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「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
概
観

  

塚

本

一

真

【
要
旨
】

「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
と
は
、
法
然
・
親
鸞
・
如
信
と
受
け
継
い
だ
浄
土
真
宗
の
法
義
の
相
承
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
三

代
伝
持
の
血
脈
」
を
主
張
し
た
の
は
親
鸞
の
曾
孫
に
あ
た
る
覚
如
で
あ
る
。
覚
如
の
時
代
と
は
、
法
然
の
門
流
と
し
て
の
親
鸞
の
位
置

づ
け
さ
え
も
明
確
で
な
か
っ
た
時
期
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
隆
盛
を
ほ
こ
っ
て
い
た
の
は
浄
土
の
異
流
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
本
願
寺
は
覚

如
に
よ
っ
て
史
上
初
め
て
そ
の
名
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
同
じ
真
宗
門
徒
で
は
仏
光
寺
教
団
に
勢
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の

中
で
、
覚
如
が
本
願
寺
を
中
心
と
し
た
教
団
の
正
統
性
と
浄
土
真
宗
の
教
義
の
枠
組
み
を
示
す
た
め
に
主
張
し
た
の
が
「
三
代
伝
持
の

血
脈
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
意
義
と
背
景
に
つ
い
て
あ
ら
た

め
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

１
、
は
じ
め
に

『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
十
号
の
テ
ー
マ
は
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
法
統
継
承
の
原
理
と
も
い
え
る
「
三

代
伝
持
の
血
脈
」
を
取
り
上
げ
る
。「
血
脈
」
と
は
、
従
来
よ
り
「
師
匠
と
弟
子
の
間
で
法
門
を
相
承
す
る
こ
と
。
師
資
は
本
来
父
子

で
は
な
い
が
，
父
の
血
が
子
に
伝
わ
る
の
に
譬
え
て
〈
血
脈
〉
と
い
う（

1
（

」「
師
資
の
法
門
相
承
す
る
を
人
体
の
血
脈
相
連
な
る
に
喩
え

た
も
の（

2
（

」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
一
般
に
お
い
て
法
義
が
師
か
ら
弟
子
へ
と
代
々
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
、
身
体
の
血
管
が
切
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れ
目
な
く
続
い
て
い
る
こ
と
に
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
三
代
」
と
は
法
然
・
親
鸞
・
如
信
の
三
師
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、「
三

代
伝
持
の
血
脈
」
と
は
、
法
然
・
親
鸞
・
如
信
と
受
け
継
い
だ
浄
土
真
宗
の
法
義
の
相
承
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
三
代
伝

持
の
血
脈
」
を
主
張
し
た
の
は
親
鸞
の
曾
孫
に
あ
た
る
覚
如
で
あ
る
。
覚
如
の
時
代
と
は
、
法
然
の
門
流
と
し
て
の
親
鸞
の
位
置
づ
け

さ
え
も
明
確
で
な
か
っ
た
時
期
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
隆
盛
を
ほ
こ
っ
て
い
た
の
は
浄
土
の
異
流
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
本
願
寺
は
覚
如
に

よ
っ
て
史
上
初
め
て
そ
の
名
が
あ
ら
わ
さ
れ
、同
じ
真
宗
門
徒
で
は
仏
光
寺
教
団
に
勢
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
、

覚
如
が
本
願
寺
を
中
心
と
し
た
教
団
の
正
統
性
と
浄
土
真
宗
の
教
義
の
枠
組
み
を
示
す
た
め
に
主
張
し
た
の
が
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
先
行
研
究
に
よ
り
な
が
ら
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
意
義
と
背
景

に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る（

3
（

。

２
、
覚
如
の
著
作
に
お
け
る
親
鸞
顕
彰

「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
で
は
、
法
然
か
ら
親
鸞
へ
の
相
承
が
示
さ
れ
る
が
、
当
時
は
、
法
然
か
ら
親
鸞
と
い
う
系
譜
が
一
般
に
認
識

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
覚
如
が
生
涯
を
通
し
て
尽
く
し
た
の
は
親
鸞
の
顕
彰
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、ま
ず
最
初
に
覚
如
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
親
鸞
顕
彰
に
つ
い
て
そ
の
著
作
に
お
け
る
記
述
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

覚
如
が
最
初
に
著
し
た
の
は
『
報
恩
講
私
記
』
で
あ
る
。
父
覚
恵
と
と
も
に
関
東
の
祖
跡
を
巡
拝
し
た
あ
と
に
、
二
十
五
歳
の
覚
如

が
親
鸞
の
三
十
三
回
忌
に
際
し
て
制
作
し
て
い
る
。『
報
恩
講
私
記
』
と
は
、
親
鸞
に
対
し
て
甚
深
の
謝
意
を
表
明
す
る
こ
と
が
そ
の

趣
旨
で
あ
り
、
三
段
に
分
け
ら
れ
る
内
容
で
は
、
た
と
え
ば
、

他
力
眞
宗
興
行
則
起
レ
從
二
今
師
知
識
一
、
專
修
正
行
繁
昌
亦
成
レ
自
二
遺
弟
念
力
一
。
酌
レ
流
尋
二
本
源
一
、
偏
是
祖
師
徳
也
。

   

他
力
真
宗
の
興
行
は
す
な
は
ち
今
師
の
知
識
よ
り
起
り
、
専
修
正
行
の
繁
昌
は
ま
た
遺
弟
の
念
力
よ
り
成
ず
。
流
を
酌
ん
で
本
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源
を
尋
ぬ
る
に
、
ひ
と
へ
に
こ
れ
祖
師
の
徳
な
り
。 

（
四
、六
五（

4
（

）

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
を
「
今
師
」「
祖
師
」
と
示
し
て
そ
の
遺
徳
を
讃
え
て
い
る
。
後
の
著
作
で
強
調
さ
れ
る
法
然
と
の
関

係
が
直
接
示
さ
れ
る
の
は
生
涯
の
略
述
ぐ
ら
い
で
、「
他
力
真
宗
の
興
行
」
を
親
鸞
の
徳
と
す
る
な
ど
、
親
鸞
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
顕
し
て
い
る
。
続
い
て
二
十
六
歳
の
時
に
は
、
親
鸞
を
讃
仰
す
る
た
め
に
そ
の
生
涯
の
事
績
を
ま
と
め
た
伝

記
絵
巻
を
制
作
す
る
。『
親
鸞
伝
絵
』
と
呼
ば
れ
る
伝
記
絵
巻
は
、
異
な
る
構
成
を
も
つ
も
の
が
複
数
現
存
し
て
い
る
が
、
最
終
的
に

は
十
五
段
と
み
る
の
が
今
日
の
定
説
で
あ
る
。
覚
如
が
生
涯
を
通
し
て
増
補
改
訂
を
重
ね
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、『
最
須
敬
重
絵

詞
』
第
七
巻
第
二
十
六
段
に
は
、

又
同
聖
人
一
期
の
行
儀
を
録
せ
ら
れ
た
る
二
卷
の
縁
起
あ
り
、
旨
趣
を
言
葉
に
し
る
し
形
状
を
後
素
に
あ
ら
は
す
。
こ
れ
ま
た
門

下
に
賞
翫
し
て
處
々
に
流
布
せ
り
。 

（
四
、四
七
一
）

と
あ
る
よ
う
に
、
覚
如
は
制
作
し
た
だ
け
で
な
く
関
東
の
門
弟
に
お
く
る
な
ど
し
て
そ
の
流
布
に
努
め
た
形
跡
が
み
ら
れ
る
。
内
容
に

は
、
法
然
門
下
と
し
て
の
親
鸞
の
姿
が
多
く
、
全
十
五
段
の
う
ち
三
分
の
一
に
あ
た
る
吉
水
入
室
・
選
択
付
属
・
信
行
両
座
・
信
心
諍
論
・

師
資
遷
謫
の
五
段
に
は
法
然
と
親
鸞
と
の
直
接
関
係
を
示
し
、
と
く
に
法
然
の
正
統
な
継
承
者
と
し
て
の
親
鸞
や
信
心
を
中
心
と
し
た

両
者
の
法
義
理
解
の
一
致
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
報
恩
講
私
記
』・『
親
鸞
伝
絵
』
に
は
、
い
ず
れ
も

親
鸞
の
廟
所
で
あ
る
大
谷
廟
堂
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
各
地
の
門
弟
に
参
詣
を
勧
め
る
覚
如
の
意
図
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
次
に
、
鹿
島
門
徒
の
長
井
道
信
の
求
め
に
応
じ
、
三
十
二
歳
の
時
に
制
作
し
た
法
然
の
伝
記
絵
巻
『
拾
遺
古
徳
伝
』
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
『
親
鸞
伝
絵
』
と
同
様
の
特
徴
が
あ
る
。『
拾
遺
古
徳
伝
』
は
、
そ
の
題
号
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
制
作
さ
れ
て
い
た

法
然
の
伝
記
に
漏
れ
て
い
た
内
容
を
拾
遺
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
漏
れ
て
い
た
内
容
と
は
、
親
鸞
に
関
す
る
記
事
を
指
し
て
い

る
。
第
六
巻
の
吉
水
入
室
・
選
択
付
属
・
真
影
図
画
や
第
七
巻
の
師
資
遷
謫
な
ど
の
『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』
と
重
複
す
る
記
事
、
お
よ
び

第
六
巻
の
起
請
文
連
署
や
第
七
巻
の
親
経
卿
申
宥
、第
九
巻
の
追
善
供
養
と
い
っ
た
記
事
は
、他
の
法
然
の
伝
記
に
は
み
ら
れ
な
い
『
拾
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遺
古
徳
伝
』
独
自
の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
法
然
の
伝
記
の
中
に
高
弟
と
し
て
の
親
鸞
の
姿
を
示
し
て

両
者
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
と
い
え
る（

5
（

。

以
上
の
伝
記
類
か
ら
は
、
親
鸞
の
遺
徳
を
顕
彰
す
る
中
で
、
法
然
の
正
統
な
継
承
者
、
法
然
と
の
緊
密
な
関
係
を
も
つ
親
鸞
の
姿
が

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、三
十
二
歳
時
の『
拾
遺
古
徳
伝
』制
作
後
か
ら
五
十
七
歳
時
の『
執
持
鈔
』

制
作
前
ま
で
は
著
作
が
な
い
。『
拾
遺
古
徳
伝
』
と
『
執
持
鈔
』
と
の
間
に
は
二
十
五
年
の
空
白
期
間
が
あ
る（

6
（

。
そ
の
間
、
覚
如
の
周

辺
は
非
常
に
慌
た
だ
し
い
。
大
谷
廟
堂
の
管
理
権
を
め
ぐ
る
紛
争
で
あ
っ
た
唯
善
事
件
の
対
応
に
追
わ
れ
、
そ
の
影
響
か
ら
関
東
の
門

弟
と
の
や
り
取
り
を
繰
り
返
し
て
よ
う
や
く
延
慶
三
年（
一
三
一
〇
）四
十
一
歳
の
時
に
留
守
職
に
就
任
す
る
。
正
和
三
年（
一
三
一
四
）

四
十
五
歳
の
時
に
、
一
旦
は
長
子
存
覚
に
留
守
職
を
譲
る
も
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
五
十
三
歳
の
時
に
は
一
度
目
の
義
絶
を
し
て

い
る
。
ま
た
、
越
前
、
奥
州
な
ど
の
各
地
を
ま
わ
り
、
大
谷
廟
堂
の
寺
院
化
を
企
図
し
て
活
動
し
、
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
に
は
「
専

修
寺
」
の
寺
号
を
掲
げ
る
。
こ
れ
を
延
暦
寺
か
ら
の
抗
議
に
よ
り
撤
去
す
る
も
、
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
八
月
二
十
九
日
の
三
尊
寺

本
願
寺
敷
地
境
界
契
状
（
専
修
寺
所
蔵
）、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
の
門
弟
等
愁
申
状
お
よ
び
妙
香
院
挙
状
に
お
い
て
は
「
本
願
寺
」

の
寺
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
頃
に
は
「
本
願
寺
」
と
称
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、著
作
活
動
の
上
か
ら
み
た
空
白
期
間
を
終
え
て
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
五
十
七
歳
の
時
に
『
執
持
鈔
』
が
制
作
さ
れ
る
。

『
執
持
鈔
』
は
、
そ
れ
以
前
の
三
つ
の
著
作
が
伝
記
的
な
性
格
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
教
学
的
な
内
容
を
中
心
と
し
て
い
る
。『
最

須
敬
重
絵
詞
』
第
七
巻
第
二
十
六
段
に
「
平
生
業
成
の
玄
旨
こ
れ
に
あ
り
、
他
力
往
生
の
深
容
た
ふ
と
む
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
信

一
念
往
生
、
平
生
業
成
の
宗
致
を
明
ら
か
に
し
、
他
力
信
心
の
要
義
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
条
・
第
三
条
・
第
四
条
に
お
い

て
法
然
の
法
語
や
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
あ
る
い
は
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
な
ど
を
引
用
し
、
親
鸞
と
善
導
・
法
然
の
教
義
に
お
け
る

一
貫
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
執
持
鈔
』
以
降
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
全
面
的
に
本
願
寺
の
親
鸞
を
打
ち
出
す
よ
う
に
な
る

点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
執
持
鈔
』
で
は
、
第
一
条
の
冒
頭
に
「
一
本
願
寺
聖
人
の
仰
せ
に
の
た
ま
は
く
」
と
本
願
寺
の
親
鸞
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に
よ
る
法
語
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
続
く
二
・
三
・
四
条
で
は
「
ま
た
の
た
ま
は
く
」
と
「
本
願
寺
聖
人
の
仰
せ
」
で
あ
る
こ
と
を
重
ね

て
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
本
願
寺
聖
人
」
と
は
、本
願
寺
号
公
称
後
に
示
さ
れ
る
基
本
的
な
親
鸞
の
呼
称
で
あ
る
。『
親
鸞
伝
絵
』
で
は
、

初
期
段
階
に
お
い
て
題
号
に
あ
っ
た
「
善
信
聖
人
」
が
、増
補
改
訂
を
重
ね
る
中
で
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
制
作
の
最
終
稿
本
で
は
「
本

願
寺
聖
人
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
康
永
三
年
（
一
三
三
一
）
六
十
二
歳
の
時
に
制
作
さ
れ
た
『
口
伝
鈔
』
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
の

主
張
が
な
さ
れ
る
。『
口
伝
鈔
』
や
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
九
月
、
六
十
八
歳
の
時
に
制
作
さ
れ
た
『
改
邪
鈔
』
に
お
い
て
は
、
後

に
触
れ
る
よ
う
に
浄
土
の
異
流
や
真
宗
門
徒
に
対
す
る
意
図
を
も
っ
て
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
従
来

よ
り
あ
っ
た
親
鸞
顕
彰
と
い
う
覚
如
の
基
本
姿
勢
と
齟
齬
を
来
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
法
然
か
ら
の
相
承
を
強
調
し
、
そ
の
延
長

線
上
に
如
信
を
加
え
た
の
が
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
『
口
伝
鈔
』『
改
邪
鈔
』
の
間

に
位
置
す
る
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
五
月
に
制
作
さ
れ
た
『
本
願
鈔
』
に
お
い
て
、
法
然
・
親
鸞
の
説
示
の
一
致
が
示
さ
れ
る
点
か

ら
も
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
本
願
鈔
』
で
は
『
大
経
』
お
よ
び
善
導
大
師
の
『
往
生
礼
讃
』
か
ら
全
六
文
を
連
引
し
た
後
に
、

わ
た
く
し
に
い
は
く
、
こ
の
經
釋
の
文
に
ま
か
す
る
に
、
黒
谷
の
聖
人
［
源
空
］
よ
り
本
願
寺
の
聖
人
［
親
鸞
］
相
承
し
ま
し
ま

す
と
こ
ろ
の
、
報
土
往
生
の
他
力
不
思
議
の
信
心
を
善
知
識
あ
り
て
、
つ
た
へ
と
き
て
さ
づ
く
る
を
、
行
者
き
ゝ
う
る
に
よ
り
て
、

文
の
ご
と
く
一
念
歡
喜
の
お
も
ひ
を
こ
る
に
つ
き
て
、
往
生
た
ち
ど
こ
ろ
に
さ
だ
ま
る
を
、
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
と
も
い
ひ
、

か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
る
と
も
い
ひ
、
攝
取
不
捨
の
益
に
あ
づ
か
る
と
も
い
ふ
な
り
。（
中
略
）
し
か
れ
ば
黒
谷
・
本
願
寺
の
兩

聖
人
の
御
化
導
、
經
釋
符
合
せ
る
條
、
文
に
あ
り
て
あ
き
ら
か
な
る
も
の
を
や
、
し
る
べ
し
。 

（
四
、二
九
二
）

と
述
べ
て
、
さ
ら
に
『
選
択
集
』
と
『
教
行
信
証
』
信
文
類
を
引
用
し
て
第
十
八
願
の
意
趣
を
明
か
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
然
・
親

鸞
の
教
え
が
、『
大
経
』
お
よ
び
『
往
生
礼
讃
』
の
経
釈
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
両
者
の
説
示
の
一
致
を
強
調
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
を
表
明
し
て
い
る
覚
如
に
お
い
て
は
、
先
の
『
本
願
鈔
』
に
お
い
て
「
黒
谷
」・「
本



「三代伝持の血脈」概観

54

願
寺
」
と
相
承
し
て
き
た
「
他
力
不
思
議
の
信
心
」
を
伝
授
す
る
「
善
知
識
」
が
、「
如
信
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
何
ら
問
題

の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
に
は
、
こ
の
よ
う
な
善
知
識
の
強
調（

7
（

や
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
の
釈
義
が
明
確
に
示
さ

れ
、
覚
如
の
教
学
的
な
特
徴
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
本
願
鈔
』
は
、
引
用
し
た
経
釈
の
文
に
沿
っ
て
覚
如
が
私
釈
を
加
え
、
浄

土
真
宗
の
要
義
で
あ
る
一
念
業
成
・
住
正
定
聚
・
不
来
迎
義
・
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
た
内
容
で
あ
る
し
、
暦

応
三
年
（
一
三
四
〇
）、
七
十
一
歳
制
作
の
『
願
願
抄
』
は
、
親
鸞
が
浄
土
真
宗
の
教
義
を
体
系
的
に
示
し
た
真
実
五
願
に
立
脚
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
願
意
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
四
月
、七
十
四
歳
制
作
の
『
最
要
鈔
』
で
は
、

第
十
八
願
の
願
意
を
示
し
て
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
小
部
で
は
あ
り
な
が
ら
浄
土
真
宗
の
要
義
を

顕
示
し
て
い
る
。
な
お
、
覚
如
に
は
、
他
に
制
作
の
年
時
は
不
明
で
あ
る
が
、
法
華
と
念
仏
の
教
え
が
同
体
異
名
で
あ
る
こ
と
を
明
か

し
た
『
出
世
元
意
』
が
あ
る
。

以
上
、
覚
如
の
著
作
を
成
立
順
に
確
認
し
て
き
た
。
覚
如
の
著
作
全
体
を
通
し
て
見
え
て
く
る
の
は
、
親
鸞
を
中
心
に
し
て
浄
土
真

宗
の
教
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
一
貫
し
た
姿
勢
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
と
連
動
す
る
よ
う
に
、
大
谷
廟
堂
か
ら
寺
院
化
を
は
た
し

た
本
願
寺
は
、
伝
承
す
る
と
こ
ろ
の
親
鸞
の
教
義
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
公
的
な
活
動
拠
点
と
し
て
据
え
ら
れ
、
そ
こ
を
中
心
に
各

地
の
門
弟
を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
く
覚
如
の
意
識
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
親
鸞
伝
絵
』・『
拾
遺
古
徳
伝
』
に
お
い
て

み
ら
れ
た
法
然
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
親
鸞
の
位
置
づ
け
は
、「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
の
主
張
以
降
に
よ
り
明
確
な
表
現
で
示
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
次
に
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
主
張
の
意
義
に
つ
い
て
み
き
た
い
。

３
、「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
主
張
の
意
義
─
法
然
か
ら
の
相
承
と
如
信
へ
の
相
承

覚
如
の
生
涯
を
通
し
た
目
的
が
一
貫
し
て
親
鸞
の
位
置
を
確
固
た
る
も
の
に
押
し
上
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
三
代
伝
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持
の
血
脈
」も
そ
れ
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に「
三
代
伝
持
の
血
脈
」は
、康
永
三
年（
一
三
四
四
）

六
十
二
歳
の
時
に
制
作
さ
れ
た『
口
伝
鈔
』に
至
っ
て
は
じ
め
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
主
張
が
顕
著
で
あ
る
の
は『
口
伝
鈔
』

お
よ
び
『
改
邪
鈔
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
よ
り
あ
っ
た
親
鸞
顕
彰
と
い
う
覚
如
の
基
本
姿
勢
に
、
法
然
か
ら
の
相
承
お
よ
び
如
信
へ

の
相
承
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
書
の
主
張
内
容
を
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
で
、
以
下
に
そ
の
意
義
を
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、『
口
伝
鈔
』
に
は
、
冒
頭
に
「
本
願
寺
の
鸞
聖
人
、
如
信
上
人
に
対
し
ま
し
ま
し
て
、
お
り
お
り
の
御
物
語
の
条
々
」（
四
、

二
四
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
に
全
体
の
内
容
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
親
鸞
自
身
に
よ
っ
て
如
信
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
言
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
製
作
の
由
来
を
記
し
た
奥
書
に
は
、

元
弘
第
一
之
暦
［
辛
未
］
仲
冬
下
旬
之
候
、
相
當
祖
師
聖
人
［
本
願
寺
親
鸞
］
報
恩
謝
徳
之
七
日
七
夜
勤
行
中
、
談
話
先
師
［
釋

如
信
］
面
授
口
決
之
專
心
・
專
修
・
別
發
願
之
次
、
所
奉
傳
持
之
祖
師
聖
人
之
御
己
證
、
所
奉
相
承
之
他
力
眞
宗
之
肝
要
、
以
予

口
筆
令
記
之
。 

（
四
、二
八
五
）

と
あ
る
。『
口
伝
鈔
』
と
は
、
覚
如
自
身
が
如
信
に
直
接
面
会
し
、
口
決
相
承
し
た
法
語
を
中
心
に
話
し
た
内
容
を
記
録
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
元
弘
元
（
一
三
三
一
）
年
十
一
月
下
旬
、
本
願
寺
に
お
い
て
七
日
七
夜
に
わ
た
っ
て

親
鸞
の
恩
徳
を
報
謝
す
る
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ
て
い
た
期
間
中
に
、
覚
如
は
親
鸞
か
ら
如
信
が
直
接
口
伝
え
で
授
け
ら
れ
た
他
力
の

信
・
他
力
の
行
・
第
十
八
願
の
い
わ
れ
を
法
話
し
、
さ
ら
に
伝
持
し
て
き
た
親
鸞
の
己
証
や
他
力
真
宗
の
肝
要
な
法
義
に
つ
い
て
も
合

わ
せ
て
口
述
し
て
筆
記
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
『
口
伝
鈔
』
全
二
十
一
章
を
通
し
た
覚
如
の
主
張
に
つ
い
て
、梯
實
圓
氏
は
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
を
顕
示
す
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
①
浄
土
の
異
流
で
あ
る
鎮
西
派
・
西
山
派
な
ど
に
対
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
法
灯
が
法
然
聖
人
の
正
統
で
あ
る
こ
と
、
②

聖
人
の
直
弟
の
系
譜
を
引
く
各
地
の
教
団
に
対
し
て
如
信
・
覚
如
と
伝
統
し
て
き
た
大
谷
本
願
寺
が
一
宗
の
根
本
で
あ
る
こ
と
、
③
浄
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土
真
宗
の
教
義
の
中
核
は
、
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
で
あ
る
と
い
う
こ
と（

8
（

、
の
三
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
①
、
②
は

本
願
寺
教
団
の
正
当
性
を
示
そ
う
と
し
、
③
は
真
宗
教
義
の
綱
格
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。
梯
氏
の
指
摘
に
あ

る
よ
う
に
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
の
意
義
は
こ
れ
ら
の
点
に
あ
り
、
一
々
の
条
を
み
て
い
く
と
、「
黒
谷
」「
源
空
」
な
ど
と
示
さ
れ
る

法
然
の
名
は
、
第
一
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
に
み
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
略
述
す
れ
ば

以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
条
で
は
法
然
が
浄
土
宗
独
立
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
聖
覚
に
相
談
す
る
際
に
使
者
と

し
て
親
鸞
を
選
ん
だ
こ
と
、
第
九
条
で
は
親
鸞
が
九
州
か
ら
上
洛
し
て
き
た
聖
光
房
を
法
然
の
も
と
に
案
内
し
た
と
す
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
第
十
条
で
は
『
往
生
礼
讃
』
の
「
世
」
の
一
字
の
省
略
に
つ
い
て
法
然
・
親
鸞
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
法
然
の
正
統
を
受

け
継
い
て
い
る
の
が
親
鸞
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
第
十
二
条
で
は
恵
信
尼
の
夢
に
よ
り
、
勢
至
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
法
然
か
ら
観
世

音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
親
鸞
へ
と
直
接
伝
え
ら
れ
た
法
義
こ
そ
真
実
義
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
十
四
条
で
は
往
生
に
つ

い
て
親
鸞
と
善
恵
房
が
議
論
に
な
っ
た
時
、
親
鸞
の
主
張
す
る
不
体
失
往
生
（
平
生
業
成
）
が
本
願
念
仏
の
教
え
で
あ
る
と
し
た
法
然

の
態
度
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
内
容
に
は
、
法
然
と
親
鸞
と
の
直
接
的
な
関
係

性
の
強
い
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
法
義
理
解
の
一
致
を
繰
り
返
し
説
示
し
て
お
り
、
法
然
の
正
統
な
継
承
者
と
し
て
の
親
鸞
の
位
置
づ

け
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
口
伝
鈔
』
以
前
に
制
作
さ
れ
た
著
作
と
共
通
す
る
点
で
あ
り
な
が
ら
も
、

『
口
伝
鈔
』
に
お
い
て
は
よ
り
強
く
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
血
脈
相
承
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

第
十
五
条
の
「
大
勢
至
菩
薩
化
現
の
聖
人
よ
り
代
々
血
脈
相
承
の
正
義
」
と
し
て
、
海
徳
仏
か
ら
釈
尊
の
出
世
の
本
意
が
阿
弥
陀
仏
の

教
え
を
説
く
こ
と
一
つ
を
根
本
と
す
る
説
示
や
、
第
十
九
条
の
「
本
願
寺
の
聖
人
、
黒
谷
の
先
徳
よ
り
御
相
承
と
て
、
如
信
上
人
仰
せ

ら
れ
て
い
は
く
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
悪
人
正
機
説
を
示
す
点
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
「
三
代
伝
持
」
と
の
語
は
な
く
と

も
、
法
然
・
親
鸞
の
相
承
に
如
信
を
加
え
た
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
が
直
接
的
に
顕
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『
口
伝
鈔
』

以
後
の
著
作
に
も
展
開
さ
れ
て
い
く
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
の
説
示
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
や
第
二
十
一
条
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
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お
お
よ
そ
『
口
伝
鈔
』
で
は
こ
の
よ
う
な
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、『
慕
帰
絵
』
第
十
巻
第
一
段
に
は
、

か
の
歳
序
に
当
て
口
筆
せ
し
め
て
口
伝
鈔
と
題
す
る
三
帖
の
文
を
製
作
す
。
こ
れ
は
鸞
聖
人
よ
り
随
分
の
稟
承
、
如
信
御
房
受
持

の
法
要
た
る
に
依
て
授
与
云
々
。 

（
四
、四
一
四
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
『
口
伝
鈔
』
以
前
に
は
な
か
っ
た
如
信
相
承
を
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
と
し
て
主
張
す
る
こ
と

に
よ
り
、
覚
如
自
身
の
法
義
相
承
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
覚
如
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
法
然
・
親
鸞
と
相

承
さ
れ
た
法
義
は
如
信
を
通
し
て
自
身
が
受
け
継
い
だ
と
い
う
こ
と
の
表
明
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
親

鸞
を
顕
彰
す
る
に
あ
た
っ
て
自
身
が
正
統
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
次
の『
改
邪
鈔
』

に
お
い
て
さ
ら
に
尖
鋭
化
さ
れ
る
。『
改
邪
鈔
』
は
、『
口
伝
鈔
』
よ
り
も
直
接
的
な
文
言
に
て
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
制
作
の
由
来
を
記
し
た
奥
書
を
み
る
と
、

右
此
抄
者
、
祖
師
本
願
寺
聖
人
［
親
鸞
］、
面
授
口
決
于
先
師
大
網
如
信
法
師
之
正
旨
、
報
土
得
生
之
最
要
也
。
余
、
壯
年
之
往
日
、

忝
從
受
三
代
［
黒
谷 

本
願
寺 

大
網
］
傳
持
之
血
脈
以
降
、
鎭
所
蓄
二
尊
興
説
之
目
足
也
。
…
…
爰
近
曾
號
祖
師
御
門
葉
之
輩
中

構
非
師
傳
之
今
案
自
義
謬
黷
權
化
之
清
流
恣
稱
當
教
自
失
誤
他
［
云
々
］
太
不
可
然
不
可
不
禁
遏
因
茲
爲
碎
彼
邪
幢
而
挑
厥
正
燈

録
斯
名
曰
改
邪
鈔
而
已         

（
四
、三
二
七
）

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
明
確
に
「
三
代
［
黒
谷 

本
願
寺 
大
網
］
傳
持
之
血
脈
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
『
改
邪
鈔
』
の

内
容
が
親
鸞
か
ら
如
信
へ
の
口
決
相
承
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
覚
如
自
身
が
「
壮
年
之
往
日
」
に
、
法
然
（
黒
谷
）
─
親
鸞
（
本
願
寺
）

─
如
信
（
大
網
）
の
三
代
伝
持
の
血
脈
を
相
承
し
て
以
降
、か
わ
ら
ず
に
蓄
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
『
口

伝
鈔
』・『
改
邪
鈔
』
両
書
に
お
け
る
覚
如
の
一
貫
し
た
姿
勢
が
見
ら
れ
る
が
、『
改
邪
鈔
』
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、「
三
代
伝
持
の

血
脈
」
を
主
張
す
る
覚
如
が
、
そ
の
立
場
か
ら
親
鸞
の
門
流
を
汲
む
者
の
中
に
、
師
伝
と
は
異
な
る
理
解
を
主
張
し
て
教
え
を
乱
す
者

が
あ
る
た
め
に
、
邪
義
を
砕
破
し
て
正
義
を
顕
彰
す
る
点
に
あ
る
。『
改
邪
鈔
』
に
は
、
先
の
奥
書
以
外
で
「
如
信
」
に
つ
い
て
の
記
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述
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
覚
如
が
如
信
よ
り
伝
え
聞
い
た
と
こ
ろ
を
記
す
の
で
は
な
く
、
如
信
か
ら
伝
え
聞
い
た
覚
如
が
邪
義
を
破
す

こ
と
に
主
眼
が
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
条
で
は
「
名
帳
」
が
所
破
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
冒
頭
に
『
選
択
集
』
の
一

文
を
引
用
し
て
、

曾
祖
師
黒
谷
の
聖
人
の
御
製
作
『
選
択
集
』
に
の
べ
ら
る
る
が
ご
と
く
、「
大
小
乗
の
顕
密
の
諸
宗
に
お
の
お
の
師
資
相
承
の
血

脈
あ
る
が
ご
と
く
、
い
ま
ま
た
浄
土
の
一
宗
に
お
い
て
、
お
な
じ
く
師
資
相
承
の
血
脈
あ
る
べ
し
」
と
［
云
々
］。
し
か
れ
ば
、

血
脈
を
た
つ
る
肝
要
は
、
往
生
浄
土
の
他
力
の
心
行
を
獲
得
す
る
時
節
を
治
定
せ
し
め
て
、
か
つ
は
師
資
の
礼
を
し
ら
し
め
、
か

つ
は
仏
恩
を
報
尽
せ
ん
が
た
め
な
り
。
か
の
心
行
を
獲
得
せ
ん
こ
と
、
念
仏
往
生
の
願
（
第
十
八
願
）
成
就
の
「
信
心
歓
喜
乃
至

一
念
」
と
等
の
文
を
も
つ
て
依
憑
と
す
。
こ
の
ほ
か
い
ま
だ
き
か
ず
。「
曾
祖
師　
［
源
空
］　

祖
師　
［
親
鸞
］　

両
師
御
相
伝
の

当
教
に
お
い
て
、
名
帳
と
号
し
て
そ
の
人
数
を
し
る
す
を
も
つ
て
往
生
浄
土
の
指
南
と
し
、
仏
法
伝
持
の
支
証
と
す
」
と
い
ふ
こ

と
は
、
こ
れ
お
そ
ら
く
は
祖
師
一
流
の
魔
障
た
る
を
や
。
ゆ
め
ゆ
め
か
の
邪
義
を
も
つ
て
法
流
の
正
義
と
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な

り
。 

（
四
、二
九
九
）

と
述
べ
て
い
る
。
法
然
・
親
鸞
の
教
え
と
し
て
「
名
帳
」
を
「
往
生
浄
土
の
指
南
」「
仏
法
伝
持
の
支
証
」
と
す
る
こ
と
を
、
覚
如
は

祖
師
の
一
流
に
な
い
邪
義
と
し
て
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
存
覚
の
存
在
を
背
後
に
も
つ
仏
光
寺
教
団
に
対
す
る
も
の
だ
と

言
わ
れ
る
が
、こ
の
内
容
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に『
改
邪
鈔
』は
正
統
な
立
場
か
ら
批
判
を
展
開
し
て
い
く
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、

第
二
十
条
で
は
条
目
と
し
て
、

至
極
末
弟
の
建
立
の
草
堂
を
称
し
て
本
所
と
し
、
諸
国
こ
ぞ
り
て
崇
敬
の
聖
人
の
御
本
廟
本
願
寺
を
ば
参
詣
す
べ
か
ら
ず
と
諸
人

に
障
礙
せ
し
む
る
、
冥
加
な
き
企
て
の
事
。 

（
四
、三
二
六
）

と
の
内
容
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、本
願
寺
が「
御
本
所
」で
あ
り
、そ
の
他
の
草
堂
を「
本
所
」と
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
点
な
ど
は
、
各
地
域
の
門
弟
に
対
し
て
中
心
は
本
願
寺
で
あ
る
こ
と
の
覚
如
の
強
い
意
識
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
改
邪
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鈔
』
が
批
判
す
る
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
三
、四
に
分
類
さ
れ
る（

9
（

。
お
お
よ
そ
、
教
義
（
念
仏
思
想
）、
寺
院
、

門
徒
の
儀
式
・
風
儀
な
ど
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
で
、
覚
如
は
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
の
表
明
の
も
と
に
論
述

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
、『
口
伝
鈔
』・『
改
邪
鈔
』
に
お
け
る
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
本
願
寺
を
中
心
に
、
法
然
の
正
統
な

継
承
者
と
し
て
親
鸞
を
位
置
づ
け
、
そ
の
教
義
を
明
ら
か
に
す
る
覚
如
の
意
図
が
窺
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
主
張
し
て
い
く
に
は

主
張
す
る
側
に
も
正
統
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
覚
如
に
お
い
て
は
大
谷
廟
堂
の
留
守
職
継
承
権
は
確
立
し
て
い
た
が
、
親
鸞
か

ら
の
直
伝
を
称
す
る
関
東
の
門
弟
た
ち
に
対
し
て
、
法
義
の
伝
統
の
上
で
も
正
し
き
継
承
者
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
覚
如
が
自
身
の
立
場
に
正
統
性
を
持
た
せ
る
論
理
と
し
て
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
重
要
な
役
割
が
如

信
相
承
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
次
に
そ
の
如
信
に
つ
い
て
以
下
に
見
て
い
き
た
い
。
従
来
の
研
究
に
は
、
覚
如
が
如
信
の
存
在
を
強
調
す
る
こ
と
は
不

自
然
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
位
置
付
け
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
村
上
専
精
氏（

（1
（

は
如
信
が
本
願
寺
の
第
二
代
宗

主
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
五
つ
の
項
目
を
立
て
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、 （
１
）
如
信
親
鸞
入
滅
の
時
上
京
せ
ざ
る

の
疑
問
、（
２
）
如
信
は
常
に
奥
州
に
在
て
本
願
寺
に
居
住
せ
ざ
る
の
疑
問
、（
３
）
如
信
入
滅
の
時
本
願
寺
に
通
知
な
き
の
疑
問
、（
４
）

如
信
本
願
寺
を
以
て
實
子
に
譲
ら
ざ
る
疑
問
、（
５
）
弘
安
三
年
の
譲
状
に
覚
恵
房
と
あ
る
の
疑
問
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

村
上
氏
は
こ
の
五
つ
の
疑
問
を
挙
げ
た
上
で
、

上
述
の
如
く
如
信
上
人
を
以
て
本
願
寺
の
第
二
世
と
為
す
古
来
の
説
に
就
き
、
是
の
如
き
幾
多
の
疑
問
あ
り
て
、
到
底
解
釈
し
が

た
き
も
の
多
し
。
故
に
上
来
余
の
疑
問
を
開
陳
し
、
以
て
真
宗
史
専
門
の
研
究
者
に
対
し
、
其
の
解
決
を
求
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ

也
。
余
固
よ
り
断
乎
と
し
て
、
如
信
は
本
願
寺
の
第
二
世
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
自
説
と
為
し
、
敢
て
之
を
主
張
せ
ん
と
す
る
も
の
に

あ
ら
ざ
る
也
。
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と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
重
松
明
久
氏（

（（
（

が
、

こ
こ
に
お
い
て
、
覚
如
が
こ
と
さ
ら
に
如
信
に
言
及
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
如
信
が
親
鸞
の
血
統
を
ひ
い
て
お
り
、
し
か
も
、
面

授
口
決
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
、
覚
如
ま
た
如
信
を
直
接
の
師
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
─
如
信
─
覚
如
の
継
承
関
係

は
、
法
脈
と
と
も
に
、
血
縁
の
つ
な
が
り
も
あ
り
、
仏
光
寺
系
に
は
、
到
底
こ
の
よ
う
な
系
譜
の
優
秀
さ
を
主
張
す
る
何
物
も
な

い
の
に
対
せ
し
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
今
日
で
は
如
信
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
覚
如
と
如
信
の
関
係
性
か
ら
大
旨
一
致
し
た
見
解
が
あ
る
と
み
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
管
見
の
限
り
如
信
に
つ
い
て
の
資
料
を
示
し
て
覚
如
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
三
代
伝
持
の
血
脈
」

に
よ
っ
て
如
信
相
承
が
強
調
さ
れ
る
の
は
覚
如
六
十
二
歳
の
時
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
如
信
に
は
上
洛
の
記
録
が
あ
り
、
覚
如
と

の
間
に
は
い
く
つ
か
の
接
点
が
あ
る
。
如
信
は
慈
信
房
善
鸞
の
子
息
と
し
て
親
鸞
が
六
十
三
歳
の
時
に
誕
生
し
た
。
如
信
に
つ
い
て
詳

し
く
記
さ
れ
る
の
は
、
覚
如
の
門
弟
で
あ
る
乗
専
が
著
し
た
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
第
一
巻
第
一
段
で
、
そ
こ
に
は
、

本
廟
は
京
都
白
河
大
谷
に
あ
り
、
知
恩
院
の
西
の
邊
本
願
寺
こ
れ
な
り
。
根
本
の
門
弟
は
も
は
ら
東
國
に
み
ち
、
枝
末
の
餘
塵
は

や
う
や
く
諸
邦
に
を
よ
ぶ
。
面
授
の
弟
子
お
ほ
か
り
し
中
に
、
奧
州
東
山
の
如
信
上
人
と
申
人
お
は
し
ま
し
き
。
あ
な
が
ち
に
修

學
を
た
し
な
ま
ざ
れ
ば
、
ひ
ろ
く
經
典
を
う
か
ゞ
は
ず
と
い
へ
ど
も
、
出
要
を
も
と
む
る
こ
ゝ
ろ
ざ
し
あ
さ
か
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
、

一
す
ぢ
に
聖
人
の
教
示
を
信
仰
す
る
外
に
他
事
な
し
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
幼
年
の
昔
よ
り
長
大
の
後
に
い
た
る
ま
で
、
禪
床
の
あ

た
り
を
は
な
れ
ず
。
學
窓
の
中
に
ち
か
づ
き
給
け
れ
ば
、
自
の
望
に
て
開
示
に
あ
づ
か
り
給
事
も
時
を
え
ら
ば
ず
。
他
の
た
め
に

設
化
し
給
と
き
も
、
そ
の
座
に
も
れ
給
こ
と
な
か
り
け
れ
ば
、
聞
法
の
功
も
お
ほ
く
つ
も
り
、
能
持
の
徳
も
人
に
こ
え
給
け
り
。

 
 （

四
、四
三
二
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
如
信
は
幼
少
期
よ
り
親
鸞
の
膝
下
に
お
い
て
法
義
を
直
接
に
学
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
同
じ
く
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
第
六
巻
第
二
十
二
段
に
、
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如
信
上
人
は
奧
州
大
網
東
山
と
い
ふ
所
に
居
を
し
め
給
け
る
に
、
勸
化
に
し
た
が
ふ
人
國
郡
に
み
ち
、
徳
行
を
あ
ふ
ぐ
や
か
ら
遠

近
に
あ
ま
ね
し
。 

（
四
、四
五
八
）

と
あ
る
よ
う
に
、
の
ち
に
は
奥
州
大
網
の
地
に
住
し
、
親
鸞
門
弟
の
系
譜
を
示
し
た
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』（
妙
源
寺
本
）
で
は

直
弟
と
し
て
「
奥
州
大
網
住
如
信
」（『
真
宗
史
料
集
成
』
一
、一
〇
〇
一
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
如
信
と
覚
如
と
の
接
点
は
、
ま
ず
、

現
存
唯
一
の
如
信
自
筆
の
書
状
で
あ
る
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
十
一
月
一
日
の
「
ひ
わ
女
預
状
」（
本
願
寺
所
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
如

信
は
覚
如
の
祖
母
で
あ
る
覚
信
尼
か
ら
「
ひ
わ
」
と
い
う
女
性
を
預
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
如
信
四
十
三
歳
、
覚
如
八
歳
の
時

の
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
よ
り
直
接
的
な
接
点
と
な
る
の
が
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）、
覚
如
が
十
八
歳
の
時
の
出
来
事
で
あ
る
。『
慕

帰
絵
詞
』
第
三
巻
第
三
段
に
よ
れ
ば
、

弘
安
十
年
春
秋
一
八
と
い
ふ
十
一
月
な
か
の
九
日
の
夜
、
東
山
の
如
信
と
申
し
賢
哲
に
あ
ひ
て
釈
迦
・
弥
陀
の
教
行
を
面
授
し
、

他
力
摂
生
の
信
証
を
口
伝
す
。
所
謂
血
脈
は
叡
山
黒
谷
源
空
聖
人
、
本
願
寺
親
鸞
聖
人
二
代
の
嫡
資
な
り
。 

（
四
、三
八
一
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、「
釈
迦
・
弥
陀
の
教
行
を
面
授
し
、
他
力
摂
生
の
信
証
を
口
伝
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
洛
し
て
き
た
如
信
に

よ
り
覚
如
は
父
覚
恵
と
と
も
に
他
力
の
法
門
の
伝
授
を
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
じ
内
容
は
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
第
四
巻
第
十
三

段
の
図
絵
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
る
指
図
書
に
、

如
信
上
人
御
対
面
ノ
所
、
冬
、
ス
ヒ
ツ
ニ
火
ヲ
コ
サ
ル
ヘ
シ
。
大
谷
ノ
御
房
ヲ
書
テ
、
如
信
上
人
［
六
十
ハ
カ
リ
］
大
上
［
ク
ヒ

タ
テ
衣
キ
ヌ
ノ
ス
ミ
ソ
メ
ノ
御
ケ
サ
］
十
八
歳
。
御
対
面
ア
リ
テ
法
門
御
聴
聞
ノ
儀
ナ
リ
。
覚
恵
上
人
モ
罪（

ム
シ
ク
ヒ
（

罰
罪
罰
ア
ル
ヘ
シ
。

如
信
上
人
ト
別
ノ
畳
ヲ
ナ
ラ
ヘ
テ
御
坐
ナ
リ
。 

（『
大
系
真
宗
史
料
』［
特
別
巻
］
絵
巻
と
絵
詞
、
句
読
点
記
号
付
加
筆
者
）

と
あ
る
。
こ
の
指
図
書
で
は
、
六
十
歳
ほ
ど
の
如
信
よ
り
十
八
歳
の
覚
如
に
法
門
伝
授
の
あ
っ
た
こ
と
が
よ
り
具
体
的
に
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
よ
り
三
年
の
後
、
覚
如
は
覚
恵
と
と
も
に
東
国
の
親
鸞
の
遺
跡
を
巡
拝
し
た
際
に
も
如
信
と
面
会
し
て
い
る
。
次
に
正

応
四
年
（
一
二
九
一
）
制
作
の
如
信
の
寿
像
（
本
願
寺
所
蔵
）
か
ら
も
、
両
者
の
関
係
の
深
さ
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
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覚
如
自
身
に
よ
る
賛
銘
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裏
書
の
記
述
に
よ
っ
て
、
寿
像
は
如
信
五
十
七
歳
の
時
の
も
の
で
、
覚
如
が
正
応

四
年
（
一
二
九
一
）
に
絵
師
に
描
か
せ
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
に
修
復
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
如
信
は

六
十
六
歳
に
て
金
沢
の
地
に
て
示
寂
す
る
が
、
覚
如
は
そ
の
後
も
如
信
の
年
忌
法
要
の
た
め
に
、
た
び
た
び
東
国
を
訪
れ
る
な
ど
し
て

い
る
。
そ
し
て
、『
口
伝
鈔
』・『
改
邪
鈔
』
に
お
い
て
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
の
主
張
を
明
示
し
た
後
に
は
、『
改
邪
鈔
』
と
内
容
的
に

共
通
し
、
仏
光
寺
教
団
を
意
識
し
た
と
み
ら
れ
る
「
六
箇
条
禁
制
」
を
如
信
の
孫
で
あ
る
空
如
と
連
名
で
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内

容
と
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
や
『
常
楽
台
主
老
衲
一
期
記
』
な
ど
の
記
述
を
参
考
に
し
て
覚
如
と
如
信
と
の
関
係
を
年
表
に
す
れ
ば
次
頁

の
よ
う
に
な
る
。

そ
の
内
容
か
ら
、
大
谷
の
地
と
如
信
と
の
関
係
性
は
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
、
覚
如
は
如
信
か
ら
「
教
行
」「
信
証
」
を
「
面
授
」「
口

伝
」
さ
れ
た
こ
と
、
如
信
の
示
寂
後
に
は
覚
如
は
法
要
を
つ
と
め
て
大
網
な
ど
の
由
縁
あ
る
地
を
た
び
た
び
訪
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が

知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
よ
り
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
主
張
以
前
か
ら
覚
如
に
と
っ
て
如
信
の
存
在
は
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、『
最
須
敬
重
絵
詞
』
第
六
巻
第
二
十
二
段
に
お
い
て
如
信
に
つ
い
て
詳
述
し
た
後
に
は
、

こ
の
上
人
の
弟
子
ま
た
そ
の
か
ず
あ
り
、
東
國
に
は
數
輩
に
を
よ
ぶ
。
處
々
の
道
場
を
の
を
の
化
益
を
い
た
す
。
京
都
に
は
一
人

の
尊
宿
ま
し
ま
す
、
勘
解
由
小
路
中
納
言
法
印
坊
［
宗
昭
］
こ
れ
な
り
。
當
流
傳
來
の
譜
系
を
ば
今
師
よ
り
う
け
、
親
鸞
聖
人
の

遺
跡
を
ば
先
考
よ
り
つ
た
へ
た
ま
へ
り
。
こ
れ
一
流
の
法
將
、
當
教
の
名
哲
な
り
。
初
は
南
京
の
綱
維
を
へ
て
三
笠
山
の
春
の
花

に
お
も
ひ
を
そ
め
、
後
に
は
西
土
の
行
人
と
な
り
て
九
品
臺
の
秋
の
月
に
心
を
ぞ
す
ま
さ
れ
け
る
。 

（
四
、四
三
三
）

と
如
信
の
門
弟
と
し
て
の
覚
如
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』（
妙
源
寺
本
）
に
、

奥
州
大
網
住　

如
信　

親
鸞
聖
人
真
弟
卿
公
子
息
也

覚
恵　

乗
善　

入
善　

明
教　

性
信　

覚
如　
　
　
　
　
　

自
余
門
弟
略
也 

（『
真
宗
史
料
集
成
』
一
、一
〇
一
九
）

と
あ
り
、
如
信
の
下
に
挙
が
る
複
数
の
門
弟
の
中
に
父
覚
恵
と
と
も
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
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ば
、
両
者
は
師
弟
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う（

（1
（

。

以
上
、
種
々
の
記
録
・
資
料
を
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
早
く
か
ら
覚
如
と
如
信
の
関
係
性
は
深
く
、
覚
如
に
と
っ
て
の
如
信
と

は
法
門
伝
授
を
受
け
て
い
る
重
き
を
置
く
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
に
よ
っ
て
示
す
如
信
の
位

　
〈
如
信
・
覚
如
関
係
略
年
表
〉

西

　暦

元

　号

覚

　如

事

　
　
　
　
　項

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
七
七

建
治
三

八

如
信
、
覚
信
尼
よ
り
「
ひ
わ
」
と
い
う
女
性
を
預
か
る

一
二
八
七

弘
安
十

十
八

覚
如
、
京
都
に
て
如
信
よ
り
覚
恵
と
と
も
に
法
門
の
伝
授
を
受
け
る

一
二
九
〇

正
応
三

二
十
一

覚
如
、
覚
恵
と
と
も
に
東
国
巡
拝
中
に
善
鸞
・
如
信
と
面
会

一
二
九
一

正
応
四

二
十
二

覚
如
、
如
信
の
寿
像
に
賛
銘
を
記
す

一
三
一
二

正
和
元

四
十
三

如
信
十
三
回
忌
覚
如
、
常
陸
国
金
沢
や
大
網
な
ど
巡
拝

一
三
二
三

元
亨
三

五
十
四

覚
如
、
如
信
寿
像
を
修
復
す
る

一
三
三
一

元
弘
元

六
十
二

覚
如
『
口
伝
鈔
』
を
口
授
（
十
一
月
下
旬
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
主
張
）

一
三
三
二

元
弘
二

六
十
三

如
信
三
十
三
回
忌
覚
如
、
東
国
の
遺
跡
を
訪
れ
る

一
三
三
七

建
武
四

六
十
八

覚
如
『
改
邪
鈔
』
を
口
授
（
九
月
二
十
五
日
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
主
張
） 

一
三
四
四

康
永
三

七
十
五

覚
如
、
空
如
と
連
名
で
六
箇
条
禁
制
を
出
す

一
三
〇
〇

正
安
二

三
十
一

如
信
示
寂
（
一
月
四
日
、
六
十
六
歳
）、
覚
如
、
同
年
の
秋
頃
知
り
中
陰
を
勤
め
、
後
に

京
都
に
て
一
周
忌
・
三
回
忌
を
勤
め
る
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置
づ
け
は
、
従
来
よ
り
覚
如
の
中
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
『
口
伝
鈔
』
や
『
改
邪
鈔
』
に
至
っ

て
明
示
し
て
い
っ
た
の
に
は
、
法
然
と
の
関
係
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
鸞
を
顕
彰
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
法
然
・
親
鸞

と
相
承
し
た
浄
土
真
宗
の
法
義
が
今
日
誰
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
次
に
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
に
至
っ
た
背
景
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

４
、「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
主
張
の
背
景
─
覚
如
の
時
代

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
覚
如
は
親
鸞
の
遺
徳
を
顕
彰
し
、
本
願
寺
を
中
心
と
し
た
教
団
作
り
を
企
図
し
て
、
自
身
に
相
承
さ

れ
た
法
義
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
生
涯
力
を
尽
く
し
た
。
そ
し
て
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
三
代

伝
持
の
血
脈
」
を
主
張
す
る
の
に
は
、
当
時
の
覚
如
を
取
り
巻
く
時
代
状
況
が
背
景
に
あ
っ
た
。
覚
如
の
時
代
に
隆
盛
を
ほ
こ
っ
て
い

た
の
は
浄
土
の
異
流
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
親
鸞
の
教
え
を
汲
む
流
れ
に
お
い
て
は
、
関
東
の
地
に
は
直
接
教
え
を
受
け
た
門
弟
が

活
躍
し
、
京
都
で
は
長
子
存
覚
が
理
論
指
導
者
と
し
て
背
後
に
い
た
と
推
測
さ
れ
る
仏
光
寺
教
団
が
勢
い
を
も
っ
て
い
た
。
法
然
─
親

鸞
─
如
信
と
い
う
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
を
主
張
し
て
い
く
背
景
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と

大
き
く
三
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。
す
な
わ
ち
、
①
浄
土
の
異
流
の
隆
盛
②
真
宗
門
徒
の
台
頭
③
血
脈
・
口
伝
相
承
の
流
行
で
あ
る
。

①
浄
土
の
異
流
の
隆
盛

覚
如
の
時
代
は
、
聖
光
房
弁
阿
の
鎮
西
派
、
善
恵
房
証
空
の
西
山
派
、
礼
阿
然
空
の
一
条
流
（
浄
華
院
流
）、
隆
寛
の
長
楽
寺
流
、

覚
明
房
長
西
の
九
品
寺
流
な
ど
の
浄
土
の
異
流
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
覚
如
に
お
い
て
は
、
座
視
で
き
な
い
よ
う
な
状
況

も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
『
口
伝
鈔
』
に
お
い
て
は
直
接
的
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
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な
浄
土
の
異
流
の
隆
盛
が
覚
如
に
影
響
を
与
え
、
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
、
平
生
業
成
の
覚
如
の
教
学
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
楽
寺
流
隆
寛
の
門
弟
で
あ
る
敬
日
房
円
海
の
附
法
慈
信
房
澄
海
、
西
山
派
東
山
流
の
学
僧
阿
日
房
彰
空
、

幸
西
の
一
念
義
と
い
っ
た
覚
如
の
修
学
過
程
を
挙
げ
て
浄
土
の
異
流
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
す
で
に
見
た
覚
如
の
著

作
か
ら
こ
の
よ
う
な
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
、『
口
伝
鈔
』
の
第
一
条
で
は
法
然
が
浄
土
宗
独
立
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
聖
覚

に
相
談
す
る
際
に
使
者
と
し
て
親
鸞
を
選
ん
だ
こ
と
、
第
九
条
で
は
九
州
か
ら
上
洛
し
て
き
た
聖
光
房
を
親
鸞
が
法
然
の
も
と
に
案
内

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
十
四
条
で
は
往
生
に
つ
い
て
親
鸞
と
善
恵
房
証
空
が
議
論
に
な
っ
た
時
、
親
鸞
の
主
張
す

る
不
体
失
往
生
（
平
生
業
成
）
が
本
願
念
仏
の
教
え
で
あ
る
と
し
た
法
然
の
態
度
を
示
し
、
第
二
十
一
条
で
は
当
時
の
一
念
多
念
の

諍
論
を
批
判
し
て
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
の
釈
義
を
主
張
し
て
い
る
点
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
覚
如
は
鎮
西
・
西
山
の
諸
行
往
生
・

臨
終
来
迎
、
一
多
の
諍
論
な
ど
の
浄
土
の
異
流
に
対
し
て
、
親
鸞
が
法
然
の
正
統
な
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②
真
宗
門
徒
の
台
頭

ま
ず
、
直
接
的
に
は
仏
光
寺
教
団
が
挙
げ
ら
れ
る
。
真
仏
か
ら
荒
木
・
阿
佐
布
・
甘
縄
そ
し
て
明
光
の
系
統
を
ひ
く
仏
光
寺
教
団
は
、

空
性
房
了
源
に
よ
っ
て
確
立
す
る
。
覚
如
は
、
了
源
が
本
願
寺
に
教
え
を
請
い
に
き
た
時
に
存
覚
に
命
じ
て
指
導
に
あ
た
ら
せ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
存
覚
は
仏
光
寺
教
団
と
密
接
な
関
わ
り
も
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
同
じ
京
都
か
ら
教
線
を
広
げ
て
い
き
、
大
き

く
発
展
を
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
存
覚
の
存
在
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
仏
光
寺
教
団
へ
の
覚
如
の
意
識
は

す
べ
て
で
は
な
い
が
、『
改
邪
鈔
』
全
二
十
箇
条
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
所
々
の
内
容
に
表
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
覚
如
が
如
信
の
孫

に
あ
た
る
空
如
と
連
名
で
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
に
出
し
た
「
六
箇
条
禁
制
」
と
重
複
す
る
『
改
邪
鈔
』
第
一
条
の
「
一　

今
案
の

自
義
を
も
つ
て
名
帳
と
称
し
て
、
祖
師
の
一
流
を
み
だ
る
事
」
や
第
二
条
の
「
一　

絵
系
図
と
号
し
て
、
お
な
じ
く
自
義
を
た
つ
る
条
、
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謂
な
き
事
」
な
ど
は
、
痛
烈
な
批
難
内
容
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
繰
り
返
し
提
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
強
い
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と

が
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
関
東
の
地
に
お
い
て
は
、
顕
智
か
ら
専
空
・
定
専
と
教
団
組
織
を
形
成
・
継
続
し
て
い
た
髙
田
門

徒
お
よ
び
横
曽
根
・
鹿
島
・
大
網
な
ど
の
真
宗
門
徒
が
活
動
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
覚
如
は
『
三
河
念
仏
相
承
日
記
』
に
み
ら
れ
る

三
河
の
和
田
門
徒
や
如
道
の
三
門
徒
、
瓜
隆
津
門
徒
の
愚
咄
な
ど
と
も
交
渉
が
あ
り
、
唯
善
事
件
の
時
に
破
壊
さ
れ
た
大
谷
廟
堂
の
復

興
や
、
覚
如
の
留
守
職
就
任
に
際
し
て
活
動
し
た
の
も
主
に
高
田
・
鹿
島
・
和
田
の
真
宗
門
徒
で
あ
っ
た
。
親
鸞
示
寂
の
八
年
後
に
誕

生
し
、
親
鸞
と
面
授
の
関
係
に
な
か
っ
た
覚
如
は
、
こ
れ
ら
真
宗
門
徒
に
意
識
を
向
け
、
時
に
は
交
渉
を
重
ね
な
が
ら
生
涯
を
通
し
て

本
願
寺
を
中
心
と
し
た
教
団
作
り
を
求
め
続
け
た
の
で
あ
る
。

③
口
伝
相
承
・
血
脈
重
視
の
傾
向

「
口
伝
相
承
」
に
つ
い
て
は
、「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
の
主
張
が
な
さ
れ
る
『
口
伝
鈔
』
が
そ
も
そ
も
如
信
の
口
伝
相
承
を
根
拠
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
第
十
三
条
で
は
「
か
の
御
相
承
、
そ
の
述
義
を
口
決
の
末
流
、
他
に
こ
と
な
る
べ
き
条
、
傍
若
無
人
と
い
ひ
つ
べ
し
」

と
も
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、『
改
邪
鈔
』
で
は
、
第
一
条
で
は
「
祖
師
の
御
口
伝
に
あ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
」、
第
二
条
で
は
「
祖
師
聖
人

御
在
世
の
む
か
し
、
ね
ん
ご
ろ
に
一
流
を
面
授
口
決
し
た
て
ま
つ
る
御
門
弟
達
」、
第
十
四
条
で
は
「
往
生
の
時
節
を
定
め
ま
し
ま
す

条
、
口
伝
と
い
ひ
御
釈
と
い
ひ
顕
然
な
り
」、
第
十
八
条
で
は
「
聖
教
の
施
設
を
は
な
れ
祖
師
の
口
伝
に
そ
む
け
り
」
な
ど
と
述
べ
ら

れ
、「
口
伝
相
承
」
に
重
き
を
置
い
て
い
た
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
「
血
脈
」
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
『
口

伝
鈔
』
第
十
五
条
に
お
い
て
説
示
が
あ
り
、
存
覚
の
『
破
邪
顕
正
鈔
』
の
第
十
六
条
で
も
「
一　

念
佛
も
し
往
生
の
業
な
ら
ば
、
み
づ

か
ら
こ
れ
を
と
な
へ
ん
に
往
生
を
う
べ
し
。
あ
な
が
ち
に
知
識
を
あ
ふ
い
で
師
資
相
承
を
た
つ
べ
か
ら
ざ
る
よ
し
の
事
」
と
述
べ
て
、

師
資
相
承
に
つ
い
て
論
じ
る
条
で
、

こ
の
條
、
總
じ
て
佛
法
修
行
の
法
を
み
る
に
、
み
な
師
資
相
承
あ
り
。
な
ん
ぞ
淨
土
の
一
家
に
を
い
て
血
脈
な
か
ら
ん
や
（
中
略
）
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い
か
で
か
面
授
の
恩
徳
を
わ
す
れ
、
い
か
で
か
口
決
の
血
脈
を
あ
ふ
が
ざ
ら
ん
。
し
か
れ
ば
、
黒
谷
の
源
空
聖
人
、
淨
土
宗
に
を

い
て
師
資
相
承
の
義
あ
る
べ
き
こ
と
を
判
じ
て
、
五
祖
等
の
血
脈
を
ひ
か
れ
た
り
。
上
古
に
を
い
て
す
で
に
血
脈
あ
り
、
末
代
に

い
た
り
な
ん
ぞ
相
承
な
か
ら
ん
や
。 

（
四
、六
一
〇
）

と
示
し
て
い
る
。
ま
た
、『
存
覚
上
人
袖
日
記
』
や
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
に
も
関
連
し
た
用
語
が
み
ら
れ
、
性
信
を
中
心
と
し

た
横
曽
根
門
徒
が
編
集
に
あ
た
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
『
血
脈
文
集
』
は
、
本
来
、
消
息
で
は
な
い
宗
祖
と
の
関
わ
り
を
示
す
内
容
が

含
ま
れ
る
こ
と
や
そ
の
書
名
か
ら
法
然
・
親
鸞
・
性
信
と
い
う
血
脈
を
示
し
た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

以
上
、
覚
如
に
お
け
る
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
主
張
の
背
景
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
上
記
の
内
容
に
加
え
て
さ
ら
に
覚
如
を
取
り
巻

く
時
代
状
況
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
真
宗
門
徒
の
教
団
は
法
然
門
下
の
一
流
と
い
う
位
置
付
け
に
あ
っ
た
が
、
一
般
に
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
法
然
の
門
流
を
記
し
た
資
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
然
の
門
流
に
つ
い
て
記
し
た
資
料
の
中
に
親
鸞
の
名
前
が
出
て
く
る
の
は
、
法
然
の
示
寂
か
ら
だ
い
ぶ
時
間
が
た
っ
て
か
ら
の
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
法
然
示
寂
か
ら
四
十
五
年
後
に
制
作
さ
れ
た
『
私
聚
百
因
縁
集
』（
正
嘉
元
年
・
一
二
五
七
）、
ま
た
四
十
七
年

後
の
『
一
代
五
時
図
』（
正
元
元
年
・
一
二
五
九
）
や
九
十
九
年
後
の
『
浄
土
源
流
章
』（
応
長
元
年
・
一
三
一
一
）
に
は
、
幸
西
・
聖
光
・

隆
寛
・
証
空
・
長
西
な
ど
の
名
前
は
見
ら
れ
る
が
、
親
鸞
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
門
流
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
法
然
門
下
の
一
流
と
し
て
親

鸞
の
名
前
が
み
ら
れ
る
の
は
、
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
た
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
に
制
作
さ
れ
た
『
法
水
分
流
記
』
で
、
そ
こ
に
史

上
は
じ
め
て
「
大
谷
門
徒
号 

一
向
宗
」
と
し
て
親
鸞
の
門
流
が
み
ら
れ
る
。
覚
如
の
示
寂
が
正
平
六
年
（
一
三
五
一
）
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
在
世
中
の
記
録
に
は
法
然
門
下
の
一
流
と
し
て
親
鸞
の
名
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
覚
如
の
時
代
に
は
法
然
か

ら
親
鸞
へ
と
受
け
継
が
れ
た
一
流
が
、
必
ず
し
も
法
然
の
門
流
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
覚
如
が
生
涯
を
通
し
て
行
っ
た
親
鸞
の
遺
徳
の
顕
彰
は
、
そ
の
示
寂
後
か
ら
約
三
十
年
た
っ
て
よ
う
や
く
形
と
な
っ
て
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
た
た
め
、
覚
如
の
著
作
に
は
、
法
然
と
親
鸞
と
の
教
義
の
一
貫
性
や
浄
土
の
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異
流
に
対
し
た
記
述
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
浄
土
異
流
と
い
う
対
外
的
な
点
だ
け
で
な
く
、
同
じ
親
鸞
の
教
え
を
引
き
継
ぐ
対

内
的
な
真
宗
門
徒
に
も
覚
如
の
主
張
は
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
と
し
て
顕
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

５
、
お
わ
り
に

覚
如
の
時
代
で
は
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
法
然
門
流
の
中
で
親
鸞
の
系
譜
以
外
に
は
親
鸞
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
資
料
は
一
つ
も
な

い
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
当
時
の
法
然
門
流
の
中
で
は
、覚
如
ほ
ど
親
鸞
を
法
然
の
正
当
な
継
承
者
と
し
て
顕
彰
し
た
人
物
は
お
ら
ず
、

今
日
ま
で
継
承
さ
れ
る
親
鸞
を
中
心
と
し
た
浄
土
真
宗
の
法
統
の
源
流
は
、
覚
如
の
尽
力
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
覚
如
が
そ
の
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
構
築
し
た
論
理
が
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
論
理
を
具
体
化
し
た
の
が
、
覚
如
の
著
作
群
で
あ
っ
た
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、『
報
恩
講
私
記
』
は
親
鸞
の
顕
彰
を
、『
拾

遺
古
徳
伝
』
は
法
然
と
の
関
係
性
を
、『
口
伝
鈔
』
は
如
信
の
相
承
を
言
説
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
覚
如
は
、
親
鸞
の
位
置
づ
け
が
明

確
で
な
い
時
代
状
況
の
中
で
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
に
よ
り
、
法
然
の
正
し
い
法
義
の
伝
承
は
親
鸞
に
お
い
て
な
さ
れ
、
如
信
を
と
お

し
て
自
身
に
伝
授
さ
れ
た
こ
と
を
明
示
し
た
。
そ
の
主
張
に
よ
っ
て
、
本
願
寺
を
中
心
と
し
た
真
宗
教
団
の
確
立
を
目
指
し
、
後
世
に

親
鸞
の
教
え
を
護
り
伝
え
て
い
く
基
盤
を
作
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
今
日
に
お
い
て
も
色
褪
せ
な
い
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」

主
張
の
大
い
な
る
意
義
が
あ
る
。
覚
如
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
浄
土
真
宗
の
伝
統
と
系
譜
は
、
幾
多
の
時
代
を
超
え
て
今
日
ま
で

絶
え
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
、
こ
れ
か
ら
も
次
代
へ
と
継
承
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
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【
註
】

（
１
） 『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第
二
版
（
二
〇
〇
二
年
発
行
）

（
２
） 『
望
月
仏
教
大
辞
典
』（
一
九
五
八
年
増
訂
再
版
発
行
）

（
３
） 「
三
代
伝
持
の
血
脈
」に
つ
い
て
は
、覚
如
の
教
学
理
解
や
時
代
背
景
な
ど
を
踏
ま
え
て
論
じ
た
も
の
が
す
で
に
多
く
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、

普
賢
晃
壽
氏
『
中
世
真
宗
思
想
の
展
開
』（
一
九
九
四
年
発
行
）
第
二
章
「
覚
如
教
学
の
特
色
」、梯
實
圓
氏
「
覚
如
教
学
の
特
色
（
講
演
）」（『
龍
谷
教
学
』

第
三
十
六
号
、
二
〇
〇
一
年
発
行
）、
重
松
明
久
氏
『
覚
如
』（
一
九
六
四
年
発
行
）
な
ど
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
依
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

（
４
） （　
　

）
内
の
漢
数
字
は
、
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
け
れ
ば
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
の
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。

（
５
） 『
真
宗
重
宝
聚
英
』（
一
九
八
八
年
発
行
）
第
六
巻 「
総
説 

拾
遺
古
徳
伝
絵
」
参
照
。

（
６
） 『
教
行
信
証
大
意
』の
撰
述
者
に
は
覚
如
説
・
存
覚
説
が
あ
っ
て
未
詳
で
あ
る
が
、嘉
暦
三
年（
一
三
二
八
）の
十
一
月
二
十
八
日
制
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
仮
に
覚
如
説
に
従
う
と
し
て
も
こ
の
空
白
期
間
で
は
な
く
、『
執
持
鈔
』
か
ら
二
年
後
の
制
作
と
な
る
。

（
７
） 

こ
の
よ
う
な
善
知
識
の
強
調
に
つ
い
て
、
村
上
速
水
氏
（「
覚
如
教
学
の
基
本
姿
勢
と
親
鸞
の
立
場
」〈『
続
・
親
鸞
教
義
の
研
究
（
一
九
八
九
年
発
行
）』

所
収
〉）
は

     

こ
こ
に
一
宗
を
開
創
す
る
意
志
を
も
た
ず
、
ひ
た
す
ら
聞
法
の
姿
勢
に
終
始
し
た
親
鸞
と
、
教
団
の
確
立
を
企
図
し
、
各
地
に
分
立
し
た
門
徒
を

統
一
し
て
、
自
ら
宗
主
と
な
ろ
う
と
し
た
覚
如
の
姿
勢
と
の
、
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
覚
如
が
親
鸞
の
同
朋
主
義
を
吹
聴
し
、
弟
子
の

争
奪
を
い
ま
し
め
な
が
ら
、
反
面
に
お
い
て
如
信
か
ら
の
口
伝
を
強
調
し
、「
師
伝
口
業
を
も
っ
て
最
と
す
」
と
い
い
、
し
き
り
に
善
知
識
に
よ
る

べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

 

と
親
鸞
と
覚
如
の
姿
勢
の
比
較
か
ら
、
教
団
の
確
立
・
統
一
の
意
図
と
無
関
係
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

（
８
） 

梯
實
圓
氏
（『
口
伝
鈔
セ
ミ
ナ
ー
』、
二
〇
一
〇
年
発
行
）

（
９
） 

重
松
明
久
氏
（『
中
世
真
宗
思
想
の
研
究
』、
一
九
七
三
年
発
行
）
は
「
大
別
し
て
四
部
門
と
な
し
う
る
（
イ
）
対
寺
院
観
（
ロ
）
門
徒
間
の
風
儀
・
言

語
に
つ
い
て
（
ハ
）
知
識
観
（
ニ
）
念
仏
思
想
、
以
上
の
四
方
面
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
四
分
類
し
、
普
賢
晃
壽
氏
（『
中
世
真
宗
教
学

の
展
開
』）
は
「
い
ま
『
改
邪
鈔
』
を
見
る
に
学
者
も
指
摘
す
る
如
く
、
①
教
義
に
関
す
る
も
の
②
寺
院
に
関
す
る
も
の
③
門
徒
の
儀
式
、
風
儀
等
に
関

す
る
も
の
等
に
分
け
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

（
10
） 

村
上
専
精
氏
『
増
訂 

真
宗
全
史
』（
一
九
二
二
年
発
行
）。
ま
た
、
村
上
氏
は
如
信
が
本
願
寺
の
第
二
代
宗
主
と
さ
れ
る
理
由
を
、

     

初
代
の
留
守
職
は
覚
信
尼
な
る
と
共
に
、
二
代
目
の
留
守
職
は
覚
恵
な
る
と
、
亦
前
述
せ
る
と
こ
ろ
に
於
て
已
に
明
か
な
り
。
三
代
目
の
留
守
職
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が
覚
如
な
る
に
於
て
は
、
固
よ
り
異
論
あ
る
と
な
し
。
さ
れ
ば
覚
如
は
故
聖
人
よ
り
数
ふ
れ
ば
第
三
世
に
非
ず
し
て
第
四
世
に
位
す
、
然
る
に
古

来
覚
信
・
覚
恵
の
二
人
を
除
き
、
善
鸞
系
の
如
信
を
以
て
第
二
世
と
為
し
、
覚
如
を
第
三
世
と
為
す
も
の
は
、
畢
竟
男
系
を
重
ん
ず
る
所
よ
り
来

れ
る
も
の
な
ら
ん
。

 
と
男
系
で
あ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
今
井
雅
晴
氏
（『
親
鸞
と
如
信
』、
二
〇
〇
八
年
発
行
）
は
異
な
る
見
解
を
示
し
て
「
鎌
倉
時
代

に
は
女
性
の
仏
教
指
導
者
も
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
鎌
倉
東
慶
寺
の
開
山
は
覚
山
志
道
尼
で
す
。
真
宗
で
も
、
二
十
余
輩
第
一
坂
東
報
恩
寺

の
二
祖
は
性
智
尼
で
す
。『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
を
見
れ
ば
、
他
に
も
真
宗
の
尼
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
そ
ら
く
覚
信
尼
が
正
式
に

出
家
し
て
い
る
か
、
覚
恵
が
親
鸞
の
正
式
の
門
弟
に
な
っ
て
い
れ
ば
問
題
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
男
系
・
女
系
と
い
う
よ
り
も
、
覚
如
が
親
鸞
か
ら
正
し
い
教
え
が
伝
わ
っ
て
い
る
、
と
誰
に
で
も
認
め
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る

親
族
と
し
て
注
目
し
た
の
が
如
信
だ
っ
た
の
で
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
11
） 

重
松
氏
『
覚
如
』。
他
に
も
重
松
氏
は
、
如
信
と
覚
如
の
関
係
事
項
を
示
し
た
上
で
「
覚
如
の
如
信
へ
の
傾
倒
を
察
す
べ
き
で
あ
る
」（『
中
世
真
宗
思
想

の
研
究
』、
一
九
七
三
年
発
行
）
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
村
上
氏
の
説
（
註
の
（
10
）
を
参
照
）
を
挙
げ
て
「
し
か
し
論
拠
は
薄
弱
で
あ
り
、
如
信
の
地
位

は
や
は
り
高
か
っ
た
と
思
う
」（『
中
世
真
宗
思
想
の
研
究
』）
と
も
述
べ
て
い
る
。『
増
補
改
訂 

本
願
寺
史
』（
二
〇
一
〇
年
発
行
）
第
一
巻
で
は
、
如
信

の
寿
像
に
覚
如
が
賛
銘
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
覚
如
宗
主
は
こ
の
と
き
二
十
二
歳
で
あ
り
、〈
三
代
伝
持
〉
の
主
張
が
展
開
さ
れ
る
ま
で
に
は

か
な
り
の
間
が
あ
る
が
、
み
ず
か
ら
賛
を
記
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
覚
如
宗
主
が
は
や
く
か
ら
如
信
宗
主
の
こ
と
を
特
別
な
存
在
と
見
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
し
て
お
り
、
覚
如
に
と
っ
て
如
信
の
位
置
付
け
は
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
主
張
以
前
か
ら
明
確
な
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
12
） 『
存
覚
上
人
袖
日
記
』
に
は
、
当
時
の
真
宗
教
団
に
お
け
る
名
号
本
尊
や
光
明
本
、
高
僧
・
先
徳
像
、
あ
る
い
は
存
覚
自
身
が
聞
見
し
た
本
尊
・
影
像
類

が
多
数
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
如
信
の
名
が
見
ら
れ
る
も
の
も
数
点
あ
る
。

（
13
） 

①
②
に
つ
い
て
は
山
上
正
尊
氏
「
覚
如
上
人
と
浄
土
異
流
に
就
い
て
」（『
無
尽
灯
』
第
二
十
二
巻　

第
四
・
第
五
号
、一
九
一
七
年
発
行
）、普
賢
晃
壽
氏
『
中

世
真
宗
思
想
の
展
開
』第
二
章「
覚
如
教
学
の
特
色
」第
一
節「
覚
如
教
学
と
時
代
背
景
」、梯
實
圓
氏「
覚
如
教
学
の
特
色
」・「『
改
邪
鈔
』と
存
覚
上
人
」（『
行

信
学
報
』
通
巻
八
号
、
一
九
九
五
年
発
行
）、
重
松
明
久
氏
『
覚
如
』、
③
に
つ
い
て
は
、
細
川
行
信
氏
「
三
代
伝
持
考
」（『
親
鸞
教
学
』
52
、
一
九
八
八

年
発
行
）、
宮
崎
圓
遵
氏
「
本
願
寺
蔵 

善
導
源
空
親
鸞
三
祖
像
に
つ
い
て
」（『
仏
教
私
学
論
集  

塚
本
博
士
頌
寿
記
念
』
一
九
六
一
年
発
行
）、『
増
補
改

訂 

本
願
寺
史
』
第
一
巻
、
重
松
明
久
氏
『
日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
』（
一
九
六
四
年
発
行
）
を
参
照
。
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【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

三
代
伝
持
の
血
脈　

如
信　

覚
如


