
歎

異

の

精

神

!

「
流
罪
記
録
」
添
付
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て⑴

I

楽 

真

は

じ

め

に

『
歎
異
抄
』

は
原
本
と
い
う
べ
き
も
の
が
現
存
し
て
お
ら
ず
、
写
本
お
よ
び
版
本
が
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
形
態
の
上 

か
ら
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
末

尾

に

「
流
罪
記
録
」

お

よ

び

蓮

如

の

「
右
斯
聖
教
者
為
当
流
大
事
聖
教
也
。
於
無
宿
善
無 

左
右
不
許
之
者
也
」

と
い
う
奥
書
が
有
る
も
の
と
無
い
も
の
と
が
あ
る
。
今

、
写
本
の
中
で
も
特
に
主
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に 

な
っ
て
い
る
。

① 

流
罪
記
録' 

奥
書
を
有
す
る
も
の

蓮

如

書

写

本

〔
西
本
願
寺
蔵
書
写
年
代
不
詳
〕

永

正

本
(

端
坊
旧
蔵
本
と
も
呼
ば
れ
る)

〔
大
谷
大
学
所
蔵 

永

正
(

一
五
一
九)

十
六
年
書
写
〕

②
 

流
罪
記
録
、
奥
書
が
無
い
も
の

美

濃

専

精

寺

所

蔵

本

〔永

正

十

三

年(

一
五
ニ
ハ)

書
写
〕

龍

谷

大

学

所

蔵

本

〔室
町
時
代
末
期
書
写
〕
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⑤
 

端

坊

旧

蔵

別

本(

大
谷
大
学
本
と
も
呼
ば
れ
る)

〔
大
谷
大
学
所
蔵 

室
町
時
代
末
期
書
写
〕 

細
か
な
異
同
に
つ
い
て
は
今
は
措
く
と
し
て' 

大
き
く
分
け
て
何
故
に
二
つ
の
系
統
の
写
本
が
存
在
す
る
の
か
、

「
流
罪
記
録
」

の
意
味 

す
る
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
古
来
よ
り
様
々
に
推
測
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

そ
の
際
に
、

『
歎
異
抄
』

の
結
び
に
お 

い

て

「
大
切
の
証
文
ど
も
少
々
ぬ
き
い
で
ま
い
ら
せ
そ
う
ら
い
て
、

目
や
す
に
し
て
こ
の
書
に
そ
え
ま
い
ら
せ
て
そ
う
ろ
う
な
り
」

と
述 

べ

ら

れ

て

い

る

「
大
切
ノ
証
文
」
が
何
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題
と
も
結
び
つ
い
て
、
諸
説
紛
々
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。

ま

た

「
流
罪 

記
録
」
と
い
う
呼
祢
も
、
『
歎
異
抄
』
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
後
世
に
な
っ
て
様
人
に
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
『
歎
異
抄
』 

の
記
述
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
文
は
決
し
て
親
鸞
が
流
罪
に
遭
っ
た
と
い
う
こ
と
を
記
す
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
法 

然
あ
る
い
は
親
鸞
が
流
罪
に
遭
っ
た
記
録
と
い
う
印
象
の
み
を
与
え
る
呼
称
は
避
け
た
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
今
は
、

ー
 

般

的

に

言

わ

れ

て

い

る

「
流
罪
記
録
」

の
呼
称
を
便
宜
上
用
い
て
お
き
た
い
。

こ
の
小
論
は
、
『
歎
異
抄
』

の
原
本
の
形
態
を
推
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
。

ま
た
、

大
切
の
証
文
が
何
で
あ
る
か
を
特 

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。

そ

の

よ

う

な

こ

と

に

先

立

っ

て

「
流
罪
記
録
」
添
付
に
必
然
性
は
あ
る
の
か
を
考
え
、

必
然
性
が
あ 

る
と
す
れ
ば
何
を
我
々
に
訴
え
る
も
の
で
あ
る
か
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
原
本
を
特
定
で
き
な
い
限
り
、
何
を
述
べ 

て
も
憶
測
の
域
を
出
な
い
と
い
う
問
題
は
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

「
流
罪
記
録
」

を
末
尾
に
有
す
る
写
本
が
現
存
す
る
こ
と
は
事
実
で 

あ
る
。

そ
れ
が
何
故
置
か
れ
て
い
る
の
か
、

そ

の

こ

と

の

意

味

を

『
歎
異
抄
』

の
課
題
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
み
よ
う
と
す 

る
も
の
で
あ
る
。

1
 

「
流

罪

記

録

」

に

つ

い

て

の

見

解

『
歎
異
抄
』
研
究
に
お
い
て
出
色
の
も
の
と
い
え
ば
、
妙
音
院
了
祥
の
業
績
を
ま
ず
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

了
祥
は
香
月
院
深
励 

の
元
に
あ
り
な
が
ら
独
自
の
学
び
を
進
め
、

そ
れ
ま
で
定
説
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
、

い
く
つ
も
の
新
た
な
視
点
を
与
え
た
。

『
歎
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異
抄
』

の
作
者
が
唯
円
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、

了
祥
に
よ
っ
て
詳
し
い
考
証
の
も
と
に
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

周
知
の 

こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
今

日

の

『
歎
異
抄
』
研
究
に
お
い
て
も
、

了
祥
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

『
歎
異
抄
聞
記
』(

天
保
十
二
年
の
講
義
の
筆
録)

の
中
で
、

了

祥

は

「
大
切
の
証
文
」

に

つ

い

て

論

ず

る

と

こ

ろ

で

「
流
罪
記
録
」

に
っ 

い
て
触
れ
て
い
る
。

大
切
の
証
文
ど
も
ぬ
き
い
で
て
、

目
や
す
に
し
て
そ
え
る
と
は
、
『
末
灯
鈔
』
は
す
え
の
も
の
な
れ
ど
も
、
『
御
消
息
』

は
古
い
も
の 

ぢ
ゃ
で
、
其

の

『
御
消
息
』

か
ら
も
ぬ
き
出
し
、

『
御
本
書
』

か
ら
も
ぬ
き
出
し
、
御
流
罪
の
処
の
一
章
は
私
に
そ
え
て
、

多
分
に 

随
っ
て
、
直

ち

に

吾

祖

の

『
御
本
書
』
、
或

は

『
御
消
息
』

を
ぬ
き
出
し
て
そ
え
た
を
、
「
大
切
の
証
文
」
と
云
う
た
も
の
と
思
え
る 

な
り
。 

(

『
歎
異
抄
聞
記
』

ー
ー
頁) 

了

祥

は

こ

こ

で

『
歎
異
抄
』

の

作

者

が

「
私
に
そ
え
」

た

も

の

と

し

て

「
御
流
罪
の
処
の
一
章
」
を
捉
え
て
い
る
。

そ
し
て'

『
血
脈
文 

集
』
を

中

心

と

し

た

聖

教

類

を

「
大
切
の
証
文
」
と
見
た
上
で
、

『
血
脈
文
集
』

の

内

容

が

『
歎
異
抄
』

と
重
な
る
こ
と
を
確
か
め
よ
う 

と
す
る
。

そ
の
中
、
な

ぜ

『
血
脈
文
集
』

の
第
五
に
流
罪
の
こ
と
が
出
る
か
を
問
う
て
、

第
五
章
は
流
罪
に
就
て
愚
禿
の
こ
と' 

こ
れ
賢
善
精
進
を
払
う
一
宗
の
大
事
。
 

(

同
右
一
四
頁) 

と
述
べ
て
い
る
。
『
歎
異
抄
』

の

「
流
罪
記
録
」

に
つ
い
て
直
接
に
論
及
す
る
と
い
う
よ
り
、
「
大
切
の
証
文
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す 

る
意
図
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が' 

「
流
罪
記
録
」

が

『
歎
異
抄
』

の
内
容
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ 

て
い
る
。

こ
れ
は
、
香

月

院

が

「
流
罪
記
録
」
を

『
歎
異
抄
』

と
一
向
に
関
係
の
な
い
も
の
と
見
て
い
た
の
に
対
し
て
、
画
期
的
な
視
点 

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、

こ
れ
以
降
、

数

多

く

の

『
歎
異
抄
』

に
関
す
る
注
釈
書
が
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、

「
流
罪
記
録
」
を

『
歎
異
抄
』

の
内
容 

と
の
関
連
で
論
究
す
る
も
の
は
多
い
と
は
言
え
な
い
。

中
に
は
、

「
流
罪
記
録
」
を

『
歎
異
抄
』
本
文
と
切
り
離
し
て
考
え
よ
う
と
す
る 

見
解
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、

そ
の
代
表
的
意
見
は
多
屋
頼
俊
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
理
由
を
、
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古
写
本
、
板
本
の
大
多
数
は
こ
の
文
を
載
せ
て
居
ら
ず
、
蓮
如
上
人
本
や
永
正
本
も
紙
を
別
に
し
て
本
文
と
は
区
別
し
て
い
る
。

こ 

れ
は
此
の
文
を
古
来
本
文
の
一
部
分
と
は
見
て
居
な
か
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

昭
和
十
四
年
初
版
、
昭
和
十
九
年
改
版
『
歎
異
抄
新
註
』
解
題
亠
ハ
頁)

と
述
べ
、

古
人
は
書
中
の
人
物
の
伝
紀
系
譜
等
を
巻
子
本
の
裏
、
冊
子
の
奥
等
に
備
忘
的
に
書
き
付
け
る
事
は
一
向
に
珍
し
く
な
い
事
で
あ
る
。
 

右
の
如
き
、
後
人
の
書
き
添
え
た
裏
書
に
相
違
な
い
。
即
ち
こ
の
文
は
承
元
の
法
難
及
び
其
に
関
連
し
て
愚
禿
親
鸞
と
称
せ
ら
れ
た 

事
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
、
親
舞
聖
人
伝
中
の
重
要
な
一
項
で
あ
る
。
 

(

同
右) 

と
も
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、

『
歎
異
抄
』

と
全
く
無
関
係
と
は
し
て
い
な
い
ま
で
も
、
結

局

の

と

こ

ろ

「
歎
異
抄
と
し
て
は
本
来
無
か 

っ
た
も
の
と
云
い
得
る
」
と
断
定
し
て
い
る
。

一
方
、
了
祥
の
見
解
を
承
け
な
が
ら'

「
流
罪
記
録
」

の
意
味
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
意
見
も
あ
る
。

た
と
え
ば
梅
原
真
隆
氏
は'

「
大 

切
の
証
文
」

か

ら

抜

粋

し

て

「
目
や
す
」
と
し
て
添
え
ら
れ
た
別
冊
の
断
片
と
し
て
配
流
の
記
録
を
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
 

目
や
す
の
別
冊
が
添
附
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
人
の
お
お
せ
が
い
よ
い
よ
権
威
あ
る
も
の
と
な
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
益
々
歎
異 

の
批
判
が
有
力
に
な
る
こ
と
を
考
慮
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

(

昭
和
二
十
九
年
初
版
『
歎
異
鈔
』

一
〇
六
頁) 

と
述
べ
、

歎
異
鈔
の
巻
尾
に
附
記
さ
れ
て
あ
る
配
流
の
記
録
は
、

こ
の
別
冊
の
一
断
片
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
配
流
の
記
録
は
承
元 

の
法
難
に
お
け
る
専
修
教
団
の
配
流
の
記
録
で
あ
る
。
断
片
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
然
と
親
鸞
と
師
資
同
罪
の
難
を
蒙
ら
れ
た
こ 

と
を
示
す
も
の
で
、
師
資
一
味
の
信
心
に
住
せ
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
有
力
な
文
献
で
あ
る
。 

(

同
右) 

と
押
さ
え
て
い
る
。

し
か
し
、
法
然
——
親
鸞
と
い
う
相
承
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
歎
異
の
批
判
を
有
力
に
し
よ
う
と
す
る
、 

こ
の
発
想 

が

『
歎
異
抄
』

の
課
題
と
重
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
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ま
た
、

石
田
瑞
磨
氏
は
、
了
祥
の
説
を
支
持
し
な
が
ら
、

幾

つ

か

の

聖

教

よ

り

「
ぬ
き
」

だ

さ

れ

た

「
大
切
の
証
文
」
が
ま
と
め
ら
れ
、

「
目
や
す
」

に
し
て
、

こ

の

『
歎
異
抄
』

の
巻
尾
に 

「
そ
え
」
ら
れ
た
も
の
が
、
実
際
あ
っ
て
、

そ
れ
が
別
冊
の
形
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
が
残
念
な
こ
と
に
流
罪
の
文
だ
け 

を
残
す
の
み
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
 

と
考
え
る
方
が
よ
り
正
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

昭
和
三
十
九
年
初
版
『
歎
異
抄
，
執
持
鈔
』
二
三
四
頁) 

と
述
べ
、

「
流
罪
記
録
」

に
つ
い
て
は
、

し
か
し
こ
れ
は
恐
ら
く
、

「
流
罪
記
録
」

の

原

文

が

「
親
鸞
改
僧
儀
賜
俗
名
。

仍
非
僧
非
俗
。

然
間
以
禿
字
為
姓
被
経
奏
問
了
。
 

:
:
:

」

と

述

べ

て

い

る

「
愚
禿
」

の
態
度
に
着
目
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
愚
禿
」

と
い
う
親
鸞
の
在
り
方
は
念 

仏
者
と
し
て
は
極
め
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
愚
か
な
才
覚
を
捨
て
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
示
し
た
、

そ
の
契 

機

を

語

る

か

ら

「
大
切
の
証
文
」
と
し
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

(

同
右) 

と
言
う
。
氏

は

「
流
罪
の
文
が
異
義
に
い
い
ま
ど
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
指
針
を
与
え
る
と
み
ら
れ
る
か. 

問
題
は
あ
る
。
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
愚
禿
」

の
態
度
に
着
目
し
よ
う
と

し
た
も

の
と

し
て

「
流
罪
記
録
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

こ
の
指 

摘
は
大
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が' 

内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
深
く
は
立
ち
入
ら
れ
て
は
い
な
い
。

こ

の

よ

う

な

中

で

「
流
罪
記
録
」

の
有
す
る
史
料
的
意
義
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
加
え
た
の
が
古
田
武
彦
氏
で
あ
る
。
氏

は

「
流
罪 

記
録
」

を

『
歎
異
抄
』
本
文
と
同
じ
原
著
者
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
た
上
で
、

『
歎
異
抄
』

に

添

え

ら

れ

た

「
目
安
」 

で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

そ

し

て

「
流
罪
記
録
」
(

氏
の
論
か
ら
言
え
ば' 

正

確

に

は

「
流
罪
記
録
を
含
む
目
安
」)

が
添
え
ら
れ
ね 

ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

親
鸞
を
失
っ
て
疎
外
状
況
の
み
を
遺
産
と
し
て
受
け
継
ぐ
と
い
う
歴
史
的
段
階
に
置
か
れ
た
原
著
者
に
と
っ
て
、

こ
の 

「
流
罪
記 

録
」
を

含

む

「
目
安
」

こ
そ
は
、
繰
り
か
え
し
試
み
ら
れ
た
、
体
制
と
そ
の
側
に
立
と
う
と
す
る
他
集
団
の
攻
撃
に
対
す
る
精
一
杯
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の
抗
議
の
言
葉
、
無
罪
証
明
の
戦
い
の
徴
証
な
の
で
あ
っ
た
。
(

昭
和
五
十
年
初
版
『
親
鸞
思
想!
!

そ
の
史
料
批
判!

』
三
九
六
頁) 

氏
の
史
料
検
討
の
内
容
に
対
し
て
一
々
論
ず
る
ヵ
は
な
い
が
、

「
体
制
と
そ
の
側
に
立
と
う
と
す
る
他
集
団
の
攻
撃
に
対
す
る
精
一
杯
の 

抗
議
」
と

い

う

課

題

が

『
歎
異
抄
』

に
果
た
し
て
あ
っ
た
か
、

と
い
う
点
に
関
し
て
は
疑
問
を
感
ず
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地 

が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
近

年

出

版

さ

れ

た

佐

藤

正

英

著

『
歎
異
抄
論
註
』

は
、

こ

れ

ま

で

の

『
歎
異
抄
』
研

究

を

踏

ま

え

な

が

ら

『
歎
異
抄
』

の
原
形 

に
つ
い
て
、
新
し
い
見
解
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
中
で
氏
は'

「
流
罪
記
録
」

に

つ

い
て

類

似

の

文

書

が

『
血
脈
文 

集
』
や

覚

如

の

『
拾
遺
古
徳
伝
』

に
も
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、

〔
流
罪
目
録
〕

は
覚
如
の
蒐
集
し
た
親
鸞
の
流
罪
に
関
わ
る
記
録
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蓮

如

が

『
歎
異
抄
』

を 

見
出
し
た
と
き
、
同

じ

処

で

〔流
罪
目
録
〕

を
も
見
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。 

(

前
提
書
六
五
八) 

と
述
べ
、
「
流
罪
記
録
」

が
蓮
如
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
、

大
切
の
証
文
と
の
関
連
で
、
先 

行
研
究
を
ま
と
め
て
紹
介
す
る
中
で
、
流
罪
目
録
は
そ
の
残
欠
と
解
す
る
了
祥
の
説
に
触
れ
て
い
る
。

し
か
し' 

氏

は

「
流
罪
目
録
が
親 

鸞
の
仰
せ
の
趣
旨
と
ど
の
よ
う
に
重
な
っ
て
い
る
か
が
判
然
と
し
な
い
と
い
う
致
命
的
な
難
点
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、
梅

原

真

隆

，
石
田

⑨
 

瑞
曆
両
氏
の
説
も
そ
の
難
点
を
解
消
し
え
て
い
な
い
と
言
う
。
 

以
上
、
長
々
と
先
学
の
見
解
を
概
観
し
て
き
た
。

そ

れ

ぞ

れ

「
流
罪
記
録
」
添
付
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
は
い
る
が
、

『
歎
異
抄
』

の 

内
容
に
立
ち
入
っ
て
、

そ
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
親
鸞
の
流
罪
や
愚
禿
の
名
乗
り
と
い
っ
た
行
実
面
に
っ 

い
て
補
強
す
る
も
の
と
捉
え
る
に
し
て
も
、
何

故

「
流
罪
記
録
」

に
依
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
が
述
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
本 

文
と
関
係
の
な
い
も
の
が
紛
れ
込
ん
だ
と
見
る
な
ら
ば
、
実

際

に

蓮

如

本

を

は

じ

め

と

し

て

『
歎
異
抄
』

が

「
流
罪
記
録
」

を
付
け
て
書 

写
さ
れ
て
き
た
事
実
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
外
側
か
ら
の
検
討
に
加
え
て
、
 

『
歎
異
抄
』
が
語
る
言
葉
自
身
に
尋
ね
て
い
く
と
い
う
方
法
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、

「
流
罪
記
録
」
を
有
し
な
い
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写
本
も
現
存
し
て
い
る
限
り
、

軽
々
な
判
断
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

『
歎
異
抄
』

が
歎
異
し
て
い
る
事
柄
は
何
で
あ
る
の
か
を 

尋
ね
る
こ
と
を
通
し
て
、

『
歎
異
抄
』

の
課
題
を
う
か
が
い
、

そ

の

課

題

と

「
流
罪
記
録
」
が
関
連
を
も
つ
か
否
か
を
次
に
考
え
て
い
き 

た
い
。

2

歎

異

さ

れ

て

い

る

こ

と

竊
廻
一
ー
愚
案
一
粗
勘
二
古
今
へ
歎
一
ー
異
先
師
口
伝
之
真
信
へ
思
レ
有
ー
ー
後
学
相
続
之
疑
惑
へ
幸
不
レ
依
ー-
有

縁

知

識-

者
、

争
得
レ
入
ー
ー
易
行
ー 

門
一
哉
。
全
以
ー
ー
自
見
之
覚
悟
—'4
莫
レ
乱
一
ー
他
力
之
宗
旨
『
仍
、
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
之
趣
、

所
レ
留
ー
ー
耳
底7

聊
注
レ
之
。

偏
為
レ
散
ー
ー
同 

心
行
者
之
不
審
一
也
云
み
。 

(

定
親
全
四
言
行
篇
ー
・
三
頁) 

こ

の

言

葉

か

ら

『
歎
異
抄
』

は
始
ま
る
。
そ
の
始
め
に
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歎

異

と

は

「
先
師
口
伝
の
真
信
に
異
な
る
こ
と 

を
歎
く
」
と
い
う
意
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
続

け

て

「
後
学
相
続
の
疑
惑
あ
る
こ
と
を
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に' 

親
鸞
の
教
え
が
後 

の
世
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
が
故
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
歎
異
抄
』

の
作
者
で
あ
る
唯
円
が
見
て
い
た
も
の
は
、

親
鸞
亡
き 

後
、
親
鸞
の
教
え
が
見
失
わ
れ
て
い
こ
う
と
す
る
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
親
鸞
の
教
え
に
集
う
人
々
が
少
な 

く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
確
か
に
親
鸞
か
ら
直
接
に
教
え
を
受
け
た
者
は
年
月
の
経
過
と
と
も
に
減
っ
て
い 

く
だ
ろ
う
が
、
『
歎
異
抄
』

は
そ
の
こ
と
を
歎
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

歎
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

親
鸞
の
教
え
が
教
え
と
し
て
実
を 

も
っ
て
相
続
さ
れ
て
い
く
と
い
う
質
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
語
っ
て
い
る
の
が
、

具
体
的
に
起
こ
っ
て
い
る
異
義
に
対
し
て
一
つ 

一
つ
批
判
を
加
え
て
い
く
際
に
、
批
判
の
立
場
を
確
か
め
る
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
か
の
御
在
生
の
む
か
し' 

お
な
じ
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
し
て
、
 

あ
ゆ
み
を
遼
遠
の
洛
陽
に
は
げ
ま
し
、
信
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
 

心
を
当
来
の
報
土
に
か
け
し
と
も
が
ら
は
、
同
時
に
御
意
趣
を
う
け
た
ま
は
り
し
か
ど
も
、

そ
の
ひ
と-

^

に
と
も
な
ひ
て
念
仏
ま 

ふ
さ
る
ゝ
老
若
そ
の
か
ず
を
し
ら
ず
お
は
し
ま
す
な
か
に
、
上
人
の
お
ほ
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
を' 

近
来
は
お
ほ
く
お
ほ
せ
ら
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れ
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
う
よ
し
、

つ
た
へ
う
け
た
ま
は
る
、

い
は
れ
な
き
条
々
の
子
細
の
こ
と
。 

(

定
親
全
四
言
行
篇
一
・
一
三
頁) 

「
上
人
の
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
を
、

近
来
は
お
お
く
お
お
せ
ら
れ
お
う
て
そ
う
ろ
う
」
、

こ
れ
が
唯
円
が
伝
え
聞
い
て
い
た
当 

時
の
現
状
で
あ
っ
た
。
親
鸞
か
ら
直
接
に
教
え
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
念

仏

に

縁

を

も

つ

者

が

「
老
若
そ
の
か
ず
を
し
ら
ず
お
わ 

し
ま
す
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
人
々
の
中
に
上
人
の
仰
せ
で
な
い
異
義
が
言
い
合
わ
れ
て
い
る
、

そ 

の

こ

と

が

唯

円

を

し
て

「
後
学
相
続
の
疑
惑
あ
る
こ
と
を
思
う
」
と
言
わ
し
め
、

そ
れ
ら
の
異
義
が
い
わ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を 

確
か
め
さ
せ
ず
に
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
親
鸞
を
た
ず
ね
て
は
る
か
京
ま
で
歩
み
を
運
ん
だ
仲
間
た
ち
は
、
上
人
の
お 

お
せ
を
直
に
聞
き' 

ま
た
そ
の
趣
意
を
受
け
止
め
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
唯
円
自
身
も
入
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
う 

い
う
自
分
達
を
通
し
て
念
仏
に
縁
を
も
っ
た
者
が
上
人
の
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
を
言
い
合
う
。
そ
れ
は' 

実
に
上
人
の
お
お
せ
を
聞 

き
な
が
ら
、

そ
れ
を
後
の
人
々
へ
と
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
、
自
分
達
の
責
任
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
意
味
で
、

「
同
時
に
御
意
趣
を
う
け
た
ま
わ
り
し
か
ど
も
」

と
い
う
言
葉
は
、
 

昔
は
良
か
っ
た
と
親
鸞
在
世
を
懐
か
し
む
言
葉
で 

は
決
し
て
な
い
。
自
分
達
は
本
当
に
親
鸞
の
意
趣
を
受
け
止
め
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、
教
え
を
聞
い 

た
者
の
使
命
を
確
認
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
念
仏
す
る
者
が
多
く
な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
教
え
が
相
続
さ
れ
て
い
る
と
は 

限
ら
な
い
。

「
老
若
そ
の
か
ず
し
ら
ず
お
わ
し
ま
す
」

と
い
う
現
状
の
中
で

親
鸞
の
教
え
が
見
失
わ
れ
て
い
く
と
い
う
危
機
感
を
『
歎
異 

抄

』

は
有
し
て
い
る
。

そ
れ
故'

『
歎
異
抄
』

を
貫
通
す
る
も
の
は
、

「
上
人
の
お
お
せ
」

で
あ
る
。
上
人
の
お
お
せ
が
実
質
を
も
っ
て
伝 

わ
っ
て
い
く
こ
と
、
 

そ
れ
が
第
一
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
序
の
文
章
を
振
り
返
る
と
、
唯
円
が
親
鸞
か
ら
聞
き
決
し
て
忘
れ
る 

こ
と
の
で
き
な
い
言
葉
、

さ
ら
に
言
え
ば
、
唯
円
が
今
な
お
聞
き
続
け
て

い
る
言
葉
を
書
き
付
け
る
こ
と
を
通
し
て

「
上
人
の
お
お
せ
」 

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
唯
円
の
姿
勢
は
、
自
ら
の
見
解
を
正
統
と
位
置
づ
け' 

そ
れ
に
よ
っ
て
他
を
裁
い
て 

い
く
と
い
う
質
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

こ

の
姿
勢
と
よ
く
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
覚
如
の
『
改
邪
鈔
』

が
あ
る
。
親
鸞
の
曾
孫
で
あ
る
覚
如
も
ま
た
、
時
代
は
唯
円
よ
り
五
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十
年
ほ
ど
下
る
が
、
や
は
り
親
鸞
の
教
え
に
縁
を
も
つ
者
が
互
い
に
言
い
争
う
状
況
を
見
て
い
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
覚
如
の
取
っ
た 

方
法
は
唯
円
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
覚

如

に

は

『
改
邪
鈔
』

の

他

に

も

『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』
『
口
伝
鈔
』
『
執
持
鈔
』
な
ど
の
著 

作
が
あ
る
が
、 

い
ず
れ
も
本
願
寺
を
中
心
と
し
て
教
団
を
束
ね
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ

の

中

で

『
改
邪 

鈔
』

は
親
鸞
の
教
え
の
正
統
を
、
如
信
を
介
し
て
自
分
が
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
邪
を
改
め
て
い
く
と
い
う
形
に
な 

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
覚
如
の
課
題
は
別
に
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
唯
円
の
姿
勢
と
の
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑪
 

ま
た' 

も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、

『
歎
異
抄
』
が
作
者
名
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
も
原
本
で
確
認
す
る
と 

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
無
記
名
で
あ
っ
た
と
速
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

た
だ
、

「
上
人
の
お
お
せ
」
を
明
ら
か
に
し
よ 

う

と

す

る

こ

と

に

『
歎
異
抄
』

の
課
題
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
自
分
の
名
前
を
残
す
必
要
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
実
際 

問
題
と
し
て
は
、

「
上
人
の
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
」
を
互
い
に
言
い
争
う
よ
う
な
状
況
下
で
は
、

名
前
を
記
す
こ
と
は
か
え
っ
て
新 

た
な
争
い
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、

『
歎
異
抄
』

は
具
体
的
な
問
題
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に 

は
違
い
な
い
が
、
決
し
て
あ
る
特
定
の
状
況
の
み
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
時

と

処

を

超

え

て

は

た

ら

く

「
上
人
の
お
お 

せ
」
を
掲
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
上
人
の
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
」

は
何
故
に
起
こ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
歎
異
抄
』

は
異
義
を
具
体
的
に
ハ
ヶ
条
上
げ 

た
上
で
、

そ

の

原

因

を

「
右
条
み
は
、

み
な
も
っ
て
信
心
の
こ
と
な
る
よ
り
、

こ
と
お
こ
り
そ
う
ろ
う
か
」
と
端
的
に
押
さ
え
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
「
信
心
の
こ
と
な
り
」
と
い
う
問
題
が
、

親
鸞
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
起
こ
っ
て
き
た
事
柄
で
は
な
く
、

親
鸞 

が
生
き
て
い
る
時
に
も
、

否
、
親
鸞
の
師
で
あ
る
法
然
上
人
が
お
い
で
に
な
る
時
に
も
す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
問
題
で
あ
る
こ
と
を
確
か 

め
て
い
る
。

「
信
心
一
異
の
相
論
」

と
呼
ば
れ
る
吉
水
門
下
の
他
の
弟
子
達
と
親
鸞
と
の
問
答
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

親

鸞

が

「
善
信
が
信
心
も
聖
人
の
御
信
心
も
ひ
と
つ
な
り
」

と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
勢

観

房

・
念
仏
房
を
は
じ
め
と
す
る
御
同
朋 

達
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
信
心
に
対
す
る
立
場
の
違
い
を
際
だ
た
せ
る
こ
と
に
な
る
。
勢
観
房
た
ち
に
と
っ
て
は
、
信
心
が
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- 

っ
で
あ
る
と
い
う
親
鸞
の
主
張
は
、

た
だ
の
傲
慢
と
し
か
写
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
言
い
出
す
の
か
と' 

親
鸞 

の
意
図
を
量
り
か
ね
た
に
違
い
な
い
。

そ
こ
に
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
智
慧
第
一
と
評
さ
れ
る
法
然
上
人
の
信
心
は
他
の
追
随
を
許 

さ
な
い
も
の
で
あ
る' 

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
親
鸞
が
問
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、

ま
さ
に
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
信
心
に 

対
す
る
見
方
で
あ
る
。
親

鸞

自

身

「
聖
人
の
御
智
慧
オ
覚
ひ
ろ
く
お
わ

し
ま
す
に-

な
ら
ん
と
も
う
さ
ば
こ
そ
ひ
が
ご
と
な
ら
め
」

と
述 

べ
て
い
る
よ
う
に
、

師
と
智
慧
才
覚
が
同
じ
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
往
生
の
信
心
に
お
い
て
は
、

ま
っ
た
く
こ
と
な 

る
こ
と
な
し
、

た
だ
ひ
と
つ
な
り
」

と
言
い
切
れ
な
い
限
り' 

往
生
と
い
う
こ
と
を
人
間
が
自
ら
の
手
で
措
定
し
て
い
く
と
い
う
問
題
を 

見
て
い
た
の
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
者
を
も
平
等
に
救
う
阿
弥
陀
の
本
願
の
教
え
を
聞
き
な
が
ら
、
救
い
に
段
階
を
つ
け
て
い
く
こ
と
に 

な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
信
心
が
ひ
と
つ
で
あ
る
と
は
、
同
じ
対
象
を
崇
拝
し
て
い
る
と
か
、
同
じ
考
え
方
を
身
に
つ
け
た
と
い 

う
こ
と
で
は
な
い
。
往
生
と
い
う
救
い
は
ど
こ
ま
で
も
如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
人
間
の
才
能
や 

努
力
に
よ
っ
て
救
い
が
決
ま
る
の
で
は
な
い
と
い
う
、
仏
道
の
決
定
点
を
確
か
め
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

こ
の
や
り
と
り
を
承
け
て
法
然 

が

語

っ

た

「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」

と
い
う
言
葉
は' 

仏
道
で
あ
る
か
否
か
は
、
如
来
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
 

人
間
に
は
そ
の
根
拠
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

唯
円
は
こ
の
物
語
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て' 

何
を
呼
び
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

異
義
と
聞
く
と' 

聞
法
が
足
り
な
か
っ 

た
の
で
は
な
い
か
と
か
、

不
真
面
目
で
あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
或
い
は
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
実
は
、
自
分
の
努
力
や
真
面
目 

さ
な
ど
を
当
て
に
し
、
誇
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
異
義
の
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
。
智
慧
才
覚
が
往
生
を
決
定
す
る
か
の
よ
う
に
勝
手
に
思
い 

込
み' 

そ
れ
を
頼
り
と
し
て
自
ら
が
正
統
で
あ
る
こ
と
を
任
じ
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
に
善
悪
を
言
い
争
う
こ
と
も
始
ま
る
し
、 

ま
た
人
間 

を
序
列
的
に
見
る
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
唯
円
は
、
親
鸞
亡
き
後
に
起
こ
っ
て
き
た
異
義
の
質
を
吉
水
の
御
同
朋
の
中
に
も 

あ
っ
た
信
心
の
こ
と
な
り
に
見
て
い
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
故
に
、

「
往
生
の
信
心
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
こ
と
な
し
、

た
だ 

ひ
と
つ
な
り
」

と

言

い

切

っ

た

親

鸞

の

「
つ
ね
の
お
お
せ
」

が
次
に
書
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く ~

案
ず
れ
ば
、
 

ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。

さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身 

に
て
あ
り
け
る
を
、

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
、 

(

定
親
全
四
言
行
篇
一
・
三
七
頁) 

こ
の
言
葉
を
唯
円
は
善
導
の
言
葉
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、

「
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
」
、

「
如
来
の
御
恩
の
た
か
き
こ
と 

を
も
し
ら
ず
」

に
迷
っ
て
い
る
わ
れ
ら
の
姿
を
思
い
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
と
聞
き
取
っ
て
い
る
。

と
同
時
に
、

そ
こ
に
見
え
て
く
る
の 

は
、
上

人

の

お

お

せ

を

忘

れ

て

「
ま
こ
と
に
如
来
の
御
恩
と
い
う
こ
と
を
ば
、

さ
た
な
く
し
て
、
わ
れ
も
ひ
と
も
、

よ
し
あ
し
と
い
う
こ 

と
を
の
み
も
う
し
あ
え
り
」
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
誰
が
正
統
に
師
の
教
え
を
継
承
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

お
互
い
に
善
し
悪
し
に
の
み
か
か
ず
ら
っ
て
、

お
お
せ
を
見
失
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
互
い
正
統
を
任
じ
て
い
る
者
同
士
、
真
面
目
な 

者
同
士
に
よ
っ
て
言
い
争
い
が
お
こ
る
の
で
あ
る
。

そ

こ

に

更

に

善

悪

に

つ

い
て

の

「
お
お
せ
」
が
書
き
つ
け
ら
れ
る
。
 

善
悪
の
ふ
た
つ
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。

そ
の
ゆ
へ
は
、
如
来
の
御
こ
ゝ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
を
し
た 

ら
ば
こ
そ' 

よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
を
し
た
ら
ば
こ
そ
、
あ
し
き
を
し
り 

た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は' 

よ
ろ
づ
の
こ
と
、

み
な
も
て
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、

ま
こ
と 

あ
る
こ
と
な
き
に
ゝ
た
ヾ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
。 

(

定
親
全
四
言
行
篇

・
三
八
頁) 

こ

の

お

お

せ

を

通

し

て

「
わ
れ
も
ひ
と
も
、

よ
し
あ
し
と
い
う
こ
と
を
の
み
も
う
し
あ
え
り
」
と
い
う
こ
と
が
、

「
ま
こ
と
に
、
わ
れ
も 

ひ
と
も
、

そ
ら
ご
と
を
の
み
も
う
し
あ
い
そ
う
ろ
う
」
と
押
さ
え
ら
れ
る
。

そ

し

て

「
そ
ら
ご
と
」
と
は
単
に
言
い
合
っ
て
い
る
者
た
ち 

だ
け
の
問
題
で
は
お
さ
ま
ら
ず
に
、
親
鸞
の
教
え
を
見
失
い
、
迷
い
を
超
え
て
い
く
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め 

て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
こ
そ
が
、
『
歎
異
抄
』

が

書

か

れ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

「
い
た
ま
し
き
こ
と
」

と
言
わ
れ
る
現
実
で
あ
っ
た
。
 

念
仏
ま
ふ
す
に
つ
い
て
、
信
心
の
お
も
む
き
を
も
た
が
ひ
に
問
答
し
、

ひ
と
に
も
い
ひ
き
か
す
る
と
き
、

ひ
と
の
く
ち
を
ふ
さ
ぎ
、
 

相

論

を

た\

ん
が
た
め
に
、

ま
た
く
お
ほ
せ
に
て
な
き
こ
と
を
も
、

お
ほ
せ
と
の
み
ま
ふ
す
こ
と
、
あ
さ
ま
し
く
、
な
げ
き
存
じ
さ 

ふ
ら
う
な
り
。

こ
の
む
ね
を
、

よ
く-

^

お
も
ひ
と
き
こ
ゝ
ろ
え
ら
る
べ
き
こ
と
に
さ
ふ
ら
う
。
(

定
親
全
四
言
行
篇
ー
・
三
五
頁)
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親
鸞
の
教
え
を
聞
き
な
が
ら
お
お
せ
で
な
い
こ
と
を
お
お
せ
と
言
っ
て
い
く
。

そ

れ

が

「
同
心
の
行
者
」

「
一
室
の
行
者
」

の
間
に
起
こ 

っ
て
い
る
こ
と
を
歎
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
ら
が
正
統
を
名
乗
っ
た
途
端
に
、
善
悪
を
言
い
争
っ
て
お
互
い
が
傷
っ 

け
合
っ
て
い
く
は
必
至
で
あ
る
。
教
え
の
言
葉
を
も
自
己
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
利
用
し' 

終
に
は
お
互
い
の
命
を
も
奪
い
合
う

⑬

こ
と
す
ら
起
こ
っ
て
く
る
。

そ
れ
に
対
し
て
唯
円
の
姿
勢
は
、

つ

ね

に

「
聖
人
の
お
お
せ
」
を
聞
く
こ
と
で
貫
か
れ
て
い
る
。

「
聖
人
の 

お
お
せ
」
を
聞
く
と
こ
ろ
に
、
智
慧
才
覚
を
頼
り
と
す
る
人
間
の
自
力
心
の
問
題
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

以

上

述
べ
て

き

た
よ
う
な

課
題
を

『
歎
異
抄
』

に
読
み
と
っ
て
い
く
と
き
、

「
流
罪
記
録
」

は

『
歎
異
抄
』

の
課
題
と
内
容
的
に
呼
応 

し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、

「
流
罪
記
録
」
は
単
に
浄
土
宗
が
弾
圧
を
受
け
た
と
い
う
記
録 

に
は
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く'

人
が
仏
法
の
大
切
さ
を
忘
れ
、
自
分
の
才
能
や
真
面
目
さ
を
誇
る
と
き
に
何
が
起
こ
る
か
を
具
体
的
に 

示
し
て
い
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
事
件
そ
の
も

の
は

聖
道
を

名
乗
る
仏
教
が

法
然
の
説
く
「
た
だ
念
仏
」

の
仏
教
を 

弾
圧
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ

れ

に

対

す

る

憤

り

が

「
流
罪
記
録
」

に
も
露
わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
充
分
に
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、

そ 

の
聖
道
仏
教
の
姿
こ
そ
、
自
ら
の
正
統
性
を
自
明
に
し
て
い
る
典
型
で
は
な
か
っ
た
か
。
自
ら
の
在
り
方
へ
の
問
い
を
失
う
こ
と
が
、

四 

人
を
死
罪
に
し
、

ハ
人
を
流
罪
に
す
る
と
い
う
形
で
現
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
を
名
乗
り
な
が
ら
仏
教
を
弾
圧
し
て
い
く
と
い
う
、

ま
こ

⑭
 

と
に
歎
く
べ
き
事
件
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
前
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
再
説
し
な
い
が
、
世
俗
の
権
力
が
念
仏
を
止 

め
よ
う
と
す
る
圧
力
と
い
う
こ
と
と
質
を
異
に
し
て
い
る
の
が
、

こ
の
弾
圧
で
あ
っ
た
。
 

と
す
れ
ば
、

は
じ
め
に
紹
介
し
た
先
学
の
見
解
は
、
組
織
や
宗
派
と
い
う
も
の
を' 

前
提
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
論
が
立
て
ら
れ
て
い
る 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
し
て
引
用
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。

「
聖
人
の
お
お
せ
が
い
よ
い
よ
権
威
あ
る
も
の
と
な
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
益
々
歎
異
の
批
判
が
有
力
に
な
る
」(

梅
原
真
隆) 

「
体
制
と
そ
の
側
に
立
と
う
と
す
る
他
集
団
の
攻
撃
に
対
す
る
精
一
杯
の
抗
議
」(

古
田
武
彦) 

確
か
に
対
決
す
る
相
手
を
外
に
見
る
方
が
、

目
標
も
定
め
や
す
い
し' 

対
決
の
姿
勢
も
取
り
や
す
い
。

し
か
し
、
対
決
す
べ
き
も
の
が
外
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に
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
、

人

が

陥

る

落
と

し

穴
が

あ

る
こ

と

を

『
歎
異
抄
』

は
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
が
は
つ 

き
り
し
な
い
と
、

ま
た
も
や
自
ら
の
真
面
目
さ
を
頼
り
と
し
て
他
を
切
り
捨
て
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
専 

修
念
仏
に
弾
圧
を
加
え
た
聖
道
仏
教
と
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
れ
こ
そ
が
仏
法
を
毀
滅
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い 

の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

『
歎
異
抄
』

の
課
題
を
尋
ね
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
流
罪
記
録
」
が
置
か
れ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
尋
ね
て
き
た
。

と
い
っ
て
も
、
「
流 

罪
記
録
」

の
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

た
だ
、

こ
れ
ま
で
流
罪
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
時
に
、
 

加
害
者
と
被
害
者
と
い
う
視
点
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
常
に
正
統
と
異
端
を
言
い
争
う
と
い
う
組 

織
的
視
点
に
立
っ
て
の
論
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、

そ

れ

で

は

『
歎
異
抄
』

の
課
題
が
見
え
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ど 

の
教
え
に
縁
を
結
ん
で
い
る
か
、

こ
れ
ま
で
の
経
歴
は
何
か
、
と
い
う
点
か
ら
人
を
見
て
い
な
か
っ
た
の
が
親
鸞
で
あ
っ
た
。
誰
も
が
平 

等
に
如
来
の
本
願
の
呼
び
か
け
の
中
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
、

そ
れ
に
背
く
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
お
互
い
を
傷
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
か 

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
親
鸞
の
課
題
は
あ
っ
た
。

そ
の
親
鸞
の
心
に
頷
き' 

そ

の

お

お
せ

に

生
き

よ
う
と

し
た
と
こ

ろ

に
『
歎
異
抄
』 

は
位
置
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
他

に

も

「
流
罪
記
録
」
を
載
せ
る
も
の
と
し
て' 

横

曾

根

門

徒

の

『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』

や
覚
如 

の

『
拾
遺
古
徳
伝
絵
詞
』

及

び

『
本
願
寺
聖
人
親
鸞
伝
絵
』
な
ど
が
あ
る
が
、

そ

の

意

図

が

『
歎
異
抄
』

と
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
る
と
は
言 

え
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
に
編
纂
さ
れ
た
意
図
や
事
情
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
流
罪
記
録
」

の
内
容
と
併
せ
て
検
討
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
与
え
ら
れ
た
紙
幅
も
尺
き
た
の
で
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
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② ①③

写
本
・
版
本
に
つ
い
て
は
、

多
屋
頼
俊
著
『
歎
異
抄
新
註
』
や
提
玄
隆
編
「
歎
異
抄
参
考
文
献
一
覧
」
(

真
宗
教
団
連
合
編
『
歎
異
抄!

現
代 

を
生
き
る
こ
こ
ろ-
-

』
所
収)

な
ど
に
詳
し
い
。

参
考
の
た
め
に
、
蓮
如
書
写
本
に
よ
っ
て
全
文
を
提
げ
て
お
く
。
但
し
、
句
読
点
は
適
宜
補
っ
た
。
 

後
鳥
羽
院
之
御
宇
、
法
然
聖
人
他
力
本
願
念
仏
宗
ヲ
興
行
ス
。
于
時
、
興
福
寺
僧
侶
敵
奏
之
上
、
御
弟
子
中
狼
藉
子
細
ア
ル
ヨ
シ
、
無
実
風 

聞
ニ
ョ
リ
テ
罪
科
ニ
処
セ
ラ
ル
、
人
数
事

一
 

法
然
聖
人
並
御
弟
子
七
人
流
罪
、
又
御
弟
子
四
人
死
罪
ニ
オ
コ
ナ
ハ
ル
、
ナ
リ
。
 

聖
人
ハ
土
佐
国
番
田
ト
イ
フ
所
へ
流
罪
、
罪
名
藤
井
元
彦
男
云
々
、
生
年
七
十
六
歳
ナ
リ
。
 

親
鸞
ハ
越
後
国
、
罪
名
藤
井
善
信
云
々
、
生
年
三
十
五
歳
ナ
リ
。
 

浄
円
房
備
後
国
、
澄
西
禅
光
房
伯
耆
国
、
 

好
覚
房
伊
豆
国
、
行
空
法
本
房
佐
渡
国
、
 

幸
西
成
覚
房 

善
恵
房
二
人
、
同
遠
流
ニ
サ
タ
マ
ル
。

シ
カ
ル
ニ
無
動
寺
之
善
題
大
僧
正
、

コ
レ
ラ
申
シ
ア
ッ
カ
ル
ト
云
 々

遠
流
之
人
々
已
上
ハ
人
ナ
リ
ト
云
 々

被
行
死
罪
人
々
。

一
番
西
意
善
綽
房

二
番
性
願
房 

三
番
住
蓮
房 

四

番

安

楽

房 

二
位
法
印
尊
長
之
沙
汰
也
。

親
鸞
改
僧
儀
賜
俗
名
、
仍
非
僧
非
俗
。
然
間
以
禿
字
為
姓
被
経
奏
問
了
。
彼
御
申
状
、
于
今
外
記
庁
ニ
納
ト
云
 々

流
罪
以
後
愚
禿
親
鸞
令
書
給
也 

書
写
年
代
に
つ
い
て
は
、

禿
氏
祐
祥
氏
ら
の
蓮
如
六
十
五
歳
頃
と
い
う
説
に
対
し
て
、

古
田
武
彦
氏
は
蓮
如
四
十
歳
頃
と
い
う
説(

『
親
鸞
思
想

!

そ
の
史
料
批
判!

』
四
〇
九
頁)

を
提
示
し
て
い
る
。
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④
 

ま
だ
実
際
に
調
査
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
が
、
『
浄
土
真
宗
聖
典
』(

本
願
寺
出
版
部
刊)

の
解
説
に
よ
れ
ば
、
従
来
、
専
精
寺
本
は
天
正
十 

三
(

一
五
ハ
五)

年
書
写
と
さ
れ
て
き
た
が
、
奥
書
に
永
正
十
三(

一
五
一
六)

年
書
写
の
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
 

「
大
谷
大
学
本
」
と
い
う
呼
称
は
多
屋
頼
俊
著
『
歎
異
抄
新
註
』
に
お
い
て
仮
に
呼
ば
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

⑥
 

佐
藤
正
英
著
『
歎
異
抄
論
註
』(

一
八
六
—

二
〇
二
頁)

は
、
「
大
切
の
証
文
」
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
上
で
、
諸
説
を
四 

っ
に
集
約
し
て
お
り
、
概
観
し
易
い
。
尚
、
蓮
如
の
奥
書
に
つ
い
て
は
、
廣
瀬
杲
著
『
歎
異
抄
の
諸
問
題
』
に
お
い
て
詳
し
い
考
察
が
加
え
ら
れ
て 

い
る
。

⑦
 

『
歎
異
抄
』
の
作
者
を
め
ぐ
る
論
議
に
つ
い
て
は
佐
藤
氏
の
前
提
書(

三
〇
—
四
四
頁)

に
詳
し
い
。

⑧
 

同
様
の
主
張
は
、

同
氏
と
名
畑
應
順
氏
の
校
注
に
な
る
『
親
鸞
集 

日
蓮
集
』(

岩
波
古
典
文
学
大
系
一
八
二)

に
も
鏡
え
る(

ニ
ニ
——

二
三
頁
、
 

二
六
三
——

二
六
五
参
照)

。
さ
ら
に
こ
の
見
解
は
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
の
解
題
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

⑨ 

佐
藤
氏
前
提
書
一
入
ハ
頁
。

⑩
 

寺
川
俊
昭
氏
は
『
歎
異
抄
の
思
想
的
解
明
』
に
お
い
て
、

覚
如
の
『
改
邪
鈔
』
を
生
ん
だ
精
神
を
「
改
邪
の
精
神
」
と
呼
び
、

『
歎
異
抄
』
の
精 

神
と
対
比
し
て
い
る
。(

二
四I
三
四
頁)

@
 

『
歎
異
抄
』
が
無
記
名
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
、

廣
瀬
杲
氏
は
『
歎
異
抄
の
諸
問
題
』
の
中
で
、

「
た
だ
先
師
親
鸞
の
教
言
が
か
ぎ
り
な
く
正
し 

く
公
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
の
み
を
願
っ
て
、

自
ら
の
名
と
存
在
と
を
、

そ
の
教
法
伝
持
の
歴
史
の
底
に
没
し
切
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ 

て
い
る
。(

七
七
頁)

⑫
 

定
親
全
四
言
行
篇
'

ー
ー
四
頁
。
ち
な
み
に
、
永
正
本
な
ど
は
「
信
心
の
こ
と
な
る
よ
り
お
こ
り
そ
う
ろ
う
か
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑬
 

こ
の
こ
と
は
、

親
鷺
自
身
が
見
つ
め
て
い
た
「
闘
靜
堅
固
」

と
も
言
わ
れ
る
末
法
の
現
実
を
言
い
当
て
る
言
葉
と
も
重
な
っ
て
い
る
。

た
と
え 

ば
、
「
化
身
土
巻
」
に

は

「
一
五
〇
〇
年
に
钩
號
弥
国
に
二
の
僧
あ
り
て
、

た
が
い
に
是
非
を
起
こ
し
て
遂
に
殺
害
せ
ん
、

仍
っ
て
教
法
竜
宮
に
蔵 

ま
る
な
り
。
」(

定
親
全
ー
・
三
一
六
頁)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

@

拙

論

「
親
鸞
に
と
っ
て
の
『
興
福
寺
奏
状
』
」(

『
真
宗
研
究
』
第
三
五
輯
所
収)

参

考

文

献
(

本
文
に
上
げ
た
も
の
以
外) 

金
子
大
栄
校
訂
『
歎
異
抄
』
岩
波
文
庫
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曾
我
量
深
著
『
歎
異
抄
聴
記
』
東
本
願
寺
出
版
部 

真
宗
教
団
連
合
編
『
歎
異
抄!

現
代
を
生
き
る
こ
こ
ろ
』
朝
日
新
聞
社 

蓬
茨
祖
運
著
『
歎
異
抄
講
座!

念
仏
者
の
世
界!
!

』
白
川
書
院 

廣
瀬
杲
著
『
歎
異
抄
の
諸
問
題
』
法
蔵
館 

寺
川
俊
昭
著
『
歎
異
抄
の
思
想
的
解
明
』
法
蔵
館 

宮
崎
圓
遵
著
作
集
第
二
巻
『
親
鸞
の
研
究
何
』
思
文
閣
出
版 

安
良
岡
康
作
著
『
歎
異
抄
全
講
読
』
大
蔵
出
版
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