
『唯
信
抄
』
撰
述
の
背
景

細 

川 

行 

信

一

『
唯
信
抄
』
撰
述
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
真
宗
聖
典
』
に
は
、
『
唯
信
抄
』
と
い
う
書
物
の
名
前
の
字
が
ほ
と 

ん
ど
金
偏
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
発
表
で
は
「
唯
信
抄
撰
述
の
背
景
」
と
、
手
偏
に
い
た
し
ま
し
た
の
で' 

ま
ず
そ 

の
こ
と
か
ら
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
『
唯
信
抄
』
に
関
し
て' 

私
も
何
度
か
研
究
誌
に
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
最
初
の
頃
は
『真
宗
聖
教
全
書
』
に
よ 

っ
て
「抄
」
と
手
偏
を
用
い
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
高
田
専
修
寺
の
親
鸞
聖
人
書
写
本(

信
証
本)

に
は
、
そ
の
表
題
が
「鈔
」
と 

金
偏
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
を
底
本
と
し
ま
し
た
『
親
鸞
聖
人
全
集
』
で

は

『
唯
信
鈔
』
、
そ
し
て
聖
人
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
も
金 

偏
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
は
途
中
か
ら
金
偏
に
変
え
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
は
金
偏
に
統
一
し
て
よ
い
か 

と
い
う
事
に
な
り
ま
す
と' 

ど
う
も
ス
ッ
キ
リ
い
た
し
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
手
偏
で
も
金
偏
で
も
意
味
と
し
て
は
同
じ
で
す
の
で
、
ど
う 

で
も
よ
い
様
で
す
が' 

私
な
り
に
問
題
を
懐
き
戸
惑
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
そ
の
こ
と
か
ら
一
つ
お
さ
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

こ
れ
に
つ
い
て
、
撰
者
の
聖
覚
法
印
の
書
い
た
も
の
が
の
こ
っ
て
お
れ
ば
一
番
よ
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
に
ち
、 

親
鸞
聖
人
の
書
写
さ
れ
た
も
の
が
四
本
の
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
西
本
願
寺
本
に
は
外
題
も
内
題
も
、
手
偏
に
な
っ
て
お
り
、
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し
た
が
っ
て
『
真
宗
聖
教
全
書
』
に
は
手
偏
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が' 

そ
の
外
に
三
本
が
あ
り
、
聖
覚
法
印
の
草
本
か
ら
書
写 

し
た
と
い
う
専
修
寺
の
信
証
本
は
前
述
し
た
よ
う
に
金
偏
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、

そ

の

『
唯
信
鈔
』

か
ら
親B

聖
人
は
後
に
さ
ら
に 

『
唯
信
鈔
文
意
』
を
撰
述
さ
れ
ま
す
が' 

こ
れ
も
、
金
偏
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ

の

『
唯
信
鈔
』
と
同
じ
く
信
証
の
袖
書 

の
fe
る

『
唯
信
鈔
文
意
』
の
書
き
は
じ
め
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
唯
信
抄
ト
イ
フ
ハ
」
と

い
う

「抄
」
は
手
偏
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ 

こ
で' 

も
う
一
度
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
さ
ら
に
親
鸞
聖
人
の
書
か
れ
た
他
の
も
の
を
み
て
お
り
ま 

す
と
、

『
尊
號
真
像
銘
文
』
の
な
か
に
、

コ
ノ
本
願
ノ
ヤ
ウ
ハ
唯
信
抄
ニ
ョ
ク-
'
^

ミ
エ 

タ
リ

と
あ
り
、
そ
れ
は
建
長
本(

法
雲
寺
本)

、
正
嘉
本(
専
修
寺
本)

と
も
手
偏
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
専
修
寺
に
も
う
一
つ
平
仮
名
本 

『
唯
信
抄
』
が
あ
り
ま
す
。
最
初
の
ほ
う
三
分
の
一
は
今
日
欠
け
て
お
り
ま
す
が' 

そ
の
袋
綴
に
な
っ
て
い
る
袋
の
と
こ
ろ
を
ひ
ら
き
、
 

い
わ
ゆ
る
『
唯
信
抄
』
の
紙
の
裏
側
に
書
い
た
も
の
が
『
見
聞
集
』
と
い
う
も
の
で
の
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

の

『
見
聞
集
』
に

は

『
涅 

槃
経
』
や

『
五
会
法
事
讃
』
の
文
を
集
め
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
「
唯
信
抄
」
と
い
う
字
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で 

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
平
仮
名
本
『
唯
信
抄
』
の
表
題
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
「
抄
」
と
手
偏
に 

な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、 

だ
ん
だ
ん
と
手
偏
の
『
唯
信
抄
』
の
ほ
う
に
か
た
む
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
 

さ
ら
に
ま
た
、
真
宗
以
外
の
古
い
も
の
で
は
『
明
義
進
行
集
』
と
い
う
本
の
中
に
聖
覚
法
印
の
こ
と
が
で
て
お
り' 

『
唯
信
抄
』

の
こ 

と
が
載
せ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
が
、 

そ
れ
も
手
偏
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、 

や
や
時
代
は
く
だ
り
ま
す
が' 

法
然
上
人
伝
の
集
大
成
と 

い
わ
れ
る
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
も
、
や
は
り
手
偏
で
「
唯
信
抄
」(

第
十
七)

と
あ
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら' 

そ
れ
で
は
も
う
手
偏
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
に
再
び
『
唯
信
抄
』
と
手
偏
に
し
た
わ
け
で
ご
ざ 

い
ま
す
。

だ
い
ぶ
前
置
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、

こ
こ
ま
で
申
し
上
げ
な
い
と
本
論
に
入
れ
ま
せ
ん
の
で
、

一
応
お
話
し
い
た
し
ま
し 

た
。
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二

『
唯
信
抄
』
は
親
鸞
聖
人
の
書
写
さ
れ
た
専
修
寺
の
二
本
、
西
本
願
寺
本
、
そ
し
て
東
本
願
寺
の
断
簡
本
の
い
ず
れ
に
も
、

承
久
三
歳
仲
秋
仲
旬
第
四
日

と
奥
書
に
撰
述
年
時
が
あ
り
、
承
久
三
年(

ニ
ー
ー
ニ)

ハ
月
十
四
日
に
撰
述
さ
れ
た
こ
と
が
明
確
で
ご
ざ
い
ま
す
。
時
に
聖
覚
法
印
は
五 

十
五
歳
。
そ
し
て
、
わ
が
親
鸞
聖
人
は
四
十
九
歳
で
、
そ
の
こ
ろ
東
国
に
お
ら
れ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
年
は
『
唯
信 

抄
』
の
書
か
れ
ま
し
た
八
月
よ
り
少
し
前
に
承
久
の
乱
が
お
こ
っ
て
お
り
ま
す
。

承
久
の
乱
は
鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
打
撃
を
う
け
た
公
家
が
勢
力
回
復
を
計
り
、 

後
鳥
羽
上
皇
を
中
心
に
幕
府
討
伐
の
兵
を
起
し 

た
の
で
あ
り
ま
す
。
上
皇
は
五
月
十
四
日
に
北
条
義
時
追
討
の
た
め
に
近
畿
の
兵
お
よ
び
諸
寺
の
僧
兵
を
集
め
、
翌
十
五
日
に
は
追
討
の 

院
宣
を
出
し
た
の
で
す
が
翌
月
の
六
月
十
四
日
に
勢
多
、
宇
治
に
お
い
て
上
皇
の
軍
が
敗
れ
、
翌
十
五'B

に
は
幕
府
軍
が
入
京
し
た
の
で 

あ
り
ま
す
。
こ
の
時
、
上
皇
は
時
房
に
勅
使
を
送
り
、
実
は
討
幕
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
陳
弁
し
、
京
都
の
秩
序
維
持
を
依
頼
し 

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
幕
府
は
断
乎
た
る
処
置
を
決
し' 

仲
恭
天
皇
を
廃
し
て
後
堀
河
天
皇
を
立
て
、
院
の
近
臣
で
あ
る
藤
原
基
朝' 

平 

有
範
、
源
宏
綱
、
藤
原
宗
行
な
ど
を
斬
り
ま
し
た
。

つ
い
で
後
鳥
羽
上
皇
は
七
月
十
三
日
に
隠
岐
へ
、
順
徳
上
皇
は
七
月
二
十
一
日
に
佐 

渡
へ
、
そ
し
て
閏
十
月
十
日
に
は
土
御
門
院
が
土
佐
へ
そ
れ
ぞ
れ
配
流
さ
れ' 

ま
た
後
鳥
羽
上
皇
の
第
三
皇
子
で
あ
る
六
条
宮
雅
成
親
王 

は
但
馬
に' 

第
四
皇
子
の
冷
泉
宮
頼
仁
親
王
は
備
前
へ
流
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
同
時
に
そ
の
三
千
余
ヶ
所
の
所
領
を
没
収
し
て
功
績
の
あ 

っ
た
武
将
に
与
え
る
と
い
う
事
件
で
あ
り
ま
す
。
承
久
の
乱
は' 

こ
う
し
て
わ
ず
か
ー
ケ
月
の
戦
乱
で
上
皇
方
が
敗
れ
、
三
上
皇
が
流
さ 

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
そ
の
う
ち
の
お
二
人
は' 

か
つ
て
承
元
元
年(

ニ
ー
〇
七)

の
専
修
念
仏
の
弾
圧
の
時' 

い
わ
ゆ
る
弾
圧
者 

側
と
し
て
念
仏
者
の
死
罪
流
罪
を
決
行
し
た
か
た
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
十
四
年
た
っ
た
承
久
三
年
に
は
今
度
は
新
し
い
権
力
者
か
ら
追 

放
さ
れ
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
承
久
の
乱
と
、

『
唯
信
抄
』
の
撰
述
が
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、

『
唯
信 

抄
』
を
含
め' 

さ
ら
に
念
仏
者
側
か
ら
だ
さ
れ
た
も
の
は' 

い
ず
れ
も
こ
う
い
っ
た
事
件
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で 

す
。
そ
れ
は
当
然
、
歴
史
的
な
面
か
ら
も
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
は
歴
史
的
な
面
か
ら
、
そ
し
て
更
に
は
思
想
的
な 

面
に
お
よ
ん
で
み
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
歴
史
的
な
面
か
ら
み
ま
す
と' 

い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
承
久
の
乱
と
同
じ
年
に
『
唯 

信
抄
』
が
書
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

三

そ
し
て
、
さ
ら
に
専
修
念
仏
者
の
側
と
し
て
は
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
後
序
に
聖
人
自
身
が
越
後
へ
流
さ
れ
る
承
元
の
弾
圧
事
件
を
、
 

主
上
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
し

と
、

「
背
法
違
義
」
と
い
う
言
葉
で
誌
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て' 

か
つ
て
服
部
之
総
氏
が
『親
薊
ノ
ー
ト
』(

昭
和
二
五 

年
刊)

に
こ
の
承
久
の
乱
を
注
目
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
の
晚
年
の
年
紙' 

す
な
わ
ち
『
御
消
息
集
』
第
二
通
に
、
 

さ
れ
ば
と
て
念
佛
を
と̂
'

め
ら
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
が' 

世
に
く
せ
ご
と
の
を
こ
り
さ
ふ
ら
ひ
し
か
ば' 

そ
れ
に
つ
け
て
も
念
弗
を
ふ
か 

く
た
の
み
て' 

よ
く
い
の
り
に' 

こ
ゝ
ろ
に
い
れ
て' 

ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
へ
さ
ふ
ら
ふ 

と
あ
り
、
そ

の

「
世
に
く
せ
ご
と
の
を
こ
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
明
確
で
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
服
部
氏
は
承
久
三
年 

の
乱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
研
究
が
す
す
め
ら
れ
、
特
に
松
野
純
孝
氏
は
『
親
鸞
』(

昭
和
三
四
年
発
行) 

の
な
か
で
、
承
久
の
変
を
め
ぐ
る
聖
覚
、
親
鸞
に
つ
い
て
詳
し
く
論
考
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

松
野
氏
は' 

そ
こ
で
史
料
と
し
て
法
然
伝
の
な
か
よ
り
『
十
六
門
記
』
を
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
こ
の
事
件
を
は
っ
き
り 

「
逆
乱
」
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
弾
圧
し
た
主
上
臣
下
が
そ
の
の
ち
今
度
は
弾
圧
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
非 

常
に
理
解
し
や
す
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の

『
十
六
門
記
』
は

「
安
居
院
沙
門
釋
聖
覚
記
」
と
あ
り
ま
す
が' 

今
日
の
研
究
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で
は
聖
覚
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
時
代
も
さ
が
り
ま
す
の
で
、
い
ま
は
史
料
と
し
て
用
い
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
そ 

こ
で
、
他
の
古
い
史
料
を
求
め
ま
す
と' 

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
の
第
三
十
六
巻
に
「倡
妓
の
託
宣
」
と
い
う
こ
と
が
の
っ
て
お
り
、
 

や
は
り
表
現
と
し
て
は
承
久
の
逆
乱
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
覚

如

の

『
拾
遺
古
徳
傳
』
第
七
巻
に
、
 

ま
た
の
ち
に
信
空
上
人
の
い
は
く'

先
師
の
こ
と
ば
相
違
せ
ず
、
は
た
し
て
そ
の
報
あ
り' 

い
か
ん
と
な
れ
ば
、
承
久
の
騒
亂
に
東 

夷
上
都
を
靜
謐
せ
し
と
き
、
き
み
は
北
海
の
し
ま
の
な
か
に
ま
し
・
—

て
多
年
こ
ゝ
ろ
を
い
た
ま
し
め' 

臣
は
東
土
の
み
ち
の
ほ
と 

り
に
し
て
一
時
に
命
を
う
し
な
ふ' 

先
言
た
が
は
ず
後
生
よ
ろ
し
く
き
く
べ
し
と

と
あ
り
、
そ
こ
で
は
「騒
亂
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
お
り' 

し
か
も
そ
れ
は
か
っ
て
比
叡
山
時
代
に
法
然
上
人
と
同
僚
で
あ
り
、
ま
た 

法
然
上
人
の
高
弟
で
あ
る
信
空
上
人
が
い
わ
れ
た
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

の

『
拾
遺
古
徳
傳
』
よ
り
や
や
古
く
、
史 

料
的
に
も
非
常
に
価
値
の
高
い
『
傳
法
絵
』(
高
田
専
修
寺
本)

に
は'

信
空
の
の
給
は
く'

先
師
の
こ
と
ば
た
が
わ
ず
承
久
三
年
に
君
は
お
き
の
國
に
と
し
を
へ
て
御
な
げ
き
、
臣
は
東
土
の
み
ち
に
命
を 

、つ
し
な
、っ

と
あ
り
、
ま
た
琳
阿
本
に
は
、

信
空
上
人
の
い
は
く
、
先
師
の
事
は
た
が
は
ず
、
は
た
し
て
そ
の
む
く
ひ
あ
り
。
な
に
を
も
て
し
る
と
す
る
な
ら
ば
、
承
久
の
變
亂 

に
東
夷
上
都
に
か
ち
し
時
、
 

き
み
は
北
海
の
島
の
中
に
ま
し
ま
し
て
多
年
心
を
い
た
ま
し
め
臣
は
東
土
の
み
ち
の
か
た
は
ら
に
し
て
、
 

一
 

旦
い
の
ち
を
う
し
な
う
。
先
言
の
し
る
し
あ
る
後
生
よ
ろ
し
く
き
ゝ
と
る
べ
し

と
あ
り
、
そ
こ
で
は
「變
亂
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
と
史
料
を
み
て
お
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
松
野
氏
も
既
に
注
目
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
か
つ
て
弾
圧
し
た
人
が 

報
に
よ
っ
て
今
度
は
流
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
の
「
ざ
ま
見
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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四

松
野
氏
は
特
に
『
教
行
信
証
』
後
序
の
、

諸
寺
の
釋
門
教
に
昏
く
し
て
眞
假
の
門
戸
を
知
ら
ず
、
洛
都
の
儒
林
行
に
迷
う
て
邪
正
の
道
路
を»

こ
と
無
し
。
斯
を
以
て
興
福
寺 

の
學
徒
、
太
上
天
皇
験̂

と
号
す
今
上
髓
,̂

号
す
聖
曆
承
元
丁
卯
の
歳
、
仲
春
上
旬
の
候
に
奏
達
す
。
主
上
臣
下' 

法
に
背
き
義
に 

違
し' 

忿
を
成
し
怨
を
結
ぶ
。
茲
に
因
て
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師•

並
に
門
徒
數
輩•

罪
科
を
考
へ
ず
猥
し
く
死
罪
に
坐
す 

と
い
う
文
と
、
親
鸞
の
七
十
六
歳
の
時
に
撰
述
さ
れ
た
『
浄
土
高
僧
和
讃
』
の
う
ち
の
、

承
久
ノ
太
上
法
王
ハ

後®
>

院

本
師
源
空
ヲ
歸
敬
シ
キ

釋
門
儒
林
ミ
ナ
ト
モ
ニ

ヒ
ト
シ
ク
真
宗
ヲ
サ
ト
リ
ケ
リ

と
い
う
源
空
讃
に
注
意
し
て
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ

の

「
承
久
ノ
太
上
法
王
」
と
は' 

承
久
の
乱
に
よ
り
幕
府
方
の
ほ
う
か
ら
天
皇
の 

位
に
就
か
れ
た
後
堀
河
院
の
父
で
あ
る
守
貞
親
王
の
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
の
父
と
い
う
こ
と
で
後
高
倉
院
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
た
め
に
「
承
久
ノ
太
上
法
王
」

の
横
に
小
さ
く
「後
高
倉
院
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ

し
て

「本
師
源
空
ヲ
歸
敬
シ
キ 

釋 

門
儒
林
ミ
ナ
ト
モ-
ー
ヒ
ト
シ
ク
真
宗
ヲ
サ
ト
リ
ケ
リ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は' 

後
序
に
お
い
て
「
主
上
臣
下' 

法
に
背
き' 

義 

に
違
し
」
と
背
法
違
義
と
い
う
こ
と
で
非
常
に
き
び
し
く
批
判
す
る
と
共
に
、
か
つ
て
弾
圧
し
た
釈
門
儒
林
が
今
度
は
み
な
真
宗
に
帰
依 

し
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
十
四
年
前
に
は
弾
圧
し
、
今
度
は
弾
圧
し
た
人
達
は
流
さ
れ
、 

そ
し
て
帝
位
に
就
く
思
い
も 

し
な
か
っ
た
が' 

子
息
が
天
皇
と
な
っ
た
た
め
に
後
高
倉
院
と
な
り
、
そ
し
て' 

そ
の
時
代
に
な
る
と
釈
門
儒
林
が
み
な
真
宗
を
う
や
ま 

っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
は
承
久
の
変
が
非
常
に
大
き
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
詳
し
く
述
べ
て
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お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
申
さ
れ
ま
し
て
も
、
や
は
り
表
現
に
よ
り
ま
す
と
「
こ
の
よ
う
な
「
諸
寺
釋
門
」
「
洛
都
儒
林
」
の
承
元
の 

段
階
か
ら
承
久
の
段
階
へ
の
ま
さ
に
百
八
十
度
の
転
換
ぶ
り
を
、
で
は
ど
う
し
た
契
機
に
よ
っ
て
、
親
懲
は
か
く
つ
か
ん
だ
の
で
あ
ろ
う 

か
」(
『親
鸞
』
一X

三
頁)

と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
承
久
の
変
が
契
機
に
な
り
、
そ
こ
に
お
い
て
念
仏
の
勝
利
が
確
信
さ
れ
た
、
 

念
仏
前
進
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

な
る
ほ
ど
、
後
序
の
こ
の
文
と
『
高
僧
和
讃
』
の
源
空
讃
の
そ
の
文
と
を
あ
わ
せ
る
と
、
ま
こ
と
に
言
葉
が
一
致
す
る
わ
け
で
す
が' 

そ
の
松
野
氏
の
御
意
見
を
さ
ら
に
も
う
少
し
私
な
り
に
経
典
の
上
で
確
か
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

五

そ
れ
は' 

私
も
や
は
り
余
り
に
も
厳
し
い
言
葉
が
で
て
き
た
の
で' 

は
じ
め
注
目
し
た
の
で
す
が' 

後
序
に
あ
り
ま
す
「
主
上
臣
下
」 

「背
法
違
義
」
そ
れ
か
ら
「忿
成
怨
結
」
と
い
う
言
葉
が
表
現
の
う
え
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ま
ま
『
大
無
量
寿
経
』
悲
化
段
の
五
悪 

段
の
第
二
悪
の
と
こ
ろ
の
文
に
、

ー
、
都
て
義
理
無
く
、
法
度
に
順
ぜ
ず

ー
、
主
上
不
明
に
し
て
臣
下
を
任
用
す
、
臣
下
自
在
に
し
て
機
偽
多
端
な
り

ー
、
忿
り
怨
結
を
成
す

と
い
う
か
た
ち
で
で
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
悲
化
段
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、
後
鳥
羽
上
皇
は
今
度
は
北
海
に
流
さ
れ
る 

身
と
な
ら
れ' 

ま
た
前
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
一
族
の
方
々
も
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
人
間
の
悲
し
み
を
痛
く
身 

に
し
み
て
感
じ
ら
れ
、
そ
う
い
う
な
か
か
ら
聖
覚
法
印
へ
念
仏
に
つ
い
て
の' 

い
ろ
い
ろ
な
質
問
状
を
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い 

ま
す
。

一
念
多
念
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
京
都
に
お
ら
れ
た
時
代
か
ら
聖
覚
に
質
問
状
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
さ
ら
に
隠
岐
に 

流
さ
れ
て
か
ら
の
ほ
う
が
、
切
実
な
問
を
聖
覚
に
尋
ね
ら
れ
、
聖
覚
も
そ
の
疑
問
に
つ
い
て
応
答
さ
れ
た
も
の
と
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
そ
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れ
が
実
は
『
見
聞
集
』
の
中
に
の
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

「
或
人
夢
」
と
い
う
こ
と
で
書
か
れ
て
お
り' 

そ
の
最
初
に
、
 

隠
岐
院
の
大
上
天
皇
に
て
わ
た
ら
せ
お
は
し
ま
し
ゝ
と
き

と
あ
り
ま
す
が' 

こ
れ
は
後
鳥
羽
上
皇
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
前
に
も
い
い
ま
し
た
よ
う
に
平
仮
名
『
唯
信
抄
』
を 

ひ
ら
い
て
書
か
れ
た
『
見
聞
集
』
と
し
て
親
鸞
聖
人
の
筆
に
よ
っ
て
の
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
聖
覚
は
文
曆
二
年(

一
二
三
五)

三
月
五
日
に 

六
十
九
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
が
、
そ
の
聖
覚
を
追
慕
し
な
が
ら
親
鸞
が
六
月
十
九
日
に
書
写
し
た
の
が
平
仮
名
『
唯
信
抄
』
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
間
、
三
ケ
月
ほ
ど
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
ま
で
、
親B

は
六
十
三
歳
で
す
が
、
在
関
し
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い 

か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
後
に
京
都
へ
帰
え
り
平
仮
名
『
唯
信
抄
』
の
袋
綴
を
ひ
ら
い
て
『
涅
槃
経
』'

『
五
会
法
事
讃
』 

と
い
う
も
の
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
中
に
い
ま
申
し
ま
し
た
「
或
人
夢
」
、
さ
ら
に
但
馬
流
謫
の
雅
成
親
王
へ
は 

「
御
念
佛
之
間
用
意
聖
覚
返
事
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
ま

た

「
恩
徳
讃
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
原
資
料
で
あ
る
「
聖
覚
法
印
表
白
文
」 

も
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
こ
れ
は
写
真
版
で
全
部
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
聖
覚
の
『
唯
信
抄
』
を
中
心
に
、
親
鸞
の
の
こ
さ
れ
た
史 

料
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
人
達
が
念
仏
に
本
当
に
帰
入
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

六

そ
れ
は
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
の
権
力
者
と
い
え
ど
も' 

今
度
は
弾
圧
さ
れ
る
身
と
い
う
も
の
を
本
当
に
深
く
感
じ
悲
し 

み
、
そ
こ
か
ら
念
仏
に
本
当
に
帰
依
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
既
に
兼
実
に
お
い
て
、
建
久
六
年
に
近
衛
家
と
の 

争
い
の
中
で
敗
れ
失
脚
し
、
三
年
後
の
建
久
九
年
に
法
然
上
人
に
『
選
択
集
』
を
書
い
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
兼
実
の 

場
合
に
は
頼
り
と
し
て
い
た
子
息
の
良
経
に
先
だ
た
れ
た
親
と
し
て
の
悲
し
み
を
縁
と
し
て
、

い
よ
い
よ
大
悲
に
摂
化
さ
れ
、
念
仏
を
あ 

じ
わ
っ
て
い
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
場
合
で
も
、
こ
ん
ど
は
弾
圧
に
よ
っ
て
流
さ
れ
る
身
と
な
ら
れ
た
か
っ
て
の
主
上
が
聖
覚
法
印 

に
念
仏
の
お
し
え
を
聞
い
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て' 

そ
う
い
う
な
か
か
ら
『
唯
信
抄
』
も
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
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あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
後
鳥
羽
上
皇
の
側
に
つ
い
た
り
、
あ
る
い
は
幕
府
側
に
つ
い
た
り
、
そ
の
唱
導
師
と
し
て
の
自
由
な
立
場
か
ら
隆
寛
の
よ
う 

に
放
追
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
念
仏
を
つ
た
え
て
い
っ
た
聖
覚
法
印
の
性
格
が
明
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
に
も
考
察
し
た
こ
と
が
ご 

ざ
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
前
述
し
た
よ
う
に
人
間
の
浮
き
沈
み
の
中
で
の
悲
し
み
を
縁
と
し
て
お
念
仏
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で 

あ
り
、
私
は
そ
う
い
う
一
つ
の
事
件
の
中
で
『
唯
信
抄
』
を
と
ら
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

な
お
思
想
的
な
面
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
法
然
上
人
の
念
仏
義
と
い
う
も
の
を
正
し
く
受
容
い
た
し
ま
し
た
聖
覚
が
ど
の
よ
う
に
法
然
の
お 

し
え
を
つ
た
え
、
さ
ら
に
親
鸞
へ
の
媒
介
と
な
っ
て
い
く
か
と
い
う
面
の
こ
と
を
さ
ら
に
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が 

予
定
の
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
今
日
は
特
に
歴
史
的
な
面
の
背
景
だ
け
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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