
晩

学

「真

宗

概

論

」

金 

子 

大 

栄

上 

法

一

「本
願
を
信
じ
念
仏
を
ま
ふ
さ
ば
仏
に
な
る
、
そ
の
ほ
か
な
に
の
学
問
か
は
往
生
の
要
な
る
べ
き
ゃ
。
」

そ
こ
に
真
宗
の
法
が
あ
る
。
法
は
即
ち
宣
で
あ
り
、
仰
せ
で
あ
り
、
定
め
お
き
た
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 

そ
れ
は
唯
だ
信 

受
し
奉
行
す
る
の
外
な
い
も
の
で
あ
る
。

二

こ
こ
で
明
ら
か
な
る
こ
と
は
、

㈠

真
宗
の
教
法
は
経
典
と
し
て
与
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
特
に
明
ら
か
な
る
こ
と
は
、
以
心
伝
心
と
か
、
 

秘
密
受
法
と
か
い
う
も
の
と
全
く
異
る
こ
と
で
あ
る
。

㈡
 

そ
れ
は
選
ば
れ
た
る
も
の
の
道
で
は
な
い
。

一
切
群
生
の
帰
依
す.
へ
き
法
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
宗
教
と
は
宗
と
す
べ
き
教
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
ば
、
こ
の
言
葉
に
該
当
す
る
も
の
は
真
宗
で
あ
ろ
う
。
(

宗
教
と
レ
リ
ー
ジ3

ン
と
の
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同
異
、
考
え
ら
れ
て
よ
い
。)

し
か
れ
ば
「夫
れ
真
実
の
教
を
顕
は
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿
経
是
れ
な
り
」
と
い
う
は
、

一
切
衆
生
の
帰 

依
す
べ
き
教
法
は
、
こ
の
経
説
の
外
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
説
そ
れ
自
身
が
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈢
 

迷
え
る
衆
生
の
あ
る
か
ぎ
り
、
如
来
の
大
悲
化
益
は
尽
く
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
が
無
量
寿
仏
で
あ
り
、
阿
弥
陀
で
あ
る
。
し
か 

れ
ば
、

一
切
群
生
の
法
典
で
あ
る
こ
と
は
、
経
題
に
お
い
て
已
に
明
白
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三

真
宗
学
は
、
三
部
の
経
典
は
仏
説
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
の
直
説
で
あ
る
と
い
う
て
よ
い
。
 

そ
れ
が
如
実
に
経
文
を
読
む
も
の
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
を
興
起
せ
る
も
の
に
は
経
家
と
論
家
と
が
あ
っ
た
。
論
家
は
思
想
家
で
あ
っ
て
、
中
観
派
と
い
い
、
瑜
伽
師
地
派
等
と
い
わ 

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
著
作
に
署
名
が
あ
る
の
は
、
特
に
責
任
を
負
う
人
柄
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
経
家
の
発 

表
せ
る
も
の
は
、
文
学
的
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
署
名
が
無
く
と
も
可
な
り
、
ま
た
別
名
で
あ
っ
て 

も
可
な
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
大
乗
経
典
の
作
家
は
経
典
に
現
わ
れ
る
主
要
人
物
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
花
を
画
け
る
も
の
は
花
で
あ
る
と
い
う 

よ
う
に
。
し
か
れ
ば
『
維
摩
経
』
の
作
家
は
維
摩
で
あ
り
、

『
華
厳
経
』
の
作
家
は
文
殊
・
普
賢
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。

『
般
若
経
』 

は
須
菩
提
に
、

『
勝
鬟
経
』
は
勝
鬟
夫
人
に
よ
り
て
創
作
さ
れ
た
文
学
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
ら
の
人
物
は
皆
、
歴
史
的
に
実
在
し
た
と 

い
う
の
で
は
な
い
。
多
く
は
理
想
的
人
物
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
か
え
っ
て
作
家
の
無
記
名
で
あ
る
こ
と
も
頷
か
る
る
こ
と
で 

は
な
い
か
。

し
た
が
っ
て
浄
土
の
三
経
は
仏
説
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
釈
迦
仏
説
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
弥
陀
三
昧
に
入
り
て 

の
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
通
り
に
頷
か
る
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
頑
な
も
の
で
は
な
く
、
親
鸞
に
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取
り
て
は
最
も
柔
軟
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
た
ち
に
も
、
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

中

義

し
か
る
に
、
本
願
を
信
じ
念
仏
す
れ
ば
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
法
に
は
、
そ
の
義
が
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
あ
る
薬
を
飲
ん
で
風
邪 

が
治
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
薬
に
就
い
て
、
こ
れ
は
汗
取
り
、
こ
れ
は
セ
キ
払
い
等
々
と
分
析
し
て
知 

ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
も' 

い
よ-
'
^

信
受
奉
行
を
増
進
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ

に
「本
願
を
信
じ
念
仏
ま
ふ
さ
ば
仏
に 

な
る
、
そ
の
ほ
か
な
に
の
学
問
か
は
往
生
の
要
な
る
べ
き
ゃ
」
で
は
あ
る
が'

「
こ
の
こ
と
は
り
に
ま
よ
へ
ら
ん
ひ
と
は'

い
か
に
も-
^

-  

学
問
し
て
本
願
の
む
ね
を
し
る
べ
き
な
り
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
わ
が
道
は
わ
れ
ら
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ 

ろ
う
か
。

-

そ
の
義
を
た
ず
ね
る
こ
と
は
法
然
に
必
要
は
な
か
っ
た
。
偏
依
善
導
ー
師
で
御
法
は
十
分
に
信
受
奉
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど 

親
鸞
に
は
「
こ
の
こ
と
は
り
に
ま
よ
へ
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
に
迷
う
。
即
ち
疑
惑
で
あ
る
。
信
ず
る
と
は
疑
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
親
鸞
の
著
作
に
於
て
は
勧
信
と
共
に
必
ず
誡 

疑
が
せ
ら
れ
て
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
も
三
帖
の
『
和
讃
』
も
、
そ
の
勧
信
は
誡
疑
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
疑
う
は
驢
夫
の
心
、
信
心
は
仏 

の
心
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 

疑
惑
は
凡
夫
の
問' 

信
心
は
如
来
の
答
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
 

こ
こ
に
真
宗
学
の
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
法
に
具
わ
る
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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二 

し
か
る
に
親
鸞
に
依
れ
ば
、
こ
の
操
作
は
已
に
論
家
に
よ
り
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
親
曇
鸞
と
私
淑
せ
る
こ
と
も
、
そ
れ
に 

依
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
経
言
」
、
「
論
日
」
、
「
釈
云
」
と
記
録
さ
れ
た
こ
と
も
そ
れ
に
よ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
菩
薩
さ
ま
だ
か
ら 

と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
経
は
法
で
あ
る
か
ら
言
葉
で
あ
り
、
論
は
義
で
あ
る
か
ら
日
い
現
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し 

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
釈
家
に
よ
り
て
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
云
と
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

曇
鸞
は
何
所
依-

何
故
依
・
云
何
依
の
三
問
を
提
出
し
て
、
そ

の

『
論
註
』
の
概
要
と
し
て
い
る
。
そ
の
何
所
依
は
修
多
羅
に
依
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
法
に
依
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
依
と
は
如
来
即
ち
真
実
功
徳
相
な
る
が
故
に
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
義
を 

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
云
何
依
は
、 

法
義
明
ら
か
に
な
り
て
、
い
よ
い
よ
身
証
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

三

『
論
註
』
で
は
ゝ
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
称
念
す
れ
ば
、
そ
の
名
を
拝
し
て
も
、 

意
味
を
思
う
て
も
、
願
は
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら 

ぬ
筈
で
あ
る
。
さ
れ
ど
実
際
は
「
無
明
由
存
し
て
、
所
願
を
満
た
さ
ざ
る
は
」
何
故
で
あ
る
か
ヽ
と
問
う
て
い
る
。
お
薬
は
飲
ん
で
は
い 

る
が
風
邪
は
治
ら
な
い
の
は
何
故
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
の
答
は
、
法
に
具
わ
る
義
が
明
ら
か
で
な
い
か
ら
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
い
わ
れ
を
信
ず
る
と
は
、
 

如
来
を
如
来
と
知
る
こ
と
で
あ
る
。
如
よ
り
来
り
、 

如
へ
と
ゆ
く'

そ
の
如
よ
り
来
る
も
の
は
為
物
身 

で
あ
り
、
そ
の
如
来
へ
と
往
く
も
の
は
実
相
身
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
法
蔵
菩
薩
の
願
心
は
為
物
身
で
あ
り' 

弥
陀
如
来
の
仏
力
は
実
相
身 

で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
依
り
て
『
論
註
』
上
巻
に
は
、
専
ら
法
蔵
の
願
心
を
説
く
。
為
物
の
大
悲
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
下
巻
に
は
弥
陀
仏
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力
の
住
持
を
語
る
。
実
相
身
の
智
慧
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

四

し
た
が
っ
て
如
来
は
実
相
・
為
物
の
身
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
、
信
心
を
淳
・
一
・
相
続
な
ら
し
む
る
。
そ
れ
は
凡
夫
の
計
ら
い
で
な 

い
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち' 

そ
の
義
あ
り
て
、
そ
の
法
の
徳
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な 

い
か
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
義
を
信
ず
る
も
の
は
、
い
よ
い
よ
法
を
行
う
も
の
と
な
る
。

「
如
実
修
行
相
応
は 

信
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め 

た
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
法
あ
り
て' 

そ
の
義
は
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
知
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
義
あ
り
て
法
は
表
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
廻
向
と 

は
表
現
で
あ
る
」
。

し
た
が
っ
て
曇
翹
に
依
り
て
法
の
義
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、

か
え
っ
て
義
に
依
り
て
法
の
徳
を
説
か
れ
た 

も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
特
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
『
論
註
』
上
巻
の
ハ
番
問
答
、
下
巻
の
他
利
利
他
の
深
義
で
あ
る
。
 

「わ
れ
ら
の
大
迷
は
如
来
を
知
ら
ざ
る
に
あ
り
」

「如
来
わ
れ
と
な
り
て
わ
れ
を
救
ふ
」
、
清
沢
先
生
の
教
語
を
思
い
合
わ
せ
る
。

下 

身
証

一

法
を
信
受
奉
行
す
る
そ
の
心
が
、
そ
の
義
を
知
り
た
い
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
義
を
知
る
も
の
は
、
い
よ
い
よ
法
の
誤
り
な 

い
こ
と
を
身
証
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
於
て
法
義
を
明
ら
か
に
せ
る
も
の
は
身
証
者
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に 

云
何
依
の
要
求
が
あ
っ
た
。
こ
れ
即
ち
義
は
体
験
さ
れ
実
感
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
そ
の
身
証
で
あ
り
実
感
で
あ
る 

こ
と
を
味
い
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
お
味
い
と
は
実
感
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
れ
に
依
り
て
思
う
に
、
七
高
僧
の
中
に
於
て
も' 

道
綽
已
後
の
四
祖
は
、
特
に
そ
の
身
証
者
で
あ
っ
た
と
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
親 

鸞
に
依
れ
ば
、
七
祖
は
み
な
法
の
義
を
明
ら
か
に
せ
る
も
の
で
あ
る
。
身
証
と
い
う
も
、
畢
竟
は
そ
れ
は
そ
れ
に
よ
り
て
法
義
が
明
ら
か 

に
さ
れ
た
と
い
う
の
外
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
曇
鸞
に
依
り
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
義
と
、
善
導
に
依
り
て
感
ぜ
ら
れ
る
味
と
は
、
 

何
か
方
向
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

二

道
綽
の
『
安
楽
集
』
は
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
と
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
解
釈
の
言
葉
は
全
く
同
じ
も
の
が
あ 

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
両
者
は
全
く
異
る
感
じ
を
与
え
る
。
何
故
か
。
鸞
師
の
語
る
と
こ
ろ
は
義
そ
の
も
の
で
あ
り
、
綽
師
の
語
る
と
こ 

ろ
は
そ
の
味
い
で
あ
る
。

例
え
ば
『
観
経
』
に
九
品
の
往
生
を
説
く
。
曇
鸞
は
そ
こ
に
法
と
し
て
の
義
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
せ
ら
れ
た
。
即

ち

「法 

の
真
実
」
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
道
綽
で
は
九
品
を
一
々
身
に
引
き
あ
て
て
、
自
身
の
下
品
の
往
生
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か 

に
せ
ら
れ
た
。
即
ち
機
の
趣
入
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
義
を
聞
く
も
の
は
与
え
ら
れ
た
る
法
味
で
は
な
い
か
。

そ
の
道
綽
の
教
化
を
う
け
た
善
導
に
は' 

法
の
真
実
と
機
の
趣
入
と
の
出
遇
い
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
三
心
釈
に
於
て
特
に
深
心
を
強 

調
し
、
二
河
譬
を
説
い
て
信
心
を
守
護
す
る
は
、
即
ち
体
験
で
あ
り
、
身
証
で
あ
る
。
そ
の
内
感
の
法
味
に
於
て
、
本
願
の
意
義
が
現
わ 

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三

さ
れ
ど
法
に
つ
い
て' 

そ
の
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
論
家
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
法
義
に
つ
い
て
の
味
い
を 

語
る
こ
と
は' 

必
ず
し
も
特
定
の
釈
家
を
要
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
道
綽
も
善
導
も
代
表
者
で
あ
っ
て
、
代
表
せ
ら
れ
る
釈
家
が
多
い
に
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違
い
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
於
て
法
味
を
語
り
身
証
を
述
べ
る
。
す
べ
て
は
広
い
意
味
に
於
て
釈
家
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
「
行
巻
」 

に
列
記
せ
ら
れ
た
る
憬
興
・
慈
愍
等
の
人
々
は' 

そ
の
法
味
愛
楽
者
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
六
字
釈
を
序 

言
と
し
、
法
照
の
『
五
会
法
事
讃
』
か

ら

『
楽
邦
文
類
』
等
が
集
録
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
法
義
で
は
な
く
、
法
味
で
あ
る
。
 

私
に
は
現
代
諸
家
の
種
々
の
見
解
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
教
授
あ
り
、
医
師
あ
り
、
事
業
家
あ
り
、
評
論
家
あ
り
て
、
或
は
無
意
識
界 

の
不
可
思
議
を
説
き
、
或
は
自
然
科
学
の
限
界
に
依
り
、
或
は
身
辺
の
愛
別
を
痛
感
し
て
の
表
白
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
惣
べ
て
法
義
を
説 

く
も
の
と
し
て
信
順
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
悉
く
法
味
の
表
白
と
し
て
同
感
し
、
随
喜
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
れ
が
本
願
念
仏
こ
そ
一
乗
海
で
あ
る
こ
と
を
彰
わ
す
も
の
で
あ
る
。

四

し
か
れ
ば
源
信
の
『
往
生
要
集
』
こ
そ
は
、
特
に
法
味
集
と
し
て
読
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
法
味
は
そ
の
人
の
そ
の
時
に
よ
り
、
 

そ
の
処
に
依
り
て
異
な
る
感
じ
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
味
の
特
殊
性
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
法
義
は
普
遍
で
あ
る
。
 

何
人
も
随
順
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
味
は
特
殊
で
あ
る
。
特
に
随
喜
同
感
せ
し
め
ら
る
る
の
み
で
あ
る
。

『
往
生
要
集
』
は
法
義
の
書
で
は
な
い
。
こ
れ
が
法
義
を
説
く
も
の
な
ら
ば
、
い
か
に
し
て
も
『
摩
訶
止
観
』
に
依
る
天
台
宗
の
も
の 

と
い
わ
ざ
る
を
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
母
の
勧
誡
に
依
り
て
終
生
横
川
に
隠
棲
し
つ
つ
、

「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
と
自
省
し
つ
つ' 

経
論
の
要
文
を
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
法
味
集
と
し
て
の
面
目
が
あ
る
。
し
か
れ
ば
「
も
ろ
こ
し
我
朝
も
ろ'

—-

の
智
者
た
ち 

の
沙
汰
し
申
さ
る
ゝ
観
念
の
念
に
も
あ
ら
ず' 

ま
た
学
問
を
し
て
念
の
心
を
さ
と
り
て
申
す
念
仏
に
も
あ
ら
ず
」
と
あ
る
は
、

『
往
生
要 

集
』
を
敬
遠
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、

「往
生
之
業
念
仏
為
本
」
や

「念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
の
言
葉
が
特
に
忘
れ
ら
れ
な
い 

の
は
、
随
喜
同
感
せ
し
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

!
!

昭
和
五
一
、

一
、
二!
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結

随
喜
は
同
感
で
あ
る
。
同
感
は
共
鳴
で
あ
る
。
共
鳴
は
楽
器
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
依
り
て
味 

も
法
の
徳
に
外
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
。
こ
こ
に
法
然
の
『
選
択
集
』
が
あ
る
。
そ
れ
は
唯
だ
法
の
徳
を
信
行
す
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
ろ 

う
。

「皆
同
じ
く
斉
し
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て
念
仏
成
仏
す
べ
」
し
で
あ
る
。

そ
こ
に
一
乗
海
が
あ
る
。
そ
れ
は
諸
仏
の
世
界
で
あ
る
。
楽
器
を
異
に
し
て
も
同
曲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
諸
師
は
皆
同
じ 

こ
と
を
い
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

一
乗
海
は
凡
夫
の
思
想
を
越
え
て
深
広
無
涯
底
で
あ
る
。

——

昭
和
五
一
、
二
、
七
——

対

応

感

応

呼

応

一

「有
限
よ
り
い
え
ば
無
限
は
有
限
の
外
に
あ
り
、

無
限
よ
り
い
え
ば
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
り
」
。

清
沢
先
生
と
い
え
ば' 

私
に
は
い 

っ
で
も
、

こ
の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
一
連
に
「如
来
と
は
我
を
し
て
我
で
あ
ら
し
め
る
も
の
」
「
如
来
、
我
と
な
り
て 

我
を
救
う
」
等
の
言
葉
か
ら
他
力
信
仰
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
看
取
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
対
応
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
限
に
対
向
し
て' 

そ
の
感
化
を
受
用
す
る
も
の
と
先
生
は
説
明
し
て 

い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
に
於
て
無
限
な
る
も
の
は
、
何
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
質
・
実
際,

無
碍
・
絶
対
・
 

理
想
・
不
可
知
的
・
無
覚
・
大
極
・
真
如
・
天

・
神

・
理

・
一
・
妙
法
・
真
理
・
本
体
・
仏
性
・
法
性
・
如
来
，
不
可
思
議
・
阿
弥
陀
… 

…
先
生
得
意
の
思
考
方
式
で
あ
る
。

8



さ
れ
ど
、
こ
れ
で
は
明
ら
か
に
阿
弥
陀
一
仏
に
し
て
伝
承
せ
ら
れ
て
来
た
真
宗
で
は
な
い
。
そ
の
点
か
ら
先
生
の
思
想
は
異
端
視
さ
れ
、 

或
は
私
の
よ
う
に
、
思
考
方
式
は
一
歩
も
先
生
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
し
て
も
、
思
考
内
容
は
必
ず
し
も
一
つ
で
な
い
と
言
お
う 

と
す
る
。
さ
れ
ど
思
考
内
容
を
外
に
し
て
思
考
方
式
が
あ
る
道
理
は
な
い
。
こ
こ
に
、
私
が
対
応
と
い
う
こ
と
は
無
限
を
受
用
し
て' 

そ 

の
感
化
を
う
け
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
有
限
者
は
自
己
で
あ
る
。
そ
し
て
先
生
に
取
り
て
は
何
よ
り
も
、
そ
の
自
己
が
問
題
と
な
っ
て
い 

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
、
此
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る 

も
の' 

即
ち
是
な
り
。
」
と
表
白
し
て
あ
る
こ
と
が
『
宗
教
哲
学
』

で

は

「
無
限
を
受
用
し
て' 

そ
の
感
化
を
う
け
」
る
こ
と
で
虧
る
と 

説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
先
生
に
お
け
る
対
向
は
即
ち
感
応
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

二

し
か
る
に
そ
の
感
応
を
説
く
も
の
こ
そ
量
深
先
生
の
教
学
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
知
が
あ
っ
て
も' 

感
が
弱
く
て
は
量 

深
先
生
の
所
説
を
領
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

〃
自
身
を
信
ず"
"

信
に
死
し
て
願
に
生
く" 

”
宿
業
は
本
能"

等
々
よ
り
”
法
蔵
菩 

薩
は
阿
頼
耶
識"

等
に
至
る
ま
で
、
凡
そ
感
な
く
し
て
は
知
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
翻
し
て
い
え
ば' 

そ
の
感
あ
れ
ば
追
随 

し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
量
深
先
生
の
所
説
も
手
近
に
領
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
、
こ
こ
に
満
之.

量
深
の
二
先
生
の
伝
承
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
思
念
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
始
め
は 

満
之
先
生
の
所
説
に
飽
き
足
ら
な
か
っ
た
量
深
先
生
も
、
後
に
は
満
之
先
生
の
心
酔
者
と
な
ら
れ
た
。
満
之
先
生
の
対
向
こ
そ' 

真
実
に 

感
応
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
れ
ど
対
向
と
い
う
言
葉
は
飽
く
ま
で
も
自
己
を
思
わ
し
め
る
。
「自
己
と
は
他
な
し
」
と
問
う
て
「絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
」 

と
答
え
て
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
わ
が
道
を
語
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
ら
の
道
を
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
そ 

の
無
限
な
る
も
の
は
、
不
可
知
的
で
も
如
来
で
も
良
い
よ
う
に
思
想
せ
ら
れ
た
所
以
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「未
来
往
生
の
こ
と
は
、
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ま
だ
経
験
し
な
い
か
ら
知
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
満
之
先
生
の
言
葉
に
は
何
か
物
足
ら
な
さ
も
感
じ
ら
れ
ぬ
で
は
な
い
が
、
飽
く
ま
で 

も

「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
を
問
い
と
し
、

「わ
が
信
念
」
を
説
か
れ
た
。
そ
こ
に
満
之
先
生
の
面
目
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
、
そ
の
自
己
中
心
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
感
応
で
は
な
い
。
感
応
の
行
わ
れ
る
場
所
は' 

わ
れ
と
い
っ
て
も
、
実
は
わ
れ 

ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
量
深
先
生
の
教
説
の
面
目
が
あ
る
。
対
向
が
感
応
で
あ
る
こ
と
に
於
て
わ
が
道
は
わ
れ
ら
の
道
で
あ
る
こ
と
が 

明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
伝
承
の
有
難
さ
で
あ
る
。

三

わ
が
道
は
わ
れ
ら
の
道
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
対
向
に
於
け
る
感
応
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
対
向
と
い
い
感
応
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て 

対
話
の
形
式
に
於
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
応
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
は
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で 

一
般
に
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
か
を
語
る
余
裕
は
な
く
、
ま
た
そ
の
必
要
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
唯 

だ
強
調
し
た
い
こ
と
は' 

感
応
と
は
必
ず
言
葉
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
底
意
は
、
感
応 

と
は
即
ち
呼
応
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

さ
れ
ど
そ
れ
は
説
明
を
要
し
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
感
応
は
言
葉
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
言
葉
が
感
応
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
 

法
と
い
う
も
宣
で
あ
る
こ
と
に
感
が
あ
り' 

義
と
い
う
も' 

そ
う
言
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
量
深
先
生
の
感
は
、
そ
の
言
葉 

に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
感
応
は
即
ち
呼
応
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
満
之
先
生
の
対
向
も
ま
た
呼
応
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
無
限
者
に
対
向
し
て
そ
の
感
化
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
と
説
か
れ 

て
い
る
。
そ
の
言
葉
に
は
先
生
の
合
掌
念
仏
の
姿
さ
え
も
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
姿
勢
の
上
に
於
て
感
化
を
う
け
る
の
で
あ 

る
。
そ
の
感
化
と
は
無
限
者
に
呼
び
起
こ
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
し
か
れ
ば
満
之
先
生
の
対
向
も
ま
た
呼
応
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
私
に
は
真
宗
学
と
は
畢
竟' 

呼
応
を
習
う
こ
と
で
あ
る
。
 

-

昭
和
五
一
、
三
、

一
七-
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我 

汝 

彼

「自
己
と
は
他
な
し
」
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
せ
ら
れ
る
。
そ
の
自
己
と
は
重
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
そ
れ 

は

「
わ
れ
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
自
大
語
で
は
な
く
、
実
在
者
と
い
う
よ
う
な(

見
識)

邪
見
語
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て 

は

『
論
註
』
に
説
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
流
布
語
で
あ
り
、
通
用
語
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
常
識
で
あ
る
と
い
う 

こ
と
は
軽
視
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
か
え
っ
て' 

そ
の
常
識
で
あ
る
こ
と
に
於
て
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
帰
依 

・
法
帰
依
と
説
く
佛
教
が
あ
る
。
ま
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
汝
自
身
を
知
れ
」
の
自
身
も
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば' 

通
用
語
で 

あ
る
と
い
っ
て
み
て
も' 

結
局
は
我
慢
・
自
大
に
陥
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
満
之
先
生
の
自
己
と
は
何
ぞ
や
は
、
そ
の
我
慢
・
自
在
を
超
え
て' 

絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ 

れ
は
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
於
て
我
一
心
は
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
を
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
念
仏
す
る 

も
の
、
そ
こ
に
我
あ
り
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
こ

の

「我
」
に
対
し
て
如
来
を
「汝
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
如
来
か
ら
「我
」
は

「汝
」
と
呼
ば
れ
て
い 

る
の
で
あ
る
。
い
つ
か
「
お
お
汝
は
」
と
呼
ん
で
所
信
を
語
ろ
う
と
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
さ
れ
ど
、
そ
こ
に
は
何
か
異
教
的
な
感 

じ
が
あ
る
。
そ
こ
を
追
求
す
れ
ば
ま
た
様
々
の
問
題
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
衆
生
よ
り
如
来
を
汝
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
か 

え
っ
て
如
来
よ
り
衆
生
を
汝
と
い
い
、
汝
等
と
呼
ば
る
る
の
で
あ
る
。
「汝
一
心
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
た
れ
」
、
そ

の

「
汝
」
は
即
ち
他 

己
で
あ
る
。
即
ち
視
若
自
己
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
「我
能
く
汝
を
護
ら
ん
」
と
あ
る
。
そ

の

「我
の
言
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
也
」
と
い
い
、

「
汝
の
言
は
行
者
也
、
斯
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れ
則
ち
必
定
の
菩
薩
と
名
づ
く
」
と
領
解
せ
ら
れ
た
。
し
か
る
に
、
衆
生
の
方
か
ら
如
来
を
汝
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば' 

そ
れ
は 

い
か
に
し
て
も
自
性
唯
心
的
で
あ
り
、
定
散
二
心
を
離
れ
な
い
で
は
な
い
か
。

そ
の
如
来
を
汝
と
呼
ぶ
こ
と
の
な
い
真
宗
で
は
、

「彼
」
と
い
っ
て
い
る
。
彼
の
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り' 

彼
の
安
楽
国
土
で
あ
る
。
し 

か
も
諸
佛
阿
弥
陀
と
呼
称
せ
ら
れ
つ
つ
、
彼
等
佛
た
ち
と
は
い
わ
な
い
。
そ
こ
に
は
仏
と
い
っ
て
も
、

一
神
教
で
あ
る
と
か
多
神
教
で
あ 

る
と
か
と
い
う
も
の
で
な
い
こ
と
が
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
諸
佛
阿
弥
陀
と
い
う
。
そ
の
徳
に
於
て
で
あ
る
。
浄
土
と
い
う
も
阿
弥
陀
の
徳 

に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「彼
」
の
呼
称
に
於
て' 

特
に
如
来
の
彼
岸
的
性
格
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
う
し
て
、
念
佛
の
行
信
に
は
「我
」 

「
汝
」 

「彼
」
と
い
う
呼
称
の
上
に
も
次
元
的
の
別
が
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
相
待
っ
て
願 

生
の
一
生
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
 

!

昭
和
五
一
、
三
、-
A

——

思 

い 

出

一

い
つ
の
頃
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
方
よ
り
真
鯉
、
緋
鯉
の
美
し
い
絵
を
い
た
だ
い
て
床
が
け
に
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
故
赤
松
麟
作
氏' 

一
 

見
す
る
や
、
こ
れ
は
鯉
上
り
の
絵
で
あ
っ
て' 

池
に
お
よ
い
で
あ
る
鯉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
い
わ
れ
た
。
肖
像
画
に
於
て
は
天
下
一
品
と 

自
称
し
な
が
ら
、
必
ず
現
身
か
ら
画
い
て
写
真
か
ら
は
断
じ
て
画
か
れ
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。

私
は
今
、
〇
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
仏
像
画
に
凝
視
て
い
る
。
そ
れ
は
仏
像
画
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
奈

良

，
京
都
等
の
寺
々
か
ら
影
し
集 

め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
〇
氏
の
眼
に
写
れ
る
現
身
の
佛
で
あ
る
。
だ
か
ら' 

そ
れ
は
拝
ま
ず
に
お
れ
ぬ
も
の
で
あ
り' 

見
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尽
く
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
応
、
見
厭
き
が
し
な
い
と
い
う
心
理
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
何
か
見
残
し
た
も
の
が
あ
る 

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
で
見
尽
く
し
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
無
限
は
無
尽
で
あ
る
。
 

し
か
れ
ば
大
悲
無
限
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
限
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
手
近
か
に
あ
り
な
が
ら
、
彼
方
に
あ
る
を
感
ぜ
し
め 

る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
『
華
厳
経
』
の

「
光
明
覚
品
」
の
説
で
あ
る
。
如
来
の
光
明
は
一
億
世
界
を
照
ら
す
、
文
殊
は
そ
こ
で
讃
歎
す
る
。
終
る
と
光 

明
は
十
億
世
界
を
照
ら
し
て
い
る
。
文
殊
は
ま
た
そ
こ
で
讃
佛
す
る:

：:

そ
れ
が
終
る
と
光
明
は
百
億
世
界
を
照
ら
し
て
い
る
。
文
殊
は 

ま
た
そ
こ
で:

：:

千
億
世
界:

：:

等
と
如
来
の
光
明
は
輪
の
如
く
限
り
が
な
い
。
若
し
底
知
れ
な
い
海
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
測
れ
ば 

測
る
程
、
そ
の
深
さ
が
知
れ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
悲
無
限
、
そ
れ
は
光
明
遍
照
十
方
世
界
で
茵
る
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
念
仏
衆
生 

摂
取
不
捨
で
あ
る
こ
と
は
、
常
に
光
輪
と
な
り
て
こ
の
身
を
包
む
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
れ
ば
光
明
遍
照
に
よ
り
て
摂
取
不
捨
が
あ
る 

に
違
い
は
な
い
が
、
念
仏
者
は
摂
取
不
捨
を
感
じ
つ
つ
光
明
の
遍
照
を
思
い
知
ら
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
念
仏
す
る
者
に
与
え
ら
れ
る
「寂
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
動
中
静
あ
り
、
静
中
動
あ
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は 

な
い
。
動
が
自
ず
か
ら
静
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

二

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
が
世
界
的
で
あ
っ
た
頃
、
私
た
ち
真
宗
学
も
大
き
な
影
響
を
受
け
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
先
輩
の
激
励
、
後
進 

の
警
策
の
中
に
苦
心
せ
る
思
い
出
は
深
い
。
さ
れ
ど
事
実
は
す
べ
て
忘
却
し
、
唯
当
然
受
く.
へ
き
影
響
は
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
順
応
と 

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
多
く
の
名
詞
は' 

そ
の
根
元
に
於
て
動
詞
と
し
て
受
容
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
西
方
願
生
は
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身
近
か
の
も
の
と
な
り' 

往
生
浄
土
と
い
う
は
人
生
の
帰
趣
と
領
解
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
思
う
て
見
れ
ば' 

そ
れ
は
特
別
の
こ
と 

で
は
な
い
。
当
然
の
日
本
語
で
あ
る
。
法
と
い
い
義
と
い
う
。
別
の
こ
と
で
は
な
い
。
法
は
み
の
り
義
は
い
わ
れ
、
名
詞
は
動
詞
で
あ
る
。
 

そ
れ
が
ど
う
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
影
響
で
あ
る
の
か' 

私
に
は
解
ら
な
い
。
さ
れ
ど
私
に
は
今
「永
遠
の
今
」
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ 

て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
眼
ざ
す
も
の
も
畢
竟
は
諸
行
無
常
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
諸
行
無
常
と
は
即
ち
永
遠
に
今
で
あ
る
と
い
う 

こ
と
で
は
な
い
か
。
し
か
れ
ば
、
 

今
現
在
説
法
の
今
は
今
の
今
で
あ
り 

於
今
十
劫
の
今
も
今
の
今
で
あ
り 

曠
劫
来
流
転
も
今
の
今
で
あ
り 

往
生
浄
土
も
今
の
今
で
あ
り 

そ
の
今
は
永
遠
の
今
で
あ
る
。

三

学
生
こ
そ
学
友
で
は
な
い
か
と
気
ず
い
て
か
ら
、
書
く
こ
と
も
語
る
こ
と
も
、

「
……

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
が
多
く 

な
っ
た
。
そ
れ
は
自
信
の
な
い
弱
さ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。
さ
れ
ど
今
で
は
、
そ
れ
が
最
も
力
強
い
言
い
現
わ
し 

と
な
っ
て
い
る
。
思
う
て
見
れ
ば' 

真
宗
の
教
法
は
そ
れ
で
な
く
て
は
言
い
現
わ
し
得
な
い
も
の
で
は
な
い
か
。

!

昭
和
五
一
、
四
、
入!
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