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山
折
哲
雄
著

「『教
行
信
証
』
を
読
む
-
-親
鸞
の
世
界

へ
」

一

は
じ
め

に

一
一

岩
波
新
書

『
親
鸞
を
よ
む
』
か
ら

三

『
教
行
信
証
』

の
海

へ

四

「『
教
行
信
証
』
を
読
む
」
を
め
ぐ

っ
て

城

浩

介

要
旨
　
山
折
哲
雄
氏
が
、
『
人
間
蓮
如
』

(洋
泉
社

一
九
九
五
年
)
で
地
道
な

資
料
の
蒐
集
と
そ
の
比
較
に
よ

っ
て
、
神
話
化
さ
れ
た
虚
像
を
ひ
き
は
が
し
、

激
動
の
時
代
に
生
き
た
宗
教
指
導
者
蓮
如
の
明
暗
を
、
生
彩
豊
か
に
描
き
き

っ

た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。
親
鸞
研
究
を
最
終
的
な
目
標
と
す
る
著
者
が
、
今
回

は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
で
悪
と
ま
ぢ
か
に
対
峙
し
た
体
験
を
ふ
ま
え
、
親
鸞

の
主
著

『
教
行
信
証
』
を

「悪
人
と
救
済
」
と
い
う
主
題
の
も
と
に
読
み
解

い

た
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て

「『
教
行
信

証
』
を
読
む
」
を
親
鸞
研
究
上
、
ま
た

宗
教
思
想
上
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け
た
作
品
と
し
て
、
評
し
て
み
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

"
悪
人
と
救
済
、
海
上
浄
土
、
ア
ジ
ャ
セ
王
物
語

一

は

じ

め
に

山
折
哲
雄
著

「『
教
行
信
証
』
を
読
む
」
(岩
波
新
書
)
に
つ
い
て
、
少
し
ば
か

り
そ
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

っ
た
。
と
い
っ
て
も
私
自
身
、

宗
教
哲
学
に
つ
い
て
は
素
人
で
、
作
品
批
評
を
す
る
ほ
ど
の
技
量
は
も
ち
あ
わ
せ

て
い
な
い
。
が
、
こ
の
作
品
を
読
む
に

つ
れ
て
、
山
折
氏
の
親
鸞
著

『
教
行
信

証
』
に
た
い
す
る
思
い
が
、
た
だ
な
ら
な
い
こ
と
を
実
感
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

か
つ
て
オ
ウ
ム
真
理
教
と
多
少
な
り
と
も
か
か
わ
り
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
首
謀
者

(と
見
な
さ
れ
た
)
麻
原
彰
晃
教
祖
を
、
現
代
が

生
ん
だ
象
徴
的
な

「悪
人
」
で
あ
る
と
し
て
、
「悪
人
は
ど
こ
ま
で
救
わ
れ
る
の

か
」
と
い
う
問
い
を
発
し
続
け
て
き
た
著
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
体
験
か
ら
、
最

後
の
思
想
的
典
拠
と
す
る

『教
行
信
証
』
に
、

つ
い
に
挑
む
に
い
た

っ
た
、
あ
る

種
の
覚
悟
と
意
気
込
み
が
い
や
お
う
な
く
み
て
と
れ
る
。
山
折
氏
に
と

つ
て

『教

行
信
証
』
を
徹
底
的
に
読
み
解
く
こ
と
は
、
そ
の
思
想
的
な
歩
み
の
な
か
で
、
必

然
的
に
な
し
と
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
に
ま
で
な

っ
て
い
た
は
ず
だ
。

新
書
と
は
い
え
、
高
度
な
宗
教
哲
学
的
テ
ー

マ
を
真
正
面
か
ら
扱

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
学
術
、
研
究
と
い
っ
た
範
疇
に
収
ま
り
き
れ
な
い
よ
う
な
も
の
を
背
負

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
山
折
氏
が
い
る
。
『
教
行
信
証
』
と
の
長
い
格
闘
の
軌
跡
、

そ
ん
な
評
さ
え
で
き
る
重
い
新
書
で
あ
る
。



一
一

岩

波
新

書

『
親
鸞

を

よ
む
』

か

ら

山
折
氏
に
と

っ
て

「『
教
行
信
証
』
を
読
む
」
(二
〇

一
〇
年
)
は
、
岩
波
新
書

『親
鸞
を
よ
む
』
(二
〇
〇
七
年
)
に
続
く
親
鸞
も
の
の
第
二
弾
で
あ
る
。
『親
鸞

を
よ
む
』
は
、
鎌
倉
新
仏
教
と
呼
ば
れ
る
法
然
、
親
鸞
、

一
遍
、
道
元
、
栄
西
、

日
蓮
ら
宗
教
指
導
者

の
出
現
を
も

っ
て
、

「日
本
に

「宗
教
改
革
」
が
あ

っ
た

か
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
新
仏

教
の
展
開
は
、
江
戸
時
代
に
は
風
土
的
な
先
祖
崇
拝
に
回
帰
し
て
し
ま

っ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
「
「宗
教
改
革
」
と
い
う
言
葉
が
西
欧
か
ら
の
輸
入
品
だ

っ
た
」
、
「そ
も

そ
も
鎌
倉
時
代
に
は

「宗
教
改
革
」
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
は
ず

だ
」
と
畳
み
か
け
る
。
そ
れ
で
は
と
、

宗
教
改
革
と
い
う
幻
想
を
ふ
り
ほ
ど
き
、

「長
い
あ
い
だ
親
鸞
を
よ
み
続
け
て
き
て
、
実
は
頭
で
読
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
こ
と
に
気
が

つ
」
き
、
「親
鸞
を
か
ら
だ
の
血
流
を
通
し
て
よ
む
」
と
し
て
、

そ
の
よ
み
直
し
に
着
手
し
た
作
品
で
あ
る
。

山
折
氏
は
ヽ
「親
鸞
を
か
ら
だ
で
よ
む
」

の
と
お
り
、
親
鸞
が
法
然
と
そ
の
弟

子
た
ち
に
か
け
ら
れ
た
念
仏
停
止
令

(承

元
元
年

一
二
〇
七
年
)
に
よ

っ
て
越

後
居
多

(上
越
市
)
に
流
罪
と
な

っ
た
ヽ

そ
の
場
所
に
立

っ
て
ヽ

が
ヽ
彼
の
居
所
が
定
ま

っ
た
こ
ろ
に
は
ヽ
短
い
夏
は
足
早
に
去

っ
て
い
っ
た
。

い
つ
し
か
み
ぞ
れ
の
時
期
が
し
の
び
寄

り
、
北
の
海
が
荒
れ
狂
い
だ
す
。
そ
し

て
雪
、
雪
、
雪
の
季
節
が
押
し
寄
せ
て
き
た
。
は
げ
し
い
突
風
が
お
こ
り
、
日

本
海
の

一
面
に
氷
の
破
片
の
よ
う
な
波
頭
が
立

つ
。

け
も
の
た
ち
が
た
て
る
よ
う
な
咆
哮
が
、
そ
の
波
頭
の
あ
い
だ
か
ら
天
空
に

か
け
抜
け
て
い
く
。
そ
の
風
景
の
急
激
な
展
開
は
ヽ
親
鸞
に
と

っ
て
京
都
で
は

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま

っ
た
く
異
質
の
風
土
が
か

れ
の
か
ら
だ
を
撃
ち
、
皮
を
破
り
、
肉
に
突
き

つ
き
さ
さ

っ
て
く
る
。
そ
れ
が
ヽ

か
れ
の
吐
く
言
葉
の
な
か
に
あ
ふ
れ
だ
し
て
い
っ
た
。
そ
の
言
葉
を
、

一
つ
ひ

と

つ
手
に
す
く
い
上
げ
る
よ
う
に
し
て
書
き
は
じ
め
る
。

い
つ
し
か

『教
行
信
証
』
の
執
筆
が
開
始
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

や
が
て
1
親
鸞
の
主
著
に
な
る
。
そ
の
あ
と
が
き
に
ヽ
か
れ
は
自
分
の
流
罪
の

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
流
罪
以
後
の
体
験
に
も
と
づ
く
著
述
と
考

え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
越
後
に
流
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
す
で
に
構
想
さ

れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(『親
鸞
を
よ
む
』
岩
波
新
書
)

こ
こ
に
は
山
折
氏
独
特
の
文
体
が
あ
る
。
次
々
と
繰
り
出
さ
れ
る
凝

っ
た
修
辞

は
ヽ
そ
の
場
の
感
情
を
強
く
お
し
だ
そ
う
と
す
る
山
折
氏
が
必
ず
ま
と
う
意
匠
だ

と
い
っ
て
い
い
。
最
初
そ
う
し
た
表
現
に
出
会

っ
た
時
、
少
し
面
食
ら

っ
た
も
の

で
あ
る
が
ヽ
氏
の
著
書
に
親
し
む
に
つ
れ
、
そ
の
修
辞
が
対
象
と
対
峙
す
る
さ
い

の
真
剣
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
気
づ
く
よ
う
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
山

折
氏
は
本
気
で
親
鸞
を
か
ら
だ
で
読
も
う
と
集
中
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の

結
果
、
親
鸞
の
流
罪
体
験
の
懊
悩
を
追
体
験
す
る
こ
と
で
行
き
着
い
た
の
が
、
日

本
海
と

『教
行
信
証
』
の
密
接
な
関
係
で
あ
る
。



そ

こ

で

山

折

氏

は

、

『
教

行

信

証

』

序

文

の
冒

頭

を

も

っ
て

く

る
。

「
-
ひ
そ

か

な
ん

し

ぐ

ぜ
い

な
ん

と

か
い

む

げ

に
お
も
ん
み
れ
ば
、
難
思
の
引
誓

は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
無
礙
の
光
明
は
無

え

に
ち

明
の
闇
を
破
す
る
慧
日
な
り
」
に
あ
ら
わ
れ
る

「難
度
海
」
も

「大
船
」
も
ヽ
流

刑
地
越
後
の
日
本
海
の
光
景
を
体
験
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
生
ま
れ
な
か
っ
た
と

い
う
。
越
後
の
後
に
お
も
む
い
た
常
陸
国

の
稲
日
郷
で
も
ヽ
六
十
を
越
え
て
帰
り

つ
い
た
京
で
も
な
い
、
越
後

の
冬
の
荒

海
に
面
し
て
、
京
で
は
え
ら
れ
な
い
、

人
々
の
生
活
の
粗

々
し
さ
に
接
し
た
こ
と
が
ヽ
『教
行
信
証
』
執
筆
の
端
緒
に
あ

っ
た
と
山
折
氏
は
推
測
す
る
。
た
し
か
に
、
『教
行
信
証
』
行
巻

の
中
の
有
名
な

『
正
信
念
仏
偶
』
に
は

「本
願
海
」
「群
生
海
」
「功
徳
大
宝
海
」
と
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
さ
の
比
喩
の
よ
う
に
し
て

「海
」
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
親
鸞

作
の
和
讃

・
偈
に
も

「海
」
は
豊
富
に
あ

る
。

山
折
氏
は
、
み
ず
か
ら
い
く
度
も
目
に
し
た
日
本
海
に
親
鸞
の
体
験
を
重
ね
、

親
鸞
が
た
ん
な
る
宗
教
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
日
本
を
代
表
す
る
希
有
な
思
想

者
と
な

っ
て
い
っ
た
そ
の
転
換
点
を
日
本
海
体
験
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
越
後
以

来
親
鸞
の
伴
侶
で
あ

っ
た
尼

・
恵
信
の
手
紙
を
て
い
ね
い
に
読
み
、
そ
の
素
朴
な

信
仰
生
活
ぶ
り
を
描
き
出
す
。
ま
た
ヽ
常
陸
稲
田
郷

へ
の
親
鸞
の
移
住

(隠
居
)

は
、
越
後
の
下
層
の
民
が
開
拓
者
と
し
て
入
植
し
た
の
に
呼
応
し
て
な
さ
れ
た
と

す
る
ヽ
服
部
之
総
氏
の
説
を
引
合
い
に
出

し
ヽ
親
鸞
の
世
俗

へ
入
っ
て
い
く
そ
の

志
向
を
探
求
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
の

「非
僧
非
俗
」
の
生
き
方
に
つ
な
が
る
こ

-

「
ひ
そ
か

に
考
え

て
み
る
と
、
わ
た

し
た
ち

に
は
思

い
は

か
る
こ
と
も
及
ぼ
な

い
阿
弥
陀
仏

の
広
大
な

折言
い

(引
誓
)

は
、
渡

る
こ
と

の
む

つ
か
し
い
迷

い
の
海
を
渡
ら
せ

て
く
だ
さ
る
大
き
な
船

で
あ
り
、

な
に
も

の
に
も
さ
え
ぎ
ら
れ
な

い
光
り
は
、
真
理

に
暗

い
愚
か
さ

(無
明
)

の
闇
を
破

っ
て
く
だ
さ
る

知
恵

の
陽
光

で
あ

る
。
」
石
田
瑞
磨
訳

(中
公
ク
ラ

ッ
シ

ッ
ク
ブ

ッ
ク

ス

『
親
鸞
』
)

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

た
し
か
に
親
鸞
に
と

っ
て
の
日
本
海

(越
後
)
で
の
生
活
は
、
そ
の
生
涯
を
思

想
史
的
に
見
た
場
合
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
吉
本
隆
明

氏
は

『最
後
の
親
鸞
』
(春
秋
社
)
で
い
う
。

越
後
配
流
の
体
験
は
親
鸞
に
あ
る
感
性
的
な
転
回
を
強
い
た
。
か
れ
は
こ
の

地
で
ヽ
草
深
い
田
夫
、
漁
夫
た
ち
に
接
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
法
然
の
も
と
に

日
参
し
て
い
た
頃
の
じ
ぶ
ん
の
姿
を
客
観
的
に
な
が
め
る
目
を
獲
得
し
た
。
た

し
か
に
法
然
は
ヽ
専
修
念
仏
と
ヽ
〈
知
〉
の
放
棄
を
説
い
て
、
親
鸞
が

「建
仁

辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
よ
り
、
本
願
に
帰
す
」
(『教
行
信
証
』
化
身
土

巻
)
こ
と
を
た
す
け
て
く
れ
た
。
し
か
し
法
然
の
も
と
で
、
自
力
の
計
ら
い
か

ら
も

っ
と
も
遠
い
存
在
だ
と
お
も

っ
て
い
た
〈
衆
生
〉
は
、
越
後
国
府
在
で
接

触
し
た
衆
生
に
く
ら
べ
た
ら
、
ま
だ
空
想
の
〈
衆
生
〉
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知

っ
た
。
〈
衆
生
〉
と
は
、
た
ん
に
〈
僧
〉
た
る
も
の
が
〈
知
〉
の
放
棄
に
よ

っ

て
近
づ
く
て
い
の
生
や
さ
し
い
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
〈
僧
〉
た
る
も
の

が
、
安
直
に
専
修
念
仏
を
す
す
め
れ
ば
帰
依
さ
せ
う
る
存
在
で
も
な
か
っ
た
。

/
し
か
し
越
後
配
流
の
生
活
は
、
こ
の
〈
非
僧
非
俗
〉
に
思
想
的
な
意
味
を
あ

た
え
る
こ
と
を
親
鸞
に
強
い
た
の
で
あ
る
。

(『最
後
の
親
鸞
』
春
秋
社

一
九
八

一
年
)

山
折
氏
と
吉
本
氏
は
と
も
に
親
鸞
研
究
に
つ
い
て
は
、
教
団
の
偶
像
化
の
解
釈

を
は
な
れ
、
思
想
家
と
し
て
の
親
鸞
像
を
追
い
も
と
め
て
き
た
両
者
で
あ
る
。
と



く
に

『最
後
の
親
鸞
』
執
筆
に
際
し
て
は
、
吉
本
氏
は
山
折
氏
と
2
協
力
関
係
に

あ

っ
た
間
柄
で
あ
り
ヽ
親
鸞
研
究
に
つ
い
て
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
も
お

か
し
く
は
な
い
。
そ
し
て
、
と
も
に
越
後

の
配
流
体
験
を
大
き
な
転
回
点
と
し
て

捉
え
、
生
活
者
で
あ
る
衆
生
の
原
像
を
繰

り
入
れ
、
〈
非
僧
非
俗
〉
の
生
き
方
に

到
達
し
た
の
が
そ
こ
に
あ
る
と
す
る
点
で
も

一
致
し
て
い
る
。
京
洛
の
貴
族
や
台

頭
い
ち
じ
る
し
い
武
士
で
は
な
く
、
「草
深
い
田
夫
、
漁
夫
」
に
親
鸞
の
思
想
的

な
根
拠
を
み
い
だ
し
て
い
る
。

三

『
教
行

信
証

』

の
海

へ

そ
し
て
、
そ
の
越
後

の
海
と
親
鸞
思
想

の
関
係
を
ひ
き
ず

っ
た
ま
ま
、
『
親
鸞

を
よ
む
』
で
は
語
り
3
尽
く
せ
な
か
っ
た

『教
行
信
証
』
を
俎
上
に
載
せ
た
の
が
、

今
回
の

『
『教
行
信
証
』
を
読
む
』
で
あ

る
。
こ
こ
で
は

「か
ら
だ
で
読
む
」
の

で
は
な
く
、
て
っ
て
い
し
て

『教
行
信
証
』
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
親
鸞
の

当
為
の
内
面
に
入
り
こ
も
う
と
す
る
。
弟

子
唯
円
が
書
き
留
め
た
親
鸞
語
録

『歎

異
抄
』
よ
り

『教
行
信
証
』
を
親
鸞
の
本
質
が
す
ぐ
れ
て
顕
れ
た
著
作
と
す
る
山

折
氏
で
あ
る
。
親
鸞
の
自
著
が
な
ぜ
、
ど

の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
か
、
山
折
氏

の
苦
悩
が
い
や
お
う
な
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

2
吉
本
隆
明
著

『最
後

の
親
鸞
』

(春
秋
社
)
あ
と
が
き
、
山
折
哲
雄
著

『
悪
と
日
本
人
』

(東
京
書
籍
)

の

「第

V
章

悪
人
は
ど

こ
ま

で
救
わ

れ
る
か
」
に
は
、
山
折
氏

が
春

秋
社
に
属
し
、
『
最
後

の
親
鸞
』

で
吉
本
氏

に
テ
ー
プ

で
の
取
材
、
資
料
収
集
を
行

っ
た

こ
と
が
記
し

て
あ
る
。

3

『
親
鸞
を
よ
む
』

に
は
、
『
教
行
信
証
』

の

「化
身

土
巻

」
に

つ
い
て

一
章

が
さ
か
れ
て

い
る
。

ま
た
、

「悪
人
正
機
」
説

に
つ
い
て
か
ん
た

ん
に
ふ
れ

て
あ
る
。

親
鸞
は
こ
の

『教
行
信
証
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
よ

っ
て
、
そ
れ
で
は
い
っ

た
い
何
を
主
張
し
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
こ
れ
だ
け
で
は
残
念
な
が
ら
ほ

と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
/
主
題
を
構
想
し
て
い
く
た
め
の
、
原
点

(教
)
、
実
践

(行
)
、
信
心

(信
)
、
悟
り

(証
)
の
四
本

の
軸
で
あ
る
。
四

つ
の
方
法
と
ヽ
と
い
っ
て
も
い
い
。
問
題
は
、
そ
の
四
本
の
柱
、
四
つ
の
軸
を

用
い
て
か
れ
が
い
っ
た
い
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

親
鸞
は
こ
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
駆
使
し
て
内
な
る
主
題
を

つ
か
み
出
そ

う
と
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
の
だ
、
と
私
は
思
う
。
師
の
法
然
が
説
い
た
念
仏
救

済
の
先
に
、
さ
ら
に
重
大
な
問
題
が
横
た
わ

っ
て
い
る
こ
と
を
直
覚
し
、
そ
れ

を
論
理
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
試
行
錯
誤
を
く
り
返
し
て
い
た
の
だ
と

思
う
。
そ
の
苦
渋
に
満
ち
た
試
行
錯
誤
の
あ
と
が

『教
行
信
証
』
の
行
間
に
は

に
じ
み
で
て
い
る
。

(「『教
行
信
証
』
を
読
む
」
岩
波
新
書
)

「内
な
る
主
題
を

つ
か
み
出
そ
う
と
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
」
ヽ
「苦
渋
に
満
ち
た

試
行
錯
誤
」
と
は
、
親
鸞
を
追
体
験
す
る
山
折
氏
自
身
の
苦
闘
に
他
な
ら
な
い
。

大
無
量
寿
経
、
大
般
浬
繋
経
、
華
厳
経
な
ど
の
経
典
と
そ
れ
に
関
係
し
た
曇
鸞
、

善
導
の
解
釈
書

(釈
義
)
か
ら
の
大
量
引
用
文
と
、

つ
づ
く
親
鸞
の
解
説
で
成
立

っ
て
い
る
の
が

『
教
行
信
証
』
で
あ
る
。
『歎
異
抄
』
が
唯
円
の
覚
え
書
き
と
は

い
え
、
親
鸞
の
た
じ
ろ
が
な
い
思
想
の
肉
声
を
感
じ
さ
せ
る
の
に
比
べ
、
『
教
行

信
証
』
は
あ
き
ら
か
に
当
時
の
仏
教
学
の
高
水
準
に
届
く
こ
と
を
意
識
し
て
書
か



れ
た
の
だ
ろ
う
ヽ
ま
わ
り
も

っ
た
、
じ
っ
さ
い

「い
っ
た
い
何
を
主
張
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
か
」
と
、
私
自
身
な
ん
ど
も
訝
し
く
思

っ
て
読
ん
で
い
た
。
し
か
し
、

山
折
氏
は
こ
こ
で
、
そ
う
し
た

『教
行
信
証
』
に
主
題
を
見
い
だ
し
、
親
鸞
の
立

ち
位
置
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
終
世
師
と
仰

い
だ
法
然
を
越
え
た
地
平
に
ま
で
、
私

た
ち
を
連
れ
て
行

っ
て
く
れ
る
。
が
、
山
折
氏
の
悪
戦
苦
闘
に
つ
い
て
い
く
の
は

そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。

ま
ず
、
山
折
氏
が
と

っ
た
の
は
、
比
較

に
よ
る
方
法
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』

序
と

『
古
事
記
』
の
編
纂
者
太
安
万
侶

の
序
と
を
比
較
し
て
、
「西
蕃
月
氏
の
聖

典

東
夏
日
域
の
師
釈
、
あ
ひ
が
た
く
し
て
い
ま
あ
ふ
こ
と
を
え
た
り

愚
禿
釈

の
親
鸞
」
4
と
あ
る
署
名
文
か
ら
、
親
鸞

が
世
界
を
見
据
え
て
論
を
張
ろ
う
と
す

る
姿
勢
を
そ
こ
に
見
る
。
ま
た
、
『
古
今

和
歌
集
』
『
平
家
物
語
』
『
蓮
如
御
文

(「白
骨
の
御
文
」)
』
と
比
較
し
て
、
親
鸞

の
思
想
が

「根
生
い
の
無
常
」、
す
な

わ
ち
古
典
抒
情
的
な
無
常
観
と
は
無
縁
で
、
ひ
と
り
屹
立
し
た
世
界
観
を
も

っ
て

い
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し
て
、
親
鸞
の
特
異
な
思
想
的
立
ち
位
置

を
導
き
だ
し
て
い
く
。

そ
れ
か
ら
ヽ
『
教
行
信
証
』
序
に
説
か
れ
て
い
る

「
二
つ
の
主
題
ヽ
第

一
は
海

上
浄
土
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
父
殺
し
の
悪
人
は
往
生
で
き
る
の
か
」
に
向
か
う

の
で
あ
る
。
第

一
の

「海
上
浄
土
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
『親
鸞
を
よ
む
』

で
最
初
の
流
罪
地
、
越
後
の
海
に
こ
だ
わ

り
続
け
た
山
折
氏
が
、
こ
こ

へ
き
て
開

花

さ

せ

た

ひ

と

つ

の
見

解

だ

と

い
う

こ
と

が

で

き

よ

う

。

じ

っ
さ

い

は

、

「
浄

土

」

に

「海

上

」

な

ど

つ
い

て

は

い
な

い
。

た

だ

ヽ

た

し

か

に

「海

と

い
う

は
ヽ

久
遠
よ
り
こ
の
か
た

…

本
願
大
悲
知
恵
真
実
恒
沙
万
徳
の
海
水
と
な
る
。
こ

れ
海
の
ご
と
し
と
た
と
ふ
る
な
り
。
」
(『
教
行
信
証
』
岩
波
文
庫
版

一
〇
七
頁
)

と
あ
る
よ
う
に
、
「海
」
に
た
い
し
て
あ
ら
ゆ
る
悪
も
自
力
も
の
み
込
み
、
本
願
の

大
慈
悲
の
海
水
に
か
え
て
し
ま
う
広
大
な
海
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
て
い
る
。
さ

ら
に
親
鸞
は
続
け
て
、
「願
海
は
二
乗
雑
善
の
中
外
の
死
骸
を
や
ど
さ
ず
。
い
か
に

い
わ
ん
や
人
天
の
虚
仮
邪
偽
の
善
業
、
雑
毒
雑
心

の
死
骸
を
や
ど
さ
ん
や
。
5
」

と
、
小
乗
の
聖
者
や
偽
り
の
善

の
者
た
ち

の
死
骸
は
宿
さ
な

い
本
願

の
海
を
、

「い
わ
ん
や
～

(を
)
や
」
の
反
語
で
も

っ
て
強
調
す
る
。

「死
骸
」
を
や
ど
す

海
と
は
ヽ
海
に
死
を
包
み
こ
み
許
容
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
て
あ
る
。
こ
こ
か

ら
親
鸞
が

「海
」
を
死
の
世
界
＝
浄
土
に
見
立
て
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
浄
土
と
死
と
海
、
そ
れ
は
常
世
や

ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
の
よ
う
な
原
郷

的
な
イ
メ
ー
ジ
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
親
鸞
の
い
う
浄
土
が
、
観

想
の
目
的
で
あ
る
、
阿
弥
陀
経
の

「金

・
銀

・
瑠
璃

・
水
晶
の
宝
石
か
ら
で
き
て

い
る
」
仏
国
土
か
ら
は
遠
く
は
な
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、

抽
象
化
さ
れ
た
心
境

(境
地
)
か
、
あ
る
い
は

「『
涅
槃
経
』
に
は
、
さ
と
り
は

色
も
形
も
な
い
も
の
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
/
真
の
さ
と
り
は
生
ず
る
も
の
で
も
滅

す
る
も
の
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
さ
と
り
は
如
来
で
あ
り
」
(
「教
行
信
証

真
仏

4

「こ
こ
に
愚

か
に
も
罪
深

い

(愚

禿
)
釈

の
親
鸞

は
、
う
れ

し

い
こ
と

に
、

イ

ン
ド

・
西

域

の
聖
典

や
、
中
国

・
目
本

の
祖
師
た
ち

の
解
釈

の
言
葉

に
、
と

て
も
遇
え
そ
う
も
な

い
と

こ
ろ
を
お
遇

い
す
る

こ
と
が

で
き
、
と

て
も
聞
け
そ
う

に
な

い
と

こ
ろ
を
す

で
に
お
聞
き
す
る

こ
と
が

で
き
た
。」

(石

田
瑞

麿
訳
)

5

「本
願

の
海
は
、
小
乗

の
聖
者
や
仏
な
ど
、
自
力

の
善
し
か
行
わ
な

い
死
骸
に
等
し

い
人
を
そ

の
ま
ま

止

め
て
お
く

こ
と

は
な

い
。
ま

し
て
、
人
間
界
や

天
上
界

の
人
た
ち

の
、
虚

偽
に

み
ち

た
自

力

の
善

と
、
毒

の
混
じ

っ
た
自
力

の
心

に
ま
み
れ
た
死
骸
を
宿

し
て
お
く

こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
」

(前
掲
同

石
田

瑞
麿
訳
)



土
巻
」
山
折
訳
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
無

で
あ
り
、
死
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
す
の

か
定
か
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
抽
象
と
像
的
イ
メ
ー
ジ
が
な
い

ま
ぜ
に
な

っ
た
、
す
べ
て
を
包
み
込
む
自
然
11

「海
上
浄
土
」
と
し
て
あ
ら
わ
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
第
二
の
主
題
が
悪
人
正
機
説

の
検
証
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

「善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
の

「悪
人
正
機
説
」
は
、

法
然
か
ら
親
鸞

へ
と
ひ
き

つ
が
れ
た
浄
土
教
の
真
髄
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
浄
土

教
の
根
本
経
典

『
(大
)
無
量
寿
経
』
第
十
八
願
に
は
、
「五
逆

(を
犯
し
た
者
)

と
正
法
を
誹
謗
す
る
者
6
」
を
弥
陀
の
本

願
か
ら
除
く
、
と
の
除
外
規
定
が
あ
る
。

で
は
、
除
外
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
罪
を
犯

し
た
者
は
ほ
ん
と
う
に
、
往
生
で
き
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
め
ぐ

っ
て
、
五
逆
を
犯
し
た
悪
人
と
救
済
の
問
題

を
た
て
、
そ
の
解
決
に
挑
ん
だ
の
が

『教
行
信
証
』
第
二
の
主
題
だ
と
山
折
氏
は

い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
師
法
然

『選
択
本
願
念
仏
集
』
は
あ

ら
わ
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
親
鸞
は
、
法
然
の
踏
み
込
ん
で
い
な
い
地
平
に

わ
け
入
っ
て
い
く
の
だ
。

そ
し
て
、
第
二
の
主
題
で
山
折
氏
が
と

り
あ
げ
ら
れ
る
の
が
ヽ
ア
ジ
ャ
セ

(阿
闍
世

闇
世
)
王
の
物
語
で
あ
る
。
ア
ジ
ャ
セ
王
は
、
父
と
母

へ
の
恨
み
が
原
因
と
な

っ

て
、
怒
り
の
ま
ま
に
父
を
幽
閉
死
さ
せ
ヽ

王
位
を
簒
奪
す
る
。
そ
の
後
ヽ
母
を
幽

閉
し
た
ア
ジ
ャ
セ
王
が
、
父
の
死
後
、
そ
の
罪
に
も
だ
え
苦
し
み
な
が
ら
、
悲
し

6

「五
逆
と

は
、
母
殺
し
、
父
殺
し
、
聖
者

(阿
羅
漢
)
殺

し
、
仏

の
身
体
を
損
傷
す
る
、
教
団
を
破
壊

す
る
、

の
五

つ
の
罪
悪
を

い
う
。
そ

し
て
正
法

(仏
法
)
を
誹
諺
す
る
者
も
救
わ
れ
る

こ
と
は
あ
り
え

な

い
」

(「『
教
行
信
証
』

を
読
む
」)

み
の
な
か
で
ヽ
よ
き
友
ヽ
耆
婆

(ギ
バ
)
や
よ
き
師
ヽ
釈
尊
に
め
ぐ
り
あ
い
救
わ

れ
る
物
語
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
父
殺
し
と
い
う
五
逆
を
犯
し
な
が
ら
も
救
済
さ
れ

る
ア
ジ
ャ
セ
王
物
語
に
、
大
無
量
寿
経
第

一
八
願
の
限
界
を
切
り
開
く
糸
口
を
見

つ
け
る
。

山
折
氏
は
、
悪
人
と
そ
の
救
済
と
い
う
テ
ー

マ
に
取
り
組
む
親
鸞
の
内
的
な
苦

悩
に
肉
薄
し
て
論
を
す
す
め
る
。
「そ
れ
真
実

の
教
を
あ
ら
は
さ
ば
、
す
な
わ
ち

大
無
量
寿
経
こ
れ
な
り
」
(『教
行
信
証
』
二
九
頁
)
と
宣
言
し
な
が
ら
ヽ
除
外
規

定
に
悩
む
親
鸞
は
、
次
々
と
他
の
経
と
注
釈
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
す
る
。
浄
土
三

部
経
の

一
つ
観
無
量
寿
経
、
曇
鸞
ヽ
善
導
ヽ
源
信
の
テ
キ
ス
ト
。
そ
し
て
最
後
に

行
き
着
い
た
の
が

「大
般
涅
槃
経
」
の
梵
行
品
、
ア
ジ
ャ
セ
王
の
物
語
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
え
た
も
の
が
、
医
者
で
友
人
の

「善
知
識
の
ギ
バ
や
釈
迦
如
来
の
教
え

に
よ

っ
て
懺
悔
、
滅
罪
の
道
を
修
め
」
れ
ば
、
五
悪
誹
謗
正
法
の
罪
は
消
滅
し
、

さ
と
り
の
境
地
に
い
た
る
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
親
鸞
は
、
大
無
量

寿
経
か
ら
で
は
な
く
、
涅
槃
経
の
な
か
の
ひ
と

つ
の
物
語
か
ら
、
ど
ん
な
悪
人
も

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
よ
つ
て
救
わ
れ
る
い
う
と
こ
ろ
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
山
折
氏
は
い
う
。

「大
般
涅
槃
経
」
の
長
い
引
用
が
こ
う
し
て
終
わ
る
。
/

こ
う
し
て
親
鸞
は
最
後
に
、
息
を
吐
き
切
る
よ
う
な
述
懐
の
文
章
を
付
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
自
分
自
身
の
肉
声
を
ひ
び
か
せ
る
。

こ
こ
を
も
て
、
い
ま
大
聖
の
真
説
に
よ
る
に
、
難
化
の
三
機
、
難
治
の
三
病



は
、
大
悲
弘
誓
を
た
の
み
利
他
の
信
海

に
帰
す
れ
ば
、
こ
れ
を
憐
憫
し
て
療
し

た
ま
ふ
。
た
と
え
ば
醍
醐
の
妙
薬
の

一
切
の
病
い
を
療
す
る
が
ご
と
し
。
濁
世

の
庶
類
、
穢
悪
の
群
生
、
金
剛
不
壊
の
真
心
を
求
念
す
べ
し
、
本
願
の
醍
醐
の

妙
薬
を
執
持
す
べ
き
な
り
。
し
る
べ
し
。
7

(『
教
行
信
証
』
二
三
〇
頁
))

山
折
氏
は
こ
の
引
用
を
、
海
の
多
用
を
示
す
た
め
の

『教
行
信
証
』
「総
序
」

の

「ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
難
思
の
引
折言
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
無
礙

の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
る
慧
日
な
り
」
に
呼
応
す
る
言
葉
と
し
て
と
ら
え
る
。

そ
し
て
い
う
。
「述
懐
文
お
け
る

「大
悲
弘
誓
」
が
総
序
に
お
け
る

「難
思
の
引

折言
」
に
、
そ
し
て

「利
他
の
信
海
」
が

「難
度
海
を
度
す
る
大
船
」
に
そ
の
ま
ま

接
続
し
重
な

っ
て
い
る
。
親
鸞
に
お
け
る
主
題
の

一
つ
、

「海
上
浄
土
」
イ
メ
ー

ジ
の
展
開
で
あ
る
。
」
と
。
悪
人
は
ど
こ
ま
で
救
わ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
抱

い
て
入
っ
て
い
っ
た

「涅
槃
経
」
で
、
ア
ジ
ャ
セ
が
如
来
の
限
り
な
い
光
り
で
腫

れ
物
を
消
滅
さ
せ
、
浄
化
さ
れ
る
場
面
が
、
こ
の
引
用
に
つ
な
が
る
。
山
折
氏
の

い
う

「海
上
浄
土
」
と

「悪
人
と
そ
の
救
済
」
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
結
び

つ
け

ら
れ
る
に
い
た

っ
た
。
海
上
浄
土
で
は
あ
ら
ゆ
る
罪
が
、
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て

「
一
切
の
病
い
を
療
す
る
が
ご
と
」
く
浄
化
さ
れ
、
人
々
は
悟
り
の
位
置
に
つ
く

7
如
来

の
真
実

の
教
え
を
き

こ
う
。
救

い
が
た

い
罪
を
犯
し
た
三
種

の
人
間
、
そ

の
三
種

の
病
気
は
、
た

だ
如
来

の
大
悲

に
発
す
る
誓

い
に
よ

っ
て
だ
け
癒
さ
れ
る

の
だ
。
大
衆
を
利
す
る
如
来

の
誓

い
の
大
海

に
身

を
投
ず
れ
ば
、
如

来
は
之
を

あ
わ
れ

み
病

い
を
治

し
て
下
さ
る
。

こ
れ
こ
そ
醍
醐

の
妙
薬

で
あ

る
。
穢
悪

に
ま

み
れ
た
人

々
よ
、
す

べ
か
ら
く
金
剛
不
壊

の
真
心
を
求
め

て
念
ず

べ
し
。
如
来

の
本
願

と

い
う
醍
醐

の
妙
薬
を
手
放
す

こ
と
な
か
れ
。

(山
折
訳
)

(頁
は
岩
波
文
庫
版
に
よ
る
)

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
よ
き
善
知
識

(先
導
者
)
と
深
い
懺
悔
が
あ
り
さ
え

す
れ
ば
、
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
浄
土
経
典
の
ひ
と

つ

『観
無
量
寿
経
』
で
は
、
ア
ジ
ャ
セ
王
の
母

イ
ダ
イ
ケ
夫
人
が
惨
状
を
釈
尊
に
訴
え
、
阿
弥
陀
仏

へ
の
帰
依
を
さ
と
る
過
程
が
、

中
心
的
な
説
話
と
し
て
取
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
涅
槃
経
』
の
ア
ジ
ャ

セ
説
話
を

『教
行
信
証
』
の
主
要
な
テ
ー

マ
に
関
係
づ
け
た
説
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。

た
と
え
ば
、
鍋
島
直
樹
氏
に
よ
る

『
ア
ジ
ャ
セ
王
の
救

い
1

王
舎
城
悲
劇
の
深

層
』

(方
丈
堂
出
版

二
〇
〇
六
年
)
で
は
、

「親
鸞
が

(『
教
行
信
証
』
で
)
阿
闍
世

閣
世
の
物
語
に
注
目
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
真
意
は
、

(涅
槃
経
)
経
典
の

宝
箱

の
な
か
に
し
ま
わ
れ
た
ま
ま
だ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
」
と
し
て

『
教
行
信

証
』
『
浄
土
和
讃
』
『歎
異
抄
』
な
ど
に
み
ら
れ
る

「親
鸞
の
人
間
観
や
救
済
観
に

依
り
な
が
ら
、
『
ア
ジ
ャ
セ
王
の
物
語
』
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
し
て
い

る
。
な
に
も
山
折
氏
が

『教
行
信
証
』
と
涅
槃
経
の
ア
ジ
ャ
セ
王
物
語
の
関
係
に

着
目
し
た
の
が
最
初
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
こ
の
山
折
氏
の

『教
行
信
証
』
解
釈
は
、
法
然
か
ら
受
け
継
い
だ

悪
人
正
機
説
に
、
ア
ジ
ャ
セ
王
物
語
の

「悪
人
と
救
済
」
を
加
え
て
正
機
説
を
理

論
的
に
正
当
化

(補
強
)
し
て
、
師
法
然
を
こ
え
た
親
鸞
を
、
そ
の
越
後
配
流
か

ら
帰
京
ま
で
を
射
程
に
入
れ
、
親
鸞
思
想
の
総
体
か
ら
読
み
解
い
て
い
っ
た
と
こ

ろ
に
核
心
が
あ
る
。
が
、
疑
問
は
残
る
。
ア
ジ
ャ
セ
王
に
と

っ
て
の
善
知
識
で
あ

る
釈
尊
、
ギ
バ
に
あ
た
る
の
は
、
「恥
ず
べ
し
、
痛
む
べ
し
」
と
漸
愧
す
る
親
鸞

に
と

っ
て
は
だ
れ
が
善
知
識
に
あ
た
る
の
か
。

と
こ
ろ
で
、
山
折
氏
の
仏
教
民
俗
学
の
先
達
者
で
修
験
の
宗
教
思
想
に
取
り
組



ん
だ
五
来
重
氏
は
、
『
山
の
宗
教
』
(角
川
文
庫
)
で
、
山
伏
の
修
行
の
目
的
を
滅

罪
に
あ
る
と
い
う
。

「山
伏
は
、
自
分
の
罪
を
滅
ぼ
す
と
同
時
に
、
自
分
の
信
者

た
ち
、
あ
る
い
は
自
分
が
属
し
て
い
る
共
同
社
会
の
人
々
の
罪
を
全
部
背
負

っ
て

自
分
が
苦
行
し
、
あ
る
場
合
に
は
、
命
を
捨
て
て
罪
を
滅
ぼ
す
の
だ
と
考
え
て
い

る
。
」
と
、
罪
悪
感
を
い
や
お
う
な
く
背
負

っ
て
、
穢
れ
を
浄
化
す
る
た
め
の
苦

行
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
と
同
時
に
そ
の
滅
罪
の
た
め
の
苦
行
を
庶
民
の
自
然

崇
拝
と
結
び

つ
け
、
そ
こ
に
は
庶
民
信
仰
、
自
然

へ
の
畏
怖
が
根
底
に
あ
る
と
い

う
。
し
か
し
、
親
鸞
の
場
合
に
は
、
そ
う

し
た
共
同
の
罪
障
観
と
は
ま
る
で
ち
が

っ
て
い
る
。
親
鸞
は
具
体
的
な
悪
、
憎
し
み
、
欲
望
に
対
す
る
内
的
な
反
省

(懺

悔
)
に
ま
で
及
ぶ
、
ひ
と
り
の
個
と
し
て
の
人
間
を
想
定
し
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
。

善
知
識
の
導
き
に
よ

っ
て
究
極
ま
で
内
省
す
る
、
罪
を
背
負

っ
た
個
人
を
、

阿
弥
陀
如
来
が
彼
岸
か
ら
手
を
伸
ば
し
、

正
定
聚
の
位
置
ま
で
連
れ
て
行

っ
て
く

れ
る
。
他
力
の
本
願
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
崇
拝
、
自
然

へ
の
畏
怖
に
解
消
さ

れ
な
い
、

一
個
人
の
罪
悪
と
そ
の
救
済
を
最
初
に
明
示
し
た
の
が
親
鸞
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
近
代
自
我

の
確
立
と
そ
れ
ゆ
え
の
順
罪
意
識
の
誕

生
の
よ
う
な
も
の
に
似
て
い
な
く
も
な
い
。
同
時
に
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
本
願
、

す
な
わ
ち
徹
底
的
な
他
力
に
よ
る
、
悪
を
許
容
し
た
衆
生
の
救
済
と
は
、
現
代
で

こ
そ
そ
の
意
味
が
活
か
さ
れ
る
思
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

「
『
教

行
信

証
』

を
読

む
」
を

め

ぐ

っ
て

こ
の

「『教
行
信
証
』
を
読
む
」
の
出
版
後
、
梅
原
猛
氏
、
五
木
寛
之
氏
の
対

談
集

『
仏
の
発
見
』

(平
凡
社

二
〇
十

一
年
二
月
)
が
出
る
。
両
氏
の
仏
教
的

な
関
心
を
自
在
に
語
り
あ

っ
た
著
で
あ
る
が
、
出
版
に
間
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う

に
そ
の
最
後
の
章
に

「『
教
行
信
証
』
を
読
む
」
に

つ
い
て
語
り
あ

っ
て
い
る
。

梅
原
氏
は

「山
折
さ
ん
は
、
麻
原
が
救
わ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
、
オ
ウ
ム
の
時

か
ら
考
え
て
い
て
、
そ
れ
を
親
鸞
の
悪
の
問
題
に
関
係
さ
せ
て
、
麻
原
を
五
逆
の

人
だ
と
み
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
」、
五
木
氏
は

「非
常
に
衝
撃
的
な
、
発
見
で
あ
る

親
鸞

の
本
だ
」
と
、
両
者
と
も
に

「『
教
行
信
証
』
を
読
む
」
に
た
い
し
て
好
意

的
で
、
親
鸞
は
ア
ジ
ャ
セ
を
自
分
自
身
に
重
ね
て
い
た
と
、
結
論
づ
け
て
い
る
8
。

た
し
か
に
、
『教
行
信
証
』
と
は
、
親
鸞
そ
の
人
の
懺
悔
の
書
で
は
な
い
か
と
思

え
る
。
た
だ
、
梅
原
氏
は
、
山
折
氏
が

「化
真
土
巻
」
後
序
、
法
然
と
そ
の
弟
子

た
ち
に
か
け
ら
れ
た
念
仏
停
止
令
を
発
し
た
後
鳥
羽
上
皇
を

「悪
人
」
と
し
て
い

る
こ
と
に
異
を
唱
え
る
。
が
、
『
教
行
信
証
』
は
、
い
く
ど
も
手
直
し
さ
れ
、
「化

真
土
巻
」
後
序
に
つ
い
て
は
、
後
に
わ
ざ
わ
ざ
付
け
加
え
ら
れ
、
親
鸞
が

『教
行

信
証
』
を
書
く
に
い
た

っ
た
歴
史
的
な
経
緯
と
非
僧
非
俗
、
愚
禿
の
精
神
の
由
来

が
述
べ
て
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
親
鸞
が

8
参
考

印
度
学

仏
教
学
研
究
第
五

八
巻
第

一
号

(二
〇

一
〇
年
)

で
、

貫
名
譲
氏
は
、
『親

鸞

の
念
仏

思
想

に
お
け
る

「真
実

の
機
」
と

「方
便

の
機
」』

の
な
か
で
、
親
鸞

の
獲
信

の
構
造

に
焦
点
を
あ

て

る
と

し
て
、

「『涅
槃
経
』

に
示
さ
れ
る
阿
闍
世

の
救

い
の
文
は
、
阿
弥
陀
仏

の
教
え

こ
そ
自
ら

の
救
済

を
可
能
な
ら

し
め
る
唯

一
に
し
て
絶
対

の
法

で
あ

る
こ
と
を
信
知
せ

し
め
た
。
親
鸞
は
、
阿
闍
世

の
す

が
た
を
客
観
的

に
捉
え
た

の
で
は
な
く
、
阿
闍
世

こ
そ
自
分
自
身
そ

の
も

の
で
あ
る
と
と
ら
え
た

の
で

あ

る
。
」



法
然

『選
択
本
願
念
仏
集
』
を
書
写
し
、

そ
の
御
影
を
描
か
せ
て
も
ら

っ
た
よ
う

に
親
鸞
自
ら
が
法
然

の
正
統
な
系
譜
で
あ
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
師
法
然
に

「い
か
り
を
な
し
う
ら
み
を
む
す
」
ん
だ
上
皇
こ
そ

「悪
人
」
で
あ

っ
て
も
お
か

し
く
は
な
い
。
も
う
少
し
い
う
と
、
『
教
行
信
証
』
全
体
が
、
当
時

の
延
暦
寺
を

中
心
に
し
た
仏
教
界
全
体
に
た
い
し
て
発
信
さ
れ
た
、
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に

つ
づ
く
、

一
法
然
門
徒
発
の
体
系
だ

っ
た

マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
す
る
と
、

「信
巻
」
で
救
い
の
方
法
を
模
索
し
た
親
鸞
と
は
、
師
法
然

に
た
い
し
て
そ
れ
ま
で
の
自
己
を
懺
悔
す

る
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
「『教
行
信
証
』
を
読
む
」
が
与
え
た
波
紋
は
小
さ
く
な
さ
そ
う
だ
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
山
折
氏
の
説
を
紹
介
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て

も
納
得
の
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
。
そ
れ

は

『教
行
信
証
』
を
め
ぐ
る
山
折
氏
、

吉
本
隆
明
氏
の
考
え
の
ち
が
い
で
あ
る
。
吉
本
氏

『最
後
の
親
鸞
』
の
成
立
に
は

山
折
氏
は
協
力
的
に
か
か
わ

っ
て
い
た
。
親
鸞
の
越
後
流
罪
は
、
親
鸞
に
根
源
的

な
転
回
を
与
え
た
、
「草
深
い
田
夫
」
「漁
師
」
と
接
す
る
こ
と
で
、
衆
生
に
近
い

と
こ
ろ
で
視
線
を
え
た
、
す
な
わ
ち

「非
僧
非
俗
」
の
生
き
方
を
え
た
と
い
う
点

で
は
両
氏
は

一
致
す
る
。
親
鸞
を
宗
教
的
な
制
約
が
あ
る
も
の
の
、
日
本
で
の
最

初
の
本
格
的
な
思
想
家
と
す
る
点
で
も

一
致
す
る
。
だ
が
、
こ
の

『教
行
信
証
』

を
め
ぐ

っ
て
両
者
は
ま
る
で
異
な

っ
て
い
る
。

別
記
の
表
の
と
お
り
、
か
ん
た
ん
に
違

い
を
列
挙
し
て
み
た
。
山
折
、
吉
本
両

氏
が
対
談
す
る

『悪
と
日
本
人
』
(山
折
哲
雄
著

東
京
書
籍
)
で
は
、
『教
行
信

証
』
を
巡

っ
て
の
考
え
方
の
違
い
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
吉
本
氏
は
、

も
と
も
と

『
教
行
信
証
』
よ
り

『
歎
異
抄

』
『消
息
集
』
が
生

の
親
鸞
が

つ
た
わ

っ
て
く
る
と
し
て
い
た
が
、
山
折
氏
の
ア
ジ
ャ
セ
王
物
語
の
悪
人
救
済
を
聞
き
、

は
じ
め
て
聞
い
た
と
、
驚
い
た
ふ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
。
吉
本
、
山
折
ど
ち
ら

が
正
し
い
の
か
論
じ
る
ほ
ど
の
力
量
は
、
私
に
は
な
い
。
両
者
と
も
に
、
「信
と

不
信
の
ひ
と

つ
の
境
界
が
あ

っ
て
、
山
折
さ
ん
と
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
し
、
近
い

ん
だ
け
れ
ど
も
遠

い
気
も
し
ま
す
し
、
遠

い
ん
だ
け
れ
ど
も
近

い
気
も
す
る
」

(吉
本
)
と
、
信
を
め
ぐ
る
立
ち
位
置
の
違
い
を
の
べ
て
終
わ

っ
て
い
る
。
た
だ
、

山
折
氏
は
親
鸞
に
入
り
込
ん
だ
ま
ま
、
い
ま
だ
に
格
闘
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
し
、
吉
本
氏
の
場
合
に
は
、
あ
ま
り
に
き

っ
ち
り
し
て
、
そ
の
親
鸞
論
は
ゆ
る

ぎ
な
い
。
吉
本
自
立
の
思
想
と
共
鳴
す
る
域
を
親
鸞
の
思
想
は
も

っ
て
い
る
か
の

よ
う
だ
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
も
、
魅
か
れ
て
し
ま
う
も
の
を
も

っ
て
い
る
。

《対
象
著
書
》

「『
教
行
信
証
』
を
読
む
1
親
鸞

の
世
界

へ
」
山
折
哲
雄
著

岩
波
新
書

二
〇

一
〇
年

本
体
価
格

八
〇
〇
円

二
四
〇
頁

《参
考
文
献
》

金
子
大
栄
校
訂

『教
行
信
証
』
岩
波
文
庫

一
九
五
七
年

石
田
瑞
麿
訳

『親
鸞

歎
異
抄

教
行
信
証
』
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
二
〇
〇
三
年

中
村
元
、
早
島
鏡
正
、
紀
野

一
義
訳
註

『浄
土
一三
部
経
』
岩
波
文
庫

一
九
九

一

年

田
上
太
秀
著

『
ブ

ッ
ダ
臨
終

の
説
法

〈
二
〉
完
訳

大
般
涅
槃
経
』
大
蔵
出
版

一
九
九
六
年



吉
本
隆
明

『最
後
の
親
鸞
』
春
秋
社

一
九
七
六
年

吉
本
隆
明

『
〈信
〉
の
構
造

一

全
仏
教
論
集
成
』
春
秋
社

一
九
八
三
年

鍋
島
直
樹

『
ア
ジ
ャ
セ
王
の
救
い

王
舎
城
の
悲
劇
』
方
丈
堂
出
版

二
〇
〇
四

年

梅
原
猛

『浄
土
仏
教
の
思
想

法
然
』
講
談
社

二
〇
〇
〇
年

梅
原
猛

・
五
木
寛
之

(対
談
)
『
仏
の
発
見
』
平
凡
社

二
〇

一
一
年

山
折
哲
雄

『悪
と
日
本
人
』
東
京
書
籍

二
〇
〇
九
年

山
折
哲
雄

『悪
と
往
生
』
中
公
新
書

二
〇
〇
〇
年

五
来
重

『山
の
宗
教

修
験
道
案
内
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫

二
〇
〇
八

(研
究
紀
要
編
集
部
は
、
編
集
発
行
規
程
第
五
条
に
基
づ
き
、
本
原
稿
の
査
読
を
論
文
審

査
委
員
会
に
依
頼
し
、
本
原
稿
を
本
誌
に
掲
載
可
と
す
る
判
定
を
受
理
す
る
。
二
〇

一

一
年
五
月
九
日
付
)

《
山
折
哲
雄
、
吉
本
隆
明
の
親
鸞
に
つ
い
て
の
ち
が
い
》




