
歎
異
鈔
と
満
之
と
鑑
三

松 

原 

祐 

善

(
大
谷
大
学

教
授)

ー
、
は

し

が

き

戦
国
兵
乱
の
時
代
に
生
を
受
け' 

当
時
本
願
寺
は
衰
微
の
極
に
あ
り
、
追
放
と
迫
害
の
な
か
に
、
真
宗
教
団
の
自
覚
的
な
反
省
と
信
仰 

に
よ
る
永
遠
の
生
命
を
覚
醒
し
て' 

真
宗
再
興
の
事
業
を
果
遂
さ
れ
た
の
は
蓮
如
上
人
で
あ
る
。
私
は
か
ね
が
ね
こ
の
上
人
の
真
宗
再
興 

の
事
業
と
『
歎
異
鈔
』
と
は
最
も
深
い
内
面
的
な
関
係
の
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
歎
異
鈔
』

の
古
写
本
の
現
存 

す
る
な
か
で
最
古
の
も
の
は
蓮
如
上
人
の
筆
に
な
れ
る
も
の
で' 

今
は
西
本
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が' 

そ
の
写
誌
に
「
右
斯
聖
教
者 

当
流
大
事
聖
教
也
。

於
無
宿
善
機
、
無
左
右
不
可
許
之
者
也
。
釈

蓮

如
(

花
押)

」
と
お
か
れ
て
い
る
。

蓮
如
上
人
は
表
面
的
に
は
こ
の 

聖
教
の
名
を
掲
げ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も' 

し
か
し
内
面
的
に
は
『
歎
異
鈔
』

の
影
響
を
深
く
受
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
思
わ
れ 

る
。
た
と
え
ば
『
御
文
』

一
帖
目
第
一
通
の
「
故
聖
人
の
仰
に
は
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持
た
ず
と
こ
そ
仰
せ
ら
れ
候
ひ
つ
れ
、
そ
の
故
は 

如
来
の
教
法
を
十
方
衆
生
に
説
き
聞
か
し
む
る
と
き
は' 

た
だ
如
来
の
御
代
官
の
申
し
つ
る
ば
か
り
な
り
。
更
に
親
鸞
め
ず
ら
し
き
法
を 

ひ
ろ
め
ず
、
如
来
の
教
法
を
わ
れ
も
信
じ
人
に
も
教
へ
聞
か
し
む
る
ば
か
り
な
り
。
そ
の
他
は
何
を
教
へ
て
弟
子
と
い
は
ん
ぞ
と
仰
せ
ら 

れ
つ
る
な
り
。
さ
れ
ば
と
も
同
行
な
る
べ
き
な
り
。

こ
れ
に
よ
り
て
聖
人
は
御
同
朋
御
同
行
と
こ
そ
か
し
づ
き
て
仰
せ
ら
れ
け
り
」
と
あ 

る
の
は' 

一
応
は
『
口
伝
鈔
』
六
章
の
敷
衍
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
上
人
に
は
『
歎
異
鈔
』
六

章

の

「
親 

歎
異
抄
と
満
之
と
鑑
三 

五
五



五
六 

鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
 

我
は
か
ら
ひ
に
て
ひ
と
に
念
仏
を
ま
う
さ
せ
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
弟
子
に
て
も
さ 

ふ
ら
は
め' 

ひ
と
へ
に
弥
陀
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
づ
か
り
て' 

念
仏
を
ま
う
し
さ
ふ
ら
ふ
ひ
と
を
わ
が
弟
子
と
ま
う
す
こ
と' 

き
は
め
た 

る
荒
涼
の
こ
と
な
り
。

つ
く
べ
き
縁
あ
れ
ば
と
も
な
い' 

は
な
る
べ
き
縁
あ
れ
ば
は
な
る
る
こ
と
の
あ
る
を
も' 

師
を
そ
む
き
て
、 

人
に 

つ
れ
て
念
仏
す
れ
ば
往
生
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り' 

な
ん
ど
と
い
ふ
こ
と
不
可
説
な
り
。
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
を
、
わ
が
も 

の
が
ほ
に
と
り
か
へ
さ
ん
と
ま
う
す
に
ゃ
。
返

々

も

あ

る

べ

か

ら

ざ

る

こ

と

な

り

」

の
文
が
深
く
内
面
に
味
わ
れ
て
あ
っ
た
こ
と
に 

相
違
な
い
。
こ
の
六
章
の
お
言
葉
が
い
ま
の
『
御
文
』

の
領
解
と
な
り' 

真
宗
僧
伽
の
あ
る
べ
き
本
来
の
す
が
た
が
自
覚
的
に
反
省
さ
れ 

て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
民
衆
化
運
動
の
代
表
者
と
い
え
ば
誰
し
も
ま
ず
蓮
如
上
人
を
い
う
の
で
あ
る
が' 

し
か
し
上
人
に
お
け 

る
教
化
の
眼
目
は
「
一
人
」
の
成
就
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
決
し
て
組
織
や
組
織
の
力
が
教
団
の
第
」
義
と
し
て
求
め
ら
れ 

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

『
御
一
代
聞
書
』
に

「
一
宗
の
繁
昌
と
申
す
は
人
の
多
く
集
り
威
の
大
い
な
る
事
に
て
な
く
候
。

一
人
な
り
と
も 

人
の
信
を
と
る
が
一
宗
の
繁
昌
に
候
」

と

か

「
信
の
上
は
一
人
居
て
喜
ぶ
法
な
り
」
と
か
、

更

に

「
仏
法
は
一
人
居
て
悦
ぶ
法
な
り
。
 

一
人
居
て
さ
へ
尊
き
に
、
ま
し
て
二
人
よ
り
合
は
ば
い
か
ほ
ど
あ
り
が
た
か
る
べ
き
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
い
わ
ば
こ
の
「
一
人
」

の 

尊
さ' 

勿
体
な
さ' 

忝
な
さ
に
覚
醒
す
る
ほ
か
に
信
は
な
い
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
一
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
歎
異
鈔
』

の 

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
の
常
の
御
述
懐
の
文
を
蓮
如
上
人
自
ら
の 

身
に
体
せ
ら
れ
て
の
も
の
に
相
違
な
い
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
人
は
単
な
る
孤
独
の
一
人
を
い
う
の
で
は
な
い
。
弥
陀
の
五
刼
思
惟 

と
離
れ
る
こ
と
の
な
い
一
人
の
発
見
で
あ
り
、
身
の
喜
び
で
あ
る
。

一
人
は
孤
独
で
は
な
く
て
久
遠
の
阿
弥
陀
と
わ
れ
と
の
対
面
で
あ
り 

阿
弥
陀
と
離
れ
え
ぬ
一
人
の
尊
さ' 

忝
な
さ
で
あ
る
。
こ
の
一
人
の
成
就
あ
っ
て'

如
来
の
御
同
朋
御
同
行
の
僧
伽
が
南
無
さ
れ
て
く
る
の 

で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
こ
の
「
一
人
」
を
問
う
て
見
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
蓮
如
上
人
に
「
弥
陀
を
た
の
め
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
に



な
る
な
り
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
に
な
る
と
い
ふ
は
信
心
を
う
る
こ
と
な
り
」(

『御
一
代
聞
書
』)

と
い
う
お
言
葉
が
あ
る
。

南
無
阿
弥
陀 

仏
の
主
と
な
る
と
ほ
、
 

従
と
い
う
の
で
ほ
な
く
て
主
公
に
な
る
こ
と
あ
ろ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
こ
に
真
の
自 

由' 

自
主' 

独
立
自
在
の
一
人
の
確
立
が
あ
る
。
信
心
を
う
る
と
は
こ
の
一
人
の
覚
醒
で
あ
り
、
そ
の
成
就
そ
の
完
成
で
あ
る
。

こ
の
ー 

人
の
発
見
に
世
界
は
光
に
み
ち
て
新
し
く
生
れ
か
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
人
は
や
が
て
清
沢
満
之
の
「
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限 

の
妙
用
に
乗
托
し
て' 

任
運
に
法
爾
に
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
即
ち
是
な
り
」(

『臘
扇
記
』)

に
通
う
も
の
で
む
る
。

二
、
歎
異
鈔
と

清
沢
満
之

明
治
時
代
の
仏
者
と
し
て
、
あ
た
か
も
封
建
日
本
か
ら
近
代
日
本
へ
の
転
換
期
に
あ
た
り' 

そ
の
生
涯
が
そ
の
ま
ま
近
代
日
本
の
仏
教 

形
成
の
指
標
と
な
れ
る
先
覚
者
と
し
て
清
沢
満
之(

一
八
六
三
—

一
九
〇
三)

の
名
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

彼
は
四
十
一
年
の
短
生 

涯
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
き
び
し
き
霊
的
奮
闘
の
生
涯
を
通
し
て
宗
教
は
単
に
理
論
に
あ
ら
ず' 

学
説
に
あ
ら
ず
、
そ
の
生
命
と
す
る
と
こ 

ろ
は
自
己
の
信
念
の
確
立
に
あ
り
と
し' 

そ
の
生
涯
は
文
字
通
り
自
己
を
実
験
台
と
し
て
信
心
を
う
る
と
い
う
そ
の
一
事
に
さ
さ
げ
ら
れ 

た
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
宗
教
は
人
心
の
至
奥
よ
り
出
づ
る
至
誠
の
要
求
で
あ
り' 

そ
の
信
念
の
確
立
は
人
生
に
お
け
る
最
大
の
事
件 

で
あ
り
、
ま
た
人
生
に
お
け
る
最
上
の
幸
福
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

思
う
に
清
沢
満
之
の
『
我
が
信
念
』
は
明
治
三
十
六
年
五
月
三
十
日
に
擱
筆
さ
れ
た
も
の
で' 

六
月
六
日
の
死
に
さ
き
だ
つ
一
週
間
前 

で' 

は
か
ら
ず
も
氏
の
絶
筆
と
な
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
原
稿
に
は
も
と
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
」
と
題
さ
れ
、
そ
の
副
題
に 

(

我
信
念)

と
あ
っ
た.
の

を

『
精
神
界
』
誌
に
発
表
さ
れ
る
際
・
に
、
編
集
者
に
よ
っ
て
『
我
が
信
念
』
と
改
題
さ
れ
た
こ
と
が
い
わ
れ
て 

い
る
。
当

時

の

『
精
神
界
』
誌
の
編
集
者
で
あ
り
、
満
之
の
高
弟
の
一
人
で
あ
る
暁
烏
敏
氏
は
そ
の
若
き
日
の
著
で
あ
る
『
清
沢
先
生
の 

歌
異
抄
と
満
之
と
鑑
三 

五
七



五
八 

信
仰
』
の
な
か
に' 

鎌
倉
時
代
の
『
歎
異
鈔
』

の
信
念
を
明
治
の
思
想
で
書
け
ば
『
我
が
信
念
』
に
な
る
と
い
い
、
満
之
の
信
仰
は
近
代 

日
本
に
お
け
る
『
歎
異
鈔
』

の
再
発
見
で
あ
り' 

ま

た

『
歎
異
鈔
』
を
明
治
時
代
に
掲
げ
た
最
初
の
先
覚
が
清
沢
満
之
で
あ
る
こ
と
を
告 

げ
て

い

る(

暁
島
敏
著
『
歎
異
鈔
講
話
』
近
角
常
観
著
『
歎
異
鈔
講
義
』
参
照
〇
と
こ
ろ
で
暁
烏
敏
氏
は
『
清
沢
先
生
の
信
仰
』

の
な
か
に
、
 

氏
が
最
後
に
愛
知
県
大
浜
に
静
養
中
の
満
之
を
訪
う
た
の
は
明
治
三
十
六
年
の
三
月
三
日
で
、
二
日
間
滞
在
し
て
そ
の
最
後
の
教
を
受
け 

た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
そ
の
頃
満
之
は
毎
日
の
日
課
と
し
て
観
念
反
省
し
て
い
る
事
項
で
あ
る
と
し
て
、
当
用
日
記
の 

扉
に
記
さ
れ
た
十
ヶ
条
の
項
目
を
示
し
て
そ
の
意
味
を
説
明
さ
れ
た
と
い
う
て
い
る
。
そ
の
十
ヶ
条
の
項
目
と
は
、

一
正
信
念
仏 

㈡

不
顧
身
命 

㈢

少
慾
知
足 

佃

勤

勉

節

約 

五

遠

離

罪

禍

（ニー三）（丈一兰）（十一士）（九一十）（六一七）

六
学

問

窮

理 

旧

衛

生

護

身 

尺

整

理

財

産 

旳

結

交

修

福 

十

優

勝

劣

敗

（九一十）（ハ一九）（五一六）（四一五）（三一四）

と
い
う
の
で
あ
る
。
既
に
満
之
は
病
床
に
静
養
の
身
で
あ
る
が
、

こ
の㈠

か
ら
田
に
至
る
事
項
を
毎
日
思
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ 

し
て

数

字

で(

六
—
七)

と
示
さ
れ
て
い
る
の
は
午
前
六
時
よ
り
七
時
ま
で
と
い
う
時
間
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で' 

こ
の
表
に
な
い
時 

間
は
食
事
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
満
之
は
こ
れ
ら
事
項
を
説
明
し
て
「
正
信
念
仏
」
と
い
う
の
は
『
歎
異 

鈔
』
で
あ
る
、
真
実
の
信
仰
で
あ
る
。

「
不
顧
身
命
」
と
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
で
あ
る
。

「
少
慾
知
足
」
と

は

『
阿
含
経
』

の
教
で
あ



る
。

「
勤
勉
節
約
」
と

は

『
論
語
』

の
教
で
あ
る
。

「
遠
離
罪
禍
」
と

は

『
バ
イ
ブ
ル
』
の
教
で
あ
る
。

「
学
問
窮
理
」
は
真
理
に
関
す 

る
哲
学,

科
学
の
天
地
で
あ
る
。

「
衛
生
護
身
」
は
身
体
に
関
し
、
医
薬
の
領
域
で
あ
る
。

「
整
理
財
産
」
は
財
産
に
関
し
、
経
済
の
領 

分
で
あ
る
。

「
結
交
修
福
」
は
名
誉
に
関
し
、
交
際
の
範
囲
で
あ
る
。

「
優
勝
劣
敗
」
は
権
勢
に
関
し' 

戦
争
平
和
の
範
囲
で
あ
る
と
述 

べ
て
更
に
言
葉
を
加
え
て
「
学
問
窮
理
」

を

す

る

に

は

「
正
信
念
仏
」

を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

「
衛
生
護
身
」
を
す
る
に
は
「
不
顧
身 

命
」
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

「
整
理
財
産
」
を
す
る
に
は
「
少
慾
知
足
」
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

「
結
交
修
福
」
を
す
る
に
は
「
勤
勉
節 

約
」
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

「
優
勝
劣
敗
」
を
思
う
に
は
「
遠
離
罪
禍
」
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
注
意
し
て
い
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
如 

く
満
之
の
信
仰
は
『
歎
異
鈔
』
で
あ
り' 

そ
の
意
味
に
お
い
て
『
我
が
信
念
』
は

『
歎
異
鈔
』
の
再
発
見
で
あ
り' 

そ
の
精
神
の
真
髄
を 

得
た
る
も
の
で
あ
り
、

『
歎
異
鈔
』
の
現
代
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
清
沢
満
之
そ
の
人
を
通
し
て
現
代
の
わ
れ
わ 

れ
に
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
通
路
が
開
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。

こ
こ
に
十
ヶ
条
の
事
項
は
「
正
信
念
仏
」
の
真
実
の
信
仰
を
根 

底
と
し
て' 

非
凡
と
い
う
よ
り
も
常
人
の
理
想
と
い
う
か
、
完
全
な
る
調
和
の
人
格
が
願
わ
れ
て
あ
る
如
く
で
あ
る
が' 

し
か
し
何
よ
り 

も
な
く
て
な
ら
ぬ
も
の
は
真
実
の
信
仰
で
あ
る
。
か
く
し
て
満
之
に
お
け
る
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
」
を
問
わ
し
め
ら
れ
て
く
る 

の
で
あ
る
。

明
治
三
十
五
年(

一
九
〇
二)

の

『
当
用
日
記
』

の
巻
末
に
満
之
は
『
回
想
』

の
文
と
し
て
彼
の
後
半
生
を
回
顧
し
て
い
る
。

そ
れ
に 

よ

る

と

「
明
治
二
十
七
八
年
の
養
痫
に
人
生
に
関
す
る
思
想
を
一
変
し
、
略
ぼ
自
力
の
迷
情
を
翻
転
し
得
た
り
と
雖
も' 

人
事
の
興
廃
は 

尚
ほ
心
頭
を
動
か
し
て
止
ま
ず
」
と
書
き
は
じ
め
て
い
る
が
、
明
治
二
十
七
年
四
月
満
之
は
不
治
の
結
核
と
診
断
さ
れ
、

こ
の
病
気
に
よ 

る
挫
折
を
機
縁
と
し
て
他
力
信
仰
へ
の
道
へ
廻
心
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が' 

実
は
彼
に
は
既
に
明
治
二
十
五
年
ハ
月
に
『
宗
教
哲
学
骸 

骨
』
と
い
う
最
初
の
著
作
が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
も
る
。
四
六
版
百
頁
と
い
う
小
冊
子
で
あ
る
が
こ
の
著
の
内
容
は
六
章
よ
り
な
り' 

第
一
章
は
宗
教
と
学
問
、
第
二
章
は
有
限
無
限
論
、
第
三
章
は
霊
魂
論
、
第
四
章
は
転
化
論
、
第
五
章
は
善
悪
論
、
第
六
章
安
心
修
徳
論 

歎
異
抄
と
満
之
と
鑑
三 

五
九



六
〇 

か
ら
な
っ
て
い
る
。
宗
教
哲
学
と
い
え
ば
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
著
の
特
色
は
仏
教
を
立
場
と
し 

て
お
の
ず
か
ら
独
自
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
西
欧
の
近
代
哲
学
思
想
の
影
響
が 

見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が' 

し
か
し
あ
く
ま
で
も
仏
教
を
基
盤
と
し
て
天
台
や
華
厳
哲
学
、
 

禅
や
浄
土
の
思
想
を
学
問
的
に' 

体
系
的
な 

綜
合
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿

論

『
骸
骨
』
と
い
う
題
号
に
見
ら
れ
る
如
く
皮
や
肉
附
け
の
こ
と
は
後
に
し
て
、
彼
の
学
問
思 

想
の
骨
格
を
簡
明
に
示
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
思
想
は
大
体
彼
の
終
生
を
貫
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
し
か
し
後
年
の
満
之
の 

語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
「
始
め
は
宗
教
を
学
問
的
に
綜
合
し
て
見
よ
う
な
ど
の
考
え
の
起
る
も
の
で
、
自

分

の

『
骸
骨
』
な
ど
も
確
か
に 

そ
の
産
物
の
一
例
で
あ
る
が' 

実
は
此
の
時
の
考
え
は
未
だ
充
分
熟
し
て
居
ら
ぬ
も
の
で' 

『
骸
骨
』
も
人
の
注
意
を
ひ
か
ぬ
で
幸
で
あ 

っ
た
が
、
誠
に
危
険
の
時
で
あ
る
」(

『
全
集
』
三
巻
七
〇
ニ
頁
、
稲
葉
昌
丸
談)

と
あ
る
が' 

『
我
が
信
念
』
に
照
ら
せ
ば
、
 

「
そ
の
究
極
に
達
せ
ら
る
る
前
に
も
、
宗
敎
的
信
念
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
よ
う
な
決
着
は
時
々
出
來
ま
し
た
が
、
そ
の
後 

か
ら
後
か
ら
打
ち
壞
は
さ
れ
て
し
ま
う
た
こ
と
が
幾
度
も
あ
り
ま
し
た
。
論
理
や
硏
究
で
宗
敎
を
建
立
し
や
う
と
思
う
て
居
る
間
は
、
 

此
の
難
を
免
れ
ま
せ
ん
」 

と
あ
り
、

「
私
も
以
前
は
有
限
で
あ
る
、
 

不
完
全
で
あ
る
と
云
ひ
な
が
ら
、
其
の
有
限
不
完
全
な
人
智
を
以
て' 

完
全
な
る
標
準
や
無
限
な
る 

實
在
を
硏
究
せ
ん
と
す
る
迷
妄
を
脫
却
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
も
以
前
に
は
真
理
の
標
準
や
善
惡
の
標
準
が
分
ら
な
く
な
っ
て
は 

天
地
も
崩
れ
社
會
も
治
ま
ら
ぬ
よ
う
に
思
う
た
こ
と
で
あ
る
。
今
は
直
理
の
標
準
や
善
惡
の
標
準
が' 

人
智
で
定
ま
る
箸
が
な
い
と
決 

着
し
て
居
り
ま
す
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
と

『
我
が
信
念
』
と
の
間
に
は
既
に
十
二
年
間
の
悪
戦
苦
闘
が
あ
り
、
そ
の
霊
的
奮
闘
に
よ 

っ
て

『
我
が
信
念
』
は
か
ち
と
ら
れ
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
も
と
満
之
は
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
哲
学
科
に
学
び
、
西
欧
の
哲
学
思
想



ほ
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
ブ
ッ
セ
よ
り
受
け
て
い
る
。

明
治
二
十
年
七
月
文
学
部
を
卒
業
し
更
に
大
学
院
に
て
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
た
の
で
あ 

る
が
、
東
本
願
寺
の
命
に
よ
り
京
都
尋
常
中
学
校
長
に
招
か
れ' 

本
願
寺
の
恩
義
に
応
え
て
こ
れ
を
受
け
ら
れ
て
以
後' 

専
ら
宗
門
教
育 

の
た
め
に
尽
瘁
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ

の

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
著
の
な
る
二
年
以
前' 

明
治
二
十
三
年
の
こ
と
で
あ
る
が' 

感
ず
る 

と
こ
ろ
あ
り
て
中
学
校
長
の
職
は
稲
葉
昌
丸
氏
に
譲
り' 

真
宗
の
僧
風
の
衰
頹
を
悲
歎
し
、
自
ら
心
に
大
い
に
決
す
る
と
こ
ろ
お
っ
て' 

突
然
髪
を
剃
り' 

墨
染
の
衣
を
着
し' 

肉
食
を
断
じ
「
実
験
は
面
白
き
事
で
あ
る
。
実
験
せ
ら
れ
る
事
ほ
ど
確
実
で' 

且
つ
人
に
納
得
さ 

れ
易
き
も
の
は
な
い
」
と
称
し
て' 

禁
欲
の
生
活
に
入
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
師
は
こ
の
頃
熱
心
に
仏
典
を
拝
読
さ
れ
特
に
真
宗
の
仮
名 

聖
教
を
反
覆
拝
読
し
、
別

し

て

『
歎
異
鈔
』
を
喜
ば
れ
ま
し
た
。
又
大
学
寮
で
は
宗
教
哲
学
を
講
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
は
余
程
カ
を
つ
く
さ
れ 

私
の
寓
を
訪
う
て
は
講
義
の
要
点
を
話
し
て
吳
れ
ら
れ
ま
し
た
」
(

『
全
集
」
三
卷
七
〇
一
頁
稲
葉
昌
丸
談)

と
あ
る
。,
ま

た

『
聖
教
抜
粋
』 

な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
末
尾
に
「
右
蓮
如
上
人
御
一
代
聞
書
抄
録
、
明
治
二
十
三
年
七
月
三
十
一
日
」
と
あ
り' 

明
治
二
十
五
年
五 

月
二
十
二
日
の
日
附
で
『
御
文
記
事
珠
』

の
索
引
も
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
や

『
御
一
代
聞
書
』
に
も
親 

ま
れ
て
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
ミ
ニ
マ
ム:

ホ
ッ
シ
ブ
ル
を
標
語
と
し
て
苦
行
の
嚴
し
さ
が
年
々
に
増
し
、
遂 

に
結
核
の
侵
か
す
と
こ
ろ
と
な
り
明
治
二
十
七
年
春
、
血
を
吐
い
て
倒
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
療
養
の
間
に
あ
っ
て
『
保
養
雑
記
』 

『
在
床
懺
悔
録
』

『
他
力
哲
学
骸
骨
試
稿
』
等
の
論
稿
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が' 

け
だ
し
満
之
の
宗
教
活
動
は
こ
の
結
核
以
後
の 

後
半
生
に
は
じ
ま
る
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
か

の

『
回
想
』
の
文
に
は
「
明
治
二
十
九'

二
十
年
に
及
ぶ
教
界
革
新
運
動
と
『
教 

界
時
言
』

の
刊
行
、
三
十
年
末
よ
り
三
十
一
年
の
『
四
阿
含
』

の
読
誦
、
三
十
一
年
秋
冬
の
交
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
書
』
を
披
撮
す 

る
に
及
び
頗
る
得
る
所
あ
る
を
覚
え' 

三
十
二
年
東
上
の
勧
誘
に
応
じ
て
己
来
は
更
に
堪
え
ざ
る
機
会
に
接
し
て
修
養
の
道
途
に
進
就
す 

る
を
得
た
る
を
感
ず
。
而
し
て
今
や
仏
陀
は
更
に
大
な
る
難
事
を
示
し
て
益
み
佳
境
に
進
入
せ
し
め
た
ま
ふ
が
如
し
。
豈
感
謝
せ
ざ
る
を 

得
む
や
」(

明
治
三
十
五
年
五
月
末
日)
(

『
全
集
』
七
巻
四
七
五
頁)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

歎
異
抄
と
満
之
と
鑑
三 

木
一



六
二 

こ

の

『
回
想
』

の
文
に
よ
る
と
満
之
に
お
け
る
他
力
信
念
の
確
立
に
は
『
歎
異
鈔
』
に
併
せ
て
『
四
阿
含
』

の
読
誦
と
特
に
『
エ
ピ
ク 

テ
タ
ス
教
訓
書
』(

き1
0

已0
1：

3
?
駛

!?
名

自

品

は5
:
9

〇,?

占5 )

と
の
出
会
い
が
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
阿
含
経
』 

の
読
誦
に
つ
い
て
は
『
転
迷
開
悟
録
』
十

五

条

に

「
余

が

『
阿
含
』
を
読
誦
し
て
特
に
感
の
深
か
り
し
は
喀
血
襲
来
の
病
床
に
あ
り
し
為 

か
。
然
ら
ば
教
法
の
妙
味
を
達
せ
ん
と
せ
ば' 

生
死
巌
頭
の
観
に
住
す
る
こ
と
尤
も
必
要
な
る
を
知
る
べ
し
」(

『
全
集
』
ハ
巻
ハ
三
頁)

と 

述
懐
さ
れ
て
い
る
が
、
満
之
の
場
合
は
不
治
の
病
身
を
以
て
つ
ね
に
生
死
の
巌
頭
に
立
た
れ
て
あ
る
の
で' 

『
阿
含
』
読
誦
の
場
合
の
み 

に
限
ら
れ
な
い
が' 

こ

の

『
四
阿
含
』

の
読
誦
に
引
き
続
き
『
本
行
集
経
』
を
ひ
も
と
か
れ
て
釈
尊
伝
の
出
家
の
箇
所
に
深
き
感
動
の
涙 

を
潤
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
一
面
仏
教
を
釈
迦
世
尊
の
原
始
に
か
え
り
、 

釈
尊
と
親
鸞
聖
人
と
を
直
結
せ
ん
こ
と
が
願 

わ
れ
て
あ
る
如
く
で
あ
る
。

『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録
』
に
つ
い
て
は
明
治
三
十
一
年
九
月
満
之
は
上
京
し
て
沢
柳
政
太
郎
氏
宅
に
寄
ら 

れ
、
氏
の
蔵
書
中
よ
り
こ
れ
を
借
来
し
た
の
で
あ
る
。

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
と
の
出
会
い
の
感
激
は' 

当
時
稲
葉
昌
丸
氏
そ
の
他
の
友
人
に
宛 

て
ら
れ
た
書
簡
に
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
今
回
、
澤
氏
方
に
て' 

羅
馬
の
大
哲
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
の
遺
著
借
来
読
誦
致
居
候
。
(

中
略) 

『
死
の
恐
怖
を
除
去
せ
よ
。
思
ふ
ま
ま
に
雷
電
光
り
は
た
め
く
と
想
へ
、
斯
く
て
爾
は
、
氣
靜
神
間
の
主
宰
才
能
中
に
存
す
る
を
知 

る
な
る
べ
し
。

虐
主
は
何
を
か
鎖
が
ん
と
す
る
ゝ
脚
の
み
。
渠
何
を
か
奪
は
ん
と
す
る
、
首
の
み
。
渠
の
鎖
ぐ
を
得
ず
奪
ふ
を
得
ざ
る
も
の
は
何
ぞ
。
 

意
念
是
な
り
。
是
れ
卽
ち
古
聖
人
の' 

「
自
己
を
知
れ
」
の
格
言
を
訓
ふ
る
所
以
な
り
。

如
意
な
る
も
の
と
ゝ
不
如
意
な
る
も
の
と
あ
り
。
如
意
な
る
も
の
は
ゝ
意
見
、 

動
作
及
び
欣
厭
な
り
。
不
如
意
な
る
も
の
は
ゝ
身
體 

財
產
名
譽
及
び
官
爵
な
り
。
己
の
所
作
に
屬
す
る
も
の
と
否
ら
ざ
る
も
の
と
な
り
。

疾
病
死
亡
貧
困
は
不
如
意
な
る
も
の
な
り
、
之
を
避
け
ん
と
欲
す
る
と
き
は
、
苦
悶
を
免
る
る
能
は
じ
。



疾
病
ほ' 

身
體
の
障
害
に
し
て
意
念
に
關
す
る
に
あ
ら
ず
。
事
の
起
る
每
に
、
瞑
想
一
番
せ
よ
。
是
れ
或
る
物
に
對
す
る
障
害
に
し 

て' 

爾
自
身
に
對
す
る
に
非
ざ
る
を
知
る
な
る-
へ
し
』

激
励
的
の
語
句
頗
る
圭
角
あ
る
が
如
し
と
雖
も' 

我
等
が
胸
底
の
固
疾
を
療
治
せ
ん
に
は' 

其
の
効
能
決
し
て
勘
か
ら
ざ
る
も
の
と
存 

候
。
死
生
命
あ
り
富
貴
天
に
あ
り
、
 

是
れ
工
氏
哲
学
の
要
領
に
有
之
様
被
思
候
。
此
は
大
兄
に
対
す
る
東
京
み
や
げ
の
積
り
に
有
之
候
。
 

呵
々
」(

『
全
集
』
ハ
巻
二
三
頁
〇
こ
れ
は
十
月
十
二
日' 

稲
葉
氏
に
あ
て
ら
れ
た
書
簡
で
あ
る
が' 

満
之
は
同
日
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
十 

項

目

を

『
臘
扇
記
』
に
も
記
し
て
い
る
。
思
う
に
こ
の
書
簡
に
引
用
さ
れ
た
三
ヶ
条
は
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
の
な
か
よ
り
選
び
と
ら 

れ
た
重
要
な
る
教
訓
で' 

こ
こ
に
こ
れ
を
選
び
と
っ
た
満
之
の
切
実
な
る
要
望
を
き
く
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
死
生
を
超
ゆ
る
問
題
で
あ 

る
。
次
に
自
由
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
古
聖
人
の
「
自
己
を
知
れ
」
の
教
訓
で
あ
る
。
次
い
で
そ
の
自
由
を
如
何
に
し
て
手
に
入 

れ
る
か
の
実
際
の
エ
夫
方
法
で
あ
る
。
如
意
な
る
も
の
と
不
如
意
な
る
も
の' 

自
己
の
所
作
に
属
す
る
も
の
と
他
の
所
作
に
属
す
る
も
の 

と
の
区
分
を
明
か
に
し' 

如
意
の
区
分
を
守
る
も
の
は
抑
圧
せ
ら
る
こ
と
な
く'

妨
害
を
う
く
る
な
く'

人
を
謗
ら
ず' 

天
を
怨
み
ず' 

人
に
傷
つ
け
ら
れ
ず
、
人
を
傷
つ
け
ず' 

天
下
に
怨
敵
な
し
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
書
簡
の
最
後
に
工
氏
哲
学
の
要
領
と
し 

て

「
死
生
命
あ
り
富
貴
天
に
あ
り
」
の

『
論
語
』

の
語
を
以
て
さ
れ
て
い
る
が' 

は
か
ら
ず
も
絶
筆
『
我
が
信
念
』

の
結
び
の
一
句
が
こ 

の

『
論
語
』

の
言
葉
で
あ
り
「
私
の
信
ず
る
如
来
ほ
此
の
天
と
命
と
の
根
本
本
体
で
あ
る
」
と
終
っ
て
い
る
。
当
時
の
日
記
『
臘
扇
記
』 

を
見
る
と' 

『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録
』
よ
り
の
抜
書
は
九
月
下
旬
よ
り
十
月
上
旬
に
及
ん
で
一
時
と
だ
え
て
い
る
の
で
ゝ
恐
ら
く
第
一 

回

の

『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録
』

の
読
誦
は
十
月
上
旬
に
終
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
も
さ
れ
、
十
二
月
以
後
よ
り
は
『
エ
ピ
ク
テ 

タ
ス
語
録
』
を
通
過
さ
れ
て
の
満
之
の
思
索
の
展
開
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

い
ま
は
簡
単
に
そ
の
要
所
の
み
を
拾
っ
て
お
こ
う
。
 

十
月
十
八
日
の
記
に
「
吾
人
は
一
個
の
霊
物
な
り
。
只
だ
夫
れ
霊
な
り
、
故
に
自
在
な
り
。(

意
念
の
自
在
あ
り
。)

只
だ
夫
れ
物
な
り
。
 

故
に
不
自
在
な
り
。(

外
物
を
自
由
に
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。)

而
も
彼
の
自
在
と
此
の
不
自
在
と
共
に
皆
絶
対
無
限(

他
力)

の
所
為
な 

歎
異
抄
と
満
之
と
鑑
三 

六
三



六
四 

り
。
共
に
是
れ
天
与
な
り
。
吾
人
は
彼
の
他
力
に
信
順
し
て' 

次
て
賦
与
の
分
に
安
ん
ず
べ
き
な
り
」(

『
全
集
』
七
巻
、
三
七
六
頁) 

十
月
二
十
一
日
の
記
に
、

「
彼
に
在
る
も
の
に
対
し
て
は' 

唯
だ
他
力
を
信
ず
べ
き
の
み
。
我
に
在
る
も
の
に
対
し
て
は
、
専
ら
自
力
を
用
う
べ
き
な
り
。
而
も 

此
の
自
力
も
亦
た
他
力
の
賦
与
に
出
づ
る
な
り
」(

同
、
三
七
七
頁)

十
月
二
十
四
日
の
記'

「(
前
略)

此
の
如
く
四
顧
茫
・
の
中
間
に
於
い
て'

吾
人
に
亦
た
一
団
の
自
由
境
あ
り
。自
己
意
念
の
範
囲
即
ち
是
な
り
。
ヨ

昌 
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自
己
と
は
何
ぞ
や
。
是
れ
人
生
の
根
本
問
題
な
り
。
 

自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
此
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
。
 

只
だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
亦
た
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
如
何
に
況
は
ん
や
、
 

此
よ
り
而
下
な
る
事
件
に
於
い
て
を
や
。
追
放
可
な
り
、
獄
牢
甘
ん
ず
べ
し
。
誹
謗
攪
斥' 

許
多
の
凌
唇' 

豈
に
意
に
介
す
べ
き
も
の
あ 

ら
ん
や
。
否
な
之
を
憂
ふ
る
と
雖
も
、
之
を
意
に
介
す
と
雖
も
吾
人
は
之
を
如
何
と
も
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
吾
人
は
寧
ろ
只
管
絶
対
無 

限
の
吾
人
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。

「
自
覚
の
内
容
な
り
，
此
の
自
覚
な
き
も
の
は
、
吾
人
の
与
に
あ
ら
ざ
る
な
り

絶
対
吾
人
に
賦
与
す
る
に
善
悪
の
観
念
を
以
て
し
、
避
悪
就
善
の
意
志
を
以
て
す
。
(

所
謂
悪
な
る
も
の
も
亦
た
絶
対
の
せ
し
む
る
所 

な
ら
ん
。
然
れ
ど
も
吾
人
の
自
覚
は
避
悪
就
善
の
天
意
を
感
ず
。
是
れ
道
徳
の
源
泉
な
り
。)

吾
人
は
喜
ん
で
此
の
事
に
従
は
ん
。
 

何
も
の
か
善
な
る
や
、
何
も
の
か
悪
な
る
や
。
他
な
し
、
吾
人
を
し
て
絶
対
を
忘
れ
ざ
ら
し
む
る
も
の
、
是
れ
善
な
り
。
吾
人
を
し
て 

絶
対
に
背
か
し
む
る
も
の' 

是
れ
悪
な
り
。
而
し
て
絶
対
は
吾
人
に
満
足
を
与
へ
、
反
対
は
吾
人
に
不
満
を
与
ふ
。
故
に
満
足
を
生
ぜ
し 

む
る
は
善
な
り
。
不
満
を
生
ぜ
し
む
る
は
悪
な
り
。
満
足
あ
れ
ば
無
慾
心
あ
り
。
無
慾
心
あ
れ
ば
不
動
心
あ
り
。
不
動
心
あ
れ
ば
胆
勇
あ 

岁
。
胆
勇
あ
れ
ば
無
畏
心
あ
り
。
無
畏
心
あ
れ
ば
精
進
あ
り
。
精
進
あ
れ
ば
克
己
あ
り
。
克
己
あ
れ
ば
忍
辱
あ
り
。
忍
辱
あ
れ
ば
不
禅
心 

以
上
対
外
物
酌
丄 

厂
以
下
二
対
自
身
的 

以
下
対
他
人
的-!



あ
り
。
不
喬
心
あ
れ
ば(

無
瞋
心
あ
り
。
無
瞋
心
あ
れ
ば)

和
合
心
あ
り
。
和
合
心
あ
れ
ば
社
交
心
あ
り
。
社
交
心
あ
れ
ば
同
情
心
あ
り
。
 

同
情
心
あ
れ
ば
慈
悲
心
あ
り
。
大
慈
悲
心
は
是
れ
仏
心
な
り
。」(

同
、
三
八
〇
丄
一
ー
ハ
一
頁) 

十
一
月
十
九
日
の
記
、
「暁
、
鈍
桃
班
二
次
。

呢
)

宇
宙
万
有
の
干
変
万
化
は
、
皆
な
是
れ
一
大
不
可
思
議
の
妙
用
に
属
す
。
而
し
て
吾
人
は
之
を
当
然
通
常
の
現
象
と
し
て' 

毫
も
之
を 

尊
崇
敬
拝
す
る
の
念
を
生
ず
る
こ
と
な
し
。
吾
人
に
し
て
智
な
く
感
な
く
ば
則
ち
止
む
。
苟
も
智
と
感
と
を
具
備.
す
る
霊
物
に
し
て
、
 

此 

の
如
き
は
蓋
し
迷
倒
な
ら
ず
と
す
る
を
得
ん
や
。

一
色
の
映
ず
る
も
、

一
香
の
薰
ず
る
も' 

決
し
て
色
香
其
物
の
原
起
力
に
由
る
に
あ
ら 

ず
。
皆
悉
く
彼
の
一
大
不
思
議
力
の
発
動
に
基
く
も
の
た
ら
ず
ば
あ
ら
ず
。
香
色
の
み
な
ら
ず
、
吾
人
自
己
其
物
は
如
何
。
其
の
従
来
す

'-
生
之
所
従
来 

る
や' 

其
の
趣
向
す
る
や' 

一
も
吾
人
の
自
ら
意
欲
し
て
、
左
右
し
得
る
所
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
只
だ
生
前
死
後
の
意
の
如
く
な
ら
ざ
る 

1-

死
之
所
超
向 

- 

の
み
な
ら
ず
、
現
前
一
念
心
の
起
滅
も
亦
た
自
在
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
吾
人
は
絶
対
的
に
他
力
の
掌
中
に
あ
る
も
の
な
り
。(

下
略)

」

(

同
、
四
一
七
頁) 

十
一
月
二
十
八
日
の
記
に'

『
安
心
決
定
鈔
』
云
。
朝
な
朝
な
仏
と
共
に
起
き
タ
な
タ
な
仏
と
共
に
伏
す
。

仏
と
は
何
ぞ
や
。

『
臨
済
録
』
云
。
有
一
一
ー
無
位
真
人
〇
二
六
時
中
自
一
一
爾
面
門-

出
入
。

無
為
真
人
何
者
乎

仏
を
恥
づ
か
し
め
ず' 

不"

忘
一
一
真
人

者
は
独
尊
子
也
。
独
尊
子
者
、
 

住--
無
畏
一
安
一
一
不
動-

者
也
。
 

故
に
彼
の
衆
を
怖
れ' 

外
物
に
惑
は
さ
る
る
も
の
は
独
尊
子
た
る
能
は
ざ
る
も
の
な
り
。
彼
の
怖
惑
は
蓋
し
自
家
の
仏
陀
真
人
を
忘
失 

歎
異
抄
と
満
之
と
鑑
三 

六
五



六
六

す
る
に
起
因
す
る
も
の
な
り
。

独
尊
子
は
独
立
自
在
の
分
を
守
る
も
の
な
り
。
是
れ
常
に
其
の
尊
貴
を
失
は
ず' 

威
厳
を
損
せ
ざ
る
所
以
な
り
。
亦
た
能
く
其
の
常
に 

安
泰
を
持
し' 

自
適
を
得
る
所
以
な
り
。
(

独
尊
子
を
誤
り
て
自
力
仏
性
家
と
な
す
勿
れ
。
彼
は
蓋
し
他
力
摂
取
の
光
明
に
浴
し
つ
つ
あ 

る
も
の
な
り
。)

」(

同
、
四
三
〇
—
四
三
一
頁)

以

上

は

『
臘
扇
記
』

の
な
か
か
ら
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録
』
の
抜
書
の
間
に
も
ら
さ
れ
た
満
之
自
督
の
表
明
の
重
要
な
る
も
の
を
ひ 

ろ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
表
明
に
彼
の
絶
対
他
力
の
安
心
の
自
覚
、
そ
の
信
念
成
熟
の
思
索
の
あ
と
が
た
ど
り
う
る
よ
う
で
あ
る
。
勿 

論
彼
に
は
既
に
エ
ピ
ク
タ
ス
に
出
会
う
以
前
に
親
鸞
聖
人
の
教
に
導
か
れ
て
あ
っ
た
。
そ
こ
に
絶
対
他
力
の
表
明
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
 

し
か
し
こ
の
表
明
が
い
か
に
も
最
初
、
稲
葉
昌
丸
氏
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
中
の
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
書
』

の
三
ヶ
条
の
課
題
に' 

応 

答
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

か
く
て
明
治
三
十
二
年(

一
八
九
九)

六
月
彼
は
郷
里
の
三
河
大
浜
を
出
で
て
再
度
東 

上
、
東
京
本
郷
森
川
町
に
住
ま
わ
れ' 

翌
三
十
三
年
九
月
、
多

田

・
暁
烏
・
佐
々
木
の
三
氏
が
上
京
し
て
満
之
を
中
心
に
浩
々
洞
が
生
れ 

や
が
て
雑
誌
『
精
神
界
』
が
刊
行
さ
れ
て
彼
の
宗
教
的
信
念
を
根
拠
と
す
る
精
神
主
義
運
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
東
京
角 

筈
に
あ
り
て
『
聖
書
之
研
究
』
を
創
刊
し' 

『
万
朝
報
』
に
時
事
論
説
の
筆
を
と
っ
て
い
た
内
村
鑑
三
と
同
じ
東
京
に
あ
り
な
が
ら
遂
に 

不
思
議
と
出
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
紀
元
一
世
紀
の
同
時
代
に' 

同
じ
羅
馬
の
都
に
あ
り
な
が
ら
パ
ウ
ロ
と
エ
ピ
ク
テ
タ
ス 

が
遂
に
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
。

三
、

鑑

三

と

親

鸞
 

内

村

鑑

三(

一
ハ
六
ー
ー 

ー
九
三
〇)

の

『
我
が
信
仰
の
祖
先
』
と
題
す
る
論
稿
に
、



「
日
本
に
も
大
な
る
信
仰
家
が
あ
っ
た
。
法
然
の
如
き
親
鸞
の
如
き
ま
さ
に
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
彼
等
が
仏
教
徒
で
あ
っ
た
の
は' 

彼 

等
の
時
代
に
仏
教
を
除
い
て
他
の
宗
教
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
吾
等
は
彼
等
が
仏
教
徒
と
な
り
し
故
を
以
て
彼
等
を
軽
視
す
べ
き
で 

な
い
。
信
仰
の
何
た
る
か
を
知
り
し
こ
と
に
お
い
て
彼
等
は
い
ま
の
欧
米
の
基
督
信
者
よ
り
も
遙
か
に
深
く
あ
っ
た
。
彼
等
が
弥
陀
に
頼 

り
し
心
は' 

以
て
基
督
者
が
キ
リ
ス
ト
に
頼
る
べ
き
心
の
模
範
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
等
は
絶
対
他
力
を
信
じ
た
。
則
ち
恩
恵
の
無 

限
の
能
力
を
信
じ
た
。
彼
等
は
全
然
自
己
の
義(

呼X

3

写
芹
〇
こ
さ
き)

を
排
し
て
弥
陀
の
無
限
の
慈
悲
に
頼
っ
た
。

『
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念

佛
(

信
賴)

に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
え
に' 

惡
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弼 

陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
惡
な
き
が
ゆ
え
に
』(

註

『
歎
異
抄
』

一
章) 

親
鸞
の
こ
の
信
仰
に
ま
さ
る
信
仰
は
あ
る
べ
か
ら
ず
で
あ
る
。

ル
ー
テ
ル
は
こ
れ
を
聞
い
て
喜
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
『
ア
ー
メ
ン
、
ま
こ
と 

に
し
か
り
』
と
彼
は
言
ふ
た
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
今
の
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
信
者
は
、
か
く
ま
で
大
胆
に
言
い
き
る
勇
気
を
も
た
な
い
の
で 

あ
る
。
彼
等
は
神
を
あ
ま
り
に
恵
み
あ
る
者
と
見
る
の
結
果
と
し
て
、
人
が
は
ば
か
ら
ず
し
て
悪
を
な
す
に
至
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
る
の
で 

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら' 

こ
れ
無
益
の
心
配
で
あ
る
こ
と
は
、
人
類
の
信
仰
史
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
神
の
恩
恵
が
人
々
の
罪
悪 

に
勝
っ
て
の
み' 

真
の
救
い
は
あ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
大
胆
の
言
を
放
っ
て
、
信
仰
の
奥
義
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
 

日
本
国
に
す
で
に
こ
の
信
仰
が
あ
っ
た
。
吾
等
は
信
仰
の
事
に
関
し
て
必
ず
し
も
こ
れ
を
欧
米
人
に
学
ぶ
の
必
要
は
な
い
。
吾
等
は
法 

然

の

『
選
択
集
』
に
お
い
て' 

親

鸞

の

『
歎
異
鈔
』
に
お
い
て' 

ま
た
は
覚
如
の
著
な
り
と
し
て
伝
え
ら
る
る
『
安
心
決
定
鈔
』
に
お
い 

て
、
深
き
貴
き
信
仰
の
原
理
を
見
る
の
で
あ
る
」(

『聖
書
研
究
』

一
九-

五
、
九
月
、
『
全
集
』

一
三
巻
四
九
五
頁)

と
述
べ
て
い
る
。
 

ま

た

『
我
が
信
仰
の
友
』
と
題
し
て

「
誰
か
信
仰
の
自
由
を
愛
す
る
者
に
し
て
親
鸞
聖
人
を
愛
せ
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
。
彼
は
常
に
い
う
た
『
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
』
と 

そ
の
故
如
何
と
な
れ
ば
、
『
如
来
の
教
法
を
十
方
衆
生
に
説
き
聞
か
し
む
る
と
き
は
、
た
だ
如
来
の
御
代
官
を
申
し
つ
る
ば
か
り
な
り:
.

』 

歎
異
抄
と
満
之
と
鑑
三 

六
七



六
ハ 

故
に
彼
は
彼
の
弟
子
を
呼
ぶ
に
御
同
朋
御
同
行
の
敬
称
を
以
て
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

「
弟
子
」
の
称
た
る
是
れ
堕
落
せ
る
寺
院
と
教 

会
と
の
用
い
る
所
で
あ
っ
て
、
パ
ウ
ロ
で
あ
れ
、
親
鸞
で
あ
れ' 

真
に
信
仰
の
何
で
あ
る
か
を
知
り
し
人
の
諱
ん
で
用
い
ざ
り
し
辞
で
あ
る
。
 

『
我
等
召
さ
れ
て
キ
リ
ス
ト
の
使
者
と
な
れ
り:

：:

我
等
キ
リ
ス
ト
に
代
り
て
汝
等
が
神
に
和
ら
が
ん
こ
と
を
汝
等
に
ね
が
う
』
と
の
使 

徒
パ
ウ
ロ
の
言
を
読
ん
で
我
等
は
二
者
が
各
自
そ
の
救
主
に
対
し
、
同
一
の
態
度
に
出
し
者
な
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
 

言
辞
を
共
に
す
る
者
が
我
が
信
仰
の
友
で
は
な
い
。
信
仰
の
目
的
物
に
対
し
心
の
態
度
を
同
う
す
る
者
、
そ
の
者
が
我
が
信
仰
の
友
で 

あ
る
。
神
と
称
び
キ
リ
ス
ト
と
唱
へ
天
国
と
い
ふ
者
に
し
て
、
我
が
信
仰
の
敵
が
す
く
な
く
な
い
。
こ
れ
に
反
し
弥
陀
と
称
び
如
来
と
と 

な
へ
、
浄
土
と
い
ふ
者
の
中
に' 

我
は
我
が
信
仰
の
友
を
見
る
の
で
あ
る
。
我
は
勿
論
今
に
至
て
我
が
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
去
っ
て
仏
教 

に
帰
せ
ん
と
は
し
な
い
。
然
れ
ど
も
我
は
基
督
信
者
な
る
故
を
以
て' 

神
が
我
国
に
遣
り
給
ひ
し
多
く
の
信
仰
の
戦
士
を
認
め
ざ
ら
ん
と 

欲
す
る
も
能
わ
ず
。
我
は
日
本
人
で
あ
る
、 

故
に
情
に
お
い
て
は
ル
ー
テ
ル
・
ウ
ェ
ス
レ
ー
・
ム
ー
デ
ィ
ー
に
対
す
る
よ
り
も
源
信
・
法 

然
・
親
鸞
に
対
し
よ
り
近
く
感
ず
る
は
や
む
を
得
な
い
。
我
は
彼
等
が
弥
陀
を
慕
ひ
し
そ
の
心
を
以
て
、
我
主
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
を
慕
う 

も
の
で
あ
る
」(

『
聖
書
研
究
』

一
九
一
五
、
七
月
『
全
集
』

一
三
巻
四
ハ
〇
頁)

と
い
う
て
い
る
。

更
に
大
正
十
三
年(

一
九
二
四)

九
月
五
日 

の
日
記
に
或
る
仏
教
の
研
究
者
が
彼
を
批
評
し
て
「
遠
く
よ
り
彼
の
行
為
を
見
れ
ば
彼
は
日
蓮
型
で
あ
る
。
近
づ
い
て
彼
の
信
仰
を
尋 

ぬ
れ
ば
彼
は
法
然
型
で
あ
る
」
と
い
う
た
の
に
対
し
「
余
は
こ
の
批
評
を
聞
い
て
非
常
に
有
り
難
か
っ
た
。
余
は
日
蓮
を
敬
う
が
彼
と
信 

仰
の
系
統
を
異
に
す
る' 

余
が
若
し
基
督
教
に
入
ら
ざ
り
し
な
ら
ば
源
信
・
法

然

・
親
鸞
の
仏
教
に
落
ち
つ
い
た
に
相
違
な
い
。
そ
し
て 

浄
土
門
の
仏
教
に
篤
く
帰
依
せ
し
日
本
国
民
は
パウ

!！

・
ア
ウ
ガ
ス
チ
ン
・
ル
ー
テ
ル
の
福
音
的
キ
リ
ス
ト
教
に
新
生
命
を
発
見
す
る
の 

で
は
あ
る
ま
い
か
。
欧
米
に
お
い
て
一
種
の
社
会
教
と
化
せ
し
基
督
教
は
日
本
に
お
い
て
再
び
も
と
の
単
純
な
る
福
音
に
帰
え
り
、
か
く 

し
て
復
た
び
「
宗
教
革
命
」
を
全
世
界
に
起
す
の
で
あ
る
ま
い
か
。
今
日
の
日
本
に
出
て
欲
し
き
は
米
国
流
の
活
動
家
で
は
な
い
。
静
か 

に
し
て
待
望
む
法
然
流
の
信
仰
家
で
あ
る
。
嗚
呼
神
よ
、
日
本
国
を
祝
福
し
た
ま
え
」(

『
全
集
』

一
八
巻
一
〇
〇
頁)

と
語
っ
て
い
る
。



内
村
鑑
三
は
文
久
元
年(

一
八
六
こ 

三
月
二
十
三
日
上
州
高
崎
藩
士
内
村
金
之
丞
宜
之
の
長
男
と
し
て
江
戸
小
石
川
鳶
坂
上
の
武
士 

長
屋
に
生
ま
れ
た
。
清
沢
満
之
は
彼
よ
り
二
年
遅
れ
て
、
文
久
三
年(

一
八
六
三)

六
月
二
十
六
日
に
尾
張
藩
士
徳
永
永
則
の
長
男
と
し
て
名 

古
屋
黒
門
町
に
生
ま
れ
ら
れ
た
。
と
も
に
義
理
固
い
、
恩
義
を
重
ん
ず
る
武
士
の
血
を
受
け
て
い
た
。
鑑
三
は
明
治
・大
正
・昭
和
の
初
め
ま 

で
生
き
て
か
の
満
州
事
変
の
起
る
前
年
の
昭
和
五
年(

一
九
〇
三)

三
月
二
十
八
日
に
満
七
十
歳
の
天
寿
を
全
う
さ
れ
て
死
去
さ
れ
た
。
満 

之
は
日
露
開
戦
の
前
年
の
明
治
三
十
六
年
六
月
六
日
に
四
十
一
歳
の
短
生
涯
で
逝
か
れ
た
。
前
者
は
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
最 

初
期
の
基
督
者
の
代
表
的
先
覚
で
あ
り' 

そ
の
無
教
会
主
義
は
教
会
の
古
き
伝
統
を
も
つ
欧
米
の
基
督
者
の
な
か
に
も
今
日
多
く
の
共
鳴 

者
を
得
て
き
て
い
る
。
後
者
は
近
代
日
本
の
課
題
を
負
う
て
、
厳
し
く
自
己
と
対
決
し
つ
つ
あ
く
ま
で
も
仏
教
の
本
姿
を
明
か
に
せ
ん
と
さ 

れ
た
明
治
仏
教
の
代
表
的
先
覚
で
あ
っ
て
、
と
も
に
純
粋
な
る
宗
教
的
信
念
の
永
遠
の
霊
的
生
命
を
世
に
覚
醒
し
て
ゆ
か
れ
た
の
で
あ
る
。
 

も
と
内
村
鑑
三
は
札
幌
農
学
校
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
回
心
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
信
仰
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ 

に
て
体
験
さ
れ
た
回
心
で
あ
る
。

明
治
十
九
年(

一
八
ハ
六)

三
月
で
彼
の
二
十
六
歳
の
と
き
で
あ
る(
工
〇
ミI  8

善

耳4
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一̂

ま
耳
空
・
『
全
集
』

一
五
卷
。

こ
の
廻
心
の
実
験
に
も
と
づ
く
彼
の
信
仰
は' 

使
徒
パ
ウ
ロ
の
「
人
の
義
と
せ
ら
る
る
は
律
法
の
行 

為
に
よ
ら
ず
、
信
仰
に
よ
る
」(

『羅
馬
書
』
三
章
二
ハ
節)

の
発
見
で
あ
り' 

そ
れ
は
ま
た
ル
ー
テ
ル
の
信
仰
で
あ
り' 

す
な
わ
ち
ル
ー
テ 

ル
の
宗
教
改
革
の
精
神
で
あ
る
。

従
っ
て
鑑
三
の
無
教
会
主
義
は
ル
ー
テ
ル
の
宗
教
改
革
の
精
神
を
明
治
の
日
本
に
お
い
て
更
に
徹
底 

せ
し
め
た
も
の
と
い
え
る
。

大

正

六

年(

一
九
一
七)

十
一
月' 

ル
ー
テ
ル
の
宗
教
改
革
四
百
年
の
記
念
祭
を
迎
え
た
の
で
あ
る
が' 

時 

あ
た
か
も
日
独
戦
争
の
進
行
中
に
て
彼
は
『
ル
ー
テ
ル
の
為
に
弁
ず
』
と
題
す
る
論
文
を
草
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
「
ル
ー 

テ
ル
な
か
り
せ
ば
余
輩
の
今
日
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
は
ル
ー
テ
ル
に
由
て
余
輩
は
キ
リ
ス
ト
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で 

あ
る:

：:

ル
ー
テ
ル
は
余
輩
に
信
仰
の
絶
対
的
価
値
を
教
へ
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
ー
テ
ル
以
外
の
宗
教
家
は(

多
分
我
国
の
親
鸞 

聖
人
を
除
い
て
は)

信
仰
を
補
ふ
に
多
少
道
徳
を
以
て
し
た
。
人
は
信
仰
に
由
り
て
の
み
救
は
る
と
は
彼
等
の
断
言
し
得
な
い
所
で
あ
る
。
 

歎
異
抄
と
満
之
と
鑑
三 

六
九



七
〇 

然
れ
ど
も
ル
ー
テ
ル
は
大
胆
に
爾
か
断
言
し
た
の
で
あ
る
。
人
の
救
は
る
る
は
行
為
に
由
ら
ず
、
信
仰
に
の
み
由
る
と
。
而
し
て
彼
は
此 

真
理
を
発
見
し
て
真
の
自
由
と
平
和
と
歓
喜
と
に
入
っ
た
の
で
あ
る:

：:

罪
人
は
信
仰
に
よ
り
て
罪
そ
の
ま
ま
、
善
な
く
、
義
な
く
、
愛 

な
く'

汚
穢
そ
の
ま
ま
、
疵
そ
の
ま
ま' 

神
の
愛
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
実
に
絶
大
な
る
福
音
で
あ
る
。
以
て
懦
者
を 

し
て
起
た
し
む
る
と
云
ふ
て
は
足
り
な
い
。
罪
人
を
し
て
神
に
往
か
し
む
る
福
音
で
あ
る
。
こ
の
福
音
に
接
し
て
如
何
な
る
罪
人
も
「
起 

ち
て
我
父
に
往
か
ん
」
と
日
ふ
て
、
す
べ
て
の
恐
怖
を
脱
し
て
父
の
許
へ
と
走
り
往
く
の
で
あ
る
。
而
し
て
ル
ー
テ
ル
は
残
り
な
く
此
福 

音
を
実
験
し
て
し
み
じ
み
と
其
の
有
り
難
さ
を
感
じ
た
の
で
あ
る
」(

『聖
書
研
究
』

一
九
一
七
年
十
月)

と
語
っ
て
い
る
。

か
よ
う
に
内
村 

鑑
三
の
信
仰
の
系
譜
は
ル
ー
テ
ル
よ
り
使
徒
パ
ウ
13
の
道
を
通
し
て
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
に
直
接
し
た
の
で
あ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
し
か 

も
そ
の
信
仰
の
祖
先
と
し
て' 

ま
た
最
も
近
き
友
と
し
て
日
本
に
親
鸞
聖
人(

『
歎
異
鈔
』)

を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
彼
の 

筆
に
な
る
引
文
に
よ
り
て
も
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
仏
教
に
お
け
る
禅
に
対
し
て
は
一
言
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
彼
が
最
も 

親
愛
を
感
じ
て
い
る
日
本
の
浄
土
系
仏
教
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
よ
り
す
る
批
判
が
あ
る
の
で
あ
る
。
尊
敬
す
べ
き
と
こ
ろ
は
尊 

敬
し' 

判
別
す
べ
き
と
こ
ろ
は
厳
し
く
判
別
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
彼
の
主
著
と
も
い
わ
れ
る
『
ロ
マ
書
の
研
究
』

の
第
八
講
に' 

浄
土
門
の
仏
教
に
対
す
る
彼
の
批
判
が
あ
る
。

「
か
の
浄
土
宗
の 

ご
と
き
は' 

弥
陀
の
赦
免
の
慈
悲
を
高
調
す
る
点
に
お
い
て' 

す
こ
ぶ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
類
似
せ
る
宗
教
で
あ
る
。
法
然
・
親
鸞
ら
が
弥 

陀
の
本
願
に
安
心
の
根
拠
を
置
き
し
は
他
力
救
済
の
秘
義
に
徹
し
た
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
信
仰
の
芳
醇
味
は
わ
れ
ら
の
称
讃
を
惜
し
ま 

ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
わ
れ
ら
が
も
し
こ
の
他
力
宗
の
与
え
し
見
方
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
な
ら
ば' 

そ
は
大
な
る 

過
誤
で
あ
る
。
弥
陀
宗
の
根
底
は
慈
悲
で
あ
る
が' 

福
音
の
根
底
は
「
義
」
で
あ
る
。
前
者
は
徹
頭
徹
尾
慈
悲
の
上
に
立
ち
て
慈
悲
を
通 

徹
せ
し
む
る
宗
教
で
あ
る
が
、
後
者
は
あ
く
ま
で
も
義
の
上
に
立
ち
て
慈
悲
を
築
成
す
る
宗
教
で
あ
る
。
両
者
の
類
似
は
外
現
に
お
い
て 

存
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
柢
に
お
い
て
天
と
地
と
の
相
違
が
あ
る
」
と
語
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
は
義
に
も
と
ず
く
愛
で
あ
り
、



義
の
上
に
愛
あ
り
、
愛
の
中
に
ま
た
義
の
あ
る
こ
と
が
特
性
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
前
語
に
続
け
て
引
文
す
れ
ば 

「
福
音
は
義
を
根
底
と
す
る
。
公
義' 

正
道
は
ま
ず
慈
悲
赦
免
の
前
に
お
い
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
ら
ば
人
は
み
ず
か
ら
公
義
を
実 

行
実
現
し
た
後
に
お
い
て
初
め
て
赦
免
と
救
い
と
の
恩
恵
に
浴
す
る
の
で
あ
る
か
。
し
か
り
と
す
る
と
せ
ば
福
音
も
ま
た
一
種
の
律
法
教 

に

て

『
重
く
か
つ
負
い
が
た
き
荷
を
く
く
り
て
、

人
の
肩
に
負
わ
せ
』
る
暴
君
で
あ
る
。

こ

こ

に

『
神
の
義
は
こ
れ(

福
音)

に
お
い
て 

あ
ら
わ
れ
た
れ
ば
な
り
』
と
あ
る
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

『
あ
ら
わ
れ
た
り
』
と
は
探
究
の
結
果
と
し
て
の
到
達
を
貴
ぶ
ギ
リ
シ
ャ
人 

に
は
愚
か
と
見
ゆ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
の
義
が
努
力
の
結
果
の
獲
物
に
あ
ら
ず
し
て' 

神
よ
り
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う 

は
、
大
い
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
神
は
あ
る
道
を
取
っ
て
、
そ
の
義
を
あ
ら
わ
し
た
ま
い
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
福
音
の
中
に
あ
ら
わ
れ 

つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
方
法
を
も
っ
て
神
は
そ
の
義
を
提
供
し
た
も
う
た
の
で
あ
る
。

『
そ
の
義
を
神
は
す
べ
て
の
信
者
に
賜
う
て 

区
別
な
し
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
は
み
ず
か
ら
努
め
て
義
人
と
な
り
て
救
わ
る
る
に
あ
ら
ず
、
神
は
そ
の
義
を
も
っ
て
人
に
臨
み
て
必 

罰
の
む
ち
を
下
さ
ん
と
す
る
に
あ
ち
ず' 

あ
る
事
に
お
い
て
神
の
義
は
あ
ら
わ
れ' 

そ
し
て
信
ず
る
者
は
神
の
提
供
す
る
義
を
信
仰
を
も 

っ
て
わ
が
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
」(

『
全
集
』
六
巻
、
二
〇
七
頁)

と
述
べ
て' 

律
法
を
離
れ
て
今' 

神
の
義
は
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
者
に
神
は
そ
の
義
を
賜
う
た
の
で
あ
る
。
罪
人
は
た
だ
神
の
恩
恵
を
受
け
、

い
さ
お
し
な
く
し
て
、
価
な 

く
し
て
た
ま
も
の
と
し
て
義
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼 

の
晩
年' 

昭
和
四
年
十
月
発
表
の
「
仏
教
対
基
督
教
」
と
い
う
小
論
で
は
あ
る
が' 

こ
こ
で
も
両
教
の
相
違
点
は
主
と
し
て
愛
の
観
念
の 

相
違
に
求
め
て
い
る
。
「
弥
陀
の
慈
悲
が
慈
悲
の
為
の
慈
悲
で
あ
る
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
の
愛
は
義
に
基
づ
け
る
愛
で
あ
る
。基
督
教
の
神 

は
義
の
神
で
あ
っ
て
、
義
に
由
ら
ざ
れ
ば
人
の
罪
を
赦
さ
ず
、
義
に
由
ら
ざ
れ
ば
救
を
施
し
給
は
な
い
。
其
の
意
味
に
於
て
弥
陀
の
慈
悲 

籃) 

は
単
純
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
の
御
父
な
る
真
の
神
の
愛
は
複
雑
で
あ
る
。『

I
一—

マ
書
』
三
章
二
十
五'

一
十
六
節
に
お
け
る
罪
の
赦
し
に 

関
は
る
パ
ウ
ロ
の
言
の
如
き
、
仏
教
信
者
に
取
り
て
は
廻
り
遠
い
堪
え
難
き
言
葉
で
あ
る
」
と

い

い

「
救
の
目
的
は
人
を
し
て
義
た
ら
し 

歎
異
抄
と
満
之
と
鑑
三 

七
ー



七
二 

む
に
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
の
愛
は
一
義
に
拠
る
。

義
の
為
の
愛
で
あ
っ
て
、

厳
密
な
る
義
を
離
れ
て
キ
リ
ス
ト
の
救
は
な
い
の
で
あ
る
」 

(

『聖
書
研
究
』

一
九
二
九
、
十
月
『
全
集
』
九
巻
，
一
〇
ニ
頁)

と
強
調
し
て
い
る
。

(

註)
(

因
み
に
い
ま
仏
教
徒
に
は
堪
え
難
き
言
葉
と
い
わ
れ
る
『
口
で
書
』
三
章
二
十
五
、
二
十
六
の
両
節
は
『
ロ
マ
書
』
中
に
あ
っ
て
最
重
要
の 

句
と
い
わ
れ
る
。
和
訳
聖
書
に
「神
は
そ
の
血
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
を
立
て
て
、
信
ず
る
者
の
な
だ
め
の
供
え
物
と
な
し
た
ま
え
り
。
そ
れ
は 

神
、
忍
び
て
過
ぎ
来
し
か
た
の
罪
を
ゆ
る
や
か
に
し
た
ま
い
し
事
に
つ
き
て
、
今
そ
の
義
を
あ
ら
わ
さ
ん
た
め
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
を
信
ず 

る
者
を
義
と
し
、
な
お
み
ず
か
ら
義
た
ら
ん
た
め
な
り
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。) 

彼
の
信
仰
は
ど
こ
ま
で
も
尊
重
さ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
仏
教
批
判
に
は
な
お
残
る
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
弥
陀 

の
慈
悲
を
慈
悲
の
た
め
の
慈
悲
と
い
わ
れ
る
が
、
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
が
義
の
宗
教
と
呼
ば
れ
る
な
ら
ば
、
智
慧
の
宗
教
で
あ
る
と
い
わ 

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
如
来
の
不
可
思
議
の
智
慧
・
慈

悲'

カ
便
よ
り
し
て
弥
陀
の
本
願
が
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞 

聖
人
の
晚
年
に
は
本
願
を
悲
願
と
い
わ
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
弥
陀
の
智
願
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
弥
陀
の
慈
悲
を
単
純
と
い
う
が
、
 

な
る
ほ
ど

「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
は
い
か
に
も
簡
明
単
純
で
あ
る
が
、
そ
の
単
純
に
は
あ
ら
ゆ
る
複
雑
と
対
決
し
複
雑
を
包
み
複
雑
を
尺 

し
て
、
純
化
せ
る
単
純
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
親
鸞
聖
人
に
「
三
願
転
入
」
の
廻
心
の
表
白
あ
る
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
聖
人
の 

晩

年

の

『
和
讃
』
に
は
仏
智
疑
惑
の
罪
を
悲
歎
し
て
や
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
『
歎
異
鈔
』
は
す
ぐ
れ
た
る
真
宗
安
心
の
書
で
あ
る
が
、
仏 

道
実
践
の
教
学
の
課
題
と
な
れ
ば
『
歎
異
鈔
』
と
併
せ
て
聖
人
の
主
著
た
る
『
教
行
信
証
』
に
触
れ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。


