
書 

評

安
富
信
哉
著

『
親
鸞
と
危
機
意
識
』

加

藤

智

見

 

本
書
は
、
「
真
宗
学
は
、

諸
学
と
異
な
り
、

人
間
の
宗
教
的
霊
性
に
触 

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
点
を
強
調
さ
れ
た
」(

跋)

故 

松
原
祐
善
教
授
の
も
と
で
研
鑽
を
積
み
、
「
一
体
、

私
は
、

い
か
に
し
て 

主
体
的
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
」(

自
序)

と
問
い
続
け
て
き
た
著 

者
が
、
「
親
鸞
の
危
機
意
識
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
 

親
鸞
は
、
そ
の
危
機
意
識
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
人
間
と
し
て 

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
」(

同)

を
究
明
し
、
「
広
い
視
野
で
人
間
の
宗 

教
的
実
存
を
親
鸞
に
お
い
て
問
う
労
作
」(

序
、
寺
川
俊
昭)

と
し
て
結
実 

し
た
も
の
で
あ
る
。

「
全
体
は
、

第

一

編

『
危
機
と
宗
教
的
主
体
』
、

第

二

編

『
危
機
と
宗 

教
的
真
理
』
と
の
二
部
よ
り
な
る
。
…
第
一
編
は
、
親
鸞
が
ど
の
よ
う
に 

し
て
、
宗
教
的
人
間
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
主
題
を
取
り 

扱
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
本
書
の
三
分
の
二
を
占
め
る
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
で 

あ
る
。
…
第
二
編
は
、
個
別
的
な
主
題
か
ら
な
っ
て
い
る
。
た
だ
一
貫
し 

て
い
る
課
題
は
、
危
機
の
自
覚
の
な
か
で
、
親
鸞
が
宗
教
的
真
理
を
い
か

に
発
見
し
た
か
、
あ
る
い
は
宗
教
的
真
理
の
発
見
に
お
い
て
、
危
機
が
聖 

人
に
い
か
な
る
意
味
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」(

自
序)

と
著
者 

は
述
べ
て
い
る
。

さ
て
本
書
は
、
以
上
の
よ
う
な
著
者
の
人
間
的
、
学
的
な
動
機
か
ら
生 

ま
れ
た
労
作
で
あ
る
が
、
書
評
を
引
き
受
け
た
私
は
、
真
宗
学
を
専
攻
す 

る
者
で
も
な
く
、
宗
教
学
専
攻
の
、
し
か
も
浅
学
の
徒
で
あ
る
。
し
た
が 

っ
て
組
織
的
な
分
析
、
書
評
は
無
理
で
あ
る
ゆ
え
、
断
片
的
か
つ
主
観
的 

な
感
想
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
ま
ず
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

水

第
一
編
で
、
著

者

は

「
観
想
的
人
間
」
「
頤
き
」
「
転
身
」
「
よ
き
ひ
と
」 

「
弾
圧
」
「
群
萌
の
大
地
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
章
を
さ
き
な
が 

ら
親
鸞
の
人
間
形
成
と
そ
の
生
涯
の
生
き
ざ
ま
に
肉
迫
し
、
危
機
を
視
軸 

と
し
て
親
鸞
の
宗
教
的
実
存
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
章
毎
に
筆
者 

の
学
的
方
法
お
よ
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。

「
第
一
章 

観
想
的
人
間
」

の

「
第

一

節

一

乗

止

観

院

」
で
は
、
著 

者

は

「
時
代
の
荒
廃
と
叡
山
教
団
の
解
体
は
、
親

鸞

に

深

い

『
生
の
危
機 

感
』
を
植
え
つ
け
」
「
崩
壊
し
た
家
庭
環
境
」
を
知
る
こ
と
と
も
相
俟
っ
て 

若

き

日

の

「
生
の
危
機
感
」
が

「
精
神
的
成
長
を
遂
げ
る
に
し
た
が
っ
て
、
 

仏
教
者
の
究
極
的
課
題
で
あ
る
自
己
の
生
死
問
題
の
解
決
と
い
う
明
確
な 

輪
郭
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
類
推
す
る
。
そ

し

て

「
延
暦
寺
は
、
 

も
と
一
乗
止
観
院
で
あ
る
」

こ
と
に
注
目
し
、
在
叡
二
十
年
は
「
自
己
の 

生
死
問
題
の
解
決
を
求
め
て
、
止
観
を
実
践
し
、

こ
れ
に
破
れ
た
」
と
と 

ら
え
よ
う
と
す
る
。
著

者

は

「
私
が
叡
山
上
の
若
き
親
鸞
に
対
し
て
抱
く 

ひ
と
つ
の
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ!

、
そ
れ
は
、
重
い
苦
悩
の
な
か
に
彼
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岸
の
世
界
を
憧
憬
し
、
止
観
に
全
身
全
霊
を
傾
け
る
一
人
の
観
想
的
人
間 

の
姿
で
あ
る
」
と
し
、
次

の

「
第
二
節 

『
観
』

の
教
学
」
で
詳
細
に
分 

析
し
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
著
者
は
観
無
量
寿
経
に
対
す
る
親
鸞
の
対
し
方 

の
変
遷
の
跡
を
た
ど
り
、
最

初

は

『
摩
訶
止
観
』
を
規
準
と
す
る
天
台
宗 

伝
統
の
観
経
解
釈
に
則
っ
て
観
法
を
修
す
る
が
、
や
が
て
善
導
，
源
空
の 

解
釈
に
随
っ
て
い
く
独
自
な
転
換
の
過
程
を
示
し
、

「
親
齋
は
、

新
し
い 

解
釈
学
的
規
準
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
観
経
』
を
、
『
大
無
量
寿
経
』 

に
至
る
前
方
便
の
教
と
し
て
意
味
づ
け
る
の
で
あ
る
」
と
結
論
す
る
。
次 

に
法
然
の
名
を
知
り
な
が
ら
「
し
か
し
親
鸞
は
、
天
台
宗
伝
統
の
観
想
の 

念
仏
を
出
離
生
死
の
要
道
と
簡
ん
で
、
頹
廃
の
色
濃
い
叡
山
に
踏
み
と
ど 

ま
っ
た
。
そ
れ
は
一
体
な
ぜ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
い
つ
つ
、
『
往 

生
要
集
』
と
源
信
へ
の
親
鸞
の
思
慕
の
根
拠
を
問
う
。
さ

ら

に

は

「
在
叡 

時
代
の
親
鸞
を
取
り
ま
い
た
思
想
的
環
境
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
近
年
本
覚 

門
の
思
想
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
」
と
指
摘
し
、
詳 

細
に
本
覚
思
想
の
特
質
を
検
討
し
、
き

び

し

く

「
こ
の
思
想
に
は
、
人
間 

生
活
の
倫
理
性
が
見
失
わ
れ
、
造
悪
無
碍
の
思
想
へ
と
顚
落
す
る
危
険
性 

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
」

と
著
者
の
見
方
を
披
瀝
し
、

「
密
教
的
ミ
ス
テ
ィ 

シ
ズ
ム
の
色
濃
く
、
秘
教
の
香
り
が
漂
う
こ
の
真
如
観
は
、

一
ー
ヒ
リ
ズ
ム 

と
紙
一
重
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
覚
門
の
『
観
』

の

教

学(

観
想
主
義 

・
観
心
主
義)

は
、
深
い
凡
夫
の
自
覚
を
懐
い
た
若
き
親̂

に
と
っ
て
、
 

は
な
は
だ
遠
い
も
の
と
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
的
確
に
問
題 

提
起
が
な
さ
れ
、
さ

ら

に

「
第
三
節 

常
行
三
昧
」
で
若
き
親
鸞
の
内
面 

の
苦
悩
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
ま
ず
当
時
の
堂
僧
の
実
態
を
明 

ら
か
に
し
つ
つ
、

著
者
は
注
目
す
べ
き
提
言
を
す
る
。

「
大
胆
な
推
理
を

許
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
親
鸞
は
得
度
し
て
か
ら
す
ぐ
に
堂
僧
に
な
っ 

た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
学
生
と
し
て
過
ご
し
た
一
時
期
が
あ
っ
た 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
親
鸞
は
学
生
の
生 

活
を
放
棄
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
問
い
か
け
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
父
の 

身
分
の
低
さ
な
ど
に
よ
っ
て
堂
僧
に
さ
れ
た
と
い
う-

般
の
見
方
に
よ
ら 

ず
、
「
私
は
、
親
鸞
が
、
『
浮
生
の
交
衆
』
『
仮
名
の
修
学
』(

『
歎
徳
文
』) 

の
な
か
に
、
本
来
の
仏
道
精
神
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
学
生
の
身
分
を 

棄
て
て
、
静
か
で
修
道
の
実
践
を
伴
っ
た
常
行
三
昧
堂
を
、
自
ら
の
修
道 

場
と
し
て
、
む
し
ろ
自
覚
的
，
積
極
的
に
選
び
と
っ
た
場
面
を
想
定
す 

る
」
と
い
う
。
そ
し
て
行
に
徹
す
る
過
程
に
お
け
る
自
己
凝
視
を
通
し
、
 

「
こ
こ
に
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
わ
が
身
の
業(

に
真
向
い
に
な 

り
、
人
間
業
の
深
淵
を
の
ぞ
き
こ
む
こ
と
に
な
る
」
と
す
あ
。
止
観
を
通 

し
て

自
ら

の
「
煩
悩
妄
念
の
し
ぶ
と
さ
に
驚
愕
」
し
て
い
く
過
程
が
見
事 

に
描
き
出
さ
れ
る
。
し
か
し
欲
を
言
え
ば
、
本
来
著
者
が
大
学
時
代
に
文 

学
を
専
攻
な
さ
っ
た
た
め
か
、
親̂

の
苦
悩
が
や
や
甘
く
感
傷
的
に
と
ら 

え
ら
れ
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
煩

悩

の

「
し
ぶ
と
さ
」
と
い
う
表
現
は 

ま
こ
と
に
適
切
な
表
現
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
文
学
を
逆
手
に
と
っ
て
し 

ぶ
と
く
煩
悩
の
姿
を
え
ぐ
っ
て
い
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

「
第

二

章

頤

き

」
で
は
、
ま

ず

「
第

一

節

菩

提

心

」

の
項
で
、
親 

鸞
が
菩
提
心
発
起
を
志
し
な
が
ら
そ
の
挫
折
に
至
る
内
的
状
況
が
叙
述
さ 

れ
る
。
そ
の
頤
き
の
特
質
を
、
た
と
え
ば
現
代
の
自
殺
の
心
境
と
比
較
し 

つ
つ
叙
述
さ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
現
代
と
の
比
較
は
一
般
の
読
者
に
対 

し
て
非
常
に
説
得
力
を
も
っ
と
思
え
る
。
な
か
で
も
親
が
詠
嘆
的
な
人 

間
で

は
な

く
「
リ
ア
リ
ス
ト
」

で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
鋭
い
。

こ
の
点
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は
親
鸞
研
究
者
が
心
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
評
者
が
著
者
に
望
む 

こ
と
は
、
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
以
上
、
あ
く
ま
で
親 

鸞
と
い
う
人
間
を
リ
ア
ル
に
見
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
だ
が 

そ
の
蹟
き
を
通
し
て
、
や
が
て
親
鸞
は
、
広
大
な
浄
土
の
大
菩
提
心
の
世 

界
へ
と
見
開
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
と
い
う
摑
み
方
と
表
現
で
は
、
真 

宗
学
の
専
攻
者
で
あ
れ
ば
以
心
伝
心
で
分
か
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

一
般 

人
に
は
淡
泊
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
リ
ア
ル
な
把
握 

と
表
現
を
望
み
た
い
し
、
文
学
を
体
験
し
た
著
者
で
あ
れ
ば
、
必
ず
や
実 

現
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
さ

ら

に

「
第
二
節 

夢
告
」
で
は
、
著
者 

は

「
私
自
身
は
、
ど
こ

ま
で

も

『
四
句
偈
文
』
を
夢
想
の
中
心
的
な
テ
ー 

マ
と
し
て
考
え
た
い
」
と
し
て
、

ユ
ン
グ
等
の
主
と
し
て
心
理
学
の
見
解 

を
引
用
し
な
が
ら
分
析
し
て
い
く
。
そ
し
て
た
と
え
ば
「
親
鸞
に
お
け
る 

こ

の

『
夢
告
の
太
子
』
は
、
心
の
奥
底
に
感
知
さ
れ
た
母
性
ヽ
ユ
ン
グ
の 

い
わ
ゆ
る
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
興 

味
あ
る
推
察
を
な
さ
る
が
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
さ
ら
に
一
層
深
い
解
明 

を
待
ち
た
い
。
ま

た

「
と
こ
ろ
で
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
親
鸞
の
主
要
著
作 

の

『
教
行
信
証
』
や
そ
の
他
の
著
述
に
、
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
言
及
す
る 

こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、
そ
の
一
方
で
、
聖
徳
太
子
和 

讃
を
二
百
首
も
残
し
た
親
鸞
に
し
て
は
、
ま
こ
と
に
不
思
議
と
い
う
ほ
か 

は
な
い
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、

「
聖
徳
太
子
の
存
在
は
、

陽
の
あ
た 

る
理
性
の
次
元
よ
り
さ
ら
に
は
る
か
に
ふ
か
い
、
光
の
と
ど
か
な
い
無
意 

識
の
次
元
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
さ
れ
る
が
、
先
の
ユ 

ン
グ
の
説
と
合
わ
せ
検
討
さ
れ
、
具
体
的
か
つ
リ
ア
ル
に
解
明
し
て
い
た 

だ
き
た
い
と
思
う
。

「
第
三
章 

転
身
」
で
は
「
観
想
的
人
間
か
ら
内
観
的
人
間
へ
転
じ
て
」 

い
く
回
心
の
過
程
が
非
常
に
深
く
追
究
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
親
鸞
と 

「
仏
教
の
不
浄
観
」
あ
る
い
は
「
末
法
意
識
」
「
厭
世
感
」
と
が
関
係
は
あ 

っ
た
に
せ
よ
、
根
本
的
に
は
彼
自
身
の
徹
底
し
た
自
己
凝
視
と
懺
悔
が
あ 

っ
て
は
じ
め
て
回
心
が
お
こ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

こ
の
点
は
私
も
ま
っ 

た
く
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
親
鸞
の
回
心
が

「
青
天
の
霹 

靂
の
よ
う
に
突
如
親
鸞
の
身
に
ふ
り
か
か
っ
て
き
た
突
発
的
事
件
で
は
な 

く
、
な
が
い
修
道
の
苦
闘
の
時
間
を
経
て
」
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い 

う
見
方
は
、
著
者
の
修
道
の
体
験
か
ら
察
知
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る 

が
、
ま
こ
と
に
的
確
な
把
握
だ
と
思
わ
れ
る
。
た

だ

し

「
あ
た
か
も
柿
の 

実
が
熟
し
て
大
地
に
落
ち
る
よ
う
に
、
自
然
に
起
っ
た
出
来
事
で
あ
る
と 

か
ん
が
え
ら
れ
る
」
か
ど
う
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
常
に
如
来
の
仏
意
を 

問
う
て
き
た
親
鸞
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
摑
み
取
っ
た
も
の
で
も
あ
り
、
 

そ
れ
を
摑
み
取
れ
と
常
に
呼
び
か
け
て
い
た
の
が
仏
で
は
な
か
っ
た
か
、
 

私
は
そ
う
考
え
て
い
る
が
、

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
仏
の
呼 

び
か
け
が
親
鸞
の
「
菩
提
心
か
ら
の
根
こ
ぎ
」
と
な
っ
た
心
を
引
き
寄
せ
、
 

心
を

本
願
に
「
根
づ
」
か
せ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま 

た

著

者

は

「
あ
れ
も-
-

こ
れ
も
」
と

い

う

「
決
断
な
き
仏
教
」

に
決
断 

の
仏
教
を
提
示
し
た
親
鸞
の
態
度
を
『
唯
信
鈔
文
意
』

の

「
回
心
と
い
ふ 

は
、
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
、
す
っ
る
を
い
ふ
な
り
」

の
文
中
の
「
ひ 

る
が
へ
し
、
す
っ
る
」

の
態
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。
的
確
な
指
摘
で
あ
ろ 

う
。

こ
の
指
摘
は
他
力
の
神
髄
を
知
り
得
た
が
ゆ
え
に
す
べ
て
を
棄
て
る 

こ
と
が
で
き
た
親
鸞
の
心
境
を
察
知
し
て
の
著
者
の
指
摘
で
あ
る
と
私
は 

思
う
。
次

に

「
三
願
転
入
」

の
問
題
に
移
る
が
、
諸
説
を
検
討
し
な
が
ら
、
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著
者
は
歎
異
抄
の
「
廻
心
と
い
ふ
こ
と
た
ヾ
一
度
あ
る
べ
し
」

の
文
を
引 

用
し
、
「
決
定
的
な
回
心
は
、
生
涯
に
た
だ
一
度
で
あ
る
。
…
と
す
れ
ば
、
 

親
鸞
に
お
い
て
、
第
十
八
願
転
入
は
や
は
り
建
仁
元
年
以
外
に
は
考
え
ら 

れ
な
い
」
と
す
る
。
「
と
同
時
に
、
私
は
、

二
十
願
の
自
覚
が
、

親
鸞
自 

身
の
信
仰
生
活
の
実
践
の
な
か
で
表
出
し
て
き
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
」 

と
著
者
は
の
べ
る
。

こ
の
自
覚
の
問
題
は
、
あ
る
意
味
で
宗
教
に
は
普
遍 

的
に
存
在
す
る
問
題
で
も
あ
り
、
著
者
と
と
も
に
宗
教
を
研
究
す
る
者
共 

通
の
問
題
で
も
あ
る
。
次
に

著

者

は

「
値
遇
」
と

「
い
ま
」

の
問
題
に
進 

む
の
で
あ
る
が
、
ブ
ー
バ
ー
の
出
会
い
の
問
題
と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
ら 

れ
て
い
る
。
興
味
あ
る
手
法
で
は
あ
る
が
、
ブ
ー
バ
ー
の
場
合
は
一
神
教 

的
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
発
想
の
も
と
に
思
考
さ
れ
て
い
る
。
比 

較
の
場
合
そ
の
前
提
の
相
違
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
く
と
よ
い
と
思 

う
。

「
い
ま
」

の
問
題
も
そ
う
で
あ
る
。

次

に

「
身
の
現
実
」
と
い
う
問 

題
に
触
れ
ら
れ
る
が
、

こ

の

「
身
の
現
実
」
か
ら
親
鸞
に
肉
迫
し
て
い
く 

発
想
は
非
常
に
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
お 

い
て
も
ギ
リ
シ
ャ
の
思
想
が
主
と
し
て
精
神
の
昇
華
を
問
題
に
す
る
の
に 

対
し
、
執
拗
に
肉
の
身
を
問
題
に
す
る
。
肉
と
共
な
る
魂
の
救
い
が
キ
リ 

ス
ト
教
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
哲
学
と
宗
教
の
根
本
的
な
相
違 

点
に
も
な
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
視
座
も
加
味
さ
れ
て
一
層
の
究
明
を 

期
待
し
た
い
。

「
第
四
章 

よ
き
ひ
と
」
で
は
、
著

者

は

ま

ず

「
第
一
節 

危
機
の
教 

学
」
と
題
し
、

い
わ
ゆ
る
バ
ル
ト
や
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
「
危
機
神
学
」
的
な 

状
況
を
も
視
野
に
入
れ
、

宗
教
的
な
危
機
の
問
題
を
取
り
扱
う
。

「
一
切 

衆
生
悉
有
仏
性
」
と
考
え
る
仏
教
に
お
い
て
、
な
ぜ
衆
生
は
常
に
生
死
に

輪
廻
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
起
し
た
の
は
道
綽
で
あ
る
が
、

こ
れ
・ 

は
源
空
自
身
の
疑
問
で
も
あ
っ
た
と
著
者
は
い
う
。

「
時
は
未
法
、

機
は 

下
根
」
と
い
う
道
綽
の
危
機
意
識
を
、
著

者

は

「
二
重
の
危
機
」
意
識
と 

と
ら
え
直
し
、

源
空
の
人
間
性
に
ま
で
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
、

「
第
二
節 

『
選
択
』

の
論
理
」

の
考
察
に
入
る
。
「
源
空
の
事
業
は
、
『
選
択
』
を
主 

軸
と
し
て
果
遂
さ
れ
た
」
と
い
う
見
方
か
ら
選
択
の
性
格
を
厳
密
に
追
究 

す
る
。
な
お
こ
の
よ
う
な
源
空
の
態
度
に
「
源
空
の
宗
教
改
革
が
あ
っ 

た
」
と
さ
れ
、
私
も
そ
う
考
え
て
よ
い
と
思
う
が
、
し
か
し
何
を
も
っ
て 

「
宗
教
改
革
」
と
す
る
か
の
詳
し
い
概
念
規
定
が
こ
こ
で
は
必
要
で
あ
る 

と
思
う
。
と
こ
ろ
で
著
者
は
「
源
空
の
心
は
、
法
蔵

菩

薩

の

『
選
択
』

の 

根
源
に
ま
で
遡
」 

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、

こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
重 

要
な
こ
と
で
あ
る
。
選
択
の
問
題
は
や
や
も
す
る
と
観
念
的
な
論
理
と
し 

て
追
究
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
法
蔵
菩
薩
の
願
心
と
い
う
場
で
じ
っ
く
り 

考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
と
推
察
で
き
る
。
と 

同
時
に
鎌
倉
仏
教
全
体
に
選
択
の
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
 

こ
の
点
は
読
者
に
対
す
る
重
い
呼
び
か
け
と
も
な
っ
て
い
る
。

「
第
三
節 

値
遇
」
で
は
、
著
者
は
ま
ず
源
空
の
信
を
受
け
継
い
た
親
鸞
の
『
唯
信
鈔 

文
意
』
を
取
り
上
げ
、
「
唯

の~

字
は
、
『
た£

こ
の
こ
と
ひ
と
つ
』
と
同 

時

に

『
ひ
と
り
』
と
い
う
意
味
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
『
ひ
と
り
』
と
は
ー 

人
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
信
仰
の
主
体
的
意
義
が
明
確
さ
れ
る
」
と
指
摘
す 

る
。
個
人
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
私

は

今

ま

で

「
た
だ
ひ
と
つ
」
と
い
う 

意
味
で
し
か
こ
の
唯
と
い
う
字
を
見
て
こ
な
か
っ
た
。
重
要
な
ご
指
摘
を 

い
た
だ
い
た
と
思
う
。
今
後
の
親
鸞
研
究
に
新
し
い
角
度
を
与
え
ら
れ
た 

と
思
う
。
さ
ら
に
著
者
は
親
鸞
の
源
空
と
の
出
会
い
の
内
容
を
克
明
に
描
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出
し
よ
う
と
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
源
空
を
往
相
的
な
像
と
し
て
だ
け
で 

な
く
還
相
の
像
と
し
て
描
い
た
親
鸞
が
『
源
空
聖
人
私
日
記
』
を
典
拠
と 

し
て
い
る
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
、
「
若
き
日
に
源
空
と
出
遇
つ
事
実
が
、
 

宗
教
的
感
情
を
も
っ
て
回
想
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、

こ
の
還
相
の
源
空
像
が
、
 

親
鸞
の
心
に
彫
琢
さ
れ
て
き
た
」
と
指
摘
す
る
。
き
び
し
く
論
理
的
で
あ 

っ
た
親
鸞
が
源
空
を
「
阿
弥
陀
如
来
化
し
て
こ
そ
」
と
い
う
よ
う
に
、
私 

に
と
っ
て
も
疑
問
で
あ
っ
た
が
、
感
情
的
な
表
現
を
と
っ
て
描
い
た
根
拠 

が
今
こ
こ
に
解
明
さ
れ
て
い
く
。
「
師
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
真
理
の
言
葉 

で
あ
る
と
い
う
確
信
を
獲
る
と
き
、
師
の
存
在
は
光
で
あ
り
、
真
理
の
応 

化
で
あ
る
」
と
著
者
は
指
摘
す
る
が
、
鋭
利
な
問
題
提
起
で
あ
る
と
い
え 

る
。
な
お
こ
の
文
中
の
「
言
葉
」
に

「
ロ
ゴ
ス
」
、
「
応
化
」
に

「
イ
ン
カ 

ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
点
は
宗
教
に
と
っ
て 

根
源
的
か
つ
普
遍
的
な
問
題
で
も
あ
る
の
で
、

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
背
景 

は
今
後
よ
り
広
い
立
場
で
究
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
さ
ら
に
親
鸞
に
お 

い

て

は

「
遇
」
が

「
信
」

の
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
法
と
自 

己
と
の
関
係
が
「
我
——
汝
」
と
い
う
人
格
的
な
呼
応
関
係
に
お
い
て
把
え 

ら
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
点
は
た
し
か
に
言
い
得
る
。
し
か
し 

こ

の

「
人
格
的
」
と
い
う
言
葉
は
幅
の
広
い
重
い
内
容
を
も
っ
た
言
葉
で 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
前
に
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
に
対
す
る
論
究
が 

ぜ
ひ
必
要
だ
と
私
は
思
う
。
「
親
鸞
は
法
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
は
な 

く
、
逆
に
法
よ
り
汝
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
自
己
を
発
見
し
て
い
る
」 

「
そ
し
て
交
わ
り
の
性
格
は
、

ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
対
立
関
係
で
は
な
く
、
親 

和
的
関
係
で
あ
る
」

と
い
う
問
題
提
起
も
、

一
度
宗
教
学
の
場
で
再
検
討 

さ
れ
る
と
一
層
鋭
く
内
容
的
に
も
深
い
も
の
に
な
る
と
思
え
る
。

「
第
五
章 

弾
圧
」

の

「
第
一
節 

真
宗
興
隆
」
で
は
法
然
膝
下
に
お
け 

る
諸
問
題
が
言
及
さ
れ
る
。

『
選
択
集
』
付
嘱
の
問
題
に
続
い
て

「
人
間 

存
在
の
危
機
」

の
項
で
、
著

者

は

「
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
人
間
存
在
の
危 

機
を
凝
視
し
た
親
鸞
の
眼
が
、
と
り
わ
け
殺
生
罪
を
犯
し
た
者
の
上
に
注 

が
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
当
然
の
こ
と
と
い
え
ば
そ
う 

で
あ
る
が
、

こ
の
点
を
指
摘
さ
れ
て
非
情
な
ま
で
に
業
の
問
題
を
え
ぐ
っ 

て
い
く
親
鸞
の
在
り
方
が
私
に
は
実
感
と
し
て
理
解
で
き
た
。
人
間
の
最 

も
基
層
の
部
分
に
あ
る
殺
生
へ
の
罪
の
意
識
と
、
限
り
な
く
高
い
仏
の
本 

願
の
間
を
親
鸞
の
眼
は
常
に
動
い
て
い
る
。
そ
の
眼
こ
そ
仏
に
よ
っ
て
与 

え
ら
れ
た
眼
で
あ
る
と
思
え
る
。
そ
の
眼
を
し
っ
か
り
と
自
覚
す
る
こ
と 

が
、
著
者
の
い
う
「
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
と

は

「
た
ま
は
り
た
る
主
体
」 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
他
力
の
信
心
を
真
に
分
か 

り
、
保
持
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
者
の
内
と
外
か
ら
危 

機
が
訪
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
浄
土
教
団
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
宗
教
教 

団
の
悲
し
い
宿
命
的
な
問
題
で
も
あ
る
。
源
空
の
弟
子
た
ち
、
親
鸞
教
化 

の
関
東
教
団
、
そ
し
て
蓮
如
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
源
空
の
制
誡
、
 

親
鸞
の
関
東
へ
の
手
紙
、
蓮
如
の
数
度
の
提
は
宗
教
集
団
、
教
団
に
お
け 

る
悲
し
い
現
実
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
ま
た
人
間
の
赤
裸
々
な
姿
が
存
在
し 

て
も
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

い
つ
か
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
著
者 

に
望
み
た
い
。
さ

ら

に

「
第
二
節 

愚
禿
釈
親
鸞
の
誕
生
」
で
、
著
者
は 

ま
ず
愚
禿
の
名
告
り
に
つ
い
て
触
れ
、

つ
い
で
越
後
時
代
に
「
善
信
」
を 

「
親
舞
」
と
改
名
し
た
そ
の
理
由
に
言
及
し
、

こ
の
期
の
親
鸞
の
独
自
性 

を
追
究
す
る
。

つ
ま
り
親
鸞
と
い
う
名
は
善
導
教
学
か
ら
さ
ら
に
曇
鸞
教 

学
へ
の
展
開
の
結
果
だ
と
考
え
、
著
者
は
注
目
す
べ
き
考
察
を
開
始
す
る
。
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こ
の
部
分
は
本
書
の
圧
巻
の
部
分
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
越
後
出
身
の
著
者 

の
体
験
が
深
く
響
い
て
く
る
部
分
で
も
あ
る
。
「
い
さ
さ
か
大
胆
で
は
あ 

る
が
、
越
後
の
風
土
と
生
活
が
、
親

鸞

の

思

想(

教
学)

形
成
に
ど
の
よ 

う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
推
察
し
て
み
た
い
」
。

そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お 

こ
う
。

ま
ず
越
後
の
自
然
と
の
関
係
で
あ
る
が
、

「
こ
の
荒
々
し
い
自
然 

の
な
か
で
は
、
人
間
は
無
力
で
あ
る
。
し
か
し
天
地
の
自
然
は
、

一
糸
と 

し
て
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
も
と
に
生
き
る
一
切
の
生
命
を
治
め
る
べ 

き
と
こ
ろ
に
治
め
て
ゆ
く
。

こ
の
自
然
の
摂
理
は
、
人
智
を
も
っ
て
測
り 

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
思
議
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
…
ま
ず
自
然
界 

へ
の
驚
き
か
ら
、
や
が
て
如
来
の
救
済
の
驚
き
へ
と
ふ
か
ま
っ
て
ゆ
く
こ 

と
で
あ
る
」
。
次
に
越
後
で
の
生
活
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
「
こ
の
地
で
自 

己
の
信
仰
が
試
さ
れ
る
と
い
う
大
き
な
危
機
に
直
面
し
た
は
ず
で
あ
る
」
。
 

評
者
の
贅
言
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
さ
ば
、
 

い
か
な
る
振
舞
い
も
す
る
人
間
の
実
相
が
そ
こ
に
あ
っ
た
」
。
「
山

伏

・
聖 

は
、

こ
の
不
安
な
民
衆
の
心
に
喰
い
こ
ん
で
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
だ 

か
ら
親
鸞
が
こ
の
地
で
宗
教
的
活
動
を
展
開
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
越 

後
出
身
の
弟
子
が
覚
善
ひ
と
り
で
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
」
と
い
う 

鋭
く
直
観
的
な
指
摘
は
、
風
土
が
研
究
者
自
身
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
い 

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
著
者
は
「
浄
土
真
宗
は
越
後
に
始
ま
る
、
と 

い
わ
れ
た
金
子
大
栄
師
の
こ
と
ば
が
想
い
出
さ
れ
る
」
と
い
う
が
、
重
い 

言
葉
で
あ
る
。

「
第
六
章 

群
萌
の
大
地
」
、
「
第
一
節 

い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の 

ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
で
は
、
ま
ず
著
者
は
和
讃
の
中
に
「
わ
れ
ら
」
と
い 

う
言
葉
の
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
「
そ
ん
な
親
鸞
の
『
わ
が
身
』
の
自
覚
を

『
わ
れ
ら
』

の
自
覚
に
ま
で
大
き
く
押
し
広
げ
た
の
が
、
越
後
で
の
流
罪 

体
験
」 

で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

「
聖
人
は
こ
の
雪
国
で
自
己
の
内
面
に 

沈
潜
す
る
機
会
を
得
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
人
恋
し
き
想
い
は
打
ち
消 

し
よ
う
も
な
く
つ
の
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
に
親
鸞
の 

新
し
い
人
間
発
見
が
あ
り
、
『
わ
が
身
』
の
地
平
が
『
わ
れ
ら
』
の
地
平
へ 

と
広
が
る
展
開
が
あ
っ
た
。

こ

の

『
わ
れ
ら
』

の
地
平
へ
と
開
か
れ
る
ひ 

と
つ
の
契
機
と
し
て
、
結
婚
が
考
え
ら
れ
る
」

と
い
う
推
測
は
自
然
で
あ 

り
的
確
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
想
う
に
著
者
の
人
間
把
握
は
文
学
的
な
セ 

ン
ス
に
豊
か
で
か
つ
情
を
と
ら
え
る
の
が
実
に
的
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

さ
ら
に
著
者
は
「
わ
れ
」
「
わ
れ
ら
」
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
語
の
分
析
を 

行
な
う
が
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
た
だ
し
一
遍
の
「
称
ふ
れ
ば
、
仏
も 

わ
れ
も
な
か
り
け
り
」
と
い
う
心
境
を
た
だ
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
よ
る
没
我 

性
と
の
み
見
る
こ
と
は
少
々
早
計
に
感
じ
る
。
し

か

し

親

鸞

の

念

仏

が 

「
心
と
心
と
が
響
き
合
う
よ
う
な
魂
の
交
わ
り
の
世
界
を
創
り
出
す
起
点 

で
あ
っ
た
」
と
い
う
見
方
に
は
私
も
賛
成
で
あ
り
、

こ
の
点
は
真
宗
教
団 

形
成
へ
の
原
点
の
一
つ
で
あ
る
と
も
私
は
考
え
る
。
さ

ら

に

「
第
二
節 

念
仏
者
の
共
同
体
」

の
考
察
に
よ
っ
て
右
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て
い
く
。 

「
念
仏
が
同
朋
感
情
を
生
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
そ
の
根
源
を
尋 

ね
る
な
ら
ば
、
如
来
の
本
願
こ
そ
同
朋
感
情
の
母
胎
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

が
で
き
よ
う
」
と
指
摘
す
る
。
著

者

は

「
聖
人
が
同
朋
思
想
を
足
で
実
践 

し
た
の
は
、
ほ
ぼ
二
十
年
に
わ
た
る
関
東
で
の
滞
在
に
お
い
て
で
あ
る
」 

と
し
、

関
東
時
代
の
念
仏
共
同
体
に
言
及
す
る
。

「
源
空
の
命
日
に
念
仏 

講
を
開
い
て
い
た
」

こ
と
、
そ
の
講
で
の
礼
拝
対
象
が
名
号
本
尊
で
あ
っ 

た
こ
と
、

こ
の
こ
と
が
仏
教
の
呪
物
化
を
防
ぎ
、
そ
の
軽
便
さ
が
信
仰
の
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民
衆
化
に
寄
与
し
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
な
が
ら
、
念
仏
の
共
同
体
が 

「
統
率
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
共
同
体
で
は
な
く
、
 

む
し
ろ
組
織
な
き
聞
法
の
共
同
体
で
あ
る
。
如
来
の
恩
徳
を
讃
え
、
お
互 

い
の
信
仰
を
語
り
合
う
信
仰
告
白
共
同
体
で
あ
る
」
と
の
べ
る
。
し
か
し 

共
同
体
の
維
持
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。

「
一
向
、

一
 

心
、

一
門
、

一
味
、

一
仏
、

一
念
、

一
道
、

一
乗
、

一
行
、

一
人
…
と
。
 

こ

の

『
ー
』
に
象
徴
さ
せ
て
、
何
度
聖
人
は
自
己
の
信
仰
を
語
っ
た
こ
と 

で
あ
ろ
う
か
。
と
同
時
に
、
信
心
の
こ

の

『
ー
』

へ
の
結
集
は
何
と
困
難 

な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
。

こ
の
問
題
は
純
粋
な
信
仰
、

純
粋
な
信
仰
共
同 

体
を
維
持
す
る
こ
と
に
お
け
る
宿
命
的
な
問
題
で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の 

努
力
こ
そ
が
宗
教
的
な
使
命
で
あ
る
こ
と
を
、
著
者
は
読
者
に
暗
黙
の
う 

ち
に
語
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

次

に

「
第
一
ー
編 

危
機
と
宗
教
的
真
理
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「1 

群
生
海
の
指
標!

『
大
無
量
寿
経
』
と
親
鸞
」
は
、
「
宗
教
の
問
題
は
、
 

現
実
生
活
の
問
題
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宗
教
が
い 

か
に
深
遠
な
哲
理
を
誇
っ
て
も
、
そ
れ
が
生
活
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
 

現
実
性
を
も
た
な
い
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
宗
教
に
お
い
て
当 

然
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
む
ず
か
し
く
、
し
か
も
そ
こ
に
宗
教
の
生
命 

が
存
在
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
ま
ず
著
者
は
、
ひ
た
む
き
に
「
真
実
」
を 

求
め
た
親
鸞
に
お
け
る
そ
の
真
実
の
意
味
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
。
著
者 

は
た
と
え
ば
化
身
土
巻
の
「
誘
引
」
な
ど
の
言
葉
に
留
意
す
る
。
そ
し
て 

「
親
遷
に
お
い
て
『
真
実
』
は
静
的
な
概
念
で
は
な
い
。
動
的
な
概
念
で 

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
『
真
実
』
と
は
、
衆
生
の
上
に
働
く
も
の
だ
か
ら
で 

あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
宗
教
に
本
質
的
な
も
の
が
見
事
に
把
握
さ
れ
て
い

る
と
私
は
思
う
。

こ

の

「
真
実
」
を
生
死
観
、
さ

ら

に

は

「
生
死
を
一
回 

的
な
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
現
代
人
の
眼
」
な
ど
も
視
野
に
入
れ
、
 

「
願
心
と
は
、
仏

・
如
来
の
真
実
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
が
、
読
者
に
は 

よ
く
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
補
足
し
て
「
そ
れ
は
、
真
理
と
し
て
あ
る
と 

同
時
に
、
現
実
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
の 

よ
う
に
説
明
さ
れ
る
と
真
宗
学
専
攻
で
は
な
く
と
も
、
よ
く
分
か
る
。
そ 

し

て

『
大
無
量
寿
経
』
が

「
真
実
の
利
」
を
与
え
た
唯
一
無
二
の
経
典
で 

あ
る
と
す
る
。
経
典
の
遍
歴
を
重
ね
た
親
鸞
が
こ
の
経
典
に
真
実
を
見
た 

内
的
な
根
拠
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。

「2

親
鸞
の
歴
史
意
識
」
で
は
、
著

者

は

「
本
来
な
ら
ば
、

こ
の
題 

は
、
歴
史
学
者
が
扱
う
領
域
の
主
題
で
あ
る
」
と
断
り
な
が
ら
も
、
新
し 

い
角
度
か
ら
親
鸞
の
歴
史
意
識
に
研
究
の
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
す
る
。
 

「
し
か
し
親
鸞
の
歴
史
観
は
、
重
層
的
で
あ
る
。
単
純
化
す
れ
ば
、
親
鸞 

に
は
、
末
法
史
観
と
同
時
に
本
願
史
観
が
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
主
要
な
歴 

史
観
を
包
括
す
る
よ
う
な
こ
と
ば
と
し
て
、
む

し

ろ

『
歴
史
意
識
』
と
い 

う
こ
と
ば
を
用
い
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
」

と
し
、

「
こ
の 

親
鸞
の
本
願
史
観
は
、
従
来
、
歴
史
学
者
に
あ
ま
り
注
意
さ
れ
な
か
っ
た 

よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

こ
の
指
摘
に
は
評
者
も
ま
っ
た
く
同
感
で 

あ
る
。
特
に
宗
教
史
の
今
後
の
方
法
論
に
幅
と
厚
み
と
深
さ
を
与
え
る
た 

め
に
も
、
ぜ
ひ
こ
の
よ
う
な
史
観
を
歴
史
学
者
は
視
野
に
い
れ
る
べ
き
だ 

と
私
も
思
う
。
そ
し
て
著
者
は
「
末
法
史
観
が
宗
教
的
歴
史
観
と
し
て
成 

立
す
る
た
め
に
は
、
時
代
悪
の
意
識
が
人
間
悪
の
意
識
に
ま
で
内
面
化
さ 

れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、

「
親
鸞
に
よ
れ
ば
、

人
間
の
罪
悪 

性
は
、
時
代
悪
や
環
境
的
悪
な
ど
の
外
在
的
原
因
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
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り
も
、
も
っ
と
根
源
的
に
、
人
間
の
無
始
以
来
の
悪
業
煩
悩
と
い
う
内
在 

的
原
因
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
」
と
追
究
す
る
。
客
観
的
な
歷
史
学
が
主 

流
を
占
め
る
現
代
に
お
い
て
こ
の
見
方
が
ど
こ
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
か 

は
わ
か
ら
な
い
が
、
歴
史
学
者
，も
著
者
の
見
解
に
理
解
の
目
を
向
け
ね
ば 

な
ら
な
い
と
思
う
。
加

え

て

「
親
鸞
に
お
い
て
、
末
法
の
事
実
は
、
外
在 

的
な
事
象
と
し
て
で
は
な
く
、
脚
下
の
現
実
、
『
い
ま
』
『
こ
こ
』

の
現
実 

と
し
て
内
在
化
さ
れ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
宗
教
体
験
か
ら 

生
ま
れ
出
る
実
存
的
な
史
観
も
今
後
歴
史
学
の
分
野
で
意
味
づ
け
さ
れ
る 

必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
著

者

は

「
本
願
史
観
と
は
、
歴
史
を
本
願
の
働
く 

場
、
本
願
の
成
就
せ
ら
る
べ
き
場
と
考
え
る
史
観
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る 

以
上
、
歴
史
は
、
そ
の
目
的
の
成
就
に
向
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
」
と
い
う
独 

自
な
史
観
を
最
後
に
示
し
、
歴
史
の
深
く
豊
か
な
把
握
へ
の
視
点
を
提
言 

す
る
。
こ
の
よ
う
な
提
言
は
歴
史
学
の
分
野
で
、
長
い
時
間
が
か
か
ろ
う 

と
も
ゝ
ぜ
ひ
理
解
を
し
て
も
ら
う
よ
う
、
評
者
も
願
う
も
の
で
あ
る
。
 

「3

真
実
信
へ
の
展
開
——

『
信
巻
』
別
序
の
内
景
」
で
は
、
ま
ず 

著

者

は

『
教
行
信
証
』

の
信
巻
の
位
置
お
よ
び
こ
の
書
の
名
目
の
歴
史
的 

背
景
に
注
意
を
喚
起
し
、
「
信

の

み

が

『
能
』(

能
作)

の
位
を
与
え
ら
れ 

る
の
で
あ
る
」

と
説
き
進
む
。

そ

し

て

「
『
教
行
信
証
』

の
外
形
的
構
造 

は
、
三
序
六
巻
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
注
意
を
引
く
の
は
、
別
序
の 

存
在
で
あ
る
。
信
巻
に
序
文
を
付
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

一
般
の
著
作
形 

式
か
ら
い
っ
て
極
め
て
特
殊
な
こ
と
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と 

問
題
提
起
す
る
。
そ

し

て

「
別
序
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
宗
教
心
は
、
 

自
性
唯
心
お
よ
び
定
散
自
心
で
あ
る
」
と
し
、

こ
の
二
つ
の
批
判
が
検
討 

き
れ
る
。

こ
の
後
者
の
検
討
の
際
、
パ
ス
カ
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が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
き
わ
め
て
新
鮮
な
論 

究
が
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
別
序
が
抑
止
に
お
い
て
結
ば
れ
、
後
序
が
摂
取 

に
お
い
て
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

「
こ
の
よ
う
に
、

別
序
は
、
 

全
体
的
な
溝
想
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
か
ら
も 

信
巻
が
あ
と
で
別
撰
さ
れ
た
と
す
る
学
説
は
首
肯
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
 

か
く
し
て
別
序
の
内
景
を
う
か
が
う
と
、
別
序
は
、
た
ん
な
る
序
文
と
い 

う
意
味
を
超
え
て
、
真
実
信
の
開
顕
に
先
立
つ
宣
言
と
し
て
、
そ
こ
に
大 

き
く
信
巻
全
体
の
問
題
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
頷
か
れ
る
の
で
あ 

る
」
と
す
る
。

「4

親
鸞
に
お
け
る
批
判
精
神
」
に
お
い
て
は
、
著

者

は

「
い
か
な 

る
既
成
の
権
威
，
権
力
に
も
屈
し
な
い
自
由
な
精
神
の
営
み
を
、

も
し 

『
批
判
精
神
』
と
呼
ぶ
な
ら
ば
」
と
し
、
日
本
の
伝
統
思
想
に
は
批
判
精 

神
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
通
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
中
村
元
の
見 

方
を
取
り
上
げ
、
著
者
も
こ
の
見
方
に
賛
同
し
つ
つ
、
見
直
し
の
必
要
性 

を
い
う
。
そ
し
て
著
者
は
特
に
こ
こ
で
親
鸞
の
批
判
精
神
に
つ
い
て
論
究 

し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
家
永
三
郎
、
田
辺
元
、
服
部
之
総
の 

諸
見
解
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。
そ

し

て

『
教
行
信
証
』
後
序
が
取
り
上 

げ
ら
れ
、

「
後
序
の
背
法
・
違
義
の
親
鸞
の
悲
憤
は
、

た
ん
に
社
会
の
法 

に
背
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
如
来
に
背
い
た
と
い
う
こ
と
へ
の
大
き 

な
批
判
で
あ
っ
た
」
と
し
、

そ
の
独
自
性
を
ま
ず
指
摘
し
、

「
い
く
ら
法 

が
真
実
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
る
機
が
真
実
で
な
け
れ
ば
、
法
は
現 

実
性
を
も
た
な
い
。
そ
こ
に
機
の
批
判
が
展
開
さ
れ
る
契
機
が
あ
る
」

と 

親
鸞
の
批
判
精
神
の
根
拠
を
的
確
に
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
批
判
精
神 

は
、
究
極
に
お
い
て

「
自
己
の
罪
障
そ
の
も
の
に
向
け
ち
れ
る
」

こ
と
を
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看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
点
を
指
摘
し
つ
つ
著
者
は
次
の
よ 

う
に
い
う
。
「
そ
の
批
判
は
、

一
方
で
は
、

自
己
批
判
と
も
い
う
べ
き
懺 

悔
と
し
て
対
自
化
さ
れ
、
他
方
で
は
、
当
代
の
宗
教
界
・
思
想
界
全
体
に 

向
け
る
妥
協
の
な
い
批
判
と
な
る
。
そ
こ
に
親
鸞
の
批
判
精
神
が
、
対
自 

的
方
向
と
対
他
的
方
向
を
有
す
る
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら 

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
親
鸞
は
、
両
面
の
批
判
を
な
し
た
史
上
稀
な 

仏
教
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
」
。

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
著
者
は 

「
理
性
が
批
判
精
神
の
主
体
で
あ
る
以
上
、
理
性
そ
の
も
の
は
、
批
判
精 

神
の
客
体
に
な
り
う
る
こ
と
は
な
い
」
近
代
の
傲
慢
な
理
性
至
上
主
義
に 

批
判
の
目
を
向
け
る
。
人

間

の

「
痛
み
が
た
た
え
ら
れ
」
た
人
間
観
に
立 

脚
し
た
親
鸞
の
真
の
批
判
精
神
が
、
今
現
代
の
日
本
に
再
確
認
さ
れ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
著
者
は
静
か
に
、
し
か
も
強
く
提
言
す
る
。
時 

機
相
応
に
し
て
適
切
な
立
言
で
あ
る
と
思
え
る
。

「5

危
機
の
自
覚
——

善

導

大

師

『
機
の
深
信
』
考
」
で
は
、
著
者 

は

「
危
機
は
主
体
的
に
把
え
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、
そ
の
鋭
さ
と
深
さ
に 

達
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
、

「
浄
土
教
の
歴
史
の
な
か
で
時
代
の
危
機
を 

最
も
鋭
く
感
じ
と
り
、
そ
の
危
機
意
識
を
起
点
と
し
て
強
靱
な
信
仰
を
確 

立
し
た
人
と
し
て
、
私
は
、
善
導
の
名
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と 

の
べ
る
。
そ
の
善
導
が

「
危
機
の
本
質
が
む
し
ろ
衆
生
の
負
え
る
宿
命
的 

な
罪
業
性
に
根
ざ
し
て
」

い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
こ
と
に
著
者
は
留
意
し 

「
機
の
深
信
に
つ
い
て
考
察
し
、

二
種
深
信
を
全
体
的
に
理
解
す
る
た
め 

の
端
緒
に
し
た
い
」
と
い
う
。

「
も
し
浄
土
教
が
、

た
ん
に
超
越
神
や
怨 

霊
の
実
在
を
信
ず
る
と
い
っ
た
式
の
宗
教
に
す
ぎ
な
け
れ
ば
、
善
導
は
法 

の
深
信
を
説
く
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、

こ
こ
に
敢
え
て
機
の
深
信
を
説
く

必
要
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
著
者
は
い
う
が
、
少
々
荒
い
推
論 

で
あ
り
、
超
越
神
が
ど
の
よ
う
な
神
を
指
す
の
か
問
題
は
残
る
が
、
善
導 

の
場
合
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

「
衆
生
の
罪
悪
が
末
法
の
原
因
で
あ
り
、

自 

己
は
そ
の
衆
生
の
一
人
だ
と
い
う
自
覚
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
末
法
が
宗
教 

的
地
平
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
指
摘
は
貴
重
で
あ 

る
。

い
わ
ゆ
る
歴
史
的
な
把
握
と
宗
教
的
な
把
握
の
本
質
的
な
違
い
が
指 

摘
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
現
在
い
わ
れ
る
「
凡
夫
」
と
善
導
の
い 

う

「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」

の
違
い
の
指
摘
も
興
味
深
い
。
そ

し

て

「
機
の 

深
信
は
、
け
っ
し
て
安
ら
う
こ
と
な
く
立
ち
止
ま
ら
な
い
で
、
出
離
の
縁 

な
き
わ
が
身
を
凝
視
し
て
先
へ
進
ん
で
ゆ
く
道
程
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ 

の
と
き
わ
が
身
を
凝
視
す
る
眼
は
、
わ
が
身
の
も
の
で
は
な
い
。
わ
が
身 

に
相
対
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
鋭
さ
と
輝
き
を
増
す
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論 

を
導
き
出
す
。

こ
こ
に
ま
た
宗
教
の
も
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
評
者
も
強
く 

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

「6

危
機
と
他
力
——

『
歎
異
抄
』
か
ら
の
展
望
」
で
著
者
は
ま
ず
、
 

「
本
書
が
不
朽
の
古
典
と
し
て
の
生
命
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の 

ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
、
信
仰
の
危
機
を
語
り
な
が
ら
、
人
間
そ
の
も
の
の 

危
機
に
ま
で
ふ
か
く
言
い
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』

の
危 

機
意
識
は
こ
の
二
重
性
を
有
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
著
者
は 

『
歎
異
抄
』

の
著
者
の
生
き
た
中
世
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
考
え
る
の
で 

あ
る
が
、
中
世
を

指
し
て

「
古
代
人
の
あ
の
お
お
ら
か
な
肯
定
的
精
神
は 

崩
壊
し
、
日
本
人
と
し
て
は
じ
め
て
否
定
的
精
神
に
覚
醒
さ
れ
た
」
と
い 

う
。
確
か
に
こ
の
点
は
一
般
に
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
当
に 

古
代
人
は
お
お
ら
か
で
肯
定
的
で
あ
っ
た
の
か
、
生
死
の
不
安
と
恐
怖
に

62



お
び
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
飢
餓
や
疫
病
が
中
世
に
比
較
し
て
本
当 

に
少
な
か
っ
た
の
か
等
、
評
者
は
最
近
非
常
に
疑
問
を
感
ず
る
も
の
で
あ 

る
。
も
う
一
度
確
認
し
て
い
た
だ
く
よ
う
願
い
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
著 

者
は
親
鸞
の
い
う
他
力
の
「
他
」
が
、
「
自
他
と
並
び
称
す
る
と
き
の
『
他
』 

で
は
な
く
、
自
力
と
ま
っ
た
く
質
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
『
他
』 

な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の

理

由

は

「
他
力
と
は
如
来
の
本
願
力 

で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
や
論
理
学
と
は
異
な
っ
た
宗
教
的
な
発
想 

の
特
質
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
信
心
が
あ
る
か
ら
こ 

そ
、
親
鸞
と
唯
円
の
「
二
人
に
と
っ
て
、
逆
境
は
、
絶
対
の
有
碍
に
は
な 

ら
な
か
っ
た
」

の
で
あ
る
。
相
対
的
な
境
地
に
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
よ
く
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
よ
く
、
た
と
え
ば
念
仏 

が

「
他
力
の
生
活
と
な
っ
て
現
前
す
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
観
念
的
に
は 

分
か
る
気
が
す
る
し
、
真
宗
学
で
は
当
然
の
表
現
か
も
知
れ
な
い
が
、

ー
 

般
の
読
者
の
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
表
現
が
さ
ら
に
具
体
的
か
つ
一
般
的 

な
表
現
に
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

「7 
危
機
と
夢
——

『
夢
告
讃
』
を
中
心
に
」
で
は
、
著
者
は
い
わ 

ゆ
る

夢

告

讃

「
弥

陀

の

本

願

信

ず

べ

し

本

願

信

ず

る
ひ

と

は

み

な

摂 

取
不
捨
の
利
益
に
て
无
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」
を
取
り
上
げ
、
夢
と 

危
機
の
内
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
夢
告
の
あ
っ
た 

「
そ
の
前
年
に
関
東
教
団
を
嵐
に
巻
き
こ
ん
だ
聖
人
の
実
子
慈
信
房
善
鸞 

に
よ
る
謗
法
問
題
に
想
い
を
馳
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
、

「
弥
陀
の
本 

願
信
ず
べ
し
——

。

こ
の
太
子
の
促
し
の
声
は
、
娑
婆
に
喘
ぐ
聖
人
の
苦 

悩
を
突
き
破
っ
て
、
老
残
の
身
に
た
し
か
に
響
き
わ
た
っ
た
光
の
声
で
あ 

っ
た
」
と
著
者
は
と
ら
え
る
。
あ

る

い

は

「
太
子
の
夢
告
は
、
如
来
の
覚

醒
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
る
」
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ

し

て

「
真
実 

か
ら
離
反
し
て
し
ま
っ
た
こ
の
現
実
こ
そ
、
何
よ
り
も
悲
歎
さ
る
べ
き
も 

の
」

で
あ
り
、
「
悲
歎
と
は
、

如
来
そ
の
も
の
の
叫
び
で
あ
る
。

大
悲
心 

が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
た
る
我
が
身
に
主
体
化
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
厳
し 

い
現
実
批
判
と
な
っ
て
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
」
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
著 

者
の
長
年
の
研
究
と
信
が
こ
の
よ
う
に
し
て
凝
縮
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ 

り
、
他
力
信
仰
の
極
致
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
し

か

し

「
光
の 

声
」
「
如
来
そ
の
も
の
の
叫
び
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
一
般
の
読
者
に 

は
、
む
し
ろ
神
秘
的
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
の
で
は
な
い 

だ
ろ
う
か
。
決
し
て
如
来
の
声
、
叫
び
は
神
秘
的
な
も
の
で
は
な
い
。
真 

宗
学
で
は
当
然
な
表
現
の
帰
結
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
著
者
の
率
直
な 

信
の
発
露
か
も
知
れ
な
い
が
、

一
般
の
し
か
も
客
観
的
な
言
葉
に
移
し
変 

え
て
読
者
に
理
解
さ
れ
、
そ
の
胸
に
響
く
平
易
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
方 

が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
忌
憚
な
く
申
せ
ば
真
宗
学
者
の
自
己
満
足
と
誤
解 

さ
れ
か
ね
な
い
。
宗
教
学
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
冷
た
い
立
場
に
立
っ
て 

い
る
評
者
の
単
な
る
思
い
込
み
か
も
知
れ
な
い
が
。
し
か
し
表
現
の
問
題 

を
除
け
ば
、
実
に
著
者
は
深
い
境
位
に
達
し
て
い
る
と
私
は
思
う
。
最
後 

に

著

者

は

「
い
ま
ま
た
『
正
像
末
和
讃
』
に
通
底
す
る
厳
し
い
現
実
批
判 

を
う
か
が
う
と
き
、
夢
告
に
体
験
さ
れ
た
真
実
へ
の
覚
醒
こ
そ
、
そ
の
批 

判
精
神
の
源
泉
で
あ
っ
た
と
、
強
く
実
感
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」

と
の
べ
、
 

本
書
を
結
ぶ
。

以
上
、
専
攻
を
異
に
し
、
し
か
も
浅
学
の
身
を
省
ぬ
私
が
、
拙
い
紹
介 

と
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
最
後
に
述
べ
た
い
こ
と
は
、
 

本
書
を
拝
読
し
な
が
ら
、
著
者
の
求
道
が
読
者
に
深
く
伝
わ
っ
て
く
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
適
切
な
学
的
方
法
は
勿
論
の
こ
と
、
信
に
内
在
す
る 

著

者

の

「
態
度
」
が
読
む
人
間
に
迫
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学 

問
的
な
精
巧
さ
と
求
道
に
よ
る
説
得
力
が
合
体
し
て
い
る
と
思
え
る
。
や

が
て

親

鸞

の

「
信
知
」
と
い
う
態
度
に
通
じ
て
い
か
れ
る
と
思
う
が
、
心 

よ
り
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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