
「夢
告
和
讃
」
の
感
得
と
そ
の
意
義

——

無
上
涅
槃
道
の
証!
—

小 

野 

蓮 

明

一
 

康
元
二
歳
丁
巳
二
月
九
日
夜
寅
時
夢
告
云 

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(
『親
全
』
和
讃
篇
・
一
五
七
頁) 

『
正
像
末
和
讃
』
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
こ
の
夢
告
和
讃
は
、

「草
稿
本
」

と
呼
ば
れ
る
高
田
専
修
寺
蔵
の
国
宝
本
に
お
い
て
は
、
三
十 

五
首
を
詠
っ
た
後
に
、
 

康
元
二
歳
丁
巳
二
月
九
日
の
夜
寅
時
夢
告
に
い
は
く 

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
お
ば
さ
と
る
な
り 

こ
の
和
讃
を
ゆ
め
に
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
る
な
り 

正
嘉
元
年
・
丁
巳
壬
三
月
一
日
愚
秃
親
鸞
韶 

書
之(
同
前.

一
五
二
頁)



と
記
さ
れ
て
い
る
。
康
元
二
年(

一
ニ
五
七)

は
三
月
十
四
日
に
正
嘉
と
改
元
さ
れ
、
こ
の
年
に
閏
三
月
が
あ
る
。
時
に
親
鸞
ハ
十
五
歳
で 

あ
り
、
そ

の

「
二
月
九
日
の
夜
寅
時
」(
寅
時
と
は
午
前
四
時
前
後
の
未
明
で
あ
る)

に

「夢
告
」
と
し
て
上
記
の
和
讃
を
感
得
し
、
あ
ま
り
に
も 

の

「う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
和
讃
を
ゆ
め
に
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
、
 

う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
る
な
り 

と
い
う
付
言
は
、
親
鸞
に
と
っ
て' 

こ
の
夢
告
感
得
が
い
か
に
大
き
な
意
味
を
も
ち
、
深
い
感
激
で
あ
っ
た
か
を
語
り
告
げ
て
い
る
。
 

夢
告
和
讃
が
語
り
告
げ
て
い
る
信
念
は
、
弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
人
は
す
べ
て
「無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」
と' 

断
言
的
確
信
を
も 

っ
て
言
い
切
ら
れ
て
い
る' 

そ
の
一
点
に
あ
る
。
無
上
覚
を
証
す
る
仏
道
は
、
弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
一
道
の
ほ
か
に
な
い
こ
と 

言
い
換
え
れ
ば' 

阿
弥
陀
の
限
り
な
き
大
悲
願
心
に
目
覚
め
立
っ
て
生
き
る
一
道
の
ほ
か
に
、
無
上
覚
を
証
す
る
道
は
な
い
と
い
う
確
か 

な
頷
き
、
そ
の
確
か
な
頷
き
を
、
康
元
二
年
二
月
九
日
の
夜
に
胸
奥
の
底
か
ら
憤
出
す
る
よ
う
に
明
明
白
白
と
賜
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
 

親
鸞
に
と
っ
て
大
き
な
感
動
で
あ
り
、
無
上
の
歓
喜
で
あ
っ
た
。
で

は

「無
上
覚
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
草
稿
本
の
第
三
首
に
、
 

真
実
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に 

す
な
わ
ち
定
聚
に
い
り
ぬ
れ
ば

補
処
の
弥
勒
に
お
な
じ
く
て 

无
上
覚
を
証
す
べ
し(

同
前
・
一
四
三
頁)

た
い
は
ち
ね
ち
は
ん
を
ま
ふ
す
な5

と
詠
っ
た
「無
上
覚
」
に

「
た
い
は
ち
ね
ち
は
ん
を
ま
ふ
す
な
り
」
と
左
訓
し'

『
一
念
多
念
文
意
』
で

は

「
大
涅
槃
」
「無
上
大
涅
槃
」 

に

「ま
こ
と
の
ほ
と
け
な
り
」(
『親
全
』
和
文
篇
・
一
ニ
九
頁)

と
左
訓
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
無
上
覚
と
は
大
般
涅
槃
で
あ
り
、
 

大
般
涅
槃
は
ま
こ
と
の
仏
で
あ
る
。
無
上
覚
を
証
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
上
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
こ
と
の
仏
に
成
る
こ
と 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
の
夢
告
讃
は
、
何
よ
り
も
無
上
覚
を
証
す
る
、
ま
こ
と
の
仏
に
成
る
唯
一
仏
道
は
、
「弥
陀
の
本
願
を
信
ず
」
る
、
 

そ
の
一
道
の
他
に
な
い
こ
と
の
確
か
な
感
得
で
あ
る
。

し
か
も
注
意
す
べ
き
は
、
草
稿
本
第
三
首
に 

真
実
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
……

无
上
覚
を
証
す
べ
し



と
詠
わ
れ
た
の
が
、
約
一
年
半
後
の
「
正
嘉
二
歳
九
月
二
十
四
日 

親
鸞
朴
齢
」
に
成
っ
た
「初
稿
本
」
で
は' 

真
実
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に:

：:

无
上
覚
を
さ
と
る
な
り(
『親
全
』
和
讃
篇
・
一
七
二
頁
傍
点
筆
者) 

と
改
讃
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
ー
。
正
嘉
二
年(

ニ
ー
五
八)

親
鸞
ハ
十
六
歳
の
時
の
初
稿
本
で
は
、
草
稿
本
製
作
の
途
中
に
感
得
し
た
夢 

告
和
讃
を
巻
首
に
掲
げ
て
、
草
稿
本
の
和
讃
の
順
序
を
根
本
的
に
改
め
、
そ
の
数
も
著
し
く
増
補
し
て
、
恰
も
夢
告
讃
の
展
開
と
し
て
五 

十
八
首
の
和
讃
が
編
集
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
い
ま
草
稿
本
で
「無
上
覚
を
証
す
べ
し
」
と
詠
わ
れ
た
も
の
が' 

初
稿
本
で
「無
上 

覚
を
さ
と
る
な
り
」

と
改
讃
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は' 

夢
告
感
得
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「無
上
覚
を
証
す
べ 

し
」
が
、
夢
告
感.
得
に
よ
っ
て
「無
上
覚
を
さ
と
る
な
り
」
と
確
信
的
断
言
を
も
っ
て
言
い
切
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は' 

決
し
て
見
落 

し
て
は
な
ら
な
い
深
い
意
義
が
あ
る
。
「
べ
し
」
と
は
、

一
般
に
当
然' 

推
量' 

可
能' 

命
令(
『広
辞
苑
』)

な
ど
の
意
味
を
も
つ
が
、
そ
の 

当
然
、

推
量
、

可
能
の
意
味
を
も
つ
「
べ
し
」
を
突
き
破
っ
て
、
「
さ
と
る
な
り
」
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
断
定
の
形
を
も
っ
て
言
い
切 

ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
親
鸞
を
し
て
そ
の
よ
う
な
確
信
的
断
言
を
も
っ
て
言
い
切
ら
し
め
た
根
拠
は
、
偏

え

に

「弥
陀 

の
本
願
信
ず
べ
し:

：:

無
上
覚
お
ば
さ
と
る
な
り
」
の
夢
告
感
得
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
夢
告
讃
は
、

一
心
帰
命
の
本
願
の
信
に
お
い 

て' 

煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
煩
悩
具
足
の
ま
ま
に' 

仏

の

「摂
取
不
捨
の
利
益
」
に
お
い
て
「無
上
覚
」
を
証
得
し
、
無
上
涅
槃
を
生
き 

る
——

よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
無
上
涅
槃
に
究
竟
す
る
生
を
生
き
る
も
の
と
な
る
と
い
う' 

確
か
な
頷
き
を
告
げ
て
い
る
。
 

夢
に
仰
せ
を
蒙
っ
て
「う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
」

夢
告
和
讃
を'

「
正
嘉
二
歳
九
月
二
十
四
日
」
の
初
稿
本
で
は
、

一
帖 

の
巻
首
に
載
せ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
『
正
像
末
和
讃
』
製
作
の
機
縁
を
、

夢
告
和
讃
に
求
め
る
説
が
従
来
よ
り
あ
る
。
『
正
像
末
和 

讃
』
が
夢
告
和
讃
の
感
得
に
よ
り
流
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
了
解
は
、
如
説
院
慧
剣(

一
七
六
〇
——

一
八
三
〇)

の

『
正
像
末
和
讃
管
窺

②

録
』
に
注
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
草
稿
本
で
は
、
こ
の
一
帖
が
未
完
と
は
い
え
三
十
五
首
を
つ
ら
ね
て
「已
上
三
十
四
首
」
と
数
え
、
 

三
十
六
首
目
に
こ
の
夢
告
讃
を
載
せ
て
お
り
、
そ
の
事
か
ら
す
れ
ば
草
稿
製
作
の
途
中
に
夢
告
を
感
得
し
た
の
で
あ
っ
て' 

夢
告
讃
の
み 

を
一
帖
製
作
の
動
機
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
初
稿
本
の
最
初
に
、



釈
尊
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ

正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ

み
て
し
な
り
か
な
し
み
な
く
へ
し
と
な
り

末
法
五
濁
の
有
情
の 

行
証
か
な
は
ぬ
と
き
な
れ
ば

い
ま
こ
の
よ
は
わ
る
く

な
り
た
り
と
し
る
へ
し

釈
迦
の
遺
法
こ
と
ご
と
く
龍
宮
に
い
り
た
ま
ひ
に
き

の
こ
り
の
み
の
り
を
ゆ
い 

は
ち
た
い
り
う
わ
う
の
み
や
こ
な
り

ほ
ふ
と
ま
ふ
す
な
り

正 

像 

末
の
三
時
に
は 

弥
陀
の
本
願
ひ
ろ
ま
れ
り

し
ゃ

う

さ
う
ま
ち

み
と
き

ま
ふ 

ま
ふ
ま
ふ

像
季
末
法
の
こ
の
よ
に
は 

諸
善
龍
宮
に
い
り
た
ま
ふ(
『親
全
』
和
讃
篇
・
一
五
九
頁)

さ
う
ほ
ふ
の
す
ゑ 

し
ゃ
く
そ
ん
の
み
の
り
は 

み
な
り

う
く
へ 

い
り
ま
し
ま
す
と
な
り

な
ど
と
歎
詠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「末
法
五
濁
」

と
い
う
時
機
に
対
す
る
悲
歎
こ
そ
、

こ
の
和
讃
の
由
来
す
る
根
拠
で
あ
っ
た
と
い
え 

よ
う
。

二

そ
れ
に
し
て
も
、
草
稿
製
作
の
途
中
に
感
得
さ
れ
た
夢
告
讃
を
、
正
嘉
二
年
九
月
二
十
四
日
の
初
稿
本
で
巻
首
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
は 

夢
告
感
得
が
親
鸞
に
と
っ
て
如
何
に
大
き
な
歓
び
で
あ
り
、
深
い
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
 

何
故
な
ら
、
康
元
二
年
二
月
九
日
の
夢
告
感
得
の
前
年(
建
長
ハ
年)

に
は
、
所
謂
善
鸞
事
件
な
ど
親
鸞
の
身
辺
に
大
き
な
問
題
が
惹
起
さ 

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
思
い
あ
わ
せ
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
関
東
門
侶
の
深
刻
な
異
義
動
揺
と
実
子
慈
信
坊
善
鸞
の
義
絶
な
ど
で
、
 

親
鸞 

は
そ
の
頃
随
分
と
心
を
深
く
煩
わ
し
た
時
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
関
東
教
団
の
混
乱
と
動
揺
が
頂
点
に
達
す
る
の
は
、
善
鸞
事
件
で
あ 

る
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
善
鸞
事
件
も
東
国
門
侶
の
混
乱
も
、
す
べ
て
悲
泣
す
べ
き
「末
法
五
濁
」
の
時
機
の
意
識
を
深
刻
な
ら
し
め
る 

出
来
事
で
あ
っ
た
。

親
鸞
が
息
男
慈
信
坊
善
鸞
を
東
国
に
派
遺
し
た
の
は
、
そ
の
頃
関
東
門
侶
の
間
に
起
っ
た
神
仏
軽
侮
や
造
悪
無
碍
が
、
明
ら
か
に
邪
義



で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
そ
の
異
義
を
鎮
静
し
、
親
鸞
所
説
の
正
信
を
人
々
に
徹
底
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
東
国
で
の
善
鸞
は
、
最
初
は 

そ
れ
ら
の
異
義
教
誡
の
た
め
に
身
を
挺
し
た
が' 

し
か
し
や
が
て
常
陸
・
下
野
・
下
総
の
諸
国
の
門
侶
に
対
し
て
、
彼
ら
が
親
鸞
か
ら
教 

え
聞
い
た
と
い
っ
て
門
徒
達
に
伝
え
て
い
る
念
仏
の
法
義
は
す
べ
て
誤
り
で
あ
る
と
い
っ
て
、
人
ご
と
に
捨
て
さ
せ
、
善
鸞
が
父
親
鸞
か 

ら
夜
中
秘
か
に
伝
え
聞
い
た
教
え
の
み
が
正
し
い
と
主
張
し
て
、
関
東
教
団
を
大
混
乱
に
陥
入
れ
た
の
で
あ
る
。
邪
義
を
吹
き
込
ま
れ
た 

関
東
の
門
侶
中
に
お
い
て
は
、

慈
信
坊
の
く
だ
り
て
、
わ
が
き
ゝ
た
る
法
文
こ
そ
ま
こ
と
に
て
は
あ
れ
、
ひ
ご
ろ
の
念
仏
は
、
み
な
い
た
づ
ら
ご
と
な
り
と
さ
ふ
ら 

へ
ば
と
て
、
お
ほ
ぶ
の
中
太
郎
の
か
た
の
人
は
九
十
な
ん
人
と
か
や
、
み
な
慈
信
坊
の
か
た
へ
と
て
中
太
郎
入
道
を
す
て
た
る
と
か 

や
、
き
ゝ
さ
ふ
ら
ふ
。(
『親
全
』
書
簡
篇
，
一
四
四
頁)

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に' 

常
陸
の
中
太
郎
の
門
下
九
十
余
名
が
、
そ
の
師
を
離
れ
て
慈
信
坊
善
鸞
の
許
に
走
っ
た
と
い
う
、
大
き
な
動 

揺
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
善
鸞
の
邪
義
主
張
は
、
要
す
る
に
関
東
の
門
侶
を
自
己
の
許
に
統
摂
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

寒) 

命) 

策
動
が
表
面
化
す
る
の
は
建
長
七
年
の
頃
で
あ
る
。
第
十
八
願
を
「し
ぼ
め
る
は
な
」
に
譬
え
て
、
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
こ
と
を
捨
て 

さ
せ
た
善
鸞
の
策
動
の
真
相
を
知
っ
た
と
き
、
 

親
鸞
の
胸
中
や
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
大
き
な
驚
き
と
、
 

深
い
歎
き
と
、
 

限
り
な
き
悲
し
み
を
も
っ
て
、
我
が
子
の
傷
ま
し
い
誣
告
事
件
に
ど
う
対
置
す
べ
き
か
、
 

苦
慮
に
苦
慮
を
重
ね
た
に
違
い
な
い
。
親
子
と 

い
う
肉
親
の
問
題
と
教
団
の
問
題
が
絡
ん
だ
こ
の
事
件
は' 

結
局
は
建
長
ハ
年(

ニ
ー
五
六)

五
月
二
十
九
日
の
父
子
の
縁
を
切
る
と
い
う

8
 

透 

(
科) 

靠) 

義
絶
状
を
も
っ
て
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
親
鸞
に
と
っ
て
、
善
鸞
の
邪
言
が
「
は
う
ぼ
ふ
の
と
が
」
「
五
逆
の
つ
み
」 

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
肉
親
の
信
義
を
越
え
て
真
実
の
法
の
存
否
に
関
わ
る
大
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

(
虑 

青) 

〇

 

感) 

第
睦 

そ
れ
だ
に
も
、
そ
ら
ご
と
を
い
う
こ
と
、
う
た
て
き
な
り
、
い
か
に
い
は
む
や
、
往
生
極
楽
の
大
事
を
い
ひ
ま
ど
わ
し
て
、
ひ
た
ち 

下

5

(
惑) 

竄) 

(
虑

5

8

- 

・
し
も
づ
け
の
念
仏
者
を
ま
ど
わ
し
、
お
や
に
そ
ら
ご
と
を
い
ひ
つ
け
た
る
こ
と
、
こ
ゝ
ろ
う
き
こ
と
な
り
。
第
十
八
の
本
願
を
ば
 ゝ

(
萎) 

龙) 

(
謗 

注) 

(
科) 

し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み
な
す
て
ま
い
ら
せ
た
り
と
き
こ
ゆ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
は
う
ぼ
ふ
の
と
が
、
又
五
逆



(
罪) 

(
損) 

(
惑) 

(
悲) 

の
つ
み
を
こ
の
み
て
、
人
を
そ
む
じ
ま
ど
わ
さ
る
ゝ
こ
と
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
。
こ
と
に
破
僧
の
罪
と
ま
ふ
す
っ
み
は
、
五
逆
の 

(
庞 

言) 

(
父) 

(
殺) 

(
伝) 

そ
の
ー
な
り
。
親
鸞
に
そ
ら
ご
と
を
ま
ふ
し
つ
け
た
る
は
、
ち\

を
こ
ろ
す
な
り
、
五
逆
の
そ
の
ー
な
り
。
こ
の
こ
と
ヾ
も
っ
た
え

(
親) 

(
子) 

き
く
こ
と
、
あ
さ
ま
し
さ
ま
ふ
す
か
ぎ
り
な
け
れ
ば
、
 

い
ま
は
お
や
と
い
ふ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
、
こ
と
お
も
ふ
こ
と
お
も
い
き
り 

た
り
。
三
宝
・
神
明
に
ま
ふ
し
き
り
お
わ
り
ぬ
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
。(
『親
全
』
書
簡
篇
・
四
ニ
ー
三
頁) 

建
長
ハ
年
五
月
二
十
九
日
、
善
鸞
に
所
謂
義
絶
状
を
送
っ
て
父
子
の
縁
を
切
り
、
同
時
に
有
力
門
侶
の
性
信
ら
に
も
消
息
を
送
っ
て
、
 

自
今
已
後
は
慈
信
に
を
き
て
は
子
の
儀
お
も
ひ
き
り
て
さ
ふ
ら
ふ
な
り
。(
同
前
・
一
六
九
頁) 

と
い
っ
て
、
そ
の
事
実
を
知
ら
せ
た
。
親
鸞
の
善
鸞
義
絶
に
よ
っ
て
、
善
鸞
の
主
張
が
邪
義
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
わ
た
る
と
、
よ
う
や 

く
教
団
混
乱
の
解
決
の
め
ど
が
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
建 

(
悲) 

善
鸞
の
誣
告
事
件
と
そ
の
義
絶
は 

親
鸞
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
「
こ
ゝ
ろ
う
き
こ
と
」
「
か
な
し
き
こ
と
」
「あ
さ
ま
し
さ
ま
ふ
す
か
ぎ 

り
な
」
き
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
晚
年
最
大
の
悲
痛
事
で
あ
り
、
大
き
な
宗
教
的
試
練
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
悲 

痛
事
か
ら
親
鸞
が
学
び
取
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
悲
泣
す
べ
き
「末
法
」
の
意
識
で
あ
り
、
末
法
と
い
う
「時
」 

の
深
刻
な
痛
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

善
鸞
の
誣
告
と
関
東
教
団
の
混
乱
を
、

「
か
へ
す
な
げ
き
お
ぼ
へ
さ
ふ
ら
へ
ど
も
、
ち
か 

ら
を
よ
ば
ず
さ
ふ
ら
ふ
」(
『親
全
』
書
簡
篇
・
一
四
六
頁)

と
い
っ
て
、
教
人
信
の
責
任
を
痛
感
す
る
親
鸞
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
動
揺
と 

混
乱
を
決
し
て
人
事
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
な
る
痛
み
が
、
入
末
法
と
い
う
時
の
自
覚
を
深
刻
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
 

釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し̂

^

て
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ 

正
像
の
二
時
は
お
は
り
に
き 

如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ(

『親
全
』
和
讃
篇
・
一
五
九
頁)

か
な
し
み
な
く
へ
し

と
詠
わ
れ
た
よ
う
な
、
所
謂
正
像
二
千
年
説
の
自
覚
は
、
関
東
教
団
の
混
乱
や
善
鸞
事
件
に
対
す
る
深
刻
な
悲
歎
と
自
責
を
介
し
て
、
親 

鸞
を
し
て
ま
さ
し
く
末
法
の
只
中
に
立
つ
と
い
う
時
の
痛
み
を
最
も
端
的
に
表
白
す
る
も
の
と
し
て
、
歴
史
的
現
実
的
な
時
の
自
覚
に
基 

づ
い
て
採
用
さ
れ
た
末
法
史
観
で
あ
る
。
そ
の
限
り
末
法
史
観
は
、
最
も
深
刻
な
危
機
史
観
で
あ
っ
た
。



親
鸞
の
正
・
像
・
末
の
三
時
史
観
に
は
、
『
教
行
信
証
』

化
身
土
巻
に
見
ら
れ
る
正
像
千
五
百
年
説
と
『
正
像
末
和
讃
』

に
見
ら
れ
る 

正
像
二
千
年
説
が
あ
る
が
、
後
者
の
立
場
は
、
末
法
と
い
う
悲
歎
す
べ
き
時
は
、
自
己
の
現
実
か
ら
遙
か
に
離
れ
た
過
去
で
は
な
く
、
悲 

泣
す
べ
き
自
己
の
立
つ
末
法
の
現
実
、
即
ち
善
鸞
事
件
や
そ
れ
に
伴
う
関
東
教
団
の
混
乱
と
い
う
現
実
的
歴
史
的
な
事
実
の
う
ち
に
こ
そ
、
 

入
末
法
の
相
を
如
実
に
実
感
し
た
自
覚
で
あ
る
。

正
像
二
千
年
説
に
は'

「今
」
こ
そ
入
末
法
で
あ
る
と
い
う
痛
切
な
危
機
意
識
が
、

そ 

の
根
底
に
あ
っ
て' 

そ
れ
は
よ
り
歴
史
的
現
実
的
な
危
機
史
観
で
あ
る
。
親
鸞
が
晩
年
に
至
っ
て
こ
の
よ
う
な
末
法
史
観
を
自
覚
さ
れ
た 

動
機
は
、
善
鸞
事
件
を
頂
点
と
す
る
関
東
教
団
の
動
揺
と
混
乱
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
子
善
鸞
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
事
件
を
契
機 

と
し
て' 

親
鸞
は
現
実
に
末
法
に
お
け
る
人
間
の
相
と
五
濁
の
世
の
様
を
凝
視
せ
し
め
ら
れ
、
末
法
の
意
識
を
愈
々
深
化
せ
し
め
ら
れ
た 

に
違
い
な
い
。
『
正
像
末
和
讃
』
草
稿
本
の
第
三
十
首
に
、

愛
憎
違
順
す
る
こ
と
は 

高
峯
岳
山
に
こ
と
な
ら
ず 

見
濁
叢
林
棘
刺
の
ご
と
し 

背
正
帰
邪
は
さ
か
り
な
り(
『親
全
』
和
讃
篇
・
一
五
〇
頁) 

む
は
ら
か
ら
た
ち
の
こ
と
也 

に
は
よ
り
た
の
む
こ
ゝ
ろ
な
り 

と
濁
世
の
人
間
の
相
を
説
き
、
ま
た
初
稿
本
の
第
四
十
一
首
に
、
 

念
仏
誹
謗
の
有
情
は
阿
鼻
地
獄
に
堕
在
し
て 

ハ
万
劫
中
大
苦
悩
ひ
ま
な
く
う
く
と
ぞ
と
き
た
ま
ふ(
同
前
・
一
七
九
頁) 

と
詠
っ
て
、
念
仏
誹
謗
を
厳
し
く
誡
め
て
い
る
和
讃
の
背
景
に
は' 

恐
ら
く
善
鸞
の
悲
痛
事
が
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。

親
鸞
の
三
時
観
に
正
像
二
千
年
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
建
長
七
年(

ニ
ー
五
五)

八
十
三
歳
の
頃
と
言
わ
れ
て
い
る
。
正
像
二
千 

年
説
に
よ
れ
ば' 

入
末
法
の
時
は
『
扶
桑
略
記
』
等
に
い
う
永
承
七
年(

一
〇
五
二)

が
そ
の
第
一
年
に
当
た
る
。
永
承
七
年
は
親
鸞
誕
生 

の
承
安
三
年
に
先
立
つ
こ
と
ー
ニ
ー
年
で
、
正
像
千
五
百
年
説
よ
り
二
千
年
説
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
が
入
末
法
の
時
か
ら
近
い 

位
置
に
あ
り
、
「今
」
こ
そ
末
法
で
あ
る
と
い
う
時
の
危
機
的
自
覚
こ
そ
、
二
千
年
説
の
根
拠
で
あ
る
。
初
稿
本
の
第
二
首
に
、



末
法
五
濁
の
有
情
の
行
証
か
な
は
ぬ
と
き
な
れ
ば

い
ま
こ
の
よ
は
わ
る
く

釈
迦
の
遺
法
こ
と
ご
と
く
龍
宮
に
い
り
た
ま
ひ
に
き(
同
前
・
一
五
九
頁)

の
こ
り
の
み
の
り
を
ゆ
い 

は
ち
た
い
り
う
わ
う
の
み
や
こ
な
り

と
詠
い
、
そ

の

「末
法
五
濁
」
の
左
訓
に
、

(
今)
(

此
世)
(

悪)'

い
ま
こ
の
よ
は
わ
る
く
な
り
た
り
と
し
る 

へ
し

(
今)
(

此
世)

と
い
っ
て
、
末

法

を

「
い
ま
こ
の
よ
」
と
限
定
し
、
ま
た
、
第
十
首
に

末
法
第
五
の
五
百
年
」
こ
の
世
の
一
切
有
情
の

如
来
の
悲
願
を
信
ぜ
ね
ば
出
離
そ
の
期
も
な
か
る
べ
し(

同
前
・
一
六
三
頁)

と
い
っ
て
、
『
大
集
月
蔵
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
五
箇
五
百
年
説
の
第
五
闘
靜
堅
固
を
末
法
に
当
て' 

そ
の
左
訓
に
、

(
1¢
頃) 

(
末 

法) 

(
始)

こ
の
こ
ろ
は
ま
ち
ほ
う
の
は
し
め
と
し
る
へ
し

と
記
し
て
、
末

法

を

「
こ
の
こ
ろ
」
と
限
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

そ

の

「
い
ま
」
「
こ
の
こ
ろ
」
と
は' 

具
体
的
に
は
善
鸞
事
件
と
そ 

れ
に
伴
な
う
関
東
教
団
の
混
乱
の
時
で
あ
る
。

正
像
二
千
年
説
が
採
ら
れ
る
の
は
建
長
七
年
頃
と
い
わ
れ
る
が
、
親
觴
が
善
鸞
の
誣
告
事
件
の
真
相
を
知
っ
た
の
も
、
同
年
の
暮
れ
の 

頃
と
考
え
ら
れ
る
。
建
長
ハ
年
と
考
え
ら
れ
る
正
月
九
日
付
の
真
浄
坊
宛
の
消
息
に
、

慈
信
坊
が
や
う̂
^
-

に
ま
う
し
さ
ふ
ら
ふ
な
る
に
よ
り
て
、
ひ
と-
^
^

も
御
こ
ゝ
ろ
ど
も
の
や
う̂

^

に
な
ら
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
ふ 

よ
し
、
う
け
た
ま
は
り
さ
ふ
ら
ふ
。
か
へ
す̂

^

不
便
の
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
。(
中
略)

奥
郡
の
ひ
と̂

^

の
、
慈
信
坊
に
す
か
さ
れ
て. 

信
心
み
な
う
か
れ
あ
ふ
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
ふ
な
る
こ
と
、

か 

へ
す
あ
は
れ
に
か
な
し
ふ
お
ぼ
へ
さ
ふ
ら
ふ
。
(

『親
全
』
書 

簡
篇
・
一
四
八
—
九
頁)

と
い
っ
て
、
慈
信
坊
善
鸞
の
誣
告
の
様
相
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
少
く
と
も
そ
の
前
年
の
暮
れ
に
は
、
こ
の
事
件
の
真
相
を
ほ
ぼ
知



っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
事
件
に
よ
る
東
国
門
侶
の
動
揺
も
、
結

局

は

「
日
ご
ろ
ひ
と-

-
-
の

信
の
さ
だ
ま
ら
ず
さ
ふ
ら
ひ
け
る
こ 

と
の
あ
ら
は
れ
」
で
あ
り
、
「
ひ
と-

-
-
の

信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
の
あ
ら
は
れ
」

で
あ
っ
た(

同
前
・
一
五
〇
頁)

。
親
鸞
に
と
っ
て 

は
、
善
鸞
の
事
件
も
関
東
教
団
の
混
乱
も
、
 

詮
ず
る
と
こ
ろ
「信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
の
あ
ら
は
れ
」
で
あ
り
、
信
心
の
問
題
と
し 

て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。三

既
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、

慈
信
坊
善
鸞
の
誣
告
事
件
も
関
東
教
団
の
動
揺
混
乱
も
、

親
鸞
に
と
っ
て
「
こ
ゝ
ろ
う
き
こ
と
」
「
か
な 

し
き
こ
と
」
「あ
さ
ま
し
さ
ま
ふ
す
か
ぎ
り
な
」
き
出
来
事
で
あ
っ
て' 

宗
教
的
試
練
と
も
い
う
べ
き
晚
年
最
大
‘の
悲
痛
事
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
宗
教
的
試
練
は
、
そ
の
試
練
に
お
け
る
苦
難
が
過
酷
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
新
し
い
生
命
力
を
そ
の
底
か
ら
生
み
出
さ
ず
に
は 

お
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。
人
は
深
刻
な
苦
難
に
遭
遇
し
て
懊
悩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
危
機
的
な
苦
難
の
只
中
で
苦
難
は
む
し
ろ
内
深
く
内
在 

化
さ
れ
て' 

新
し
い
活
力
を
噴
出
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
慈
信
坊
善
鸞
の
傷
ま
し
い
義
絶
か
ら
約
九
ケ
月
後
に
、
所

謂

「康
元
二
歳
丁 

巳
二
月
九
日
の
夜
寅
時
夢
告
に
い
は
く
」
と
記
さ
れ
て
い
る
夢
告
和
讃
の
感
得
が
、
過
酷
な
宗
教
的
試
練
の
底
か
ら
噴
出
し
名
告
り
出
た 

新
し
い
生
命
力
で
あ
る
。
理
由
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
実
子
を
勘
当
し
義
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
世
の
如 

何
な
る
親
に
と
っ
て
も
耐
え
難
き
悲
痛
事
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
憂
悲
苦
悩
、
危
機
意
識
の
極
限
に
お
い
て' 

自
己
の 

存
在
の
根
底
よ
り
響
き
来
る
真
実
主
体
の
名
告
り
の
声
を
、
「夢
告
」
と
し
て
し
っ
か
り
と
聞
き
留
め
た
の
で
あ
る
。

夢
告
と
は
、

憂
悲 

苦
悩
に
あ
る
親
鸞
を
真
実
の
世
界
へ
発
遣
し
、
招
喚
す
る
根
源
底
の
叫
び
で
あ
る
ま
い
か
。

弥
陀
の
本
願
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
お
ば
さ
と
る
な
り 

こ
の
夢
告
讃
感
得
は
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
『
教
行
信
証
』
後
序
に
、



然
る
に
愚
秃
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。(
『聖
典
』
三
九
九
頁) 

と
自
ら
の
信
仰
体
験
を
表
白
さ
れ
た' 

あ
の
回
心
の
原
点
の
確
認
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

「雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」

と
言 

い
切
ら
れ
た
原
体
験
は
、
何
よ
り
も
「
よ
き
ひ
と
」
法
然
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
本
願
の
真
実
に
目
覚
め
、
虚
仮
不
実
な
る
自
己
の
上
に 

本
願
の
真
実
性
を
生
き
生
き
と
内
感
し' 

そ
れ
に
生
き
切
る
自
己
実
存
の
誕
生
を
語
り
告
げ
る
信
仰
告
白
で
あ
っ
た
。
自
己
の
虚
妄
性
を 

内
か
ら
破
っ
て
名
告
り
出
る
真
実
主
体
の
願
心
に
帰
し
た
原
体
験
、
 

そ
れ

が

「雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
回
心
の
表
白
で
あ 

る
。
回
心
と
は
、
自
己
の
心
内
よ
り
名
告
り
出
る
真
実
主
体
の
声
に
帰
し
て
生
き
る
実
存
者
・
親
鸞
の
誕
生
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
夢
告 

感
得
も
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
こ
の
回
心
の
原
体
験
の
再
確
認
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
い
か
。
「弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」
——

こ
の
一
言
は
、
 

ー
見
親
鸞
が
外
に
向
っ
て
叫
ん
だ
言
葉
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

そ
れ

は

「無
上
覚
を
さ
と 

る
」
唯
一
の
仏
道
は
、

「弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
」

ほ
か
に
な
い
と
い
う
内
な
る
真
実
主
体
の
声
の
確
信
で
あ
り
、
自
己
の
心
内
に
呼
び 

か
け
て
や
ま
ぬ
仏
の
名
告
り
で
あ
る
。

「弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」

と
い
う
仏
道
成
就
の
第
一
原
理
を
、

い
ま
こ
こ
に
く
っ
き
り
と
改
め 

て
聞
き
留
め
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
夢
告
感
得
の
最
も
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

一
体
夢
告
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
夢
は
、
極
め
て
恣
意
的
な
形
と
内
容
を
も
っ
て
人
々
を
訪
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
常 

の
取
り
止
め
の
な
い
夢
は
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し' 

い
ま
こ
こ
で
の
「夢
告
」
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

夢
は 

「告
」
、
即
ち
告
命
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

夢
が
告
命
で
あ
る
限
り
、
夢
告
は
根
源
的
な
信
仰
体
験
と
し
て
、
親
鸞
自
身
と
親
鸞
を 

と
り
ま
く
人
々
に
対
し
て
働
き
か
け
る
重
要
な
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
そ
の
仏
道
の
生
涯
の
う
ち
に
何
回
か
の
決
定
的
な 

夢
告
を
体
験
し
て
い
る
が' 

す
べ
て
深
刻
な
危
機
的
状
況
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
、
危
機
的
事
態
を
突
破
す
る
機
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
諒 

々
と
頷
か
れ
て
い
る
。
危
機
的
状
況
の
只
中
で' 

危
機
か
ら
の
逃
避
を
模
索
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
危
機
意
識
の
底
の
底
ま
で
徹
底 

し
、
危
機
意
識
が
親
鸞
の
主
体
に
深
く
内
在
化
さ
れ
て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
と
き' 

存
在
の
深
層
よ
り
名
告
り
出
る
純
粋
な
本
能
の
呼
び 

か
け
、
そ
れ
が
夢
告
で
あ
る
と
云
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
夢
告
と
は
、
真
実
主
体
と
の
根
源
的
出
遇
い
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
る
ま
い
か
。



そ
の
意
味
で
夢
告
は
、
極
め
て
自
覚
的
で
且
つ
明
晰
な
信
仰
体
験
で
あ
る
。
「無
上
覚
を
さ
と
る
」
唯
仏
一
道
は
、
「弥
陀
の
本
願
を
信
ず 

る
」
ほ
か
に
な
い
と
い
う
、
 

無
上
涅
槃
道
へ
の
明
々
白
々
た
る
頷
き
、
そ
れ
が
夢
告
感
得
の
意
義
で
あ
る
。

で
は
夢
告
は
誰
に
よ
っ
て
告
命
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
夢
告
告
命
の
主
体
に
つ
い
て
は' 

古
来
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
そ
の
第 

ー
は' 

夢
告
を
釈
尊
の
教
勅
と
な
す
了
解
で
あ
る
。
如
説
院
慧
剣
は
、
そ
の
著
『
正
像
末
和
讃
管
窺
録
』
に
お
い
て
、
初
稿
本
の
最
初
に 

般
舟
三
昧
行
道
往
生
讃
日

敬 

白
ニ
ー
切
往
生
知
識
等
一
大 

須-

慚
愧-

釈
迦
如
来
実
是
慈
悲
父
母
種
種
方
便 

発
卞
起 

我
等
无
上
信
心
上
文 

(
『親
全
』
和
讃
篇
・
一
五
七
頁)

④

と
い
う
『
般
舟
讃
』
の
文
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら' 

夢
告
の
主
を
釈
迦
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
に
は
、
こ
の
夢
告
は
、
親
鸞
が

⑤

「和
国
の
教
主
」
と
仰
ぐ
聖
徳
太
子
の
告
命
で
あ
る
と
解
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
後
者
の
説
を
取
る
場
合
の
理
由
と
し
て
先
ず
注
意
さ 

れ
る
の
は
、
蓮
如
の
花
押
を
お
く
文
明
五
年(

一
四
七
三)

三
月
開
板
の
所
謂
「文
明
本
」
の

『
正
像
末
浄
土
和
讃
』
の
撰
号
が
、
『
浄
土
』 

『
高
僧
』
の
両
和
讃
が
「愚
秃
親
鸞
作
」
で
あ
る
の
に
対
し
て'

「愚
秃
善
信
集
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

「善
信
」
の
名
は
、
『
教
行
信 

証
』
後
序
に
、

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
。
(
『
聖
典
』
三 

九
九
一
四
〇
〇
頁)

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に' 

夢
告
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
た
名
で
あ
り' 

存
覚
の
『
六
要
鈔
』
に
も
、
 

聖
徳
太
子
の
告
命
に
依
て
改
め
て
善
信
と
の
た
ま
う(
『聖
全
』
ー：

二
〇
六
頁
，
原
漢
文) 

と
い
っ
て
、
聖
徳
太
子
の
告
命
と
教
え
て
い
る
。
第
二
に
は' 

文
明
本
に
は
顕
智
書
写
の
初
稿
本
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
「愚
秃
善
信 

作
」
の

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
十
一
首
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
ま
た
、
草
稿
本
に
は
夢
告
和
讃
の
後
に
五
首
の 

和
讃
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
第
二
，
第
三
は
、



大
日
本
国
粟
散
王
仏
教
弘
興
の
上
宮
皇 

恩
徳
ふ
か
く
ひ
ろ
く
ま
す 

奉
讃
た
え
ず
お
も
ふ
べ
し 

上
宮
太
子
方
便
し
和
国
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て 

如
来
の
悲
願
弘
宣
せ
り 

慶
喜
奉
讃
せ
し
む
べ
し(
『
親
全
』
和
讃
篇
・
一
五
二
丄
ー
ー
頁) 

へ
り 

と
聖
徳
太
子
を
奉
讃
し
、
そ
れ
が
夢
告
感
得
と
同
年
の
「康
元
ニ
歳
丁
巳
二
月
三
十
日
、
愚
秃
親
鸞
ハ
十
五
歳
」
の
筆
と
い
わ
れ
る
『
大 

日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』

一
百
十
四
首
の
最
初
に
、
 

和
国
の
教
主
聖
徳
皇 

広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し 

一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ 

上
官
皇
子
方
便
し 

和
国
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て 

如
来
の
悲
願
を
弘
宣
せ
り 

慶
喜
奉
讃
せ
し
む
べ
し(

同
前
・
ニ
五
一
頁) 

と' 

讃
文
を
推
敲
し
整
え
て
掲
げ
て
い
る
。
更
に
こ
の
二
首
が
文
明
本
に
新
し
く
加
え
ら
れ
た
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
十
一
首
の
中
の
第 

八

，
第
九
首
目
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
確
か
め
て
み
る
と
、

「愚
秃
善
信
作
」

の

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
十
一
首
は
、
 

夢
告
讃
か
ら
展
開
し
編
集
さ
れ
た
五
十
八
首
の
『
正
像
末
浄
土
和
讃
』
の
内
容
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

憶
え
ば
夢
告
感
得
は' 

親
鸞
に
と
っ
て
当
初
は
自
己
の
心
内
の
至
奥
よ
り
叫
び
来
る
純
粋
な
本
能
の
声
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ 

た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
る
に
、
内
奥
に
響
き
来
る
本
能
の
声
を
反
復
確
か
め
る
う
ち
に
、
如
来
の
大
悲
願
心
の
現
前
と
頷
か
れ' 

大
悲
願 

心
の
歴
史
的
現
前
を
、
今
聖
徳
太
子
の
夢
告
と
し
て
確
信
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。

救
世
観
音
大
菩
薩
聖
徳
皇
と
示
現
し
て

多
々
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て
阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た
ま
ふ



无
始
よ
り
こ
の
か
た
こ
の
世
ま
で
聖
徳
皇
の
あ
は
れ
み
に

多
々
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た
ま
ひ 

阿
摩
の
ご
と
く
に
お
は
し
ま
す(
『親
全
』
和
讃
篇
・
二
〇
ニ
ー
三
頁) 

親
鸞
の
太
子
讃
仰
の
基
調
は
、
救
世
観
音
菩
薩
の
垂
迹
と
す
る
仰
信
で
あ
る
。
末
法
五
濁
の
衆
生
を
父
母
の
如
く
い
つ
く
し
み
、
本
願
念 

仏
に
帰
せ
し
め
給
う
救
世
観
音
菩
薩
で
あ
る
。
夢
告
の
太
子
は
、
親
鸞
の
現
在
に
父
母
の
如
く
に
「
そ
ひ
た
ま
ひ
」
て
、
親
鸞
を
慈
み
育 

く
む
の
で
あ
る
。

大
悲
願
心
の
歴
史
的
現
前
、

そ
れ
こ
そ
親
鸞
に
お
け
る
夢
告
感
得
の
意
義
で
あ
っ
た
。
『
正
像
末
浄
土
和
讃
』
の

「太 

子
讃
」
十
一
首
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
太
子
の
讃
仰
で
あ
る
。

親
鸞
は
、
そ
の
若
き
日
よ
り
求
道
上
の
深
刻
な
危
機
に
遭
遇
し
た
と
き
、

つ
ね
に
聖
徳
太
子
の
夢
告
に
光
を
与
え
ら
れ
て
、
仏
道
の
危 

機
を
突
破
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
時
と
し
て
聖
徳
太
子
を
在
家
仏
教
者
の
先
達
と
し
て
思
慕
し
、
或
は
更
に
は
末
法
時
の
浄 

土
教
の
弘
宣
者
と
し
て
深
く
仰
が
れ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
太
子
を
「和
国
の
教
主
聖
徳
皇
」
と
大
き
な
崇
敬
の
念
を
も
っ
て
仰
ぐ
の
は
、
 

誓
願
一
仏
乗
こ
そ
末
法
時
の
わ
れ
ら
に
与
え
ら
れ
た
唯
仏
一
道
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
粟
散
片
州
に
お
け
る
仏
法
弘 

通
の
広
大
な
恩
徳
も
、
畢
竟
弥
陀
の
本
願
念
仏
の
一
道
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
確
信
が
「弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」
の
夢
告 

感
得
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
夢
告
の
主
は
、
釈
迦
世
尊
で
あ
る
と
い
う
了
解
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
更
に
す
ぐ
れ
て
末
法
の
教
主.

聖
徳
太 

子
こ
そ
夢
告
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
了
解
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
夢
告
讃
感
得
に
お
い
て' 

本
願
の
信
が
「無
上
覚
を
さ
と 

る
」
唯
仏
一
道
・
大
般
涅
槃
道
で
あ
る
こ
と
を
、
太
子
に
よ
っ
て
証
誠
さ
れ
た
と
い
う
大
き
な
歓
喜
を
身
に
得
た
の
で
あ
っ
た
。

四

末
法
史
観
が
仏
教
の
危
機
史
観
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
末
法
五
濁
の
歴
史
的
現
実
が
、
あ
く
ま
で
自
己
の
所
業
と
し
て
、
或
は
自
己 

の
担
持
す
べ
き
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
末
法
史
観
が
仏
教
の
危
機
史
観
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
教
の
み
あ 

っ
て
、
行
証
久
し
く
廃
れ
た
仏
教
の
現
在
的
事
実
の
的
確
な
自
覚
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
自
覚
は
、
生
死
罪
濁
の
自
己
と
末
法
五
濁
の
歴



史
的
現
実
と
の
同
根
の
自
覚
を
内
実
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
末
法
の
自
覚
は
仏
教
の
危
機
的
自
覚
で
あ
る
が' 

そ
れ
が
危
機
的
で
あ 

る
の
は
、
行
証
久
廃
の
仏
教
衰
退
の
自
覚
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
自
己
生
成
の
道
喪
失
の
自
覚
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
『
正
像
末
和 

讃
』
は
、
単
に
仏
教
衰
退
と
い
う
危
機
の
指
摘
と
そ
の
悲
歎
だ
け
で
は
な
い
。

「如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」

と
呼
び
か
け
る
悲
歎
の
底
に
、
 

仏
教
衰
退
の
一
切
の
責
任
を
自
己
に
背
負
い
、
末
法
五
濁
の
時
に
生
き
る
自
己
が
真
に
自
己
と
し
て
救
わ
れ
、

一
切
の
人
間
が
真
に
人
間 

と
成
る' 

そ
の
仏
道
を
証
せ
ず
に
お
れ
ぬ
と
い
う
、

願
生
浄
土
の
仏
道
を
歩
む
者
の
気
概
と
使
命
を
、

そ
の
讃
詠
の
底
に
感
得
す
る
こ 

と
が
で
き
よ
う
。
正
像
二
千
年
説
に
見
ら
れ
る
危
機
的
自
覚
の
底
に
は
、
そ
の
よ
う
な
「悲
泣
」
が
あ
る
。
そ
し
て' 

そ
の
よ
う
な
「悲 

泣
」
だ
け
が
仏
教
の
い
の
ち
を
起
死
回
生
せ
し
め
る
力
の
源
泉
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
仏
教
衰
退
の
危
機
感
は
、
同
時
に
仏
教 

回
復
の
強
い
責
任
感
で
も
あ
る
。
危
機
の
自
覚
は
同
時
に
危
機
の
責
任
を
荷
う
こ
と
と
一
つ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

仏
教
衰
退
の
危
機
感
を
、
善
鸞
事
件
を
頂
点
と
す
る
関
東
教
団
の
混
乱
を
通
し
て
内
深
く
に
実
感
し
て
い
た
親
鸞
に
、
そ
の
事
件
後
の 

間
も
な
い
「康
元
ニ
歳
丁
巳
二
月
九
日
夜
寅
時
」
に'

「無
上
覚
を
さ
と
る
」
こ
と
の
で
き
る
唯
一
仏
道' 

そ
れ

は

「弥
陀
の
本
願
信
ず
」 

る
他
に
な
い
と
い
う
確
固
た
る
信
念
を
、
「夢
告
」
と
し
て
感
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

こ
の
夢
告
感
得
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
ま 

さ
に
身
心
を
躍
動
さ
せ
ず
に
お
れ
ぬ
無
上
の
歓
喜
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
無
上
覚
を
さ
と
る
と
い
う
証
大
涅
槃
の
仏
道
の
確
か
な
頷
き
で 

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
無
上
覚
を
さ
と
る
と
い
う
証
大
涅
槃
の
徳
を
、
最
も
具
体
的
に
語
り
告
げ
る
親
鸞
の
自
覚
を
、
信
心
を
獲
た
人
は 

「補
処
の
弥
勒
と
お
な
じ
く
」
「如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う'

所
謂
便
同
弥
勒
、
如
来
等
同
の
思
想
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
は
善
鸞 

事
件
を
境
と
し
て
、
関
東
の
門
侶
に
対
し
真
実
信
心
の
人
は
「補
処
の
弥
勒
と
お
な
じ
く
」
「如
来
と
ひ
と
し
」

と
い
う
消
息
を
多
く
書 

き
送
り
、
『
末
燈
鈔
』
に
は
そ
れ
に
関
す
る
も
の
が
七
通
も
あ
る
。
信
心
の
人
を
「弥
勒
と
同
じ
」
「如
来
と
等
し
」
と
い
う
嘉
称
は
、
善 

鸞
事
件
を
頂
点
と
す
る
関
東
教
団
の
動
揺
混
乱
と
い
う
歴
史
的
現
実
的
背
景
を
契
機
と
し
て
頷
か
れ
た
、
親
鸞
の
信
仰
的
自
覚
の
歓
び
を 

現
わ
す
最
も
す
ぐ
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
は
何
よ
り
も
動
揺
し
続
け
る
東
国
の
念
仏
者
に
対
す
る
自
重
を
強
く
強
く
訴
え
か
け
、
本 

願
の
信
心
の
智
慧
に
よ
っ
て
自
己
一
人
の
尊
厳
性
を
発
見
し
、
人
間
と
し
て
の
根
源
的
主
体
を
確
立
さ
れ
ん
こ
と
を
切
に
願
っ
た
叫
び
で



あ
る
。
弥
勒
と
同
じ
、
如
来
と
等
し
い
と
い
う
根
源
的
主
体
の
確
立
は
、
本
願
念
仏
の
信
に
目
覚
め
立
つ
と
い
う
こ
と
よ
り
他
に
な
い
こ 

と
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
確
信
を
確
固
た
る
信
念
と
し
て
証
誠
さ
れ
た
の
が
、
「弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し:

：
： 

無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」
の
夢
告
讃
の
感
得
で
あ
っ
た
。
無
告
和
讃
に
お
け
る
無
上
涅
槃
道
の
確
信
と
、
「弥
勒
と
同
じ
」
「如
来
と
等 

し
」
と
い
う
思
想
の
成
熟
と
は
、
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。

夢
告
和
讃
は
「康
元
ニ
歳
丁
巳
二
月
九
日
の
夜
」
で
あ
る
が' 

そ
の
同
年
の
「正
嘉
元
年
ET
十
月
十
日
」
の
性
信
坊
に
宛
て
た
消
息
に. 

信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
る
が
ゆ
へ
に
等
正
覚
の
く
ら
ゐ
と
ま
ふ
す
な
り
。(
中
略)

等
正
覚
と 

ま
ふ
す
く
ら
ゐ
は
補
処
の
弥
勒
と
お
な
じ
く
ら
ゐ
な
り
。
弥
勒
と
お
な
じ
く
、
こ
の
た
び
无
上
覚
に
い
た
る
べ
き
ゆ
へ
に' 

弥
勒
に 

お
な
じ
と
と
き
た
ま
へ
り
。(
中
略)

し
か
れ
ば
弥
勒
に
お
な
じ
く
ら
ゐ
な
れ
ば' 

正
定
聚
の
ひ
と
は
如
来
と
ひ
と
し
と
も
ま
ふ
す
な 

り
。
浄
土
の
真
実
信
心
の
ひ
と
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
 

こ
ゝ
ろ
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ 

ば
、
 

如
来
と
ひ
と
し
と
ま
ふ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
と
し
ら
せ
た
ま
へ
。(
中
略)

光
明
寺
の
和
尚
の
『
般
舟
讃
』
に
は
信
心
の
ひ
と
は. 

こ
の
心
す
で
に
つ
ね
に
浄
土
に
居
す
と
釈
し
た
ま
へ
り
。
居
す
と
い
ふ
は' 

浄
土
に
信
心
の
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
つ
ね
に
ゐ
た
り
と
い
ふ 

こ
ゝ
ろ
な
り
。
こ
れ
は
弥
勒
と
お
な
じ
と
い
ふ
こ
と
を
ま
ふ
す
な
り
。
こ
れ
は
等
正
覚
を
弥
勒
と
お
な
じ
と
ま
ふ
す
に
よ
り
て' 

信 

心
の
ひ
と
は
如
来
と
ひ
と
し
と
ま
ふ
す
こ
ゝ
ろ
な
り
。(
『末
燈
鈔
』
第
三
通,

『
親
全
』
書
簡
篇
六
ハ
—
七
〇
頁) 

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
消
息
は' 

真
実
信
心
を
獲
た
人
は
正
定
聚
・
等
正
覚
に
住
す
る
人
で
あ
り
、

「
こ
の
た
び
無
上
覚
に
い
た
る
べ
き 

ゆ
へ
に
、
弥
勒
と
お
な
じ
」
「如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
っ
て
、

正
定
聚
の
機
の
内
実
を
最
も
具
体
的
に
語
っ
て
い
る
。

信
心
の
人
は
「弥 

勒
と
同
じ
」
と
い
う
思
念
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の

「次
如
弥
勒
」

と
、

王
日
休
の
『
龍
舒
浄
土
文
』
の

「
一
念
往
生
便
同
弥
勒
」
の
文 

⑥
 

⑦
 

に
よ
り
、

ま

た

「如
来
と
等
し
」
は
、
『
華
厳
経
』
の

「信
心
歓
喜
者
与
諸
如
来
等
」
の
文
に
依
拠
さ
れ
た
了
解
で
あ
っ
て
、

共
に
獲
信 

の
一
念
に
得
べ
き
現
生
の
利
益
を' 

こ
の
よ
う
に
嘉
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
お
い
て
は' 

正
定
聚
、
不
退
転
、
等
正
覚' 

便
同
弥 

勒
、
与
諸
如
来
等
は' 

何
れ
も
獲
信
一
念
の
利
益
を
現
わ
す
同
義
語
で
あ
る
。
即
ち
、
 

信
心
獲
得
の
人
は
、
横
超
断
四
流
の
利
益
を
得
る



願
力
不
思
議
を
も
っ
て
悪
趣
の
門
を
自
然
に
閉
じ
、
正
定
聚
に
住
し
て
退
転
せ
ざ
る
が
故
に
正
定
聚
不
退
の
位
と
い
い
、
更
に
そ
の
よ
う 

な
因
位
の
究
竟
態
を
現
わ
し
て
等
正
覚
の
位
と
い
い' 

そ
の
等
正
覚
に
住
す
る
具
体
相
を
示
し
て
、
「弥
勒
と
同
じ
」
「如
来
と
等
し
」
と 

い
っ
て
、
信
心
の
人
の
自
覚
境
位
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

正
定
聚
不
退
、
等
正
覚
の
位
に
住
す
る
信
心
の
人
を
「弥
勒
と
同
じ
」
「如
来
と
等
し
」
と
い
っ
て
、
因
位
の
菩
薩
に
対
し
て
は
「
同
」
 

と
い
い
、
果
位
の
仏
に
対
し
て
は
「等
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
「同
」
と
は
同
一
性
を
意
味
す
る
言
で
あ
っ
て
、
 

信
心
の
人
が
「弥
勒
と
同
じ
」
と
い
う
場
合' 

信
心
の
人
は
そ
の
本
願
の
信
に
お
い
て
等
覚
の
弥
勒
菩
薩
と
全
く
同
一
と
な
る
こ
と
を
現 

わ
す
。
無
論
そ
れ
は
、
弥
勒
と
い
う
菩
薩
に
人
格
的
に
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
弥
勒
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
る
等
覚
位
と
同
一 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て' 

そ
の
限
り
に
お
い
て
信
心
の
人
即
弥
勒
菩
薩
な
の
で
あ
る
。
夢
告
讃
感
得
の
後
、
間
も
な
く
述
作
さ
れ 

た

「康
元
二
歳
丁
巳
二
月
十
七
日
、
愚
秃
親
鸞
辭
書
之
」
の
奥
書
の
あ
る
『
一
念
多
念
文
意
』
に
、

「弥
勒
」
は
大
涅
槃
に
い
た
り
た
ま
ふ
べ
き
ひ
と
な
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
弥
勒
の
ご
と
し
と
の
た
ま
へ
り
。
念
仏
信
心
の
人
も
、
大
涅 

槃
に
ち
か
づ
く
と
な
り
。(
中
略)

他
力
信
楽
の
ひ
と
は
、
こ
の
よ
の
う
ち
に
て
不
退
の
く
ら
ゐ
に
の
ぼ
り
て
、
か
な
ら
ず
大
般
涅
槃 

の
さ
と
り
を
ひ
ら
か
む
こ
と
、
弥
勒
の
ご
と
し
と
な
り
。(
『親
全
』
和
文
篇
，
一
三
〇
—

一
頁)

「念
仏
衆
生
」
は
、
金
剛
の
信
心
を
え
た
る
人
な
り
。
「便
」
は
、
す
な
わ
ち
と
い
ふ
、
た
よ
り
と
い
ふ
。
信
心
の
方
便
に
よ
り
て
、
 

す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
せ
し
め
た
ま
ふ
が
ゆ
へ
に
と
な
り
。
「
同
」
は
、

お
な
じ
き
な
り
と
い
ふ
。

念
仏
の
人
は' 

无
上 

涅
槃
に
い
た
る
こ
と
、
弥
勒
に
お
な
じ
き
ひ
と
と
ま
ふ
す
な
り
。(
同
前
・
一
三
二
頁) 

と
い
っ
て
、
信
心
の
人
は
「
こ
の
よ
の
う
ち
に
て
不
退
の
く
ら
ゐ
に
」
住
し
て
、

「
か
な
ら
ず
大
般
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
」
き

「無
上 

涅
槃
に
い
た
る
」
人
と
し
て
、
弥
勒
と
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
正
像
末
和
讃
』
草
稿
本
の
最
初
に
、
 

五
十
六
億
七
千
万 

弥
勒
菩
薩
は
と
し
を
へ
む

念
仏
往
生
信
ず
れ
ば 

こ
の
た
び
さ
と
り
は
ひ
ら
く
べ
し



念
仏
往
生
の
願
に
よ
り
等
正
覚
に
い
た
る
人 

す
な
わ
ち
弥
勒
に
お
な
じ
く
て
大
般
涅
槃
を
さ
と
る
べ
し 

真
実
信
心
う
る
ゆ
へ
に 

す
な
わ
ち
定
聚
に
い
り
ぬ
れ
ば 

補
処
の
弥
勒
に
お
な
じ
く
て 

无
上
覚
を
証
す
べ
し(
『親
全
』
和
讃
篇
・
一
四
三
頁) 

た
い
は
ち
ね
ち
は
ん
を2

ふ
す
な9 

と
詠
わ
れ
た
正
嘉
元
年
の
和
讃
は
、

夢
告
讃
感
得
後
の
翌
「
正
嘉
二
歳
九
月
廿
四
日
、

親
鸞
朴
时
」
に
再
校
し
た
初
稿
本
で
は
、
既
に
最 

初
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
 

五
十
六
億
七
千
万
弥
勒
菩
薩
は
と
し
を
へ
む 

ま
こ
と
の
信
心
う
る
人
は 

こ
の
た
び
さ
と
り
を
ひ
ら
く
べ
し 

真
実
信
心
う
る
ゆ
へ
に 

す
な
わ
ち
定
聚
に
い
り
ぬ
れ
ば 

補
処
の
弥
勒
に
お
な
じ
く
て 

无
上
覚
を
さ
と
る
な
り(
同
前
・
一
七
ー
ー
ニ
頁) 

と
改
讃
さ
れ
、
特
に
第
三
首
目
の
「無
上
覚
を
証
す
べ
し
」
が

「無
上
覚
を
さ
と
る
な
り
」
と
断
定
的
に
言
い
切
ら
れ
て
、
真
実
信
心
の 

人
が
正
定
聚
の
等
覚
位
に
お
い
て
、
弥
勒
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
如
来
、
即
ち
果
位
の
仏
に
対
し
て
「等
」
と
い
わ
れ
た
の
は
、
真
実
信
心
の
人
が
そ
の
信
仰
的
主
体
に
お
い
て
仏
と
等
し
い
か 

ら
で
あ
る
。

浄
土
の
真
実
信
心
の
ひ
と
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
こ
ゝ
ろ
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
 

如
来
と
ひ
と
し
と
ま
ふ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
。

と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
「身
」
は

「あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
」
で
あ
っ
て
も
、
「浄
土
の
真
実
信
心
」
に
お
い
て
、
こ

の

「
ひ
と
」
は 

「す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
」

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「ま
こ
と
の
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
 

す
で
に
仏
に
な
り
た
ま
ふ
べ
き
御
身
と
な 

り
て
お
は
し
ま
す
ゆ
へ
に
、
如
来
と
ひ
と
し
き
ひ
と
」(
『末
燈
鈔
』

一
五
通
・
『
親
全
』
書
簡
篇
・
九
八
頁)

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

獲
信



の
一
念
に
「す
で
に
仏
に
な
り
た
ま
ふ
べ
き
御
身
と
な
」
る
の
で
あ
り
、
そ
の
仏
に
成
り
給
う
べ
き
身
と
決
定
し
た
位
を
正
定
聚
不
退
の 

位
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
り
ぬ
れ
ば
、

か
な
ら
ず
无
上
大
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
な
る
が
ゆ
へ
に
、

等
正
覚
を
な
る
と
も
と
き
、
 

阿
毗
抜
跋
に
い
た
る
と
も
、
阿
惟
越
致
に
い
た
る
と
も
と
き
た
ま
ふ
。
即
時
入
必
定
と
も
ま
ふ
す
な
り
。
こ
の
真
実
信
楽
は
、
他
力 

横
超
の
金
剛
心
な
り
。(
『
一
念
多
念
文
意
』
，
『
親
全
』
和
文
篇
・
ー
ニ
九
頁)

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
親
鸞
に
と
っ
て
、

信
心
は
ま
こ
と
に
証
大
涅
槃
の
唯
一
の
真
因
で
あ
っ
た
。

大
乗
の
論
師
と
仰
ぐ
世
親
が
、
『
浄
土 

論
』
に
、

仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、

遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
、

能
く
速
や
か
に
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
。
(
『聖
典
』

一
三
七 

頁)

と
讃
じ
て' 

如
来
の
本
願
力
に
遇
え
ば
、
無
始
以
来
の
空
過
流
転
に
打
ち
克
っ
て
、
 

速
に
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
す
る
と
詠
わ
れ
た
よ
う 

に
、
本
願
信
受
の
一
念
に
、
如
来
正
覚
の
自
内
証
で
あ
る
無
上
涅
槃
界
が
、
 

獲
信
の
人
の
そ
の
身
に
自
然
に
、
必
ず
開
か
れ
て
く
る
事
実 

を
、
極
め
て
深
い
感
動
を
も
っ
て
語
る
親
鸞
の
言
葉
は
多
い
。
今
の
不
虚
作
住
持
功
徳
の
文
を
正
嘉
二
年
の
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
、
 

よ
く
本
願
力
を
信
楽
す
る
人
は
す
み
や
か
に
と
く
功
徳
の
大
宝
海
を
信
ず
る
人
の
そ
の
み
に
満
足
せ
し
む
る
也
。(

『親
全
』
和
文
篇
・ 

ハ
九
頁)

と
述
べ
、
夢
告
讃
感
得
の
直
後
の
述
作
で
あ
る
『
一
念
多
念
文
意
』
に
は
、

こ
の
功
徳
を
よ
く
信
ず
る
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
、
 

す
み
や
か
に
と
く
み
ち
た
り
ぬ
と
し
ら
し
め
む
と
な
り
。
し
か
れ
ば
、
 

金
剛 

心
の
ひ
と
は
、
し
ら
ず
も
と
め
ざ
る
に
、
功
徳
の
大
宝
そ
の
み
に
み
ち
み
つ
が
ゆ
へ
に
、
大
宝
海
と
た
と
え
る
な
り
。(

同
前
・
一
四 

七I

ハ
頁)



如
来
の
本
願
を
信
じ
て
一
念
す
る
に
、
か
な
ら
ず
も
と
め
ざ
る
に' 

无
上
の
功
徳
を
え
し
め
、
し
ら
ざ
る
に
広
大
の
利
益
を
う
る
な 

り
。(

同
前
・
一
三
七
頁)

な
ど
と
語
っ
て' 

信
心
の
人
は
、

そ
の
信
心
決
定
の
一
念
に
無
上
涅
槃
の
功
徳
を
「そ
の
身
に
満
足
せ
し
」
め
ら
れ
、
「そ
の
身
に
み
ち 

み
つ
」
る
の
を
信
知
す
る
の
で
あ
る
。

現
生
正
定
聚
、
現
生
不
退
を
内
実
と
す
る
往
生
の
一
道
は
、
必
ず
無
上
大
涅
槃
に
究
竟
し
て
い
く
と
い
う
自
覚
的
事
実
を
内
容
と
す
る 

も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
獲
信
の
人
の
主
体
を
「弥
勒
と
同
じ
」
「如
来
と
等
し
」
と
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

そ
の
よ
う 

な
獲
信
に
お
け
る
救
済
の
現
実
的
意
義
、
或
は
信
仰
的
主
体
を' 

善
鸞
事
件
を
ピ
ー
ク
と
す
る
関
東
教
団
の
動
揺
の
只
中
に
、
親
鸞
は
強 

く
語
り
告
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
確
信
を
一
層
感
銘
深
く
知
ら
し
め
ら
れ
た
の
が
、
康
元
二
年
の
夢
告
和
讃
の
感
得
で
あ
っ
た 

と
い
え
る
。

①
 

こ
の
こ
と
は
、
す

で

に

『
講

座
親
鸞
の
思
想
』

何

所

載

の

松

野

純

孝

稿

「
親
席
」

二
〇
五
頁
で
注
意
さ
れ
て
い
る
。

②
 

『
真

宗

大

系

』
第

二

十

巻

，
三
二
ニ
頁
。

③ 

柏

原

祐

泉

著

『
正
像
末
和
讃!

!

親
鸞
の
末
法
観
私
考
』

三
六
頁
。

④
 

『
真

宗

大

系

』
第

二

十

巻

・
三
二
ニ
頁
。

⑤
-

松

原

祐

善

著

『
正
像
末
和
讃
講
讃
』

四
三
頁
。

-

『
大

無

量
寿
経
』
巻

下

に

「
仏
告
一

弥

勒
-

於
ー
ー
此
世
界
一
有
一
一
六
十
七
億
不
退
菩
薩
一
往-
一
生
彼国

!
'  

ー
ー
菩
薩
已
曾
供
ー
ー
養 

無

数

諸

仏

『
次
如
一
 

弥

勒-

者
也
」 

(

『
聖
全
』

一
・
四
四
頁)

と
説
か
れ
、

文

王

日

休

の

『
龍

舒

浄

土

文

』
巻

一

〇

に

「
我
聞
ー
ー
『
無
量
寿
経
土
衆
生
聞
ー
ー
是
仏
名
一
信
心

歓
喜 

乃
至
一
念 

願
三
生
二
彼
国
一
即
得
二
往
生
一
住
二
不
退
転
『 

不
退
転
者
梵
語
謂
二
之
阿
惟
越
致
『
『
法
華
経
』

謂
二
弥
勒
菩
薩
所
得
報
地
一
也
。 

一
念
往
生
便
同
二
弥
勒
二
と
あ
る
。
(

『
大
正
蔵
経
』

四

七

・
二

ハ

三3

・

『
親
全
』
教

行

信

証

・

一
五
〇
頁)

⑦
 

『
華
厳

経

』
巻

六

〇

の

「
入
法
界
品
」

に

「
聞
二
此
法
一
歓
ニ
喜
信
心7

無
二
疑

者
速
成
二
無
上
道
へ 

与
二
諸
如
来
一
等
」

と
あ
る
。
(

『
大
正
蔵
経
』

九

・

七

八

ハ3

・

『
親
全
』
教

行

信

証

・

ニ
ー
四
頁)


