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真
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の

対

象-

寺 

川 

俊 

昭

一

誓
願
一
仏
乗
を
旗
印
と
す
る
親
鸞
の
仏
道
了
解
が
、
教

・

行

・
信

・
証
と
い
う
独
自
の
体
系
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
仏
教
々
学 

史
上
特
筆
す
べ
き
事
業
で
あ
る
が
、

こ

の

教

仃

・
信

・
証
の
四
法
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
仏
道
で
あ
る
浄
土
真
宗
の
内
実
を
開
顕
す
る 

親
舞
の
探
求
的
思
索
を
、
今' 

親
鸞
教
学
も
し
く
は
真
宗
教
学
と
呼
ん
で
み
た
い
。

こ
の
真
宗
教
学
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
正
に
そ
の
内
実 

を
開
顕
し
よ
う
と
す
る
浄
土
真
宗
な
る
仏
道
に
関
し
て
、
そ
れ
の
契
機
で
あ
る
教
・
行
・
信,

証
の
四
法
が
、
親
鷲
に
よ
っ
て
、
総
じ
て 

「
真
実
」
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
、
私
は
甚
深
の
関
心
を
抱
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
真
実
教
乃
至
真
実
証
の
特
質
は
、

『
教
行
信 

証
』
に
お
い
て
は' 

「
速
疾
円
融
の
金
言
」

と
し
、

「
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
」

と
し
、
「
極
速
円
融
の
白
道
」
、

「
真
如 

一
実
の
信
海
」
と
し
、
更

に

「
無
上
涅
槃
の
極
果
」

と
し
て
、
よ
り
積
極
的
に
そ
の
特
質
が
顕
揚
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら 

の
親
鸞
教
学
独
自
の
用
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
既

に

旧

論

『
歎
異
抄
の
思
想
的
解
明
』(

法
蔵
館
刊)

あ
る
い
は
「
浄
土
真
宗
の
法
印
」 

(
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
三
十
一
集)

に
お
い
て
解
明
し
た
よ
う
に
、
清

浄

，
真
実
を
特
質
と
す
る
無
上
涅
槃
の
功
用
で
あ
っ
た
。
従
っ
て. 

真
宗
教
学
が
ま
さ
に
開
顕
し
よ
う
と
す
る
浄
土
真
宗
の
内
実
が'

す
ぐ
れ
て
真
実
に
し
て
清
浄
な
る
も
の
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、



そ
れ
を
開
顕
し
よ
う
と
す
る
真
宗
教
学
は
、
人
間
の
現
存
在
の
全
て
を
覆
う
虚
妄
性
を
破
り
、
真
実"

は
た
ら
き
に
お
け
る
真
理
の
自
覚 

的
把
握
を
志
向
す
る
知
見
で
あ
る
と
了
解
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。

こ
の
点
に' 

真
宗
教
学
が
す
ぐ
れ
て一

つ
の
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の 

で
き
る
根
拠
が
あ
る
と
、
私
は
了
解
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
学
と
し
て
の
真
宗
教
学
の
典
型
で
あ
る
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
を
貫 

く
思
索
の
特
質
を
、
私

は

旧

論

「
親
鸞
に
お
け
る
学
の
特
質
」(

『
親
鸞
教
学
』
第
三
十
三
号
所
収)

に
お
い
て
、
『
摂
大
乗
論
・
世
親
釈
』
が
、 

一
切
所
知
依
の
甚
深
広
大
な
る
諸
法
の
実
性
に
依
る
。

と
い
う
理
由
を
挙
げ
て
、
『
摂
大
乗
論
』
を
以
て
阿
毘
達
磨
を
内
容
と
す
る
大
乗
経
典
と
す
る
所
論
に
比
定
し
、
親
鸞
の
思
索
も
ま
た
「
諸 

法
の
実
性
」

の
親
鸞
的
把
握
で
あ
る
清
浄
・
真
実
を
そ
の
功
用
と
す
る
無
上
涅
槃
に
適
う
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、 

そ
れ
故
に
十
分
の
意 

味
で
大
乗
の
論
、
即
ち
大
乗
の
学
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
の
了
解
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
真
宗
教
学
に
お
い
て' 

最
初
の
学
問
論
的
検
討
を
提
示
せ
ら
れ
た
の
は
、
金
子
大
栄
先
生
で
あ
っ
た
。
先
生
は
早
く
大
正
九
年
、 

当
時
の
真
宗
大
谷
大
学
が
大
学
令
に
よ
る
大
谷
大
学
と
な
る
に
当
っ
て
、
従
来
宗
乗
と
呼
ば
れ
て
い
た
真
宗
教
学
が' 

改
め
て
真
宗
学
と 

呼
ば
れ
る
に
つ
い
て
、
そ
の
真
宗
学
が
近
代
の
学
問
体
系
の
中
に
一
つ
の
市
民
権
を
持
つ
た
め
に
、
近
代
の
学
問
論
的
関
心
に
立
っ
て
、
 

真
宗
学
が
如
何
な
る
意
味
で
学
と
い
う
に
価
し
、
ま
た
一
つ
の
独
立
し
た
学
と
し
て
如
何
な
る
性
格
、
特
質
を
も
つ
か
に
つ
い
て
、
綿
密 

に
し
て
独
自
の
見
解
を
公
開
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
公
開
講
義
『
真
宗
学
序
説
』
に
お
い
て' 

金
子
先
生
は
、
近
代
の
学
を
構
成
す 

る
三
つ
の
問
、

「
何
を' 

何
故
に' 

如
何
に
」

の
三
つ
の
問
い
を
踏
ま
え
て
、
真
宗
学
の
対
象
・
目
的
も
し
く
は
動
機
、
更
に
方
法
に
つ 

い
て
、
独
自
の
了
解
を
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
勿
論
そ
こ
に
は
、
早
く
曇
癒
が
『
浄
土
論
』
註
釈
の
中
で
、

『
論
』 

に
お
け
る
造
論
の
趣
意
を
語
る
、

我

依

修

多

羅
 

真

実

功

徳

相
 

説

願

偈

総

持
 

与

仏

教

相

応
 

と
い
う
偈
の
「
依
」
を
註
釈
し
て
、

「
何

所

依

・
何

故

依

・
云
何
依
」

の
三
つ
の
問
を
立
て' 

論
述
を
展
開
し
た
探
求
が
継
承
さ
れ
て
い



る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。

こ

の

『
序
説
』
に
お
い
て' 

金
子
大
栄
先
生
は
、
真
宗
学
の
対
象
と
し
て
、
親
鸞
の
い
わ
ゆ
る
「
大
聖
の
真
言
」
を
あ
げ
ら
れ
た
。

こ 

の

「
大
聖
の
真
言
」

の
歴
史
上
に
お
け
る
古
典
的
形
態
は
、
『
大
無
量
寿
経
『
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
真
宗
学
の
対
象
で
あ
る
「
大 

聖
の
真
言
」
を
学
ぶ
方
法
と
し
て
先
生
が
提
示
せ
ら
れ
た
の
が
、
親
鸞
の
い
わ
ゆ
る
「
大
祖
の
解
釈
」

で
あ
る
、
三
国
七
祖
の
教
説
が
表 

わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
質
は
、

「
理
由
の
内
観
」
と
了
解
せ
ら
れ
る
。
先
生
は
七
祖
の
著
作
を
一
貫
し
て
「
大
聖
の
真
言
」

に
対 

す
る
解
釈
と
解
し
、
そ
こ
に
共
通
に
み
ら
れ
る
方
法
論
上
の
特
質
を
、
独
自
の
了
解
を
施
し
つ
つ
「
理
由
の
内
観
」

と
い
う
点
で
把
握
せ 

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
了
解
を
立
脚
地
と
し
て
、
金
子
先
生
は
真
宗
学
の
対
象
を' 

い
わ
ゆ
る
三
経
、
七
祖
、
宗
祖
の
著
作
と
す
る 

見
解
に
対
し
て
、
そ
れ
を
純
粋
に
真
実
教
た
る
『
大
無
量
寿
経
』

の
教
説
に
限
定
し' 

七
祖
、
宗
祖
の
著
作
を
む
し
ろ
、
「
大
聖
の
真
言
」 

を
学
ぶ
方
法
を
示
す
も
の
と
い
う' 

独
自
の
見
解
を
提
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二

金
子
大
栄
先
生
の
こ
の
歴
史
的
な
真
宗
学
に
つ
い
て
の
学
問
論
的
吟
味
を
十
分
に
評
価
し
つ
つ
、 

私
は
親
鸞
の
著
作
に
依
っ
て
更
に
考 

求
し
て
い
き
た
い
。

一
体
、
真
宗
学
が
正
に
学
ぶ
べ
き
対
象
が
、
先
生
が
明
確
に
教
示
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、

「
大
聖
の
真
言
」

で
あ
る
こ 

と
は
言
を
ま
た
ぬ
。

こ
の
場
合
、

「
大
聖
の
真
言
」

と
は
釈
尊
の
教
説
一
般
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

『
教
行
信
証
』
が
明
確
に
、 

夫
れ
真
実
の
教
を
顕
わ
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿
経
こ
れ
な
り
。

と
断
言
す
る
よ
う
に' 

親
鸞
が
法
然
の
教
説
と
の
値
遇
を
縁
と
し
て
真
実
教
と
し
て
選
び
取
っ
た
、

『
大
無
量
寿
経
』
を
指
す
こ
と
も
、
 

言
を
ま
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
聖
道
、
方
便
の
教
行
証
に
簡
ん
で
、
浄
土
、
真
実
の
教
行
証
を
選
択
し
ゝ
そ
れ
に
依
っ
て
立
つ
親
鸞
の
、 

真
宗
開
顕
の
独
自
の
立
脚
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ

の

『
大
無
量
寿
経
』
と
は
、
そ
れ
な
ら
ば
一
体
如
何
な
る
教
説
で
あ
る
の
か
。
そ
の
了
解
の
基
本
を
示
す
も
の
が
、

「
教
巻
」
大
意



釈
と
宗
体
釈
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
殊
に
大
意
釈
に
は
、

『
大
無
量
寿
経
』

の
面
目
を
本
願
と
そ
の
成
就
を
説
く
教
説
と
捉
え
、
し
か
も
そ
こ 

に

は

「
群
萌
」
，
「
凡
小
」
と
い
う
、
本
願
の
機
を
語
る
大
切
な
言
葉
が
浮
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が' 

今
は
殊
に
宗
体
釈
に
依 

っ
て
、
親
鸞
が
了
解
し
た
『
大
無
量
寿
経
』

の
基
本
的
性
格
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
を
以
て' 

如
来
の
本
願
を
説
く
を
経
の
宗
致
と
な
す
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て' 

経
の
体
と
す
る
な
り
。
 

こ
の
了
解
に
よ
る
限
り
、
親
鸞
が
真
実
教
た
る
『
大
無
量
寿
経
』

の

宗

，
体
を
、

い
わ

ゆ
る
「
本
願
為
宗
，
名
号
為
体
」

の
一
点
で
捉 

え
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。
実
は
そ
こ
に
、
親
鸞
の
類
い
稀
な
択
法
眼
を
、
私
は
み
る
。
即
ち
肝
要
な
こ
と 

は
、

こ
の
了
解
の
逆
観
で
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
が

「
本
願
為
宗-

名
号
為
体
」

の
教
説
で
あ
る
と
の
了
解
は
、
同
時
に
そ
こ
に
、
「
本 

願
為
宗-

名
号
為
体
」

の
教
説
は
、
基

本

的

に

『
大
無
量
寿
経
』

で
あ
る
と
仰
ぐ
こ
と
を
許
す
と
い
う
、
極
め
て
柔
軟
に
し
て
自
由
な' 

し
か
も
真
実
教
に
帰
し
た
自
覚
に
と
っ
て
は
極
め
て
ヴ
ィ
ル
ク
リ
ッ
ヒ
な
教
法
の
解
釈
が
、
含
蓄
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
了 

解
し
て
よ
い
の
で
は
も
る
ま
い
か
。

早
く
法
然
に
よ
っ
て
、
浄
土
宗
独
立
の
所
依
と
し
て
選
択
さ
れ
た
教
説
が
、
い
わ
ゆ
る
「
三

経

・
一
論
」
、
即

ち

『
浄
土
三
部
経
』
及
び 

『
浄
土
論
』

で
あ
る
こ
と
は' 

周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

こ

の

中

『
浄
土
論
』
は
教
主
世
尊
の
直
説
た
る
経
で
は
な
く'

も
と
よ
り
仏
弟 

子
世
親
の
製
作
に
か
か
る
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
よ

く

『
無
量
寿
経
』

の
義
に
適
い
、
よ

く

『
無
量
寿
経
』

の
義
を
優
婆
提
舎
し
、
開
顕 

す
る
も
の
と
し
て
、
敢

え

て

『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
』
と
し
て
経
と
そ
の
権
威
を
等
し
く
す
る
。
恐
ら
く
は
こ
れ
が
、
敢

え

て

「
三

経

・
 

ー
論
」
を
立
て
た
法
然
の
真
意
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
前
記
の
旧
論
「
親
鸞
に
お
け
る
学
の
特
質
」

で
推
求
し
た
よ
う
に
、
親
鸞 

の
明
確
な
了
解
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
私
は
こ
こ
で
、
曇
鸞
製

作

の

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
に
対
す 

る
親
鸞
の
解
釈
を
想
起
し
て
み
た
い
。

讃
阿
弥
陀
仏
偈

曇
鸞
御
造



南
無
阿
弥
陀
仏

釈
名
無
量
寿
傍
経
奉
讃
亦
日
安
養

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
釈
名
無
量
寿
傍
経
奉
讃
亦
日
安
養
」
は
、
曇
鸞
の
原
意
は
恐
ら
く'

「
釈
し
て
無
量
寿
と
名
づ
く
。
経
に
傍 

え
て
讃
め
奉
る
。
亦
安
養
と
日
う
」
と
読
み' 

『
無
量
寿
経
』

の
教
説
に
依
り
、
そ
の
所
説
を
偈
に
飜
案
し' 

『
無
量
寿
経
』
に
傍
え
て 

無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
を
讃
嘆
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
事
実' 

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』

の
内
容
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
『
大 

無
量
寿
経
』

の
教
説
、
就
中
本
願
成
就
の
如
来
及
び
浄
土
の
荘
厳
功
徳
を
説
く
教
説
に
、
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る(

具
体
的
に 

は
、
昭
和
四
十
五
年
安
居
講
本
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
議
』
を
参
照
の
こ
と)

。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
こ
の
一
文
を
、
周
知
の
よ
う
に
、

「釈
し
て
無
量 

寿
傍
経
と
名
づ
く
。
讃
め
奉
り
て
亦
た
安
養
と
日
う
」
と
読
み
改
め
る
。
要
点
は' 

曇
席

製

作

の

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
を
以
て
、

『
無
量 

寿
傍
経
』
と
了
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
偈
は
一
人
の
仏
弟
子
曇
煙
の
製
作
に
か
か
る
け
れ
ど
も' 

そ
の
内
容
と
権
威
に
お
い
て
、 

経
に
等
し
い
。
た
だ
、
正

依

の

『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
対
し
て' 

「
無
量
寿
傍
経
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
分
際
を
示
す
の
で
あ
る
。
曇
鸞
が 

自
ら
の
製
作
し
た
偈
に
造
意
を
示
す
べ
く
記
し
た
こ
の
一
文
を' 

こ
の
よ
う
に
親
鸞
が
読
ん
だ
時' 

こ

の

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
は
根
本
経 

典

た

る

『
大
無
量
寿
経
』
に
依
り
、
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
精
神
を
継
承
し
開
顕
す
る
も
の
と
し
て' 

新

た

な

『
大
無
量
寿
経
』
と
呼 

び
、
了
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
質
と
内
実
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

い

わ

ば

『
大
無
量
寿
経
』

の
、
歴
史
的
展
開 

で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず' 

こ

の

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』

の
本
文
は
、
冒

頭

の

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
一
言
か
ら
始
ま
る
。

『
偈
』

の
全
て
の 

讃
嘆
の
言
葉
は
、

こ
の
一
言
か
ら
流
露
し
、

こ
の
一
言
に
凝
集
す
る
。

こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
な
る
名
号
か
ら
流
露
す
る
『
偈
』

の
あ
の
美 

し
い
文
句
は
、
全
て
こ
れ
阿
弥
陀
如
来
の
威
神
功
徳
、
安
養
浄
土
の
荘
厳
功
徳
を' 

本
願
の
成
就
と
し
て
讃
嘆
す
る
言
葉
で
あ
る
。
全
く 

こ
れ
は
、

「
本
願
為
宗
・
名
号
為
体
」

の
言
説
に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。

曇

鸞

の

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
了
解
を
こ
の
よ
う
に
尋
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
親
鸞
が
『
大
無
量
寿 

経
』
を

「
本
願
為
宗
・
名
号
為
体
」

の
教
説
と
解
釈
し
た
こ
と
の
も
つ
積
極
的
意
義
を
、
ほ
ぼ
正
確
に
捉
え
得
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が



先
に
一
言
し
た
よ
う
に
、

「
本
願
為
宗
・
名
号
為
体
」

の
言
説
は
、
新

た

な

『
大
無
量
寿
経
』
と
仰
ぐ
こ
と
を
許
す
と
い
う
、
極
め
て
柔 

軟

な

『
大
経
』
観
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
宗
体
釈
は
、
親
鸞
が
い
わ
ゆ
る
康
僧
鎧
訳
出
の
『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
共
に
、

『
如
来
会
』
等 

の
異
訳
の
『
大
経
』
を
重
視
し
て
い
る
事
実
と
相
ま
っ
て' 

『
大
無
量
寿
経
』
を
康
僧
鎧
訳
出
の
そ
れ
に
限
定
し
固
定
す
る
の
で
は
な
く 

て' 

む
し
ろ
そ
の
歴
史
的
展
開
を
も
視
野
の
中
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の 

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
独
自
の
『
大
経
』
観
が
確
立
し
た
機
縁
を' 

私
は
親
鸞
の
読
経
眼
に
映
じ
た
、

『
大
無
量
寿
経
』
の

「
願
成
就
の
文
」

の 

教
説
の
も
つ
意
義
に
み
た
い
と
思
う
。
周
知
の
よ
う
に' 

そ
れ
は
次
の
一
文
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
教
言
で
あ
る
。

十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、
皆
共
に
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
不
可
思
議
な
る
を
讃
嘆
し
た
ま
う
。
諸
有
の
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
い
て 

信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
。
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ば
、
即
ち
往
生
を
得
て
不
退 

転
に
住
せ
ん
。
唯
だ
五
逆
と
、
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
と
。

こ
の
教
説
の
語
る
意
味
深
い
一
言
、

「
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
に' 

親
鸞
が
正
に
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
者
た
る
こ
と
を
得
た
根 

源
的
自
覚
が
教
示
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
一
念
の
浄
信
に
よ
っ
て
、
親
舞
は
正
に
仏
者
と
し
て
新
た
な
生
に 

呼
び
覚
ま
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
仏
道
は
そ
の
全
存
在
を
支
え
る
大
地
と
し
て
、
更
に
ま
た
、
そ
の
全
生
存
を
あ
げ
て
無
碍
の
一
道 

と
転
成
せ
し
め
る
根
拠
と
し
て
、
親
鸞
に
自
覚
的
事
実
と
し
て
現
在
前
し
た
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
刮
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

大
切
な
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
な
一
念
の
浄
信
を
親
鸞
に
開
示
し
た
機
縁
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
人
は
こ
の
よ
う
な
ー
念 

の
浄
信
を
獲
得
し
得
る
か' 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ

こ

そ

「
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
不
可
思
議
な
る
こ
と
を
讃
嘆
」
す
る
、 

諸
仏
の 

教
言
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
は' 

親
鸞
に
最
も
直
接
に
語
り
か
け
た
も
の
は
、
選
択
本
願
の
念
仏
を
語
っ
て
止
ま
ぬ
法
然
の
教
説 

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
選
択
本
願
の
念
仏
を
語
っ
て
止
ま
ぬ
法
然
の
教
言' 

そ
れ
は
全
体
こ
れ
如
来
の
選
択
本
願
に
値
遇
し
て
「
た 

だ
念
仏
」
す
る
念
仏
者
と
し
て
甦
っ
た
法
然
の
大
き
な
謝
念
と
、
信
念
と
の
表
白
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が' 

こ
の
教
言
に
帰
し
て
ー



念
の
浄
信
を
得
た
親8

の
自
覚
に
お
い
て
は
、
端
的
に
そ
れ
は
「
本
願
為
宗
・
名
号
為
体
」

の

『
大
無
量
寿
経
』

の
教
説
の
、
歴
史
的
現 

実
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
親
鸞
は
選
択
本
願
の
念
仏
を
語
り
続
け
る
「真
宗
興
隆
の
大
祖' 

源
空
法
師
」

の
上
に
 ゝ

わ
れ
ら
苦
悩
の
群
生
の
救
済
の
た
め
に
応
化
し
、
本
願
の
名
号
を
説
い
て
無
上
正
真
道
に
立
た
し
め
よ
う
と
す
る
応
化
の
諸
仏
如
来
を
仰 

い
だ
の
で
あ
っ
た
。
有
縁
の
師
法
然
が
こ
の
よ
う
に
仰
が
れ
た
時
、
や
が
て
そ
の
背
景
に
あ
る
三
国
の
七
祖
が
、
更
に
究
極
し
て
は
根
本 

教
主
釈
尊
そ
の
人
が
、
全
く
同
じ
よ
う
に
応
化
し
た
ま
う
諸
仏
如
来
と
仰
が
れ
る
こ
と
と
な
る
の
は
、
言
を
ま
た
ぬ
。

こ
こ
に
親8

独
自 

の
、
神
話
の
影
を
全
く
と
ど
め
ぬ
諸
仏
観
が
成
立
す
る
。

こ
の
よ
う
に
推
求
し
て
、
私
は
親
鸞
が
「
真
実
の
教
」
を

『
大
無
量
寿
経
』
と
高
ら
か
に
掲
げ
、
し
か
も
そ
の
宗
体
を
「
本
願
為
宗
・
 

名
号
為
体
」
と
解
釈
す
る
時
、

こ

の

『
大
無
量
寿
経
』
を
あ
の
康
僧
鎧
訳
出
の
『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
い
う
一
つ
の
古
典
的
経
典
に
限
定 

す
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

い
わ
ゆ
る
正
依
と
異
訳
の
『
無
量
寿
経
』
と
共
に
、

こ
の
教
説
に
依
っ
て
如
来
の
本
願 

に
喚
び
覚
ま
さ
れ' 

名
号
の
功
徳
を
讃
嘆
す
る
無
数
の
本
願
の
行
者
た
ち
の
讃
嘆
と
謝
念
と
の
表
白
——

七
祖
の
著
作
は
、

こ
の
よ
う
な 

讃
嘆
の
大
地
に
建
て
ら
れ
た
歴
史
的
記
念
碑
に
ほ
か
な
ら
ぬ!

全
て
が
、

『
大
無
量
寿
経
』

の
教
説
か
ら
生
ま
れ' 

そ
の
い
の
ち
を
継 

承
す
る
新
た
な
『
大
無
量
寿
経
』
、

即

ち

『
大
無
量
寿
経
』

の
歴
史
的
展
開
で
あ
る
と
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

親
鸞
の
了
解
に
従 

う
限
り
、
金
子
大
栄
先
生
が
真
宗
学
の
対
象
と
決
定
せ
ら
れ
た
「
大
聖
の
真
言
」

た

る

『
大
無
量
寿
経
』

は
、

こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。三

こ

の

『
大
無
量
寿
経
』
を
、
親

鸞

は

「
真
実
の
教
」
と
仰
い
だ
。

こ
の
真
実
と
は
単
に
方
便
に
対
し
て
い
う
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
積 

極
的
に' 

「
は
た
ら
き
に
お
け
る
真
理
」
を
意
味
す
る
と
了
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
学
が
一
般
に
真
理
の
探
求
、
開
顕
と
理
解
さ
れ 

る
な
ら
ば' 

真
実
口
真
理
の
積
極
態
を
開
示
す
る
言
説
を
真
実
教
と
措
定
し' 

こ
の
真
実
教
を
所
依
と
し
て
開
顕
せ
ら
れ
る
自
覚
的
世
界



を
浄
土
真
宗
と
呼
び
、

こ
の
浄
土
真
宗
の
内
実
で
あ
る
真
実
性
を
開
顕
し
よ
う
と
す
る
真
宗
教
学
は
、
そ
れ
自
体
す
ぐ
れ
て
学
的
性
格
を 

も
つ
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
信
仰
と
学
問
と
を
矛
盾
的
に
対
立
せ
し
め
て
立
論
す
る
の
は
、
理
性
に
破
れ
て
神
の
軍
門
に
降
る
と
い
う 

質
を
も
つ
、

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
理
解
を
自
明
の
こ
と
と
す
る
辺
見
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
果
た
し
て
親
鸞
は
、
真
実
教
の
真 

実
教
た
る
所
以
を
積
極
的
に
提
示
し
て
い
う
。

「
速
疾
円
融
の
金
言
」

と
。

親
耀
教
学
独
自
の
こ
の
用
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は' 

既

に

旧

論(
『
歎
異
抄
の
思
想
的
解
明
』
，
「
浄
土
真
宗
の
法
印
」)

に
お
い 

て
考
察
し
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
再
論
し
な
い
。
要
す
る
に
そ
れ
は' 

衆
生
の
虚
妄
性
を
破
り
浄
化
す
る
清
浄
真
実
の
功
用
に 

お
い
て
了
解
せ
ら
れ
た
、
無
上
涅
槃
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
真
実
教
が
正
し
く
真
実
教
で
あ
る
と
さ
れ
る
の 

は
、
円
融
と
い
う
真
実
の
用
ら
き
を' 

速
疾
に
現
前
せ
し
め' 

自
証
せ
し
め
る
言
葉
と
い
う
質
を
、
真
実
教
と
仰
が
れ
る
教
言
が
持
つ
か 

ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、

一
体
如
何
な
る
意
味
で
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
教
学
に
お
い
て
、
最
大
の
情
熱
と
関
心 

と
を
以
て
顕
揚
せ
ら
れ
る
真
実"

は
た
ら
き
に
お
け
る
真
理
が
ゝ
学
一
般
に
お
い
て
せ
ら
れ
る
よ
う
に
理
性
に
よ
る
探
求
に
よ
っ
て
で
も 

な
く
、
ま
た
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
よ
う
に' 

啓
示
に
よ
っ
て
開
示
せ
ら
れ
る
の
で
も
な
く'

偏
に
真
実
教
を
所
依
と
す
る
と
こ 

ろ
に
、
仏
教
乃
至
は
浄
土
真
宗
の
独
自
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
一
体
、
如
何
な
る
意
味
で
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何
よ
り
も
先
ず
、
真

実

教

が

「
覚
者
の
言
説
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
意
味
を
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

教
法
は
何
に
も
ま
し
て
覚
者
の
言
説
で
あ
る
。
真
実
な
る
も
の
を
自
覚
自
証
し
た
人
が' 

そ
の
自
証
の
真
実
を
告
知
す
べ
く
語
る
言
説
、 

こ
こ
に
仏
教
の
教
説
の
第
一
の
特
質
が
あ
ろ
う
。
迷
妄
の
中
に
流
転
す
る
者
の
言
説
で
は
な
い
。
迷
妄
の
中
に
模
索
す
る
そ
の
分
別
を
摧 

破
す
る
よ
う
な
質
を
も
つ
、
言
説
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
自
発
的
思
索
能
力
の
は
ら
む
問
題
性
を
、
虚
妄
分
別
と
自
覚
す
る
痛
み
を
持
つ 

ほ
ど
の
者
で
あ
る
な
ら
ば' 

そ
の
虚
妄
な
る
分
別
を
摧
破
す
る
覚
者
の
言
説
を' 

「
初
め
も
善
く'

中
ほ
ど
も
善
く'

終
り
も
善
い
」
教 

法
と
仰
い
だ
所
以
も
、
無
条
件
に
首
肯
せ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
質
を
も
つ
覚
者
の
言
説
に
対
す
る
帰
依
尊
崇
の
思 

い
は' 

代
表
的
大
乗
論
で
あ
る
『
中
論
』
、
並

び

に

『
成
唯
識
論
』
に
見
事
に
表
白
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。



不
生
に
し
て
ま
た
不
滅' 

不
常
に
し
て
ま
た
不
断' 

不
一
に
し
て
ま
た
不
異' 

不
来
に
し
て
ま
た
不
出
な
る' 

能
く
是
の
因
縁
を
説
き
、
善
く
諸
々
の
戯
論
を
滅
し
た
ま
う
。
 

我
れ
は
稽
首
し
て
仏
に
礼
す
。
諸
説
中
第
一
な
り
と
。(
『
中
論
』) 

唯
識
の
性
に
お
け
る
、
満
と
分
と
の
清
浄
者
に
稽
首
す
。 

我
、
今' 

彼
の
説
を
釈
し
て
、
諸
の
有
情
を
利
楽
せ
ん
。(

『
成
唯
識
論
』) 

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
教
法
の
も
つ
真
実
性
へ
の
覚
知
は
、

『
摂
大
乗
論
』

の
あ
の
、

「
最
も
清
浄
な
る
法
界
よ
り
等
流
せ
る
教
法
」 

と
い
う
了
解
に' 

そ
の
最
も
的
確
な
る
表
現
を
も
っ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
真
宗
教
学
に
お
け
る
真
実
な
る
も
の
の
尋
求
、
開
顕
は
、
所
依
た
る
教
法
の
真
実
性
に
そ
の
根
拠
を
も
っ
と
い
う
べ
き 

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
教
法
へ
の
帰
依
者
の
独
断
で
は
な
い
か
と
の
疑
難
を
、
猶
残
す
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ 

は
、

『
無
量
寿
経
』

の
優
婆
提
舎
で
あ
る
『
願
生
偈
』

の
註
釈
、
そ
れ
故
に
言
葉
の
十
分
な
意
味
に
お
い
て
『
無
量
寿
経
』

の
教
学
と
了 

解
す
べ
き
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』

の
中
で
、
世
親
の
造
論
の
意
趣
を
語
る
第
二
偈
、
 

我

依

修

多

羅
 

真

実

功

徳

相

説

願

偈

総

持
 

与

仏

教

相

応
 

を
う
け
て' 

次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
を
想
起
し
よ
う
。

何
の
所
に
か
依
る
、
何
の
故
に
か
依
る
、
云
何
が
依
る
と
。
何
所
依
は
、
修
多
羅
に
依
る
。
何
故
依
は
、
如
来
は
即
ち
真
実
功
徳
の 

相
な
る
を
以
て
の
故
に
と
。
云
何
依
は
、
五
念
門
を
修
し
て
相
応
す
る
が
故
に
。 

こ
れ
に
呼
応
し
て' 

親
鸞
は
第
二
偈
を
次
の
よ
う
に
了
解
す
る
。

「
我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
と
い
う
は
、
我
は
天
親
論
主
の
わ
れ
と
な
の
り
た
ま
え
る
御
こ
と
ば
な
り
。
依
は
よ
る
と
い
う
、
修



多
羅
に
よ
る
と
な
り
。
修
多
羅
は
天
竺
の
こ
と
ば
、
仏
の
経
典
を
も
う
す
な
り
。
仏
教
に
大
乗
あ
り' 

ま
た
小
乗
あ
り
。

み
な
修
多 

羅
と
も
う
す
。

い
ま
修
多
羅
と
も
う
す
は
大
乗
な
り
。
小
乗
に
は
あ
ら
ず
。

い
ま
の
三
部
の
経
典
は
大
乗
の
修
多
羅
な
り
。

こ
の
三 

部
大
乗
に
よ
る
と
な
り
。
真
実
功
徳
相
と
い
う
は
、
真
実
功
徳
は
誓
願
の
尊
号
な
り
。
相
は
か
た
ち
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。

「
説
願 

偈
総
持
」
と
い
う
は
、
本
願
の
こ
こ
ろ
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
を
偈
と
い
う
な
り
。
総
持
と
い
う
は
智
慧
な
り
。
無
碍
光
の
智
慧
を
総 

持
と
も
う
す
な
り
。

「
与
仏
教
相
応
」
と
い
う
は' 

こ

の

『
浄
土
論
』

の
こ
こ
ろ
は
、
釈
尊
の
教
勅
、
弥
陀
の
誓
願
に
あ
い
か
な
え 

り
と
な
り
。(
『
尊
号
真
像
銘
文
』)

こ
の
解
釈
を
通
し
て' 

親
鸞
は
恐
ら
く
こ
の
よ
う
に
い
お
う
と
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
即

ち

『
願
生
偈
』

の
製
作
に
よ
っ
て
、

『
無 

量
寿
経
』
を
優
婆
提
舎
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
所
依
で
あ
る
『
無
量
寿
経
』

の
い
の
ち
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

「
誓
願
の
尊
号
」' 

換
言 

す
れ
ば
本
願
の
名
号
で
あ
る
。

こ
れ
は
完
全
に
「
教
巻
」

の
宗
体
釈
と
対
応
す
る
了
解
で
あ
る
が' 

こ

の

「
誓
願
の
尊
号
」

の
相
、
即
ち 

形
は' 

「無
碍
光
仏
の
称
念
」
、

「行
巻
」

の
い
わ
ゆ
る
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
」

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
事
実
は
端
的
に
ー 

言
で
い
え
ば
、
・
選
択
本
願
の
行
信
で
あ
り' 

一
心
帰
命
の
信
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が
本
願
の
名
号
の
現
実
態
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
 

『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
お
け
る
親
鸞
の
思
索
を
こ
の
よ
う
に
尋
ね
来
て
、
私
は
教
え
に
つ
い
て
更
に
考
究
す
べ
き
こ
と
を
思
う
。
既
に 

尋
ね
た
よ
う
に
、
教
と
は
覚
者
の
言
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
わ
れ
わ
れ
が
確
認
す
べ
き
は' 

む
し
ろ
本
願
の
行
信
も
し
く
は
一
心
帰
命 

の
信
に
こ
そ
、
教
の
現
実
態
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か' 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
早
く
無
性
論
師
は
、
そ

の

『
摂
大
乗
論
』 

の
釈
論
に
お
い
て' 

「
聞
者
の
識
」
を
以
て
教
の
体
と
し
た
。
教
は
唯
単
に
覚
者
の
言
説
で
あ
る
と
い
う
に
止
ま
ら
ず' 

教
は
聞
者
を
ま 

ち
、
聞
者
に
真
実
へ
の
覚
知
を
呼
び
覚
ま
し
て
こ
そ
、
教
と
し
て
の
意
味
を
全
う
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
無
性
の
い 

わ

ゆ

る

「
聞
者
の
識
」
、

親
鸞
の
立
場
に
あ
っ
て
は
、

無
量
寿
仏
の
威:
^

功
徳
の
不
可
思
議
な
る
こ
と
を
讃
嘆
す
る
十
方
の
諸
仏
如
来
の 

教
言
、
換
言
す
れ
ば
本
願
為
宗-

名
号
為
体
の
言
説
を
聞
い
て
獲
得
せ
ら
れ
た
根
源
的
覚
醒
、
乃
至
は
深
い
知
見
こ
そ
が
、 

真
実
教
が
最 

も
具
体
的
に
、
生
き
生
き
と
そ
の
は
た
ら
き
を
実
現
し
て
い
る
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
浄
土
教
の
歴
史
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
根
源
的



知
見
の
表
白
は
、
勿
論
一
心
帰
命
・
一
心
願
生
の
表
白
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
自
覚
こ
そ
が
実
は
真
実
教
の
現
実
態
に
ほ
か
な
ら
な
い 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
推
求
し
来
た
っ
て
、
私
は
浄
土
真
宗
の
真
実
性
を
確
認
す
る
第
二
の
根
拠
と
し
て
、
選
択
本
願
の
行
信 

の
真
実
性
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

四

こ
の
よ
う
な
選
択
本
願
の
行
信
の
特
質
に
つ
い
て' 

親
鸞
が
基
本
的
に
ど
の
よ
う
な
了
解
を
も
っ
て
い
た
か
を
、
尋
ね
て
み
よ
う
。

⑴
 

円
融
至
徳
の
嘉
号
は
、
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
。(

「総
序
」) 

⑵

難
信
金
剛
の
信
楽
は
、
疑
い
を
除
き
証
を
獲
し
む
る
真
理
な
り
。(

「総
序
」)

⑶
 

大
行
と
は' 

す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。

こ
の
行
は' 

す
な
わ
ち
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し' 

も
ろ
も
ろ
の
徳 

本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。(

「
行
巻
」)

⑷
 

誠
に
知
り
ぬ
。
選
択
摂
取
の
本
願
、
超
世
希
有
の
勝
行
、
円
融
真
妙
の
正
法
、
至
極
無
碍
の
大
行
な
り
。(

「
行
巻
」) 

⑸
 

大
信
心
は
す
な
わ
ち
こ
れ' 
(

中
略)

証
大
涅
槃
の
真
因
、
極
速
円
融
の
白
道
、
真
如
一
実
の
信
海
な
り
。(

「
信・

1
」
)

⑹
 

し
か
れ
ば'

も
し
は
行
、
も
し
は
信' 

一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と 

あ
る
こ
と
な
し
。(

「信
巻
」)

こ
れ
ら
の
引
文
に
よ
っ
て
疑
問
の
余
地
な
く
明
確
に' 

親
鸞
は
行
信
の
特
質
に
つ
い
て
、
正
智
と
い
い
、
真
理
と
い
い
、
乃
至
は
真
如 

一
実' 

円
融' 

清
浄
等
、
親
鸞
の
独
自
の
了
解
に
お
け
る
真
実
も
し
く
は
そ
の
認
識
と
い
う
、
極
め
て
積
極
的
な
自
覚
自
証
を
告
げ
て
い 

る
こ
と
に' 

私
は
十
二
分
の
注
意
を
す
べ
き
だ
と
思
う
。
名
号
は
正
智
で
あ
り
、
信
心
は
真
理
で
あ
る
。

こ
の
行
信
に
お
い
て
自
証
せ
ら 

れ
る
も
の
は
、
真
如
一
実
の
功
徳
で
あ
り
、
自
覚
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
如
来
清
浄
の
願
心
の
回
向
成
就
と
い
う
深
い
う
な
づ
き
で
あ
る
。
 

真
実
教
の
現
実
態
と
了
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
心
帰
命
の
行
信
は
、
更
に
内
に
如
来
清
浄
・
真
実
の
願
心
の
回
向
成
就
を
自
覚
自
証
し



自
ら
の
真
実
性
を
開
顕
し
て
い
く
。
真
実
教
の
こ
の
二
つ
の
契
機
、
即
ち
覚
者
の
言
説
と
聞
者
の
識
と
。
親
鸞
教
学
の
独
自
の
内
容
づ
け 

に
よ
れ
ば
、
反
復
考
察
し
た
よ
う
に
、
本
願
為
宗
，
名
号
為
体
の
諸
仏
讃
嘆
の
真
実
教
と' 

一
心
帰
命
な
る
本
願
の
行
信
の
真
理
性
と
、 

そ
こ
に
鮮
烈
な
真
実
な
る
も
の 

へ
の
志
向
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。 

金
子
大
栄
先
生
に
従
っ
て
、
真
宗
教
学
の
対
象
を
「
大
聖
の
真
言
」
即

ち

『
大
無
量
寿
経
』
と
決
定
す
る
時
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ 

を
、
私
は
以
上
の
よ
う
な
広
さ
に
お
い
て
了
解
す
る
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
真
実
教
を
真
宗
教
学
の
対
象
と
し
て
立
て
る
限
り
、
真 

宗
教
学
の
独
自
の
方
法
は
、

「
聞
思
」
と
了
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
金
子
先
生
は

「
理
由
の
内
観
」
と
い
う
特
質
を
、
真
宗
教
学
の
方 

法
の
独
自
の
性
格
と
し
て
指
摘
な
さ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今' 

聞
思
と
い
う
独
自
の
方
法
を
も
っ
て
真
実
教
に
対
す
る
時
、
そ
れ
は
経 

典
乃
至
は
祖
師
の
教
説
、
論

・
解
釈
に
対
す
る
実
証
的
文
献
学
的
研
究
を
拒
ま
ぬ
と
共
に
、
決
し
て
そ
れ
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
対 

象
で
あ
る
広
義
の
真
実
教
に
、
真
実
を
告
知
す
る
言
説
を
聞
か
ぬ
限
り
、
そ
れ
は
聞
思
な
る
真
宗
教
学
の
方
法
に
適
う
こ
と
が
な
い
の
で 

あ
る
。

こ
の
聞
に
つ
い
て
、
周
知
の
よ
う
に
親
鸞
は
、

衆
生' 

仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。

と
把
握
し
た
。
衆
生
は
真
実
を
開
示
す
る
本
願
に' 

明
晰
な
る
覚
知
を
得
る
ま
で
に
聞
く
の
で
あ
る
。
聞
に
響
流
す
る
真
実
の
言
葉
。

こ 

の
よ
う
な
言
教
の
把
握
を
こ
そ
、
真
に
客
観
的
と
い
う.
へ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
対
象
で
あ
る
教
言
を' 

わ
れ
わ
れ
の
分
別
を
以
て
解
釈 

す
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
分
別
的
解
釈
を
破
る
よ
う
な
告
命
を
、
聞
く
の
で
あ
る
。

そ
の
聞
く
こ
と
の
で
き
た
教
言
を
、
力
を
尽
く
し
て
思
索
す
る
。
聞
法
に
始
ま
る
思
索
、
聞
法
に
導
か
れ
る
思
索
。

こ
れ
を
こ
そ
、
聞 

思
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

『
摂
大
乗
論
』

の
い
わ
ゆ
る
「
聞
熏
習
」
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
と
等 

質
の
経
験
を
、
今
親#

は
聞
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
、
本
願
の
生
起
本
末
に
疑
心
な
い
心
、
即
ち
信
と
し
て
語
る
。
し
か
も
こ
の
信
、
即 

ち
本
願
の
行
信
こ
そ' 

本
願
を
教
説
す
る
真
実
教
の
現
実
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
聞
思
と
い
う
真
宗
教
学
独
自
の
方
法
は
、
真
実
教
の
教 

言
を
聞
思
す
る
に
止
ど
ま
ら
ず
、
更
に
本
願
の
行
信
に
自
証
せ
ら
れ
る
内
実
を
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
」
、

一
つ
の
明
晰
な
る
自
覚
に
ま
で



齎
す
思
索
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
凡
そ
学
と
い
う
限
り
、
そ
れ
は
真
理
の
把
握
を
志
向
し
た
探
求
的
思
索
を 

離
れ
て
は
、
あ
り
得
な
い
。
だ
が
問
題
は' 

そ
の
思
索
の
性
格
で
あ
り' 

質
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
思
索
の
も
つ
虚
妄
性
に
無
自
覚
で
あ 

る
ま
ま
に
、
 

何
か
あ
る
研
究
対
象
を
考
察
す
る
時' 

そ
の
思
索
の
志
向
す
る
も
の
が
真
実
、
即
ち
主
体
の
生
き
ざ
ま
に
関
わ
る
真
理
で
あ 

る
な
ら
ば
、
全
体
が
こ
れ
主
観
の
解
釈
と
い
う
問
題
性
を
露
出
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
思
索
を
虚
妄
分
別
と
捉
え
、
あ
る
い 

は
菩
薩
は
分
別
を
以
て
煩
悩
と
す
る
と
反
省
せ
ら
れ
て
き
た
の
は
、

こ
の
真
実
を
志
向
す
る
わ
れ
わ
れ
の
思
索
に
つ
い
て
の
、
深
い
吟
味 

が
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
分
別
の
底
に
無
明
を
み
、
そ
の
分
別
に
対
し
て
智
慧
を
大
切
に
し
つ
つ
、
如
実
知
見
を
強
調
し 

て
き
た
仏
教
の
基
本
的
に
学
的
な
性
格
の
伝
統
を
、
真
宗
教
学
も
保
持
し
て
失
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。

『
摂
大
乗
論
』
は
、

「
最
も
清
浄
な
る
法
界
よ
り
等
流
せ
る
教
法
」
を
聴
聞
す
る
聞
熏
習
に
よ
っ
て
、
無
漏
種
子
は
熏
発
さ
れ
る
と
い 

う
。
親
鸞
は
こ
の
了
解
に
完
全
に
対
応
し
つ
つ
、
本
願
の
生
起
本
末
を
聞
い
て
無
明
の
闇
を
破
り
、
本
願
と
し
て
力
動
す
る
清
浄
に
し
て 

真
実
な
る
も
の
に
明
了
な
る
心
で
あ
る
信
を
以
て' 

有
漏
な
る
衆
生
の
虚
妄
性
を
破
り' 

真
実
を
開
示
す
る
信
心
の
智
慧
と
し
た
。
念
仏 

も
ま
た
、
智
慧
の
念
仏
と
明
確
に
自
証
し
た
。

つ
ま
り
行
信
共
に
、
智
慧
と
い
う
性
格
を
浮
彫
り
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
信
心 

の
智
慧
を
以
て' 

思
索
す
る
の
で
あ
る
。
真
宗
学
の
方
法
を
聞
思
と
了
解
す
る
時' 

そ
の
聞
思
と
は
十
分
な
意
味
に
お
い
て
は' 

こ
の
よ 

う
な
質
を
も
つ
推
求
で
あ
り
、
思
索
で
あ
る
。

真
宗
教
学
は
、
江
戸
期
に
宗
学
と
し
て
形
成
さ
れ
、
展
開
し
、
龙
大
な
学
の
蓄
績
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
。
そ
の
宗
学
が
現
在
真
宗
学 

と
呼
ば
れ
、

こ
の
名
称
は
殆
ん
ど
定
着
し
て
い
る
け
れ
ど
も' 

然
ら
ば
真
宗
学
と
は
如
何
な
る
学
な
の
か
、
如
何
な
る
意
味
で
学
で
あ
る 

の
か
の
吟
味
は
、
未
だ
必
ず
し
も
十
分
に
果
た
し
遂
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
反
映
が
、
現
在
で
も
宗
学
と
真
宗 

学
と
の
異
同
が
不
分
明
で
あ
る
と
さ
れ' 

あ
る
い
は
ま
た' 

真
宗
学
が
い
わ
ゆ
る
「
信
仰
の
学
」
と
し
て' 

厳
密
な
意
味
で
の
学
的
性
格 

が
疑
問
視
さ
れ
る
現
状
で
あ
る
。

こ
の
実
状
に
鑑
み
て
、
私
は
金
子
大
栄
先
生
の
『
真
宗
学
序
説
』
を
、
真
宗
教
学
の
学
問
的
自
己
吟
味



の
上
で
歴
史
的
意
義
を
も
つ
労
作
と
し
て' 

深
く
尊
敬
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
共
に' 

そ
の
後
六
十
年
経
っ
た
現
在' 

こ
の
労
作
を
継
承 

す
る
真
宗
教
学
の
学
問
論
的
検
討
が
余
り
に
も
少
な
い
の
に
驚
く
と
共
に
、

一
つ
に
は
そ
の
怠
惰
を
愧
じ
、

一
つ
に
は
大
き
な
責
任
を
感 

ず
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
い
わ
ゆ
る
江
戸
宗
学
の
孕
む
問
題
性
を
、
教
権
に
無
条
件
に
従
順
で
あ
っ
た
権
威
主
義
と
共
に
、
鎖
国
社
会
に 

お
い
て
形
成
さ
れ
た
教
学
と
し
て
、
強
い
閉
鎖
性
を
も
っ
と
こ
ろ
に
感
ず
る
の
で
あ
る
が
、
私
が
親
鸞
教
学
に
対
し
て
抱
く
基
本
的
了
解 

は
、

旧

論

「
親
鸞
に
お
け
る
学
の
特
質
」
に
お
い
て
表
明
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
論
考
を
踏
ま
え
、
か
つ
は
金
子
先
生
の
『
真
宗
学
序 

説
』
を
憶
念
し
呼
応
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
真
宗
教
学
の
対
象
に
考
察
の
場
を
限
定
し
て
、
私
見
を
し
る
し
た
。
真
宗
学
に
つ
い
て
の
学
問 

論
的
検
討
が' 

活
澆
々
地
に
展
開
す
る
こ
と
を' 

切
に
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
。


