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親
鸞
﹃
教
行
信
証
﹄﹁
化
身
土
巻
﹂
に
お
け
る
﹃
論
語
﹄
引
用
に
つ
い
て

—

法
琳
・
遵
式
の
引
用
を
通
し
て—

藤　

原　
　
　

智

は
じ
め
に

　

親
鸞
︵
一
一
七
三
～
一
二
六
二
︶
の
主
著
﹃
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
﹄︵
以
下
﹃
教
行
信
証
﹄︶
は
︑
文
類
と
い
う
題
が
示
す
通
り
︑
多
く
の

仏
典
の
引
用
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
﹃
教
行
信
証
﹄
の
本
論
の
最
後
の
引
用
が
︑
仏
典
で
は
な
く
﹃
論
語
﹄
の
引
用

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒﹃
教
行
信
証
﹄
は
︑
こ
の
﹃
論
語
﹄
の
引
用
の
後
︑
一
行
の
空
白1
を
設
け
て
﹁
竊
か
に
以
み
れ
ば
︑
聖

道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
︑
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り2
︒﹂
と
い
う
言
葉
に
始
ま
る
︑
い
わ
ゆ
る
後
序
に
入
っ
て
い
く
︒
こ
の
記

載
は
︑﹃
論
語
﹄
を
も
っ
て
論
述
の
締
め
括
り
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

　

し
か
し
そ
の
意
図
は
︑
例
え
ば
廣
瀬
杲
︵
一
九
二
四
～
二
〇
一
一
︶
が
﹁
非
常
に
単
純
素
朴
に
考
え
て
も
︑
何
故
﹃
論
語
﹄
な
の
か
と
い
う

こ
と
は
わ
か
り
に
く
い3
﹂
と
指
摘
す
る
通
り
︑
容
易
に
は
把
握
し
難
い
︒
ま
た
こ
の
﹃
論
語
﹄
の
引
用
は
︑
す
で
に
存
覚
︵
一
二
九
〇
～
一
三

七
三
︶
の
﹃
六
要
鈔
﹄︵
一
三
六
〇
年
︶
が
﹁
今
聖
人
さ
ら
に
別
の
義
を
存
し
た
ま
う4
︑﹂
と
記
す
よ
う
に
︑
通
常
と
は
異
な
っ
た
読
み
方
な
の

で
あ
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
読
み
方
を
す
る
意
図
も
同
時
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

親
鸞
と
﹃
論
語
﹄
を
考
え
る
際
︑
ま
ず
平
雅
行
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
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親
鸞
の
実
家
で
あ
る
日
野
氏
は
︑
儒
学
を
家
業
と
す
る
一
族
で
す
︒
親
鸞
の
曾
祖
父
宗
光
︵
？
～
一
一
四
三
︶
も
︑
伯
父
さ
ん
の
宗
業

︵
一
一
四
二
～
？
︶
も
︑
儒
学
者
と
し
て
高
名
な
人
物
で
し
た
︒
親
鸞
も
﹃
論
語
﹄
の
素
養
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒
実
家
で
学
ん
で
い

た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
し
︑
中
世
寺
院
で
は
儒
教
も
教
え
て
い
ま
し
た
の
で
︑
延
暦
寺
で
学
ん
だ
可
能
性
も
あ
り
ま
す
︒

　

中
世
に
あ
っ
て
も
︑
貴
族
の
教
養
の
中
心
は
や
は
り
儒
教
で
す
︒
仏
教
の
影
響
も
深
ま
っ
て
き
ま
す
が
︑
や
は
り
彼
ら
の
政
治
観
や

世
界
観
の
基
本
は
儒
教
で
し
た
︒
そ
れ
だ
け
に
︑﹃
論
語
﹄
を
あ
の
よ
う
に
読
み
替
え
て
神
祇
不
拝
を
主
張
す
る
の
は
︑
正
統
派
の
知
識

人
に
は
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す5
︒

親
鸞
の
生
ま
れ
は
儒
学
の
家
系
で
あ
り
︑﹃
論
語
﹄
の
素
養
を
も
っ
て
い
た6
︒
そ
し
て
︑
当
時
の
知
識
階
級
へ
訴
え
か
け
る
た
め
に
﹃
論
語
﹄

を
も
用
い
た
発
言
を
行
っ
た
︒

　

し
か
し
こ
の
平
の
指
摘
か
ら
起
こ
る
疑
問
は
︑﹃
論
語
﹄
の
素
養
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
親
鸞
が
読
み
替
え
︑
す
な
わ
ち
正
統
的
で
な
い
引

用
を
行
っ
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︑
で
あ
る
︒
単
に
勝
手
に
読
み
替
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
何
の
説
得
力
も
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
で
あ

れ
ば
︑
い
か
な
る
筋
道
を
通
し
て
親
鸞
の
﹃
論
語
﹄
の
読
み
方
と
な
っ
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
ま
で

﹃
論
語
﹄
が
引
か
れ
る
﹃
教
行
信
証
﹄﹁
化
身
土
巻
﹂
後
半
の
文
章
は
十
分
に
考
察
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
く
︑
そ
の
た
め
上
記
の
よ
う
な

視
点
か
ら
﹃
論
語
﹄
の
引
用
を
詳
し
く
論
じ
た
も
の
を
見
な
い
︒

　

も
ち
ろ
ん
︑
親
鸞
に
よ
る
﹃
論
語
﹄
引
用
の
意
義
を
考
え
る
に
は
︑
親
鸞
が
具
体
的
に
当
時
ど
の
よ
う
に
儒
教
を
学
ん
だ
か
︑
さ
ら
に
は

ど
の
よ
う
な
﹃
論
語
﹄
テ
キ
ス
ト
を
見
て
い
た
か
か
ら
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
解
明
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
稿

は
︑﹃
論
語
﹄
引
用
に
至
る
﹁
化
身
土
巻
﹂
の
展
開
を
押
さ
え
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
親
鸞
に
よ
る
﹃
論
語
﹄
引
用
の
意
義
を
考
え
た
い
︒
そ
の
際

に
︑
親
鸞
の
﹃
論
語
﹄
へ
の
視
点
と
し
て
︑
法
住
︵
一
八
〇
六
～
一
八
七
四
︶﹃
教
行
信
証
金
剛
録
﹄︵
一
八
四
二
年
︶
が
指
摘
す
る
法
琳
︵
五
七

二
～
六
四
〇
︶﹃
弁
正
論
﹄︵
六
三
五
～
六
三
六
年
頃7
︶
の
引
用
と
︑
存
覚
﹃
六
要
鈔
﹄
が
挙
げ
る
慈
雲
遵
式
︵
九
六
四
～
一
〇
三
二
︶
の
﹃
往
生
西
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方
略
伝
﹄
序
︵
一
〇
一
七
年8
︶
の
引
用
と
に
注
目
し
た
い
︒

一　

親
鸞
の
﹃
論
語
﹄
の
読
み
方

﹁
化
身
土
巻
﹂
の
﹃
論
語
﹄
の
引
用
は
︑
次
の
親
鸞
の
自
釈
︑
及
び
﹃
涅
槃
経
﹄
の
引
用
か
ら
の
一
連
の
展
開
の
終
わ
り
に
位
置
す
る
︒

そ
れ
︑
諸
の
修
多
羅
に
拠
っ
て
真
偽
を
勘
決
し
て
︑
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
せ
ば
︑﹃
涅
槃
経
﹄
に
言
わ
く
︑
仏
に
帰
依
せ
ば
︑
終
に

ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
︑
と
︒︿
略
出9
﹀

こ
れ
に
続
い
て
十
二
の
経
典
︑﹃
起
信
論
﹄︑﹃
弁
正
論
﹄︑﹃
法
事
讃
﹄︑
そ
し
て
天
台
﹃
法
界
次
第
﹄︑
さ
ら
に
天
台
関
連
典
籍
が
列
挙
さ
れ
︑

そ
の
最
後
に
﹃
論
語
﹄
は
引
か
れ
る
︒
そ
の
間
に
親
鸞
自
身
の
言
葉
は
な
く
︑
こ
の
自
釈
の
課
題
が
﹃
論
語
﹄
ま
で
一
貫
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
︒

　

ま
ず
︑
読
み
替
え
と
も
言
わ
れ
る
親
鸞
に
よ
る
﹃
論
語
﹄
引
用
の
特
徴
を
見
て
み
た
い
︒
親
鸞
が
引
用
す
る
の
は
﹃
論
語
﹄
先
進
篇
の
第

十
二
章
で
あ
る
︒
そ
こ
で
そ
の
漢
文
と
︑
親
鸞
の
訓
点
に
従
っ
た
書
き
下
し
文
の
双
方
を
示
そ
う
︒

論
語
云
季
路
問
事
鬼
神
子
曰
不
能
事
人
焉
能
事
鬼
神
︿
已
上
抄
出
﹀

 

﹃
論
語
﹄
に
云
わ
く
︑
季
路
問
わ
く
︑
鬼
神
に
事
え
ん
か
と
︒
子
の
曰
わ
く
︑
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
︒
人
︑
焉
ん
ぞ
能
く
鬼
神
に
事
え

ん
や
と
︒︿
已
上
抄
出11
﹀

﹃
論
語
﹄
は
孔
子
︵
前
五
五
二
～
前
四
七
九
︶
と
そ
の
弟
子
の
言
行
録
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
弟
子
の
季
路
︵
前
五
四
三
～
前
四
八
一
︶
の
問
い
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に
孔
子
︵
子
︶
が
答
え
る
と
い
う
形
で
あ
る
︒
こ
の
親
鸞
の
訓
点
に
沿
っ
て
見
る
な
ら
ば
︑
ま
ず
季
路
が
﹁
鬼
神
に
仕
え
ま
し
ょ
う
か
﹂
と

問
う
た
こ
と
に
対
し
︑
孔
子
が
﹁
仕
え
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
︒
人
が
ど
う
し
て
鬼
神
に
仕
え
よ
う
か
﹂
と
答
え
た
と
い
う
意
味
に
な

ろ
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
き
︑
ま
さ
し
く
﹃
論
語
﹄
で
の
孔
子
の
﹁
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
﹂
と
い
う
答
え
は
︑
先
の
﹃
涅
槃
経
﹄
の
﹁
終
に

ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
﹂
と
い
う
教
説
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
け
れ
ど
も
こ
れ
は
︑
通

常
と
は
異
な
っ
た
読
み
方
な
の
で
あ
る
︒

　

そ
こ
で
一
般
的
な
読
み
方
を
代
表
し
て
︑
金
谷
治
︵
一
九
二
〇
～
二
〇
〇
六
︶
に
よ
る
漢
文
と
書
き
下
し
を
次
に
示
す
︒

季
路
問
事
鬼
神
︑
子
曰
︑
未
能
事
人
︑
焉
能
事
鬼
︑
曰
敢
問
死
︑
曰
未
知
生
︑
焉
知
死
︑

季
路
︑
鬼
神
に
事
え
ん
こ
と
を
問
う
︒
子
の
曰
わ
く
︑
未
だ
人
に
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
︑
焉
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
え
ん
︒
曰
わ
く
︑
敢
え

て
死
を
問
う
︒
曰
わ
く
︑
未
だ
生
を
知
ら
ず
︑
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん11
︒

こ
れ
は
次
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
︒
ま
ず
︑
季
路
が
鬼
神
に
仕
え
る
こ
と
に
つ
い
て
問
う
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
孔
子
が
﹁
い
ま
だ
人

に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
に
︑
ど
う
し
て
鬼
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
﹂
と
答
え
た
︒
さ
ら
に
季
路
が
︑
敢
え
て
死
に

つ
い
て
問
う
た
︒
孔
子
は
﹁
い
ま
だ
生
を
知
ら
な
い
︒
ど
う
し
て
死
を
知
る
だ
ろ
う
か
﹂
と
答
え
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
一
般
的
読
み
方
で

も
︑
そ
の
上
で
の
解
釈
は
様
々
で
あ
る
が12
︑
そ
れ
は
さ
て
お
き
親
鸞
の
引
用
と
の
異
同
を
確
認
し
た
い
︒

　

ま
ず
大
き
な
相
違
は
︑
親
鸞
が
後
半
部
分
の
﹁
死
﹂
に
つ
い
て
の
問
い
を
引
用
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒
こ
れ
は
親
鸞
の
関
心
が
﹁
鬼
神

に
事
え
る
こ
と
﹂
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
問
題
は
︑
始
め
の
問
い
に
対
す
る
孔
子
の
応
答
で
あ
る
︒
一
般
的

に
は
﹁
未
能
事
人
︑
焉
能
事
鬼
﹂
と
区
切
る
︒
こ
れ
を
親
鸞
は
﹁
不
能
事
︑
人
焉
能
事
鬼
神
﹂
と
区
切
っ
て
読
み
︑﹁
人
﹂
を
後
ろ
の
句
に
付
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け
て
読
ん
で
い
る
︒
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
﹁
未
﹂
の
字
が
﹁
不
﹂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑﹁
未
だ
事
う
る
こ

と
能
わ
ず
﹂
と
い
う
文
章
が
﹁
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
﹂
と
ま
っ
た
く
異
な
る
文
章
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
伴
い
︑﹁
人
﹂
の

字
も
後
ろ
へ
付
く
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
の
句
を
﹁
人
に
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
﹂
と
読
め
ば
︑
文
章
と
し
て
は
成
り
立
つ
が
︑

何
の
教
訓
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　

な
ぜ
親
鸞
の
引
用
す
る
﹃
論
語
﹄
が
﹁
未
能
事
﹂
で
は
な
く
﹁
不
能
事
﹂
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒
親
鸞
に
よ
る
本
文
の
意

図
的
改
変
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
︑
客
観
的
証
拠
は
発
見
で
き
て
い
な
い
も
の
の
︑
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
親
鸞
の
見
た
﹃
論
語
﹄
写
本
に

上
記
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
た
と
考
え
た
い13
︒
親
鸞
は
上
記
テ
キ
ス
ト
を
発
見
し
︑
誤
記
の
可
能
性
を
承
知
し
つ
つ
︑
そ
こ
に
積
極
的
な
意
味

を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
十
分
な
検
討
が
必
要
だ
が
︑
親
鸞
の
単
な
る
読
み
替
え
と
い
う
指
摘
は
考

慮
し
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
︒

　

そ
れ
で
は
次
に
︑
こ
の
よ
う
な
形
で
﹃
論
語
﹄
を
引
用
す
る
親
鸞
の
課
題
に
つ
い
て
︑﹁
化
身
土
巻
﹂
の
一
連
の
展
開
か
ら
考
え
た
い
︒

二　

法
琳
﹃
弁
正
論
﹄
引
用
に
見
え
る
仏
弟
子
と
し
て
の
孔
子

　

親
鸞
が
﹃
教
行
信
証
﹄
に
﹃
論
語
﹄
を
引
く
際
の
課
題
を
考
え
る
に
つ
い
て
︑
極
め
て
興
味
深
い
視
点
を
提
供
す
る
の
が
︑
次
の
法
住
﹃
教

行
信
証
金
剛
録
﹄
の
指
摘
で
あ
る
︒

吾
祖
如
㆑

是
読
み
給
ふ
は
﹃
論
語
﹄
の
当
分
に
は
非
ず
︒
上
に
﹃
弁
正
論
﹄
を
引
か
せ
ら
れ
て
︵
中
略
︶﹃
論
語
﹄
を
仏
教
に
誘
会
し
︑
人

師
の
釈
と
同
じ
く
孔
子
を
仏
弟
子
に
し
て
取
扱
ふ
跨
節
の
義
な
り14
︒

法
住
は
﹃
弁
正
論
﹄
引
用
に
基
づ
き
︑
仏
弟
子
と
し
て
の
孔
子
の
言
葉
と
し
て
親
鸞
は
﹃
論
語
﹄
を
引
用
し
て
い
る
と
す
る
︒
こ
の
俄
か
に
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は
了
解
し
難
い
法
住
の
指
摘
を
検
証
す
る
た
め
︑
次
に
﹃
弁
正
論
﹄
の
引
用
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒

﹃
論
語
﹄
に
至
る
一
連
の
論
述
の
課
題
は
︑
自
釈
に
あ
る
よ
う
に
﹁
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
﹂
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
そ
こ
で
具
体
的

に
親
鸞
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
何
か
と
言
え
ば
︑
そ
の
﹁
惣
結15
﹂
で
あ
る
後
序
の
次
の
記
述
が
示
し
て
い
る
︒

諸
寺
の
釈
門
︑
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
︑
洛
都
の
儒
林
︑
行
に
迷
う
て
邪
正
の
道
路
を
弁
う
る
こ
と
な
し16
︒

こ
の
﹁
諸
寺
の
釈
門
﹂
と
﹁
洛
都
の
儒
林
﹂
こ
そ
︑
親
鸞
の
問
題
意
識
に
あ
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒

　

さ
ら
に
︑﹁
諸
寺
の
釈
門
﹂
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒
こ
れ
は
勿
論
︑
上
記
記
述
の
直
後
に
親
鸞
は
﹁
興
福
寺
学
徒17
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
興

福
寺
が
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑
そ
れ
よ
り
も
﹃
論
語
﹄
引
用
の
直
前
に
天
台
典
籍
の
列
挙
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視

し
た
い18
︒
こ
の
点
か
ら
す
る
と
︑﹁
諸
寺
の
釈
門
﹂
に
つ
い
て
親
鸞
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
比
叡
山
天
台
宗
で
あ
ろ
う
︒
興
味
深
い
の
は
︑
天

台
宗
と
﹃
弁
正
論
﹄
の
関
係
で
あ
る
︒
当
時
の
比
叡
山
に
お
い
て
︑﹃
弁
正
論
﹄
の
著
者
法
琳
は
天
台
智
顗
︵
五
三
八
～
五
九
七
︶
の
弟
子
だ
と

認
識
さ
れ
て
お
り19
︑
そ
の
引
用
も
ま
た
比
叡
山
を
強
く
意
識
し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
﹁
洛
都
の
儒
林
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
六
要
鈔
﹄
で
は
諸
寺
の
訴
え
を
通
し
た
﹁
諸
卿21
﹂
を
指
す
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
先
に
見
た
平
雅
行

の
言
う
︑
儒
教
を
教
養
と
す
る
貴
族
・
正
統
派
知
識
人
を
意
味
し
︑﹃
論
語
﹄
の
引
用
は
彼
ら
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ

た
︒
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
﹁
洛
都
の
儒
林
﹂
に
対
す
る
親
鸞
の
批
評
は
﹁
邪
正
の
道
路
を
弁
う
る
こ
と
な
し
︵
無
弁
邪
正
道
路
︶﹂
で
あ
る
が
︑
こ

の
﹁
邪
正
を
弁
う
る
﹂
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
た
の
が
︑
題
が
示
す
よ
う
に
﹃
弁
正
論
︵
正
を
弁
う
る
論
︶﹄
の
引
用
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う21
︒

事
実
︑
親
鸞
の
引
用
で
孔
子
に
言
及
す
る
の
は
﹃
弁
正
論
﹄
だ
け
で
あ
っ
て
︑﹁
洛
都
の
儒
林
﹂
を
考
え
る
際
に
﹃
弁
正
論
﹄
と
﹃
論
語
﹄
と

の
引
用
の
関
係
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　

以
上
の
様
に
︑﹁
化
身
土
巻
﹂
を
執
筆
す
る
親
鸞
の
問
題
意
識
に
あ
っ
た
﹁
諸
寺
の
釈
門
﹂
と
﹁
洛
都
の
儒
林
﹂
の
双
方
に
対
し
て
︑﹃
弁
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正
論
﹄
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
︒
そ
の
﹃
弁
正
論
﹄
引
用
に
お
い
て
︑
最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る
引
用
が
次
の
第
七
文
︑
十
喩
篇
︵
下
︶
第

十
喩
の
議
論
で
あ
る22
︒

外
論
に
曰
わ
く
︑

老
君
︑
範
と
作
す
︒
た
だ
孝
︑
た
だ
忠
︑
世
を
救
い
人
を
度
す
︑
慈
を
極
め
愛
を
極
む
︒

こ
こ
を
も
っ
て
声
教
永
く
伝
え
︑
百
王
改
ま
ら
ず
︑
玄
風
長
く
被
ら
し
め
て
︑
万
古
差
う
こ
と
な
し
︒

こ
の
ゆ
え
に
国
を
治
め
家
を
治
む
る
に
常
然
た
り
︑
楷
式
た
り
︒

釈
教
は
︑
義
を
棄
て
親
を
棄
て
︑
仁
な
ら
ず
孝
な
ら
ず
︒

闍
王
︑
父
を
殺
せ
る
︑
翻
じ
て
δ
な
し
と
説
く
︒
調
達
︑
兄
を
射
て
︑
無
間
に
罪
を
得
︒

こ
れ
を
も
っ
て
凡
を
導
く
︑
更
に
悪
を
長
す
こ
と
を
な
す
︒
こ
れ
を
用
て
世
に
範
と
す
る
︑
何
ぞ
能
く
善
を
生
ぜ
ん
や
︒

こ
れ
逆
順
の
異
︑
十
な
り23
︒

こ
れ
は
唐
代
初
期
の
道
士
か
ら
仏
教
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
中
国
思
想
は
忠
・
孝
を
も
っ
て
国
家
を
治
め
て
き
た
が24
︑
対

し
て
仏
教
は
不
仁
不
孝
の
教
え
で
あ
り
︑
そ
れ
が
広
ま
れ
ば
世
の
中
が
悪
く
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る25
︒
こ
の
よ
う
に
儒
教
的
立
場
か
ら
仏

教
が
不
孝
の
教
え
と
さ
れ
て
い
る
点
こ
そ
︑
親
鸞
が
問
題
に
し
た
も
の
と
考
え
る
︒
何
故
な
ら
︑
当
時
専
修
念
仏
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
批

判
も
ま
た
﹁
不
孝
﹂
と
い
う
点
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　

一
連
の
論
述
に
お
け
る
親
鸞
の
問
題
意
識
と
し
て
比
叡
山
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
︑
よ
り
具
体
的
に
は
﹃
教
行
信
証
﹄﹁
化
身
土

巻
﹂
で
の
﹁
元
仁
元
年26
﹂
の
記
述
に
関
連
し
て
︑
そ
の
年
︵
一
二
二
四
年
︶
に
比
叡
山
延
暦
寺
大
衆
が
専
修
念
仏
停
止
を
訴
え
て
提
出
し
た
奏

状
が
指
摘
さ
れ
る27
︒
こ
の
比
叡
山
の
奏
状
に
お
い
て
︑﹁
化
身
土
巻
﹂
と
の
関
連
で
常
に
注
意
さ
れ
る
の
が
第
二
条
の
﹁
一
向
専
修
党
類
向
背
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神
明
不
当
事28
﹂
で
あ
る
が
︑﹃
弁
正
論
﹄
の
引
用
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
第
三
条
の
以
下
の
記
述
で
あ
る
︒

そ
れ
人
倫
の
行
は
︑
孝
よ
り
大
な
る
は
な
し
︒
孝
道
の
道
は
︑
先
例
に
遵
う
に
在
り
︒︵
中
略
︶
し
か
る
に
一
向
専
修
興
盛
の
後
︑
弥
陀

に
非
ざ
れ
ば
︑
尊
容
を
拝
さ
ず
︑
念
仏
に
非
ざ
れ
ば
︑
法
音
を
聴
か
ず
︒
人
心
諂
曲
に
し
て
︑
祖
業
墜
ち
な
ん
と
す
︒
不
孝
の
罪
︑
何

を
以
て
こ
れ
に
如
か
ん
︒
先
霊
︑
恨
み
を
含
み
︑
上
天
︑
瞋
り
を
生
ず
る
か29
︒

こ
こ
で
専
修
念
仏
の
輩
が
︑﹁
人
倫
﹂
と
い
う
儒
教
的
立
場
か
ら
﹁
不
孝
の
罪
﹂
と
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
親
鸞
は
こ
の
比
叡
山

の
大
衆
の
批
判
を
念
頭
に
︑﹃
弁
正
論
﹄
に
お
け
る
仏
教
は
不
仁
不
孝
だ
と
い
う
道
士
の
批
判
を
引
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
批
判

の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
﹁
先
霊
﹂﹁
上
天
﹂
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
つ
ま
り
弥
陀
の
願
意
に
基
づ
く
専
修
念
仏
は
先
霊
・
上
天
の

怒
り
を
招
く
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

親
鸞
に
し
て
み
れ
ば
︑
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も
そ
れ
を
仏
教
者
が
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
仏
教
そ

の
も
の
の
有
名
無
実
化
を
見
て
と
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
仏
教
者
の
態
度
を
も
っ
て
﹁
外
教
邪
偽
の
異
執
﹂
と
位
置
付
け
ら
れ
る

の
で
あ
れ
ば
︑﹁
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
﹂
と
﹃
涅
槃
経
﹄
が
説
く
そ
の
﹁
諸
天
神
﹂
の
具
体
相
と
し
て
親
鸞
が
想
定
し
た
も
の
こ
そ
︑

彼
ら
の
言
う
﹁
先
霊
﹂﹁
上
天
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
先
霊
﹂﹁
上
天
﹂
の
存
在
を
根
拠
に
行
わ
れ
る
批
判
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る

の
が
﹁
孝
﹂
な
の
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑﹁
化
身
土
巻
﹂
で
親
鸞
が
真
に
対
峙
し
て
い
る
の
は
︑
孔
子
を
始
祖
と
す
る
儒
教
的
価
値
観
な
の

で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
﹃
弁
正
論
﹄
の
引
用
を
見
た
と
き
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
例
え
ば
﹁﹃
空
寂
所
問
経
﹄
に
云
く
︑
迦
葉
を
老
子
と
し
︑

儒
童
を
孔
子
と
し
︑
光
浄
を
顔
回
と
す
る
な
り31
﹂
と
い
っ
た
記
述
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
孔
子
は
実
は
仏
の
弟
子
で
あ
っ
た
儒
童
菩
薩
だ
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
こ
と
を
記
す
親
鸞
自
筆
と
さ
れ
る
メ
モ
も
残
っ
て
お
り31
︑
こ
の
点
に
親
鸞
は
強
い
関
心
を
注
い
で
い
た
︒
こ
の
よ
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う
な
孔
子
の
位
置
づ
け
を
最
も
明
瞭
に
示
す
の
が
︑﹃
弁
正
論
﹄
引
用
の
最
後
に
位
置
付
け
ら
れ
る
梁
の
武
帝
︵
四
六
四
～
五
四
九
︶
が
出
し
た

と
さ
れ
る
﹁
捨
道
勅
文
﹂︵
五
〇
四
年
︶
で
の
次
の
一
節
で
あ
る
︒

老
子
・
周
公
・
孔
子
等
︑
こ
れ
如
来
の
弟
子
と
し
て
化
を
な
す
と
い
え
ど
も
︑
既
に
邪
な
り
︒
た
だ
こ
れ
世
間
の
善
な
り
︒
凡
を
隔
て

て
聖
と
成
る
こ
と
あ
た
わ
ず
︒
公
郷
・
百
官
・
侯
王
・
宗
室
︑
宜
し
く
偽
を
反
し
真
に
就
き
︑
邪
を
捨
て
正
に
入
る
べ
し32
︒

こ
こ
で
ま
ず
示
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
釈
尊
の
弟
子
と
し
て
中
国
に
お
い
て
教
化
を
行
っ
た
孔
子
像
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑
そ
の
教
え
が
時
を

経
て
た
だ
世
間
の
善
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
て
︑
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
孔
子
像
が
歴
史
的
事
実
で
な
い

こ
と
は
︑
今
日
で
は
明
白
か
も
し
れ
な
い
が
︑
し
か
し
少
な
く
と
も
﹃
弁
正
論
﹄
が
執
筆
さ
れ
た
七
世
紀
前
半
の
中
国
で
は
有
効
な
議
論
で

あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
こ
の
議
論
を
引
用
す
る
親
鸞
の
時
代
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る33
︒

　

こ
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
︑
親
鸞
当
時
に
語
ら
れ
て
い
た
﹃
論
語
﹄
の
解
釈
と
い
う
も
の
は
︑
本
来
の
趣
旨
か
ら
歪
め
ら
れ
た
も
の
と
理
解

さ
れ
る
︒
で
は
そ
の
﹃
論
語
﹄
本
来
の
趣
旨
︑
す
な
わ
ち
釈
尊
の
弟
子
と
し
て
の
孔
子
が
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
︒
そ

れ
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
こ
そ
親
鸞
に
よ
る
﹃
論
語
﹄
の
特
殊
な
引
用
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

三　

悪
趣
と
し
て
の
鬼
神—

慈
雲
遵
式
の
解
釈—

　

こ
れ
ま
で
︑
親
鸞
の
﹃
論
語
﹄
引
用
が
﹃
弁
正
論
﹄
に
示
さ
れ
る
仏
弟
子
と
し
て
の
孔
子
像
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
し
か
し
︑
そ

の
よ
う
な
孔
子
像
を
認
め
た
と
し
て
も
︑
親
鸞
の
読
み
方
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
一
体
︑
親
鸞
は
何
を
根
拠
と
し
て
︑

﹃
論
語
﹄
を
読
ん
だ
の
か
︒

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
︑
親
鸞
の
﹃
論
語
﹄
引
用
に
対
す
る
﹃
六
要
鈔
﹄
の
次
の
指
摘
で
あ
る
︒
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人
は
こ
れ
善
趣
︑
鬼
は
こ
れ
悪
趣
︑
善
趣
の
身
と
な
し
て
何
ぞ
悪
趣
に
事
え
ん
︑
故
に
上
に
引
く
所
の
慈
雲
の
釈
に
云
う
︒﹁
今
人
を
も

っ
て
鬼
に
事
え
ば
そ
れ
首
を
俛
せ
て
足
に
就
く
が
ご
と
し
﹂
と
︒
け
だ
し
そ
の
意
な
り34
︒

存
覚
は
親
鸞
に
よ
る
﹃
論
語
﹄
引
用
を
︑
善
趣
た
る
人
が
悪
趣
た
る
鬼
に
仕
え
る
道
理
が
あ
ろ
う
か
︑
と
い
う
意
味
に
と
る
︒
そ
し
て
そ
の

根
拠
を
慈
雲
遵
式
の
解
釈
に
求
め
る
の
で
あ
る
︒

﹃
論
語
﹄
引
用
の
直
前
の
天
台
関
連
典
籍
の
列
挙
に
お
い
て
︑
天
台
﹃
法
界
次
第
﹄
に
続
け
て
二
番
目
に
引
か
れ
る
の
が
中
国
・
宋
代
天

台
浄
土
教
の
代
表
的
学
匠
で
あ
る
慈
雲
遵
式
の
﹃
往
生
西
方
略
伝
﹄
序
で
あ
る35
︒
と
こ
ろ
で
親
鸞
は
︑
そ
の
引
用
に
際
し
て
﹁
慈
雲
大
師
﹂

と
呼
称
し
て
い
る
︒
遵
式
を
﹁
大
師
﹂
と
呼
ぶ
例
は
宗
暁
﹃
四
明
尊
者
教
行
録
﹄︵
一
二
〇
二
年
︶
に
見
え
る
が36
︑﹃
教
行
信
証
﹄
で
﹁
大
師
﹂

と
呼
称
さ
れ
る
の
は
︑
こ
こ
を
除
け
ば
曇
鸞
︵
四
七
六
～
五
四
二
︶
に
限
ら
れ
︑
ま
た
親
鸞
の
手
紙
を
見
る
と
﹁
大
師
﹂
と
言
え
ば
法
然
︵
一

一
三
三
～
一
二
一
二
︶
を
指
す
︒
そ
う
す
る
と
︑
あ
え
て
﹁
慈
雲
大
師
﹂
と
呼
称
す
る
と
こ
ろ
に
は
︑
遵
式
の
発
言
を
非
常
に
重
大
な
る
も
の

と
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

　

そ
の
﹃
往
生
西
方
略
伝
﹄
序
に
お
い
て
︑
遵
式
は
鬼
神
の
祭
祀
を
厳
し
く
誡
め
る
︒
親
鸞
は
そ
こ
か
ら
ご
く
短
い
文
章
を
引
用
し
て
い
る
︒

そ
れ
は
︑
問
題
点
を
先
鋭
的
に
抜
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
原
文
の
文
脈
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
存

覚
は
そ
の
遵
式
の
意
図
に
基
づ
い
て
親
鸞
に
よ
る
﹃
論
語
﹄
の
特
殊
な
読
み
方
が
あ
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
ず
親
鸞
に
よ
る
遵
式
の

引
用
を
見
た
い
︒

慈
雲
大
師
の
云
わ
く
︒
然
に
祭
祀
の
法
は
︑
天
竺
に
は
韋
陀
︑
支
那
に
は
祀
典
と
い
え
り
︒
既
に
未
だ
世
を
逃
れ
ず
︒
真
を
論
ず
る
は
︑

俗
を
誘
う
る
の
権
方
な
り
︑
と
︒︿
文37
﹀
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第
一
文
目
は
︑
鬼
神
を
祭
祀
す
る
教
え
は
︑
イ
ン
ド
で
は
ヴ
ェ
ー
ダ
︵
韋
陀
︶︑
中
国
で
は
祀
典
と
呼
ば
れ
る
書
物
に
あ
る
︑
と
い
う
︒
こ

れ
は
﹁
祭
祀
﹂
と
い
う
事
柄
が
︑
中
国
独
自
の
問
題
で
は
な
く
︑
普
遍
的
な
宗
教
問
題
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　

問
題
は
第
二
文
目
で
あ
る
︒
ま
ず
文
の
切
れ
目
に
つ
い
て
︑
漢
文
で
示
す
と
︑
普
通
﹁
既
未
逃
於
世
論
︑
真
誘
俗
之
権
方
﹂
と
文
章
が
切

れ
る
︒
し
か
し
︑
親
鸞
の
訓
点
に
従
う
と
﹁
既
未
逃
於
世
︑
論
真
誘
俗
之
権
方
﹂
と
な
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
文
は
﹁
真
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
の
は
﹂
と
い
う
意
味
に
な
る
︒
こ
の
親
鸞
の
読
み
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
︑
祭
祀
の
法
は
世
俗
を
脱
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
真
実
を

開
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
せ
ず
に
︑
俗
を
誘
う
た
め
に
仮
に
﹁
真
実
﹂
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︑
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う38
︒

　

こ
の
遵
式
の
短
い
引
用
が
︑
原
文
で
は
い
か
な
る
文
脈
に
あ
る
か
を
見
た
い
︒
遵
式
は
︑
親
鸞
引
用
箇
所
の
前
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
︒

近
く
今
時
の
風
俗
に
校
量
す
る
に
︑
競
う
て
鬼
神
を
祭
り
︑
其
の
福
祐
を
求
め
︑
安
穏
を
得
ん
こ
と
を
望
み
︑
邪
を
信
じ
︑
命
を
殺
し
︑

罪
を
造
り
︑
寃
を
結
ぶ
︒
必
ず
福
慶
と
し
て
人
を
利
す
べ
き
無
く
︑
虚
し
く
地
獄
に
来
生
す
る
罪
報
を
招
け
り39
︒

遵
式
は
念
仏
の
利
益
を
確
か
め
る
な
か
で
︑
近
時
の
人
々
の
鬼
神
の
祭
祀
に
よ
り
安
穏
を
得
よ
う
と
す
る
在
り
方
を
批
判
す
る
︒
遵
式
の
文

章
を
見
る
と
︑
特
に
生
贄
を
捧
げ
る
点
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
︑
そ
れ
が
地
獄
に
生
ず
る
罪
を
招
く
と
述
べ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
指

摘
に
続
け
て
︑
親
鸞
の
引
用
し
た
﹁
祭
祀
の
法
﹂
に
つ
い
て
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
く
︒

　

親
鸞
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
は
︑
ま
ず
﹁
周
公
﹂﹁
仲
尼
︵
孔
子
︶﹂﹁
老
子
﹂﹁
荘
子
﹂
と
い
っ
た
中
国
の
思
想
家
が
挙
げ
ら
れ
つ
つ
︑
そ

れ
に
対
し
て
釈
尊
の
教
え
こ
そ
理
を
尽
く
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
そ
の
仏
教
的
観
点
か
ら
鬼
神
に
つ
い
て
次
の
確

か
め
が
な
さ
れ
る
︒
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惟
釈
宗
の
弁
ず
る
所
︑
そ
の
理
を
曲
尽
す
︒
天
趣
上
に
在
り
︑
人
其
の
次
に
居
す
︒
修
羅
中
に
処
し
︑
鬼
畜
は
斯
の
下
な
り
︒
今
人
を

以
て
鬼
に
事
う
︒
そ
れ
首
を
俛
せ
て
足
に
就
け
︑
君
を
抑
え
て
民
に
奉
ず
る
が
ご
と
し
︒
何
ぞ
逆
る
こ
と
の
甚
だ
し
き
や
︒︵
中
略
︶
諸

の
有
智
の
人
︑
請
う
︑
仏
を
観
じ
︑
念
ぜ
よ
︒
獲
る
所
の
現
世
の
福
利
功
徳
は
︑
豈
に
世
人
祠
祀
の
法
の
現
に
福
利
な
く
︑
未
来
に
苦

を
受
く
る
に
同
じ
か
ら
ん
や41
︒

善
趣
た
る
天
・
人
︑
そ
し
て
中
間
の
修
羅
に
対
し
︑
悪
趣
と
し
て
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
世
界
は
あ
る
︒
こ
の
六
道
の
世
界
観
に
お
い
て
︑

人
が
鬼
に
仕
え
る
こ
と
を
説
く
と
い
う
の
は
︑
ま
っ
た
く
道
理
を
逆
転
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ま
さ
し
く
念
ず
べ
き
は
仏
で
あ
り
︑

そ
れ
と
祭
祀
の
法
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
の
だ
︑
と
遵
式
は
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
鬼
神
を
悪
道
︑
こ
と
に
餓
鬼
道
の
存
在
で

あ
る
と
見
る
仏
教
の
知
見
が
あ
っ
た41
︒
そ
し
て
︑
存
覚
は
こ
の
視
点
か
ら
親
鸞
の
﹃
論
語
﹄
引
用
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
存
覚
の
指
摘
か
ら
﹃
往
生
西
方
略
伝
﹄
序
を
見
た
と
き
︑
親
鸞
に
よ
る
引
用
箇
所
の
直
後
に
遵
式
が
孔
子
︵
仲
尼
︶
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
言
及
し
て
い
る
事
に
注
目
さ
れ
る
︒

仲
尼
焉
能
事
鬼
︒
蓋
迷
六
趣
之
源42
︒

こ
の
意
味
は
次
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
︒
孔
子
は
﹁
ど
う
し
て
鬼
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
﹂
と
述
べ
た
︑
た
し
か
に
︵
鬼
に
仕
え
る

こ
と
は
︶
六
趣
に
迷
う
源
な
の
で
あ
る
︒

　

奇
妙
な
の
は
遵
式
の
引
用
の
仕
方
で
あ
る
︒﹃
論
語
﹄
で
の
孔
子
の
発
言
は
﹁
未
能
事
人
︑
焉
能
事
鬼
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
前
の
句
が
前
提

と
な
っ
て
︑
後
の
句
が
意
味
を
持
つ
︒
そ
う
で
あ
る
か
ら
︑﹁
焉
能
事
鬼
﹂
だ
け
を
取
り
出
し
た
ら
︑
本
来
な
ら
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と

に
な
る
︒
し
か
し
遵
式
は
︑
敢
え
て
こ
の
言
葉
だ
け
を
切
り
取
っ
た
︒
そ
し
て
鬼
神
の
祭
祀
を
誡
め
る
自
己
の
文
脈
に
孔
子
の
発
言
を
乗
せ
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た
の
で
あ
る
︒

　

親
鸞
は
︑
こ
の
中
国
の
仏
教
者
た
る
遵
式
の
﹃
論
語
﹄
の
引
用
を
見
て
︑
こ
こ
に
仏
教
的
﹃
論
語
﹄
理
解
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て

そ
れ
こ
そ
が
﹃
涅
槃
経
﹄
の
教
説
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
り
︑
仏
弟
子
と
し
て
の
孔
子
の
発
言
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
︑
換
言
す
れ
ば
非

世
間
的
な
る
﹃
論
語
﹄
本
来
の
趣
旨
で
あ
る
と
確
信
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
恐
ら
く
こ
の
読
み
方
を
可
能
と
す
る
テ
キ
ス
ト
︑
す
な
わ
ち
﹁
不

能
事
人
焉
能
事
鬼
神
﹂
を
発
見
し
︑
こ
れ
を
も
っ
て
一
連
の
議
論
の
結
び
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　

本
稿
は
︑
親
鸞
の
﹃
論
語
﹄
引
用
に
つ
い
て
︑
単
な
る
読
み
替
え
で
は
な
く
︑﹁
化
身
土
巻
﹂
の
一
連
の
展
開
の
帰
結
と
し
て
の
必
然
性
と

し
て
確
認
し
て
き
た
︒
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
は
︑
法
住
が
指
摘
す
る
﹃
弁
正
論
﹄
で
の
仏
弟
子
と
し
て
の
孔
子
像
と
︑
存
覚
が
指
摘
す
る

遵
式
に
よ
る
鬼
神
を
悪
趣
と
す
る
仏
教
的
知
見
で
あ
っ
た
︒
こ
の
二
つ
の
視
点
が
︑﹁
人
︑
焉
ん
ぞ
能
く
鬼
神
に
事
え
ん
や
﹂
と
い
う
孔
子
の

発
言
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
︒

﹁
何
故
﹃
論
語
﹄
な
の
か
﹂
と
い
う
問
い
を
掲
げ
た
廣
瀬
杲
は
︑
結
論
と
し
て
﹁
人
間
の
統
制
の
も
と
に
な
る
筋
と
し
て
作
用
し
て
き
た

儒
教
倫
理
と
い
う
事
柄
に
対
し
て
︑﹁
超
倫
理
﹂
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
時
︑﹃
論
語
﹄
の
言
葉
に
よ
っ
て
︑﹃
論

語
﹄
の
言
葉
そ
の
も
の
を
使
い
な
が
ら
︑﹃
論
語
﹄
そ
れ
自
体
の
持
っ
て
い
る
作
用
と
い
う
も
の
を
浮
き
彫
り
に
し
て
︑
そ
う
い
う
作
用
を
否

定
し
て
い
く43
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
主
張
に
筆
者
は
お
お
む
ね
賛
同
す
る
の
で
あ
る
が
︑
廣
瀬
に
は
﹁
仏
弟
子
と
し
て
の
孔
子
﹂
と
い

う
視
点
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
こ
こ
で
の
﹁﹃
論
語
﹄
そ
れ
自
体
﹂
と
い
う
表
現
が
親
鸞
の
意
図
と
一
致
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒

﹃
弁
正
論
﹄
引
用
を
見
る
限
り
︑
老
子
・
周
公
・
孔
子
は
あ
く
ま
で
如
来
の
弟
子
で
あ
る
︒
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
彼
ら
の
教
え
が

後
に
単
な
る
世
間
的
善
︑
忠
・
孝
と
し
て
語
ら
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
仏
教
が
﹁
不
孝
﹂
と
批
判
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
そ

う
す
る
と
︑
課
題
は
仏
教
に
基
づ
い
て
説
か
れ
て
い
た
筈
の
本
来
的
な
孔
子
の
教
え
を
回
復
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
そ
こ
で
親
鸞
は
︑
ま
ず
仏
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教
の
核
心
を
﹁
仏
に
帰
依
せ
ば
︑
終
に
ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
﹂
と
い
う
教
説
に
見
出
し
つ
つ
︑
こ
れ
に
基
づ
い
て
﹃
論
語
﹄

を
理
解
し
よ
う
と
し
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　

そ
こ
に
は
︑
そ
の
よ
う
に
読
ま
せ
る
時
代
の
必
然
性
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
比
叡
山
の
奏
状
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
専
修
念
仏
を
﹁
不
孝
の

罪
﹂
だ
と
断
罪
し
︑
そ
の
教
え
が
﹁
先
霊
﹂﹁
上
天
﹂
の
怒
り
を
招
く
と
批
判
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
日
本
に
お
い
て
仏
教
界
を
代
表
す
る

人
々
が
︑
儒
教
倫
理
に
よ
っ
て
仏
教
の
本
質
を
見
失
い
︑
あ
ま
つ
さ
え
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︑
と
親
鸞
の
目
に
は
映
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
﹁
諸
寺
の
釈
門
﹂﹁
洛
都
の
儒
林
﹂
と
い
う
日
本
の
思
想
界
を
見
据
え
て
︑
親
鸞
は
﹃
論
語
﹄
の
引
用
を
も
っ

て
︑﹃
教
行
信
証
﹄
本
論
の
結
び
と
し
た
の
で
あ
る
︒

　
﹇
付
記
﹈

　

漢
文
は
適
宜
︑
筆
者
が
書
き
下
し
に
し
た
︒
ま
た
基
本
的
に
旧
字
体
は
通
行
の
字
体
に
︑
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
現
代
仮
名
遣
い
に
し
た
︒

︿　

﹀
は
割
註
︒

　

本
稿
は
︑
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ーH

P

で
の
﹃
教
行
信
証
﹄﹁
化
身
土
巻
・
末
巻
﹂
研
究
会
︑
研
究
活
動
報
告
第
四
三
回
︵
二
〇
一
八
年
八
月
︶

http://w
w

w
.shinran-bc.higashihonganji.or.jp/report/report₁₄_bn₄₃.htm

l

の
内
容
を
中
心
に
︑
論
文
と
し
て
再
構
成
し
た
も
の
で

あ
る
︒

註１ 

﹃
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
﹄
第
二
巻
六
七
一
頁
︑
法
藏
館
︑
一
九
七
四
年
︒

２ 

原
漢
文
︑﹃
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
﹄︵
以
下
﹃
定
親
全
﹄︶
第
一
巻
三
八
〇
頁
︑
法
藏
館
︑
一
九
六
九
年
︒

３ 

﹃
序
説
浄
土
真
宗
の
教
学
﹄
二
四
三
頁
︑
文
栄
堂
︑
一
九
九
二
年
︒
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４ 

原
漢
文
︑﹃
真
宗
聖
教
全
書
﹄︵
以
下
﹃
真
聖
全
﹄︶
第
二
巻
四
三
九
頁
︑
大
八
木
興
文
堂
︑
二
〇
〇
一
年
︒
ま
た
︑
日
本
語
史
の
分
野
か
ら
も
︑
小
林
芳

規
は
﹃
教
行
信
証
﹄
に
お
け
る
漢
籍
引
用
に
つ
い
て
︑﹁
親
鸞
は
引
用
に
当
っ
て
漢
籍
の
訓
法
を
自
ら
の
訓
読
法
に
改
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で

あ
る
︒﹂︵﹃
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
﹄
一
三
六
三
頁
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
六
七
年
︶
と
指
摘
し
て
い
る
︒

５ 
﹁
顕
密
体
制
と
専
修
念
仏
﹂﹃
現
代
と
親
鸞
﹄
第
二
九
号
一
五
四
～
一
五
五
頁
︑
二
〇
一
四
年
︒

６ 
親
鸞
の
﹃
論
語
﹄
の
素
養
に
関
し
て
︑
伯
父
宗
業
の
影
響
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
鷲
尾
教
導
︵
一
八
七
五
～
一
九
二
八
︶﹁
教
行
信
証
に
現

れ
た
る
論
語—

宗
祖
と
論
語
と
嵯
峨
三
位—

﹂︵﹃
六
条
学
報
﹄
第
二
一
〇
号
︑
一
九
一
九
年
︶
が
あ
る
︒
鷲
尾
は
そ
の
根
拠
と
し
て
︑
乗
専
︵
一
二
九

五
～
？
︶﹃
最
須
敬
重
絵
詞
﹄︵
一
三
五
二
年
︶
の
﹁
式
部
大
輔
︿
宗
業
卿
﹀
モ
オ
ナ
シ
ク
伯
父
ニ
テ
オ
ハ
シ
ケ
ル
カ
︑
彼
卿
ニ
対
シ
奉
テ
説
ヲ
ウ
ケ
タ

テ
マ
ツ
ラ
ル
ヽ
事
共
ア
リ
ケ
ル
ト
ナ
ン
︒﹂︵﹃
真
宗
史
料
集
成
﹄
第
一
巻
九
五
〇
頁
︑
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
︑
二
〇
〇
三
年
︶
を
挙
げ
る
︒
な
お
存

覚
﹃
歎
徳
文
﹄︵
一
三
五
九
年
草
了
︶
に
も
﹁
初
習
俗
典
兮
切
磋
︒
此
是
在
伯
父
業
吏
部
之
学
窓
︑
所
抽
聚
蛍
映
雪
之
苦
節
也
︒﹂︵﹃
真
宗
史
料
集
成
﹄

第
一
巻
五
九
三
頁
︶
と
あ
る
︒
こ
の
宗
業
な
ど
親
鸞
の
出
自
に
つ
い
て
は
︑
山
田
文
昭
︵
一
八
七
七
～
一
九
三
三
︶﹃
真
宗
史
稿
﹄
第
二
編
第
一
章
︵
破

塵
閣
書
房
︑
一
九
三
四
年
︶
や
畑
龍
英
﹃
親
鸞
を
育
て
た
一
族—

放
埒
の
系
譜—

﹄︵
教
育
新
潮
社
︑
一
九
八
三
年
︶︑
平
雅
行
﹃
歴
史
の
な
か
に
見
る

親
鸞
﹄
第
一
章
︵
法
藏
館
︑
二
〇
一
一
年
︶
に
詳
し
い
︒

７ 

礪
波
護
﹁
法
琳
の
事
蹟
に
み
る
唐
初
の
仏
教
・
道
教
と
国
家
﹂︵﹃
隋
唐
仏
教
文
物
史
論
考
﹄
四
六
頁
︑
法
藏
館
︑
二
〇
一
六
年
：
初
出
﹃
中
国
古
道
教

史
研
究
﹄
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
九
二
年
︶︒

８ 

志
磐
︵
生
没
年
不
詳
︶﹃
仏
祖
統
紀
﹄︵
一
二
六
九
年
︶
で
の
遵
式
に
関
す
る
記
述
︑﹁
天
禧
元
年
︒
侍
郎
馬
亮
守
錢
唐
︒
雅
尚
浄
業
造
師
問
道
︒
師
為
撰

浄
土
行
願
法
門
︒
浄
土
略
伝
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
第
四
九
巻
二
〇
七
頁
下
～
二
〇
八
頁
上
︶
の
﹃
浄
土
略
伝
﹄
が
﹃
往
生
西
方
略
伝
﹄
と
考
え
ら
れ
る
︒
福

島
光
哉
﹁
慈
雲
遵
式
の
浄
土
思
想
﹂︵﹃
大
谷
学
報
﹄
第
七
〇
巻
第
三
号
五
頁
︑
一
九
九
一
年
︶
参
照
︒

９ 

原
漢
文
︑﹃
定
親
全
﹄
第
一
巻
三
二
七
頁
︒

₁₀ 

﹃
定
親
全
﹄
第
一
巻
三
八
〇
頁
︒

₁₁ 

金
谷
治
訳
注
﹃
論
語
﹄
二
〇
八
頁
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
︒

₁₂ 

子
安
宣
邦
﹃︿
新
版
﹀
鬼
神
論—

神
と
祭
祀
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
﹄︵
白
澤
社
︑
二
〇
〇
二
年
︶
は
︑
近
世
の
儒
家
を
中
心
に
︑
こ
の
文
章
の
理
解
の
相
違

を
検
討
し
て
お
り
︑
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
存
覚
が
示
す
一
般
的
理
解
を
以
下
に
挙
げ
る
︒﹁
義
の
意
は
人
に
事
う
る
こ
と
な
お
容
易
な
ら
ず
︑
況
や

鬼
に
事
へ
ん
や
︒
言
う
こ
こ
ろ
は
及
び
難
き
な
り
︒
今
こ
の
文
点
︑
清
中
両
家
と
も
に
読
み
来
た
る
︑
説
こ
れ
一
同
な
り
︒﹂︵
原
漢
文
︑﹃
真
聖
全
﹄
第

二
巻
四
三
九
頁
︶︒
清
中
両
家
は
︑
明
経
博
士
家
の
清
原
家
と
中
原
家
で
あ
る
︒
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₁₃ 

筆
者
は
こ
れ
ま
で
親
鸞
の
意
図
的
改
変
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
﹃
弁
正
論
﹄
引
用
の
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
︑
中
世
の
写
本
を
調
査
し
た
結
果
︑
あ
く

ま
で
テ
キ
ス
ト
の
忠
実
な
書
写
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
︵
藤
原
智
﹁
日
本
古
写
経
﹃
弁
正
論
﹄
と
親
鸞
﹃
教
行
信
証
﹄﹂﹃
日
本
古
写
経
研
究
所
研
究

紀
要
﹄
第
二
号
︑
二
〇
一
七
年
︶︒﹃
論
語
﹄
引
用
も
同
様
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
︒

₁₄ 
中
略
筆
者
︑﹃
続
真
宗
大
系
﹄
第
八
巻
四
三
三
頁
︑
真
宗
典
籍
刊
行
会
︑
一
九
三
八
年
︒

₁₅ 
﹃
六
要
鈔
﹄﹃
真
聖
全
﹄
第
二
巻
四
三
九
頁
︒

₁₆ 

原
漢
文
︑﹃
定
親
全
﹄
第
一
巻
三
八
〇
頁
︒

₁₇ 

﹃
定
親
全
﹄
第
一
巻
三
八
〇
頁
︒

₁₈ 

天
台
典
籍
の
引
用
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
興
隆
︵
一
七
五
九
～
一
八
四
二
︶
の
﹃
教
行
信
証
徴
決
﹄︵
一
八
一
一
～
一
八
二
三
年
︶
は
﹁
こ
こ
︵﹃
法
界
次

第
﹄：
筆
者
註
︶
よ
り
源
信
に
至
る
諸
文
は
︑
み
な
台
宗
の
典
を
引
く
︒
か
つ
天
台
・
慈
雲
・
観
師
等
の
名
を
標
す
る
は
︑
当
時
は
山
門
寺
門
の
僧
徒
︑

身
を
仏
門
に
寄
す
と
い
え
ど
も
︑
心
は
深
く
天
地
の
鬼
神
を
信
用
し
︑
祭
祠
こ
れ
勤
め
と
す
︒
ゆ
え
に
殊
に
彼
の
宗
の
祖
師
︑
先
徳
の
明
判
を
列
挙
す

る
な
り
︒
も
っ
て
そ
の
非
を
証
示
す
る
な
り
﹂︵
原
漢
文
︑﹃
真
宗
全
書
﹄
第
二
三
巻
五
二
二
頁
︑
蔵
経
書
院
︑
一
九
一
四
年
︶
と
指
摘
し
︑
了
祥
︵
一

七
八
八
～
一
八
四
二
︶
の
﹃
末
法
灯
明
記
講
義
﹄︵
一
八
三
一
年
︶
で
も
﹁
ナ
ゼ
天
台
テ
ツ
ク
子
ル
ナ
レ
ハ
︒
別
シ
テ
山
王
二
十
七
社
テ
︒
神
サ
マ
ヲ
カ

ブ
リ
テ
ソ
シ
ル
カ
天
台
ナ
リ
︒
ソ
ノ
ソ
シ
ル
口
ヘ
ソ
ツ
チ
ノ
止
観
ヲ
ミ
ヨ
︒︵
中
略
︶
ソ
ノ
ホ
カ
天
台
ノ
師
資
︒
鬼
神
敬
フ
ハ
ミ
ナ
誡
メ
ヂ
ャ
﹂︵
中
略

筆
者
︑﹃
真
宗
全
書
﹄
第
五
八
巻
一
六
五
頁
︑
蔵
経
書
院
︑
一
九
一
五
年
︶
と
指
摘
す
る
︒

₁₉ 

藤
原
智
﹁
親
鸞
と
聖
冏
の
﹃
弁
正
論
﹄
引
用
に
つ
い
て—

親
鸞
の
引
用
は
親
鸞
に
よ
る
抄
出
か—

﹂︵﹃
東
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
﹄
第
十
六
号
︑
二
〇
一
八

年
︶
参
照
︒

₂₀ 

﹃
真
聖
全
﹄
第
二
巻
四
三
九
頁
︒

₂₁ 

法
住
﹃
教
行
信
証
金
剛
録
﹄︵﹃
続
真
宗
大
系
﹄
第
八
巻
三
八
九
頁
︶
参
照
︒

₂₂ 

藤
原
智
﹁﹃
教
行
信
証
﹄﹁
化
身
土
巻
﹂
の
﹃
弁
正
論
﹄
引
用
に
つ
い
て
﹂︵﹃
現
代
と
親
鸞
﹄
第
三
一
号
︑
二
〇
一
五
年
︶
参
照
︒

₂₃ 

改
行
筆
者
︑
原
漢
文
︑﹃
定
親
全
﹄
第
一
巻
三
六
七
～
三
六
八
頁
︒

₂₄ 

こ
こ
で
は
老
子
の
教
え
と
さ
れ
る
が
︑
福
永
光
司
︵
一
九
一
八
～
二
〇
〇
一
︶
に
よ
れ
ば
﹁
体
制
内
宗
教
に
変
わ
っ
た
道
教
の
立
場
﹂
で
あ
り
︑﹁
ま
っ

た
く
儒
教
に
そ
っ
く
り
の
主
張
を
し
て
い
る
﹂
も
の
で
あ
る
︵﹃
弁
正
論
講
義
﹄
二
二
三
頁
︑
九
州
教
学
研
究
所
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒

₂₅ 

こ
こ
で
阿
闍
世
王
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
︑
藤
原
智
﹁
親
鸞
に
お
け
る
阿
闍
世
王
と
い
う
課
題—

﹃
教
行
信
証
﹄﹁
化
身
土
巻
﹂
の
﹃
弁
正

論
﹄
引
用
か
ら—

﹂︵﹃
真
宗
研
究
﹄
第
六
三
輯
︑
二
〇
一
九
年
︶
参
照
︒
上
記
拙
論
で
は
触
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
総
序
の
﹁
権
化
仁
﹂︵﹃
定
親
全
﹄
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第
一
巻
四
頁
︶
と
い
う
表
現
も
こ
こ
と
の
連
関
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

₂₆ 

﹃
定
親
全
﹄
第
一
巻
三
一
四
頁
︒

₂₇ 
藤
原
智
﹁﹃
教
行
信
証
﹄
撰
述
の
意
図
を
め
ぐ
る
研
究
の
展
開—

元
仁
元
年
の
意
義
を
中
心
に—

﹂︵﹃
近
現
代
﹃
教
行
信
証
﹄
研
究
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

研
究
紀
要
﹄
創
刊
号
︑
二
〇
一
八
年
︶
参
照
︒

₂₈ 

﹃
大
系
真
宗
史
料
﹄
文
書
記
録
編
１
・
八
六
頁
︑
法
藏
館
︑
二
〇
一
五
年
︒

₂₉ 

中
略
筆
者
︑
原
漢
文
︑﹃
大
系
真
宗
史
料
﹄
文
書
記
録
編
１
・
八
八
頁
︒

₃₀ 

原
漢
文
︑﹃
定
親
全
﹄
第
一
巻
三
六
九
頁
︒

₃₁ 

﹃
須
弥
四
域
経
文
﹄
と
題
さ
れ
る
自
筆
メ
モ
に
﹁﹃
須
弥
四
域
経
﹄﹁
宝
応
声
菩
薩
︑
日
天
子
︒
宝
吉
祥
菩
薩
︑
月
天
子
︒﹂︿
文
﹀　

老
子
︑
迦
葉
菩
薩
︒
孔

子
︑
儒
童
菩
薩
︒
顔
回
︑
光
浄
菩
薩
﹂︵﹃
定
親
全
﹄
第
六
巻
写
伝
篇
２
・
二
二
六
頁
︑
法
藏
館
︑
一
九
七
〇
年
︶
と
あ
る
︒
井
上
見
淳
は
こ
の
内
容
を

﹁
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
具
体
性
を
も
た
せ
る
﹂
も
の
と
し
て
注
目
す
る
︵﹁
宗
祖
真
蹟
断
簡
﹁
須
弥
四
域
経
文
﹂
に
つ
い
て
﹂﹃
宗
学
院
論
集
﹄
第
八

十
号
八
四
頁
︑
二
〇
〇
八
年
︶︒
た
だ
し
︑
そ
こ
で
井
上
は
﹃
論
語
﹄
引
用
に
言
及
し
て
い
な
い
︒

₃₂ 

原
漢
文
︑﹃
定
親
全
﹄
第
一
巻
三
七
六
頁
︒

₃₃ 

中
国
・
日
本
に
お
け
る
こ
の
説
の
広
範
な
受
容
に
つ
い
て
︑
以
下
を
参
照
︒
石
橋
成
康
﹁
新
出
七
寺
蔵
﹃
清
浄
法
行
経
﹄
攷
﹂﹃
東
方
宗
教
﹄
第
七
八
号
︑

一
九
九
一
年
︒
曹
景
惠
﹃
日
本
中
世
文
学
に
お
け
る
儒
釈
道
典
籍
の
受
容—

﹃
沙
石
集
﹄
と
﹃
徒
然
草
﹄—

﹄﹁
第
六
章　
﹃
沙
石
集
﹄
に
お
け
る
三
聖

派
遣
説
の
源
泉
﹂︑
国
立
台
湾
大
学
出
版
中
心
︑
二
〇
一
二
年
︒

₃₄ 

原
漢
文
︑﹃
真
聖
全
﹄
第
二
巻
四
三
九
頁
︒

₃₅ 

こ
れ
は
宗
暁
︵
一
一
五
一
～
一
二
一
四
︶﹃
楽
邦
文
類
﹄︵
一
二
〇
〇
年
︶
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑
恐
ら
く
そ
こ
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
︒﹃
大
正
蔵
﹄
第

四
七
巻
一
六
八
頁
上
︒

₃₆ 

﹃
大
正
蔵
﹄
第
四
六
巻
九
二
二
頁
上
︒

₃₇ 

原
漢
文
︑﹃
定
親
全
﹄
第
一
巻
三
七
八
頁
︒
な
お
﹁
又
﹂
を
﹁
文
﹂
に
訂
正
し
た
︒

₃₈ 

藤
場
俊
基
﹃
親
鸞
の
教
行
信
証
を
読
み
解
く
Ⅴ—

化
身
土
巻
︵
後
︶—
﹄
二
五
二
～
二
五
三
頁
︵
明
石
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
︶
参
照
︒

₃₉ 

原
漢
文
︑﹃
大
正
蔵
﹄
第
四
七
巻
一
六
八
頁
上
︒

₄₀ 

中
略
筆
者
︑
原
漢
文
︑﹃
大
正
蔵
﹄
第
四
七
巻
一
六
八
頁
上
～
中
︒

₄₁ 

紙
幅
の
都
合
上
︑
割
愛
す
る
が
︑
遵
式
以
降
の
引
用
は
こ
の
点
を
論
証
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
特
に
宋
代
の
元
照
︵
一
〇
四
八
～
一
一
一
六
︶
の
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﹃
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
﹄
の
引
用
は
︑﹁
孝
道
﹂
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
あ
り
︵﹃
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
﹄
第
二
一
巻
四
五
六
頁
下
︑
国
書
刊
行
会
︑
一
九

七
六
年
︶︑
元
照
の
生
き
た
宋
と
い
う
時
代
性
も
含
め
て
︑
親
鸞
と
儒
教
的
価
値
観
を
考
え
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
︒

₄₂ 

﹃
大
正
蔵
﹄
第
四
七
巻
一
六
八
頁
上
︒

₄₃ 
﹃
序
説
浄
土
真
宗
の
教
学
﹄
二
四
八
頁
︒


