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値
遇
の
探
究

─
親
鸞
に
お
け
る
「
か
お
ば
せ
」「
す
が
た
」「
か
た
ち
」
─

東　
　
　

真　

行

は 

じ 

め 

に

　

浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
何
を
救
済
と
い
う
の
か
。
こ
の
問
い
に
応
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
は
浄
土
へ
の
往

生
が
真
宗
の
救
済
観
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
親
鸞
が
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
以
下
『
教
行
信
証
』）
に
「
顕
真
実
教
」（
定

九
）
と
お
さ
え
る
『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
は
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
が
説
か
れ
る
。
な
か
で
も
第
十
八
願
は
「
も
っ
と
も
親
と
す
と
な

り
」（
も
と
も
お
や
と
す
と
な
り 

全
五
・
一
・
六
五
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
四
十
八
願
中
の
根
源
と
さ
れ
る
。

た
と
い
我
、
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
う
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し

生
ま
れ
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
と
。（
翻
二
・
八
）

　

至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
を
も
っ
て
念
仏
す
る
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
誓
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
言

葉
か
ら
考
え
る
と
、
信
を
発
起
し
念
仏
し
て
浄
土
へ
生
ま
れ
る
こ
と
を
真
宗
の
救
済
と
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
は
こ
の
救
済

観
を
信
じ
、
教
化
に
一
生
を
尽
く
し
た
と
い
え
る
が
、
こ
の
救
済
観
が
親
鸞
の
生
に
突
き
刺
さ
り
、
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は



（東）　46

『
教
行
信
証
』「
後
序
」
に
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」（
翻
六
・
九
三
）
と
語
ら
れ
る
出
来
事
、
す
な
わ
ち
二
九
歳
時
の
聖
徳
太
子

—
法
然
と
の
値
遇
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
九
歳
で
出
家
し
て
よ
り
二
〇
年
間
を
比
叡
山
で
過
ご
し
た
が
、
二
九
歳
時
に
出
山
し
、
六
角
堂
に
て
百
日
の
参
籠
に
入
る
。

そ
の
九
五
日
目
の
暁
に
聖
徳
太
子
の
夢
の
告
げ
を
受
け
て
、
法
然
の
も
と
へ
向
か
い
、
さ
ら
に
百
日
の
あ
い
だ
法
然
の
も
と
を
た
ず
ね

つ
づ
け
た
と
い
う
。

　

親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
総
序
」
に
「
値
・
遇
」
の
二
言
を
配
置
し
て
い
る
。

あ
あ
、
弘
誓
の
強
縁
、
多
生
に
も
値0

い
が
た
く
（
翻
一
・
四
）

こ
こ
に
愚
禿
釈
の
親
鸞
、
慶
ば
し
い
か
な
、
西
蕃
月
支
の
聖
典
、
東
夏
日
域
の
師
釈
に
遇0

い
が
た
く
し
て
今
遇
う

0

0

0

こ
と
を
得
た
り
。

（
定
七
）

　

親
鸞
は
値
遇
し
が
た
き
教
法
に
値
遇
し
え
た
よ
ろ
こ
び
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
ろ
こ
び
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
か
地
獄

に
お
ち
る
か
と
い
う
不
確
か
な
未
来
へ
の
疑
惑
を
も
は
や
抱
き
え
ぬ
確
実
な
る
「
今
」
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。
こ
の
「
今
」
は
、
親
鸞

が
『
教
行
信
証
』
に
こ
の
文
を
書
き
と
め
た
生
涯
に
お
け
る
一
時
点
を
指
す
の
で
は
な
く
、
親
鸞
の
す
べ
て
に
関
わ
る
「
今
」
で
あ
ろ

う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
親
鸞
に
お
け
る
救
済
と
は
、
信
を
発
起
し
念
仏
し
て
浄
土
へ
生
ま
れ
る
こ
と
を
意
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら

た
め
て
意
を
尋
ね
る
と
、
そ
の
救
済
観
と
出
遇
う
こ
と
そ
の
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。「
今
遇
う
」
と
示
さ
れ
る
、
絶
え
ざ
る

「
今
」
の
値
遇
に
こ
そ
救
済
は
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
「
値
遇
」
と
い
う
言
葉
を
探
究
し
て
、
真
宗
の
救
済
観
の
一
端
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
際
に
「
か
お

ば
せ
」「
す
が
た
」「
か
た
ち
」
と
い
っ
た
言
葉
に
着
目
し
手
が
か
り
と
す
る
の
は
、
値
遇
が
有
す
る
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
意
に
焦
点

を
あ
て
た
い
か
ら
で
あ
る1
。
値
・
遇
は
共
に
「
あ
う
」
こ
と
を
意
と
し
て
お
り
、
直
截
に
い
え
ば
「
あ
う
」
と
は
、
そ
の
者
の
前
に
立
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ち
「
か
お
ば
せ
」「
す
が
た
」「
か
た
ち
」
を
親
ま
の
あ
た
りと
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
あ
う
」
と
は
単
に
対
面
す
る
の
み
な
ら
ず
、
言
葉
を
交

わ
し
、
語
ら
れ
る
言
葉
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
あ
つ
か
う
主
題
は
、
親
鸞
に
お
け
る
法
性
法
身
・
方
便
法
身
観
、
従
如
来
生
観
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
き
た
内
容
と
か
さ
な

る
だ
ろ
う2
。
あ
る
い
は
「
親
鸞
は
太
子—

法
然
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
の
教
法
に
値
遇
し
た
」
と
い
う
一
文
に
尽
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
仏
身
観
や
如
来
観
と
い
う
切
り
口
か
ら
は
、
ま
し
て
一
文
で
は
汲
み
と
り
が
た
い
生
々
し
い
迫
真
性
が
「
か
お
ば
せ
」
に
は
こ

も
っ
て
い
る
。
親
鸞
に
お
け
る
値
遇
は
、
尊
顔
を
拝
む
こ
と
を
通
し
た
人
格
崇
拝
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
教
法
を
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ

に
重
き
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
な
お
も
「
か
お
ば
せ
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
あ
ら
わ
し
て
ゆ
く
親
鸞
の
言
葉
づ
か
い
の

所
以
を
推
究
し
た
い
。

一　

ふ
た
つ
に
し
て
ひ
と
つ
で
あ
る
値
遇

　

さ
き
に
引
い
た
『
教
行
信
証
』「
総
序
」
の
言
葉
に
あ
ら
た
め
て
目
を
と
め
た
い
。

あ
あ
、
弘
誓
の
強
縁

0

0

0

0

0

、
多
生
に
も
値
い
が
た
く

こ
こ
に
愚
禿
釈
の
親
鸞
、
慶
ば
し
い
か
な
、
西
蕃
月
支
の
聖
典

0

0

、
東
夏
日
域
の
師
釈

0

0

に
遇
い
が
た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
。

　

親
鸞
は
「
弘
誓
の
強
縁
」「
聖
典
・
師
釈
」
と
値
遇
し
え
た
の
で
あ
る
。「
弘
誓
の
強
縁
」
は
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
う
な
が
す
は

た
ら
き
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
本
願
力
を
示
し
、「
聖
典
・
師
釈
」
は
釈
尊
・
三
国
七
祖
に
代
表
さ
れ
る
、
本
願
力
を
証
し
す
る

人
び
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
言
葉
を
示
す3
。
親
鸞
は
「
弘
誓
の
強
縁
」
と
の
値0

遇
と
「
聖
典
・
師
釈
」
と
の
値
遇0

と
い
う
ふ
た
つ

の
値
遇
を
語
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
言
葉
づ
か
い
は
『
恵
信
尼
消
息
』
の
記
述
と
も
ひ
び
き
あ
う
。
親
鸞
の
妻
・
恵
信
は
、
親
鸞
が
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
う
け
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て
法
然
の
も
と
へ
向
か
う
様
子
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

後
世
の
助
か
ら
ん
ず
る
縁0

に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
、
た
ず
ね
ま
い
ら
せ
て
、
法
然
上
人

0

0

0

0

に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
（
全
三
・
二
・
一
八

七
）

　

親
鸞
は
後
世
を
た
す
け
る
「
強
縁0

」
と
、
法
然

0

0

の
も
と
で
説
き
開
か
れ
て
い
た
「
聖
典
・
師
釈
」
と
の
値
遇
を
求
め
、
念
願
が
果
た

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
高
僧
和
讃
』
に
お
い
て
も
、
ふ
た
つ
の
潮
流
が
親
鸞
に
到
り
と
ど
い
て
い
る
。
三
国
七
祖
と
聖
徳
太
子
で
あ
る
。

　
　

天
竺　
　

龍
樹
菩
薩

　
　
　
　
　
　

天
親
菩
薩

　
　

震
旦　
　

曇
鸞
和
尚

　
　
　
　
　
　

道
綽
禅
師

　
　
　
　
　
　

善
導
禅
師

　
　

和
朝　
　

源
信
和
尚

　
　
　
　
　
　

源
空
聖
人　
　

已
上
七
人

　
　

聖
徳
太
子　
　

敏
達
天
皇
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　

正
月
一
日
誕
生
し
た
ま
う
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当
仏
滅
後
一
千
五
百
二
十
一
年
也
（
全
二
・
一
・
一
三
八
）

　

ま
ず
三
国
七
祖
の
名
が
あ
げ
ら
れ
、「
已
上
七
人
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
高
僧
た
ち
は
三
国
に
生
ま
れ
て
、
お
り
お
り
に
「
聖

典
・
師
釈
」（
言
葉
）
を
説
き
開
い
て
き
た
伝
統
の
担
い
手
た
ち
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
聖
徳
太
子
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
聖
徳
太
子
が
七
祖
に
お
け
る
「
和
朝
」
に
お
さ
め
ら
れ
ず
、
別
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。

　

親
鸞
は
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』（
七
五
首
）、『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』（
一
一
四
首
）
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
太
子
和
讃
」
を

お
お
く
遺
し
て
い
る4
。『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
で
は
、
太
子
の
事
績
は
「
仏
法
興
隆
・
衆
生
済
度
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
言
葉
に
約
し
て
あ

ら
わ
さ
れ
、「
仏
法
興
隆
」
の
具
体
的
な
表
現
と
し
て
は
「
太
子
の
つ
く
り
て
お
わ
し
ま
す 

御
寺
は
そ
の
か
ず
あ
ま
た
あ
り
」（
全
二
・

一
・
二
七
二
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
数
多
の
寺
院
を
建
立
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
も
う
い
っ
ぽ
う
の
「
衆
生
済
度
」
に
つ

い
て
は
太
子
が
い
く
た
び
も
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
讃
嘆
さ
れ
て
い
る
。

聖
徳
太
子
印
度
に
て
は　

勝
鬘
夫
人
と
む
ま
れ
し
む

　
　

中
夏
震
旦
に
あ
ら
わ
れ
て　

恵
思
禅
師
と
ま
ふ
し
け
り
（
全
二
・
一
・
二
三
二
）

　

こ
の
和
讃
で
は
勝
鬘
や
恵
思
が
の
ち
に
太
子
と
な
っ
て
日
本
に
生
ま
れ
た
の
で
な
く
、
太
子
が
勝
鬘
や
恵
思
と
し
て
過
去
に
生
ま
れ

て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
太
子
は
七
祖
と
異
な
り
、
一
人
格
で
あ
り
な
が
ら
三
国
に
お
よ
ぶ
。
こ
こ
で
の
太
子
は
、
聖
徳
太
子
と
い

う
名
で
あ
ら
わ
さ
れ
な
が
ら
も
、
仏
滅
後
の
「
衆
生
済
度
」
の
は
た
ら
き
と
化
し
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
「
強
縁
」、
本
願
力
と
し
て
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
る5
。
聖
徳
太
子
が
三
国
七
祖
と
別
し
て
名
を
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
太
子
観
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七
祖
は
「
聖
典
・
師
釈
」
の
伝
統
で
あ
り
、
太
子
は
「
強
縁
」
の
伝
統
で
あ
る
と
い
え
よ
う6
。
こ
れ
ら
は
ふ
た
つ
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
が
、
相
俟
っ
て
ひ
と
つ
と
成
る
。「
強
縁
」
と
い
う
か
た
ち
を
超
え
ゆ
く
力
が
か
た
ち
と
な
っ
て
は
た
ら
き
、「
聖
典
・
師
釈
」
は
言
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葉
と
い
う
か
た
ち
を
通
し
た
か
た
ち
に
尽
き
せ
ぬ
智
慧
へ
の
う
な
が
し
と
な
っ
て
、
値
遇
が
成
就
す
る
の
で
あ
る7
。

智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0　

本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て

　

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ　

選
択
本
願
の
べ
た
ま
う
（
全
二
・
一
・
一
二
七
）

　

法
然
は
「
智
慧
光
」
よ
り
あ
ら
わ
れ
た
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
如
来
〔
阿
弥
陀
仏
〕
は
光
明
な
り
、
光
明
は
智
慧
な
り
、
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
、
智
慧
ま
た
か
た
ち
な
け
れ
ば
、

不
可
思
議
光
仏
と
も
う
す
な
り
。（
全
三
・
一
・
一
四
六
）

　

こ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
さ
き
の
和
讃
に
お
け
る
「
智
慧
光
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
は
な
つ
智
慧
の
光
明
と
い
う
か
た
ち
な
き
か
た
ち

の
表
現
で
あ
る
。
法
然
は
本
願
力
の
「
強
縁
」
よ
り
あ
ら
わ
れ
て
「
浄
土
真
宗
・
選
択
本
願
」
と
い
う
教
法
（
言
葉
）
を
開
き
述
べ
た

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

曠
劫
多
生
の
あ
い
だ
に
も　

出
離
の
強
縁

0

0

し
ら
ざ
り
き

　

本
師
源
空
い
ま
さ
ず
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0　

こ
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し
（
全
二
・
一
・
一
二
八
）

と
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
「
強
縁
」
も
ま
た
「
聖
典
・
師
釈
」
を
説
く
「
本
師
」
と
共
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
値

遇
は
「
強
縁
」
と
「
聖
典
・
師
釈
」
と
の
値
遇
の
ふ
た
つ
に
あ
ら
わ
さ
れ
つ
つ
も
、
太
子—

法
然
と
い
う
出
来
事
の
よ
う
に
一
連
で
あ

り
、
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
流
れ
が
よ
り
あ
わ
さ
る
と
こ
ろ
に
ひ
と
つ
の
値
遇
が
成
就
し
て
、
の
ち
に
親
鸞
と
名
の
り
『
教
行
信

証
』
を
あ
ら
わ
し
ゆ
く
者
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
親
鸞
に
と
っ
て
の
面
授
の
値
遇
は
、
聖
徳
太
子
と
法
然
の
ふ
た
り
に
お
い
て
成
就
し
た
の
だ
っ
た
。
法
然
に
つ
い
て
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
覚
如
に
よ
る
『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』
で
は
太
子
と
の
値
遇
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

六
角
堂
の
救
世
菩
薩
、
顔
容

0

0

端
厳
の
聖
僧
の
形
を
示
現
し
て
（
全
四
・
二
・
六—

七
）
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聖
徳
太
子
の
夢
告
と
は
、
聖
徳
太
子
と
対
面
し
て
言
葉
を
授
か
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
夢
告
を
経
て
親
鸞
は
法
然
と
対
面
し
え
た
の

で
あ
る
。

　

法
然
の
「
か
お
ば
せ
」
が
そ
の
仰
せ
と
共
に
お
り
お
り
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
こ
と
は
、
消
息
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
。

故
法
然
聖
人
は
「
浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
と
候
し
こ
と
を
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
わ
り
候
し
う
え
に
、
も
の

も
お
ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま
し
き
人
々
の
ま
い
り
た
る
を
御
覧
じ
て
は
、
往
生
必
定
す
べ
し
と
て
、
え
ま
せ
た
ま
い
し
を
み
ま
い
ら
せ
候

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

き0

。
ふ
み
さ
た
し
て
、
さ
か
さ
か
し
き
ひ
と
の
ま
い
り
た
る
を
ば
、
往
生
は
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
わ

り
き
。
い
ま
に
い
た
る
ま
で
お
も
い
あ
わ
せ
ら
れ
候

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
り
。（
全
三
・
二
・
七
五—

七
六
）

　

さ
て
、
さ
き
の
『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』
の
引
用
で
は
、
聖
徳
太
子
は
阿
弥
陀
仏
を
慈
悲
に
お
い
て
か
た
ど
る
観
音
菩
薩
と
し
て
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
法
然
は
「
勢
至
菩
薩
の
化
身
な
り
」（
全
五
・
一
・
一
八
三
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
阿

弥
陀
仏
を
智
慧
に
お
い
て
か
た
ど
る
勢
至
菩
薩
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
観
音
・
勢
至
は
阿
弥
陀
仏
を
慈
悲
と
智
慧
と
に
お
い

て
か
た
ど
る
の
で
あ
り
、
根
源
的
に
は
阿
弥
陀
仏
一
仏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
か
た
ち
」、
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
法
然
に
お
い

て
は
「
形
を
見
れ
ば
源
空
聖
人
、
実
は
弥
陀
如
来
の
応
迹
か
」（
全
五
・
一
・
一
八
二
）
と
い
わ
れ
、
太
子
に
お
い
て
は
「
日
本
国
帰
命

聖
徳
太
子8
」（
全
二
・
一
・
二
二
九
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
観
音
・
勢
至
と
い
う
枠
に
収
ま
り
き
ら
ぬ
表
現
が
な
さ
れ
る
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
。

　

観
音—

勢
至
、
あ
る
い
は
慈
悲—

智
慧
は
、
如
来
に
お
け
る
智
慧
な
き
慈
悲
、
慈
悲
な
き
智
慧
が
あ
り
え
な
い
よ
う
に
相
俟
っ
て
成

る
の
で
あ
り
、
観
音
で
あ
る
か
ら
勢
至
で
は
な
く
、
勢
至
で
あ
る
か
ら
観
音
で
は
な
い
と
単
に
分
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
太
子
・

法
然
そ
れ
ぞ
れ
を
か
た
ど
る
に
あ
た
っ
て
の
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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さ
ら
に
い
え
ば
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
法
然
は
、

太
子
崩
御
の
そ
の
の
ち
に　

如
来
の
教
法
興
隆
し

　

有
情
を
救
済
せ
む
ひ
と
は　

太
子
の
御
身
と
礼
す
べ
し
（
全
二
・
一
・
二
三
八
）

と
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
「
苦
悩
の
群
萌
を
救
済
」（
定
五
）
す
る
「
真
宗
興
隆
の
大
祖
」（
翻
六
・
九
二
）
で
あ
る
と
共
に
、
太
子
の
の
ち

に
「
如
来
の
教
法
興
隆
し
有
情
を
救
済
せ
む
ひ
と
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
太
子
の
夢
告
を
受
け
て
太
子
の

も
と
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
法
然
の
も
と
へ
向
か
う
必
然
が
了
解
さ
れ
る
。
太
子—

法
然
（
観
音—

勢
至
）
と
の
値
遇
を
獲
得
し
た
親

鸞
は
阿
弥
陀
仏
の
「
本
願
に
帰
す
」
の
で
あ
る
。

二　

最
初
の
人
間
と
遇
う

　

太
子—

法
然
と
の
値
遇
に
お
い
て
親
鸞
は
誕
生
し
た
と
い
え
る
が
「
か
お
ば
せ
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
す
る
と
き
、
な
お
具
体
的
で

あ
る
の
は
「
伝
統
の
現
実
態9
」
と
し
て
の
法
然
で
あ
る
。「
か
お
ば
せ
」
は
さ
し
あ
た
り
親
鸞
み
ず
か
ら
の
「
か
お
ば
せ
」
で
あ
る
よ
り
、

親
鸞
が
ま
の
あ
た
り
に
見
出
し
た
「
か
お
ば
せ
」
だ
ろ
う
。

　
『
高
僧
和
讃
』
で
法
然
は
く
り
か
え
し
「
本
師
」
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
。「
本
師
」
は
仏
教
に
お
け
る
根
本
の
師
と
し
て
釈
尊
を
示
す
。

親
鸞
に
と
っ
て
法
然
は
釈
尊
と
ひ
と
し
き
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
に
は
、『
仏
説
無
量
寿

経
』
に
お
け
る
本
師
釈
尊
と
そ
の
弟
子
阿
難
と
の
値
遇
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
の
師
弟
の
値
遇
に
み
ず
か
ら
の
法
然
と
の
値

遇
の
意
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

阿
難
は
釈
尊
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
白
す
る
。

今
日
世
尊
、
諸
根
悦
〔
よ
ろ
こ
び
〕

予
〔
よ
ろ
こ
ぶ
〕し
姿
〔
す
が
た
〕色
清
浄
に
し
て
、
光
顔
〔
か
お
ば
せ
〕

巍
〔
す
が
た
〕巍
と
ま
し
ま
す
こ
と
、
明
ら
か
な
る
鏡
、
浄
き
影
表
〔
お
も
て
〕

裏
〔
う
ら
〕
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に
暢
る
が
ご
と
し
。
威
〔
す
が
た
〕

容
〔
か
お
ば
せ
〕顕
曜
〔
か
が
や
く
〕に
し
て
、
超
絶
〔
た
え
た
り
〕し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
な
り
。（
定
十
一
）

　

い
ま
ま
で
釈
尊
に
恭
し
く
仕
え
て
き
た
が
、
今
日
ほ
ど
に
釈
尊
の
「
よ
ろ
こ
び
」
に
満
ち
た
「
す
が
た
」、「
か
が
や
く
」「
か
お
ば

せ
」「
す
が
た
」
を
ま
の
あ
た
り
に
し
た
こ
と
は
な
い
と
阿
難
は
い
う
。
つ
ま
り
、
い
ま
ま
で
ま
の
あ
た
り
に
し
て
き
た
釈
尊
を
「
超

絶
」
す
る
釈
尊
と
阿
難
は
出
遇
い
な
お
し
て
い
る
。
親
鸞
は
「
姿
色
清
浄
」「
光
顔
巍
巍
」「
威
容
顕
曜
」
と
い
う
言
葉
に
「
か
お
ば
せ
」

「
す
が
た
」
と
い
う
左
訓
を
ほ
ど
こ
し
、
読
む
者
の
ま
な
ざ
し
へ
訴
え
て
い
る
。

　

な
ぜ
今
日
そ
の
よ
う
な
「
か
お
ば
せ
」「
す
が
た
」
で
あ
る
の
か
と
問
う
阿
難
に
釈
尊
は
応
え
る
。

こ
こ
に
世
尊
、
阿
難
に
告
げ
て
の
た
ま
わ
く
、
諸
天
の
汝
を
教
え
て
来
し
て
仏
に
問
わ
し
む
る
や
、
自
ら
慧
見
を
も
っ
て
威
〔
か
お
ば
せ
〕
顔
を

問
え
る
や
と
。（
定
十
一
）

　
「
威
顔
」
に
「
か
お
ば
せ
」
と
左
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
法
然
を
通
し
て
釈
尊
の
「
か
お
ば
せ
」
を
念
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
か
お
ば
せ
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
に
「
教
巻
」
の
左
訓
に
あ
ら
わ
れ
て
よ
り
の
ち
「
行
巻
」「
信
巻
」「
証
巻
」
に
お
い
て
も

展
開
し
て
ゆ
く
。

　
「
行
巻
」
で
は
「
南
無
」
と
い
う
言
葉
が
「
帰
命
」
と
し
て
意
を
確
か
め
ら
れ
、「
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」（
翻
一
・
七
七
）

と
お
さ
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
善
導
の
「
六
字
釈
」
を
受
け
て
「
必
得
往
生
」
と
い
う
言
葉
が
文
脈
に
う
き
あ
が
っ
て
く
る
。
親
鸞
は

「
必
ず
往
生
を
得
」
と
は
『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
「
即
得
」、『
十
住
毘
婆
沙
論
』「
易
行
品
」
に
お
い
て
は
「
必
定
」
と
い
わ
れ
る
こ
と

を
述
べ
て
「
即
」「
必
」
と
い
う
語
に
註
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
い
く
。

経
に
は
即
得
と
言
え
り
、
釈
に
は
必
定
と
云
え
り
。
即
の
言
は
、
願
力
を
聞
く
に
由
っ
て
、
報
土
の
真
因
決
定
す
る
時
剋
の
極
促

を
光
闡
せ
る
な
り
。
必
の
言
は
、

審

つ
ば
び
ら
か〔
あ
き
ら
か
〕な

り
、
然
し
か
ら
し
む
るな

り
、
分
極
な
り
、
金
剛
心
成
就
の
貌
か
お
ば
せな

り
。（
翻
一
・
七
七—

七
八
）

　
「
必
」
の
一
言
は
「
金
剛
心
成
就
の
貌
」
を
あ
ら
わ
す
と
さ
れ
る
。
金
剛
の
ご
と
き
信
心
の
成
就
す
る
「
か
お
ば
せ
」
が
「
必
」
に
こ
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も
る
意
で
あ
り
、
そ
の
「
す
が
た
」
が
こ
の
一
言
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
親
鸞
は
こ
こ
で
「
報
土
の
真
因
決
定
す

る
時
剋
の
極
促
を
光
闡
せ
る
」
こ
と
を
金
剛
心
の
成
就
と
な
ら
べ
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
行
巻
」
の
言
葉
は
「
信
巻
」

の
つ
ぎ
の
言
葉
と
呼
応
し
て
い
る
。

そ
れ
真
実
信
楽
を
案
ず
る
に
、
信
楽
に
一
念
あ
り
。
一
念
は
こ
れ
、
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰

す
な
り
。（
翻
二
・
七
七
）

　

信
の
ひ
ら
き
お
こ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
速
や
か
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
に
確
か
め
た
よ
う
に
『
教
行
信
証
』
に
あ
ら
わ

さ
れ
る
信
が
親
鸞
に
生
じ
た
の
は
太
子—

法
然
と
の
値
遇
を
淵
源
と
す
る
の
だ
か
ら
、「
行
巻
」
に
お
け
る
「
か
お
ば
せ
」
は
、
こ
の
信

が
生
じ
た
と
き
に
親
鸞
が
ま
の
あ
た
り
に
し
た
「
か
お
ば
せ
」
で
あ
り
、
二
九
歳
以
降
の
親
鸞
が
憶
念
し
た
「
か
お
ば
せ
」
だ
ろ
う
。

二
九
歳
時
の
値
遇
と
『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
釈
尊
と
阿
難
の
値
遇
と
の
か
さ
な
り
か
ら
、「
行
巻
」
の
「
か
お
ば
せ
」

を
と
ら
え
か
え
す
な
ら
、
親
鸞
は
釈
尊—
法
然
に
「
金
剛
心
成
就
」
の
人
を
み
た
と
い
え
よ
う
。

　

つ
づ
く
「
信
巻
」
で
は
「
和
顔
〔
か
お
ば
せ
〕

愛
〔
あ
わ
れ
み
〕

語
〔
こ
と
ば
〕」（

翻
二
・
四
四
）
と
い
う
左
訓
の
ほ
か
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

歓
喜
と
言
う
は
、
身
心
の
悦
予
の
貌
か
お
ば
せを

形あ
ら
わす

な
り
。（
翻
二
・
七
九
）

　

無
疑
な
る
信
を
獲
得
し
て
歓
喜
す
る
こ
と
は
、
身
も
心
も
よ
ろ
こ
ば
し
め
る
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
か
お
ば
せ
」
は
、
さ
き
に

引
い
た
「
教
巻
」
の
場
合
と
同
様
に
「
す
が
た
」
の
き
わ
ま
り
と
し
て
の
「
か
お
ば
せ
」
だ
ろ
う
。
信
を
得
る
者
の
身
に
も
心
に
も
、
す

べ
て
に
歓
喜
が
満
ち
て
お
り
、
そ
の
よ
ろ
こ
び
が
「
か
お
ば
せ
」
と
い
う
形か
た
ちに
顕あ
ら
わと
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
か
お
ば
せ
」
も

「
教
巻
」
の
釈
尊
と
阿
難
の
値
遇
か
ら
と
ら
え
か
え
す
と
、
釈
尊—
法
然
の
身
心
に
満
ち
満
ち
て
い
た
信
心
歓
喜
の
「
か
お
ば
せ
」
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

い
ま
ま
で
『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
に
示
さ
れ
る
「
か
お
ば
せ
」
を
基
点
と
し
て
、「
行
巻
」「
信
巻
」
に
お
け
る
「
か
お
ば
せ
」
の
意
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を
確
か
め
て
き
た
が
、
釈
尊
と
阿
難
の
値
遇
は
『
教
行
信
証
』
に
の
み
あ
ら
わ
さ
れ
る
出
来
事
で
は
な
い
。『
浄
土
和
讃
』
に
も
、
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
る
（
全
二
・
一
・
三
四—

三
五
）。

尊
者
阿
難
座
よ
り
た
ち

　

世
尊
の
威
光
を

瞻

〔
み
た
て
ま
つ
る
〕〔
お
お
せ
を
あ
お
ぐ
〕

仰

し
（
見
た
て
ま
つ
る 

仰
せ
を
あ
お
ぐ
）

　

生〔
ま
れ
に
あ
り
が
た
し
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
〕

希
有
心
と
お
ど
ろ
か
し
（
ま
れ
に
あ
り
が
た
し
と
い
う
意こ
こ
ろな

り
）

　

未
〔
い
ま
だ
む
か
し
も
か
か
る
お
ん
か
お
ば
せ
み
た
て
ま
つ
ら
ず
〕

曾
見
と
ぞ
あ
や
し
み
し
（
い
ま
だ
昔
も
か
か
る
御
か
お
ば
せ
見
た
て
ま
つ
ら
ず
）

大
寂
定

0

0

0

に
い
り
た
ま
い

　

如
来
の
光
顔
〔
お
ん
か
お
ば
せ
〕〔
お
ん
か
た
ち
な
り
〕

た
え
に
し
て
（
御
か
お
ば
せ 

御
か
た
ち
な
り
）

　

阿
難
の
恵
〔
さ
と
り
み
ま
い
ら
す
る
を
〕

見
を
み
そ
な
わ
し
（
さ
と
り 

見
ま
い
ら
す
る
を
）

 

問
〔
こ
の
こ
と
を
と
い
ま
い
ら
せ
た
ま
う
〕

斯
恵
義
と
ほ
め
た
ま
う
（
こ
の
こ
と
を
問
い
ま
い
ら
せ
た
ま
う
）

　
「
大
寂
定
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
左
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。

し
ず
か
に
し
ず
か
に
ま
し
ま
す
こ
と 

こ
と
に
ひ
ご
ろ
に
す
ぐ
れ
ま
し
ま
し
た
ま
う
ゆ
え
は 

た
だ
あ
み
だ
の
み
や
う
が
う
を
と
き

た
ま
わ
ん
と
て 

よ
に
い
で
ま
し
ま
す
こ
と 

こ
と
に
す
ぐ
れ 

め
で
た
く
ま
し
ま
す
お
ん
か
た
ち
な
り

（
寂し
ず
かに

静し
ず
かに

ま
し
ま
す
こ
と10
、
特こ
と

に
日
頃
に
す
ぐ
れ
ま
し
ま
し
た
ま
う
ゆ
え
は
、
た
だ
阿
弥
陀
の
名
号
を
説
き
た
ま
わ
ん
と
て
、
世
に
出
で

ま
し
ま
す
こ
と
、
特こ
と

に
す
ぐ
れ
、
め
で
た
く
ま
し
ま
す
御
か
た
ち
な
り
。）

　

釈
尊
が
こ
の
か
た
ち
あ
る
世
に
生
ま
れ
た
の
は
、
た
だ
「
阿
弥
陀
の
名
号
」
と
い
う
「
阿
弥
陀
仏
の
御
か
た
ち
」（
全
三
・
二
・
十
二
）

を
、
人
身
と
い
う
か
た
ち
を
受
け
る
衆
生
に
説
く
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
を
説
く
機
が
成
就
し
た
こ
と
を
釈
尊
は
し
ず
か
に
歓
喜
し
て
い

る
。
阿
難
に
お
い
て
釈
尊
が
釈
尊
と
し
て
誕
生
し
た
こ
と
、
換
言
す
る
と
阿
難
の
釈
尊
へ
の
眼
が
あ
ら
た
に
さ
れ
た
こ
と
を
釈
尊
み
ず
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か
ら
が
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
。

　

阿
難
に
と
っ
て
本
師
釈
尊
の
「
か
お
ば
せ
」
が
見
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
人
こ
そ
人
間
で
あ
る
と
は
じ
め
て
い
い
う
る
一

人
、
す
な
わ
ち
最
初
の
人
間
（「
典
型
と
し
て
の
人
間11
」）
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
見
出
さ
れ
る
と
は
、
老
病
死
に
ま
み
え
る

人
身
を
受
け
て
世
に
生
ま
れ
る
こ
と
の
意
が
み
ず
か
ら
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
よ
ろ
こ
び
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

親
鸞
に
と
っ
て
本
師
法
然
こ
そ
は
「
金
剛
心
成
就
の
貌
か
お
ば
せ」「

身
心
の
悦
予
の
貌
か
お
ば
せを

形あ
ら
わす

」
と
い
う
よ
う
に
、
信
心
を
成
就
し
歓
喜
が
身

心
に
満
た
さ
れ
た
「
か
お
ば
せ
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
、
最
初
の
人
間
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
裏
を
か
え
せ
ば
、
は
じ
め
て
人
と

遇
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
人
間
と
遇
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
河
白
道
の
譬
喩
（
二
河
譬
）

に
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る12
。

　

西
へ
向
か
う
行
者
の
ま
え
に
突
如
と
し
て
、
南
に
は
燃
え
さ
か
る
火
の
河
が
、
北
に
は
渦
を
巻
く
水
の
河
が
ひ
ろ
が
る
。
そ
の
中
間

に
か
ぼ
そ
く
も
白
き
、
き
よ
ら
か
な
道
が
の
ぞ
き
み
え
て
い
る
。
行
者
を
殺
そ
う
と
し
て
「
群
賊
悪
獣
」
が
そ
こ
ま
で
追
っ
て
来
て
い

る
。
逃
げ
よ
う
と
し
て
白
道
に
一
歩
を
ふ
み
だ
そ
う
と
す
る
が
、
あ
る
い
は
火
水
の
二
河
に
堕
し
て
落
命
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
行
者

は
恐
怖
し
逡
巡
す
る
。
絶
体
絶
命
の
行
者
は
意
を
決
す
る
。

「
我
今
回か
え

ら
ば
ま
た
死
せ
ん
、
住と
ど

ま
ら
ば
ま
た
死
せ
ん
、
去ゆ

か
ば
ま
た
死
せ
ん
。
一
種
と
し
て
死
を
勉ま
ぬ
がれ

ざ
れ
ば
、
我
寧や
す

く
こ
の
道

を
尋
ね
て
前さ
き

に
向
こ
う
て
去
か
ん
。
す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
度
す
べ
し
」
と
。（
翻
二
・
三
〇
）

　

こ
の
一
念
が
生
じ
た
と
き
、
背
後
（
東
・
釈
尊
）
と
彼
方
（
西
・
阿
弥
陀
仏
）
よ
り
行
者
は
呼
び
声
を
聞
く
。

東
の
岸
に
忽
た
ち
ま
ちに
人
の
勧
む
る
声
を
聞
く
。「
仁き

み者
た
だ
決
定
し
て
こ
の
道
を
尋
ね
て
行
け
、
必
ず
死
の
難
な
け
ん
。
も
し
住と
ど

ま
ら

ば
す
な
わ
ち
死
せ
ん
」
と
。
ま
た
西
の
岸
の
上
に
人
有あ

り
て
喚よ
ば

う
て
言
わ
く
、「
汝
一
心
に
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
、
我
よ
く
汝

を
護
ら
ん
。
す
べ
て
水
火
の
難
に
堕
せ
ん
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
」
と
。（
翻
二
・
三
一
）
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行
者
は
こ
の
言
葉
を
信
じ
、
白
道
を
あ
ゆ
み
ゆ
く
。
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
東
の
岸
（
此
岸
）
よ
り
離
れ
、
西
の
岸
（
彼
岸
）
に
達
し
、

「
善
友
」
と
ま
み
え
て
よ
ろ
こ
び
を
生
じ
た
と
い
う
。

一
心
に
直
ち
に
進
み
て
道
を
念
じ
て
行
け
ば
、
須
臾
に
す
な
わ
ち
西
の
岸
に
到
り
て
永
く
諸
難
を
離
る
。
善
友
あ
い
見
て
慶
楽
す

る
こ
と
已
む
こ
と
な
か
ら
ん
が
ご
と
し
。（
翻
二
・
二
八—

三
二
）

　

善
導
は
こ
の
譬
喩
を
記
し
て
、
み
ず
か
ら
註
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
い
く
。
そ
こ
で
は
東
岸
は
「
無
人
空
迥
の
沢
」（
翻
二
・
三
二
）
と
い

わ
れ
る
。
人
が
な
く
、
た
だ
は
る
か
に
む
な
し
く
景
色
が
ひ
ら
け
て
い
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
。

常
に
悪
友
に
随
い
て
、
真
の
善
知
識
に
値あ

わ
ざ
る
に
喩
う
る
な
り
。（
翻
二
・
三
二
）

　
「
悪
友
」
と
共
な
る
ば
か
り
で
「
善
知
識
」
と
遇
わ
ぬ
こ
と
を
「
無
人
空
迥
の
沢
」
と
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
無
人
」
と
は

実
際
に
人
間
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な
く
、
こ
の
人
こ
そ
ま
さ
し
く
人
間
で
あ
る
と
見
出
さ
れ
る
「
善
知
識
」
が
い
な
い
こ
と
を
い
う

の
で
あ
る
。
行
者
は
こ
の
無
人
の
東
岸
よ
り
出
で
て
、
西
岸
に
お
い
て
「
善
友
」
と
「
あ
い
見
て
慶
楽
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
人
（「
善
知
識
」「
善
友
」）
を
見
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
達
せ
ら
れ
て
い
る
。

須
臾
に
西
の
岸
に
到
り
て
善
友
相
見
て
喜
ぶ
と
言
う
は
、〔
…
…
〕
彼
の
国
に
生
る
る
こ
と
を
得
て
仏
と
あ
い
見
て
慶
喜
す
る
こ

と
何
ぞ
極
ま
ら
ん
と
喩
う
る
な
り
。（
翻
二
・
三
四—
三
五
）

　

無
人
の
世
界
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

、
仏
（「
善
知
識
」「
善
友
」）
と
相
ま
み
え
る
有
人
の
世
界
へ

0

0

0

0

0

0

到
る
と
い
う
値
遇
の
道
程
が
譬
喩
を
も
ち
い
て
語
ら

れ
て
い
る
。

　

親
鸞
は
『
愚
禿
鈔
』
に
て
二
河
譬
を
解
釈
す
る
な
か
で
、
阿
弥
陀
仏
の
「
か
お
ば
せ
」
に
護
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
護
」
の
言
は
、
阿
弥
陀
仏
果
成
の
正
意
を
顕
す
な
り
、
ま
た
摂
取
不
捨
を
形あ
ら
わす

の
貌
か
お
ば
せな

り
、
す
な
わ
ち
こ
れ
現
生
護
念
な
り13
。

（
全
二
・
二
・
四
七
）
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二
河
譬
に
お
け
る
彼
岸
よ
り
の
声
、「
我
よ
く
汝
を
護
ら
ん
」
の
「
護
」
と
い
う
一
言
を
親
鸞
は
こ
の
よ
う
に
読
む
。「
護
」
と
は
阿

弥
陀
仏
の
光
明
に
摂
取
さ
れ
捨
て
ら
れ
ざ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
生
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
よ
り
護
念
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
護
り

手
の
「
か
お
ば
せ
」
は
言
葉
を
超
え
て
い
る
が
、
同
時
に
「
護
」
と
い
う
一
言
よ
り
、
ま
の
あ
た
り
に
見
通
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

『
愚
禿
鈔
』
が
「
賢
者
の
信
を
聞
き
て
愚
禿
が
心
を
顕
す
」（
全
二
・
二
・
三
）
と
い
う
言
葉
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
と
思
い
あ
わ
せ
る
と
、

こ
こ
で
は
法
然
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
の
「
か
お
ば
せ
」
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
教
行
信
証
』「
後
序
」
に
は
「
か
お
ば
せ
」
に
護
ら
れ
る
こ
と
が
よ
り
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
法
然
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』

の
書
写
を
ゆ
る
さ
れ
た
こ
と
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
な
ど
の
「
真
文
」（
言
葉
）
を
法
然
み
ず
か
ら
の
「
真
筆
」
を
も
っ
て
「
書
か
し
め

た
ま
う
」
こ
と
を
、
あ
る
い
は
法
然
の
「
真
影14
」（
か
お
ば
せ
）
の
書
写
を
拝
領
し
た
こ
と
を
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う

文
言
に
つ
づ
け
て
親
鸞
は
記
し
て
い
る
（
翻
六
・
九
三—

九
四
）。
こ
こ
で
は
「
真
文
」「
真
筆
」「
真
影
」
と
く
り
か
え
し
「
真
」
と
い

う
一
言
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
「
真
文
」・「
真
影
」
は
ど
ち
ら
も
か
た
ち
あ
る
も
の
だ
が
「
真
」
と
付
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
の
か
た
ち
を
通
し
て
ま
の
あ
た
り
に

さ
れ
る
べ
き
真
実
へ
の
奥
ゆ
き
を
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い15
。
法
然
の
「
真
文
」
と
「
真
影
」
を
通
し
て
、
そ
の
奥
ゆ
き
に
お
い

て
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
の
値
遇
が
親
鸞
に
成
就
し
て
い
る
。
親
鸞
は
法
然
の
「
か
お
ば
せ
」
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
「
か
お
ば
せ
」

に
よ
る
護
念
に
思
い
を
致
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
法
然
の
言
葉
や
肖
像
を
授
か
っ
た
こ
と
を
「
決
定
往
生
の
徴し
る
し」（

翻
六
・
九
六
）
と
ま

で
親
鸞
が
表
現
す
る
の
は
そ
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　

法
然
は
親
鸞
に
と
っ
て
最
初
の
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
七
祖
の
伝
統
に
お
け
る
最
後
の
仏
で
あ
っ
た
。
法
然
は
「
十
二
光
仏
の
世
に
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い
で
さ
せ
た
ま
い
し
お
わ
り
の
仏
」（
全
三
・
一
・
八
二
）
で
あ
る
超
日
月
光
仏
よ
り
念
仏
を
授
け
ら
れ
て
、
こ
の
世
に
伝
え
た
の
で
あ

り
、
も
っ
と
も
の
ち
の
仏
、
す
な
わ
ち
「
伝
統
の
先
端16
」
と
し
て
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　

仏
に
遇
い
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
仏
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
「
智
〔
ち
え
の
ま
な
こ
〕

眼
」（
全
二
・
一
・
一
七
六
）
を
生
じ
て
如
来
の
出
世
に
ま
み
え
る

あ
ら
た
な
身
心
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
か
お
ば
せ
」
は
ひ
と
ま
ず
は
法
然
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
も
、
法
然
と
同
等
に

「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」（
全
四
・
一
・
三
五
）
を
獲
得
す
る
親
鸞
自
身
の
「
か
お
ば
せ
」
で
も
あ
る
。「
証
巻
」
に
つ
ぎ
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

か
の
仏
国
土
は
、
清
浄
安
穏
〔
お
だ
し
〕に
し
て
微
妙
快
〔
た
の
し
〕

楽
〔
こ
こ
ろ
よ
し
〕な
り
。
無
為
泥
洹
の
道
に
次ち
か

し
。
そ
れ
も
ろ
も
ろ
の
声
聞
・
菩
薩
・
天
・

人
、
智
慧
高
明
に
し
て
神
通

洞

〔
ほ
が
ら
か
な
り
〕

達
〔
さ
と
る
〕せ
り
。
こ
と
ご
と
く
同
じ
く
一
類
に
し
て
、
形か
た
ち

異
状
な
し
。
た
だ
余
方
に
因
順
す
る
が

ゆ
え
に
、
人
・
天
の
名
あ
り
。
顔
〔
か
お
ば
せ
〕

貌
〔
か
お
ば
せ
〕

端
〔
な
お
し
〕

政
〔
た
だ
し
〕に

し
て
世
に
超
え
て
希
〔
ま
れ
な
り
〕有

な
り
。
容
〔
か
お
ば
せ
〕色

微
〔
こ
ま
か
な
り
〕妙

に
し
て
天
に
あ
ら
ず

人
に
あ
ら
ず
。
み
な
自
然
虚
無
の
身
・
無
極
の
体
を
受
け
た
る
な
り
と
。（
翻
三
・
七—

八
）

　

こ
こ
で
は
浄
土
に
生
ま
れ
た
声
聞
・
菩
薩
・
天
・
人
が
こ
と
ご
と
く
「
形か
た
ち」
に
異
な
り
の
な
い
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
浄
土
に
生

ま
れ
る
者
は
み
な
、
世
に
超
え
す
ぐ
れ
た
、
こ
ま
や
か
な
「
か
お
ば
せ
」「
自
然
虚
無
の
身
・
無
極
の
体
」
を
受
け
て
い
る
と
説
か
れ
て

い
る
。

　
『
浄
土
和
讃
』
に
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る
（
全
二
・
一
・
十
八
）。

顔〔
お
ん
か
お
ば
せ
反
〕
容

端
〔
な
お
く
〕政
た
ぐ
い
な
し

　

精

〔
こ
と
に
よ
し
〕

微
〔
よ
し
〕

妙
〔
た
え
な
る
〕軀〔
み
〕非
人
天
（
特
に
よ
し 

よ
し 

妙
な
る
身
）

　

虚
〔
こ
む
し
し
ん
と
い
う
は
き
わ
も
な
き
ほ
ふ
し
ん
の
た
い
な
り
〕

無
之
身
無
極
体
（
虚
無
之
身
と
い
う
は
極き
わ

も
無
き
法ほ
っ
し
ん身

の
体た
い

な
り
）

　

平
等
力
に
帰
命
せ
よ
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「
顔
容
端
政
」
に
は
「
じ
や
う
ど
の
ひ
と
の
か
た
ち
の
よ
き
こ
と
な
り
」（
浄
土
の
人ひ
と

の
か
た
ち
の
よ
き
こ
と
な
り
）
と
さ
ら
に
註
記
さ

れ
、「
非
人
天
」
の
下
に
は
「
て
ん
に
あ
ら
ず 

に
ん
に
あ
ら
ず
」（
天
に
あ
ら
ず 

人
に
あ
ら
ず
）
と
記
さ
れ
て
い
る17
。

　

阿
弥
陀
仏
の
平
等
な
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
「
浄
土
の
人
」
は
「
妙
な
る
身
」
を
か
が
や
か
せ
て
い
る
。
親
鸞
が
ま
の
あ
た
り
に
し

た
法
然
は
ま
さ
し
く
「
浄
土
の
人
」
で
あ
り
、
そ
の
「
か
お
ば
せ
」
は
天
・
人
に
あ
ら
ざ
る
「
妙
な
る
身
」
の
中
心
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

法
然
と
の
値
遇
は
「
浄
土
の
人
」
と
の
値
遇
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
あ
ら
わ
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
親
鸞

み
ず
か
ら
も
ま
た
法
然
と
同
等
の
身
心
を
、
平
等
に
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
教
法
を
聞
き
、
阿
弥
陀
仏
の
平
等
な
る
光
明
土
に
摂
取
さ
れ
る
が
ゆ
え
に

0

0

0

0

、「
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
」

（
翻
二
・
一
〇
四
）
と
い
う
み
ず
か
ら
の
「
す
が
た
」
が
ま
の
あ
た
り
に
さ
れ
、
み
ず
か
ら
の
光
な
き
「
か
お
ば
せ
」
が
「
光
顔
」
に
よ

っ
て
く
っ
き
り
と
照
ら
し
出
さ
れ
る
。「
今
」
の
と
き
、「
か
お
ば
せ
」
に
遇
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
み
ず
か
ら
が
つ
ね
に
「
か

お
ば
せ
」
の
光
明
に
臨
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
に
遇
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
み
ず
か
ら
を
つ
ね
に
光
明
に

護
念
さ
れ
る
「
是
人
」（
全
三
・
一
・
一
三
四
）
と
み
る
こ
と
が
か
な
わ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
は
「
常
照
是
人
」（〔
阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
〕

常
に
こ
の
人
を
照
ら
し
た
ま
う
）
と
い
わ
れ
る
「
是
人
」
を
「
真
実
信
楽
の
ひ
と
」「
よ
き
ひ
と
」
と
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
「
疑
惑
の
も

の
」
は
「
ひ
と
に
あ
ら
ず
」「
わ
る
き
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
全
三
・
一
・
一
三
四
）。
つ
ま
り
値
遇
が
成
就
す
る
ゆ
え
に
、
み

ず
か
ら
の
疑
惑
や
悪
を
お
そ
れ
る
こ
と
な
く
直
視
す
る
こ
と
が
適
い
、
み
ず
か
ら
の
人
身
を
受
け
と
め
る
難
さ
が
自
覚
さ
れ
る
。
親
鸞

は
法
然
と
同
等
の
身
心
を
獲
得
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
す
す
ん
で
み
ず
か
ら
は
教
法
に
尋
ね
つ
づ
け
る
身
心
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
、

み
ず
か
ら
の
す
が
た
を
「
善
悪
の
字
し
り
が
お
は 

お
お
そ
ら
ご
と
の
か
た
ち
な
り
」（
全
二
・
一
・
二
二
四
）
と
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
。

師
を
ま
の
あ
た
り
に
し
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
却
っ
て
「
苦
悩
の
群
萌
」
と
し
て
の
み
ず
か
ら
が
悲
喜
と
共
に
見
出
さ
れ
て
く

る18
。
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
真
に
苦
悩
す
る
親
鸞
こ
そ
が
、
ま
さ
に
光
顔
の
人
と
し
て
同
朋
た
ち
か
ら
あ
お
が
れ
て
ゆ
く
。
恵
信
は
親
鸞

を
観
音
の
化
身
と
し
て
あ
お
ぎ
（
全
三
・
二
・
一
八
九
）、
蓮
位
は
親
鸞
を
「
弥
陀
如
来
の
化
現
」（
全
四
・
二
・
十
二
）
と
し
て
拝
し
た
。

恵
信
や
蓮
位
に
と
っ
て
、
親
鸞
は
「
浄
土
の
人
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
か
お
ば
せ
」
と
は
、「
お
も
て
」（
表
・
面
）
で
あ
る
。「
お
も
て
」
と
は
、
み
ず
か
ら
を
決
し
て
ほ
こ
り
え
ぬ
意
で
あ
る
。
信
の
よ

ろ
こ
び
は
身
心
を
つ
つ
み
、
そ
の
「
す
が
た
」
の
き
わ
ま
り
が
「
か
お
ば
せ
」
と
し
て
、
お
の
ず
と
「
あ
ら
わ
」（
形
・
顕
）
に
な
る
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
発
現
を
念
仏
者
は
み
ず
か
ら
ま
の
あ
た
り
に
し
な
い
の
で
あ
る
。

摂
取
の
心
光
、
常
に
照
護
し
た
ま
う
。
す
で
に
よ
く
無
明
の
闇
を
破
す
と
い
え
ど
も
、

貪
愛
瞋
憎
の
雲
霧
、
常
に
真
実
信
心
の
天
に
覆
え
り
。（
翻
一
・
一
三
九
）

　

阿
弥
陀
仏
の
摂
取
の
「
か
お
ば
せ
」
は
つ
ね
に
「
真
実
信
楽
の
ひ
と
」
を
照
ら
し
護
る
。
光
明
に
よ
っ
て
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
る
こ

と
と
、
た
ち
ま
ち
に
み
ず
か
ら
を
貪
欲
や
愛
憎
の
暗
雲
が
覆
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
せ
め
ぎ
あ
う
よ
う
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
覆
わ
れ
る
の
が
「
真
実
信
心
の
天
」
で
あ
る
こ
と
を
念
仏
者
は
す
で
に
知
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
念
仏
者
に
と
っ
て
「
真
実

信
心
」
と
の
絶
え
ざ
る
値
遇
が
も
っ
と
も
要
の
課
題
で
あ
る
。「
事
毎
に
信
有
る
べ
し19
」
と
い
わ
れ
る
「
今
」
に
信
を
獲
得
す
る
と
き
、

み
ず
か
ら
が
ま
の
あ
た
り
に
し
え
た
青
空
の
美
貌
が
そ
の
満
面
に
映
り
湛
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も

0

0

0

0

、
念
仏
者
は
そ
れ
を
知
る
べ
く
も

な
く
、
も
は
や
満
ち
足
り
た
風
貌
で
道
を
求
め
て
生
き
ゆ
く
の
み
で
あ
る20
。

凡
例

一
、『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』（
法
蔵
館 

一
九
六
九—

一
九
七
〇
）、『
定
本
教
行
信
証
』（
法
蔵
館 

一
九
八
九
）、『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類 

翻
刻
篇
』

（
東
本
願
寺
出
版 

二
〇
一
二
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
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全 

巻
・
篇
・
頁—

頁 

…
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』

 

定 

頁—

頁 

…
『
定
本
教
行
信
証
』

 
翻 

巻
・
頁—

頁 

…
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類 

翻
刻
篇
』

一
、
引
用
は
お
お
よ
そ
現
代
仮
名
づ
か
い
・
新
漢
字
で
表
記
し
、
漢
文
は
原
則
と
し
て
訓
読
し
た
。

一
、
左
訓
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
換
え
、
読
み
仮
名
の
位
置
に
〔　

〕
内
で
表
記
し
た
。
一
部
は
引
用
の
あ
と
に
（　

）
内
で
記

し
た
。〔　

〕
内
に
な
い
も
の
が
、
通
常
の
読
み
仮
名
で
あ
る
。

一
、
引
用
文
の
中
略
を
〔
…
…
〕
と
表
記
す
る
。
ま
た
〔 

〕
内
に
本
稿
筆
者
の
補
記
も
お
こ
な
う
。

一
、
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
。

参
考
文
献

名
畑
直
日
児
「
本
願
成
就
文
に
お
け
る
「
歓
喜
」
に
つ
い
て—

「
歓
喜
者
形
身
心
悦
予
之
貌
也
」
を
通
し
て—

」『
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
度
真
宗

学
会
例
会
活
動
報
告
』
真
宗
学
会
例
会
運
営
委
員
会 

一
九
九
九

鍋
島
直
樹
「
親
鸞
に
お
け
る
信
と
肉
体
性—
道
元
の
身
心
把
捉
と
比
較
し
て—

」『
真
宗
学
』
第
七
九
号 

龍
谷
大
学
真
宗
学
会 

一
九
八
九

渡
邊
了
生
『
親
鸞
の
弥
陀
身
土
論—

阿
弥
陀
如
来
・
浄
土
と
は—

』
真
宗
興
正
派
宗
務
所
教
務
部 

二
〇
一
三

織
田
顕
祐
「
和
国
の
教
主
聖
徳
王—

聖
徳
太
子
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
も
の—

」『
仏
教
伝
来
』
大
谷
大
学 

二
〇
〇
一

児
玉
暁
洋
「
崇
信
学
舎
・
児
玉
先
生
最
後
の
法
話
か
ら
」『
崇
信
』
第
五
七
〇
号 

崇
信
学
舎 

二
〇
一
八

 

　
　

 

「
典
型
と
し
て
の
人
間
」『
児
玉
暁
洋
選
集
』
第
二
巻 

法
蔵
館 

二
〇
一
七

 

　
　

 

「
顔
」『
児
玉
暁
洋
選
集
』
第
一
巻 

法
蔵
館 

二
〇
一
七

内
記
洸
「
関
係
と
し
て
の
浄
土
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
三
七
号 
真
宗
教
学
学
会 

二
〇
一
六

出
雲
路
暢
良
「
親
鸞
の
共
同
体
に
つ
い
て
の
試
論—

そ
の
根
拠
と
行
動—
」『
仏
教
研
究
論
集
』
清
文
堂 

一
九
七
五

池
田
勇
諦
『
親
鸞
か
ら
蓮
如
へ 

真
宗
創
造—

「
御
文
」
の
発
遣—

』「
シ
リ
ー
ズ
親
鸞
」
第
八
巻 

筑
摩
書
房 

二
〇
一
〇

西
村
見
暁
「
白
道
四
五
寸
（
上
）—

「
世
界
的
統
一
的
文
化
の
原
造
者
」
そ
の
二
十
二—

」『
香
草
』
一
九
五
九
年
六
月
号 

香
草
舎 

一
九
五
九

難
波
教
行
「
真
影
の
図
画
と
『
教
行
信
証
』」『
大
谷
学
報
』
第
九
四
巻
第
一
号 
大
谷
学
会 

二
〇
一
四

宮
下
晴
輝
「
仏
教
に
お
け
る
身
体
論—

仏
教
倫
理
学
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
一
視
点—
」『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話—

浄
土
真
宗
と
福
音
主
義
神
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学—

』
法
蔵
館 

二
〇
〇
〇

 
　
　

 

『
教
行
信
証
講
義
集
成
』
第
一
巻
「
教
行
一
」
法
蔵
館 

一
九
七
五

 
　
　

 

『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
三
巻 

法
蔵
館 

一
九
七
四

 

　
　

 
『
聖
徳
太
子
集
』「
日
本
思
想
大
系
二
」
岩
波
書
店 

一
九
七
五

 

　
　

 
『
暁
烏
敏
全
集
』
第
二
部
第
十
巻 

香
草
舎 

一
九
五
九

註１ 

名
畑
直
日
児
「
本
願
成
就
文
に
お
け
る
「
歓
喜
」
に
つ
い
て—

「
歓
喜
者
形
身
心
悦
予
之
貌
也
」
を
通
し
て—

」（『
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年

度
真
宗
学
会
例
会
活
動
報
告
』、
真
宗
学
会
例
会
運
営
委
員
会
、
一
九
九
九
）
は
題
に
示
さ
れ
る
と
お
り
「
か
お
ば
せ
」
に
着
目
し
た
稀
有
な
論
で

あ
り
、
第
十
八
願
成
就
文
に
お
け
る
「
歓
喜
」
と
「
慶
喜
」
の
対
応
な
ど
を
考
察
し
て
い
る
。

 

　

ほ
か
に
鍋
島
直
樹
「
親
鸞
に
お
け
る
信
と
肉
体
性—

道
元
の
身
心
把
捉
と
比
較
し
て—

」（『
真
宗
学
』
第
七
九
号
、
龍
谷
大
学
真
宗
学
会
、
一

九
八
九
）
に
お
い
て
も
、
親
鸞
に
お
け
る
「
身
心
一
如
」
と
い
う
切
り
口
か
ら
「
歓
喜
と
言
う
は
、
身
心
の
悦
予
の
貌
を
形
す
な
り
」
の
文
言
が

引
か
れ
る
が
、
焦
点
は
「
身
心
」
に
あ
た
っ
て
お
り
「
か
お
ば
せ
」
は
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。

 

　

江
戸
期
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
円
乗
院
宣
明
が
「
教
巻
」
の
「
諸
根
悦
予 

姿
色
清
浄 

光
顔
巍
巍
」
を
講
義
す
る
な
か
で
「
一
身
の
中
に
尊

ぶ
所
は
顔
色
な
り
。〔
…
…
〕
今
世
尊
の
弥
陀
を
念
じ
た
ま
う
さ
ま
は
仏
身
に
顕
わ
る
る
筈
な
り
」（『
教
行
信
証
講
義
集
成
』
第
一
巻
「
教
行
一
」、

法
蔵
館
、
一
九
七
五
、
三
〇
七—

三
〇
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
香
月
院
深
励
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
講
じ
て
い
る
。

 
 

姿
色
清
浄
と
は
。
姿
は
姿
容
也
。
か
た
ち
の
こ
と
。
今
日
世
尊
の
御
か
た
ち
は
。
全
体
が
光
明
の
御
姿
な
り
。
そ
れ
ゆ
え
に
御
形
の
色
が
透

き
通
り
て
。
ま
こ
と
に
清
浄
に
拝
ま
れ
給
う
。
人
間
で
言
は
ば
。
び
い
ど
ろ
み
る
が
ご
と
く
な
り
。

 

（『
教
行
信
証
講
義
集
成
』
第
一
巻
、
三
一
八
頁
）

 

　

宣
明
や
深
励
は
若
干
だ
が
「
か
お
ば
せ
」「
す
が
た
」「
か
た
ち
」
に
目
を
と
め
て
お
り
、「
す
が
た
」
の
き
わ
ま
り
と
し
て
の
「
か
お
ば
せ
」
に

つ
い
て
言
葉
を
遺
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
見
解
は
「
教
巻
」
を
経
て
「
行
巻
」「
信
巻
」「
証
巻
」
に
あ
ら
わ
れ
る
「
か
お
ば
せ
」
を

読
み
解
く
際
に
は
活
か
さ
れ
て
い
な
い
。「
か
お
ば
せ
」
に
着
目
し
て
『
教
行
信
証
』
の
展
開
の
な
か
で
論
じ
た
先
行
研
究
は
管
見
の
か
ぎ
り
、
前

掲
の
名
畑
論
文
以
外
に
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

２ 

た
と
え
ば
渡
邊
了
生
『
親
鸞
の
弥
陀
身
土
論—

阿
弥
陀
如
来
・
浄
土
と
は—

』（
真
宗
興
正
派
宗
務
所
教
務
部
、
二
〇
一
三
、
五
八
頁
）
で
は
、
親



（東）　64

鸞
に
お
け
る
二
種
法
身
説
、
ま
た
真
実
・
方
便
の
分
判
と
相
即
と
い
う
動
的
な
了
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

３ 

い
う
ま
で
も
な
く
言
葉
は
力
と
し
て
は
た
ら
き
、
縁
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
が
、「
強
縁
」
は
言
葉
そ
の
も
の
を
意
と
す
る
よ
り
、
言
葉
を
ふ
く
み

つ
つ
、
な
お
広
い
意
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
分
け
て
考
え
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
「
強
縁
」
は
「
か
た
ち
」（
た

と
え
ば
言
葉
）
を
ふ
く
み
つ
つ
も
「
か
た
ち
」
を
超
え
ゆ
く
あ
り
か
た
、「
聖
典
・
師
釈
」
は
「
か
た
ち
」
な
き
も
の
が
「
か
た
ち
」（
言
葉
）
と

し
て
伝
来
し
て
ゆ
く
あ
り
か
た
と
い
え
る
。

４ 

『
高
僧
和
讃
』
で
は
各
々
の
高
僧
の
伝
記
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
思
想
に
か
か
わ
る
文
言
も
お
お
く
出
だ
さ
れ
て
い
る
が
、「
太
子
和
讃
」
で
は
太
子

の
事
績
が
主
と
し
て
讃
嘆
さ
れ
る
。『
高
僧
和
讃
』
と
「
太
子
和
讃
」
と
で
は
、
讃
嘆
さ
れ
る
内
容
に
異
な
り
が
あ
る
と
い
え
る
。

５ 

織
田
顕
祐
「
和
国
の
教
主
聖
徳
王—

聖
徳
太
子
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
も
の—

」（『
仏
教
伝
来
』、
大
谷
大
学
、
二
〇
〇
一
、
三
〇
二—

三
〇
三
頁
）

を
参
考
と
し
た
。

６ 

親
鸞
に
お
い
て
結
実
し
た
七
祖
と
太
子
と
い
う
ふ
た
つ
の
潮
流
に
つ
い
て
、
児
玉
暁
洋
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

 
 

「
正
信
偈
」
に
は
三
国
七
高
僧
の
伝
統
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
つ
聖
徳
太
子
の
伝
統
が
あ
る
。
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
仏
法
が
日
本

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
と
こ
ろ
、
鎌
倉
の
仏
教
ま
で
ず
っ
と
繫
が
っ
て
い
る
。

 
（「
崇
信
学
舎
・
児
玉
先
生
最
後
の
法
話
か
ら
」『
崇
信
』
第
五
七
〇
号
、
崇
信
学
舎
、
二
〇
一
八
、
二
頁
）

 

　
『
高
僧
和
讃
』
に
「
敏
達
天
皇
元
年 
正
月
一
日
誕
生
し
た
ま
う
」
と
太
子
が
日
本
に
誕
生
し
た
こ
と
が
い
わ
れ
る
の
は
「
親
鸞
聖
人
の
と
こ
ろ
、

鎌
倉
の
仏
教
ま
で
ず
っ
と

0

0

0

繫0

が
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

」
と
い
う
意
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
「
強
縁
」
が
日
本
に
ま
で
到
り

と
ど
き
、
み
ず
か
ら
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
讃
嘆
さ
れ
て
い
る
。

７ 

内
記
洸
「
関
係
と
し
て
の
浄
土
」（『
真
宗
教
学
研
究
』
第
三
七
号
、
真
宗
教
学
学
会
、
二
〇
一
六
、
六
四—

六
五
頁
）
で
は
「
か
た
ち
」
に
は
ど

こ
ま
で
も
「
か
た
ち
な
き
こ
と
」
へ
の
「
本
質
的
な
遡
行
が
包
ま
れ
て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
か
と
い
っ
て
「
か
た

ち
」
に
対
し
て
「
か
た
ち
な
き
こ
と
」
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
か
た
ち
」
と
「
か
た
ち
な
き
こ
と
」
と

い
う
ふ
た
つ
の
表
現
か
ら
生
じ
る
幅
に
お
い
て
、「
一
つ
の
関
係
」
が
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

８ 

親
鸞
は
「
帰
命
」
と
い
う
言
葉
を
主
と
し
て
「
帰
命
無
量
寿
如
来
」（
翻
一
・
一
三
七
）
と
い
う
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て
も
ち
い
る
た
め
、
こ

の
よ
う
な
表
現
は
異
例
と
い
え
る
。

９ 

出
雲
路
暢
良
「
親
鸞
の
共
同
体
に
つ
い
て
の
試
論—

そ
の
根
拠
と
行
動—
」『
仏
教
研
究
論
集
』（
清
文
堂
、
一
九
七
五
）、
六
三
九
頁
。
出
雲
路
は

「
変
革
し
て
や
ま
ぬ
は
た
ら
き
と
し
て
の
人0

は
、
決
し
て
宗
教
的
天
才
と
し
て
の
個
人
で
は
な
く
、
伝
統
の
先
端
・
伝
統
の
現
実
態
と
し
て
の
人0

で
あ
る
」（
傍
点
は
原
文
に
よ
る
）
と
述
べ
て
い
る
。
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10 

「
し
ず
か
に
し
ず
か
に
」
に
「
寂
・
静
」
の
二
言
を
あ
て
る
の
は
『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
巻
」
の
「
寂
静
」
の
左
訓
で
あ
る
「
し
ず
か
に
し
ず
か

な
り
」（
翻
四
・
三
五
）
を
参
考
と
し
た
。

11 
児
玉
暁
洋
「
典
型
と
し
て
の
人
間
」『
児
玉
暁
洋
選
集
』
第
二
巻
（
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
）、
五
頁
。

12 
二
河
譬
の
略
述
に
つ
い
て
は
池
田
勇
諦
『
親
鸞
か
ら
蓮
如
へ 

真
宗
創
造—

「
御
文
」
の
発
遣—

』（「
シ
リ
ー
ズ
親
鸞
」
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
二

〇
一
〇
）
の
「
第
三
章 

血
路
を
ひ
ら
く
「
御
文
」」
を
参
考
と
し
た
。

13 

西
村
見
暁
「
白
道
四
五
寸
（
上
）—

「
世
界
的
統
一
的
文
化
の
原
造
者
」
そ
の
二
十
二—

」（『
香
草
』
一
九
五
九
年
六
月
号
、
香
草
舎
、
九
頁
）

に
お
い
て
は
白
道
を
「
善
知
識
の
顔
」
で
あ
る
と
読
む
、
き
わ
め
て
独
創
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
西
村
は
こ
の
『
愚
禿
鈔
』
の

「
護
」
に
お
け
る
「
か
お
ば
せ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
着
想
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
西
村
は
さ
ら
に
「
四
五
寸
」
を
「
四
寸
は
小
形

の
顔
で
あ
り
、
五
寸
と
は
大
型
の
顔
で
あ
り
ま
す
」
と
釈
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
や
や
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
の
解
釈
は
『
浄
土
和

讃
』「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
中
の
第
四
十
一
首
（
全
二
・
一
・
二
八
）
に
あ
る
「
相
好
金
山
の
ご
と
く
な
り
」
の
「
相
好
」
に
付
さ
れ
た
左
訓
、

「
そ
う
は
お
お
か
た
ち 

こ
う
は
こ
か
た
ち
」（
相
は
大
か
た
ち
、
好
は
小
か
た
ち
）
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
大
か
た
ち
・
小
か
た
ち
」
と

は
仏
の
三
十
二
相
を
「
大
」、
八
十
種
好
を
「
小
」
と
示
す
も
の
で
あ
る
。

 

　

西
村
が
白
道
を
「
善
知
識
の
顔
」
と
読
む
に
い
た
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
親
鸞
の
文
言
に
依
拠
す
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
う
な
が
し
が
あ
っ

て
の
思
索
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
西
村
は
「
お
顔
の
疵
」（『
香
草
』
一
九
五
五
年
一
〇
月
号
、
香
草
舎
）
と
い
う
論
説
も
あ
ら
わ
し

て
お
り
、
そ
こ
に
は
明
達
寺
・
臘
扇
堂
に
お
け
る
暁
烏
敏
の
（
面
）
像
を
真
近
に
拝
す
る
者
な
ら
で
は
の
師
・
暁
烏
の
受
け
と
め
が
語
ら
れ
て
い

る
。
暁
烏
の
「
か
お
ば
せ
」「
す
が
た
」「
か
た
ち
」
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
か
ら
、
西
村
の
「
顔
」
へ
の
着
目
は
生
ま
れ
て
き
て
い
る
と
も

あ
ら
わ
し
う
る
。
ま
さ
に
臘
扇
堂
よ
り
生
ま
れ
た
思
索
の
一
端
と
し
て
の
二
河
譬
解
釈
と
い
え
よ
う
。

 

　

暁
烏
は
み
ず
か
ら
の
師
で
あ
る
清
沢
満
之
を
和
讃
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
締
め
括
っ
て
い
る
。

 

　
　

そ
の
み
す
が
た
も
か
ん
ば
せ

0

0

0

0

も　

言
葉
も
文ふ
み

も
ま
こ
と
て
ふ

 

　
　
　

言こ
と

に
ふ
さ
は
ぬ
と
こ
ろ
な
し　

ま
こ
と
は
先
生
の
名な

な
る
か
な

 
 

（「
清
沢
先
生
讃
仰
」『
暁
烏
敏
全
集
』
第
二
部
第
十
巻
、
香
草
舎
、
一
九
五
九
、
二
一
五
頁
）

 

　

清
沢
の
「
か
お
ば
せ
」
を
ま
の
あ
た
り
に
し
た
暁
烏
の
ま
ね
び
が
、
そ
の
門
流
に
伝
統
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

14 

西
本
願
寺
蔵
『
教
行
信
証
』、
専
修
寺
蔵
『
教
行
信
証
』
に
は
「
し
や
う
に
ん
の
お
ん
か
た
ち
」（
聖
人
の
御
か
た
ち
）
の
左
訓
が
記
さ
れ
て
い
る

（
定
三
八
二
）。

15 

難
波
教
行
「
真
影
の
図
画
と
『
教
行
信
証
』」（『
大
谷
学
報
』
第
九
四
巻
第
一
号
、
大
谷
学
会
、
二
〇
一
四
、
二
三
頁
）
で
は
、
親
鸞
が
「
真
」
の
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一
言
を
「
仮
・
偽
」
に
対
し
て
も
ち
い
て
お
り
、「
真
に
し
て
実
な
る
」
と
い
う
明
確
な
意
を
も
っ
て
、『
教
行
信
証
』「
後
序
」
に
連
ね
て
い
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

16 
出
雲
路
暢
良
「
親
鸞
の
共
同
体
に
つ
い
て
の
試
論—

そ
の
根
拠
と
行
動—

」『
仏
教
研
究
論
集
』、
六
三
九
頁
。

17 
『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
三
巻
（
法
蔵
館
、
一
九
七
四
）、
三
九
頁
を
参
照
し
た
。

18 

宮
下
晴
輝
「
仏
教
に
お
け
る
身
体
論—

仏
教
倫
理
学
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
一
視
点—

」（『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話—

浄
土
真
宗
と
福
音
主

義
神
学—
』、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
、
一
七
二—

一
七
四
頁
）
で
は
、
仏
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
仏
と
の
「
出
会
い
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
」
を
意

と
す
る
と
し
て
、
親
鸞
の
い
う
信
心
と
は
「
菩
薩
の
誓
願
心
」
で
あ
り
、「
異
生
と
し
て
の
心
を
も
ち
、
そ
の
身
体
を
生
き
る
我
々
に
、
ま
っ
た
く

新
た
な
心
が
生
じ
、
そ
の
心
が
開
く
世
界
の
身
体
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
同
時
に
「
ま
た
こ
の
心
〔
信
心
〕
に
よ
っ
て
の
み
、
罪
悪
深
重
の
身
を
生
き
る
異
生
と
し
て
の
自
己
が
あ
り
の
ま
ま
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

19 

「
憲
法
十
七
条
」
第
九
条
、『
聖
徳
太
子
集
』（「
日
本
思
想
大
系
二
」、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）、
一
七
頁
。

20 

児
玉
暁
洋
は
「
顔
」（『
香
草
』
一
九
五
八
年
一
月
号
、
香
草
舎
）
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（『
児
玉
暁
洋
選
集
』
第
一
巻
、
法
蔵
館
、
二
〇

一
七
、
三
五
七—

三
五
八
頁
）。

 
 

い
ま
や
、
自
己
の
真
実
、
世
界
の
真
実
が
喜
ば
し
き
一
つ
の
顔
と
な
っ
て
眼
前
に
在
る
の
で
あ
る
。
我
ら
は
た
だ
そ
れ
に
向
か
っ
て
真
っ
直

ぐ
に
進
み
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。

 

（
大
谷
大
学
任
期
制
助
教　

真
宗
学
）

 

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
他
者
、
往
生
、
救
済


