
清
沢
満
之
と
真
宗
大
谷
派
教
団

-

白
川
党
宗
門
改
革
運
動
を
め
ぐ
っ
て-
-

は

じ

め

に
 

清
沢
満
之
の
思
想
に
は
、

そ

の

根

元

に

「
万
物
一
体
の
真
理
」 

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
清
沢
は
、
東
京
大
学
に
入
学
し
、
宗
教
哲 

学
を
専
攻
し
た
の
で
あ
る
が
、
万
物
一
体
に
つ
い
て
は' 

学
生
時 

代
に
哲
学
の
学
び
を
始
め
て
以
来
、
繰
り
返
し
思
索
さ
れ
て
き
た 

事
柄
で
あ
っ
た
。
万
物
一
体
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
に 

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

宇
宙
間
に
存
在
す
る
千
万
無
量
の
物
体
が
、
決
し
て
各
個 

別
々
に
独
立
自
存
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、

互
に
相
依
り 

相
待
ち
て
、

一
組
織
体
を
成
す
も
の
な
る
こ
と
を
表
示
す
る 

も
の
な
り
。 

(

全
集
六
・
五
頁) 

こ
の
よ
う
に
、
宇
宙
に
存
在
す
る
無
量
の
物
体
が
、
相
依
相
待 

の
関
係
を
持
ち
合
い
な
が
ら
、

一
つ
の
有
機
的
な
組
織
体
を
形
成

橋 

田

尊 

光

し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
清
沢
の
万
物
一
体
観
の
基
本
と
な
っ
て 

い
る
。

清
沢
の
万
物
一
体
観
は
、
大
学
在
学
中
に
学
ん
だ
仏
教
学
や
、
 

中
国
及
び
西
洋
の
哲
学
の
思
想
が
影
響
を
与
え
た
世
界
観
と
考
え

①

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
清
沢
は
万
物
一
体
を
、
単
な
る
観
念
と
し 

て
了
解
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
信
念
と
し
て
獲
得
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
信
念
で
あ
る
か
ら
に
は
、

そ
こ
に
は
目 

覚
め
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

清

沢

自

身

が

「
宗
教
的
信
念
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う 

様
な
決
着
は
時
々
出
来
ま
し
た
が
、

そ
れ
が
後
か
ら
後
か
ら
打
ち 

壊
わ
さ
れ
て
し
も
う
た
こ
と
が
幾
度
も
あ
り
ま
し
た
」(

「我
が
信 

念
」)

と

述
懐
し
て

い

る

よ
う

に

、

万

物

一
体
に
つ
い
て

も

、
相 

当
な
思
索
の
跡
が
窺
え
る
。

こ
の
思
索
に
決
着
を
与
え
た
も
の
は. 

い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
清
沢
が
身
を
置
い
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た

「
真
宗
大
谷
派
」
と

い

う

名

の

「
教
団
」

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ 

う
か
。
教
団
は
清
沢
に
、
万
物
一
体
、

つ
ま
り
相
依
相
待
の
関
係 

を
持
ち
合
う
よ
う
な
世
界
を
開
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
し
て
清
沢
は
、
真

宗

教

団
と

い
う

念

仏

の

僧

伽

に

「
万
物
一
体 

の
真
理
」
を
感
得
し
、

そ
れ
を
真
宗
の
世
界
観
と
し
て
、

『精
神 

界
』

や
講
演
な
ど
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

清
沢
は
、

「白
川
党
の
宗
門
改
革
運
動
」

の

時

の

機

関

誌

『教 

界
時
言
』(

明
治
二
十
九
年
十
月
—
明
治
三
十
一
年
四
月)

誌
上
で

、
 

自
ら
が
了
解
す
る
真
宗
教
団
の
本
義
を
世
に
訴
え
て
い
く
の
で
あ 

る
が
、
清
沢
の
宗
教
的
信
念
と
し
て
の
万
物
一
体
論
は
、

こ
の
改 

革
運
動
で
体
験
し
た
こ
と
や
、
教
団
に
関
す
る
思
索
が
影
響
を
与 

え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

私

は

以

前

、

「
清

沢

満

之

の

宗

教

的

信

念!

万
物
一
体!

」 

(

『大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
十
七
号)

と
い
う
題
で
、
清
沢 

の
万
物
一
体
観
を
尋
ね
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
回
は
、

そ
れ
に
影 

響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
清
沢
の
真
宗
教
団
論
に 

つ
い
て
考
察
し
た
い
。
清
沢
に
と
っ
て
真
宗
大
谷
派
教
団
と
は
、
 

い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

教

団

の

使

命
 

清
沢
満
之
と
真
宗
大
谷
派
教
団
と
の
つ
な
が
り
は
、
非
常
に
深

い
。
そ
の
当
時
の
大
谷
派
は
、
元

治

元
(

一
ハ
六
四)

年
に
起
こ 

っ

た

「
禁
門
の
変
」

に

よ

る

阿

弥

陀

堂

と

御

影

堂(

当
時
は
大
師 

堂)

の

焼

失

に

よ

る

「
両
堂
再
建
」
と' 

そ

れ

に

伴

う

「
負
債
償 

却
」
と

い

う

の

を

「
二
大
事
業
」
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。
こ
れ
を 

成
し
遂
げ
る
た
め
に
教
団
は
、
門
末
に
多
大
な
懇
志
を
要
請
す
る 

の
で
あ
る
が
、
門
末
は
そ
れ
に
よ
っ
て
疲
弊
し
き
っ
て
い
た
。

そ 

し
て
、

こ
の
ニ
大
事
業
に
専
念
す
る
余
り
、
教
団
の
根
幹
と
も
い 

う

べ

き

「
教
学
」

は
、
顧
み
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に 

よ
っ
て
、
仏

法

の

共

同

体

を

意

味

す

る

「
僧
伽
」
と
い
う
本
来
性 

は
、
見
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
頹
落
状
況
に
あ
っ
た
教
団
で
あ
る
が
、
清
沢
は
そ
れ 

に
絶
望
し
て
、
離
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ 

た
。
清
沢
が
そ
の
時
の
教
団
に
懐
い
て
い
た
気
持
ち
を
表
現
す
る 

な
ら
ば
、

そ

れ

は

「
歎
異
の
心
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
歎
異
の
心 

と
い
う
の
は
、

『歎
異
抄
』

の

著

者

・

唯

円

が

「
先
師
口
伝
の
真 

信
に
異
な
る
こ
と
を
歎
き
」
と

い

い

「
同
心
行
者
の
不
審
を
散
ぜ 

ん
」
と
語
っ
た
、
あ
の
心
で

あ
る
。

「
歎
異
の
心
」

は
、
教
団
の 

頹
落
し
た
状
況
に
対
し
て
は
、
忌
憚
の
な
い
批
判
を
加
え
る
の
で 

あ
る
が
、
そ
れ
は
教
団
の
本
来
性
回
復
を
祈
念
す
る
し
る
し
で
あ 

る
。
真

宗

教

団

に

お

け

る

「
真
宗
開
顕
」
と
い
う
も
の
は
、

こ
の 

よ
う
な
歎
異
の
心
を
通
し
て
行
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。

そ
し
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て
、
清
沢
を
中
心
と
し
た
白
川
党
の
宗
門
改
革
運
動
も
、
教
団
に 

対
す
る
歎
異
の
心
が
元
と
な
っ
て
い
る
。

明

治

二

十

九(

一
ハ
九
六)

年
十
月
、
満
之
は
、
稲
葉
昌
丸
、
 

今
川
覚
神
、
井
上
豊
忠
、
清
川
円
誠
、
月
見
覚
了
ら
と
共
に
、
京 

都

白

川

村

に

「
教
界
時
言
社
」
を
設
立
し
た
。

そ
こ
で
、

そ
の
機 

関

誌

で

あ

る

『教
界
時
言
』
を
創
刊
し
、
誌
上
を
通
し
て
大
谷
派 

の
宗
門
改
革
を
訴
え
て
い
く
。

『時
言
』

で
清
沢
が
展
開
す
る
教
団
観
は
、
世
界
的
視
野
に
立 

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
清
沢
が
青
年
期
を
過
ご
し
た
明
治
と
い
う 

時
代
は
、
東
洋
と
西
洋
の
文
化
が
劇
的
な
出
会
い
を
遂
げ
た
頃
で

②
あ
る
。

そ
う
い
う
時
に
満
之
は
、
西
洋
の
思
想
が
真
つ
先
に
流
れ 

込

ん

で

く

る

首

都

，
東
京
で
学
生
時
代
を
送
り
、
積
極
的
に
西
洋 

の

哲

学

・
思
想
を
学
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ

ま
で

の

満

之

の

思

想

的

背

景

と

な

っ
て

い

た

も

の

は

、
 

『論
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
古
典
的
な
教
養
や
、
仏
教
、
 

そ
の
中
で
も
浄
土
真
宗
の
教
説
で
あ
る
。
や
が
て
こ
の
伝
統
的
な 

真
宗
の
思
想
と
新
し
い
西
洋
の
思
想
と
の
出
会
い
を
満
之
は
経
験 

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
満
之
が
感
じ
た
こ
と
は
、
 

自
ら
が
身
を
置
く
真
宗
教
団
の
教
学
が
、
学
の
自
由
が
な
い
伝
統 

的
封
建
体
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

当
時
の
真
宗
教
学
は
、

そ
の
頃
日
本
に
流
れ
込
ん
で
き
た
新
し

い
西
洋
の
思
想
と
比
較
し
た
ら
色
あ
せ
て
見
え
、

つ

い

に

は

「
愚 

夫
愚
婦
の
宗
教
」
と
ま
で
評
価
さ
れ
、
信
頼
を
喪
失
し
て
い
る
よ 

う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
思
想
に
強
く
触
れ
た
満
之
に
と
っ 

て
も
、
当
時
の
真
宗
教
学
に
対
し
て
満
足
は
し
て
い
な
か
っ
た
だ 

ろ
う
し
、
危
機
感
も
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、

『時
言
』

が
発
行
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
九
年
だ
が
、
 

そ
の
約
二
年
後
に
は
、
外

国

人

の

「
内
地
雑
居
」

が
控
え
て
お
り
、
 

西
洋
の
生
活
習
慣
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
に
依
っ
て
た
つ
生
活
を
目 

の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
西
洋
思
想
と
対
決
す 

る
に
十
分
な
真
宗
教
学
の
確
立
は
、
満
之
に
と
っ
て
は
最
大
の
急 

務
で
あ
っ
た
。

清
沢
は
、
東
洋
と
西
洋
の
文
化
が
対
面
し
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る 

日

本

独

自

の

文

化

を

「
世
界
的
統
一
的
文
化
」
と
呼
ん
だ
。

そ
し 

て
そ
れ
を
、
世
界
を
視
野
に
入
れ
て
発
信
す
る
こ
と
が
、
現
在
の 

日
本
、
そ
し
て
大
谷
派
教
団
の
使
命
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

夫

れ

這

般

二

条(

東

洋

・
西
洋
の
文
化)

の
潮
流
は' 

其 

の
来
る
や
先
後
時
を
異
に
す
と
雖
も
、
今
や
等
し
く
我
が
邦 

に
会
し
、
共
に
我
が
邦
固
有
の
精
気
に
同
化
せ
ら
れ
て
、
我 

が
大
日
本
帝
国
の
文
化
と
な
り
、
漸
く
将
に
其
の
光
輝
を
宇 

内
万
邦
の
上
に
煥
発
せ
ん
と
す
。
是
れ
豈
に
世
界
的
統
一
的 

文
化
に
非
ず
や
。
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(

全
集
四
・
一
七
六
頁
・(

)

内
は
筆
者
注
記) 

清
沢
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
的
文
化
、
ひ
い
て
は
、
世
界
人
類 

の
安
心
と
な
る
よ
う
な
文
化
を
発
信
す
る
、

そ
う
い
う
課
題
に
た 

っ
て
、
真
宗
大
谷
派
教
団
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

教
団
が
世
界
的
文
化
を
発
信
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
課
題
と 

し
て
持
つ
な
ら
ば
、
教
団
が
な
す
べ
き
本
務
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。 

そ
れ
に
つ
い
て
清
沢
は
、
教
学
を
教
団
の
根
本
に
置
く
べ
き
だ
と 

主
張
す
る
の
で
あ
る
。

教
学
的
精
神

白
川
党
の
宗
門
改
革
運
動
で
、
清
沢
が
改
革
す
べ
き
事
柄
と
し 

て
あ
げ
て
い
る
の
は
、
教

団

の

内

事

，
財
政
そ
し
て
教
学
の
三
つ 

で
あ
る
が
、
改
革
の
主
眼
は
教
学
の
振
興
に
あ
っ
た
。

根
本
的
革
新
と
い
ふ
も
の
は
、
実
に
精
神
的
革
新
に
在
り
。
 

即
ち
一
派
従
来
の
非
教
学
的
精
神
を
転
じ
て
、
教
学
的
精
神 

と
為
し
、
多
年
他
の
事
業
に
専
注
し
た
る
精
神
を
し
て
、

ー
 

に
教
学
に
専
注
せ
し
む
る
に
在
り
。
夫
れ
教
学
は
宗
門
命
脈 

の
繫
る
所
、
宗
門
の
事
業
は
教
学
を
措
い
て
他
に
こ
れ
あ
る 

を
見
ざ
る
な
り
。
財
政
の
整
理
や
、
内
事
の
粛
整
や
、
亦
た 

皆
な
此
の
教
学
振
興
の
為
の
故
の
み
。

(

全
集
四
・
一
九
一
頁)

こ

れ

は

『時
言
』

第
三
号
の
、

「
革
新
の
要
領
」
と
題
さ
れ
た 

文
章
の
一
節
だ
が' 

こ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
、
終
始
一
貫
、
教
団 

の
根
本
方
針
を
教
学
に
置
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
く
。
財
政
の
整 

理
や
、
教
団
内
の
事
務
の
粛
清
と
い
う
こ
と
も
、
教
学
的
精
神
を 

確
立
さ
せ
る
状
況
を
整
備
す
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し 

て
清
沢
は
、
教
団
が
教
学
的
精
神
に
立
つ
た
め
に
は
、
教
団
の
事 

務
組
織
の
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
見
た
。

そ
こ
で' 

教
団
の
専
制 

主
義
的
な
体
制
を
改
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
教
団
内
に
門
徒 

お
よ
び
末
寺
の
住
職
が
参
加
す
る
議
会
政
治
を
確
立
す
る
こ
と
を 

要
求
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も' 

清

沢

が

い

う

「
教
学
」
と
は
何
を
意
味
す
る
も
の 

な
の
だ
ろ
う
か
。

吾
が
為
す
べ
き
所
の
本
務
は' 

此
の
学
事
を
興
起
す
る
に 

在
り
。
吾
が
勉
む
べ
き
所
の
本
業
は
、
此
の
布
教
を
振
張
す 

る
に
在
り
。 

(

全
集
四-

一
九
一
頁) 

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
清

沢

は

「
教
学
」
を

「
布
教
」
と 

「
学
事
」
と
い
う
意
味
で
了
解
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
清
沢
は
、
 

教
団
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
営
利
事
業
と
い
う
意
味
で
、
 

教
学
を
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
教
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
は' 

教
団
に
身
を
置
く
者
に

③
 

と
っ
て
は
、

一
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
い
え
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ば

「
真
宗
の
開
顕
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
浄
土
真
宗
の
信
仰
は 

「
本
願
の
信
」

で
あ
る
が
、

こ
れ
を
獲
得
し
た
も
の
に
開
示
さ
れ 

る
真
宗
の
真
理
を
世
に
訴
え
て
い
く
、

こ
う
い
う
こ
と
を
内
容
と 

す

る

の

が

「
真
宗
開
顕
」

で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
は'

「
信
仰 

告
白
」
と
い
う
質
が
あ
る
。

当
時
の
大
谷
派
に
お
け
る
教
学
が
ど
う
い
う
状
況
に
あ
っ
た
か 

を
見
て
み
る
と
、
布
教
に
つ
い
て
は
、
海
外
布
教
や
、
監
獄
布
教
、
 

軍
隊
布
教
な
ど
に
早
く
か
ら
着
手
す
る
の
で
あ
る
が
、
地
方
へ
布 

教
使
が
い
く
と
、
募
財
を
集
め
に
来
た
の
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な 

こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
学
事
に
つ
い
て
は' 

明
治
二 

十

七
(

一
ハ
九
四)

年
に
、
清
沢
は
沢
柳
政
太
郎
、
井
上
豊
忠
ら 

と
協
力
し
て
、
大
谷
派
の
新
し
い
学
事
体
制
を
整
備
し
た
の
で
あ 

る
が' 

真
宗
中
学
の
学
生
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
事
件
が
起
こ
っ
た 

こ
と
も
あ
っ
て
混
乱
し
、

そ
の
後
何
度
か
変
更
さ
れ
て
い
る
。

っ 

ま
り
教
学
に
つ
い
て
は
、
教
団
内
で
は
っ
き
り
と
し
た
方
針
が
確 

立
せ
ず
、
信
頼
を
失
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
清
沢
が 

宗
門
改
革
運
動
の
中
で
、
教
学
の
振
興
を
全
面
的
に
押
し
出
し
て 

く
る
の
は' 

こ
の
よ
う
な
教
団
に
お
け
る
教
学
不
振
と
い
う
状
況 

が
背
景
に
あ
る
。

「
教
学
は
教
団
の
実
践
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
安
田
理
深
の 

言
葉
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
教
団
は
教
学
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

は
じ
め
て
そ
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
ま 

り

、
真

宗

の

真

理

を

世

の

人

々

に

伝

え

る

「
布

教
(

教

化)

」
と 

い
う
仕
事
と
、
そ
う
い
う
内
容
を
持
つ
布
教
に
責
任
を
も
っ
て
た 

ず

さ

わ

る

人

物

を

養

成

す

る

「
学
事
」
と
い
う
事
業
、

こ
れ
ら
を 

教

団

の

「
天
職
」
と
し
て
尽
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
の
安 

心
の
源
泉
と
い
う
教
団
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ 

る
。
清

沢

が

い

う

「
教
学
的
精
神
」

と
い
う
の
は
、

「真
宗
開
顕
」 

と
い
う
意
義
を
持
つ
教
学
を
、
教
団
に
身
置
く
も
の
と
し
て
責
任 

を
も
っ
て
実
践
し
て
い
く
意
欲
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ 

っ
た
。

こ
の
了
解
に
基
づ
い
て
清
沢
は
、
大
谷
派
の
宗
務
に
た
ず 

さ
わ
る
人
々
に
、
教
学
的
精
神
に
立
っ
て
教
団
を
運
営
し
て
い
く 

こ
と
を
強
く
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
教
団
の
本
来
性
回
復 

が
、
教
学
的
精
神
に
立
つ
か
立
た
な
い
か
、

こ
の
こ
と
に
か
か
っ 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

教
団
の
現
実

改
革
運
動
で
は
、
教
団
が
教
学
的
精
神
に
立
つ
こ
と
と
あ
わ
せ 

て' 

そ
れ
ま
で
の
専
制
的
な
宗
務
体
制
を
改
め
、
末
寺
僧
侶
が
宗 

政

に

参

加

す

る

「
末
寺
会
議
」
を
整
備
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い 

っ
た
。

そ
し
て
そ
の
要
求
は
と
り
あ
え
ず
受
け
入
れ
ら
れ
、
教
団 

の

議

会

で

あ

る

「
議
制
局
」

の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
要
求
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が

実
現
さ
れ
た
は
じ
め
て

の
議
政
局
会
議(

議
制
会)

で
、
清
沢 

は
教
団
の
現
実
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

明

治

三

十
(

一
八
九
七)

年
七
月
、
大
谷
派
で
は' 

改
正
後
は 

じ

め

て

の

議

制

会

で

あ

る

「
臨
時
議
制
会
」

が
開
か
れ
た
。

「賛 

衆
」
と
呼
ば
れ
る
議
員
の
数
は
六
十
名
で
、

そ
の
う
ち
の
四
十
一 

名
が
、
宗
門
改
革
運
動
を
支
持
す
る
改
革
派
の
議
員
で
あ
っ
た
。
 

過
半
数
を
十
分
上
回
る
数
を
改
革
派
で
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
 

清
沢
の
こ
の
議
会
に
対
す
る
期
待
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
 

結
果
は
期
待
を
大
き
く
裏
切
る
こ
と
に
な
る
。
通
常
の
議
制
会
が 

十
一
月
に
開
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
第
一
回
目
か
ら
大
き
な 

混

乱
を

引
き

起
こ

す

の
で

あ

る

。

そ

の

様
子
を' 

当
時
の
雑
誌 

『教
学
報
知
』(

第
一
二
号)

は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
 

議
制
局
議
場
の
規
律
更
に
整
は
ず
。
甲
の
賛
衆
発
言
中
に
、
 

乙
の
賛
衆
又
起
立
し
て

嚥
り

囂
々

喧
々

殆

ん
ど

統

括

の

議 

長
な
き
が
如
し
。 

(

全
集
五:

ハ
〇
三
頁) 

こ
の
よ
う
に
、
議
制
会
を
運
営
す
る
賛
衆
の
間
で
意
見
が
ま
と 

ま
ら
ず
、
議
会
は
紛
糾
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
改
革
派
の
間
で
も
、
 

足
並
み
が
そ
ろ
わ
ず
、
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
。

こ
の
事
態
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
白
川
党 

の
宗
門
改
革
の
呼
び
か
け
に
賛
同
し
た
人
た
ち
が
、
ど
う
い
う
考

⑤
 

え
で
改
革
運
動
に
参
加
し
た
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
宗
門
改
革

に
情
熱
を
持
っ
て
立
ち
上
が
っ
た
人
も
い
れ
ば
、
野

心

や

不

満

，
 

羨
望
と
い
っ
た
気
持
ち
で
参
加
し
た
人
た
ち
も
い
る
と
い
う
の
が

⑥
 

実
際
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
清
沢
ら
改
革
派
は
、

「
大
谷
派
革 

新
全
国
同
盟
会
」
と
い
う
の
を
組
織
し
て
い
た
の
で
あ
る
が' 

そ 

の
中
に
は
、
議
員
に
な
っ
た
こ
と
で
満
足
し
て
改
革
派
か
ら
距
離 

を
お
い
た
者
も
い
れ
ば
、
保
守
派
の
手
伝
い
を
し
た
と
か
、
会
費 

を
払
わ
な
い
な
ど
の
理
由
で
除
名
さ
れ
た
者
も
い
た
。 

こ
の
よ
う
な
教
団
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
清
沢
は
、
あ

ら

た

め

て

「
教
団
と
は
何
か
」
と
問
わ
ざ
る
を 

え
な
か
っ
た
。

こ
の
現
実
の
教
団
へ
の
直
視
が
、
改
革
運
動
に
お 

け
る
清
沢
の
転
換
点
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
念
仏
の
僧
伽
」
と
い
う
意
義
を
持
つ
教
団
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 

実
際
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
雑
多
な
人
間
の
集
ま
り
で
あ
る
。
改
革 

運
動
の
場
合
で
い
え
ば
、
教
団
の
本
来
性
回
復
の
た
め
に
立
ち
上 

が
っ
た
人
も
い
れ
ば
、
自
分
の
欲
望
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
動
い 

た
人
も
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
雑
多
の
性
質
を
、
教
団
は
内 

に
抱
え
て
い
る
。
清
沢
は
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
ま
で
の
清
沢
は
、
宗
門
の
本
義
あ
る
い
は
使
命
を
強
く
主 

張
し
、

そ
れ
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
、
教
団
内
の
事
務
を
改
革
す 

る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
た
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け 

と
し
て
、
教
団
に
身
を
置
く
人
間
の
、
ひ
い
て
は
自
分
自
身
の
精
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神
の
改
革
へ
と
方
針
が
転
換
さ
れ
る
。
清
沢
に
お
い
て
教
団
の
改 

革
は
、
自
己
自
身
の
改
革
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

教
団
革
新
の
根
本

議
制
局
が
改
正
さ
れ
、
要
求
の
一
つ
が
実
現
し
た
か
に
見
え
た 

の
だ
け
れ
ど
も' 

実

際

に

会

議

を

開

催

し
て

み

る

と' 

清
沢
が 

「
失
態
の
甚
だ
し
き
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
ず
」(

全
集
四
・
二
九
〇 

頁)

と
い
う
よ
う
に
、
惨̂

た
る
結
果
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
見
た 

清
沢
は
、
何
か
あ
る
一
つ
の
決
断
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

今
に
し
て
一
大
革
新
を
加
へ
ず
ん
ば
、
大
谷
派
の
滅
亡
は 

数
十
年
の
後
を
待
た
ざ
ら
ん
。
此
の
瀕
死
の
大
患
に
向
っ
て
、
 

起
死
回
生
の
方
を
施
す
、
豈
に
尋
常
一
様
の
手
段
を
以
て
其 

の
効
を
奏
す
る
を
得
ん
や
。 

(

全
集㈣

・
ニ
九
一
頁) 

改
革
運
動
の
は
じ
め
の
頃
、
清
沢
は
、
教
団
の
根
本
的
精
神
を 

「
教
学
的
精
神
」
と
い
う
よ
う
に
捉
え
て
い
た
。
教
学
的
精
神
を 

教
団
の
根
本
と
す
る
と
い
う
立
場
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

し
か
し 

今
の
教
団
の
現
状
で
は
、

そ
の
精
神
に
立
つ
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。 

だ
か
ら
、
教

団

の

制

度

，
組
織
を
改
良
す
る
と
い
う
よ
う
な
尋
常 

な
方
法
で
は
、
教
団
の
本
当
の
改
革
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ 

か
ら
も
っ
と
根
本
的
な
改
革
が
必
要
だ
と
、
清
沢
は
こ
の
時
に
痛 

感
し
た
の
で
あ
る
。

こ

こ

で

「
一
大
革
新
」
と

い

い

「
起
死
回
生
の
方
」
と
あ
る
の 

だ
が
、
教
団
が
そ
の
本
来
性
を
回
復
す
る
た
め
の
一
大
革
新
、

こ 

れ
を
清
沢
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ

の
-

大 

革
新
を
決
意
す
る
に
あ
た
っ
て
、
清
沢
は
改
め
て
教
団
を
問
う
の 

で
あ
る
。試

み
に
問
ふ
、
大
谷
派
な
る
宗
門
は
何
の
処
に
存
す
る
か
。

(

全
集㈣

，
二
九
一
頁) 

「
真
宗
大
谷
派
と
い
う
教
団
は
、
ど
こ
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う 

か
」
と
い
う
問
い
は
、
教
団
が
真
の
教
団
と
し
て
存
在
す
る
根
拠 

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
な
し
で
は
教
団 

は
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
、

そ
れ
を
追
い
求
め
よ
う
と
清
沢
は 

決
意
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、

そ
れ
が
何
か
と
い 

う
こ
と
を
、
清
沢
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

大
谷
派
な
る
も
の
は
抑
々
何
の
処
に
存
す
る
か
。
日
く
大 

谷
派
な
る
宗
門
は
、
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
の
存
す
る
所 

に
在
り
。
豈
に
人
員
の
多
寡
を
問
は
ん
や
。
豈
に
堂
宇
の
有 

無
を
問
は
ん
や
。
将
た
豈
に
其
の
顱
を
円
に
し
、
其
の
袍
を 

方
に
す
る
と
否
と
を
問
は
ん
や
。
苟
く
も
此
の
精
神
の
存
す 

る
所
は
、
即
ち
大
谷
派
な
る
宗
門
の
存
す
る
所
な
り
。
而
し 

て
、
大
谷
派
な
る
宗
門
の
盛
衰
は
、
実
に
此
の
精
神
の
消
長 

に
外
な
ら
ず
。 

(

全
集
四-

二
九
二
頁)
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今
の
教
団
に
欠
け
て
い
る
も
の
が
何
か
を
尋
ね
れ
ば
、
そ
れ
は 

「
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
」

で
あ
る
。
こ
れ
な
し
で
は
、
本
当 

の
教
団
と
は
い
え
な
い
の
だ
。
人
の
多
い
少
な
い
と
か
、
本
堂
が 

あ
る
と
か
な
い
と
か
、
頭
を
丸
め
る
と
か
、
衣
を
き
ち
ん
と
す
る 

と
か
は
問
題
で
は
な
い
。
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
、

こ
れ
こ
そ 

が
、
教
団
が
真
の
教
団
と
し
て
存
在
す
る
根
拠
で
あ
る
。
だ
か
ら 

教
団
改
革
は
、
宗
教
的
信
念
の
獲
得
、
そ
こ
に
軸
を
据
え
る
べ
き 

で
あ
っ
た
。
清
沢
は
、
そ
の
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
付
い
た
の
で 

あ
る
。

一
派
今
日
の
弊
根
に
し
て
、
革
新
の
要
は
此
の
宗
教
的
精 

神
を
振
作
す
る
に
在
り
。
苟
く
も
此
の
精
神
を
振
作
す
る
こ 

と
を
得
ば
、

一
時
宗
務
の
困
難
を
来
す
も
何
か
あ
ら
ん
。

(

全
集
四
・
ニ
九
三
頁) 

真
宗
大
谷
派
と
い
う
教
団
は
、
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
の
あ 

る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
だ
か
ら
教
団
の
革
新
は
、

こ
の
大
谷
派 

と
い
う
教
団
を
場
と
し
て
、
宗
教
的
信
念
を
確
立
す
る
、
 

そ
れ
を 

改
革
の
軸
と
す
る
べ
き
だ
。
蓮

如

が

「
一
人
な
り
と
も
、
人
の
、
 

信
を
取
る
が
、

一
宗
の
繁
昌
に
候
、つ
」(

『御
-

代
記
聞
書
」
第
二
一 

二
条) 

と
い
っ
た
よ
う
に
、
仏
者
を
生
み
出
す
場
と
な
る
、

そ
れ 

が
教
団
が
存
在
す
る
証
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
定
め 

て
、

や
が
て
清
沢
は
、
改
革
運
動
を
終
結
し
て
、
自
己
に
お
け
る

宗
教
的
信
念
の
確
立
に
尽
力
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。 

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
清
沢
の
宗
教
的
信
念
を
求
め
る
道 

は
、
決
し
て
個
人
的
な
救
済
を
求
め
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う 

こ
と
だ
。

そ
こ
に
は
教
団
の
本
来
性
回
復
と
い
う
強
い
志
願
が
あ 

っ
た
の
で
あ
る
。
教
団
の
現
実
、

つ
ま
り
、

そ
こ
に
身
を
置
く
人 

間
が
も
っ
て
い
る
問
題
に
対
し
て
悲
歎
を
感
じ
る
、
そ
の
心
が
、
 

満
之
を
求
道
へ
と
促
し
た
の
で
あ
る
。
満
之
に
は
、
自
己
に
お
い 

て
宗
教
的
信
念
を
確
立
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
教
団
が
存
在
す 

る
意
義
を
自
ら
証
し
、

そ
し
て
親
鸞
が
開
顕
し
た
真
宗
の
真
理
を 

世
界
へ
と
発
信
し
て
い
く
、

そ
う
い
う
志
願
が
あ
っ
た
こ
と
は
忘 

れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

大

谷

派

な

る

宗

教

的

精

神 

清

沢

は

「
大
谷
派
な
る
宗
門
は
、
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
の 

存
す
る
所
に
在
り
」
と
見
定
め
た
の
で
あ
る
が
、

「
大
谷
派
な
る 

宗
教
的
精
神
」
と
は
ど
う
い
う
精
神
な
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い 

て
は
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

清
沢
は
宗
教
的
精
神
と
い
う
も
の
を
、
よ

り

具

体

的

に

「
一
心 

の
安
立
」
と
い
う
言
葉
で
も
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
 

真

宗

の

信

仰

的

自

覚

で

あ

る

「
一
心
帰
命
の
信
」
を
獲
得
し
、
無 

碍
の
一
道
に
立
つ
、

そ
の
こ
と
を
指
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
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一
心
帰
命
の
信
を
獲
得
し
た
者
、

つ
ま
り
仏
者
に
開
示
さ
れ
る
境 

界
を
、
清
沢
は
次
の
よ
う
に
了
解
し
て
い
た
。

唯
だ
夫
れ
、
差
別
を
平
等
の
上
に
観
る
、
是
の
故
に
、
法 

界
唯
理
の
一
を
楽
し
む
と
雖
も
、
其
の
間
国
家
あ
り
、
社
会 

あ
り
、
人
倫
あ
り
、
歴
然
と
し
て
自
他
親
疎
の
別
の
存
す
る 

を
認
む
る
な
り
。

又
能
く
平
等
を
差
別
の
間
に
眺
む
。 

是
の
故
に
世
間
万
差
の
相
を
見
る
と
雖
も
、
能
く
執
着
を
脱 

し
、
貪
欲
を
離
れ
て
、

四
海
の
人
を
愛
す
る
な
り
。

(

全
集㈣

・
三
四
〇
—
三
四
一
頁) 

こ
れ
は
、
親
鸞
が
本
願
の
信
に
開
示
さ
れ
る
無
上
涅
槃
の
内
実 

と

し

て

了

解

す

る

眷

属

功

徳(

『教
行
信
証
』
「証
巻
」)

を
、
清
沢 

自
身
の
言
葉
で
語
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
確
認
の
た
め
、
眷
属
功
徳 

の
言
葉
も
見
て
お
こ
う
。

荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
者
偈
言
一
ー
如
来
浄
華
衆
正
覚
華
化
生 

故
ー
此
云
何
不
思
議 

凡
是
雑
生
世
界 

若
胎
若
卵
若
湿
若
化 

眷
属
若
干
苦
楽
万
品
以
二
雑
業
一
故
彼
安
楽
国
土
莫
四
非
ヨ 

是
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
華
之
所-
一
化
生
一
同
一
念
仏 

無-
一
別
道 

ー
故
遠
通
夫
四
海
之
内
皆
為
一-
兄
弟
一
也
眷
属
無
量 

焉 

可
一
田
心
議
一
又
言
願
一
往
生
一
者
本
則
三
三
之
品 

今
無
二
ニ
ー 

之
殊
ー
亦
如
二
溜
邇 

嗔

陵

一

味

一

焉 

可
二
思
議
一

反

(

定
本
一
九
ハ
頁)

清
沢
は
、

こ
の
よ
う
な
眷
属
功
徳
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い 

る
境
界
を
、
ど
こ
に
感
得
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
自
ら
が 

身
を
置
い
た
、
真
宗
大
谷
派
と
い
う
教
団
で
は
な
か
っ
た
か
と
思 

わ
れ
る
。

清
沢
が
目
の
当
た
り
に
し
た
現
実
の
教
団
は
、
雑
多
な
人
間
の 

集
ま
り
で
あ
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
教
団
そ
の
も
の
が
清
沢
に
、
 

「
眷
属
若
干
、
苦
楽
万
品
」
と

い

う

「
雑
生
の
世
界
」
を
開
示
し 

た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、

そ
う
い
う 

雑
多
な
人
間
の
集
ま
り
に
、

「
雑
生
の
世
界
」
と
い
う
意
味
を
転 

じ

て

「
四
海
の
内
、

み
な
兄
弟
」
と
い
い
、

「
眷
属
無
量
」
と
い 

い
、

「
本
は
す
な
わ
ち

三
三
の
品
な
れ
ど
も
、
今
は
一
ニ
の
殊
な 

し
」
と
い
う
、
念

仏

に

開

か

れ

る

平

等-

味
の
世
界
に
目
覚
め
ろ 

と
、
教
団
は
清
沢
に
呼
び
か
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

も
し
そ
う
な
ら
ば
、
教
団
と
い
う
も
の
は
、
人
間
を
真
理
に
目
覚 

め

さ

せ

る

「
教
法
の
現
実
態
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と 

に
な
る
。

清
沢
の
宗
教
的
信
念
の
確
立
の
道
程
を
尋
ね
る
と
、
そ
れ
は
真 

宗
大
谷
派
と
い
う
教
団
を
場
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を 

踏
ま
え
る
と
、
大
谷
派
と
い
う
教
団
を
場
と
し
、
そ
し
て
大
谷
派 

が
伝
承
し
て
き
た
親
鸞
の
教
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
宗
教
的
信
念
、
 

そ

う

い

う

意

味

で

清

沢

は

「
大
谷
派
な
る
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

70



た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
大
谷
派
と
い
う
教
団
に
、
ど
こ
ま 

で
も
責
任
を
も
っ
て
い
こ
う
と
い
う
表
明
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な 

ゝ〇

高
い
志
を
持
っ
て
宗
門
改
革
運
動
に
奮
闘
し
た
清
沢
で
あ
っ
た 

が
、
清
沢
の
思
い
通
り
に
事
は
運
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し' 

こ
の 

こ
と
が
い
わ
ば
逆
縁
と
な
っ
て
、
清
沢
の
求
道
は
進
展
し
て
い
く 

の
で
あ
る
。

清
沢
に
は
、
宗
門
改
革
運
動
で
の
体
験
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め 

て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
柄
が
出
て
き
た
よ
う
に
思 

わ
れ
る
。

そ
れ
は
、

「自

己

」
と

「
外
物
他
人
」
と
の
関
係
と
い 

う
こ

と
で

は

な

か

っ

た

だ

ろ

う

か

。
改
革
運

動
中
に
直
面
し
た 

様

々

な

事

柄(

外
物
他
人)

は
、
清
沢
に
煩
悶
苦
悩
を
引
き
起
こ 

す
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
改
革
運
動
後
の
清
沢
の
求
道 

は
、
自
己
と
外
物
他
人
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と 

に
、
焦
点
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
、

こ 

れ

ま
で

清
沢
が
繰
り
返
し
思
索
し
て
き
た
「
万
物
一
体
」

の
観
念 

に
、
-

つ
の
決
着
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

自

己

省

察

清
沢
の
求
道
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「自
己
と
は 

何
ぞ
や
」

と

い

う

仕

方
で

進

め

ら

れ

て

い

く

。

そ
れ
を
清
沢
は

「
自
己
省
察
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ 

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
己
を
省
察
す
と
云
ふ
は' 

以
て
自
己
の
成
立
如
何
を
考 

究
す
る
こ
と
な
り
と
せ
ん
か
。
是
れ
修
養
の
要
義
に
あ
ら
ず 

し
て
、
寧
ろ
学
問
研
究
の
要
義
た
ら
ん
。
修
養
上
に
於
い
て
、
 

自
己
を
省
察
す
と
は
、
自
己
行
動
の
実
際
如
何
を
省
察
す
る 

に
あ
ら
ざ
る
か
。
若
し
然
れ
ば
、
是
れ
全
く
内
観
の
こ
と
な 

る
べ
し
。 

(

全

六1

一
ハ
二
頁) 

こ
の
よ
う
に
自
己
省
察
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
成
立
如
何
を 

考
究
す
る
の
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
く
、

そ
れ
は
学
問
研
究
の
方 

法
で
あ
る
と
し
、
求
道
に
お
け
る
自
己
省
察
と
い
う
も
の
は
、
外 

物
他
人
と
対
面
し
た
時
に
と
る
自
己
の
行
動
の
実
際
を
省
察
す
る 

こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
己
と
外
物
他
人
と
の
関 

係
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
自
己
省
察 

の
目
的
と
な
っ
て
く
る
。

清
沢
に
お
け
る
自
己
省
察
で
特
徴
的
な
の
は
、
教
団
を
場
と
し
、
 

親
鸞
の
教
言
、
特

に

『歎
異
抄
』

の
言
葉
を
通
し
て
行
わ
れ
た
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
教
団
は' 

そ
こ
で
教
言
が
説
か
れ 

る
こ
と
に
よ
っ
て
念
仏
す
る
者
を
生
み
出
し' 

そ
し
て
念
仏
す
る 

仲
間
に
加
わ
っ
た
者
に
、
常
楽
・
寂
滅
の
功
徳
を
内
実
と
す
る
涅 

槃
の
境
界
を
開
示
す
る\

そ
れ
が
本
来
の
意
義
で
あ
る
。
な
ぜ
な
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ら
、
教
団
の
存
在
は
、
諸
仏
の
称
名
を
誓
う
本
願
が
根
拠
と
な
っ 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
親
鸞
が
、

『教
行
信
証
』

の 

「行
巻
」

で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

親

鸞

は

「
行
巻
」

で' 

諸
仏
の
称
名' 

つ
ま
り
諸
仏
に
よ
っ
て 

説
か
れ
る
真
実
の
教
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
法
を
、
 

「大
行
」

で

あ

る

「
称
無
碍
光
如
来
名
」
と
い
う
了
解
を
示
し
て 

い
た
。

そ
し
て
そ
の
称
名
に
よ
っ
て
、

「
破
闇
満
願
」
と
い
う
体 

験
が
恵
ま
れ
る
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
破
闇
満
願
の
事 

実
は
、
菩
薩
の
初
地
で
あ
る
歓
喜
地
に
至
る
こ
と
と
同
じ
内
容
だ 

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
歓
喜
地
に
至
る
と
は
ど
う
い
う
こ 

と
な
の
か
と
い
う
と
、
親

鸞

は

「
如
来
の
家
に
生
ま
れ
る
」

こ
と 

で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
。

こ

の

「
如
来
の
家
」

は
、

得
一
一
初
地
一
已
名
ー
ー-
生
一
一
如
来
家
一
一
切
天
龍
夜
叉
乾
闔
婆
乃 

至

声

聞

辟

支

等

所-
一
共
供
養
恭
敬
「
何
以
故
是
家
無
ー
一
一
有-
一
過 

咎
一 

(

定
本
ニ
五
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
、
如
来
の
眷
属
た
ち
が
共
に
供
養
し
恭
敬
し
あ
う 

世
界
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
大
行
で
あ
る
称
名
は
、
 

こ
の
よ
う
な
如
来
の
眷
属
の
共
同
体
を
形
成
す
る
法
で
あ
る
と
、
 

親
鸞
は
了
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
称
名
に
よ
っ
て
開 

示

さ

れ

る

「
如
来
の
家
」

は
、

「
証
巻
」

に
お
い
て
、
往
相
回
向

の
心
行
に
開
示
さ
れ
る
、
先
に
尋
ね
た
眷
属
功
徳
を
内
実
と
す
る 

よ
う
な
無
上
涅
槃
の
境
界
と
し
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て 

い
る
。

清
沢
に
お
け
る
破
闇
満
願
、

つ
ま
り
煩
悶
苦
悩
を
引
き
起
こ
し 

て
く
る' 

自
己
と
外
物
他
人
と
の
関
係
に
決
着
が
つ
い
た
の
も
、
 

実
は
、
如
来
の
眷
属
に
加
え
ら
れ
た
と
い
う
自
覚
を
得
た
こ
と
に 

よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

吾
人
は
現
に
彼
の
光
明
の
懐
抱
中
に
在
る
な
り
。
吾
人
は 

将
来
永
く
彼
の
光
明
懐
抱
中
に
あ
る
べ
し
。
吾
人
は
彼
の
光 

明
が
、
現
に
吾
人
を
指
導
し
っ
ゝ
あ
る
事
を
認
知
す
る
な
り
。
 

吾
人
は
彼
の
光
明
を
依
信
す
る
の
安
泰
を
得
っ
ゝ
あ
り
。
吾 

人
は
吾
人
の
み
な
ら
ず
、

一
切
衆
生
が
吾
人
と
同
じ
く
、
彼 

の
光
明
の
摂
取
中
に
あ
る
事
を
信
ず
る
な
り
。
故
に
吾
人
は
、
 

一
切
衆
生
と
共
に
彼
の
光
明
中
の
同
朋
た
る
事
を
信
ず
る
な 

り
。
吾
人
は
同
朋
間
の
同
情
を
大
要
義
と
信
ず
る
な
り
。

(

全
集
六
・
四
ー 

ー
ー
四
一
ニ
頁) 

こ

れ

は

「
他
力
信
仰
の
発
得
」
と
題
さ
れ
る
文
章
の
一
節
で
あ 

る
が
、

こ
の
よ
う
に
清
沢
は
、
宗
教
的
信
念
の
確
立
に
お
い
て
、
 

自
我
を
依
止
と
す
る
心
は
完
全
に
翻
さ
れ
て

、

「
無
限
」
と
表
現 

さ
れ
る
如
来
の
光
明
中
に
あ
る
有
限
存
在
な
る
自
己
が
自
覚
的
に 

認
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
重
要
な
の
は
、
自
己
が
如
来
の
摂
取
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中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
一
切
衆
生
も
同
じ 

よ
う
に
如
来
の
摂
取
中
に
あ
り
、
自
己
と
一
切
衆
生
と
は
如
来
光 

明
中
の
同
朋
と
い
う
関
係
を
持
ち
合
っ
て
い
る
と
い
、つ
自
覚
を
獲 

得
し
て
い
る
こ
と
だ
。

こ
の
目
覚
め
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
思
い
通
り 

に
な
ら
な
い
外
物
他
人
と
自
己
と
の
関
係
性
は
、

一
気
に
解
決
さ 

れ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
外
物
他
人
は
、
自
己
と
別

⑪
 

個
の
も
の
で
は
な
く
、
如
来
よ
り
自
己
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
は 

っ
き
り
と
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

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
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
。 

只
だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、
亦
た 

憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
如 

何
に
況
は
ん
や
、
此
よ
り
而
下
な
る
事
件
に
於
い
て
を
や
。 

追
放
可
な
り
、
獄
牢
甘
ん
ず
べ
し
。
誹
謗
攢
斥' 

許
多
の
凌 

辱
、
豈
に
意
に
介
す
べ
き
も
の
あ
ら
ん
や
。
否
な
之
を
憂
ふ 

る
と
雖
も
、
之
を
意
に
介
す
と
雖
も
吾
人
は
之
を
如
何
と
も 

す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
我
人
は
寧
ろ
只
管
絶
対
無
限
の
吾
人 

に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。(

全
集
七
・
三
八
〇
頁) 

清
沢
は
、
自
己
と
外
物
他
人
と
の
間
で
生
じ
て
く
る
困
難
な
状

況

を

「
死
生
の
こ
と
、
追
放
、
獄
牢
、
誹
謗
擴
斥
、
凌
辱
」
と
い 

う
言
葉
で
赤
裸
々
に
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
如
来
の
摂
取 

中
に
あ
る
自
己
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
思
い
で
は
ど 

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
外
物
他
人
は
、
如
来
よ
り
与
え
ら
れ
た 

も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ 

と

を

清

沢

は

「
楽
し
ま
ん
か
な
」
と
ま
で
い
う
の
で
あ
る
が
、

そ 

れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

一
度
如
来
の
慈
光
に
接
し
て
見
れ
ば
、
厭
ふ
べ
き
物
も
な 

け
れ
ば'

嫌
ふ
べ
き
事
も
な
く
、

一
切
が
愛
好
す
べ
き
も
の
、
 

尊
敬
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
世
の
事
々
物
々
が
光
り 

を
放
つ
や
う
に
な
る
。
所
謂
楽
天
と
は
こ
の
境
遇
で
あ
ら
う
。 

茲
に
到
っ
て
宗
教
的
信
念
の
極
致
に
達
し
た
も
の
と
云
は
な 

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

(

全
集
六
・
一
四
四
頁) 

こ
の
よ
う
に
、
如
来
の
摂
取
中
に
あ
る
自
己
を
見
出
す
と
同
時 

に
、
他
の
一
切
万
物
も
同
じ
よ
う
に
如
来
の
摂
取
中
に
あ
る
も
の 

で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
光
を
放
つ
よ
う
に
な
り
、
愛
好
す
べ
き
も 

の
、
尊
敬
す
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。 

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
内
容
の
自
覚
の
獲
得
が
、
清
沢
に
お
け
る 

万
物
一
体
の
観
念
の
宗
教
的
感
得
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り' 

そ 

れ
を
親
鸞
に
返
す
な
ら
ば
、
涅
槃
の
境
界
の
自
証
と
い
え
る
も
の 

だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
世
界
を
、
清
沢
は
、
自
ら
が
身
を
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置
い
た
真
宗
大
谷
派
と
い
う
教
団
に
感
得
し
た
の
で
は
な
い
か
と 

思
う
の
で
あ
る
。

お
わ

り

に

清
沢
が
関
わ
り
は
じ
め
た
頃
の
教
団
は
、
清

沢

自

身

「
僧
風
の 

衰
退
」
を
感
じ
て
い
た
よ
う
に' 

逆
縁
と
も
い
え
る
よ
う
な
も
の 

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
う
い
う
状
況
に
悲
歎
を
感
じ
て
、
教
団
の 

改
革
に
奮
闘
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
思
い
通
り
に
は
い
か
ず
憂
愁 

の
中
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
教
団
自
身
が
、
雑
生
の
世
界
と
い
う
現
実
を 

清
沢
に
目
の
当
た
り
に
さ
せ
、
人
間
が
煩
悶
苦
悩
す
る
存
在
で
あ 

る
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
通 

し
て
、
親
鸞
の
教
言
を
聞
思
し
、
自
己
を
問
う
、
そ
う
い
う
機
会 

を
清
沢
に
恵
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
宗
教
的
信
念
の
確
立
し 

た
時
に
は
、

「
如
来
光
明
中
の
同
朋
」
、

そ
う
い
う
世
界
に
目
ざ
め 

さ
せ
る
場
に
、
教
団
自
身
が
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
流
れ
を
尋
ね
る
と
、

こ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
は
、
実 

は

本

願

の

促

し
で

は

な

か

っ

た

か
と

思
わ

れ
て

く

る

。

つ
ま
り 

「
衆
の
た
め
に
法
蔵
を
開
き
て
広
く
功
徳
の
宝
を
施
せ
ん
。
常
に 

大
衆
の
中
に
し
て
説
法
獅
子%

せ
ん
」
と
誓
い
、

「
心
を
至
し
信 

楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
呼
び
か
け
、

「大
涅
槃

を
証
せ
ず
は
、
菩
提
を
取
ら
じ
」
と
誓
っ
た
本
願
が
、
教
団
と
い 

う
姿
で
清
沢
に
お
い
て
具
現
し
、
求
道
の
歩
み
を
支
え
た
の
で
あ 

る
。凡

例 
引
用
文
の
出
典
は
、
次
の
よ
う
に
略
記
し
た
。

全
集
—

『清
沢
満
之
全
集
』(

法
蔵
館) 

定
本I

『定
本
教
行
信
証
』(

法
蔵
館) 

漢
字
に
つ
い
て
は
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。

注
①
 

安

冨

信

哉

『清
沢
満
之
と
個
の
思
想
」(

法
蔵
館)

ニ
ー
七
頁
参 

照
。

②
 

今
村
仁
司
氏
は
、
清

沢

は

「
西
洋
の
哲
学
的
存
在
論
と
仏
教
存
在 

論
と
が
出
会
え
る
理
論
的
な
土
俵
に
お
い
て
、
出
会
い
を
経
験
し
、
 

し
か
も
こ
の
出
会
い
の
成
果
を
自
己
の
言
語
で
首
尾
一
貫
し
て
記
述 

し
よ
う
と
し
た
稀
な
人
物
で
あ
る
」
と
し
、
満
之
の
思
想
を
正
確
に 

理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
お 

く
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。(

『現
代
語
訳
清
沢
満
之
語
録
』

(

岩
波
現
代
文
庫)

四
六
三
頁)

③
 

寺
川
俊
昭
氏
は
「教
学
の
課
題
」
に
つ
い
て
、
明
確
な
了
解
を
次 

の
よ
、つ
に
ー
75
し
て
い
る
。

凡
そ
浄
土
真
宗
に
お
け
る
教
学
の
基
本
課
題
は
、:.

選
択
本 

願
の
行
信
と
し
て
獲
得
さ
れ
体
験
せ
ら
れ
る
浄
土
真
宗
の
真
理 

性
を
開
顕
す
る
こ
と
、
こ
の
一
語
に
尽
き
る
の
だ
と
私
は
思
う
。
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④⑦ ⑥⑤⑧

(

「真
宗
興
隆
——

浄
土
真
宗
に
お
け
る
教
団
と
教
学
——

」 

(

『親
鸞
教
学
』
四
三
号1

ハ
ハ
頁) 

安
田
理
深
の
教
団
論
に
つ
い
て
は
、
木
越
康
氏
が
「真
宗
教
団
論 

——
安
田
理
深
に
お
け
る
教
団
論
の
展
開
—
」(

『親
鸞
教
学
』
六
ー 

号)

で
、
く
わ
し
く
論
じ
て
い
る
。
私

が

「教
団
と
は
何
か
」
を
考 

え
る
上
で
、
多
く
の
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
 

寺
川
俊
昭
『清
沢
満
之
論
」(

文
栄
堂)

九
九
頁
。

『教
学
報
知
」
第

三

号

「東
六
紛
々
雑
聞
」(

全
集
四
・
六
〇
三 

I

六
〇
四
頁)

参
照
。

木
越
康
氏
は
安
田
理
深
の
「人
間
の
も
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
問
題 

を
媒
介
に
し
て
、
信
仰
を
明
ら
か
に
す
る
場
所
と
な
る
。
そ
う
い
う 

と
こ
ろ
に
教
団
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
、
 

次
の
よ
う
に
い
う
。

教
団
の
現
実
社
会
に
お
け
る
そ
の
本
来
性
・
純
粋
性
の
喪
失 

は
、
信
仰
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
場
で
こ
そ
あ
れ
、
決
し
て
そ 

の
教
団
が
立
っ
た
教
学
の
不
実
や
偽
り
の
証
明
で
は
な
い
の
で 

あ
る
。
安
田
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
限
界
性
か
ら
く
る
様
々
な
問 

題
を
媒
介
と
し
て
信
仰
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
教 

団
は
そ
の
存
在
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
と
言
う
。
現
実
と
の 

緊
張
関
係
に
お
い
て
、
堕
落
の
主
体
的
責
任
を
損
わ
ず
に
そ
れ 

を
背
負
っ
て
い
く
こ
と
に
こ
そ
教
団
の
存
在
の
意
味
が
あ
り
、
 

背
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。(

前
掲
論
・
六
九
—
七
〇
頁) 

「又
言
」
以
下
は
、
原
典
で
あ
る
曇
鸞
の
『浄
土
論
註
』

で
は 

「大
義
門
功
徳
」
の
文
な
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
功
徳
の
名
を
し
る 

し
て
い
な
い
。
こ
の
文
も
「眷
属
功
徳
」
の
内
容
と
し
て
親
鸞
は
了

解
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
検
討
が
必
要
な
所
だ
ろ
う
が
、
こ
の
二
つ
の 

功
徳
を
別
の
も
の
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑨ 

寺

川

・
前
掲
書
七
七
頁
。

⑩ 

木

越

・
前
掲
論
五
九
頁
。

⑪

長
谷
正
當
「思
想
連
関
か
ら
見
た
清
沢
満
之
」(

『清
沢
満
之
——

 

そ
の
人
と
思
想!
!

』(

法
蔵
館)

藤
田
正
勝
・
安
冨
信
哉
編
所
収 

ハ
五
頁)
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