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教

団

!

そ
の
指
教
と
し
て
の
『
歎
異
抄
』!

広 

瀬 

杲

(
大

谷

大
学

教

授) 

序

教
団
、
就
中
、
真
宗
教
団
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、
直
接
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
は' 

正
直
に
い
っ
て' 

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら 

く' 

一
般
社
会
の
通
念
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
限
定
的
な' 

特
殊
な
人
び
と
の
集
団
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た' 

所
謂' 

教 

団
人
に
と
っ
て
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
重
さ
を
払
拭
し
切
れ
な
い
何
か
を
、
実
感
と
し
て
持
つ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か 

し' 

教
団
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
実
感
に
正
直
で
あ
る
こ
と
が
、
実
は
真
宗
教
団
そ
の
も
の
を' 

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
深
い
関
り
に
於 

て
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
唯
一
の
道
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。
換
言
す
れ
ば' 

こ
う
し
た
外
か
ら
の
一
般
的
評
価
と
、
内
に
於 

け
る
一
種
の
重
圧
感
と
が
、
真
宗
教
団
そ
の
も
の
の
実
態
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
実
態
を
無
視
す
る
限
り
、
如
何
な
る
教
団
論
も 

真
宗
教
団
の
真
意
を
開
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
意
味
に
於
て
真
宗
教
団
と
は' 

わ
れ
わ
れ
に
と
り
深
い
関
り
を
も
つ
課
題
と
し
て' 

現
前
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
言
う 

こ
と
は' 

そ
の
存
在
意
義
が
問
い
つ
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
問
う
人
間
そ
の
も
の
が
転
ぜ
ら
れ
る
如
き
性
格
を' 

そ
れ
自
身
荷
負
う
て 

い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば' 

真
宗
教
団
と
は' 

真
実
の
教
に
よ
っ
て
統
理
さ
れ
た
大
衆' 

即
ち
、
真
実
の
宗
教
集
団
だ
か



ら
で
あ
る
。
そ
れ
故' 

教
団
を
問
う
こ
と
は' 

真
実
の
宗
教
を
問
う
こ
と
で
あ
り' 

ま
た
そ
れ
が
直
ち
に
、
真
実
の
人
間
の
在
り
方
を
問 

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
思
う
と
き' 

親

鸞

の

『
教
行
信
証
』

の
本
文
が
、
「
大

無

量

寿

経

鹫

翳

」
に
始
ま
り
、
そ
れ
が
親
鸞
独
自
の
訓
点
を
も 

っ
て
読
み
変
え
ら
れ
た
『
論
語
』

の

文

「
季
路
問 

事
ー
ー
鬼
神
—〇
子
日
不
“能"

事
、

人
焉 

能
事
一
一
鬼
神-

」

を
以
て
結
ば
れ
て
い
る
こ 

と
の
意
味
深
さ
を
、

い
ま
さ
ら
に
思
わ
し
め
ら
れ
る
。
即
ち
そ
こ
に
は' 

真
実
の
宗
教
に
始
ま
っ
て
人
間
の
独
立
に
終
る
と
い
う
世
界
が 

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、

こ
の
人
間
と
は
、
所
謂
、
観
念
的
な
孤
立
的
人
間
で
は
な
く
、
業
縁
の
事
実
を
自
己
と
し
て 

生
死
す
る
具
体
的
人
間
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
人
間
の
具
体
的
独
立
が
、
真
実
の
宗
教
に
於
て
の
み
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即 

ち
、
宗
教
を
問
う
と
き' 

そ
の
具
体
的
な
答
え
が
、
人
間
存
在
の
至
奥
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り' 

ま
た
人
間
を
問
う
と
き' 

そ
の
唯
一 

の
答
え
が' 

宗
教
と
し
て
尺
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
故
に' 

遠
く
通
ず
る
に
夫
れ
四 

海
の
内' 

み
な
兄
弟
と
す
る
也
」
と

い

い

「
本
は
則
ち
三
三
の
品
な
れ
ど
も
、

今
は
一
ニ
の
殊
な
し
」(

浄
土
論
註
・
下)

と
説
か
れ
る
如 

き' 

人
間
に
於
け
る
連
帯
性
の
自
覚
的
在
り
方
と
し
て' 

宗
教
的
人
間
と
い
う
も
の
が' 

そ
こ
に
開
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実 

は
こ
の
こ
と
が
、
真
宗
教
団
そ
の
も
の
が
自
ら
に
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
本
質
的
課
題
な
の
で
あ
る
。
 

真
宗
教
団
は' 

つ
ね
に
こ
う
し
た
人
間
に
於
け
る
深
い
問
答
を
自
己
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず' 

現
前
す
る
事
実
は 

最
初
に
一
言
し
た
如
き
実
感
を
、
自
己
の
重
荷
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
重
荷
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
事
実
こ
そ 

教
団
そ
の
も
の
が
自
己
の
本
来
性
を
開
こ
う
と
願
う
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
も
あ
る
。

つ
ま
り' 

真
宗
教
団
と
は' 

い
つ
い
か
な
る
場
合 

に
も' 

積
極
的
に
世
俗
を
自
己
と
し
、
世
俗
の
只
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故' 

こ
の
事
実
を
無
視
し
た
観
念
的
な
教
団
論
は 

な
に
も
の
を
も
生
産
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
と
言
っ
て
、
そ
の
世
俗
性
に
の
み
拘
わ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば' 

教
団
は
世
俗
と
共
に
流
転
す 

る
以
外
に
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば' 

教
団
の
存
在
す
る
場
は
つ
ね
に
世
俗
の
只
中
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
存
在
す
る
意
義
は
決 

真

宗

教

団
 

ー
ニ
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ー
ニ
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し
て
世
俗
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に' 

教
団
と
は
、
宗
教
を
世
俗
化
す
る
人
為
集
団
な
の
か' 

そ
れ
と
も' 

世
俗
の
只
中
に
宗
教 

を
証
し
す
る
同
朋' 

所
謂' 

真
実
の
教
法
に
統
理
さ
れ
た
大
衆
な
の
か
と
い
う
課
題
を' 

自
己
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意 

味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て' 

こ
の
よ
う
な
真
宗
教
団
の
真
意
を
開
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
 

生
命
あ
る
教
団
論
は
、
 

冷
や
か
な
教
団
の
現
実
分
析
的
批
判 

か
ら
も
、
逆
に
ま
た
、
自
己
保
身
的
な
、
所
謂
、
宗
派
的
護
法
の
立
場
か
ら
も
生
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
教
団
を
離
れ
る
こ
と
の
で 

き
な
い
心
、
そ
れ
故
に
ま
た
、
教
団
の
現
状
と
慣
れ
合
う
こ
と
の
で
き
な
い
心
、
そ
の
心
の
み
が
教
団
の
現
実
の
只
中
で
教
団
を
問
い' 

そ
れ
を
問
い
尽
す
こ
と
に
於
て' 

教
団
の
本
来
的
存
在
意
義
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
教
団
論
を' 

生
み
出
す
こ
と
と
な
る
に
違
い
な
い
。
 

即
ち
、
 

生
き
た
教
団
論
は
歎
異
の
心
に
よ
っ
て
し
か
生
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
て
『
歎
異
抄
』

こ
そ' 

唯
一
の
真
宗
教
団 

論
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。
小
論
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら' 

改

め

て

『
歎
異
抄
』

の
性
格
を
窺
い
つ
つ' 

真
宗
教
団
に
つ
い
て
考
え
て
い 

こ
う
と
願
う
も
の
で
あ
る
。一

か
つ
て' 

一
人
の
友
人
か
ら
こ
ん
な
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

「
西
洋
に
は
『
バ
イ
ブ
ル
』
が
あ
る
。
し
か
し
、
現

代

で

は

『
バ 

イ
ブ
ル
』
も
キ
リ
ス
ト
教
界
を
越
え
て' 

広
く
人
類
の
精
神
の
書
と
な
っ
て
い
る
。
だ

が

『
バ
イ
ブ
ル
』
は
キ
リ
ス
ト
教
界
の
步
み
と
共 

に
、
拡
大
さ
れ
て
い
く
べ
き
努
力
が
た
ゆ
み
な
く
行
な
わ
れ
て
来
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
し
か
し
、

『
歎
異
抄
』
は
そ
う
し
た
努
力
が 

殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う' 

逆
の
歴
史
を
背
負
い
な
が
ら' 

そ
の
拡
大
の
方
向
と
可
能
性
が' 

決

し

て

『
バ
イ
ブ
ル
』
に
劣
ら
な
い 

と
い
う
こ
と
は' 

不
思
議
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
」
と
。

こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
私

は

『
歎
異
抄
』
が
成
立
以
来
ど
の
よ
う
な
位
置 

に
お
か
れ
て
来
た
か
を
、
直
ち
に
想
い
起
す
こ
と
が
で
き
た
。
少

く
と

も

『
歎
異
抄
』
成
立
以
降
の
真
宗
教
団
の
歴
史
は' 

つ
ね
に
『
歎



異
抄
』
を
公
開
す
る
努
力
の
も
と
に
步
み
続
け
て
来
た
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ' 

努
め
て
非
公
開
化
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と 

が
意
識
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
蓮
如
以
降
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち' 

真
宗
教
団
が
『
歎
異
抄
』
を
非
公
開
の
書
と
し 

よ
う
と
し
た
有
力
な
根
拠
は
、
蓮
如
自
筆
の
書
写
本(

現
在
最
古
の
写
本)

の
最
後
に
、
蓮
如
自
ら
が
記
し
た
「
右
こ
の
聖
教
は
当
流
大
事 

の
聖
教
と
な
す
な
り
。
無
宿
善
の
機
に
お
い
て
は
左
右
な
く
こ
れ
を
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」(

原
漢
文)

と

い

う

識

語(

奥
書)

に 

お
か
れ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し' 

こ
の
識
語
を
盾
に
と
っ
て
『
歎
異
抄
』
を
非
公
開
の
も
の
と
し
た
教
団
の
歩
み
は
、
は
た
し
て
正
し 

い
歩
み
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
言
え
ば' 

蓮
如
の
精
神
を
正
し
く
継
承
し
た
教
団
の
歩
み
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず' 

こ
の 

点
の
考
察
を
手
掛
り
と
し
て
、
真
宗
教
団
論
と
し
て
の
『
歎
異
抄
』

の
意
義
を
窺
う
こ
と
と
し
よ
う
。

若
し
蓮
如
が
常
識
的
な
意
味
に
お
け
る
警
戒
心
を
、
教
団
人
に
喚
起
せ
ん
が
た
め
に' 

こ
の
識
語
を
置
い
た
と
す
る
な
ら
ば' 

蓮
如
は 

『
歎
異
抄
』

の
本
意
に
触
れ
得
な
か
っ
た' 

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
『
歎
異
抄
』
は
親
鸞
滅
後
の
教
団
の
只 

中
に
あ
っ
て' 

文
字
通
り
教
団
人
の
異
義
を
歎
じ
て' 

真
宗
教
団
の
本
来
的
意
義
と
方
向
と
を
明
示
せ
ん
と
し
た
書
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
ー 

換
言
す
れ
ば
『
歎
異
抄
』
を
警
戒
す
る
心
こ
そ' 

ま
さ
し
く
歎
か
れ
る
べ
き
教
団
人
の
異
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
現
実
に
は' 

事
実 

を
語
っ
て
も
誤
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
誤
解
を
恐
れ
て
事
実
が
語
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は' 

正
直
に
事
実
に
触 

れ
得
な
か
っ
た' 

と
言
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
大
体' 

誤
解
す
る
人
の
声
は
騒
々
し
く
、
事
実
に
頷
く
人
は
安
ん
じ
て
沈
黙
す
る
も
の 

で
あ
る
。
そ
し
て' 

事
実
は
如
何
な
る
誤
解
の
騒
音
の
な
か
に
も
打
消
さ
れ
る
こ
と
な
く'

そ
の
沈
黙
の
頷
き
に
よ
っ
て
証
し
さ
れ
て
い 

く
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
は
、
た
し
か
に
『
歎
異
抄
』
は
誤
解
の
も
と
に
七
百
年
隠
蔽
さ
れ
て
来
た
と
も
言
え
よ
う
。
と
言
う
こ
と
は
、 

真
宗 

教
団
の
歴
史
は
表
面
か
ら
い
え
ば
『
歎
異
抄
』
の
公
開
を
欲
し
な
い
如
き
歩
み
で
あ
っ
た
ゝ
と
言
う
こ
と
に
も
な
る
。
即
ち
、
真
に
世
俗 

の
只
中
に
宗
教
を
証
し
す
る
同
朋
の
教
団
で
は
な
く
ゝ
宗
教
を
世
俗
化
す
る
集
団
と
し
て
の
歩
み
で
あ
っ
た
ゝ
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

真

宗

教

団
 

一
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二
一
〇 

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
『
歎
異
抄
』

は
、

そ
の
隠
蔽
さ
れ
た
歴
史
の
な
か
を
七
百
年
生
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
実
は
こ
の
よ
う
に 

『
歎
異
抄
』
を
生
か
し
続
け
て
来
た
歴
史
こ
そ
が' 

事
実
と
し
て
真
宗
教
団
を
支
え
続
け
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
。
決

し

て

『
歎
異
抄
』 

を
非
公
開
化
し
た
世
俗
的
な
力
が
、
真
宗
教
団
を
維
持
し
て
来
た
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
世
俗
的
な
要
素
を
も
敢
て
許
し
て
内
に
包
み 

つ
つ
、
し
か
も' 

真
宗
教
団
を
真
宗
教
団
と
し
て
伝
統
し
て
来
た
も
の
は' 

『
歎
異
抄
』

の
魂
に
触
れ
た
沈
黙
の
頷
き
で
あ
っ
た
、
と
言 

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
な
ら
ば'

「
是
非
と
も
聖
人(

親
鸞)

の
仏
法
を
申
立
ん
」(

山
科
連
署
記)

と
い
う
、
真
宗
教
団
再
興
を
生
涯
の
志
願
と
し
、

そ 

し
て' 

そ
の
こ
と
を
成
就
し
た
蓮
如
が
、
自
筆
の
書
写
本
に
記
し
た
識
語
の
意
味
が' 

そ
の
後
の
教
団
の
歩
み
が
受
け
取
っ
た
如
き
も
の 

で
あ
っ
た
か
否
か
は' 

深
思
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
思
う
に' 

つ
ね
に
蓮
如
は
本
願
寺
教
団
中
興
の
上
人
と
し
て
仰
が
れ 

て
い
る
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
蓮
如
自
身
が
凝
視
し
た
教
団
の
現
実
は
、
所
謂
、
再
興
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
如 

き
衰
微
の
状
況
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
、
教
団
喪
失
の
事
実
で
は
な
か
っ
た
か
。
例
え
ば
、
他
の
真
宗
諸
教
団
の
い
く
つ
か
が
、
少
く 

と
も
隆
盛
を
極
め
て
い
た
時
代
に' 

本
願
寺
の
み
が
門
前
に
雀
羅
を
張
る
有
様
で
あ
っ
た
と
『
堅
田
日
記
』

の
伝
え
て
い
る
事
実
は
、
当 

時
の
世
情
が
教
団
を
無
用
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
本
願
寺
教
団
が
、
自
ら
教
団
を
喪
失
す
る
如
き
も
の
を
秘
め
て
い
た
、
 

と
言
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

二

世
俗
の
只
中
に
真
実
の
宗
教
を
証
し
す
る
も
の' 

そ
れ
が
教
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 

教
法
伝
持
の
場
と
し
て
の
み
存
在
理
由
を
も 

つ
、
と
言
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
本
願
寺
教
団
の
衰
微
の
理
由
は
、
親
鸞
の
血
統
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
が' 

主
た
る
存
在 

理
由
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
そ
の
こ
と
が
法
灯
伝
持
の
場
た
る
意
義
を
蔽
い
勝
ち
で
あ
っ
た' 

と
言
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で



は
な
い
か
。
教
団
と
は
教
法
に
よ
っ
て
統
理
さ
れ
た
弟
子
の
集
い
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
少
く
と
も
祖
師
の
血
統
と
い
う
こ
と
は' 

そ
れ 

の
み
で
は
単
に
私
的
な
事
柄
に
止
ま
っ
て
、
教
団
の
真
の
存
在
理
由
と
は
な
り
得
な
い
。
歴
史
の
眼
と
い
う
も
の
は
、
単
な
る
私
的
な
も 

の
の
存
在
主
張
を
許
さ
な
い
厳
し
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て' 

そ
の
私
的
な
事
実
は
公
的
な
世
界
に
自
己
を
開
く
と
き
、
は
じ
め 

て' 

教
団
存
在
の
理
由
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で' 

蓮
如
は
、
冷
厳
な
歴
史
の
眼
が
教
団
の
存
在
を
見
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
時
に
生
れ
た
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、

こ 

う
し
た
教
団
の
現
実
の
な
か
で'

敢
て
教
団
の
再
興
を
自
ら
の
使
命
と
し
た
蓮
如
の
目
は' 

教
団
喪
失
の
根
本
原
因
が
何
で
あ
り
、
従
っ 

て' 

教
団
再
興
の
根
本
精
神
が
何
で
あ
る
か
を
凝
視
し
続
け
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
凝
視
は
、

つ
ね
に
伝
え
ら
れ
る
如
き
窮
乏
生 

活
の
極
限
に
立
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

一
点
の
観
念
性
を
も
許
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
凝
視
を
通
し
て 

自
ら
に
敢
て
教
団
再
興
の
使
命
を
課
し
た
精
神
と
は
何
か
。
そ
れ
は' 

人
為
的
な
政
治
力
や
組
織
力
を
も
っ
て
す
る
外
的
な
意
欲
で
は
な 

く
、
む
し
ろ' 

そ
う
し
た
世
俗
的
な
も
の
へ
の
本
質
的
な
断
念
に
立
っ
て' 

教
団
の
真
義
を
限
り
な
く
内
に
問
う
心' 

即
ち
、
 

歎
異
の
心 

で
あ.
っ
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

歎
異
の
心
と
は' 

教
団
に
あ
っ
て
教
団
を
背
負
う
心
で
あ
り' 

教
団
存
在
の
意
義
を
以
て
自
己
存
在
の
意
義
と
す
る
心
で
あ
る
。
教
団 

と
は
教
法
伝
持
の
場
で
あ
る
と
言
う
た
が
、
そ
れ
は
、
仏
法
の
働
く
場
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
仏
法
を
人
為
的
に
弘
め
る
団
体 

で
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
教
団
に
あ
っ
て
教
団
を
背
負
う
心
と
は' 

む
し
ろ
、
教
団
に
召
さ
れ
た
自
己
の
自
覚
に
外 

な
ら
な
い
。
即
ち
、
自
己
が
教
法
伝
持
の
機
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

教
団
が
そ
の
本
来
性
を
回
復
し
て
来
る
如
く'

そ
こ
で
は' 

私
生 

活
と
公
生
活
と
は
一
つ
に
な
り
切
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
教
団
と
は
人
類
を
尽
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に' 

自
己
一
人
の
課 

題
を
尽
す
場
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
明
治
と
い
う
日
本
近
代
の
黎
明
期
に
立
っ
て
、
改
め
て
本
願
寺
教
団
の
再
興
を
期
し 

た
清
沢
満
之
が
「
大
谷
派
本
願
寺
は' 

余
輩
の
拠
っ
て
以
て
自
己
の
安
心
を
求
め' 

拠
っ
て
以
て
同
胞
の
安
心
を
求
め
、

拠
っ
て
以
て 

真

宗

教

団
 

ニ
ー
ニ
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三
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世
界
人
類
の
安
心
を
求
め
ん
と
期
す
る
所
の
源
泉
で
あ
る
」(

清
沢
満
之
全
集
、
四)

と
い
う
言
葉
を
以
て' 

教
団
の
本
質
を
示
し
て
い
る 

こ
と
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
蓮
如
が
日
常
茶
飯
事
の
す
べ
て
を
「
仏
法
の
御
用
」

「
如
来
聖
人
の
御
用
」
と
い
い
、
更
に
は 

「
仏
法
領
」
と
仰
い
だ
の
は
、
教

団

が

「
仏
法
を
主
と
し' 

世
間
を
客
人
と
す
る
」
世
界
で
あ
る
こ
と
へ
の
自
覚
で
あ
り' 

そ
れ
は
ま
さ 

し
く
私
生
活
が
公
生
活
と
一
つ
に
な
る
世
界
、
即
ち' 

私
事
が
そ
の
ま
ま
仏
事
を
行
ず
る
世
界
に
目
ざ
め
た
こ
と
を
、
如
実
に
示
し
て
い 

る
の
で
も
る
。
こ
の
よ
う
な
自
覚
だ
け
が' 

教
団
へ
の
私
的
な
関
心
を
超
え
て
、
教
団
を
再
興
せ
し
め
る
根
本
の
態
度
な
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
な
れ
ば
こ
そ' 

蓮
如
が
示
し
た
教
団
再
興
へ
の
姿
勢
は' 

真
に
積
極
的
で
あ
り
確
信
的
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
全
能
力
が
そ
こ
に
注 

ぎ
尽
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
始
め
て' 

稀
有
な
る
天
性
と
し
て
恵
ま
れ
て
あ
っ
た
彼
の
政
治
力
や
組
織
力
は' 

こ
の
精
神
の
う
え 

に
、
何
の
惑
い
も
残
さ
ず
全
現
し
切
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば' 

あ

の

『
御
文
』
に
し
て
も
蓮
如
に
と
っ
て' 

そ
れ
は
決
し
て
私
的
な
述 

作
で
は
な
く
、
た
だ
教
法
等
流
の
道
と
し
て
、
ま
っ
た
く
仏
法
領
の
世
界
の
公
事
で
あ
り
、
公
私
一
如
の
聞
法
の
な
か
か
ら
生
れ
た
仏
事 

に
外
な
ら
な
い
。

三

以
上
の
如
く
、
蓮
如
が
教
団
再
興
を
自
ら
の
使
命
と
し
た
と
き
、
そ
の
指
針
と
な
り' 

そ
の
精
神
を
与
え
た
も
の
が
『
歎
異
抄
』
で
あ 

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は' 

蓮
如
の
書
写
本
が
坐
右
の
書
と
し
て
の
面
影
を
止
め
て
い
る' 

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
の 

み
な
ら
ず
『
御
文
』

の
底
を
流
れ
て
い
る
も
の
が
『
歎
異
抄
』
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
殊
に
そ
の
第
一
号
の
も
の
と
伝
え
ら
れ 

る
寛
正
二
年(

一
四
六
一)

の

『
御
文
』(

帖
外
御
文
こ
、
更

に

は

『
五
帖
御
文
』

の
第
一
帖
一
通
な
ど
に
は
、

明
ら

か
に
『
歎
異
抄
』
を 

指
教
と
し
た
あ
と
が
窺
わ
れ
る
。
然
ら
ば' 

そ
の
自
筆
の
書
写
本
に
自
ら
記
さ
れ
た
識
語
は' 

蓮
如
の
教
団
再
興
の
精
神
と' 

そ
の
実
践 

と
の
う
え
で' 

再
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。



と
こ
ろ
で
ゝ
何
よ
り
も
こ
の
識
語
に
於
て
大
切
な
こ
と
は
「
右
こ
の
聖
教
は
当
流
大
事
の
聖
教
と
な
す
な
り
」

の
一
語
で
あ
る
。

少 

く

と

も

『
歎
異
抄
』
ほ
、
親
鸞
滅
後
二
三
十
年
の
頃
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
降
、 

即
ち' 

真
宗
教
団
の
歩
み
の
な 

か
で
、
こ

れ

が

「
当
流
大
事
の
聖
教
」
と
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
、
製
作
者
の
名
も
記
さ
れ
て
い
な
い
『
歎
異
抄
』 

を
し
て' 

教
団
の
指
教
と
仰
ぐ
聖
典
の
意
義
を
、
そ
こ
に
発
見
し
、
そ

れ

を

「
当
流
大
事
の
聖
教
」
と
仰
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
尋 

常
一
様
の
事
柄
で
は
な
い
。
蓮
如
は
真
宗
教
団
と
は
何
か
を
問
う
な
か
に
於
て
、
そ
の
本
来
的
意
義
を
『
歎
異
抄
』
に
指
教
さ
れ
た
の
で 

あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は' 

他
の
真
宗
諸
教
団
に
於
て
は
『
歎
異
抄
』
が

「
当
流
の
聖
教
」
と
い
う
如
き
位
置
を
得
て
い
な
い
と
い
う
事
実 

か
ら
も' 

そ
の
こ
と
を
反
顕
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
確
か
め
の
う
え
に
立
っ
て
「
無
宿
善
の
機
に
於
て
は
左
右
な
く
こ
れ
を
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
と
い
う
後
半
の
文 

の
意
が
、
慎
重
に
見
定
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
実
は
、
そ
こ
に
こ
そ
、
教
団
は
世
俗
の
只
中
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う 

具
体
的
事
実
を
離
れ
な
い' 

教
団
再
興
の
仏
事
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、

『
歎
異
抄
』
を
真
宗
教
団 

の
指
教
と
し
て
仰
い
だ
蓮
如
の' 

現
実
的
領
受
の
相
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に' 

蓮
如
の
教
団
再
興
の
精
神
は
、
教
団
喪
失
の
厳 

し
い
事
実
の
凝
視
の
な
か
で
知
っ
た
、
教
団
へ
の
世
俗
的
関
心
の
断
念
に
於
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が' 

そ
う
し
た 

蓮
如
の
目
は
、
教
団
の
本
質
的
在
り
方
を
、

つ
ね
に
追
究
し
続
け
さ
せ
た
の
で
あ
り' 

そ
の
冷
厳
な
ま
で
に
透
徹
し
た
目
は' 

教
団
の
現 

状
の
な
か
に
生
じ
て
来
る
非
教
団
的
動
き
を' 

決
し
て
見
落
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
蓮
如
の
教
団
再
興
の
仏
事
は
、

自
ら 

「
こ
れ
末
傀
の
不
思
議
な
り
、

た
だ
ご
と
と
も
お
ぼ
え
は
ん
べ
ら
ず
」
(

御
文
一 

ノ
七)

と
嘆
ぜ
し
め
た
如
く
成
就
し
て
い
っ
た
。

そ
の 

間
の
諸
事
情
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
ず
る
こ
と
は' 

小
論
の
主
題
で
は
な
い
か
ら
避
け
る
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
教
団
の
驚 

異
的
な
発
展
の
事
実
を
、
蓮
如
が
如
何
に
受
け
止
め
て
い
た
か
は
「
一
宗
の
繁
昌
と
申
す
は
、
人
の
多
く
あ
つ
ま
り' 

威
の
大
い
な
る
こ 

と
に
て
は
な
く
て
候' 

一
人
な
り
と
も
人
の
信
を
取
る
が
、

一
宗
の
繁
昌
に
候
」(

御
一
代
記
聞
書)

と
い
う
一
語
の
う
ち
に
、

十
分
に
語 

真

宗

教

団
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ニ
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り
尺
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
即

ち

「
人
の
多
く
あ
つ
ま
り
、
威
の
大
い
な
る
」
教
団
の
現
状
の
な
か
に
、
既
に
し
て
教
団
の
本
質
が 

喪
失
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
事
実
を' 

深
い
傷
み
を
以
て
見
つ
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
一
人
な
り 

と
も
人
の
信
を
取
る
」
と
い
う
、
そ
の
一
点
へ
立
返
っ
て
「
一
宗
の
繁
昌
」
即
ち
、
 

教
団
の
再
興
の
本
義
を
確
か
め
続
け
て
い
た
、
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
恰
も
「
拠
っ
て
以
て
自
己
の
安
心
を
求
め
る
」

と
い
う
一
点
に
立
つ
こ
と
に
於
て
「
世
界
人
類
の
安
心 

を
求
め
ん
と
期
す
る
所
の
源
泉
」
と
し
て' 

世
俗
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
教
団
存
在
の
真
義
で
も
る
こ
と
を
確
か
め
よ
う
と
し 

た
、
 

清
沢
満
之
の
教
団
へ
の
態
度
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
遡
れ
ば' 

明
ら

か

に

『
歎
異
抄
』
が

「
弥
陀
五
劫
思
惟
の
願
を 

よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 

ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば' 

そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を' 

た
す
け 

ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
い
う
師
親
鸞
の
一
語
を
以
て
、

「
さ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
も' 

わ
が
御
身 

に
ひ
き
か
け
て
、
わ
れ
ら
が
身
の
罪
悪
の
深
き
こ
と
を
も
知
ら
ず' 

如
来
の
御
恩
の
高
き
こ
と
を
も
知
ら
ず
し
て
迷
え
る
を' 

お
も
い
知 

ら
せ
ん
が
た
め
に
て
そ
う
ら
い
け
り
」
と
受
け
、
そ
こ
に
、

「
わ
れ
ら
」
即
ち
教
団
の
根
源
性
を
聞
き
と
っ
て' 

教
団
の
姿
勢
を
正
そ
う 

と
し
た
歎
異
の
心
に
帰一

す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四

教
団' 

就
中
、
真
宗
教
団
は
、
積
極
的
に
世
俗
を
自
己
と
す
る
こ
と
に
於
て' 

世
俗
の
只
中
に
存
在
す
る
。
従
っ
て' 

そ
こ
に
世
俗
的 

諸
要
素
が
現
働
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
然
で
は
あ
っ
て
も
、
 

そ
の
世
俗
性
が
教
団
の
存
在
意
義
で
は
な
い
。
そ
の
意
味 

で
教
団
に
於
け
る
世
俗
的
諸
要
素
は
、

つ
ね
に
歎
異
の
内
容
と
し
て
あ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
現
在
す
る
教
団
は' 

自
ら
の
面
を
つ
ね
に 

教
法
の
方
向
に
向
け' 

し
か
も
、
足
は
現
実
の
大
地
を
ふ
ま
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
教
団
の
面
が
逆
に
世
俗
の
方
向
を
向
い
て
し
ま 

う
と
き' 

教
団
は
教
法
伝
持
の
場
た
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
、
自
ら
の
存
在
の
意
義
を
見
失
う
こ
と
と
な
る
。
教
団
に
あ
っ



て
は' 

世
俗
化
こ
そ
自
ら
の
非
現
実
化
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
ほ
な
ら
な
い
。
教
団
が
内
に
凝
視
す
べ
き
一
点
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る 

従
っ
て
、
教
団
が
荒
廃
し
た
か
ら
歎
異
の
精
神
が
必
要
な
の
で
は
な
く'

教
団
は
い
つ
い
か
な
る
と
き
に
も
歎
異
の
精
神
、
即
ち
、
自
己 

内
観
の
心
を
も
っ
て
、
教
団
の
宗
致
と
す
る
こ
と
に
於
て
の
み
、
自
ら
の
生
命
を
維
持
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
歎
ぜ
ら
れ
る
異
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
人
間
の
計
ら
い'

即
ち' 

人
為
性
で
あ
る
。
教
団
へ
の
世
俗
的
関
心
で
あ
る
。
こ
の
世
俗
的 

関
心
が' 

い
か
に
教
団
を
し
て
非
教
団
化
す
る
獅
子
身
中
の
虫
で
あ
る
か
を
、
如
実
に
指
教
す
る
も
の
こ
そ
『
歎
異
抄
』
で
あ
る
。
蓮
如 

に
と
っ
て
、
暴
流
の
如
く
に
激
動
す
る
教
団
の
現
状
を
見
つ
め
れ
ば
見
つ
め
る
程
、

『
歎
異
抄
』
が
生
き
た
教
団
論
と
し
て
仰
が
れ
た
に 

違
い
な
い
。
そ

れ

は

「
若

し

『
歎
異
抄
』
な
か
り
せ
ば
」
と
言
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
よ
う
な' 

稀
有
な
る
指
教
に
遇
う
た
感
動
で
は
な
か 

っ
た
か
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
当
流
大
事
の
聖
教
」
と
仰
い
だ
と
き' 

歎
異
さ
る
べ
き
教
団
の
現
実
の
本
質
が
、

い
ま
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ 

れ
た
。
そ
れ
を
押
え
た
の
が
、
宿
善
、
 

無
宿
善
と
い
う
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
仏
縁
に
催
さ
れ
て
集
う
教
団
の
事
実
を' 

宿
と 

い
う
一
字
を
以
て
押
え
る
こ
と
に
よ
り' 

人
縁
的
団
体
の
方
向
へ
堕
し
て
い
こ
う
と
す
る
非
教
団
化
の
誤
ち
の
根
を
明
ら
か
に
し
た
の
で 

あ
る
。
そ
の
根
本
に
は
、
人
間
に
於
け
る
現
在
的
能
力
の
有
無
で
人
間
を
評
価
し
な
い
と
い
う
、
真
宗
の
人
間
観
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る 

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
教
団
成
立
の
原
動
力
を' 

人
間
の
能
力
の
う
え
に
見
よ
う
と
す
る
、
所
謂' 

人
為
に
よ
る
教
団
組
織
化
の
意
識 

の'

本
質
的
異
端
性
を
指
摘
し
て
、

「
つ
く
べ
き
縁
あ
れ
ば
と
も
な
い
、

離
る
べ
き
縁
あ
れ
ば
離
る
る
」(

歎
異
抄
・
六
条)

真
宗
教
団
の 

本
来
性
へ
帰
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
『
御
文
』
の
第
一
帖
第
一
通
が
こ
の
問
題
か
ら
説
き
出
さ
れ
て
い 

る
こ
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
恰
も
親
鸞
が' 

関
東
教
団
に
発
生
し
た
諸
問
題
の
解
決
を
示
す
に
「
余
の
ひ
と
び
と
を
縁
と
し
て
念
仏
を
ひ
ろ
め
ん
と
は 

か
ら
い
合
う
」
(

御
消
息
集)

教
化
の
人
為
性
を
誡
め' 

教
法
の
伝
布
は
「
仏
天
の
御
は
か
ら
い
に
ま
か
せ
ま
い
ら
せ
た
も
う
べ
し
」
(

同 

上)

と
教
え
た
精
神
と
別
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

即

ち

「
無
宿
善
の
機
に
於
て
は
左
右
な
く
こ
れ
を
許
す
」
べ
き
で
な
い
と
言
い
「
宿
善 

真

宗

数

団
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無
宿
善
の
二
つ
を
分
別
し
て
勧
化
を
致
す
べ
し
」(

御
文
四
ノ
こ 

等
と
い
う
こ
と
は' 

あ

く

ま

で

「
当
流
の
義
を
荒
涼
に
讚
嘆
せ
し
む
る 

あ
い
だ
、
真
宗
の
正
意
こ
の
い
わ
れ
に
よ
り
て
あ
い
す
た
れ
た
り
」(

御
文
一 

ノ
四)

と
い
う' 

教
団
に
於
け
る
非
教
団
化
の
誤
ち
の
根
を 

「
い
づ
れ
の
機
に
て
も
よ
く
勧
化
せ
ば
、

な
ど
か
当
流
の
安
心
に
も
と
づ
か
ざ
ら
ん
よ
う
に
思
う
」(

御
文
四
ノ
五)

教
化
者
意
識
に
よ
る 

教
団
の
人
為
的
組
織
化
の
異
義
に
見
出
し
て
の
、
悲
歎
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
決
し
て
人
間
の
分
別
に
基
く
差
別
の
意
識
で
も
な
け
れ
ば
、
 

教
団
の
自
己
保
身
の
た
め
の
言
葉
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ま
っ
た
く
逆
に
、
教
法
へ
の
絶
対
信
頼
の
ゆ
え
に
、

い
か
な 

る
教
団
事
情
の
下
に
あ
っ
て
も' 

人
間
的
な
不
安
に
基
く
教
化
の
人
為
性
、
 

教
団
の
人
縁
を
か
り
た
組
織
化
へ
の
私
的
関
心
を' 

は
っ
き 

り
と
否
定
し
切
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
に
於
て
保
身
の
た
め
の
努
力
を
必
要
と
し
な
い
唯
一
の
集
い
、
そ
れ
が' 

真
実
の
教
法
に
統
理
さ 

れ
た
教
団
で
あ
る
。
従
っ
て
、
弁
証
の
た
め
の
理
論
も
、
人
為
的
な
実
践
も
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま

さ
し

く

「
無
義
を
も
つ 

て
義
と
す
」(

歎
異
抄
・
十
条)

る
世
界
で
あ
る
。

「
仏
教
は
無
我
に
て
候
え
ば' 

人
に
負
け
て
信
を
と
る
べ
き
な
り
」(

御
一
代
記
聞
書)

と 

い
う
蓮
如
の
言
葉
は
、
そ
の
点
を
押
え
切
っ
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
。

以
上
の
如
く
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
『
歎
異
抄
』
に
記
さ
れ
た
蓮
如
の
識
語
は'

『
歎
異
抄
』
を

し

て

「
当
流
大
事
の
聖
教
」 

と
決
定
し
た
う
え
に
立
っ
て' 

教
団
を
本
質
的
な
崩
壊
に
導
く
獅
子
身
中
の
虫
を
世
俗
的
な
人
為
性
に
あ
る
と
見
定
め' 

そ
れ
に
よ
り
宿 

善
、
 

無
宿
善
と
い
う
人
為
の
手
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
に
信
心
の
獲
得
の' 

従
っ
て
、
教
団
の
成
就
の
根
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り' 

『
歎
異
抄
』
を
以
て
真
宗
教
団
の
本
来
的
意
義
を
指
教
す
る
、
 

生
き
た
教
団
論
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
と
、
領
解
す
べ
き
も
の
で 

あ
ろ
う
。

五 

蓮
如
の
識
語
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て' 

余
り
に
多
く
述
べ
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
が' 

こ
の
こ
と
は
『
歎
異
抄
』
を
知
る
う



え
に
於
て' 

決
し
て
放
置
し
て
お
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
。
さ
て' 

こ
の
よ
う
に
蓮
如
に
よ
っ
て' 

始
め
て
明
ら
か
に 

さ
れ
た
真
宗
教
団
の
指
教
と
し
て
の
『
歎
異
抄
』
の
性
格
を
、

い
ま
少
し
確
か
め
て
み
よ
う
と
思
う
。
と
こ
ろ
で' 

『
歎
異
抄
』
が
一
般 

に
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
十
年
代
以
降
で
あ
る
。
そ
の
後
わ
づ
か
七
十
余
年
の
間
に
異
状
な
程
の
勢
い
を
以
て
弘
が 

り
つ
つ
あ
る
が' 

し
か
し
、
そ
の
一
般
的
関
心
は
、
所
謂
、
師
訓
十
条
と
そ
の
他
の
と
こ
ろ
に
散
見
さ
れ
る
親
鶯
の
言
葉
に
注
が
れ
て
い 

る
。
勿
論
、

こ
の
事
実
は
誤
り
で
な
い
の
み
か
、
む

し

ろ

『
歎
異
抄
』
そ
の
も
の
の
願
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
ら
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ 

の
こ
と
は
、
歎
異
の
書
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
性
格
へ
の
頷
き
を
通
す
こ
と
に
於
て
の
み
、
真
に
徹
底
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
く
て 

は
な
ら
な
い
。

つ
ね
に
優
れ
た
宗
教
書
は
、
何
等
か
の
意
味
で
聞
書
的
性
格
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
宗
教
そ
の
も
の
の
本
来
性
に
基
因
す
る
事
柄
で
あ
る
。
 

即
ち
、
 

教
を
宗
と
す
る
こ
と
は
自
己
自
身
を
弟
子
と
し
て
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
人
間
と
は
教
に
対
し
て
絶
対
に
受
動
的
で
あ 

り' 

い
わ
ば
自
我
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
あ
っ
た
人
格
の
全
的
否
定
の
体
験
を
も
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
教
を
宗 

と
す
る
故
に
こ
そ
、
人
生
に
対
し
て
は
無
畏
の
存
在
と
し
て
真
に
能
動
的
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
於
て
『
歎
異
抄
』
は 

徹
底
し
た
聞
書
な
る
が
故
に' 

典
型
的
な
宗
教
書
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

私
は
、

『
歎
異
抄
』
に
於
て' 

聞
と
い
う
こ
と
の
宗
教
性
の
深
さ
を
思
う
。

『
歎
異
抄
』

の
序
文
に
は
「
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
の
趣
、
 

耳
の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ' 

い
さ
さ
か
こ
れ
を
注
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、 

そ
の
こ
と
も
事
情
と
し
て
は
「
故
親
鸞
聖
人
の
お 

お
せ
ご
と
そ
う
ら
い
し
趣
、
百
分
が
一
、
か
た
は
し
ば
か
り
を
も
、
お
も
い
い
だ
し
ま
い
ら
せ
て
、
書
き
つ
け
」(

後
序)

た
も
の
で
あ
ろ 

う
。
し
か
し' 

そ
れ
は
単
に
記
憶
を
た
ど
っ
て
書
い
た
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
し
か
に
聖
人
の
言
葉
を
聞
い
た
の
は
、
数
十
年
前
の 

或
る
時
で
あ
る
。
人
生
に
あ
っ
て
聞
く
と
い
う
こ
と
は' 

い
つ
で
も
或
る
時
と
い
う
一
回
限
り
の
時
を
は
づ
し
て
は
な
い
。
そ
こ
に' 

一
 

期
一
会
と
い
わ
れ
る
聞
の
現
実
性
が
あ
り
、
厳
粛
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し' 

そ
の
た
だ
一
回
限
り
の
機
会
し
か
与
え
ら
れ
な
か 

真

宗

教

団
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ニ
ー
天 

っ
た
聞
の
事
実
が' 

「
耳
の
底
に
留
ま
る
」
言
葉
と
成
る
。
瞬
間
の
言
葉
が
永
遠
の
言
葉
と
な
り
、
偶
然
に
聞
い
た
言
葉
が
今
現
在
の
説 

法
と
成
る
。
即
ち' 

一
度
限
り
の
聞
が
憶
念
相
続
の
世
界
を
開
く
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
、
宗
教
的
出
会
い
の
不
可
思
議
の
事
実
が
あ
る
。
 

聞
が
憶
念
相
続
の
世
界
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
、
安
ん
じ
て
自
己
の
全
生
涯
を
委
ね
切
る
言
葉
が
聞
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し 

安
ん
じ
て
教
え
に
自
己
の
生
涯
を
委
ね
切
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
全
体
が
自
己
自
身
の
全
責
任
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
全
的
に
受
動
的
な 

る
が
故
に
、
全
的
に
能
動
的
で
あ
る
と
い
う' 

宗
教
的
人
生
が
始
ま
る
。

換
言
す
れ
ば
、
教
の
全
体
が
聞(

信)

の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
聞 

(

信)

の
ほ
か
に
教
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即

ち

「
耳
の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ
」
の

「
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
の
趣
」(

教)

は
、

そ 

の
ま
ま
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
只
中
に
自
己
を
安
立
せ
し
め
る
「
先
師
口
伝
の
真
信
」
と
し
て
、
弟
子
の
身
に
成
就
し
て
い
る
。
教
が 

「
耳
の
底
に
留
ま
る
」
ゆ
え
に
、

つ
ね
に
「
真
信
」
と
し
て
成
就
す
る
。
し
か
し' 

成

就

し

た

「
真
信
」
は
、
私
有
を
超
え
て
「
先
師
ロ 

伝
」
の
教
の
外
に
何
も
の
も
な
い
。
こ
こ
に' 

最
も
純
粋
に
し
て
具
体
的
な
宗
教
的
現
実
が
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
て
『
歎
異
抄
』
は
、
 

も
は
や' 

自
己
自
身
の
名
を
没
し
去
っ
て
何
ら
悔
い
る
と
こ
ろ
の
な
い
人
生
を
生
き' 

た
だ
真
実
の
教
の
機
と
な
る
こ
と
に
於
て
教
を
伝 

持
し
た
、
 

宗
教
的
人
格
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
稀
有
の
宗
教
書
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
『
歎
異
抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
言 

葉
が
、
親
鸞
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
事
を' 

誰
も
疑
い
得
な
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し' 

何
故
に
か
く
も
徹
底
し
た
聞
書
が
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
誕
生
せ
し
め
た
大
地
と
し
て
、
純
真
無
私
に
教
を
聞
く 

以
外
に
方
途
の
な
い
現
実
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
編
者
自
身
が
自
己
の
名
を
記
す
る
こ
と
な
く
し
て' 

し

か

も

「
名
づ
け
て 

歎
異
抄
と
い
う
べ
し' 

外
見
あ
る
べ
か
ら
ず
」

と
、

書
名
を
以
て' 

そ
の
性
格
を
明
記
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
現
実
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ 

る
。
そ
の
現
実
こ
そ' 

真
に
教
法
を
伝
持
す
る
こ
と
の
み
を
、 

そ
れ
自
ら
の
唯
一
の
存
在
意
義
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず' 

そ
れ 

が
、

い
っ
し
か
誤
た
れ
て
い
く
と
い
う
教
団
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
相
に
於
て
現
在
す
る
教
団
を
悲
歎
し
な
く
て
は
お 

れ
な
い
心
が' 

只
管
、
教
法
に
問
い
続
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



か
く
て

『
歎
異
抄
』
は' 

単
な
る
聞
書
で
は
な
く
歎
異
の
書
と
し
て
生
れ
た
聞
書
で
あ
る
。
た
し
か
に
現
代
の
多
く
の
人
び
と
が
感
ず 

る
如
く'

輝
き
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
親
鸞
の
言
葉
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
既
に
一
言
し
た
如
く
編
者
自
身
の
願 

い
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
し

か

し

「
故
親
鸞
聖
人
の
御
物
語
」(

教)

の
み
が
永
遠
の
輝
き
を
も
っ
と
い
う
、
そ
の
こ
と
一
つ
を
願
い
と 

せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
編
者
の
心
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば' 

は
た
し
て
親
鸞
の
言
葉
が
自
ら
の
教
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う 

か
。
現
代
の
多
く
の
人
び
と
は
、
編
者
自
身
の
言
葉
の
部
分
を
無
用
と
し
、
時
に
は
誤
り
と
す
ら
す
る
。
事
実
無
用
な
の
か
も
知
れ
な
い 

時
に
よ
っ
て
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か

し

『
歎
異
抄
』
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
関
心
の
寄
せ
か
た 

は
、
知
解
の
立
場
と
し
て
は
許
さ
れ
て
も' 

聞
信
の
心
に
は
頷
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
聖
典
的
部
分
と
非
聖
典
的
部
分
と
に 

分
っ
そ
の
心
は
、
は
た
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
一
室
の
行
者
の
な
か
に
、
信
心
異
な
る
こ
と
な
か
ら
ん
た
め
に
、
な
く
な
く
筆
を
染
め
て
こ
れ
を
注
」(

後
序)

さ
ず
に
は
お
れ
な
い 

歎
異
の
心
、
そ
れ
は
重
く
悲
し
い
心
で
あ
る
。
し

か

し

「
一
室
の
行
者
」
の
な
か
に
身
を
お
い
て
「
信
心
の
異
な
り
」
を
歎
か
ず
に
は
お 

れ
な
い
と
い
う
、

こ
の
心
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
な
聞
書
は
決
し
て
生
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
一
室
の
行
者
」
の
集
い
、
 

即
ち
、
教
団
の
生
命
は
、

こ

の

「
信
心
の
異
な
り
」
が' 

限
り
な
く
歎
か
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
の
み
あ
る
。

「
一
室
の
行
者
の
な
か
」 

で

「
外
見
せ
る
こ
と
」
を
恥
じ
悲
し
み
つ
つ
「
な
く
な
く
筆
を
染
め
」
ず
に
は
お
れ
な
い
歎
異
の
心
に
よ
っ
て
の
み' 

そ
の
生
命
を
保
持 

し
続
け
る
も
の
、
そ
れ
が
、
教
団
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
歎
異
の
心
が
見
失
わ
れ
、
冷
や
か
な
排
異
批
判
と' 

保
身
的
な
妥
協 

と
に
堕
す
る
と
き' 

教
団
は
自
ら
を
喪
失
す
る
に
違
い
な
い
。

歎
異
の
心' 

そ
れ
は
教
団
人
と
し
て
の
真
の
使
命
感
で
あ
り
責
任
感
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
決
し
て
外
な
る
社
会
的
規
制
と 

し
て
の
教
団
に
対
し
て
、
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
感
で
は
な
い
。
従
っ
て' 

そ
の
よ
う
な
教
団
に
対
し
て
何
か
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い 

う
責
任
感
で
も
な
い
。
た
だ
真
に
教
に
遇
い
得
た
も
の
の
み
が
、
自
ら
荷
負
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
教
法
伝
持
の
使
命
感
で
あ
る
。
そ
れ
故 

真

宗

教

団
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一
四
〇

こ
う
し
た
使
命
感
は
「
仏
慧
功
徳
を
ほ
め
し
め
て 

十
方
の
有
縁
に
き
か
し
め
ん 

信
心
す
で
に
え
ん
ひ
と
は 

つ
ね
に
仏
恩
報
ず
べ
し
」 

(

浄
土
和
讃)

と

い

い

「
如
来
大
悲
の
恩
徳
は 

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し 

師
主
知
識
の
恩
徳
も 

骨
を
砕
き
て
も
謝
す
べ
し
」
(

正 

像
末
和
讃)

と' 

自
分
自
身
に
ふ
か
ぶ
か
と
頷
か
れ
る
如
き' 

報
恩
の
心
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
歎
異
の
心
は
、
教
団
が 

教
法
伝
持
の
場
以
外
の
何
か
に
変
り
行
く
現
実
を
悲
歎
し
つ
つ' 

た
だ
只
管
そ
れ
を
聞
法
の
世
界
へ
帰
さ
ん
と
願
い
続
け
る
心
な
の
で
あ 

る
。

六

然
ら
ば'

「
一
室
の
行
者
」' 

即
ち
、
教
団
に
起
る
問
題
と
は
何
か
。

一
応' 

具
体
的
に
は
第
十
一
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
示
さ
れ
て 

い
る
事
柄
で
あ
り' 

そ
の
現
わ
れ
た
相
は
特
殊
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し' 

特
殊
な
相
を
と
ら
ず
し
て
起
り
得
る
現
実
問
題
と
い 

う
も
の
が
、

一
つ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
こ
に
歎
異
さ
る
べ
き
教
団
の
現
実
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
特
殊
な
諸
事
情
の
下 

に
生
起
す
る
唯
一
の
教
団
の
問
題
が
あ
る' 

と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

『
歎
異
抄
』
の
編
者
は
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す' 

不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
ゆ
え
に
と
お
お
せ
そ
う
ら
い
き
」(

第
十
条)

と
、
 

所
謂' 

師
訓
を
結
び' 

そ
れ
を
受
け
て' 

そ
の
教
団
に
於 

け
る
唯
一
の
問
題
を
「
聖
人
の
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
」(

中
序)

と
い
う
一
語
で
押
え
て
い
る
。
念
仏
者
の
集
い' 

即
ち
、
真
宗 

教
団
の
本
質
は
無
義
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
真
実
の
教
に
よ
っ
て
統
理
さ
れ
た
「
と
も
に
ー
師
の
誨
を
仰
ぐ
輩
」(
御
伝 

鈔)

だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て' 

真
宗
教
団
の
問
題
は
つ
ね
に
た
だ
一
つ
で
あ
っ
て' 

そ
れ
は' 

教
法
以
外
に
教
団
を
統
理
し
得
る
何
か 

が
あ
る
か
の
如
く
計
ら
う
こ
と' 

即
ち' 

教
団
を
義
に
よ
っ
て
統
理
し
直
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故' 

「
聖
人
の
お
お
せ
に
あ 

ら
ざ
る
異
義
」
と

は

「
無
義
を
も
て
義
と
す
る
」
そ
の
こ
と
へ
の
違
反
で
あ
り' 

言
わ
ば
教
え
の
反
逆
で
あ
る
。
 

然
し
、
何

故

に

「
一
室
の
行
者
」
の
な
か
に
そ
の
よ
う
な
異
義
が
起
る
の
か
。
そ
れ
ほ
、
ま
さ
し
く
教
団
の
在
る
場
所
が
世
俗
の
只
中



だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が' 

自
己
の
安
心
を
求
め
ん
と
期
す
る
源
泉
と
し
て' 

教
団
に
願
い
を
か
け
て
い
る
も
の
が' 

外
な
ら
ぬ
世 

俗
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
見
失
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
即
ち' 

世
俗
が
教
法
に
問
う
場' 

そ
れ
が
教
団
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず' 

逆
に
教
団
が
世
俗
に
何
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
如
き
錯
誤
に
陥
る
の
で
あ
る
。
真
実
の
教
に
統
理
さ
れ
た
教
団
が' 

世
俗
の
諸
問
題 

の
根
源
に
何
等
答
え
切
れ
な
く
な
る
と
き
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
教
団
の
終
る
と
き
で
あ
り' 

宗
教
の
終
る
と
き
で
あ
ろ
う
。
し
か 

し
、
真
に
教
に
遇
う
こ
と
の
で
き
た
弟
子
の
心
は' 

そ
の
と
き
の
無
い
こ
と
を
自
ら
の
聞
信
の
う
ち
に
証
知
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に' 

安 

ん
じ
て
現
実
の
諸
問
題
を
教
に
問
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て' 

教
え
も
と
き
と
し
て
現
実
の
問
題
に
答
え
切
れ
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
と
い 

う

如

き

「
同
心
の
行
者
の
不
審
」(

前
序)

が
お
こ
る
な
ら
ば
、
そ
の
全
体
が
教
へ
の
不
信
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
故' 

絶
え
間
な
く
惹
起 

す
る
現
実
の
諸
問
題
に
対
処
す
る
教
団
の
在
り
方
を
、
人
間
の
義
を
以
て
立
直
し
得
る
と
計
る
と
き
、
や

が

て

「
安
心
を
求
め
ん
と
期
す 

る
所
の
源
泉
」
と
し
て
の
み
、
そ
の
存
在
を
許
し
、
そ
こ
に
願
い
を
か
け
続
け
て
い
る
歴
史
社
会
か
ら' 

教
団
は
見
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ 

る
。
歴
史
に
於
け
る
適
者
生
存
の
法
則
、
そ
れ
は
如
何
な
る
人
為
の
誤
魔
化
し
を
も
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
教
団
を
閉
鎖
と 

固
定
化
か
ら
解
放
し
、

つ
ね
に
新
し
い
生
命
あ
ら
し
め
る
も
の
は
、
信
以
外
に
は
な
い
。
教
へ
の
信
順
が
、
現
実
の
諸
問
題
を
教
に
問
い 

教
に
よ
っ
て
現
実
の
根
源
に
答
え
て
行
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
教
団
の
限
り
な
き
新
生
が
あ
る
。

-

し
か
ら
ば
、

「
一
室
の
行
者
」
を
し
て
混
乱
せ
し
め
る
「
聖
人
の
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
同
心
の
行
者
の 

不
審
」
即
ち
、
教
団
人
の
全
体
の
姿
勢
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
異
義
の
諸
事
情
に
の
み
拘
る
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ 

れ
は
教
団
に
於
け
る
人
為
性
の
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
、
教
へ
の
不
信
疑
惑
の
外
に
は
な
い
。
そ
れ

故
に

『
歎
異
抄
』

の
編
者
は
「
聖
人 

の
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
」
の
現
実
を' 

一
つ
一
つ
教
に
照
し
て
破
り
乍
ら
、

つ
い
に
そ
れ
全
体
を
「
右
の
条
々
は
み
な
も
て
信 

心
の
異
な
る
よ
り' 

こ
と
お
こ
り
そ
う
ろ
う
か
」(

後
序)

と
決
定
づ
け
て
い
る
の
で
あ
り' 

更
に
押
え
て
言
え
ば
「
全
く
自
見
の
覚
悟
を 

も
っ
て' 

他
力
の
宗
旨
を
乱
る
こ
と,
二
前
序)

に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て' 

真
宗
教
団
の
本
義
は
た
だ
無
義
と
い
う
、
最
も 

真

宗

教

団
 

一
四
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一
四
二 

確
信
的
な
事
実
に
立
つ
こ
と
で
あ
り
ゝ
そ
れ
は' 

如
何
な
る
動
乱
の
只
中
に
あ
っ
て
も
「
よ
き
人
の
お
お
せ
を
こ
う
む
り
て
信
ず
る
外
に 

別
の
子
細
な
き
な
り
」(

第
二
条)

と
、 

静
か
に
言
い
切
れ
る
世
界
を
限
り
な
く
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

教
団
、
そ
れ
は
、

「
と
も
に
ー
師
の
誨
を
仰
ぐ
」
「
同
心
の
行
者
」
の
感
応
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
「
一
室
の
行
者
の
な
か
」 

の

「
信
心
の
異
な
り
」
は' 

決
し
て
排
異
批
判
の
対
象
と
は
な
り
得
ず
、
深
い
共
業
の
傷
み
と
し
て
、
只

管

「
耳
の
底
に
留
ま
る
」
先
師 

の
教
に
帰
ら
ん
と
願
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
教
団
の
問
題
は
、
そ
れ
を
自
己
と
し
て
歎
異
す
る
一
人
の
聞
法
の
う
え
に
解
か
れ
「
同
心
の 

行
者
の
不
審
」
は
そ
こ
に
散
ぜ
ら
れ
て
、
教
法
伝
持
の
場
を
回
復
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

結 

び

『
歎
異
抄
』
を
貫
く
歎
異
の
心' 

そ
れ
は
、
真
実
の
教
に
遇
い
得
た
者
の
恩
徳
の
情
で
あ
り' 

使
命
感
で
あ
る
と
言
う
た
。
そ
の
心
は 

「
露
命
わ
づ
か
に
枯
草
の
身
に
か
か
る
」(

後
序)

老
齢
に
あ
っ
て' 

更

に

「
閉
眼
の
の
ち
」(

同
上)

の
教
団
を
も
、
自
己
の
責
任
と
し
て 

受
け
止
め' 

「
な
く
な
く
筆
を
染
め
て
」
歎
異
の
書
を
書
き
残
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
心
で
あ
る
。
そ
し
て
思
え
ば
こ
の
心
こ
そ
「
前
に
生 

れ
る
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
れ
る
者
に
前
を
訪
い
、
連
続
無
窮
に
し
て
願
く
ば
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
、
無
辺
の
生
死
海
を
尺
さ 

ん
が
た
め
の
故
な
り
」(

教
行
信
証
・
後
序)

と
い
う
聖
語
に
託
し
て
、

正
法
の
伝
持
を
願
う
た
先
師
親
鸞
の
心
に
応
答
す
る
、
 

唯
一
の
同 

朋
の
心
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。


