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︻
要
旨
︼
清
沢
満
之
と
真
宗
の
教
法＊

—

倫
理
的
宗
教
お
よ
び
俗
諦
を
め
ぐ
っ
て—

藤
原　

智

は
じ
め
に

　

本
稿
は
︑
明
治
の
中
期
に
真
宗
大
谷
派
僧
侶
と
し
て
︑
ま
た
宗
教
哲
学
者
と
し
て
活
躍
し
︑
真
宗
大
学
︵
現
︑
大
谷
大
学
︶
の
初
代
学
監
で

も
あ
っ
た
清
沢
︵
徳
永
︶
満
之
の
思
索
︑
特
に
倫
理
道
徳
に
関
わ
る
面
を
考
察
す
る
︒

　

ま
ず
注
目
す
る
の
は
︑
明
治
三
二
年
七
月
九
日
付
で
友
人
の
清
川
円
誠
に
宛
て
ら
れ
た
清
沢
の
書
簡
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
前
年
の
巣
鴨

監
獄
教
誨
師
事
件
を
念
頭
に
真
宗
の
教
法
に
対
し
て
救
済
的
側
面
と
倫
理
的
側
面
と
に
関
わ
る
疑
問
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
書
簡
が
記
さ

れ
た
時
期
は
︑
清
沢
が
真
宗
大
学
の
経
営
を
打
診
さ
れ
た
直
後
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
こ
こ
で
清
沢
が
真
宗
の
教
法
に
言
及
す
る
の

は
︑
こ
れ
か
ら
の
宗
門
を
担
う
若
い
学
生
に
い
っ
た
い
何
を
教
え
る
の
か
が
特
に
課
題
と
な
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ

の
課
題
を
も
ち
つ
つ
記
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
︑
当
時
の
思
索
ノ
ー
ト
で
あ
る
﹃
有
限
無
限
録
﹄
と
考
え
る
︒

＊
編
集
委
員
会
注　

本
稿
は
要
旨
で
あ
る
︒
全
文
は
大
谷
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
︵https://otani.repo.nii.ac.jp

︶
の
左
記
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
掲
載
︒

　

http://id.nii.ac.jp/1374/00008898/
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﹃
有
限
無
限
録
﹄
は
︑﹁
仁
義
礼
智
信
﹂
の
﹁
五
常
﹂
か
ら
本
格
的
な
思
索
が
進
め
ら
れ
る
︒
こ
の
儒
教
に
言
わ
れ
る
徳
目
で
あ
る
﹁
五
常
﹂

か
ら
思
索
が
始
ま
る
点
に
疑
問
を
提
示
し
た
の
が
子
安
宣
邦
で
あ
る
︒
そ
し
て
子
安
は
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
儒
家
的
言
語
と
は
﹁
教
育
勅

語
﹂
を
構
成
す
る
言
語
だ
と
し
︑﹃
有
限
無
限
録
﹄
に
こ
れ
に
対
抗
す
る
清
沢
の
戦
略
的
意
図
を
見
出
す
︵﹃
歎
異
抄
の
近
代
﹄
白
澤
社
︑
二
〇
一

四
年
︶︒

　

本
稿
は
︑
ま
ず
子
安
の
疑
問
か
ら
真
宗
に
お
け
る
儒
家
的
教
法
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒
そ
し
て
次
に
﹁
教
育
勅
語
﹂
と
の
関

連
で
子
安
も
名
を
挙
げ
る
井
上
哲
次
郎
と
清
沢
の
関
係
を
考
え
る
︒
そ
の
上
で
︑
最
晩
年
の
清
沢
の
俗
諦
論
と
も
い
う
べ
き
明
治
三
六
年
の

﹁
宗
教
的
道
徳
︵
俗
諦
︶
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
﹂
に
至
る
清
沢
の
真
宗
の
教
法
へ
の
思
索
を
明
ら
か
に
す
る
︒

一　

明
治
三
十
年
代
ま
で
の
真
宗
大
谷
派
で
語
ら
れ
る
﹁
俗
諦
﹂︵
世
間
的
教
法
︶

　

清
沢
の
理
解
を
考
え
る
に
先
立
ち
︑
当
時
の
真
宗
大
谷
派
︵
東
派
︶
教
団
に
お
い
て
﹁
五
常
﹂
と
い
っ
た
世
間
的
道
徳
に
関
し
て
ど
の
よ
う

な
一
般
的
理
解
が
あ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
︒

　

さ
て
︑
近
代
以
降
の
真
宗
教
団
に
お
い
て
︑
宗
教
的
真
理
を
示
す
教
え
を
﹁
真
諦
﹂︑
世
間
的
道
徳
を
示
す
教
え
を
﹁
俗
諦
﹂
と
し
︑
こ
の

二
つ
が
真
宗
の
教
え
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
︑
そ
の
意
味
で
﹁
真
俗
二
諦
﹂
と
い
っ
た
言
葉
が
多
く
語
ら
れ
る
︒
そ
の
元
に
な
っ
た
の
は

覚
如
や
蓮
如
の
倫
理
道
徳
に
関
す
る
発
言
で
あ
る
︒
近
世
大
谷
派
教
学
の
大
成
者
と
言
う
べ
き
深
励
は
︑
真
宗
正
依
の
経
典
で
あ
る
﹃
無
量

寿
経
﹄︵﹃
大
経
﹄︶
の
三
毒
五
悪
段
を
講
じ
る
際
に
︑
こ
の
段
に
説
か
れ
る
﹁
五
善
﹂
に
つ
い
て
︑
覚
如
﹃
改
邪
鈔
﹄
と
蓮
如
﹃
御
文
﹄
を
根

拠
に
儒
教
に
言
う
﹁
五
常
﹂
を
勧
め
る
も
の
と
位
置
付
け
た
︒
こ
の
深
励
の
見
解
は
︑
明
治
以
降
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
︒
そ
し
て
明
治

十
九
年
制
定
の
真
宗
大
谷
派
宗
制
寺
法
で
真
諦
と
俗
諦
と
の
二
諦
相
依
が
真
宗
の
教
え
で
あ
る
と
︑
公
式
に
定
め
ら
れ
た
︒

　

清
沢
が
真
宗
の
倫
理
道
徳
と
し
て
ま
ず
学
び
と
っ
た
こ
と
は
︑
お
お
む
ね
上
記
の
内
容
だ
と
見
て
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
明
治
二
六
年

初
頭
︑
清
沢
は
﹁
俗
諦
は
真
諦
よ
り
流
出

0

0

﹂
す
る
も
の
と
し
︵
俗
諦
流
出
説
︶︑
そ
の
内
容
を
﹁
仁
義
礼
智
﹂
や
﹁
忠
孝
廉
節
﹂﹁
力
を
国
に
君
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に
尽
す
べ
し
﹂
な
ど
と
確
か
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
清
沢
最
晩
年
の
俗
諦
論
と
い
う
べ
き
明
治
三
十
六
年
の
﹁
宗
教
的
道
徳
︵
俗
諦
︶
と
普
通
道

徳
と
の
交
渉
﹂
に
お
い
て
も
︑
あ
く
ま
で
真
宗
の
一
般
論
と
し
て
で
あ
る
が
︑﹁
俗
諦
﹂
に
つ
い
て
﹁
掟
﹂﹁
王
法
仁
義
﹂﹁
五
常
﹂
な
ど
と
述

べ
て
い
る
︒

　

江
戸
後
期
以
来
︑
一
般
的
に
真
宗
の
世
俗
的
教
法
︵
俗
諦
︶
は
﹁
五
常
﹂
に
代
表
さ
れ
て
お
り
︑
清
沢
も
こ
れ
を
共
有
し
て
い
た
︒
つ
ま
り

﹃
有
限
無
限
録
﹄
は
そ
の
真
宗
の
﹁
俗
諦
﹂
の
教
え
を
捉
え
直
す
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
そ
れ
は
当
時
の
真
宗
の
文
脈
の
中
で
特
殊

な
議
論
だ
っ
た
と
は
見
え
な
い
︒
そ
の
上
で
︑
こ
れ
を
﹁
教
育
勅
語
﹂
に
対
抗
す
る
言
説
だ
と
し
た
子
安
の
指
摘
を
検
討
し
た
い
︒

二　

井
上
哲
次
郎
の
国
家
主
義
的
道
徳
と
清
沢
満
之

　

と
こ
ろ
で
︑
明
治
二
六
年
初
頭
の
清
沢
の
発
言
に
は
︑﹁
俗
諦
﹂
と
し
て
﹁
力
を
国
に
君
に
尽
す
べ
し
﹂
な
ど
と
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
清

沢
の
発
言
に
対
し
︑
安
冨
信
哉
・
久
木
幸
男
は
そ
の
後
に
清
沢
の
考
え
・
態
度
が
変
わ
る
と
指
摘
す
る
︒
特
に
久
木
は
︑
明
治
二
六
年
頃
の

﹁
宗
教
と
教
育
の
衝
突
﹂
論
争
に
注
目
す
る
︒

　

明
治
二
三
年
十
月
三
十
日
に
発
布
さ
れ
た
﹁
教
育
勅
語
﹂
は
︑
明
治
二
四
年
九
月
の
井
上
哲
次
郎
﹃
勅
語
衍
義
﹄
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
究
極

的
に
は
﹁
国
家
ノ
為
メ
ニ
死
ス
ル
﹂
こ
と
に
行
き
つ
く
国
家
主
義
的
道
徳
を
天
皇
か
ら
臣
民
に
下
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
教
育
勅
語
﹂

発
布
の
直
後
︑
キ
リ
ス
ト
者
の
内
村
鑑
三
が
不
敬
だ
と
批
判
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
る
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
井
上
哲
次
郎
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教

批
判
が
明
治
二
六
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
宗
教
ト
教
育
ノ
衝
突
﹄
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
き
︑
大
き
な
論
争
と
な
る
︒
井
上
は
国
家
主

義
の
立
場
か
ら
︑
キ
リ
ス
ト
教
が
﹁
教
育
勅
語
﹂
と
相
い
れ
な
い
と
す
る
批
判
を
行
う
が
︑
そ
の
批
判
は
仏
教
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ

っ
た
︒
そ
し
て
﹁
こ
の
論
争
の
進
行
中
に
︑
清
沢
は
初
め
て
﹁
教
育
勅
語
﹂
に
対
す
る
批
判
的
態
度
を
明
確
に
打
ち
出
す
﹂
と
い
う
の
が
久

木
の
見
立
て
で
あ
る
︵﹃
検
証
清
沢
満
之
批
判
﹄
法
藏
館
︑
一
九
九
五
年
︶︒

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
﹃
有
限
無
限
録
﹄
を
見
て
み
よ
う
︒
そ
の
﹁︹
五
九
︺
公
ノ
為
ニ
セ
ヨ
﹂
で
は
︑
公
の
為
に
す
る
こ
と
が
大
事
だ
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と
は
い
っ
て
も
自
己
が
犠
牲
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
敢
え
て
注
意
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
清
沢
が
﹃
有
限
無
限
録
﹄
で

示
す
無
限
に
基
づ
く
道
徳
は
︑
国
家
の
為
に
身
を
犠
牲
に
す
べ
き
と
す
る
井
上
哲
次
郎
と
根
本
的
に
方
向
性
が
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
意
味
に
お
い
て
︑
子
安
の
指
摘
は
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒

三　

井
上
哲
次
郎
﹁
宗
教
の
将
来
に
関
す
る
意
見
﹂
と
清
沢
の
批
判

　
﹃
有
限
無
限
録
﹄
の
頃
ま
で
の
清
沢
の
道
徳
に
関
す
る
思
索
は
︑
先
に
見
た
﹁
俗
諦
流
出
説
﹂
が
基
本
的
な
枠
組
み
で
あ
っ
た
︒
け
れ
ど
も
︑

清
沢
最
晩
年
に
発
表
し
た
﹁
宗
教
的
道
徳
︵
俗
諦
︶
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
俗
諦
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
れ
が
実
行
で
き
な
い

こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
も
の
だ
と
論
じ
ら
れ
る
︵
俗
諦
案
内
説
︶︒
こ
こ
に
︑
明
治
三
二
年
末
か
ら
明
治
三
六
年
の
間
で
︑
清
沢
の
道
徳
に
関
す

る
発
言
の
変
化
を
指
摘
で
き
る
︒
こ
の
変
化
に
は
社
会
的
状
況
と
い
う
外
的
要
因
が
考
え
ら
れ
︑
そ
れ
を
検
討
す
る
︒

　

そ
こ
で
考
え
た
い
の
が
︑
や
は
り
井
上
哲
次
郎
で
あ
り
︑
明
治
三
二
年
十
二
月
発
行
﹃
哲
学
雑
誌
﹄
第
一
五
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
宗
教

の
将
来
に
関
す
る
意
見
﹂
で
あ
る
︒
井
上
は
以
前
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
か
ら
一
転
し
︑
新
た
な
道
徳
論
を
構
想
し
︑
宗
教
の
将
来
の
あ
る
べ

き
合
理
的
あ
り
方
と
し
て
﹁
倫
理
的
宗
教
﹂
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
井
上
と
同
じ
﹃
哲
学
雑
誌
﹄
の
第
一
六
〇
号
︵
明
治
三
三
年
六
月
︶
に
清
沢
は
﹁
宗
教
と
文
明
﹂
を
発
表
す
る
︒
清
沢
は
そ
こ
で
近
時

の
流
行
と
し
て
﹁
将
来
の
宗
教
﹂
に
関
す
る
論
議
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
︒
そ
し
て
倫
理
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
︑
宗
教
と
倫
理
と
は

そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
地
位
に
あ
り
︑
混
合
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
︒
清
沢
が
指
摘
し
て
い
る
も
の
は
︑
明
ら
か
に
井

上
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
倫
理
的
宗
教
﹂
と
し
て
宗
教
を
倫
理
に
回
収
す
る
議
論
を
原
理
的
に
拒
否
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
議
論
と
同
時
期
に
雑
誌
﹃
精
神
界
﹄
は
発
刊
さ
れ
︑
清
沢
の
思
想
の
代
表
と
さ
れ
る
﹁
精
神
主
義
﹂
が
唱
道
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
清

沢
の
説
く
﹁
精
神
主
義
﹂
は
︑
本
質
的
に
反
井
上
哲
次
郎
的
な
性
格
を
持
つ
と
見
做
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
︒
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四　

清
沢
に
よ
る
俗
諦
説
の
問
い
直
し

　

明
治
三
四
年
十
二
月
十
五
日
付
の
﹃
精
神
界
﹄
第
十
二
号
に
暁
烏
敏
の
﹁
精
神
主
義
と
性
情
﹂
と
い
う
文
章
が
無
記
名
で
掲
載
さ
れ
る
︒
こ

の
文
章
が
罪
悪
を
恣
に
す
る
も
の
と
し
て
︑
大
き
な
批
判
の
的
と
な
る
︒
そ
の
批
判
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
が
︑
花
田
衆
甫
で
あ
る
︒
花
田
は

批
判
の
中
で
真
宗
に
は
﹁
俗
諦
﹂
と
し
て
倫
理
道
徳
の
教
え
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
︑
そ
の
後
﹁
精
神
主
義
﹂
批
判
か
ら
真
宗
二
諦
義
の
顕

彰
へ
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
花
田
の
俗
諦
論
は
︑
他
力
の
信
心
が
世
間
道
徳
に
資
助
を
与
え
全
う
さ
せ
る
と
い
う
も
の
︑
言
わ

ば
﹁
俗
諦
流
出
説
﹂
で
あ
る
︒

　

明
治
三
五
年
頃
︑
清
沢
が
対
峙
し
た
も
の
は
︑
一
つ
に
は
井
上
哲
次
郎
に
代
表
さ
れ
る
倫
理
的
宗
教
論
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
が
花
田
衆
甫

に
代
表
さ
れ
る
真
宗
の
俗
諦
流
出
説
で
あ
っ
た
︒
清
沢
最
晩
年
の
明
治
三
六
年
五
月
に
﹃
精
神
界
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
﹁
宗
教
的
道
徳
︵
俗

諦
︶
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
﹂
は
︑
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
主
張
に
応
答
す
る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

明
治
三
六
年
六
月
一
日
付
の
暁
烏
敏
宛
清
沢
書
簡
に
よ
れ
ば
︑
執
筆
に
あ
た
り
学
究
的
根
拠
と
し
て
﹃
大
経
﹄
三
毒
段
に
注
目
し
た
と
さ

れ
る
︒
こ
の
三
毒
段
で
は
﹁
修
善
﹂
が
勧
め
ら
れ
︑
修
善
の
目
的
と
し
て
﹁
願
度
世
﹂
が
説
か
れ
る
︒
し
か
し
︑
親
鸞
思
想
に
お
い
て
︑
修

善
は
自
力
の
行
で
あ
り
往
生
の
因
と
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
で
は
そ
の
親
鸞
思
想
を
踏
ま
え
た
時
︑
こ
の
経
文
は
何
を
教
え
る
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
︒
清
沢
の
思
索
の
結
論
は
︑
こ
の
論
文
に
お
け
る
﹁
修
善
は
そ
の
実
行
が
出
来
難
い
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
た
め
の
契

機
だ
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
清
沢
は
︑
真
宗
正
依
の
﹃
大
経
﹄
を
根
拠
と
し
﹁
俗
諦
流
出
説
﹂
か
ら
﹁
俗
諦
案
内
説
﹂
へ
と
転
回
を
遂
げ
た

の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
こ
に
至
る
清
沢
の
営
為
は
︑
従
来
の
真
俗
二
諦
論
が
国
家
主
義
的
道
徳
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

に
対
し
︑
そ
の
よ
う
な
道
徳
と
は
異
な
る
独
自
の
価
値
を
宗
教
は
も
つ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
︑
ど
こ
ま
で
も
そ
の
国
家
主
義
と
対
抗
し
う

る
普
遍
的
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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お
わ
り
に

　

本
稿
は
︑
お
お
よ
そ
明
治
三
二
年
か
ら
最
晩
年
の
明
治
三
六
年
ま
で
の
清
沢
の
思
索
を
辿
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
注
目
し
た

の
は
︑
巣
鴨
監
獄
教
誨
師
事
件
で
あ
り
︑
ま
た
井
上
哲
次
郎
の
倫
理
的
宗
教
論
の
提
唱
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
清
沢
は
︑
こ
の
よ
う
な
社
会
で

の
議
論
に
対
し
︑
常
に
真
宗
の
教
法
を
念
頭
に
置
い
て
応
答
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

そ
の
中
で
︑
清
沢
に
よ
っ
て
最
も
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
︑
井
上
哲
次
郎
を
代
表
と
す
る
国
家
主
義
的
道
徳
で
あ
っ
た
︒
清
沢

は
︑
少
な
く
と
も
井
上
の
倫
理
的
宗
教
の
提
唱
の
後
に
は
こ
れ
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
お
り
︑
そ
れ
以
前
の
﹃
有
限
無
限
録
﹄

な
ど
か
ら
表
現
の
仕
方
を
変
更
し
た
︒
そ
し
て
そ
れ
以
降
の
﹁
精
神
主
義
﹂
に
代
表
さ
れ
る
清
沢
の
思
想
は
︑
基
本
的
に
国
家
主
義
的
道
徳

に
対
峙
す
る
立
場
に
根
差
し
た
も
の
と
考
え
る
︒

　

そ
の
よ
う
に
清
沢
の
思
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
︑
そ
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
の
全
体
を
清
沢
の
周
囲
の
者
が
汲
み
取
れ
た
か
は
問

題
で
あ
る
︒
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒


