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共
通
テ
ー
マ
の
意
図
す
る
も
の

満

井

秀

城

今
回
の
『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
十
号
の
共
通
テ
ー
マ
を
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
と
し
た
意
味
に
つ
い
て
は
、
特
に
説
明
を
必
要
と

し
な
い
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、一
昨
年（
二
〇
一
四
年
）六
月
六
日
に
、第
二
十
四
代
即
如
門
主
か
ら
、第
二
十
五
代
專
如
門
主
へ
と
、門
主
の「
法

統
継
承
式
」
が
行
わ
れ
、
本
年
（
二
〇
一
六
年
）
十
月
一
日
よ
り
、
い
よ
い
よ
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
意
味
や
意
義
を
再
確
認
し
た
い
と
願
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。

「
法
統
の
継
承
」
は
、
一
般
仏
教
で
は
、「
瀉
瓶
」（
し
ゃ
び
ょ
う
）
と
も
称
さ
れ
る
。
瓶
に
入
っ
て
い
る
水
を
、
ま
た
別
の
瓶
へ
と

移
す
と
き
に
、
一
滴
の
過
不
足
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
に
お
い
て
で
あ
る
。

立
教
開
宗
か
ら
、
ま
も
な
く
八
〇
〇
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
八
〇
〇
年
近
く
の
間
、
浄
土
真
宗
の
法
義
の
内
容
そ
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
以
来
、
一
滴
の
過
不
足
も
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
一
方
、
法
義
を
伝
え
る
伝
道
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
、
覚
如
上
人
や
蓮
如
上
人
を
始
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
来
た
。

た
と
え
ば
、「
平
生
業
成
」
は
、
宗
祖
の
著
作
に
は
存
在
し
な
い
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
覚
如
上
人
や
蓮

如
上
人
は
、
宗
祖
の
法
義
に
過
不
足
を
加
え
た
の
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

覚
如
上
人
や
蓮
如
上
人
の
時
代
、
主
と
し
て
浄
土
宗
を
中
心
に
「
臨
終
業
成
」
と
い
う
語
が
広
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
世
か
ら
次
の
世

へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
と
き
に
は
、
臨
終
の
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
自
ら
が
行
っ
て
き
た
行
業
の
善
悪
に
し
た
が
っ
て
、
行
き
先
が
決
ま
る
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と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
我
々
の
行
き
先
は
臨
終
に
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
平
生
聞
信
の
一
念
に
正
定
聚
不
退
の
位

に
定
ま
る
と
い
う
、
宗
祖
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
現
生
正
定
聚
」
の
法
義
を
、「
臨
終
業
成
」
へ
の
対
立
軸
と
し
て
「
平
生
業
成
」
と

表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

親
鸞
聖
人
の
時
代
と
、
今
の
時
代
と
で
は
、
何
が
異
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
を
考
え
た
と
き
、
私
個
人
の
思
い
で
は
、「
生
死
出
づ

べ
き
道
」
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
最
大
に
し
て
決
定
的
な
相
違
点
だ
と
考
え
て
い
る
。「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
が
課
題

に
な
ら
な
い
人
に
は
、「
さ
と
り
」
も
「
浄
土
」
も
響
か
な
い
。
そ
し
て
、「
浄
土
」
が
理
解
出
来
な
い
人
に
は
、「
現
生
正
定
聚
」
と

い
う
、
宗
祖
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
法
義
の
意
味
や
意
義
の
大
き
さ
も
、
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

現
代
人
は
、
少
な
く
と
も
物
質
的
に
は
便
利
で
快
適
に
過
ご
し
て
い
る
た
め
に
、
今
さ
ら
信
心
や
念
仏
な
ど
な
く
て
も
、
何
の
不
自

由
も
な
い
と
考
え
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
、
ど
う
、
ご
法
義
を
伝
え
て
い
く
の
か
が
、
今
の
私
た
ち
の
課
題
だ

と
思
う
。

專
如
ご
門
主
が
、「
法
統
継
承
式
」
の
折
に
発
布
さ
れ
た
ご
消
息
に
は
、

本
願
念
仏
の
ご
法
義
は
、
時
代
や
社
会
が
変
化
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
法
義
の
伝
え
方
は
、
そ
の
変
化
に
つ

れ
て
変
わ
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、ど
の
よ
う
に
し
て
ご
法
義
を
伝
え
て
い
く
の
か
、

宗
門
の
英
知
を
結
集
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

と
お
示
し
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ご
消
息
の
お
示
し
を
受
け
て
、
何
ほ
ど
か
で
も
「
宗
門
の
英
知
を
結
集
」
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
が
本
論
集
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
の
意
図
を
具
現
化
す
べ
く
、
こ
の
た
び
、
お
二
人
の
外
部
有
識
者
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
ず
、
蓑
輪
顕
量
先
生
か
ら
は
、「
日
本
仏
教
に
お
け
る
継
承
と
伝
統
」
と
題
す
る
特
別
寄
稿
を
頂
戴
し
た
。
仏
教
本
来
と
し
て
は
、



浄土真宗総合研究 10

11

教
え
の
継
承
は
僧
伽
が
基
本
で
あ
っ
た
が
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
伝
統
的
価
値
観
の
影
響
を
受
け
て
、
人
的
な
継
承
へ
と
視
点
が
移
行
し

た
と
さ
れ
る
。
そ
の
人
的
継
承
の
あ
り
方
も
、
当
初
は
「
血
脈
」
と
い
う
擬
似
的
親
子
関
係
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
安
時
代
に
貴
族
階

層
が
参
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、家
的
な
価
値
観
が
混
入
し
、師
弟
関
係
が
、ま
っ
た
く
の
親
子
関
係
と
同
一
化
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ

て
来
た
と
さ
れ
、「
伝
統
の
継
承
」
自
体
も
、
固
定
的
で
は
な
く
、
変
化
し
て
来
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

ま
た
、
横
山
禎
徳
先
生
か
ら
は
、
我
々
編
集
部
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
形
式
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
多
く
の
知
見
の
提
供
を
頂
戴

す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
伝
統
と
は
、
常
に
結
果
で
あ
る
」
と
の
ご
教
示
を
通
し
て
、
現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
相
に
鋭
敏
に
反
応
・

対
応
し
な
が
ら
、
伝
統
を
創
出
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
思
い
を
強
く
し
た
。

両
先
生
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
甚
深
の
謝
意
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

以
下
は
、
当
研
究
所
に
所
属
す
る
研
究
員
の
論
考
を
掲
載
し
た
。

小
野
嶋
論
文
は
、
蓑
輪
先
生
の
ご
教
示
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
、「
東
ア
ジ
ア
仏
教
」
と
い
う
視
点
を
通
じ
て
の
論
考
で
あ
る
。
内

向
き
の
視
点
で
は
な
く
、
広
い
視
野
で
と
ら
ま
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

次
に
、我
々
浄
土
真
宗
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、ま
ず
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、覚
如
上
人
が
提
示
し
た
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」

と
い
う
論
理
で
あ
り
、
こ
れ
を
扱
お
う
と
し
た
の
が
塚
本
論
文
で
あ
る
。

ま
た
、こ
の
た
び
の
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
を
直
接
の
対
象
と
し
て
、岡
崎
・
楠
の
両
名
が
、異
な
っ
た
視
点
か
ら
の
論
究
を
試
み
て
い
る
。

さ
ら
に
、
野
村
論
文
で
は
、
本
願
寺
の
寺
紋
の
変
遷
が
、
門
主
の
代
替
わ
り
と
、
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
を
探
っ
た
論
考
で
あ
り
、

堀
論
文
で
は
、
歴
代
門
主
の
業
績
の
一
つ
と
し
て
の
「
御
蔵
版
の
刊
行
」
に
焦
点
を
当
て
た
。

最
後
に
冨
島
論
文
で
は
、「
論
文
」
と
い
う
形
式
か
ら
は
、
や
や
異
質
な
ス
タ
イ
ル
で
は
あ
る
が
、
歴
代
宗
主
の
事
蹟
を
、
右
記
の

堀
論
文
と
同
様
に
、
主
と
し
て
聖
教
の
開
版
に
主
眼
を
置
き
な
が
ら
、
時
系
列
的
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
当
該
テ
ー
マ
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
在
籍
す
る
研
究
生
の
年
度
成
果
を
報
告
し
た
も
の
も
掲
載
し
て
い
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る
。
読
者
諸
賢
の
益
す
る
と
こ
ろ
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。


