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
三
二
頁
）

　
　
・
月
筌
『
月
筌
聖
教
目
録
』 

一
七
二
九
（
享
保
一
四
）
年

　
　
　
　
歎
異
鈔
　
覚
如
上
人 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
四
一
頁
）

　
　
・
僧
鎔
『
真
宗
法
彙
目
録
及
左
券
』 

一
七
四
九
（
寛
延
二
）
年

　
　
　
　
巻
之
十
三
　
嘆
異
鈔 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
四
九
頁
）

　
　
・
慧
琳
『
学
蔀
必
用
目
録
後
編
』

　
　
　
歎
異
抄
一
巻
　
如
信
上
人 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
三
七
頁
）

　
　
・
慧
林
『
和
語
聖
教
目
録
』 

一
七
六
七
（
明
和
四
）
年

　
　
　
　
○
歎
異
鈔

　
此
鈔
ハ
。
如
信
上
人
。
吾
祖
ニ
面
禀
シ
給
フ
條
々
ヲ
。
耳
底
ニ
留
ム
ル
ヲ
記
シ
給
フ
。
故
ニ
序
ニ
ハ
。
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
之
趣

所
㆑

留
㆓

耳
底
㆒。
聊
記
㆑

之
ト
ノ
玉
フ
。
巻
尾
ニ
ハ
。
故
親
鸞
聖
人
ノ
オ
ホ
セ
コ
ト
候
ヒ
シ
オ
モ
ム
キ
ヲ
。
百
分
カ
一
ツ
カ
タ
ハ
シ
ハ

カ
リ
ヲ
オ
モ
ヒ
イ
タ
シ
マ
イ
ラ
セ
テ
。
カ
キ
ツ
ケ
サ
フ
ラ
ウ
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
リ
。
覚
如
上
人
。
口
傳
鈔
ノ
中
ニ
。
如
信
上
人
ノ
仰
セ

ト
テ
記
シ
給
ヘ
ル
ハ
。
今
此
鈔
ノ
中
ニ
。
載
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
サ
レ
ハ
。
如
信
上
人
ハ
。
祖
師
御
在
世
ニ
耳
底
面
授
ノ
趣
ヲ
。

記
シ
給
フ
コ
ト
疑
ヒ
ナ
シ
。
然
ル
ニ
。
真
宗
法
要
ノ
中
ニ
。
覚
如
上
人
ノ
御
選
述
ノ
部
ニ
入
レ
ラ
レ
タ
リ
覚
如
上
人
ハ
文
永
七
年
庚

午
誕
生
シ
給
フ
。
祖
師
入
滅
ニ
後
ル
ヽ
コ
ト
。
既
ニ
如
信
上
人
ノ
選
述
タ
ル
コ
ト
昭
晰
タ
リ
。

 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
四
一
頁
）

・
慧
琳
『
浄
土
真
宗
書
目
』

　
　
〇
歎
異
抄

ハ
シ
メ
ニ
小
序
ア
レ
ト
モ
。
集
録
者
ノ
名
ヲ
載
セ
ス
。
如
信
上
人
吾
祖
ノ
法
語
ヲ
記
ス
ト
傳
フ
。
カ
ノ
小
序
ニ
。
故
親
鸞
聖
人
御
物
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語
之
趣
所
㆑

留
㆓

耳
底
㆒

聊
註
㆑

之
ト
イ
ヒ
。
終
リ
ニ
。
親
鸞
ノ
オ
ホ
セ
コ
ト
候
シ
オ
モ
ム
キ
ヲ
。
百
分
カ
ヒ
ト
ツ
カ
タ
ハ
シ
ハ
カ
リ
ヲ

オ
モ
ヒ
イ
タ
シ
マ
ヒ
ラ
セ
テ
。
カ
キ
ツ
ケ
候
ナ
リ
」
ト
ア
レ
ハ
。
如
信
上
人
二
十
三
歳
ナ
レ
ハ
。
耳
底
ニ
留
メ
給
フ
コ
ト
ヲ
。
後
ニ

纂
録
シ
給
フ
ナ
ル
ヘ
シ
。
板
本
ノ
末
ニ
。
蓮
如
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
。
蓮
如
上
人
ノ
作
ト
謂
ハ
。
前
後
ノ
文
ヲ
ミ
サ
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
。 

 

 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
五
一
頁
）

・
隨
恵
『
浄
土
眞
宗
正
依
経
論
釈
偈
讃
法
語
刊
定
目
録
』

　
　
〇
歎
異
鈔
一
巻

　
　
如
信
上
人
撰
述
。 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
六
〇
頁
）

・
先
啓
『
浄
土
真
宗
聖
教
目
録
』 

一
七
五
二
（
宝
暦
二
）
年

　
　
歎
異
鈔
　
一
巻
　
分
爲
㆓

二
巻
㆒。
一
曰
覚
如
上
人
撰
。

 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
六
七
頁
）

・「
安
心
相
承
聖
教
目
録
」（
先
啓
『
浄
土
真
宗
聖
教
目
録
』
に
収
録
）

　
　
歎
異
鈔
如
信 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
七
八
頁
）

・
玄
智
『
浄
土
真
宗
教
典
志
』 

一
七
八
二
（
天
明
二
）
年

　
　
歎
異
鈔
一
巻

　
撰
者
未
㆑

詳
。
或
傳
。
唯
圓
所
記
。
纂
㆓

集
祖
師
法
語
㆒。
大
段
十
條
。
子
段
八
條
。
合
十
八
章
。

 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
二
一
七
頁
）。

ま
た
、
東
本
願
寺
の
安
居
で
は
江
戸
時
代
に
四
度
、
講
本
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。

　
　
寮
司
法
意 

（
秋
講
、
一
八
〇
三
（
享
和
三
）
年
）

　
　
擬
講
慧
剣 

（
秋
講
、
一
八
一
九
（
文
政
二
）
年
）
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擬
講
円
龍 

（
秋
講
、
一
八
三
五
（
天
保
六
）
年
）

　
　
擬
講
僧
頴 

（
秋
講
、
一
八
四
八
（
嘉
永
元
）
年
）

最
初
に
挙
げ
た
法
意
に
よ
る
も
の
は
会
読
で
あ
っ
て
講
義
で
は
な
い
た
め
、「
大
谷
派
学
事
史
略
年
表
」
に
は
記
載
が
な
い
。
し
か
し
、

「
学
寮
講
義
年
鑑
」（『
真
宗
大
系
』
第
三
七
巻
）
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、『
歎
異
抄
』
が
学
寮
で
読
ま
れ
て
い
た
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
お
け
る
安
居
の
「
講
義
」
に
限
定
し
て
他
の
聖
教
が
講
ぜ
ら
れ
た
例
を
試
み
に
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
、
満
之
が
『
歎
異

抄
』
と
と
も
に
挙
げ
て
い
る
『
口
伝
鈔
』
は
一
回
（
秋
講
　
擬
講
澄
玄
　
一
八
三
七
（
天
保
八
）
年
）、『
口
伝
鈔
』
と
同
じ
く
覚
如
著
の
『
改

邪
鈔
』
は
四
回
（
①
秋
講
　
擬
講
洞
水
　
一
八
二
五
（
文
政
八
）
年
、
②
秋
講
　
擬
講
宣
成
　
一
八
三
九
（
天
保
一
〇
）
年
、
③
春
講
　
擬
講
服
膺
　

一
八
五
六
（
安
政
三
）
年
、
④
秋
講
　
擬
講
中
観
　
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
）
講
義
さ
れ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
単
純
な
比
較
は
で
き
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
聖
教
に
比
し
て
も
安
居
で
『
歎
異
抄
』
が
講
ぜ
ら
れ
た
機
会
は
必
ず
し
も
少
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
明
治
時
代

に
入
っ
て
も
、
満
之
が
亡
く
な
る
明
治
三
十
六
年
ま
で
に
『
歎
異
抄
』
は
安
居
で
、

　
　
三
等
学
師
稲
葉
道
教 

（
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
）

　
　
嗣
講
宮
地
義
天 

（
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
）

が
講
義
を
行
っ
て
い
る⑬
。

　
安
居
以
外
の
講
義
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
香
月
院
深
励
が
一
八
〇
一
（
享
和
元
）
年
二
月
、
越
中
冨
山
永
福
寺
で
講
義
を
行
っ
て
お
り
、

そ
の
講
義
録
が
外
題
「
歎
異
鈔
記
上
・
下
」
内
題
「
歎
異
鈔
聞
書
上
・
下
」
二
冊
と
し
て
、
大
谷
大
学
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
他
に
、

妙
音
院
了
祥
が
著
者
如
信
説
に
て
講
じ
た
一
八
二
八
（
文
政
一
一
）
年
の
『
歎
異
鈔
耳
飡
』（
内
題
は
『
歎
異
抄
聞
記
』）
や
、
著
者
唯
円
説

を
提
唱
し
た
一
八
四
一
│
二
（
天
保
一
一
│
一
二
）
年
の
『
歎
異
抄
聞
記⑭
』
他
、
多
数
の
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
蓮
如
以
降
、
明
治
中
期
に
至
る
ま
で
、
実
際
に
『
歎
異
抄
』
は
他
の
多
く
の
真
宗
関
係
の
聖

教
類
と
と
も
に
流
布
し
、
そ
の
中
の
一
聖
教
と
い
う
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
、「
蓮
如
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語
之
趣
所
㆑

留
㆓

耳
底
㆒

聊
註
㆑

之
ト
イ
ヒ
。
終
リ
ニ
。
親
鸞
ノ
オ
ホ
セ
コ
ト
候
シ
オ
モ
ム
キ
ヲ
。
百
分
カ
ヒ
ト
ツ
カ
タ
ハ
シ
ハ
カ
リ
ヲ

オ
モ
ヒ
イ
タ
シ
マ
ヒ
ラ
セ
テ
。
カ
キ
ツ
ケ
候
ナ
リ
」
ト
ア
レ
ハ
。
如
信
上
人
二
十
三
歳
ナ
レ
ハ
。
耳
底
ニ
留
メ
給
フ
コ
ト
ヲ
。
後
ニ

纂
録
シ
給
フ
ナ
ル
ヘ
シ
。
板
本
ノ
末
ニ
。
蓮
如
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
。
蓮
如
上
人
ノ
作
ト
謂
ハ
。
前
後
ノ
文
ヲ
ミ
サ
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
。 

 

 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
五
一
頁
）

・
隨
恵
『
浄
土
眞
宗
正
依
経
論
釈
偈
讃
法
語
刊
定
目
録
』

　
　
〇
歎
異
鈔
一
巻

　
　
如
信
上
人
撰
述
。 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
六
〇
頁
）

・
先
啓
『
浄
土
真
宗
聖
教
目
録
』 

一
七
五
二
（
宝
暦
二
）
年

　
　
歎
異
鈔
　
一
巻
　
分
爲
㆓

二
巻
㆒。
一
曰
覚
如
上
人
撰
。

 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
六
七
頁
）

・「
安
心
相
承
聖
教
目
録
」（
先
啓
『
浄
土
真
宗
聖
教
目
録
』
に
収
録
）

　
　
歎
異
鈔
如
信 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
一
七
八
頁
）

・
玄
智
『
浄
土
真
宗
教
典
志
』 

一
七
八
二
（
天
明
二
）
年

　
　
歎
異
鈔
一
巻

　
撰
者
未
㆑

詳
。
或
傳
。
唯
圓
所
記
。
纂
㆓

集
祖
師
法
語
㆒。
大
段
十
條
。
子
段
八
條
。
合
十
八
章
。

 

（『
新
編
真
宗
全
書
』
史
伝
編
第
九
巻
・
二
一
七
頁
）。

ま
た
、
東
本
願
寺
の
安
居
で
は
江
戸
時
代
に
四
度
、
講
本
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。

　
　
寮
司
法
意 

（
秋
講
、
一
八
〇
三
（
享
和
三
）
年
）

　
　
擬
講
慧
剣 

（
秋
講
、
一
八
一
九
（
文
政
二
）
年
）
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擬
講
円
龍 

（
秋
講
、
一
八
三
五
（
天
保
六
）
年
）

　
　
擬
講
僧
頴 

（
秋
講
、
一
八
四
八
（
嘉
永
元
）
年
）

最
初
に
挙
げ
た
法
意
に
よ
る
も
の
は
会
読
で
あ
っ
て
講
義
で
は
な
い
た
め
、「
大
谷
派
学
事
史
略
年
表
」
に
は
記
載
が
な
い
。
し
か
し
、

「
学
寮
講
義
年
鑑
」（『
真
宗
大
系
』
第
三
七
巻
）
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、『
歎
異
抄
』
が
学
寮
で
読
ま
れ
て
い
た
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
お
け
る
安
居
の
「
講
義
」
に
限
定
し
て
他
の
聖
教
が
講
ぜ
ら
れ
た
例
を
試
み
に
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
、
満
之
が
『
歎
異

抄
』
と
と
も
に
挙
げ
て
い
る
『
口
伝
鈔
』
は
一
回
（
秋
講
　
擬
講
澄
玄
　
一
八
三
七
（
天
保
八
）
年
）、『
口
伝
鈔
』
と
同
じ
く
覚
如
著
の
『
改

邪
鈔
』
は
四
回
（
①
秋
講
　
擬
講
洞
水
　
一
八
二
五
（
文
政
八
）
年
、
②
秋
講
　
擬
講
宣
成
　
一
八
三
九
（
天
保
一
〇
）
年
、
③
春
講
　
擬
講
服
膺
　

一
八
五
六
（
安
政
三
）
年
、
④
秋
講
　
擬
講
中
観
　
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
）
講
義
さ
れ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
単
純
な
比
較
は
で
き
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
聖
教
に
比
し
て
も
安
居
で
『
歎
異
抄
』
が
講
ぜ
ら
れ
た
機
会
は
必
ず
し
も
少
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
明
治
時
代

に
入
っ
て
も
、
満
之
が
亡
く
な
る
明
治
三
十
六
年
ま
で
に
『
歎
異
抄
』
は
安
居
で
、

　
　
三
等
学
師
稲
葉
道
教 

（
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
）

　
　
嗣
講
宮
地
義
天 

（
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
）

が
講
義
を
行
っ
て
い
る⑬
。

　
安
居
以
外
の
講
義
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
香
月
院
深
励
が
一
八
〇
一
（
享
和
元
）
年
二
月
、
越
中
冨
山
永
福
寺
で
講
義
を
行
っ
て
お
り
、

そ
の
講
義
録
が
外
題
「
歎
異
鈔
記
上
・
下
」
内
題
「
歎
異
鈔
聞
書
上
・
下
」
二
冊
と
し
て
、
大
谷
大
学
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
他
に
、

妙
音
院
了
祥
が
著
者
如
信
説
に
て
講
じ
た
一
八
二
八
（
文
政
一
一
）
年
の
『
歎
異
鈔
耳
飡
』（
内
題
は
『
歎
異
抄
聞
記
』）
や
、
著
者
唯
円
説

を
提
唱
し
た
一
八
四
一
│
二
（
天
保
一
一
│
一
二
）
年
の
『
歎
異
抄
聞
記⑭
』
他
、
多
数
の
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
蓮
如
以
降
、
明
治
中
期
に
至
る
ま
で
、
実
際
に
『
歎
異
抄
』
は
他
の
多
く
の
真
宗
関
係
の
聖

教
類
と
と
も
に
流
布
し
、
そ
の
中
の
一
聖
教
と
い
う
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
、「
蓮
如
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の
識
語
に
基
づ
い
て
禁
書
と
さ
れ
秘
匿
さ
れ
つ
づ
け
た
『
歎
異
抄
』
を
、
明
治
に
な
っ
て
満
之
が
発
掘
し
世
に
公
開
し
た
」
と
い
う
説
は
、

現
在
で
は
完
全
な
謬
説
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
説
が
記
さ

れ
る
書
物
を
見
受
け
る
の
は
、
話
の
分
か
り
や
す
さ
と
、
現
代
真
宗
学
に
与
え
る
満
之
の
影
響
を
誇
張
し
て
語
る
の
に
、
好
個
の
論
点
で

あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。

四

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
で
ま
ず
も
っ
て
確
か
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
満

之
を
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と
す
る
先
行
研
究⑮
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、
西
田
氏
が
批
判
の
前
提
と
す
る
意
味
内

容
、
す
な
わ
ち
、
蓮
如
の
識
語
に
基
づ
い
て
禁
書
と
さ
た
『
歎
異
抄
』
を
満
之
が
発
掘
し
公
開
し
た
、
と
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
異
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
松
原
祐
善
の
見
解
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

満
之
の
信
仰
は
『
歎
異
抄
』
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
我
が
信
念
」
は
『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
で
あ
り
、
そ
の
精
神
の
真
髄

を
得
た
る
も
の
で
あ
り
、『
歎
異
抄
』
の
現
代
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
清
沢
満
之
そ
の
人
を
通
し
て
現
代
の

わ
れ
わ
れ
に
親
鸞
の
教
え
の
通
路
が
開
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。 

（『
松
原
祐
善
講
義
集
』
第
一
巻
・
一
三
〇
頁
）

『
歎
異
抄
』
と
満
之
の
「
我
が
信
念
」
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
満
之
が
な
く
な
っ
た
後
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
浩
々
洞
の

洞
人
達
に
よ
っ
て
す
で
に
主
張
さ
れ
て
い
た
。
多
田
鼎
は
、
明
治
四
一
年
六
月
発
行
『
精
神
界
』
第
八
巻
・
第
六
号
に
「
加
賀
北
保
田
の

臘
扇
會
に
お
け
る
談
話
の
大
要
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
両
極
理
想
の
調
和
者
」
と
題
す
る
論
稿
に
お
い
て
、

誠
に
先
生
の
『
我
信
念
』
は
、
新
た
な
『
歎
異
鈔
』
で
あ
る
。『
歎
異
鈔
』
と
『
我
信
念
』
と
は
、
相
離
れ
ず
に
、
世
に
傅
へ
ら
れ

る
ゝ
に
相
違
あ
り
ま
せ
ぬ
。
是
れ
先
生
の
信
念
が
、
單
に
形
式
言
語
だ
け
の
も
の
で
な
か
つ
た
故
で
あ
る
。
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（『
精
神
界
』
第
八
巻
第
六
号
・
二
〇
│
一
頁
　
）

と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
月
発
行
の
『
精
神
界
』
第
八
巻
・
第
七
号
の
巻
頭
論
文
（
無
記
名⑯
）
で
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る
。

先
生
の
信
念
の
解
脱
的
情
味
はマ

マ

味
は
ん
と
欲
せ
は
、『
我
信
念
』
を
繙
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。『
我
信
念
』
の
一
編
は
先
生
の
人
格
の
結

晶
に
し
て
又
佛
教
の
眞
髓
也
。
親
鸞
聖
人
はマ

マ

信
念
の
解
脱
的
妙
趣
を
窺
は
ん
と
欲
せ
ば
『
歎
異
鈔
』
を
繙
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。『
歎

異
鈔
』
の
一
編
は
聖
人
の
信
念
の
肝
要
に
し
て
又
佛
教
の
精
神
也
。
鎌
倉
時
代
の
『
歎
異
鈔
』
は
明
治
の
『
我
信
念
』
也
。『
我
信

念
』
若
し
鎌
倉
時
代
に
出
で
ん
か
、『
歎
異
鈔
』
と
な
る
べ
く
。『
歎
異
鈔
』
若
し
明
治
の
代
に
出
で
な
ば
『
我
信
念
』
と
な
る
へ
し
。

昔
に
絶
待
他
力
の
信
念
、
解
脱
無
碍
の
一
道
を
指
示
し
た
る
聖
典
也
。

　
　 

（「
解
脱
」
明
治
四
一
年
七
月
発
行
『
精
神
界
』
第
八
巻
第
七
号
・
六
頁
）

い
ず
れ
の
文
も
、
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
信
と
満
之
の
信
を
そ
れ
ぞ
れ
『
歎
異
抄
』
と
「
我
信
念
」
に
み
て
、「
我
信
念
」

が
『
歎
異
抄
』
に
等
し
い
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
で
は
「
我
信
念
」
が
満
之
の
「
人
格
の
結
晶
」
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
満
之
の
著
作
に
述
べ
ら
れ
る
思
想
内
容
や
宗
門
改
革
運
動
に
代
表
さ
れ
る
行
実
が
、『
歎
異
抄
』
を
貫
く
「
歎
異
の

精
神
」
と
そ
の
思
想
内
容
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
に
通
底
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
満
之
は
『
歎
異
抄
』
を
「
親
鸞
聖
人
の
御
安
心
の
極
致
を
伺
う
」
こ
と
が
で
き
る
聖
教
と
し
て
受
け
と
め
、
他
者
に
も
勧
め
た
こ
と
を

日
記
に
記
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
浩
々
洞
の
洞
人
達
に
よ
っ
て
『
歎
異
抄
』
が
「
聖
人
の
信

念
の
肝
要
」
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
聖
教
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
先
の
松
原
の
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
了
解
の
伝
統
を

受
け
継
ぎ
、
満
之
に
よ
る
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
」
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
蓮
如
が
禁
書
に
し
た
『
歎
異
抄
』
を
満
之
が
発
掘

し
た
、
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
了
解
の
伝
統
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
寺
川
俊
昭
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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の
識
語
に
基
づ
い
て
禁
書
と
さ
れ
秘
匿
さ
れ
つ
づ
け
た
『
歎
異
抄
』
を
、
明
治
に
な
っ
て
満
之
が
発
掘
し
世
に
公
開
し
た
」
と
い
う
説
は
、

現
在
で
は
完
全
な
謬
説
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
説
が
記
さ

れ
る
書
物
を
見
受
け
る
の
は
、
話
の
分
か
り
や
す
さ
と
、
現
代
真
宗
学
に
与
え
る
満
之
の
影
響
を
誇
張
し
て
語
る
の
に
、
好
個
の
論
点
で

あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。

四

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
で
ま
ず
も
っ
て
確
か
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
満

之
を
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と
す
る
先
行
研
究⑮
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、
西
田
氏
が
批
判
の
前
提
と
す
る
意
味
内

容
、
す
な
わ
ち
、
蓮
如
の
識
語
に
基
づ
い
て
禁
書
と
さ
た
『
歎
異
抄
』
を
満
之
が
発
掘
し
公
開
し
た
、
と
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
異
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
松
原
祐
善
の
見
解
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

満
之
の
信
仰
は
『
歎
異
抄
』
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
我
が
信
念
」
は
『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
で
あ
り
、
そ
の
精
神
の
真
髄

を
得
た
る
も
の
で
あ
り
、『
歎
異
抄
』
の
現
代
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
清
沢
満
之
そ
の
人
を
通
し
て
現
代
の

わ
れ
わ
れ
に
親
鸞
の
教
え
の
通
路
が
開
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。 

（『
松
原
祐
善
講
義
集
』
第
一
巻
・
一
三
〇
頁
）

『
歎
異
抄
』
と
満
之
の
「
我
が
信
念
」
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
満
之
が
な
く
な
っ
た
後
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
浩
々
洞
の

洞
人
達
に
よ
っ
て
す
で
に
主
張
さ
れ
て
い
た
。
多
田
鼎
は
、
明
治
四
一
年
六
月
発
行
『
精
神
界
』
第
八
巻
・
第
六
号
に
「
加
賀
北
保
田
の

臘
扇
會
に
お
け
る
談
話
の
大
要
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
両
極
理
想
の
調
和
者
」
と
題
す
る
論
稿
に
お
い
て
、

誠
に
先
生
の
『
我
信
念
』
は
、
新
た
な
『
歎
異
鈔
』
で
あ
る
。『
歎
異
鈔
』
と
『
我
信
念
』
と
は
、
相
離
れ
ず
に
、
世
に
傅
へ
ら
れ

る
ゝ
に
相
違
あ
り
ま
せ
ぬ
。
是
れ
先
生
の
信
念
が
、
單
に
形
式
言
語
だ
け
の
も
の
で
な
か
つ
た
故
で
あ
る
。
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（『
精
神
界
』
第
八
巻
第
六
号
・
二
〇
│
一
頁
　
）

と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
月
発
行
の
『
精
神
界
』
第
八
巻
・
第
七
号
の
巻
頭
論
文
（
無
記
名⑯
）
で
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る
。

先
生
の
信
念
の
解
脱
的
情
味
はマ

マ

味
は
ん
と
欲
せ
は
、『
我
信
念
』
を
繙
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。『
我
信
念
』
の
一
編
は
先
生
の
人
格
の
結

晶
に
し
て
又
佛
教
の
眞
髓
也
。
親
鸞
聖
人
はマ

マ

信
念
の
解
脱
的
妙
趣
を
窺
は
ん
と
欲
せ
ば
『
歎
異
鈔
』
を
繙
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。『
歎

異
鈔
』
の
一
編
は
聖
人
の
信
念
の
肝
要
に
し
て
又
佛
教
の
精
神
也
。
鎌
倉
時
代
の
『
歎
異
鈔
』
は
明
治
の
『
我
信
念
』
也
。『
我
信

念
』
若
し
鎌
倉
時
代
に
出
で
ん
か
、『
歎
異
鈔
』
と
な
る
べ
く
。『
歎
異
鈔
』
若
し
明
治
の
代
に
出
で
な
ば
『
我
信
念
』
と
な
る
へ
し
。

昔
に
絶
待
他
力
の
信
念
、
解
脱
無
碍
の
一
道
を
指
示
し
た
る
聖
典
也
。

　
　 

（「
解
脱
」
明
治
四
一
年
七
月
発
行
『
精
神
界
』
第
八
巻
第
七
号
・
六
頁
）

い
ず
れ
の
文
も
、
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
信
と
満
之
の
信
を
そ
れ
ぞ
れ
『
歎
異
抄
』
と
「
我
信
念
」
に
み
て
、「
我
信
念
」

が
『
歎
異
抄
』
に
等
し
い
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
で
は
「
我
信
念
」
が
満
之
の
「
人
格
の
結
晶
」
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
満
之
の
著
作
に
述
べ
ら
れ
る
思
想
内
容
や
宗
門
改
革
運
動
に
代
表
さ
れ
る
行
実
が
、『
歎
異
抄
』
を
貫
く
「
歎
異
の

精
神
」
と
そ
の
思
想
内
容
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
に
通
底
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
満
之
は
『
歎
異
抄
』
を
「
親
鸞
聖
人
の
御
安
心
の
極
致
を
伺
う
」
こ
と
が
で
き
る
聖
教
と
し
て
受
け
と
め
、
他
者
に
も
勧
め
た
こ
と
を

日
記
に
記
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
浩
々
洞
の
洞
人
達
に
よ
っ
て
『
歎
異
抄
』
が
「
聖
人
の
信

念
の
肝
要
」
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
聖
教
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
先
の
松
原
の
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
了
解
の
伝
統
を

受
け
継
ぎ
、
満
之
に
よ
る
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
」
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
蓮
如
が
禁
書
に
し
た
『
歎
異
抄
』
を
満
之
が
発
掘

し
た
、
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
了
解
の
伝
統
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
寺
川
俊
昭
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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明
治
初
期
に
お
け
る
い
わ
ば
親
鸞
聖
人
の
末
法
的
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
蓮
如
の
あ
の
厚
い
教
化
の
蓄
積
の
中
か
ら
親
鸞
を
改
め
て

発
掘
す
る
と
い
う
意
味
を
、
満
之
の
『
歎
異
抄
』
再
発
見
は
も
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
親

鸞
発
掘
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
真
宗
の
歴
史
に
お
い
て
満
之
が
も
っ
た
独
自
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
但
し
満
之
は
決
し
て
蓮
如
を

さ
し
お
い
て
、
親
鸞
に
帰
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
蓮
如
に
篤
い
教
恩
を
う
け
て
い
る
。
そ
れ
は
後
に
指
摘
す
る
通

り
で
あ
る
が
、
正
確
に
い
え
ば
満
之
は
蓮
如
に
導
か
れ
て
親
鸞
に
帰
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
満
之
は
早
く
蓮
如
の
『
お
文
』・

『
御
一
代
記
聞
書
』
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
が
、
殊
に
蓮
如
の
言
行
録
で
あ
る
後
者
か
ら
、
彼
は
凡
そ
宗
教
的
生
活
に
つ
い
て
、
一

つ
の
課
題
を
学
び
取
っ
た
に
違
い
な
い
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
即
ち
、
教
え
を
自
ら
生
き
る
と
い
う
課
題
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。「
禁
欲
主
義
の
実
験
」
は
こ
の
課
題
を
証
し
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
大
き
く
蓮
如
に
よ
り
つ
つ
、

教
え
を
自
ら
生
き
よ
う
と
す
る
求
道
心
に
促
さ
れ
て
、
や
が
て
、
蓮
如
を
こ
え
て
、
親
鸞
聖
人
の
語
録
で
あ
る
『
歎
異
抄
』
に
深
い

因
縁
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
満
之
に
よ
る
親
鸞
聖
人
の
発
掘
を
い
う
時
、
わ
れ
わ
れ
は
蓮
如
の
こ
の
媒
介
的
意
義
を
、

決
し
て
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。（
中
略
）
今
、
満
之
に
あ
っ
て
そ
の
歴
史
的
課
題
と
し
て
感
得
さ
れ
て
い
た
の
は
、
彼
自

身
が
語
っ
た
よ
う
に
、
東
西
両
文
明
の
出
会
い
の
只
中
に
あ
っ
て
、「
世
界
的
統
一
的
文
化
の
原
造
者
た
り
発
揚
者
た
る
者
」（「
教

界
時
言
発
行
の
趣
旨
」）
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
に
応
え
て
、
彼
が
民
族
の
宗
教
的
自
覚
の
開
発
に
取
組
も
う
と
す
る
な

ら
ば
、
必
ず
や
蓮
如
を
こ
え
て
親
鸞
聖
人
の
信
仰
的
自
覚
に
ま
で
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
明
治
と
い

う
時
代
が
、
親
鸞
を
求
め
た
。
そ
の
時
代
精
神
乃
至
は
歴
史
の
促
し
に
触
れ
て
、
満
之
は
親
鸞
聖
人
の
信
仰
的
自
覚
が
露
堂
々
と
語

ら
れ
て
い
る
『
歎
異
抄
』
を
選
び
取
っ
た
の
だ
、
そ
の
よ
う
な
趣
を
私
は
感
ず
る
。
　
　 （
傍
線
筆
者
『
清
沢
満
之
論
』
三
九
│
四
〇
頁
）

寺
川
は
、「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
」
の
意
味
内
容
を
、
満
之
が
蓮
如
に
導
か
れ
つ
つ
、
蓮
如
を
こ
え
て
『
歎
異
抄
』
を
、「
親
鸞
聖
人
の

信
仰
的
自
覚
が
露
に
か
つ
堂
々
と
語
ら
れ
て
い
る
」
聖
教
と
し
て
選
び
と
る
事
実
に
お
い
て
了
解
す
る
。

　
そ
れ
は
、
満
之
が
、『
歎
異
抄
』
の
言
説
に
親
鸞
の
信
念
の
表
白
を
聞
き⑰
、
そ
の
真
髄
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、「
我
信
念
」
に
語
ら
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れ
る
満
之
の
宗
教
的
信
念
は
獲
得
さ
れ
て
い
く
と
い
う
了
解
で
あ
り
、
そ
の
出
来
事
は
、「
秘
匿
さ
れ
た
『
歎
異
抄
』
の
発
掘
」
で
は
な

く
、
近
代
に
至
る
ま
で
伝
統
し
形
成
さ
れ
て
き
た
蓮
如
の
教
恩
を
満
之
自
身
も
蒙
り
つ
つ
、
か
つ
、
蓮
如
の
厚
い
教
化
の
中
か
ら
、「
親

鸞
を
改
め
て
発
掘
」
す
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
出
来
事
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
置
く
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
指
摘
は
満

之
自
身
が
親
鸞
に
直
参
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
と
い
う
事
実
を
我
々
に
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
事
実
が
、
我
々
に

お
い
て
も
、
親
鸞
に
直
参
す
る
教
学
態
度
を
促
す
こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
に
直
参
す
る
満
之
の
態
度
を

我
々
は
満
之
の
「
貫
練
会
を
論
ず
」（『
教
界
時
言
』
第
十
二
号
）
を
通
し
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と
し
て
の
清
沢
満
之
と
一
言
で
言
っ
て
も
、
そ
の
内
容
理
解
が
適
切
で
な
け
れ
ば
、
不
毛
な
議
論
に
終

始
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か⑱
。

五

　
さ
て
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
か
ら
二
〇
〇
三
年
七
月
に
か
け
て
、
大
谷
大
学
編
『
清
沢
満
之
全
集
』（
岩
波
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ

の
『
全
集
』
に
は
、
法
藏
館
『
全
集
』
に
未
収
録
の
満
之
の
著
述
を
多
数
収
録
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
可
能
な
限
り
満
之
の
自
筆
原

稿
や
文
献
掲
載
雑
誌
を
依
拠
本
と
し
、
自
筆
原
稿
や
掲
載
雑
誌
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
文
献
に
つ
い
て
も
、
既
刊
全
集
（
無
我
山
房
『
清

沢
全
集
』
全
三
巻
、
有
光
社
『
清
沢
満
之
全
集
』
全
六
巻
、
法
藏
館
『
清
沢
満
之
全
集
』
全
八
巻
）
収
載
の
も
の
を
校
訂
し
、
最
も
原
本
に
近
い
と

思
わ
れ
る
も
の
を
依
拠
本
と
し
、
そ
れ
を
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
『
全
集
』
で
あ
る⑲
。

　
上
述
し
た
よ
う
な
研
究
状
況
の
も
と
、
再
度
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
満
之
の
全
著
作
、
日
記
等
を
丁
寧
に
尋
ね
る
と
、
実
は
満
之
が

『
歎
異
抄
』
か
ら
の
引
用
・
抜
書
を
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
管
見
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
満
之

の
『
歎
異
抄
』
か
ら
の
引
用
・
抜
書
は
、

　
　
「〔
大
学
第
四
年
度
ノ
ー
ト
〕
善
悪
」（
明
治
十
九
年
）
三
文
（
第
二
章
二
文
、
後
序
一
文
）
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明
治
初
期
に
お
け
る
い
わ
ば
親
鸞
聖
人
の
末
法
的
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
蓮
如
の
あ
の
厚
い
教
化
の
蓄
積
の
中
か
ら
親
鸞
を
改
め
て

発
掘
す
る
と
い
う
意
味
を
、
満
之
の
『
歎
異
抄
』
再
発
見
は
も
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
親

鸞
発
掘
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
真
宗
の
歴
史
に
お
い
て
満
之
が
も
っ
た
独
自
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
但
し
満
之
は
決
し
て
蓮
如
を

さ
し
お
い
て
、
親
鸞
に
帰
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
蓮
如
に
篤
い
教
恩
を
う
け
て
い
る
。
そ
れ
は
後
に
指
摘
す
る
通

り
で
あ
る
が
、
正
確
に
い
え
ば
満
之
は
蓮
如
に
導
か
れ
て
親
鸞
に
帰
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
満
之
は
早
く
蓮
如
の
『
お
文
』・

『
御
一
代
記
聞
書
』
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
が
、
殊
に
蓮
如
の
言
行
録
で
あ
る
後
者
か
ら
、
彼
は
凡
そ
宗
教
的
生
活
に
つ
い
て
、
一

つ
の
課
題
を
学
び
取
っ
た
に
違
い
な
い
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
即
ち
、
教
え
を
自
ら
生
き
る
と
い
う
課
題
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。「
禁
欲
主
義
の
実
験
」
は
こ
の
課
題
を
証
し
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
大
き
く
蓮
如
に
よ
り
つ
つ
、

教
え
を
自
ら
生
き
よ
う
と
す
る
求
道
心
に
促
さ
れ
て
、
や
が
て
、
蓮
如
を
こ
え
て
、
親
鸞
聖
人
の
語
録
で
あ
る
『
歎
異
抄
』
に
深
い

因
縁
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
満
之
に
よ
る
親
鸞
聖
人
の
発
掘
を
い
う
時
、
わ
れ
わ
れ
は
蓮
如
の
こ
の
媒
介
的
意
義
を
、

決
し
て
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。（
中
略
）
今
、
満
之
に
あ
っ
て
そ
の
歴
史
的
課
題
と
し
て
感
得
さ
れ
て
い
た
の
は
、
彼
自

身
が
語
っ
た
よ
う
に
、
東
西
両
文
明
の
出
会
い
の
只
中
に
あ
っ
て
、「
世
界
的
統
一
的
文
化
の
原
造
者
た
り
発
揚
者
た
る
者
」（「
教

界
時
言
発
行
の
趣
旨
」）
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
に
応
え
て
、
彼
が
民
族
の
宗
教
的
自
覚
の
開
発
に
取
組
も
う
と
す
る
な

ら
ば
、
必
ず
や
蓮
如
を
こ
え
て
親
鸞
聖
人
の
信
仰
的
自
覚
に
ま
で
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
明
治
と
い

う
時
代
が
、
親
鸞
を
求
め
た
。
そ
の
時
代
精
神
乃
至
は
歴
史
の
促
し
に
触
れ
て
、
満
之
は
親
鸞
聖
人
の
信
仰
的
自
覚
が
露
堂
々
と
語

ら
れ
て
い
る
『
歎
異
抄
』
を
選
び
取
っ
た
の
だ
、
そ
の
よ
う
な
趣
を
私
は
感
ず
る
。
　
　 （
傍
線
筆
者
『
清
沢
満
之
論
』
三
九
│
四
〇
頁
）

寺
川
は
、「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
」
の
意
味
内
容
を
、
満
之
が
蓮
如
に
導
か
れ
つ
つ
、
蓮
如
を
こ
え
て
『
歎
異
抄
』
を
、「
親
鸞
聖
人
の

信
仰
的
自
覚
が
露
に
か
つ
堂
々
と
語
ら
れ
て
い
る
」
聖
教
と
し
て
選
び
と
る
事
実
に
お
い
て
了
解
す
る
。

　
そ
れ
は
、
満
之
が
、『
歎
異
抄
』
の
言
説
に
親
鸞
の
信
念
の
表
白
を
聞
き⑰
、
そ
の
真
髄
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、「
我
信
念
」
に
語
ら
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れ
る
満
之
の
宗
教
的
信
念
は
獲
得
さ
れ
て
い
く
と
い
う
了
解
で
あ
り
、
そ
の
出
来
事
は
、「
秘
匿
さ
れ
た
『
歎
異
抄
』
の
発
掘
」
で
は
な

く
、
近
代
に
至
る
ま
で
伝
統
し
形
成
さ
れ
て
き
た
蓮
如
の
教
恩
を
満
之
自
身
も
蒙
り
つ
つ
、
か
つ
、
蓮
如
の
厚
い
教
化
の
中
か
ら
、「
親

鸞
を
改
め
て
発
掘
」
す
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
出
来
事
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
置
く
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
指
摘
は
満

之
自
身
が
親
鸞
に
直
参
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
と
い
う
事
実
を
我
々
に
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
事
実
が
、
我
々
に

お
い
て
も
、
親
鸞
に
直
参
す
る
教
学
態
度
を
促
す
こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
に
直
参
す
る
満
之
の
態
度
を

我
々
は
満
之
の
「
貫
練
会
を
論
ず
」（『
教
界
時
言
』
第
十
二
号
）
を
通
し
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
者
」
と
し
て
の
清
沢
満
之
と
一
言
で
言
っ
て
も
、
そ
の
内
容
理
解
が
適
切
で
な
け
れ
ば
、
不
毛
な
議
論
に
終

始
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か⑱
。

五

　
さ
て
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
か
ら
二
〇
〇
三
年
七
月
に
か
け
て
、
大
谷
大
学
編
『
清
沢
満
之
全
集
』（
岩
波
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ

の
『
全
集
』
に
は
、
法
藏
館
『
全
集
』
に
未
収
録
の
満
之
の
著
述
を
多
数
収
録
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
可
能
な
限
り
満
之
の
自
筆
原

稿
や
文
献
掲
載
雑
誌
を
依
拠
本
と
し
、
自
筆
原
稿
や
掲
載
雑
誌
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
文
献
に
つ
い
て
も
、
既
刊
全
集
（
無
我
山
房
『
清

沢
全
集
』
全
三
巻
、
有
光
社
『
清
沢
満
之
全
集
』
全
六
巻
、
法
藏
館
『
清
沢
満
之
全
集
』
全
八
巻
）
収
載
の
も
の
を
校
訂
し
、
最
も
原
本
に
近
い
と

思
わ
れ
る
も
の
を
依
拠
本
と
し
、
そ
れ
を
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
『
全
集
』
で
あ
る⑲
。

　
上
述
し
た
よ
う
な
研
究
状
況
の
も
と
、
再
度
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
満
之
の
全
著
作
、
日
記
等
を
丁
寧
に
尋
ね
る
と
、
実
は
満
之
が

『
歎
異
抄
』
か
ら
の
引
用
・
抜
書
を
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
管
見
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
満
之

の
『
歎
異
抄
』
か
ら
の
引
用
・
抜
書
は
、

　
　
「〔
大
学
第
四
年
度
ノ
ー
ト
〕
善
悪
」（
明
治
十
九
年
）
三
文
（
第
二
章
二
文
、
後
序
一
文
）



30

　
　
「
聖
教
抜
萃
」（
同
二
三
年
）
六
文
（
第
一
章
一
文
、
第
三
章
一
文
、
第
十
二
章
一
文
、
第
十
三
章
三
文
）

　
　
「
臘
扇
記
」（
同
三
一
年
）
一
文
（
第
二
章
一
文
）

　
　
「
三
誓
の
文
」（
同
三
四
年
二
月
）
一
文
（
後
序
一
文
）

　
　
「
世
間
と
出
世
間
」『
心
霊
の
修
養
（
五
六
）』（
同
三
四
年
五
月
）
一
文
（
後
序
一
文
）

　
　
「
将
来
之
宗
教
」（
同
三
五
年
四
月
）
一
文
（
後
序
一
文
）

　
　
「
倫
理
以
上
の
安
慰
」（
同
三
五
年
九
月
）
一
文
（
後
序
一
文
）

で
あ
る
。
満
之
は
こ
れ
ら
の
文
献
に
『
歎
異
抄
』
か
ら
い
く
つ
か
の
特
定
の
文
言
を
繰
り
返
し
引
用
、
抜
書
し
て
い
る
。
そ
れ
は
満
之
の

『
歎
異
抄
』
に
寄
せ
る
関
心
の
一
貫
性
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
大
谷
大
学
の
編
集
に
よ
り
、
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た

『
清
沢
満
之
全
集
』
の
編
集
の
際
に
、
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
「
聖
教
抜
萃
」
に
お
い
て
は
、
大
部
に
わ
た
る
『
歎
異
抄
』
か

ら
の
抜
書
が
確
認
さ
れ
た⑳
。『
歎
異
抄
』
と
満
之
の
関
わ
り
を
究
明
す
る
際
に
、
満
之
が
留
意
す
る
『
歎
異
抄
』
の
文
言
を
通
し
た
考
察

が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う㉑
。

　
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
、
す
で
に
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、
明

治
時
代
に
お
い
て
も
満
之
が
亡
く
な
る
明
治
三
六
年
ま
で
に
安
居
に
お
い
て
二
度
講
義
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
宗
学
に
お

け
る
何
ら
か
の
『
歎
異
抄
』
了
解
に
、
満
之
も
触
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。『
歎
異
抄
』
に
限
定
し
て
満
之
と
当
時
の

伝
統
的
な
宗
学
と
の
関
係
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
満
之
は
明
治
三
二
年
六
月
に
京
都
護
法
館
か
ら
発
刊
さ
れ
た
、
深
励
述
『
歎
異
鈔
講

義
』
を
座
右
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る㉒
。
し
か
し
、
深
励
の
『
歎
異
鈔
講
義
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
当
時
の
『
歎
異
抄
』
了

解
と
満
之
の
了
解
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
交
渉
を
有
す
る
の
か
と
い
う
研
究
は
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
お
お
く
の
議
論

の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
満
之
と
『
歎
異
抄
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
依
然
、
考
察
す
べ
き
問
題
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
、
上
記
し
た
問
題
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点
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
『
歎
異
抄
』
と
満
之
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
当
時
の
『
歎
異
抄
』
了
解
と
満
之

の
『
歎
異
抄
』
了
解
と
の
思
想
的
交
渉
を
あ
き
ら
か
に
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
満
之
が
座
右
に
置
い
て
い
た
深
励
述
『
歎
異
鈔
講
義
』
を

中
心
に
、
そ
の
満
之
と
の
関
わ
り
を
尋
ね
、
続
い
て
、
満
之
の
『
歎
異
抄
』
了
解
を
あ
き
ら
か
に
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
満
之
自
身
の

『
歎
異
抄
』
か
ら
の
抜
書
が
記
さ
れ
る
諸
文
献
を
通
し
た
考
察
へ
と
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
し
て
、
満
之
が
ど
の

よ
う
な
思
想
的
課
題
の
下
に
『
歎
異
抄
』
を
「
親
鸞
聖
人
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
」
聖
教
と
し
て
選
び
と
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

①
　
藤
岡
了
空
『
養
病
対
話
』
で
は
、「
十
八
　
愛
読
書
籍
」
の
項
目
に
、「
了
空
曰
く
。
先
生
に
は
御
病
中
、
な
ほ
愛
読
し
た
ま
ふ
御
書
籍
は
何
で
御

座
い
ま
す
る
か
。
○
先
生
曰
く
。
私
は
荘
子
、
阿
含
経
、
維
摩
経
、
坐
禅
儀
、
坐
禅
用
心
記
、
禅
門
法
語
集
、
唯
今
は
歎
異
鈔
、
口
伝
鈔
、
其
他
エ

ピ
ク
テ
タ
ス
氏
の
語
録
の
如
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。」（『
全
集
』
第
六
巻
・
三
六
八
頁
）
と
、
満
之
が
愛
読
書
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
書
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

②
　
法
藏
館
『
全
集
』
第
八
巻
・
一
八
〇
頁
（
赤
沼
）、
五
四
八
頁
（
住
田
）。
赤
沼
は
「
余
の
三
部
経
」
と
伝
え
る
。

③
　
こ
こ
で
は
『
歎
異
抄
』
だ
け
で
は
な
く
、
と
も
に
『
口
伝
鈔
』
も
勧
め
て
い
る
の
で
、
満
之
が
『
歎
異
抄
』
を
殊
更
に
重
要
視
し
た
わ
け
で
は
な

い
と
の
指
摘
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
口
伝
鈔
』
を
と
も
に
挙
げ
る
例
は
、
注
①
の
例
、
さ
ら
に
は
満
之
が
「
予
の
三
部
経
は
『
阿
含
経
』
と

『
歎
異
鈔
』
と
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録
』
で
あ
る
。
釈
尊
御
一
代
の
御
経
は
ど
れ
も
結
構
で
あ
る
が
、
別
け
て
『
阿
含
経
』
は
、
釈
尊
の
醇
々
御

弟
子
を
教
訓
し
た
ま
ふ
や
う
す
が
見
え
て
有
り
が
た
い
。『
歎
異
鈔
』
の
こ
と
は
申
す
に
及
ば
ず
、『
口
伝
鈔
』
な
ど
も
仲
々
有
り
が
た
い
。」（
法
藏

館
『
清
沢
満
之
全
集
』
第
八
巻
・
五
四
八
頁
）
と
述
べ
た
と
す
る
住
田
智
見
の
回
想
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、『
歎
異
抄
』
を
よ
り
重
視
す
る
姿

勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
四
阿
含
」『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』『
歎
異
抄
』
に
共
通
す
る
点
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
言
行
録
で

あ
る
こ
と
に
重
要
な
意
義
を
見
出
す
研
究
が
、
寺
川
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
（『
清
沢
満
之
論
』
三
四
頁
）。『
口
伝
鈔
』
も
ま
た
言
行
録
と
し
て

の
性
格
を
も
つ
こ
と
や
、『
歎
異
抄
』
と
の
文
言
、
及
び
内
容
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
特
色
か
ら
満
之
は
『
口
伝

鈔
』
も
併
せ
挙
げ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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「
聖
教
抜
萃
」（
同
二
三
年
）
六
文
（
第
一
章
一
文
、
第
三
章
一
文
、
第
十
二
章
一
文
、
第
十
三
章
三
文
）

　
　
「
臘
扇
記
」（
同
三
一
年
）
一
文
（
第
二
章
一
文
）

　
　
「
三
誓
の
文
」（
同
三
四
年
二
月
）
一
文
（
後
序
一
文
）

　
　
「
世
間
と
出
世
間
」『
心
霊
の
修
養
（
五
六
）』（
同
三
四
年
五
月
）
一
文
（
後
序
一
文
）

　
　
「
将
来
之
宗
教
」（
同
三
五
年
四
月
）
一
文
（
後
序
一
文
）

　
　
「
倫
理
以
上
の
安
慰
」（
同
三
五
年
九
月
）
一
文
（
後
序
一
文
）

で
あ
る
。
満
之
は
こ
れ
ら
の
文
献
に
『
歎
異
抄
』
か
ら
い
く
つ
か
の
特
定
の
文
言
を
繰
り
返
し
引
用
、
抜
書
し
て
い
る
。
そ
れ
は
満
之
の

『
歎
異
抄
』
に
寄
せ
る
関
心
の
一
貫
性
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
大
谷
大
学
の
編
集
に
よ
り
、
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た

『
清
沢
満
之
全
集
』
の
編
集
の
際
に
、
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
「
聖
教
抜
萃
」
に
お
い
て
は
、
大
部
に
わ
た
る
『
歎
異
抄
』
か

ら
の
抜
書
が
確
認
さ
れ
た⑳
。『
歎
異
抄
』
と
満
之
の
関
わ
り
を
究
明
す
る
際
に
、
満
之
が
留
意
す
る
『
歎
異
抄
』
の
文
言
を
通
し
た
考
察

が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う㉑
。

　
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
、
す
で
に
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、
明

治
時
代
に
お
い
て
も
満
之
が
亡
く
な
る
明
治
三
六
年
ま
で
に
安
居
に
お
い
て
二
度
講
義
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
宗
学
に
お

け
る
何
ら
か
の
『
歎
異
抄
』
了
解
に
、
満
之
も
触
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。『
歎
異
抄
』
に
限
定
し
て
満
之
と
当
時
の

伝
統
的
な
宗
学
と
の
関
係
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
満
之
は
明
治
三
二
年
六
月
に
京
都
護
法
館
か
ら
発
刊
さ
れ
た
、
深
励
述
『
歎
異
鈔
講

義
』
を
座
右
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る㉒
。
し
か
し
、
深
励
の
『
歎
異
鈔
講
義
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
当
時
の
『
歎
異
抄
』
了

解
と
満
之
の
了
解
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
交
渉
を
有
す
る
の
か
と
い
う
研
究
は
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
お
お
く
の
議
論

の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
満
之
と
『
歎
異
抄
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
依
然
、
考
察
す
べ
き
問
題
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
、
上
記
し
た
問
題

31

点
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
『
歎
異
抄
』
と
満
之
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
当
時
の
『
歎
異
抄
』
了
解
と
満
之

の
『
歎
異
抄
』
了
解
と
の
思
想
的
交
渉
を
あ
き
ら
か
に
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
満
之
が
座
右
に
置
い
て
い
た
深
励
述
『
歎
異
鈔
講
義
』
を

中
心
に
、
そ
の
満
之
と
の
関
わ
り
を
尋
ね
、
続
い
て
、
満
之
の
『
歎
異
抄
』
了
解
を
あ
き
ら
か
に
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
満
之
自
身
の

『
歎
異
抄
』
か
ら
の
抜
書
が
記
さ
れ
る
諸
文
献
を
通
し
た
考
察
へ
と
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
し
て
、
満
之
が
ど
の

よ
う
な
思
想
的
課
題
の
下
に
『
歎
異
抄
』
を
「
親
鸞
聖
人
御
安
心
の
極
致
を
伺
ふ
」
聖
教
と
し
て
選
び
と
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

①
　
藤
岡
了
空
『
養
病
対
話
』
で
は
、「
十
八
　
愛
読
書
籍
」
の
項
目
に
、「
了
空
曰
く
。
先
生
に
は
御
病
中
、
な
ほ
愛
読
し
た
ま
ふ
御
書
籍
は
何
で
御

座
い
ま
す
る
か
。
○
先
生
曰
く
。
私
は
荘
子
、
阿
含
経
、
維
摩
経
、
坐
禅
儀
、
坐
禅
用
心
記
、
禅
門
法
語
集
、
唯
今
は
歎
異
鈔
、
口
伝
鈔
、
其
他
エ

ピ
ク
テ
タ
ス
氏
の
語
録
の
如
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。」（『
全
集
』
第
六
巻
・
三
六
八
頁
）
と
、
満
之
が
愛
読
書
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
書
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

②
　
法
藏
館
『
全
集
』
第
八
巻
・
一
八
〇
頁
（
赤
沼
）、
五
四
八
頁
（
住
田
）。
赤
沼
は
「
余
の
三
部
経
」
と
伝
え
る
。

③
　
こ
こ
で
は
『
歎
異
抄
』
だ
け
で
は
な
く
、
と
も
に
『
口
伝
鈔
』
も
勧
め
て
い
る
の
で
、
満
之
が
『
歎
異
抄
』
を
殊
更
に
重
要
視
し
た
わ
け
で
は
な

い
と
の
指
摘
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
口
伝
鈔
』
を
と
も
に
挙
げ
る
例
は
、
注
①
の
例
、
さ
ら
に
は
満
之
が
「
予
の
三
部
経
は
『
阿
含
経
』
と

『
歎
異
鈔
』
と
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録
』
で
あ
る
。
釈
尊
御
一
代
の
御
経
は
ど
れ
も
結
構
で
あ
る
が
、
別
け
て
『
阿
含
経
』
は
、
釈
尊
の
醇
々
御

弟
子
を
教
訓
し
た
ま
ふ
や
う
す
が
見
え
て
有
り
が
た
い
。『
歎
異
鈔
』
の
こ
と
は
申
す
に
及
ば
ず
、『
口
伝
鈔
』
な
ど
も
仲
々
有
り
が
た
い
。」（
法
藏

館
『
清
沢
満
之
全
集
』
第
八
巻
・
五
四
八
頁
）
と
述
べ
た
と
す
る
住
田
智
見
の
回
想
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、『
歎
異
抄
』
を
よ
り
重
視
す
る
姿

勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
四
阿
含
」『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』『
歎
異
抄
』
に
共
通
す
る
点
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
言
行
録
で

あ
る
こ
と
に
重
要
な
意
義
を
見
出
す
研
究
が
、
寺
川
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
（『
清
沢
満
之
論
』
三
四
頁
）。『
口
伝
鈔
』
も
ま
た
言
行
録
と
し
て

の
性
格
を
も
つ
こ
と
や
、『
歎
異
抄
』
と
の
文
言
、
及
び
内
容
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
特
色
か
ら
満
之
は
『
口
伝

鈔
』
も
併
せ
挙
げ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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④
　
子
安
宣
邦
『
歎
異
抄
の
近
代
』（
白
澤
社
、
一
〇
八
頁
）。

⑤
　
注
釈
の
例
と
し
て
「
三
誓
の
文
」（『
精
神
界
』
第
一
巻
第
二
号
所
収
、『
全
集
』
第
六
巻
・
一
九
頁
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
れ

も
、「
重
誓
偈
」
全
体
に
わ
た
る
注
釈
で
は
な
く
、
冒
頭
の
三
偈
に
の
み
限
定
し
た
注
釈
で
あ
る
。

⑥
　
様
々
な
評
価
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
満
之
に
と
っ
て
聖
教
と
は
研
究
注
釈
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
い
う
る
で
あ

ろ
う
。
自
ら
の
求
道
的
関
心
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
自
己
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
お
い
て
、
聖
教
は
依
り
処
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
注
釈
や

研
究
の
対
象
と
い
う
位
置
づ
け
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、「
貫
練
会
を
論
ず
」（『
全
集
』
第
七

巻
・
一
一
一
頁
）、
お
よ
び
「
臘
扇
記
」
第
一
号
に
お
け
る
「
安
心
　
宗
義
　
学
説
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
（『
全
集
』
第
八
巻
・
三
四
三
頁
）、

さ
ら
に
は
、
こ
の
考
察
を
文
章
化
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
「
宗
義
の
研
究
」（『
二
諦
教
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
満
之
の
論
稿
（「
臘
扇

記
」
第
一
号
に
お
け
る
明
治
三
一
年
八
月
二
九
日
の
記
述
（『
全
集
』
第
八
巻
・
三
四
一
頁
）
に
よ
る
）。
未
発
見
の
論
稿
）
等
を
通
し
て
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
。

⑦
　
寺
川
俊
昭
『
清
沢
満
之
論
』（
法
藏
館
、
一
九
六
三
年
）「
第
一
章
　
満
之
の
歴
史
的
意
義
　
第
二
節
『
歎
異
抄
』
の
発
見
」
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

⑧
　
「
鎌
倉
時
代
の
『
歎
異
鈔
』
の
信
念
を
明
治
の
思
想
で
書
け
ば
『
我
信
念
』
と
な
る
。」（
暁
烏
敏
「
清
沢
先
生
の
信
仰
」『
資
料
　
清
沢
満
之
　
講

演
編
』
再
録
、
二
頁
）。「
満
之
の
信
仰
は
『
歎
異
抄
』
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
我
が
信
念
」
は
『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
で
あ
り
、
そ
の
精

神
の
真
髄
を
得
た
る
も
の
で
あ
り
、『
歎
異
抄
』
の
現
代
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
清
沢
満
之
そ
の
人
を
通
し
て
現
代
の
わ
れ
わ

れ
に
親
鸞
の
教
え
の
通
路
が
開
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。」（『
松
原
祐
善
講
義
集
』
第
一
巻
・
一
二
八
頁
）
本
論
で
も
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
満
之
没
後
、『
精
神
界
』
誌
上
に
お
い
て
早
く
か
ら
見
ら
れ
た
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
基
づ
き
「
満
之
の
宗
教
的

信
念
が
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
親
鸞
の
信
に
背
景
を
持
つ
」
と
い
う
見
解
は
満
之
没
後
に
暁
烏
等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

し
、
満
之
自
身
が
『
歎
異
抄
』
を
重
要
視
し
て
い
た
か
を
疑
問
視
す
る
研
究
も
あ
る
。
本
論
の
間
接
的
な
問
題
の
所
在
と
し
て
挙
げ
て
お
く
が
、
満

之
は
「
親
鸞
聖
人
の
御
安
心
の
極
致
を
伺
う
」
こ
と
が
で
き
る
聖
教
と
し
て
『
歎
異
抄
』
を
勧
め
て
い
る
。
満
之
が
『
歎
異
抄
』
を
重
視
し
て
い
た

事
実
は
疑
う
余
地
な
く
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

⑨
　
西
田
真
因
「
歎
異
抄
文
献
の
蒐
集
と
意
味
」（『
研
究
所
報
』
第
九
号
、
一
九
八
四
年
、
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、『
歎
異
抄
論
』
西
田
真
因
著

作
集
第
一
巻
再
録
）「
歎
異
抄
奥
書
に
お
け
る
蓮
如
上
人
の
無
宿
善
の
概
念
に
つ
い
て
（
一
）」（『
教
化
研
究
』
第
一
一
〇
号
、
一
九
九
三
年
、
真
宗
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大
谷
派
教
学
研
究
所
、
前
掲
『
歎
異
抄
論
』
再
録
）「
歎
異
抄
蓮
如
非
禁
書
説
の
提
唱
」（
一
九
九
七
年
印
仏
発
表
、
前
掲
『
歎
異
抄
論
』
収
録
）、
ま

た
、
蓮
如
の
奥
書
に
は
禁
書
の
意
図
が
な
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
豊
島
学
由
「『
歎
異
抄
』
禁
書
説
批
判
」（『
蓮
如
上
人
の
教
学
と
歴
史
』

一
九
八
四
年
、
東
方
出
版
）
等
が
あ
る
。

⑩
　
前
掲
『
歎
異
抄
論
』
五
七
四
頁
。

⑪
　
西
田
氏
は
前
掲
「
歎
異
抄
文
献
の
蒐
集
と
意
味
」
で
抜
書
・
断
簡
等
も
含
め
、
十
七
種
を
挙
げ
て
い
る
（
前
掲
『
歎
異
抄
論
』
五
六
六
│
八
頁
、

五
八
〇
頁
）。
そ
れ
ら
に
は
所
在
不
明
の
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
実
数
は
は
っ
き
り
し
な
い
点
も
あ
る
が
、
現
存
す
る
代
表
的
な
写
本
と
し
て
は
、

専
精
寺
本
、
端
の
坊
本
（
永
正
本
）、
毫
摂
寺
本
、
光
徳
寺
本
、
妙
琳
坊
本
、
龍
谷
大
学
本
、
端
の
坊
別
本
等
が
あ
る
。

⑫
　
玄
智
『
浄
土
真
宗
教
典
志
』
は
『
歎
異
抄
』
の
著
者
を
「
唯
円
」
と
推
定
す
る
も
の
と
し
て
妙
音
院
了
祥
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

⑬
　
『
歎
異
抄
』
の
写
本
・
刊
本
・
講
義
・
聖
教
目
録
は
、
太
藤
順
海
編
『
真
宗
大
学
寮
講
義
年
鑒
』（
西
村
法
藏
館
）、「
大
谷
派
学
事
史
略
年
表
」

（『
続
真
宗
大
系
』
第
二
十
巻
）、「
学
寮
講
義
年
鑑
」（『
真
宗
大
系
』
第
三
十
七
巻
）
等
の
他
、
多
屋
頼
俊
著
『
歎
異
抄
新
註
』、
西
田
真
因
著
『
歎

異
抄
論
』（
著
作
集
第
一
巻
）、
佐
藤
正
英
著
『
歎
異
抄
論
釈
』
等
を
参
照
し
た
。

⑭
　
了
祥
の
『
聞
記
』
は
、
三
河
の
自
坊
に
て
行
わ
れ
た
記
録
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
了
祥
は
少
な
く
と
も
三
度
『
歎
異
抄
』
を
講
じ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
細
川
行
信
「
了
祥
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
研
究
」（『
親
鸞
教
学
』
第
九
号
・
一
九
六
六
年
所
収
、『
歎
異
抄
の
研
究
』
大
谷
大

学
真
宗
学
会
編
、
一
九
六
七
年
再
録
）
参
照
）。

⑮
　
松
原
祐
善
『
松
原
祐
善
講
義
集
』
第
一
巻
・
一
二
八
頁
、
寺
川
俊
昭
『
清
沢
満
之
論
』
四
〇
頁
等
。

⑯
　
福
島
栄
寿
の
“The Resurrection of K

iyozaw
a M
anshi

”（"Cultivating Spirituality"

出
版
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムT

he Significance of 

M
odern Shin Buddhist T

hought in the H
istory of Religions

の
発
表
）
に
示
唆
を
頂
い
た
。
氏
は
こ
の
発
表
で
、
暁
烏
の
文
章
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
い
る
。
氏
は
、
こ
れ
ら
『
精
神
界
』
誌
上
の
二
つ
の
文
章
を
満
之
「
我
信
念
」
＝
親
鸞
『
歎
異
抄
』
と
い
う
言
説
の
出
現
で
あ
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
。

⑰
　
福
島
栄
寿
は
、『
歎
異
抄
』
に
親
鸞
の
「
信
念
の
表
白
」
を
読
み
出
す
聖
教
解
釈
は
、
清
沢
の
み
で
な
く
、
暁
烏
に
も
見
ら
れ
る
「
精
神
主
義
」
者

た
ち
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
暁
烏
に
顕
著
な
解
釈
方
法
と
し
て
「
自
己
の
信
仰
の
経
験
」
を
「
表
白
」
す
る
方
法
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
と
、

そ
の
解
釈
方
法
が
持
つ
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
（『
思
想
史
と
し
て
の
精
神
主
義
』
法
藏
館
、
九
六
頁
）。
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④
　
子
安
宣
邦
『
歎
異
抄
の
近
代
』（
白
澤
社
、
一
〇
八
頁
）。

⑤
　
注
釈
の
例
と
し
て
「
三
誓
の
文
」（『
精
神
界
』
第
一
巻
第
二
号
所
収
、『
全
集
』
第
六
巻
・
一
九
頁
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
れ

も
、「
重
誓
偈
」
全
体
に
わ
た
る
注
釈
で
は
な
く
、
冒
頭
の
三
偈
に
の
み
限
定
し
た
注
釈
で
あ
る
。

⑥
　
様
々
な
評
価
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
満
之
に
と
っ
て
聖
教
と
は
研
究
注
釈
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
い
う
る
で
あ

ろ
う
。
自
ら
の
求
道
的
関
心
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
自
己
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
お
い
て
、
聖
教
は
依
り
処
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
注
釈
や

研
究
の
対
象
と
い
う
位
置
づ
け
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、「
貫
練
会
を
論
ず
」（『
全
集
』
第
七

巻
・
一
一
一
頁
）、
お
よ
び
「
臘
扇
記
」
第
一
号
に
お
け
る
「
安
心
　
宗
義
　
学
説
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
（『
全
集
』
第
八
巻
・
三
四
三
頁
）、

さ
ら
に
は
、
こ
の
考
察
を
文
章
化
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
「
宗
義
の
研
究
」（『
二
諦
教
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
満
之
の
論
稿
（「
臘
扇

記
」
第
一
号
に
お
け
る
明
治
三
一
年
八
月
二
九
日
の
記
述
（『
全
集
』
第
八
巻
・
三
四
一
頁
）
に
よ
る
）。
未
発
見
の
論
稿
）
等
を
通
し
て
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
。

⑦
　
寺
川
俊
昭
『
清
沢
満
之
論
』（
法
藏
館
、
一
九
六
三
年
）「
第
一
章
　
満
之
の
歴
史
的
意
義
　
第
二
節
『
歎
異
抄
』
の
発
見
」
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

⑧
　
「
鎌
倉
時
代
の
『
歎
異
鈔
』
の
信
念
を
明
治
の
思
想
で
書
け
ば
『
我
信
念
』
と
な
る
。」（
暁
烏
敏
「
清
沢
先
生
の
信
仰
」『
資
料
　
清
沢
満
之
　
講

演
編
』
再
録
、
二
頁
）。「
満
之
の
信
仰
は
『
歎
異
抄
』
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
我
が
信
念
」
は
『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
で
あ
り
、
そ
の
精

神
の
真
髄
を
得
た
る
も
の
で
あ
り
、『
歎
異
抄
』
の
現
代
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
清
沢
満
之
そ
の
人
を
通
し
て
現
代
の
わ
れ
わ

れ
に
親
鸞
の
教
え
の
通
路
が
開
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。」（『
松
原
祐
善
講
義
集
』
第
一
巻
・
一
二
八
頁
）
本
論
で
も
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
満
之
没
後
、『
精
神
界
』
誌
上
に
お
い
て
早
く
か
ら
見
ら
れ
た
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
基
づ
き
「
満
之
の
宗
教
的

信
念
が
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
親
鸞
の
信
に
背
景
を
持
つ
」
と
い
う
見
解
は
満
之
没
後
に
暁
烏
等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

し
、
満
之
自
身
が
『
歎
異
抄
』
を
重
要
視
し
て
い
た
か
を
疑
問
視
す
る
研
究
も
あ
る
。
本
論
の
間
接
的
な
問
題
の
所
在
と
し
て
挙
げ
て
お
く
が
、
満

之
は
「
親
鸞
聖
人
の
御
安
心
の
極
致
を
伺
う
」
こ
と
が
で
き
る
聖
教
と
し
て
『
歎
異
抄
』
を
勧
め
て
い
る
。
満
之
が
『
歎
異
抄
』
を
重
視
し
て
い
た

事
実
は
疑
う
余
地
な
く
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

⑨
　
西
田
真
因
「
歎
異
抄
文
献
の
蒐
集
と
意
味
」（『
研
究
所
報
』
第
九
号
、
一
九
八
四
年
、
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、『
歎
異
抄
論
』
西
田
真
因
著

作
集
第
一
巻
再
録
）「
歎
異
抄
奥
書
に
お
け
る
蓮
如
上
人
の
無
宿
善
の
概
念
に
つ
い
て
（
一
）」（『
教
化
研
究
』
第
一
一
〇
号
、
一
九
九
三
年
、
真
宗
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大
谷
派
教
学
研
究
所
、
前
掲
『
歎
異
抄
論
』
再
録
）「
歎
異
抄
蓮
如
非
禁
書
説
の
提
唱
」（
一
九
九
七
年
印
仏
発
表
、
前
掲
『
歎
異
抄
論
』
収
録
）、
ま

た
、
蓮
如
の
奥
書
に
は
禁
書
の
意
図
が
な
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
豊
島
学
由
「『
歎
異
抄
』
禁
書
説
批
判
」（『
蓮
如
上
人
の
教
学
と
歴
史
』

一
九
八
四
年
、
東
方
出
版
）
等
が
あ
る
。

⑩
　
前
掲
『
歎
異
抄
論
』
五
七
四
頁
。

⑪
　
西
田
氏
は
前
掲
「
歎
異
抄
文
献
の
蒐
集
と
意
味
」
で
抜
書
・
断
簡
等
も
含
め
、
十
七
種
を
挙
げ
て
い
る
（
前
掲
『
歎
異
抄
論
』
五
六
六
│
八
頁
、

五
八
〇
頁
）。
そ
れ
ら
に
は
所
在
不
明
の
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
実
数
は
は
っ
き
り
し
な
い
点
も
あ
る
が
、
現
存
す
る
代
表
的
な
写
本
と
し
て
は
、

専
精
寺
本
、
端
の
坊
本
（
永
正
本
）、
毫
摂
寺
本
、
光
徳
寺
本
、
妙
琳
坊
本
、
龍
谷
大
学
本
、
端
の
坊
別
本
等
が
あ
る
。

⑫
　
玄
智
『
浄
土
真
宗
教
典
志
』
は
『
歎
異
抄
』
の
著
者
を
「
唯
円
」
と
推
定
す
る
も
の
と
し
て
妙
音
院
了
祥
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

⑬
　
『
歎
異
抄
』
の
写
本
・
刊
本
・
講
義
・
聖
教
目
録
は
、
太
藤
順
海
編
『
真
宗
大
学
寮
講
義
年
鑒
』（
西
村
法
藏
館
）、「
大
谷
派
学
事
史
略
年
表
」

（『
続
真
宗
大
系
』
第
二
十
巻
）、「
学
寮
講
義
年
鑑
」（『
真
宗
大
系
』
第
三
十
七
巻
）
等
の
他
、
多
屋
頼
俊
著
『
歎
異
抄
新
註
』、
西
田
真
因
著
『
歎

異
抄
論
』（
著
作
集
第
一
巻
）、
佐
藤
正
英
著
『
歎
異
抄
論
釈
』
等
を
参
照
し
た
。

⑭
　
了
祥
の
『
聞
記
』
は
、
三
河
の
自
坊
に
て
行
わ
れ
た
記
録
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
了
祥
は
少
な
く
と
も
三
度
『
歎
異
抄
』
を
講
じ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
細
川
行
信
「
了
祥
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
研
究
」（『
親
鸞
教
学
』
第
九
号
・
一
九
六
六
年
所
収
、『
歎
異
抄
の
研
究
』
大
谷
大

学
真
宗
学
会
編
、
一
九
六
七
年
再
録
）
参
照
）。

⑮
　
松
原
祐
善
『
松
原
祐
善
講
義
集
』
第
一
巻
・
一
二
八
頁
、
寺
川
俊
昭
『
清
沢
満
之
論
』
四
〇
頁
等
。

⑯
　
福
島
栄
寿
の
“The Resurrection of K

iyozaw
a M
anshi

”（"Cultivating Spirituality"

出
版
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムT

he Significance of 

M
odern Shin Buddhist T

hought in the H
istory of Religions

の
発
表
）
に
示
唆
を
頂
い
た
。
氏
は
こ
の
発
表
で
、
暁
烏
の
文
章
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
い
る
。
氏
は
、
こ
れ
ら
『
精
神
界
』
誌
上
の
二
つ
の
文
章
を
満
之
「
我
信
念
」
＝
親
鸞
『
歎
異
抄
』
と
い
う
言
説
の
出
現
で
あ
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
。

⑰
　
福
島
栄
寿
は
、『
歎
異
抄
』
に
親
鸞
の
「
信
念
の
表
白
」
を
読
み
出
す
聖
教
解
釈
は
、
清
沢
の
み
で
な
く
、
暁
烏
に
も
見
ら
れ
る
「
精
神
主
義
」
者

た
ち
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
暁
烏
に
顕
著
な
解
釈
方
法
と
し
て
「
自
己
の
信
仰
の
経
験
」
を
「
表
白
」
す
る
方
法
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
と
、

そ
の
解
釈
方
法
が
持
つ
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
（『
思
想
史
と
し
て
の
精
神
主
義
』
法
藏
館
、
九
六
頁
）。
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⑱
　
こ
の
問
題
は
「『
歎
異
抄
』
と
満
之
」
に
関
す
る
解
釈
史
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
批
判
的
研
究
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
満
之
に
お
け
る
『
歎

異
抄
』
の
再
発
見
と
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
内
容
を
限
定
的
な
意
味
で
了
解
し
た
、
す
な
わ
ち
「『
歎
異
抄
』
発
掘
者
と
し
て
の
清
沢
満
之
」
と
い
う

見
解
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
種
の
批
判
は
『
歎
異
抄
』
と
満
之
の
関
係
を
了
解
す
る
上
で
の
誤
っ
た
見
解
を
払
い
去
る
重
要
な

意
義
を
も
つ
研
究
で
あ
る
。
西
田
氏
は
、
暁
烏
、
近
角
が
満
之
に
『
歎
異
抄
』
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
満
之
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
の

発
掘
は
、「
物
」
と
し
て
の
発
掘
で
は
な
く
、『
歎
異
抄
』
が
も
つ
「
意
味
」
の
発
掘
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の｢

意
味｣

の
内
容
に
つ
い

て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
（
前
掲
『
歎
異
抄
論
』
五
七
六
―
七
頁
）。

⑲
　
こ
の
大
谷
大
学
編
『
清
沢
満
之
全
集
』
に
つ
い
て
は
、『
現
代
と
親
鸞
』
第
三
二
号
（
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
六
年
発
刊
予
定
）
掲
載
の
拙

稿
「
大
谷
大
学
編
『
清
沢
満
之
全
集
』
編
纂
の
背
景
と
課
題
」
に
少
し
く
そ
の
特
色
と
編
集
の
背
景
、
さ
ら
に
清
沢
満
之
研
究
に
お
け
る
諸
課
題
と

『
全
集
』
と
の
関
係
を
述
べ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
　
筆
者
は
、
こ
の
「
聖
教
抜
萃
」
に
よ
っ
て
、
満
之
が
『
歎
異
抄
』
を
ど
の
書
物
に
よ
っ
て
読
ん
だ
か
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
究
明
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
問
題
に
つ
い
て
拙
稿
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
の
受
容
」（『
真
宗
研
究
』
第
五
〇
号
所
収
）
で
論
じ
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
本
論
続
稿
で
も
述
べ
る
。

㉑
　
『
歎
異
抄
』
と
満
之
に
関
す
る
近
著
と
し
て
、
前
掲
、
子
安
宣
邦
『
歎
異
抄
と
近
代
』
が
あ
る
。
氏
は
「
清
沢
が
『
歎
異
抄
』
か
ら
引
い
て
い
う

言
葉
が
わ
ず
か
に
『
臘
扇
記
』
に
あ
る
こ
と
を
、『
清
沢
満
之
集
』（
岩
波
文
庫
）
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
。（
…
中
略
…
）
私
は
岩
波
文
庫
に
よ
る
指

摘
を
見
る
以
前
に
こ
れ
を
引
い
て
い
た
の
だ
が
、
清
沢
の
体
験
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
の
私
の
推
定
に
間
違
い
の
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。」（
前

掲
『『
歎
異
抄
』
の
近
代
』
六
八
頁
）「
清
沢
は
『
歎
異
抄
』
を
語
り
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
浩
々
洞
の
内
部
で
清
沢
が
同
人
た
ち
に
こ
れ
を
語
り
、

ま
た
彼
ら
と
語
り
合
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
浩
々
洞
の
外
部
に
こ
れ
を
語
り
出
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
清
沢
は
近
代
に
お
け
る
『
歎

異
抄
』
の
発
見
者
だ
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
指
摘
に
し
た
が
っ
て
そ
の
証
跡
を
彼
の
文
章
上
に
発
見
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
徒
労
に
帰
す
る
だ
ろ

う
。
彼
が
『
歎
異
抄
』
に
言
及
し
た
り
、
引
用
し
た
り
す
る
の
は
わ
ず
か
一
、
二
例
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。」（『
同
前
』
一
〇
八
│
九
頁
）
と
述
べ
て

い
る
が
、
完
全
な
謬
説
で
あ
る
。
子
安
氏
に
は
『
清
沢
満
之
集
』（
岩
波
文
庫
）
な
ど
で
は
な
く
、
満
之
の
全
著
述
を
通
し
て
の
研
究
を
期
待
し
た
い
。

㉒
　
満
之
自
坊
西
方
寺
に
は
香
月
院
深
励
述
『
歎
異
抄
聞
記
』
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
満
之
が
こ
れ
を
読
ん
で
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
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は 

じ 

め 

に

　
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
の
巻
末
近
く
に
お
い
て
、
次

の
問
い
を
起
こ
し
て
い
る
。

夫レ

拠ヨ
ル
ニ㆓

諸
大
乗ニ
㆒

説ケ
リ㆓

難
化ノ

機ヲ
㆒

今
『
大
経ニ

ハ』
言ヒ
㆓

唯
除
五
逆
誹

謗
正
法ト
㆒

或ハ

言ノ
タ
マ
ヘ
リ

㆓

　
唯
除
造
無
間
悪
業
誹
謗
正
法
及
諸
聖
人ト
㆒

『
観
経ニ

ハ』
明シ

テ㆓

五
逆ノ

往
生ヲ
㆒

不ス
㆔

説
㆓

謗
法ヲ
㆒

『
涅
槃
経ニ

ハ』
説ケ

リ㆔

難

治ノ

機ト

與ト
ヲ㆓

病
㆒

斯レ

等ラ
ノ真

教
云イ

カ

何ン
カ

思
量セ

ム

 

邪ヤ

親
鸞
の
真
蹟
で
あ
る
坂
東
本
を
確
認
す
る
と
、
こ
の
問
い
の
直
前

に
は
改
行
が
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
論
述
を
、「
夫
」
と
い
う
字
で
承

け
つ
つ
も
、
新
た
に
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、

こ
の
問
い
が
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
伝
統
的
解
釈
で
は
、
こ
の
問
い
を
含
む
横
超
断
四
流
釈
以
降
の

「
信
巻
」
の
記
述
は
「
重
釈
要
義
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。

そ
し
て
こ
の
科
文
は
、「
横
超
断
四
流
釈
」「
真
仏
弟
子
」「
抑
止

文
釈
」
と
称
さ
れ
る
叙
述
が
、「
信
巻
」
の
要
義
を
再
度
（
重
ね

て
）
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
横
超
断
四
流
釈
以
降
を
「
重
釈
要
義
」
と
位
置
付

け
る
と
き
、
真
仏
弟
子
釈
に
続
く
唯
除
の
文
に
関
す
る
こ
の
問
い

は
、「
信
巻
」
に
お
け
る
補
説
中
の
補
説
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
香
月
院
深
励
は
、
親
鸞
の
こ
の

問
い
に
つ
い
て
、

こ
こ
は
大
経
の
唯
除
五
逆
を
釈
す
る
処
な
り
。
こ
れ
は
初
め

か
ら
釈
す
べ
き
要
論
な
れ
ど
も
。
此
巻
は
信
心
を
釈
す
る
が

重
な
り
。
そ
の
釈
終
り
た
故
に
こ
の
唯
除
の
文
を
釈
す
る
な

り
。

と
述
べ
、「
信
巻
」
は
こ
の
問
い
に
至
る
ま
で
「
信
心
」
が
主
題

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
別
の
事
項
、
す
な
わ
ち
「
信
巻
」
の
主

（

）
1

（

）
2

（

）
3

（

）
4

（

）
5

斯
れ
等
の
真
教
云
何
思
量
せ
む
や

―
―
問
い
の
性
質
―
―

難
　
　
波
　
　
教
　
　
行


