
親
鸞
教
学
に
お
け
る
「弾
圧
」
の
意
味

(

中
)

廣 

瀬 

杲

七

そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ

こ
こ
を
も
っ
て
興
福
寺
の
学
徒
、
太
上
天
皇
諱
尊
成
今
上
諱
為
仁
聖
暦
、

承
元
丁
の
卯
の
歳
、
仲
春
上
旬
の
候
に
奏
達
す
。(
教
行
信
証

-

真
宗
聖
典
三
九
八
頁)

と
明
記
す
る
親
鸞
の
本
意
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ず
い
ぶ
ん
と
注
意
深
く
こ
の
記
述
の
文
言
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
 

と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
そ
の
文
言
は
極
め
て
具
体
的
な
歴
史
事
実
を
記
述
す
る
と
い
う
手
法
に
よ
り
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

そ
の
記
述
が
歴
史
の
現
実
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
、
そ
こ
に
ウ
ェ
ー
ト
を
掛
け
て
了
解
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
現
実
的
な
当
時
の 

状
況
を
視
野
に
い
れ
る
と
同
時
に
、
「興
福
寺
奏
状
」
そ
れ
自
体
の
事
実
記
録
に
も
注
目
し
て 

浄
土
宗
興
行
に
よ
り
て
、
聖
道
門
廃
退
す
。
是
空
師
の
所
為
な
り
と
て
、
忽
に
、
罪
科
せ
ら
る
べ
き
よ
し
、
南
北
の
碩
オ
憤
り
申
し 

け

り(
御
伝
鈔
・
真
宗
聖
典
七
三
ー
ー
頁)

と
示
さ
れ
て
も
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
誤
り
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
事
実
状
況
と
「興
福
寺
奏
状
」
の
記
録
と
に
も
ふ
さ
わ
し
い 

了
解
を
、
き
わ
め
て
要
を
得
た
か
た
ち
で
表
現
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
そ
う
で
あ
る
。
ま

た

『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』(
御
伝
鈔)

の
な
か
で
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は
、
こ
の
言
葉
を
説
明
句
と
し
て
承
元
の
弾
圧
を
中
心
に
記
さ
れ
た
『
教
行
信
証
』
流
通
分
の
文
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
覚
如 

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
、
常
識
的
な
正
当
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
さ
き
の
親
鸞
の
一
文
の 

了
解
に
つ
い
て
は' 

何
よ
り
も
ま
ず
自
ら
に
厳
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
私
は
、
情
況
論
的
な
意
味
と
し
て
だ
け
で
は
な
し
に
、
 

こ
の
一
文
と
真
向
い
に
な
る
時' 

怖
れ
と
た
じ
ろ
ぎ
と
を
全
く
感
じ
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
私
に
は
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
虚
偽
的
な
も
の 

を
、
そ
こ
に
感
じ
取
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
言
い
た
い
く
ら
い
で
あ
る
。
私
は
、
そ
う
し
た
恐
怖
と
た
じ
ろ
ぎ
と
を
超
克
し
て
、
 

こ
の
一
文
を
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
そ
れ
を
新
し
い
基
点
と
し
て
、
後
に
続
く
弾
圧
の
記
述
を
読
み
進
ん
で
い
け
る
私
自
身
に
な
る
こ 

と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ' 

こ
の
一
文
を
必
然
の
記
述
と
し
て
位
置
づ
け
た
親
鸞
自
身
の' 

仏
弟
子
と
し
て
の
う
な
づ
き 

に
直
参
す
る
こ
と
を
お
い
て
は
外
に
な
い
と
考
え
る
。

そ
こ
に
立
っ
て
改
め
て
『
御
伝
鈔
』
の
説
明
句
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
文
を
読
む
と
き
、
そ
れ
は
、
親
鸞
が
明
ら
か
に
す
る
顕
浄
土 

真
実
教
行
証
と
い
う
教
学
に
と
り
、

決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
弾
圧
の
記
述
の
本
意
を
失
わ
し
め
、

『
教
行
信
証
』
流
通
分
の
文
を 

死
文
化
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し' 

わ
れ
わ
れ
は' 

覚
如
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
う
し
た
了
解
に
よ
っ
て 

『
教
行
信
証
』
流
通
分
を
う
な
づ
こ
う
と
す
る
こ
と
の
不
当
性
を' 

覚
如
の
行
実
に
結
び
つ
け
な
く
て
も' 

直
接
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
文 

章
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
歎
異
抄
』
の
末
尾
に
置
か
れ
て
い
る
承
元
の
弾
圧
に
深
く
関
係
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
一
文 

で
あ
る
。
で
き
る
か
ぎ
り
勇
み
足
を
し
な
い
為
に
も
、
ま
ず
私
は
そ
の
一
文
を
憶
念
し
な
が
ら
『
興
福
寺
奏
状
』
に
触
れ
て
み
る
こ
と
と 

す
る
。

八

周
知
の
ご
と
く
『
歎
異
抄
』
の
末
尾
に
置
か
れ
て
い
る
一
文
は

後
鳥
羽
院
御
宇
、
法
然
聖
人
他
力
本
願
念
仏
宗
を
興
行
す
。
于
時
、
興
福
寺
僧
侶
敵
奏
之
上(
歎
異
抄
，
真
宗
聖
典
六
四
一
頁)
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と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
簡
明
な
一
文
の
下
に
承
元
の
弾
圧
と
そ
こ
か
ら
必
然
す
る
「愚
禿
親
鸞
」
の
名
乗
り
の
時
期
ま 

で' 

き
わ
め
て
淡
々
と
記
述
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
一
文
は
、
現
実
的
な
必
要
性
の
も
と
に
記
さ
れ
た
記
録
文
書
な
の
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し' 

そ
れ
に
し
て
も
余
り
に
も
感
情
的
要
素
を
除
去
し
切
っ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
章
を
書
く
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
は
誰 

で
あ
ろ
う
か
と
、
詮
索
し
た
く
な
る
程
に
冷
淡
な
文
章
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
こ
の
文
章
は
回
を
重
ね
て
読
む
に
し
た
が
い
、
何
事
か
を 

必
死
に
な
っ
て
訴
え
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
沈
黙
の
な
か
で
の
目
く
ば
せ
を
実
感
さ
す
文 

章
で
あ
る
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
何
で
あ
り' 

ど
こ
か
ら
く
る
の
か
と
推
求
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
 

と
言
っ
て
も' 

こ
の
文
章
が
直
接
『
教
行
信
証
』
の
流
通
分
の
文
に
拠
っ
て
書
か
れ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
の 

書
き
出
し
の
一
文
は
、
そ
れ
に
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
文
言
を
も
含
め
て
、
弾
圧
の
理
不
尽
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち 

御
弟
子
中
狼
藉
子
細
あ
る
よ
し
、
無
実
風
聞
に
よ
り
て
罪
科
に
処
せ
ら
れ
る(
歎
異
抄
・
真
宗
聖
典
六
四
ニ
貝) 

と
し
て
、
そ
の
弾
圧
が
事
実
無
根
の
罪
科
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
書
き
出
し
の
文
か
ら
再
読
す
る
と
き
、
何
よ 

り
も
ま
ず
「後
鳥
羽
院
御
宇
」
と
い
う
冒
頭
の
一
語
か
気
に
な
る
。
そ
れ
は
、
 

後
鳥
羽
院
の
御
代
と
い
う
以
上
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
は 

な
く
、
ま
さ
し
く
後
鳥
羽
院
治
世
の
時
期
を
現
わ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
読
み
過
し
て
い
け
る
書
き
出
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
し 

く
そ
の
御
代
に
「他
力
本
願
念
仏
宗
」
な
る
一
宗
が
、
法
然
聖
人
に
よ
っ
て
興
行
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
く
。
文
章
の
流
れ
と
し
て
は 

別
に
奇
異
な
感
じ
を
持
た
せ
る
よ
う
な
書
き
方
で
は
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
記
述
は
「于
時
」
と
い
う
二
字
を
置
き
、

「興
福
寺
僧
侶
敵
奏 

之
上
」
と
つ
づ
い
て
い
る
。
冷
静
な
文
の
運
び
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
冷
静
な
文
言
の
底
に
は
理
不
尽
な
弾
圧
に
対
す
る
弾
劾
の
心
情
が 

底
深
く
貫
通
し
て
お
り
、
そ
の
弾
劾
の
心
情
の
も
と
に
弾
圧
事
件
の
本
質
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

な
か
で
も
ま
ず
最
初
に
、
法
然
に
よ
り
興
行
さ
れ
た
一
宗
の
名
を
「他
力
本
願
念
仏
宗
」
と
逡
巡
す
る
こ
と
な
く
決
定
し
て
い
る
こ
と 

に
驚
か
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
宗
名
の
表
示
は
、
何
ら
か
の
前
例
が
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
文
章
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
独
自
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の
発
言
意
志
を
も
っ
た
宗
名
の
名
乗
り
と
考
え
る
方
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
宗
名
の
根
拠
は
何
よ
り
ま
ず

選
択
本
願
念
仏
集 

源
空
集

南
無
阿
弥
陀
仏
注
は
止
は(
真
宗
聖
教
全
書
ー
・
九
二
九
頁)

念
仏
為
レ
本 

①

と
、
法
然
自
ら
が
必
ず
筆
を
執
っ
て
記
し
た
『
選
択
集
』
の
題
号
、
撰
号
、
そ
し
て
、
要
選
択
と
了
解
さ
れ
る
題
下
一
四
字
の
全
体
を
以 

て
、
万
人
の
宗
と
し
て
の
仏
道
の
具
体
的
な
宣
告
を
、
そ
こ
に
う
な
づ
き
得
た
人
に
よ
り
言
い
切
ら
れ
た
宗
名
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
 

私
の
感
情
と
し
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
充
分
な
の
で
あ
る
が
、
敢
て
一
歩
を
進
め
て
推
察
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』

の
流
通
分 

の
後
半
部
分
の
冒
頭
に
お
い
て

皇
帝
諱
守
成
聖
代
、
建
暦
辛
の
未
の
歳
、
子
月
の
中
旬
第
七
日
に
、
勅
免
を
蒙
り
て
、

入
洛
し
て
已
後
、
 

空
(

源
空)

、

洛
陽
の
東
山 

の
麓
、
鳥
部
野
の
北
の
辺
、
大
谷
に
居
た
ま
い
き
。
同
じ
き
二
年
壬
申
寅
月
の
下
旬
第
五
日
午
の
時' 

入
滅
し
た
ま
う
。
奇
瑞
称
計 

す
べ
か
ら
ず
。
『
別
伝
』
に
見
え
た
り
。

然
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
曆
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。

元
久
乙
の
丑 

の
歳
、
恩
恕
を
蒙
り
て
『
選
択
』
を
書
し
き
。

同
じ
き
年
の
初
夏
中
旬
第
四
日
に
、
「選
択
本
願
念
仏
集
」
の
内
題
の
字
、

な
ら
び 

に

「南
無
阿
弥
陀
仏
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
、
「釈
の
綽
空
」
の
字
と
、

空
(

源
空)

の
真
筆
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
書
か
し
め
た
ま 

い
き
。
同
じ
き
日
、
 

空
の
真
影
申
し
預
り
て
、
図
画
し
奉
る
。
同
じ
き
二
年
閏
七
月
下
旬
第
九
日
、
真
影
の
銘
に
、
真
筆
を
も
っ
て 

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

「若
我
成
仏
十
方
衆
生 

称
我
名
号
下
至
十
声 

若
不
生
者
不
取
正
覚 

彼
仏
今
現
在
成
仏 

当
知
本
誓
重 

願
不
虚 

衆
生
称
念
必
得
往
生
」
の
真
文
と
を
書
か
し
め
た
ま
う
。
ま
た
夢
の
告
に
依
っ
て
、
綽
空
の
字
を
改
め
て
、
同
じ
き
日
、
 

御
筆
を
も
っ
て
名
の
字
を
書
か
し
め
た
ま
い
畢
り
ぬ
。(
真
宗
聖
典
・
三
九
九
頁)

と
、
き
わ
め
て
謹
厳
に
、
し
か
も
、
具
体
的
な
事
実
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
石
に
刻
む
よ
う
に
し
て
記
し
た
、
選
択
本
願
念
仏
な
る
南
無
阿 

弥
陀
仏
に
拠
っ
て
の
み
成
り
立
つ
「大
乗
の
な
か
の
至
極
」(

末
燈
鈔
・
真
宗
聖
典
六
〇
一
頁)

た
る
仏
道
、
す
な
わ
ち
、
浄
土
真
宗
の
伝
承
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を
己
証
の
真
実
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
精
神
に
直
参
し
て
、
そ
こ
に
感
得
さ
れ
た
宗
名
の
名
乗
り
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

②

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
推
察
は
あ
く
ま
で
も
推
察
以
上
で
は
な
く
、

具
体
的
な
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
「他
力
本
願 

念
仏
宗
」
と
い
う
宗
名
を
、
少
く
と
も
承
元
の
弾
圧
の
事
実
を
中
心
に
据
え
た
記
録
文
書
と
し
て
の
役
割
を
果
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
心
得 

た
う
え
で
、
敢
て
明
記
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
尋
常
一
様
の
こ
と
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
し
て
や
、
そ

の

「他
力
本
願
念
仏
宗
」 

と
名
乗
る
一
宗
を
法
然
聖
人
が
興
行
し
た
と
い
う
事
実
を
一
点
の
曖
昧
さ
を
も
残
さ
な
い
か
た
ち
で
位
置
づ
け
、
そ
の
こ
と
を
中
心
に
し 

て
、
後
鳥
羽
院
の
治
世
と
興
福
寺
僧
侶
の
敵
奏
と
が
、
世
俗
の
現
実
と
し
て
無
理
な
く
相
応
す
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と 

は
、

「他
力
本
願
念
仏
宗
」
と
名
乗
る
一
宗
を
法
然
聖
人
が
興
行
し
た
と
い
う
事
実
と
、

後
鳥
羽
院
の
治
世
下
に
お
い
て
興
福
寺
僧
侶
が 

そ
の
事
実
を
弾
劾
上
訴
し
、
そ

の

「敵
奏
」
が
正
当
化
さ
れ
て
「他
力
本
願
念
仏
宗
」
が
弾
圧
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
と
が
、
 

短
い
文
言
の
な
か
に
お
い
て
、
妥
協
の
余
地
の
な
い
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
と
を
適
示
し
て
い
る
も
の
と
読
む
こ
と
を
促
し
て
い
る
文
態
で 

あ
る
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
非
妥
協
的
な
緊
張
関
係
の
成
立
根
拠
を
、
「御
弟
子
中
狼
藉
子
細
あ
る
よ
し
」
と

い

う

「無 

実
風
聞
」
に
よ
る
「罪
科
」
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
事
実
無
根
の
冤
罪
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
 

後
鳥
羽
院
治
世
と
興
福
寺
僧
侶
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
仏
教
界
の
質
に
か
か
わ
る
弾
劾
の
矢
が
放
た
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
矢
は 

「浄
土
宗
」
が

「他
力
本
願
念
仏
宗
」
な
る
が
故
に' 

決
定
的
に
正
当
で
あ
る
こ
と
の
主
張
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
。

註

① 

撰
号
に
つ
い
て
は
法
然
が
常
に
記
し
た
と
は
決
し
難
い
。

②
 

確
か
な
証
拠
が
あ
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
推
察
の
域
を
出
な
い
と
し
か
言
え
な
い
が
、
『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』

の

記

述(

定
本
親
鸞 

聖
人
全
集
第
三
巻
，
一
七
六
頁
か
ら
一
七
九
頁
参
照)

等
と
の
考
証
を
正
確
に
す
れ
ば
、
も
う
少
し
明
瞭
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

た
だ
現
段
階
で
は
『
教
行
信
証
』
の
流
通
分
の
文
に
触
れ
ず
し
て
は
書
け
な
い
文
章
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
と
し
て
止
め
て
お
く
。
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九

『
興
福
寺
奏
状
』
と
は

興
福
寺
僧
綱
大
法
師
等
、
誠
惶
誠
恐
謹
言

殊
に
天
裁
を
蒙
り
、
永
く
沙
門
源
空
勧
む
る
と
こ
ろ
の
専
修
念
仏
の
宗
義
を
紅
改
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
ふ
の
状(

日
本
思
想
大
系
・
 

鎌
倉
旧
仏
教
・
三
二
頁)

と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
き
わ
め
て
内
容
の
明
瞭
な
上
奏
の
訴
状
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「源
空
の
勧
む
る
と
こ
ろ
の
専
修
念
仏
の 

宗
義
」
の

「紅
改
」
を

「
天
裁
」
と
し
て
実
施
し
て
ほ
し
い
と
い
う
懇
請
の
訴
状
と
し
て
上
奏
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
上
奏
し
な 

く
て
は
な
ら
な
い
理
由
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。

『
興
福
寺
奏
状
』

の
な
か
で
「源
空
の
勧
む
る
と
こ
ろ
の
専
修
念
仏
の
宗
義
」
の
過
失
が 

九
失
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
失
た
る
べ
き
所
以
が
簡
潔
な
文
章
で
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
九
失
を
貫
く
根
底
を
明
ら
か 

に
し
て
い
る
の
は
、
第

九

の

「
国
土
を
乱
る
失
」(
同
上
・
四
一
頁)

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え' 

こ
の
第
九
失
は
最
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
過 

失
に
対
す
る
指
摘
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
『
興
福
寺
奏
状
』
全
体
の
総
結
文
と
し
て
、

き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、

他 

の
八
の
過
失
と
さ
れ
る
事
柄
も' 

こ
の
第
九
失
か
ら
出
て
第
九
失
へ
帰
結
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
い
さ
さ
か
長 

文
に
わ
た
る
が
、
拙
論
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
も
必
要
な
の
で
引
い
て
お
く
。

仏
法
・
王
法
猶
し
身
心
の
ご
と
し
、
互
に
そ
の
安
否
を
見
、
宜
し
く
か
の
盛
衰
を
知
る
べ
し
。
当
時
浄
土
の
法
門
始
め
て
興
り
、
専 

修
の
要
行
尤
も
盛
ん
な
り
。
王
化
中
興
の
時
と
謂
ふ
べ
き
か
。
た
だ
し
三
学
已
に
廃
し
、
ハ
宗
ま
さ
に
滅
せ
ん
と
す
。
天
下
の
理
乱
、
 

亦
復
如
何
。
願
ふ
と
こ
ろ
は
、
た
だ
諸
宗
と
念
仏
と
、
あ
た
か
も
乳
水
の
ご
と
く'

仏
法
と
王
道
と
、
永
く
乾
坤
に
均
し
か
ら
ん
こ 

と
な
り
。
し
か
る
に
諸
宗
は
皆
念
仏
を
信
じ
て
異
心
な
し
と
雖
も
、
専
修
は
深
く
諸
宗
を
嫌
ひ
、
同
座
に
及
ば
ず
、
水
火
並
び
難
く
、
 

進
退
惟
れ
谷
ま
る
。
も
し
専
修
の
志
の
ご
と
く
は
、
天
下
海
内
の
仏
事
法
事
、
早
く
停
止
せ
ら
る
べ
き
か
。
し
か
る
に
、
貴
賤
未
だ
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帰
せ
ず
、
法
命
未
だ
終
尺
せ
ざ
る
は
、
全
く
他
の
力
に
あ
ら
ず
、

忝
く
も
わ
が
后
の
叡
慮
動
く
こ
と
な
く
明
鑑
の
故
な
り
。
も
し 

後
代
に
及
び
て
専
修
隙
を
得
る
の
時
、
君
臣
の
心
、
余
を
視
る
こ
と
芥
の
ご
と
く
は
、
た
と
ひ
停
廃
に
及
ば
ず
と
雖
も
、
ハ
宗
ま
こ 

と
に
有
若
亡
な
ら
ん
か
。
痢
ん
や
ま
た
弗
沙
蜜
王
の
伽
藍
を
壊
せ
し
ゃ
、
愚
臣
の
諫
言
を
容
ゐ
、
会
昌
天
子
の
僧
尼
を
殄
せ
し
ゃ
、
 

道
士
の
嫉
妬
に
起
れ
り
。
法
滅
の
因
縁
、
将
来
測
り
難
し
。
こ
の
事
を
思
ふ
が
た
め
に
天
聴
に
奏
達
す
。
も
し
当
時
の
誡
な
く
は
、
 

争
で
か
後
昆
の
惑
を
絶
た
ん
。
あ
あ
仏
門
随
分
の
欝
陶
、
古
来
多
し
と
雖
も
、
ハ
宗
同
心
の
訴
訟
、
前
代
未
聞
な
り
。
事
の
軽
重
、
 

恭
し
く
聖
断
を
仰
ぐ
。
望
み
請
ふ
ら
く
は
、
天
裁
、
七
道
諸
国
に
仰
せ
て
、
沙
門
源
空
の
宗
義
の
紅
改
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
者
、
 

世
尊
付
属
の
寄
、
い
よ
い
よ
法
水
を
舜
海
の
浪
に
和
し
、
明
王
照
臨
の
徳
、
永
く
魔
雲
を
堯
山
の
風
に
払
は
ん
。

誠
惶
誠
恐
謹
言
。(
同
上
，
四
一
頁)

以
上
が 

「第
九
に
国
土
を
乱
る
失
」

と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
全
文
で
あ
る
。

先
に
一
言
し
た
ご
と
く
、

こ
の
奏
上
文
の
性
格
は
、
 

「沙
門
源
空
勧
む
る
と
こ
ろ
の
専
修
念
仏
の
宗
義
」
を

「
天
裁
」
を
も
っ
て
永
久
に
「紅
改
」
し
て
ほ
し
い
と
い
う
懇
請
の
奏
状
で
あ
る
。
 

し

か
し
「専
修
念
仏
の
宗
義
」
が
ど
れ
程
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
く
と
も
宗
義
の
う
え
で
の
論
争
を
繰
返
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ 

の
宗
義
の
正
統
性
を
充
分
に
主
張
し
て
き
た
当
時
の
仏
教
界
、
す
な
わ
ち
八
宗
が
、

一
沙
門
源
空
の
勧
進
す
る
宗
義
ひ
と
つ
を
自
ら
の
力 

量
を
以
て
指
弾
し
紅
改
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
筈
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず' 

な

ぜ

「殊
に
天
裁
を
蒙
り
、
永
く
沙
門
源 

空
勧
む
る
と
こ
ろ
の
専
修
念
仏
の
宗
義
を
紅
改
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
ふ
の
状
」
を
奏
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
し
か
も
、
奏
上
文 

自
ら
が
正
直
に
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、

こ
れ
は
単
に
仏
教
界
に
お
け
る
一
宗
一
派
の
奏
上
文
で
は
な
い
。
「仏
門
随
分
の
欝
陶
、

古
来
多 

し
と
雖
も
、
ハ
宗
同
心
の
訴
訟
、

前
代
未
聞
な
り
」
と
い
う
記
述
は
、

余
り
に
正
直
過
ぎ
て
戸
惑
い
を
感
ず
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
「沙
門 

源
空
勧
む
る
と
こ
ろ
の
専
修
念
仏
の
宗
義
」
の

「紅
改
」
は
、
ハ
宗
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
義
を
も
っ
て
し
て
も
、
否
、
八
宗
が
様
相
を
異
に
し 

っ
つ
も
、
共
に
仏
教
で
あ
る
と
い
う
共
同
の
地
平
へ
還
っ
て
み
て
も
、
な

お

「糾
改
」
し
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「沙 

門
源
空
勧
む
る
と
こ
ろ
の
専
修
念
仏
の
宗
義
」
の
前
に
自
ら
の
身
を
置
く
と
き
、
ハ
宗
そ
れ
自
体
の
存
亡
が
足
下
か
ら
突
き
上
げ
ら
れ
る
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よ
う
に
し
て
問
わ
れ
る
と
い
う
、
ま

さ
に
「前
代
未
聞
」
の
危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
る
ヽ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ 

と

は

「宗
義
の
紅
改
」
と
言
う
て
は
い
る
が
、
ハ
宗
既
存
の
宗
義
を
尽
せ
ば
尽
す
ほ
ど' 

そ
の
宗
義
そ
れ
自
体
が
限
り
な
く
空
虚
性
を
露 

呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
も
は
や
宗
義
上
の
論
争
と
無
縁
の
と
こ
ろ
か
ら
発
起
さ
れ
勧
進
さ
れ
て
い
る
も
の
が
「専
修
念
仏
の
宗 

義
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

-

〇

と
こ
ろ
で
『
興
福
寺
奏
状
』
を

「
ハ
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
し
て
上
奏
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
「沙
門
源
空
の
専
修
念
仏
の
宗
義
」
が
、
 

そ
の
本
質
と
し
て
「紅
改
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
そ
れ
が 

「
宗
義
」

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
天 

裁
」
と
し
て

「紅
改
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
ら
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
決
し
て
「念
仏
の
宗
」
を
立
て
た
か
ら
で
は
な
い
。
き 

わ
め
て
単
純
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
 

念
仏
を
宗
と
し
な
い
限
り
仏
教
は
存
在
し
得
な
い
。
そ
の
限
り
念
仏
を
宗
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
阴 

確
に
表
明
す
る
こ
と
は' 

自
他
と
も
に
、 

そ
れ
が
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
合
う
こ
と
に
は
な
る
と
し
て
も' 

決
し
て
紅
改
せ
ら
る
べ 

き
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、

「諸
宗
は
皆
念
仏
を
信
じ
て
異
心
な
し
」
と
い
う
一
語
を
通
し
て
み
て
も
明
瞭
で 

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
然
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
「念
仏
の
宗
」
は
如
何
に
し
て
も
容
認
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
、
容
認
し 

よ
う
に
も
容
認
す
る
要
因
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

は

「専
修
の
行
を
勧
む
」
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
「専
修
念
仏
」
の 

仏
教
と
し
て
宗
義
が
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
専
修
の
宗
義
そ
の
も
の
が
改
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
本
質
的
な
問 

題
は
解
消
す
る
の
で
あ
る
。
「浄
土
の
法
門
」
が
興
っ
て
も
、
「念
仏
の
宗
」
が
立
て
ら
れ
て
も
、
基
本
的
に
は
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら 

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

が

「専
修
の
行
」
と
し
て
勧
励
さ
れ
る
と
き
、
全
面
的
に
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

し
か
も
、
そ
の
拒
絶
は
仏
教
の
教
義
了
解
の
根
本
的
誤
謬
と
し
て
、
教
義
的
に
紅
改
せ
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で 

も

「
天
聴
に
奏
達
」
し

て

「
聖
断
を
仰
ぐ
」
こ
と
に
よ
り
「
天
裁
」
と
し
て
断
罪
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
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た
い
な
ぜ
な
の
か
。
そ
の
理
由
は
専
修
念
仏
を
勧
め
る
法
然
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

「聖
断
を
仰
」

が
ね
ば
な
ら
ぬ
ハ
宗
の
側
に
あ 

る
。

そ
の
こ
と
は
、
奏
達
文
そ
れ
自
体
が
「仏

法

・
王
法
猶
し
身
心
の
ご
と
し
、

互
に
そ
の
安
否
を
見
、

宜
し
く
か
の
盛
衰
を
知
る
べ 

し
」
と
明
記
し
て
い
る
ご
と
く'

八
宗
共
通
の
根
拠' 

即
ち
八
宗
が
仏
教
と
し
て
現
実
社
会
に
あ
っ
て
存
続
し
得
る
根
拠
は
「王
法
」
と 

「安
否
」
を
共
有
し
「盛
衰
」
を
共
に
す
る
質
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
一
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
ハ
宗
ま
さ
に
滅
せ
ん
と
す
」
る 

と

き

「天
下
の
理
乱
、
亦
復
如
何
」
と
、
王
法
に
対
し
て
刮
目
を
促
す
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
 

そ
の
促
し
を
す
る
内
容
は
明
ら
か
で
あ
り' 

「
ハ
宗
ま
さ
に
滅
せ
ん
と
す
」
る
と
は
い
え
、

い
ま
の
時
期
で
あ
る
な
ら
ば
「貴
賤
未
だ
帰 

せ
ず
、
法
命
未
だ
終
尺
」
し
切
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
。
し
か
も
法
命
の
終
尺
に
対
す
る
危
機
の
実
感
を
も
ち
な
が
ら
も
余
命
を
保
持
す 

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
は
、
八
宗
と
し
て
あ
る
仏
教
そ
れ
自
体
の
力
に
よ
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
全
く
余
の
力
に
あ
ら
ず
、
忝 

く
も
わ
が
后
の
叡
慮
動
く
こ
と
な
く
明
鑑
の
故
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も

し

「后
の
叡
慮
」
が

動

き

「
明
鑑
」
が
鈍
る
と
い
う 

よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
 

専
修
念
仏
の
主
張
は
、
 

そ
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
強
大
と
な
り' 

恰
も
専
修
念
仏
こ
そ
仏
道
で
あ
る
と
い
う
認
識
が 

世
を
覆
い
、

つ
い
に
は
「
君
臣
の
心
」
す
ら
も
、
ハ
宗
を
仏
教
と
は
認
め
な
く
な
り
「芥
の
ご
と
く
」
に
見
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
 

そ
れ
な
れ
ば
、
た
と
え
停
廃
に
及
ぶ
か
否
か
に
関
係
な
く
、
八
宗
は
あ
れ
ど
も
な
き
に
等
し
い
無
用
の
長
物
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ 

う
、
と
条
理
を
尽
す
か
た
ち
で
論
を
進
め
て
行
き
、
そ
れ
を

「法
滅
の
因
縁
、
将
来
測
り
難
し
。
こ
の
事
を
思
う
が
た
め
に
天
聴
に
奏
達 

す
」
る
の
で
あ
る
と
、
奏
達
の
必
然
性
を
主
張
す
る
。
ま
こ
と
に
理
解
し
や
す
い
条
理
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
も' 

ハ
宗
が
容
認
す
る
念
仏
と
は
、
「諸
宗
と
念
仏
と
、
 

あ
た
か
も
乳
水
の
ご
と
く'

仏
法
と
王
道
と' 

永
く
乾
坤
に
均
し
か
ら 

ん
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
諸

宗
(

ハ
宗)

が
共
存
を
認
め
る
念
仏
と
は
、
王
道
と
乾
坤
の
か
か
わ
り
を
保
持 

で
き
る
質
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
八

宗
が

「願
う
と
こ
ろ
は
」
諸
宗
が
み
な
「信
じ
て
異
心
」
な
き
念
仏
と
な
る
と 

い
う
唯
一
の
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
修
の
徒
は
「深
く
諸
宗
を
嫌
ひ
、
同
座
に
及
ば
ず
、
水
火
並 

び
難
」
き
態
度
を
一
貫
し
て
と
り
続
け
て
い
る
が
為
に
「進
退
惟
れ
谷
ま
」

っ
て
な
す
術
も
な
い
。
こ
う
し
た
専
修
念
仏
の
徒
の
抜
き
難
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い

「志
」
の
内
実
は
、

「天
下
海
内
の
仏
事
法
事
」
を
一
刻
も
早
く
「停
止
」
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、

と
推 

察
し
て
い
る
。
き
わ
め
て
分
り
易
い
筋
で
あ
る
。
そ
の
筋
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
限
り
、
「あ
あ
仏
門
随
分
の
欝
陶
、
古
来
多
し
と
雖
も
、
 

ハ
宗
同
心
の
訴
訟
、
前
代
未
聞
な
り
。
事
の
軽
重
、
恭
し
く
聖
断
を
仰
ぐ
。
望
み
請
ふ
ら
く
は
、
天
裁
、
七
道
諸
国
に
仰
せ
て
、
沙
門
源 

空
の
専
修
念
仏
の
宗
義
を
紅
改
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
者
、
世
尊
付
属
の
寄
、
い
よ
い
よ
法
水
を
舜
海
の
浪
に
和
し
、
明
王
照
臨
の
徳
、
永 

く
魔
雲
を
堯
山
の
風
に
払
は
ん
」
と
い
う
奏
達
は
、
決
し
て
理
不
尽
な
強
訴
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の

『
興 

福
寺
奏
状
』
の
全
体
を
総
括
的
に
結
ぶ
文
脈
は
、
こ
の
奏
上
文
提
出
の
時
の
前
後
を
問
わ
ず
、
現
実
社
会
の
中
に
安
ん
じ
て
存
続
す
る
仏 

教
に
存
続
理
由
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
論
理
を
除
い
て
仏
教
が
存
続
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
と
、
改
め
て
顧
み
ざ
る 

を
得
な
い
。

仏
教
は
、
『
興
福
寺
奏
状
』
が
理
を
尽
し
て
語
る
ご
と
く
に
し
て
存
続
し
て
来
た
し
、
 

い
ま
も
存
続
し
て
い
る
の
で
は
な
か 

ろ
う
か
。

ー
ー

改
め
て
ひ
る
が
え
っ
て
、
第
九
の
失
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
全
文
か
ら
、
過
失
と
し
て
厳
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
直
す
と
き
、
 

そ
の
全
体
が
「
国
土
を
乱
る
失
」(
同
上
・
四
一
頁)

と
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
仏
教
に
世
俗
社 

会
の
只
中
に
存
続
し
得
る
為
に
は
、
い
わ
ゆ
る
国
家
を
安
泰
な
ら
し
め
る
強
力
な
作
用
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と 

言
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
国
家
を
安
泰
な
ら
し
む
る
為
に
は
、

理
の
当
然
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
「仏

法

・
王
法
猶
し
身
心
の
ご
と
し
、
 

互
に
そ
の
安
否
を
見\

宜
し
く
盛
衰
を
知
る
」
と
い
う
在
り
方
と
し
て
、
自
ら
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ 

て
、
そ
の
よ
う
に
強
力
な
国
家
護
持
の
役
割
を
果
す
べ
き
仏
教
が
「有
若
亡
」
と
な
る
な
ら
ば
、

「
天
下
の
理
乱
」

は
お
の
ず
か
ら
の
こ 

と
と
し
て
惹
起
す
る
。
こ
こ
に
「前
代
未
聞
」
な

る

「
ハ
宗
同
心
の
訴
訟
」
は
奏
達
さ
れ
る
べ
く
し
て
さ
れ
た
の
で
あ
り
「恭
し
く
聖
断 

を
仰
ぐ
」
こ
と
も
必
然
的
事
柄
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
九
の
失
と
し
て
指
摘
す
る
か
た
ち
で
、
奏
達
文
を
総
括
し
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て
い
る
結
文
は
、
き
わ
め
て
明
瞭
に
ハ
宗
と
し
て
在
る
仏
教
の
同
根
の
質
を
白
日
の
下
に
晒
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も 

こ
こ
に
至
っ
て
は
、
仏
法
が
王
道
の
指
標
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
理
由
も
全
く
な
く
、
た
だ
国
家
安
寧
の
具
、
王
道
護
持
の
従
者
以
上 

の
な
に
も
の
で
も
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
鎮
護
国
家
の
仏
教
と
は
、
あ
る
時
期
に
お
け
る
あ
る
宗
派
の
在
り
方
に
止
ま
る
も
の 

で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
世
俗
社
会
に
仏
教
が
存
続
す
る
限
り
、
そ
の
社
会
体
制
が
ど
の
よ
う
に
変
様
し
よ
う
と
も
、
変
る
こ
と
の
な
い
性 

格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
こ
の
奏
達
文
の
結
文
を
通
し
て
、
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

こ
の
第
九
の
失
と
し
て
指
弾
す
る
結
文
を
注
意
深
く
読
む
こ
と
に
よ
り
、

は
じ
め
て 

「第
一
に
新
宗
を
立
つ
る
失
」

を
位
置
づ
け
た 

『
興
福
寺
奏
状
』

の
本
意
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
第
一
の
過
失
と
し
て
指
弾
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
「新
宗
を
立 

つ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
明
記
す
る
。

し
か
し
、

法

然

が

「念
仏
の
宗
」

を
立
て
た
こ
と
を
非
と
し
て
上
奏
す
る
ハ
宗
も
、
い
つ
の
時
か 

「新
宗
」
で
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
そ
の
限
り
た
だ
新
宗
を
立
て
る
こ
と
を
非
と
す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
に 

法
然
に
よ
る
一
宗
の
興
行
の
み
が
弾
劾
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
『
興
福
寺
奏
状
』

は
語
る 

お
よ
そ
宗
を
立
つ
る
の
法
、
先
づ
義
道
の
浅
深
を
分
ち
、
能
く
教
門
の
権
実
を
弁
へ
、
浅
を
引
い
て
深
に
通
じ
、
権
を
会
し
て
実
に 

帰
す
。
大
小
前
後
、
文
理
繁
し
と
雖
も
、
そ
の
一
法
に
出
で
ず
、
そ
の
一
門
に
超
え
ず
。
か
の
至
極
を
探
っ
て
、
以
て
自
宗
と
す
。
 

譬
へ
ば
衆
流
の
巨
海
に
宗
す
る
が
ご
と
く
、
な
ほ
万
郡
が
一
人
に
朝
す
る
に
似
た
り
。(
同
上'

三
一
ー
頁) 

と
。

一
言
に
し
て
言
え
ば
教
相
の
判
釈
の
究
極
と
し
て
の
み
「宗
を
立
つ
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
そ
の 

こ
と
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
論
根
拠
の
相
違' 

あ
る
い
は
、
論
理
展
開
の
異
り
と
言
い
切
ら
れ
れ
ば
、
新
宗
を
立
つ
る
こ
と
を
過
失
と 

す
る
論
拠
は
決
定
性
を
欠
く
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
法
然
が
「浄
土
の
念
仏
を
以
て
別
宗
と
名
づ
」(
同
上'

三
一
ー
頁)

け

「
ー
 

代
の
聖 

教
、

た
だ
弥
陀
一
仏
の
称
名
の
み
を
説
き
、
三
蔵
の
旨
帰
、
偏
に
西
方
一
界
の
往
生
の
み
に
あ
」(
同
上)

る
、
と
説
い
た
と 

し
て
も
、
そ
れ
の
み
で
は
新
宗
を
立
て
る
根
拠
な
し
、
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば' 

法
然
に
と
っ
て
は
「弥
陀
一
仏 

の
称
名
」
、
「
西
方
一
界
の
往
生
」

の
み
が
、
真

に

「深
」
に
し
て

「実
」
な
る
仏
教
の
「
至
極
」
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
『
興
福
寺
奏
状
』
が
、
法
然
の
新
宗
を
立
て
る
こ
と
を
第
一
の
失
と
し
て
指
弾
す
る
理
由
は
、
本
来
、
そ
こ
に
あ
る 

の
で
は
な
か
っ
た
。

「宗
を
立
つ
る
の
法
」
を
明
ら
か
に
す
る
に
当
っ
て 

「譬
え
ば
衆
流
の
巨
海
に
宗
す
る
が
ご
と
く
」
で
止
め
切
れ
ず 

に

「な
ほ
万
郡
の
一
人
に
朝
す
る
に
似
た
り
」
と
述
べ
る
こ
と
に
、
何
の
う
し
ろ
め
た
さ
を
も
感
じ
な
い
と
い
う
、
そ
の
質
に
起
因
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。
「
万
郡
の
一
人
に
朝
す
る
」
と
は' 

き
わ
め
て
微
妙
な
言
い
回
し
だ
と
見
る
の
は' 

私
だ
け
の
偏
見
で
あ
ろ
う
か
。
む 

ら
が
っ
て
あ
る
も
の
が
一
人
の
と
こ
ろ
に
統
集
す
る
、

と
い
う
意
味
以
上
に
見
る
の
は
思
い
込
み
に
過
ぎ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
に
は 

「
一
人
に
朝
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
天
子
一
人
に
帰
し
、
天
子
一
人
の
宰
治
下
に
統
摂
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
王
道
政
治
体
制
を 

示
し
て
い
る
と
思
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、

「宗
を
立
つ
る
の
」
基
礎
的
法
規
も' 

内
実
の
変
様
を
き
た
し
て
い
る
と
予
感
さ 

す
。
そ
し
て
そ
の
予
感
は
徒
ら
な
予
感
で
は
な
く
、

た
と
ひ
功
あ
り
徳
あ
り
と
雖
も' 

す
べ
か
ら
く
公
家
に
奏
し
て
以
て
勅
許
を
待
つ
べ
し
。
私
に
一
宗
と
号
す
る
こ
と' 

甚
だ
以
て
不 

当
な
り
。(
同
上
・
三
三
頁)

と
い
う
一
文
を
以
て
断
ず
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

ニ
ー

私
は
敢
て
一
つ
の
仮
設
の
問
い
を
立
て
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
万
一
に
も
法
然
の
念
仏
の
一
宗
が
勅
許
を
得
た
な
ら
、
 

ハ
宗
は
そ
れ
を
容
認
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
設
問
で
あ
る
。
愚
か
な
設
問
だ
と
一
笑
に
ふ
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し 

か
し' 

「宗
を
立
つ
る
の
法
」
が

「
万
郡
の
一
人
に
朝
す
る
に
似
」
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
現
実
と
し
て
は
「
た
と
ひ
功
あ
り
徳
あ
り 

と
雖
も' 

す
べ
か
ら
く
公
家
に
奏
し
て
以
て
勅
許
を
待
つ
」
こ
と
に
よ
り
新
宗
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

一
宗
の
成
不
成
の
理 

由
は
、
仏
教
な
ら
び
に
仏
教
の
伝
達
の
在
り
方
に
は
第
一
義
的
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
国
家
治
世
の 

体
制
そ
の
も
の
に
決
定
権
が
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
私
の
立
て
た
問
い
は
あ
く
ま
で
も
仮
設
の
問
で
は
あ
る
が
、
理
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と
し
て
は
皆
無
を
前
提
と
し
て
一
笑
に
ふ
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

実
は
、

私
が
敢
え
て
立
て
た
仮
設
の
問
が
、

果

し

て

『
興
福
寺
奏 

状
』
を
起
筆
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
同
心
」
の

「
八
宗
」
の
危
機
感
の
底
深
く
に
、
異
様
な
程
の
不
気
味
さ
で
作
用
し
て
い
た
の
で
は 

な
い
か
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、

『
興
福
寺
奏
状
』
を
上
奏
す
る
ハ
宗
は
、

価
値
の
評
価
を
抜
き
に
し
て
も' 

余
り
に
も
存
在
感
が
稀
薄
で
あ
り
過
ぎ
る
。

す
な
わ
ち'

「当
時
浄
土
の
法
門
始
め
て
興
り
、

専
修
の
要
行
尤
も
盛
ん
な
り
。
王
化
中
興 

の
時
と
謂
ふ
べ
き
か
。
た
だ
し
三
学
已
に
廃
し
、
ハ
宗
ま
さ
に
滅
せ
ん
と
す
。
天
下
の
理
乱
、
亦
復
如
何
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
水
火 

並
び
難
く
、
進
退
惟
れ
谷
ま
る
。
も
し
専
修
の
志
の
ご
と
く
は
、

天
下
海
内
の
仏
事
法
事
、

早
く
停
止
せ
ら
る
べ
き
か
」
と
述
べ
、
「
も 

し
後
代
に
及
び
て
専
修
隙
を
得
る
の
時
、
君
臣
の
心' 

余
を
視
る
こ
と
芥
の
ご
と
く
は
、
た
と
ひ
停
廃
に
及
ば
ず
と
雖
も
、
ハ
宗
ま
こ
と 

に
有
若
亡
な
ら
ん
か
」
と
語
る
意
は
理
解
し
に
く
い
。

し
か
し
、

そ
の
理
解
し
に
く
い
本
意
は
、
「副
へ
進
む
奏
状
一
通
」
と
し
て
、
明 

ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

右
件
の
源
空
、

一
門
に
偏
執
し
、
ハ
宗
を
都
滅
す
。
天
魔
の
所
為
、
仏
神
痛
む
べ
し
。
仍
っ
て
諸
宗
同
心
、
天
奏
に
及
ば
ん
と
欲
す 

る
の
と
こ
ろ
、
源
空
既
に
怠
状
を
進
む
。
管
陶
に
足
ら
ざ
る
の
由
、
院
宣
に
よ
っ
て
御
制
あ
り
。
衆
徒
の
驚
歎
、
還
っ
て
そ
の
色
を 

増
す
。
な
か
ん
づ
く
、
叡
山
、
使
を
発
し
て
推
問
を
加
ふ
る
の
日' 

源
空
筆
を
染
め
て
起
請
を
書
く
の
後
、
か
の
弟
子
等
、
道
俗
に 

告
げ
て
云
く
、
「上
人
の
詞
、

皆
表
裏
あ
り
、

中
心
を
知
ら
ず
、
外
聞
に
拘
は
る
こ
と
な
か
れ
」
と
云
云
。
そ
の
後
、
邪
見
の
利
口
、
 

都
て
改
変
な
し
。
今
度
の
怠
状
、
ま
た
以
て
同
前
か
。
奏
事
、
実
な
ら
ざ
れ
ば
、
罪
科
い
よ
い
よ
重
し
。
た
と
ひ
上
皇
の
叡
旨
あ
り 

と
も
、
争
で
か
明
臣
の
陳
言
な
か
ら
ん
。
者
、
望
み
請
ふ
ら
く
は' 

恩
慈
、
早
く
奏
聞
を
経
て
、
七
道
諸
国
に
仰
せ
て
、

一
向
専
修 

条
条
の
過
失
を
停
止
せ
ら
れ
、
兼
ね
て
ま
た
罪
科
を
源
空
な
ら
び
に
弟
子
等
に
行
は
れ
ん
こ
と
を
、
者
、
永
く
破
法
の
邪
執
を
止
め
、
 

還
っ
て
念
仏
の
真
道
を
知
ら
ん
、
仍
っ
て
言
上
件
の
ご
と
し
。(
同
上
・
四
ニ
頁
〉
 

こ
の
添
え
状
と
し
て
書
か
れ
た
奏
状
を
見
る
と
き
、

『
興
福
寺
奏
状
』

を
奏
達
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
意
図
を
充
分
に
窺
い
知
る
こ
と
が 

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
細
部
に
わ
た
り
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
点
は
多
く
あ
る
が
、

『
興
福
寺
奏
状
』
奏
達
の
必
然
性
に
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つ
い
て
、
奏
上
文
そ
の
も
の
が
自
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
文
言
に
よ
り
、
ほ
ぼ
述
べ
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
 

そ
し
て
、
こ
の
『
興
福
寺
奏
状
』
の
全
体
を
仏
教
と
し
て
の
本
質
を
喪
失
し
た
外
道
の
暴
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
弾
圧
を
実
施
し
た 

後
鳥
羽
院
を
頂
点
に
お
く
政
治
体
制
が
、

ど
れ
ほ
ど
理
不
尽
な
体
制
で
あ
る
か
を
告
発
し
、

し
た
が
っ
て
、

も
と
も
と
根
拠
な
く
し
て 

「罪
科
を
源
空
な
ら
び
に
弟
子
等
に
行
は
れ
ん
こ
と
を
」
求
め
る
『
興
福
寺
奏
状
』
に
よ
っ
て
、
苛
酷
な
弾
圧
を
実
施
し
た
限
り
、
そ
れ 

は

「御
弟
子
中
狼
藉
子
細
あ
る
よ
し
、
無
実
風
聞
」
を
取
り
上
げ
て
「罪
科
に
処
」
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
し
く
弾
劾
せ
ね
ば
な
ら 

な
い
。
そ
し
て' 

こ
う
し
た
弾
劾
の
根
拠
こ
そ
が
「他
力
本
願
念
仏
宗
」
の
興
行
そ
れ
自
体
の
中
に
あ
る
と
断
言
し
切
る
『
歎
異
抄
』
末 

尾
の
一
文
は
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
流
通
分
を
了
解
す
る
た
め
に
大
切
な
一
文
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
 

(
未
完)
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