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戦
後
親
鸞
論
と
真
宗
教
学

―
「
信
仰
と
実
践
」
を
め
ぐ
る
議
論

（
１
）

内
　
手

　
弘

　
太

は
じ
め
に

一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
、
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、
降
伏
し
た
。
こ
の
日
を
境
に
、
明
治
維
新
以
来
延
々
と
続
け
て
き

た
国
家
主
義
路
線
を
放
棄
し
、
国
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
価
値
体
系
の
転
換
が
行
わ
れ
た
。
本
願
寺
教
団
も
、
政
教
分
離
お
よ
び

信
教
の
自
由
の
原
則
に
基
づ
き
、
教
団
の
組
織
や
制
度
を
再
構
築
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
再
構
築
は
、
教
学
面
に
も
求
め

ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
五
〇
年
に
村
上
速
水
が
記
述
し
た
「
終
戦
後
の
真
宗
学
界
」
と
題
す
る
論
説
を
窺
う
と
、
そ
の
転
換
は
順
調

に
進
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）

2
（

。
敗
戦
後
、
真
宗
教
学
と
諸
文
化
・
思
想
が
い
か
な
る
関
係
性
を
構
築
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
真
宗

教
学
が
現
実
社
会
を
い
か
に
捉
え
導
い
て
い
く
の
か
。
そ
れ
は
、
喫
緊
の
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
時
教
学
の
反
動
や
Ｇ

Ｈ
Ｑ
に
よ
る
教
育
機
関
に
対
す
る
統
制
な
ど
の
影
響
か
ら
か
、
真
宗
学
界
内
で
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た

真
宗
学
界
の
動
向
の
一
方
で
、
親
鸞
は
戦
後
社
会
に
生
き
る
人
々
の
モ
デ
ル
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。

柏
原
祐
泉
に
よ
る
と
、
親
鸞
は
敗
戦
後
、
思
想
史
・
社
会
史
的
研
究
に
基
づ
く
仏
教
史
研
究
の
発
展
に
加
え
、
親
鸞
自
体
の
ユ
ニ
ー

ク
で
人
間
探
求
的
な
宗
教
家
と
し
て
の
性
格
に
よ
っ
て
、「
戦
後
社
会
の
生
活
大
系
の
再
構
築
の
要
請
や
実
存
的
自
己
把
握
の
確
立
な
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ど
の
た
め
に
、
大
き
な
示
唆）

3
（

」
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
親
鸞
へ
の
注
目
は
戦
前
に
も
見
ら
れ
た
が
、
敗
戦
後
に
お
い
て

は
、
戦
後
知
の
基
軸
に
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
関
係
か
ら）

4
（

、「
権
力
と
対
峙
す
る
民
衆
的
な
親
鸞
」
が
示
さ
れ
た）

5
（

。
そ
う
し
た
親

鸞
へ
の
関
心
は
、「
信
の
構
造
と
歴
史
社
会
の
関
係
性）

6
（

」
や
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
（
以
下
、
教
行
信
証
）』
の
制
作
意
図
と
い
っ

た
教
学
に
関
係
す
る
テ
ー
マ
に
派
生
し
て
い
っ
た）

7
（

。
一
九
五
〇
年
代
に
至
り
、
真
宗
教
学
を
研
究
す
る
場
で
も
、
敗
戦
後
の
親
鸞
を
め

ぐ
る
議
論
を
反
映
し
た
著
作
や
論
文
が
発
表
さ
れ
始
め
た
。
以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
、
敗
戦
後
の
親
鸞
解
釈
に
対
し
て
、
真
宗
学
者
が

ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
か
検
討
す
る
こ
と
で
、
敗
戦
後
の
真
宗
教
学
の
動
向
を
確
認
す
る
。
特
に
本
稿
で
は
、
本
論
集
の
「
み
教

え
か
ら
実
践
へ
」
と
い
う
総
合
テ
ー
マ
へ
と
つ
な
が
る
視
点
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
田
辺
元
（
一
八
八
五
〜
一
九
六
二
）

と
普
賢
大
円
（
一
九
〇
三
〜
一
九
七
五
）
の
議
論
に
注
目
し
た
い
。

田
辺
元
は
、
西
田
幾
多
郎
と
並
ぶ
京
都
学
派
の
巨
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
。
彼
は
敗
戦
後
す
ぐ
に
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』

（
一
九
四
六
年
）
を
刊
行
し
、
自
ら
の
挫
折
と
戦
争
責
任
を
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
挫
折
の
告
白
と
と
も
に
、『
教
行
信
証
』
に
基
づ
い
て
、

新
た
な
哲
学
と
し
て
「
懺
悔
道
」
を
説
い
た
。
さ
ら
に
、
同
著
に
見
ら
れ
る
田
辺
の
親
鸞
思
想
解
釈
か
ら
は
、
戦
後
の
主
体
性
論
争
に

象
徴
さ
れ
る
「
自
由
」
や
「
根
源
悪
」
と
い
っ
た
、
敗
戦
後
の
思
想
的
課
題
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
田
辺
は
一
九
五
二
年
に
刊
行

し
た
『
哲
学
入
門
』（
補
説
第
三
、
宗
教
哲
学
・
倫
理
学
）
で
、
真
宗
の
教
理
を
批
評
し
た
。
こ
の
批
評
に
応
答
し
た
の
が
、
普
賢
大

円
で
あ
っ
た
。

普
賢
大
円
は
、
昭
和
前
中
期
に
か
け
て
真
宗
学
界
を
リ
ー
ド
し
た
一
人
で
あ
る
。
彼
は
、
十
五
年
戦
争
期
に
は
戦
時
教
学
を
論
じ
、

敗
戦
後
、教
員
不
適
格
者
と
判
定
さ
れ
て
い
る（
一
九
五
一
年
に
解
除）

8
（

）。
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、普
賢
は『
真
宗
概
論
』（
一
九
五
〇

年
）
や
『
信
仰
と
実
践
』（
一
九
五
九
年
）
な
ど
の
著
作
を
発
表
し
た
。
こ
う
し
た
敗
戦
後
の
著
作
に
お
い
て
、
普
賢
は
西
田
哲
学
や

ブ
ル
ン
ナ
ー
神
学
、
親
鸞
の
社
会
史
的
研
究
、
さ
ら
に
は
蓮
如
・
一
向
一
揆
研
究
の
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
、
真
宗
教
学
の
再
構
築
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
冊
『
信
仰
と
実
践
』
は
、
真
宗
倫
理
研
究
の
端
緒
と
評
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
真
宗
教
学
に
お
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け
る
社
会
的
実
践
を
考
え
る
う
え
で
起
点
に
な
っ
て
い
る）

9
（

。
普
賢
は
、
同
著
の
序
言
で
、
田
辺
の
真
宗
批
評
を
紹
介
し
、
そ
れ
は
「
真

宗
教
学
に
対
す
る
有
力
な
る
反
省
の
材
料
」
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
、「
全
く
肯
綮
に
当
つ
て
い
る
と
は
云
い
難
い）
10
（

」
と

論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
田
辺
か
ら
の
批
評
に
応
え
る
こ
と
が
、『
信
仰
と
実
践
』
を
著
述
し
た
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
よ
り
、
ま
ず
田
辺
の
批
評
と
そ
の
論
理
を
明
瞭
に
し
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う
に
普
賢
が
そ
の
批
評
に
向
き
合
い
、
応
答
し
た
の

か
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
見
ら
れ
る
両
者
の
相
違
を
分
析
し
、
本
論
集
の
総
合
テ
ー
マ
を
考
え
る
材
料
を
提
供
し
た
い
。

一
　
田
辺
元
の
真
宗
批
評
と
思
想
構
造

①
　
田
辺
の
批
評

田
辺
元
は
、『
哲
学
入
門
』
に
お
い
て
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
『
教
会
教
義
学
』
に
基
づ
き
、
真
宗
の
教
理
を
批
評
し
た
。
そ
こ
で

は
、
真
宗
は
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
に
、
信
仰
の
み
で
救
わ
れ
る
「
大
悲
恩
寵
の
宗
教
」
で
あ
り
、
両
者
は
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

と
し
な
が
ら
、
真
宗
の
教
理
は
「
倫
理
の
当
為
、
律
法
の
権
威
」
が
欠
け
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
比
べ
て
「
現
実
性
が
乏
し
い
」
と

述
べ
た）
11
（

。
田
辺
に
よ
る
と
、
本
来
、
命
が
け
で
厳
粛
に
倫
理
を
実
践
し
よ
う
と
努
力
す
る
か
ら
こ
そ
、
自
己
の
無
力
を
自
覚
し
、
そ
れ

に
伴
い
起
こ
る
懺
悔
を
通
じ
て
、
大
悲
の
は
た
ら
き
に
救
済
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
浄
土
教
は
、
倫
理
を
媒
介
に
す
る
こ

と
な
く
念
仏
の
行
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
倫
理
の
原
動
力
で
あ
る
「
否
定
性
を
失
つ
て
、
単
な
る
直
接
の
教
理
に
頽
落
せ

ざ
る
を
得
な
い
」
と
指
摘
し
た）
12
（

。

た
だ
し
田
辺
は
、
親
鸞
が
法
然
の
も
と
か
ら
出
て
、「
そ
の
教
へ
を
純
化
徹
底
し
、
浄
土
真
宗
と
し
て
他
力
念
仏
の
専
修
正
信
を
『
教

行
信
証
』
に
組
織
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
仏
教
を
新
し
き
段
階
に
推
進
め
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
親
鸞
の
生
涯
に
お
い
て
、「
悲
歎
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懺
悔
が
そ
の
一
生
を
貫
き
、
教
理
組
織
の
努
力
の
半
面
を
裏
附
け
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
顕
著
な
る
宗
教
人
と
し
て
親
鸞
を
特
色
づ

け）
13
（

」
て
い
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
親
鸞
の
よ
う
に
寺
院
か
ら
出
て
、
民
衆
に
寄
り
添
っ
た
念
仏
者
で
あ
れ
ば
、「
単
に
抽
象
的
に
本

願
を
説
き
念
仏
を
勧
め
る
に
止
ま
る
わ
け
に
は
ゆ
」
か
な
い
は
ず
で
あ
り
、「
社
会
的
生
活
を
民
衆
と
共
に
し
、
社
会
倫
理
を
彼
等
の

協
力
に
よ
つ
て
革
新
す
る
と
い
ふ
、
倫
理
的
な
い
し
政
治
的
実
践
と
自
ら
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
初
め
て
宗
教
の
還
相
的
覚
醒

行
為
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
宗
の
教
理
は
、
弥
陀
の
本
願
を
「
称
名
念
仏
に
於
て
聞
取

し
信
受
す
る
絶
対
受
動
性
に
の
み
解
放
の
唯
一
の
力
を
認
め
」
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
は
否
定
性
が
具
わ
っ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
真
の

悲
歎
や
懺
悔
は
存
在
し
な
い
と
論
じ
た）
14
（

。

田
辺
に
よ
る
と
、
信
仰
は
倫
理
や
政
治
的
実
践
と
し
て
具
体
化
・
現
実
化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
に
あ
る
自
己
矛
盾
に
よ
っ
て

行
き
詰
ま
り
、
葛
藤
し
絶
望
に
陥
る
こ
と
で
、
自
力
か
ら
他
力
へ
と
転
じ
る
扉
が
開
く
は
ず
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
真
宗
の
教
理
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
、
倫
理
の
媒
介
な
し
に
他
力
の
救
済
へ
と
至
る
こ
と
は
不
可
解
で
あ
り）
15
（

、
い
か
に
、
親
鸞
が
地
獄
必
定
で
あ
る
と
悲

歎
し
て
も
、「
そ
れ
は
社
会
生
活
に
於
け
る
迫
害
責
罰
死
苦
と
い
ふ
リ
ヤ
ル
な
苦
難
を
意
味
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）
16
（

」
と
指
摘
し
た
。

で
は
、
な
ぜ
親
鸞
の
生
涯
か
ら
は
悲
歎
や
懺
悔
を
読
み
取
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
宗
の
教
理
が
示
さ
れ
る
主
著
『
教
行
信
証
』

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
た
の
か
。
田
辺
は
、
そ
の
理
由
を
こ
う
説
明
し
た
。

親
鸞
が
感
情
以
上
に
出
で
ず
、
概
念
と
し
て
懺
悔
を
思
弁
し
な
か
つ
た
の
は
、
弁
証
法
を
貫
徹
す
る
用
意
が
欠
け
て
い
た
た
め
で

は
な
い
で
せ
う
か
。
し
か
し
て
そ
の
由
つ
て
来
る
と
こ
ろ
を
尋
ね
る
と
、
相
対
人
間
と
絶
対
者
と
を
分
つ
て
繋
ぐ
人
間
社
会
の
媒

介
性
と
い
ふ
も
の
を
認
め
な
い
欠
点
に
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
ま
す）
17
（

。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
起
源
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
に
従
い
、「
民
族
の
律
法
に
於
け
る
社
会
倫
理
の
媒
介
性
を
重
視
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し
、
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
悔
改
め
の
契
機
を
強
調
」
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、『
教
行
信
証
』
で
は
、
相
対
者
た
る
我
々
と
絶

対
者
と
を
つ
な
ぐ
「
人
間
社
会
」
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
こ
に
、
田
辺
が
真
宗
に
対
す
る
態
度
を
転
じ
た
理
由
が
あ
っ
た）
18
（

。

さ
て
、
こ
う
し
た
真
宗
批
評
の
背
景
に
は
、
田
辺
に
お
け
る
「
種
の
論
理
」
の
構
想
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
真
宗
批
評
の
思
想
的
内

実
を
探
る
た
め
に
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
を
中
心
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

②
　「
種
の
論
理
」
の
展
開
と
懺
悔
道）
19
（

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
背
景
に
は
、
田
辺
独
自
の
哲
学
、「
種
の
論
理
」
が
あ
る）

20
（

。「
種
の
論
理
」
は
、
初
め
の
論
稿
が
「
社

会
存
在
の
論
理
」（
一
九
三
四
〜
一
九
三
五
年
）
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
哲
学
的
に
把
握

す
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
中
沢
新
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
種
の
論
理
」
で
は
「
社
会
に
対
す
る
個
の
自
由
」

が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
個
の
行
為
に
よ
る
社
会
の
変
革
を
理
論
的
に
抽
出
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る）
21
（

。
田
辺
は
、
通
常
「
普
遍
・

特
殊
・
個
別
」
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
概
念
を
、
現
実
社
会
と
い
う
も
の
を
意
識
し
、「
類
・
種
・
個
」
と
し
た
。
こ
の
論
理
は
批
判

に
応
え
る
な
か
で
変
化
す
る
が
、
個
を
中
心
に
見
た
基
本
的
構
想
は
次
の
通
り
で
あ
ろ
う）
22
（

。
個
人
（
個
）
は
所
属
す
る
社
会
（
種
）
に

規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
に
対
し
て
対
立
的
な
関
係
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
社
会
に
対
す
る
「
個

の
自
由
」
と
い
う
否
定
に
伴
っ
て
起
る
社
会
否
定
と
自
己
否
定
と
に
よ
っ
て
、
社
会
は
よ
り
普
遍
的
な
社
会
（
類
）
へ
と
発
展
し
て
い

く）
23
（

。
敗
戦
後
の
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
も
、
同
様
の
理
論
構
造
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
は
、
自
ら
の
哲
学
が
国
家
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
田
辺
の
絶
望
と
挫
折
の
な
か
で
著
さ
れ

た）
24
（

。
紙
数
の
都
合
上
、
詳
述
す
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
は
、
時
局
と
の
関
係
の
中
で
、
国
家
に
対
す
る
自
己
犠

牲
を
肯
定
す
る
思
想
へ
と
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
田
辺
が
重
要
視
し
て
い
た
「
個
の
自
由
」
に
よ
る
社
会
の
発
展
と
い
う
考
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え
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
根
幹
に
は
、
我
々
人
間
で
は
現
実
社
会
を
よ
く
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
敗
戦
を
前
後
す
る
田
辺
の
人
間
に
対
す
る
悲
哀
が
あ
っ
た）
25
（

。
し
か
し
田
辺
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、「
現
実

の
歴
史
に
は
過
去
の
偶
然
性
と
共
に
、
却
て
之
を
媒
介
と
し
て
我
々
の
自
由
な
る
自
己
存
在
が
作
為
す
る
所
の
側
面
、
が
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ）
26
（

」
と
述
べ
、
現
実
社
会
を
変
革
す
る
た
め
に
は
我
々
の
行
為
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
た
。
こ
こ
に
、
人
間
と
社
会
と
の
関
係
を
め

ぐ
る
田
辺
の
葛
藤
が
あ
り
、「
懺
悔
道
」
を
説
い
た
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
此
慚
愧
の
極
、
自
己
の
痴
愚
に
し
て
何
等
の
存
在
資
格
無
き
こ
と
を
痛
感
せ
し
め
ら
れ
、
自
由
を
憧
憬
し
な
が
ら
不
自
由
を

脱
す
る
能
は
ざ
る
自
己
の
無
価
値
を
慚
愧
し
苦
悩
し
て
、
何
等
の
自
己
主
張
を
も
許
さ
れ
ざ
る
の
当
然
な
る
こ
と
を
深
く
肯
い
、

た
だ
随
順
的
絶
望
に
身
を
委
ね
る
と
き
、
依
然
と
し
て
慚
づ
べ
き
自
己
で
あ
り
な
が
ら
今
ま
で
の
全
く
暗
黒
な
り
し
状
態
か
ら
離

脱
せ
し
め
ら
れ
、
幽
遠
の
寂
光
が
射
し
来
る
こ
と
を
体
験
せ
し
め
ら
れ
る）
27
（

。

自
由
に
憧
れ
を
懐
き
な
が
ら
も
、
不
自
由
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
慚
愧
し
、
絶
望
に
身
を
委
ね
た
と
き
救
済
を
体
験
す

る
。
田
辺
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
否
定
即
肯
定
」
と
も
置
き
換
え
ら
れ
る
関
係
の
な
か
で
、
我
々
は
「
真
の
自
由
」
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
真
の
自
由
」
を
得
る
た
め
に
は
、
国
家
な
ど
の
具
体
的
な
環
境
世
界
と
の
関
係
性
が
必
要
で
あ

る
と
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

自
己
は
環
境
世
界
に
対
し
、
又
之
を
媒
介
と
し
て
他
の
自
己
と
対
立
す
る
。
直
接
無
媒
介
に
自
己
を
主
張
し
肯
定
す
る
こ
と
は
環

境
と
の
衝
突
で
あ
り
更
に
他
の
自
己
と
の
争
闘
で
あ
つ
て
、
其
結
果
は
自
己
の
没
落
で
あ
り
破
滅
で
あ
り
、
或
は
ま
た
一
般
に
無

媒
介
な
る
自
己
の
消
滅
で
あ
る
外
無
い
。
た
だ
自
己
を
世
界
の
底
に
否
定
し
、
之
を
通
じ
て
自
他
の
自
己
が
特
殊
か
ら
普
遍
に
還
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り
、
相
互
連
帯
に
於
て
互
に
相
承
認
し
相
宥
和
す
る
限
り
に
於
て
、
真
の
自
由
を
獲
得
す
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
具
体
的

に
い
へ
ば
国
家
に
於
て
個
人
は
自
由
を
得
る
の
で
あ
る）
28
（

。

社
会
的
存
在
で
あ
る
我
々
は
、
現
実
の
歴
史
社
会
に
身
体
を
有
す
る
限
り
、
決
し
て
「
不
自
由
」
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
社
会
的
存
在
で
あ
り
、
社
会
と
の
関
係
の
中
で
自
己
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
自

由
を
直
截
的
に
主
張
・
肯
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
自
己
の
足
場
で
あ
る
社
会
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
自
己
の
没
落
・

破
滅
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
自
己
を
世
界
の
底
に
否
定
す
る
懺
悔
」
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己
と
自
己
が
所
属
す
る
社

会
に
お
け
る
他
者
と
が
相
互
に
認
め
合
い
、「
自
他
の
自
己
が
特
殊
か
ら
普
遍
に
還
」
る
こ
と
で
、「
真
の
自
由
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
田
辺
は
論
じ
た
。

で
は
な
ぜ
、
我
々
は
国
家
と
の
関
係
の
な
か
で
救
済
を
体
験
し
、「
真
の
自
由
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、

田
辺
の
絶
対
者
に
対
す
る
理
解
お
よ
び
絶
対
者
と
相
対
者
と
の
関
係
性
へ
の
認
識
が
あ
っ
た
。
田
辺
は
、
絶
対
者
を
「
飽
く
ま
で
無
と

し
て
我
々
の
存
在
の
有
性
に
超
越
的
に
対
立
し
、決
し
て
絶
対
即
相
対
と
し
て
之
を
同
一
化
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
な
い）
29
（

」
と
し
て
、

外
部
的
・
対
立
的
な
存
在
と
し
て
把
握
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
外
部
的
な
絶
対
者
が
相
対
者
で
あ
る
我
々
に
は
た
ら
き
か
け
る
た

め
に
は
、
他
の
相
対
者
を
通
し
て
具
現
化
す
る
し
か
な
い
と
述
べ
、「
絶
対
他
力
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
。

絶
対
他
力
と
は
、
斯
か
る
包
越
的
活
動
が
自
己
を
外
か
ら
限
定
す
る
こ
と
を
謂
ふ
如
く
に
解
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
斯

か
る
他
力
は
却
て
絶
対
他
力
で
な
く
相
対
他
力
で
あ
り
、
そ
の
活
動
は
無
媒
介
な
る
直
接
活
動
と
し
て
絶
対
媒
介
で
は
あ
り
得

な
い
。
真
の
絶
対
他
力
は
い
は
ゆ
る
自
力
を
媒
介
と
し
、
自
己
の
行
を
媒
介
と
し
て
信
証
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

絶
対
の
相
対
に
対
す
る
は
た
ら
き
は
、
た
だ
絶
対
に
対
す
る
他
者
と
し
て
の
他
の
相
対
を
媒
介
と
し
て
の
み
実
現
せ
ら
れ
る
の
で
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あ
る）
30
（

。

つ
ま
り
、
社
会
関
係
を
抜
き
に
し
て
絶
対
他
力
と
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
相
対
的
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
我
々
は
自
ら
の

こ
と
を
自
覚
し
懺
悔
す
る
こ
と
で
、
絶
対
的
他
者
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
田
辺
は
、
絶
対
的
他
者
の
救
い
は
、
相
対
者
同
士
が
互

い
に
懺
悔
し
、
自
己
否
定
を
通
し
て
認
め
合
う
と
こ
ろ
に
具
現
化
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
対
的
他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
、
個
人
の

自
由
は
「
真
の
自
由
」
へ
と
誘
わ
れ
て
い
く
と
論
じ
た
。
だ
が
田
辺
に
よ
る
と
、「
懺
悔
道
」
は
人
間
の
根
源
悪
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で

終
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

絶
対
無
の
媒
介
と
し
て
そ
れ
自
身
無
た
る
こ
と
を
本
質
と
し
、
本
来
空
な
る
べ
き
相
対
的
自
己
は
、
誤
つ
て
自
己
の
有
限
性
相
対

性
を
忘
れ
、
自
己
を
絶
対
存
在
な
る
か
の
如
く
に
妄
想
し
て
、
そ
の
存
在
の
有
性
を
絶
対
化
し
、
こ
れ
を
固
執
し
て
そ
れ
に
執
着

せ
ん
と
す
る
傾
向
を
植
附
け
ら
れ
て
居
る
。
根
源
悪
と
は
此
謂
に
外
な
ら
な
い
。
悪
は
相
対
者
の
絶
対
者
に
対
す
る
僭
上
反
逆
で

あ
る）
31
（

。

田
辺
は
、
相
対
者
た
る
我
々
に
は
自
己
の
分
を
わ
き
ま
え
ず
、
自
ら
を
絶
対
な
る
存
在
と
考
え
、
自
己
に
固
執
し
執
着
す
る
根
源
悪

が
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
考
え
の
背
景
に
は
、
田
辺
に
と
っ
て
、
絶
対
者
は
ど
こ
ま
で
も
外
部
的
な
他
者
で
あ
り
、

相
対
者
た
る
我
々
と
直
接
的
に
同
一
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
こ
の
消
失
す
る
こ
と
な
い
、
植
え
付
け
ら
れ
た
根
源

悪
に
よ
っ
て
、
所
属
す
る
共
同
体
と
の
対
立
が
再
び
惹
起
す
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
田
辺
は
、
こ
の
根
源
悪
の
不
断
性
に
よ
っ
て
我
々

の
自
立
性
（
行
為
）
は
確
保
さ
れ
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
懺
悔
が
繰
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
社
会
も
よ
り
普
遍
的
な
次
元
へ
と
進
展
し
て

い
く
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
田
辺
は
社
会
に
お
け
る
人
間
の
役
割
を
模
索
す
る
中
で
、
自
己
を
規
定
す
る
社
会
に
対
す
る
「
自
由
」
が
重
要
な

意
味
を
持
つ
と
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
社
会
に
対
す
る
自
由
は
、
そ
の
社
会
に
所
属
す
る
自
己
へ
の
批
判
で
あ
る
た
め
、
そ

の
自
由
を
直
截
的
に
肯
定
す
る
と
、
自
己
の
破
滅
を
招
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
社
会
と
の
関
係

の
な
か
で
自
己
の
限
界
を
自
覚
し
、
自
ら
を
否
定
・
懺
悔
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
同
じ
社
会
に
所
属
す
る
相
対
的
他
者
と
相
互
に
認
め

合
い
、
社
会
を
よ
り
普
遍
的
な
共
同
体
へ
と
進
展
さ
せ
て
い
く
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
田
辺
は
こ
の
相
対
的
他
者
と
の
関
係
の
な
か
に
、

絶
対
的
他
者
の
救
済
が
現
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
田
辺
は
自
己
と
社
会
と
の
関
係
の
な
か
で
、
人
間
の
罪
悪
を

自
覚
し
、
さ
ら
に
、
絶
対
者
の
救
済
に
出
会
っ
て
い
く
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
真
宗
の
教
理
上
に
お
け
る
社
会
の
不
在
は
、
彼
に
と
っ

て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
田
辺
か
ら
の
批
評
に
対
し
て
、
普
賢
大
円
は
ど
の
よ
う

に
向
き
合
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
　
普
賢
大
円
か
ら
の
応
答

普
賢
大
円
は
、
宗
教
で
あ
れ
ば
、
無
媒
介
に
絶
対
者
に
よ
る
慈
悲
の
摂
取
を
説
く
こ
と
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
造
悪

無
碍
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
宗
教
は
、
あ
く
ま
で
も
倫
理
道
徳
と
の
相
互
媒
介
の
上
に
こ
そ
、
始
め
て
絶
対
救
済
の
世
界
が
示
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
我
々
の
動
的
実
践
の
上
に
こ
そ
、
宗
教
的
な
善
悪
無
碍
の
統
一
世
界
が
現
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
た）
32
（

。
特
に
、
大

乗
仏
教
で
は
「
自
利
々
他
円
満
と
云
う
広
大
な
る
規
模
を
も
つ
て
、
治
国
経
世
が
な
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
な
歴
史
的
事
実
で
あ
つ
て
、

疑
う
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
論
じ
た）
33
（

。
そ
し
て
、
田
辺
元
の
批
評
に
次
の
よ
う
に
応
答
し
た
。

田
辺
氏
の
云
わ
れ
る
如
く
、
倫
理
の
媒
介
も
な
く
、
懺
悔
の
転
換
も
経
ず
し
て
、
説
示
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
勿
論
倫
理
を
無
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視
し
信
仰
の
具
体
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
し
か
し
親
鸞
聖
人
そ
れ
自
か
ら
の
体
験
は
決
し
て
そ
う
で
は
な

く
、（
中
略
）
三
願
転
入
の
過
程
を
へ
た
上
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
他
に
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
深
刻
な
罪
悪
観
を
も
ち
懺
悔
を

も
つ
て
い
る
。
従
つ
て
聖
人
の
宗
教
体
験
は
倫
理
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
決
し
て
反
倫
理
で
は
な
い）
34
（

。

普
賢
に
よ
る
と
、
真
宗
の
教
理
は
三
願
転
入
を
経
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
倫
理
を
通
し
た
深
刻
な
罪
悪
観
を
具
え
て
い
る
た
め
、

決
し
て
倫
理
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
三
願
転
入
と
倫
理
が
関
係
す
る
と
い
う
考
え
か
ら
は
、
武
内
義
範
の
三

願
転
入
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
想
像
で
き
る）
35
（

。
武
内
は
、
一
九
四
一
年
に
『
教
行
信
証
の
哲
学
』
を
著
し
た
。
そ
こ
で
は
、

三
願
を
宗
教
的
精
神
の
三
つ
の
類
型
に
振
り
分
け
、
第
十
九
願
を
「
倫
理
的
観
想
的
段
階
」、
第
二
十
願
を
「
内
在
的
宗
教
の
段
階
」、

第
十
八
願
を
「
超
越
的
宗
教
の
段
階
」
と
し
て
、
親
鸞
自
身
の
向
上
的
な
宗
教
体
験
を
普
遍
的
な
求
道
・
信
仰
過
程
に
定
置
し
た
。
武

内
の
三
願
転
入
論
に
つ
い
て
は
各
方
面
か
ら
賛
否
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が）
36
（

、
普
賢
も
三
願
の
配
置
や
、
別
稿
で
三
願
転
入
を
論
じ
る
に

当
り
、「
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
持
つ
意
味
」
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
様
子
か
ら
は）
37
（

、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
普
賢
は
全
面
的
に
武
内
の
議
論
を
採
用
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
後
述
す
る
が
、
そ
こ
に
田
辺
と
の
相

違
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、
普
賢
の
真
宗
教
学
に
お
け
る
「
信
仰
と
社
会
的
実
践
」
論
の
特
色
が
あ
る
。

こ
れ
に
関
わ
っ
て
、
普
賢
が
『
真
宗
概
論
』
で
「
聖
人
の
教
判
論
は
、
す
べ
て
三
願
転
入
の
信
仰
過
程
の
上
に
樹
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
、
併
せ
て
注
目
し
た
い）
38
（

。
教
判
は
、
自
身
の
宗
教
的
立
場
を
詳
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、『
信
仰

と
実
践
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
「
社
会
的
実
践
」
の
項
目
で
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
普
賢
は
、
三
願
転
入
を
信
仰
過
程
で
あ
る
と

と
も
に
、
親
鸞
の
社
会
的
実
践
の
な
か
で
構
築
さ
れ
た
論
理
と
し
て
把
握
し
て
い
た
。
以
下
で
は
、
普
賢
の
三
願
転
入
論
を
紐
解
く
こ

と
で
、
彼
の
真
宗
教
学
に
お
け
る
「
信
仰
と
社
会
的
実
践
」
の
関
係
と
そ
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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三
　
普
賢
大
円
に
お
け
る
三
願
転
入
論

①
　
三
願
転
入
と
人
間
観

さ
て
普
賢
大
円
は
、
宗
教
の
入
り
口
に
至
る
た
め
に
は
、「
心
身
と
も
に
人
間
に
な
り
、
倫
理
的
反
省
を
持
つ
」
必
要
が
あ
る
と
い

う）
39
（

。
そ
の
た
め
、
三
願
転
入
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
人
間
存
在
の
実
相
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
普
賢
に
よ

る
と
、
人
間
存
在
は
、「
一
方
に
於
て
俯
し
て
本
能
的
自
己
に
止
ま
ら
ん
と
す
る
欲
求
を
有
す
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
仰
い
で
衝
動

的
現
実
を
否
定
し
て
、
よ
り
高
き
理
想
に
至
ら
ん
と
す
る
憧
憬
的
愛
に
生
き
る
」
理
性
的
自
己
の
側
面
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
全
く
相

反
す
る
両
性
質
が
自
己
同
一
し
て
い
る
存
在
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
。
普
賢
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
理
由
を
本
能
生
活
に
止
ま
る
こ

と
な
く
、常
に
理
想
を
追
求
し
、そ
の
理
想
生
活
を
果
遂
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
た
め
、人
間
に
は
必
然
と「
当

為
即
ち
、
ね
ば
な
ら
な
い
（Sullen, ought to
）
の
厳
粛
性
に
生
き
ぬ
か
ん
と
す
る
道
徳
が
生
ま
れ
る
」
と
論
じ
た）
40
（

。

も
ち
ろ
ん
、
普
賢
は
人
間
の
善
を
無
条
件
に
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
に
は
、
本
来
の
善
や
純
粋
な
善
は
な
く
、
善
と
悪

と
が
混
淆
し
て
お
り
、真
の
善
は
な
い
と
い
う）
41
（

。
だ
が
、理
想
を
果
た
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
善
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
真
実
」
へ
の
信
頼
・

願
生
心
が
生
じ
、
宗
教
的
信
仰
の
入
り
口
が
開
か
れ
る
と
論
じ
た
。
こ
う
し
た
人
間
観
に
基
づ
き
、
三
願
転
入
を
普
賢
は
こ
う
説
い
た
。

わ
れ
わ
れ
は
先
ず
人
間
と
な
り
、
倫
理
的
反
省
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
初
め
て
宗
教
信
仰
へ
の
第
一
歩
が
開
か
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
要
門
に
類
す
る
心
境
が
先
ず
第
一
段
に
置
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
要
門
的

心
境
に
よ
つ
て
わ
れ
わ
れ
が
人
間
と
な
り
、
倫
理
的
存
在
と
な
り
、
こ
ゝ
に
罪
悪
を
知
り
自
己
否
定
を
な
す
に
至
つ
て
、
初
め

て
救
済
を
仰
ぐ
段
階
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
入
る
時
、
三
信
十
念
の
教
が
真
実
に
味
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
ゝ
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に
真
門
的
心
境
が
要
門
的
心
境
の
後
に
来
る
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
生
れ
落
ち
る
よ
り
選
擇
本
願
を
聞
い
て
い

る
今
日
の
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
先
ず
倫
理
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
人
間
と
し
て
の
段
階
に
入
り
、
こ
ゝ
に
自
己
の
罪
悪
を

知
ら
し
め
ら
れ
（
要
門
分
際
）、
次
で
弘
願
念
仏
を
聞
き
つ
ゝ
信
罪
福
の
心
を
離
れ
得
な
い
真
門
の
分
際
を
へ
て
、
つ
い
に
弘
願

真
実
の
大
信
心
を
獲
得
す
る
に
至
る
も
の
を
入
信
の
原
型
と
す
る
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
如
く
聖
道
門
も
浄
土
要
門
も
実
践
せ
ざ

る
者
に
取
つ
て
は
、
倫
理
道
徳
の
実
行
こ
そ
真
実
の
宗
教
に
入
る
関
門
で
あ
つ
て
、
こ
の
場
合
、
道
徳
は
宗
教
へ
の
否
定
的
媒
介

と
し
て
の
意
味
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い）
42
（

。

ま
ず
、
倫
理
的
存
在
（
第
十
九
願
）
と
し
て
の
人
間
に
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
倫
理
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
な
り
、
本
能
的

自
己
と
の
格
闘
を
通
し
て
、
自
己
の
罪
悪
性
を
自
覚
し
自
己
否
定
に
至
る
こ
と
で
、
救
済
を
仰
ぐ
段
階
に
至
る
（
第
二
十
願
）。
さ
ら

に
こ
の
段
階
に
至
る
と
、
自
己
の
善
は
人
間
に
よ
る
善
の
不
可
能
性
を
知
ら
し
め
、
自
己
の
罪
悪
性
を
自
覚
さ
せ
、
絶
対
他
力
に
よ
る

救
済
へ
と
入
ら
し
め
る
過
程
と
し
て
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
普
賢
は
い
う
。

こ
う
し
た
三
願
転
入
の
解
釈
に
従
え
ば
、
田
辺
元
と
同
様
に
、
普
賢
に
お
い
て
も
倫
理
の
破
綻
が
宗
教
の
入
り
口
に
あ
る
。
た
だ
し

普
賢
の
場
合
、
倫
理
の
破
綻
は
、
自
己
の
内
面
の
問
題
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
敗
戦
後
の
親
鸞
像
に
対
す
る

か
ら

も
確
認
で
き
る
。

普
賢
は
、
親
鸞
の
社
会
史
的
研
究
を
整
理
し
た
う
え
で
、
真
宗
に
お
け
る
悪
人
と
は
「
階
級
を
こ
え
、
職
業
を
こ
え
て
、
仏
の
光

り
に
照
ら
さ
れ
た
時
、
見
出
さ
れ
る
人
間
性
そ
の
も
の
の
罪
悪
性
だ
と
い
う
べ
き
」
で
あ
り
、
親
鸞
に
見
ら
れ
る
宗
教
的
救
済
は
「
あ

く
ま
で
も
精
神
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、決
し
て
被
抑
圧
者
の
経
済
的
階
級
的
な
解
放
で
な
か
つ
た
」
と
述
べ
た）
43
（

。
つ
ま
り
、普
賢
に
と
っ

て
宗
教
的
救
済
は
内
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
社
会
関
係
の
中
で
、
絶
対
的
他
者
に
よ
る
救
済
を
把
握
し
て
い
た
田
辺
と
異
な
り
、
宗
教

的
救
済
を
そ
の
ま
ま
社
会
的
実
践
と
し
て
把
握
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
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だ
が
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
普
賢
は
三
願
転
入
を
教
判
と
の
関
係
性
か
ら
把
握
し
、
そ
の
教
判
を
「
社
会
的
実
践
」
で
あ
る
と

述
べ
た
。
さ
ら
に
『
真
宗
概
論
』
で
、
我
々
衆
生
は
「
歴
史
的
社
会
的
関
連
の
中
に
生
き
て
ゐ
る）
44
（

」
と
述
べ
、
人
間
は
社
会
的
存
在
で

あ
る
と
説
く
。
で
は
、
普
賢
は
三
願
転
入
と
社
会
的
実
践
を
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
た
の
か
。
そ
の
う
え
で
、
普
賢
に
お
い
て
信
仰
と

社
会
的
実
践
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
続
け
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

②
　
三
願
転
入
と
社
会
性

普
賢
は
、
倫
理
的
立
場
（
第
十
九
願
）
か
ら
宗
教
的
立
場
（
第
二
十
願
）
へ
と
転
じ
る
重
要
な
契
機
と
し
て
、「
神
又
は
仏
に
対
す

る
依
憑
の
感
情
」
あ
る
い
は
「
聖
な
る
理
法
に
対
す
る
確
信
」
を
挙
げ
、
浄
土
教
に
お
い
て
は
、「
仏
に
対
す
る
信
頼
で
あ
り
、
浄
土

に
対
す
る
願
生
心
で
あ
る）
45
（

」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
願
生
心
は
現
実
に
対
す
る
罪
悪
観
や
無
常
観
か
ら
生
じ
る
と
説
い
た
。

こ
の
信
頼
と
願
生
心
と
は
、
或
は
罪
悪
観
（
道
徳
的
悪
の
自
覚
で
あ
つ
て
真
宗
の
所
謂
罪
悪
観
と
区
別
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
）

よ
り
、
或
は
無
常
観
よ
り
発
起
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
帰
す
る
と
こ
ろ
、
此
岸
の
世
界
を
苦
・
不
浄
・
無
常
・
無
我
と

否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、常
・
楽
・
我
・
浄
の
彼
岸
の
世
界
を
憧
憬
す
る
心
よ
り
起
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
而
し
て
一
度
か
ゝ

る
契
機
に
よ
つ
て
浄
土
を
願
求
し
仏
を
信
頼
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
道
徳
的
悪
は
そ
の
聖
な
る
宗
教
的
規
準
に
照
ら
さ
れ
て
罪
悪

と
し
て
の
自
覚
に
転
ず
る
こ
と
に
な
る）
46
（

。

現
実
の
世
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
彼
岸
を
憧
憬
す
る
心
を
生
じ
さ
せ
る
。
普
賢
は
、
こ
う
し
た
宗
教
的
理
想
へ
の
願
生
心
が
真
宗
教

学
に
お
け
る
社
会
的
実
践
の
基
盤
に
あ
る
と
い
う
。
普
賢
は
『
信
仰
と
実
践
』
に
お
い
て
、「
信
の
構
造
と
社
会
的
実
践
」
と
い
う
節
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を
立
て
、
親
鸞
が
朝
廷
や
鎌
倉
時
代
の
諸
権
力
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、「
顕
真
実
の
聖
業
に
生
き
ぬ
か
れ
た
こ
と
」
は
、
親
鸞
に
お
け

る
社
会
的
実
践
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
活
態
度
を
支
え
た
の
は
、「
真
実
な
る
も
の
へ
の
確
信
」
で

あ
っ
た
と
述
べ
た）
47
（

。
ま
た
、
親
鸞
に
は
「
た
ゞ
一
つ
の
真
実
の
宗
教
は
、
専
修
念
仏
の
弘
願
法
あ
る
の
み
」
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、「
真
実
に
生
き
抜
か
ん
が
為
に
は
、
権
力
追
随
し
た
り
、
阿
諛
し
た
り
、
迎
合
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
つ
た
」
と
論
じ
、

こ
の
よ
う
な
姿
勢
か
ら
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
を
著
し
た
と
説
い
た
。
さ
ら
に
『
教
行
信
証
』
が
「
そ
の
内
題
を
「
顕
浄
土
真
実
教
行

証
文
類
」
と
題
し
真
仮
偽
の
組
織
を
も
つ
て
構
成
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
は）
48
（

、
必
然
と
国
家
や
社
会
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
態
度
が
生
ま

れ
る
、
と
普
賢
は
こ
う
続
け
た
。

宗
祖
は
『
本
典
』
に
於
て
権
化
の
宗
教
と
邪
偽
の
宗
教
と
に
対
し
、
真
実
の
宗
教
を
開
明
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
顕

真
実
の
精
神
が
権
力
に
迎
合
せ
ず
、
迫
害
に
屈
せ
ず
、
自
由
の
大
道
を
歩
ま
れ
た
原
動
力
と
な
つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
／
そ

れ
故
に
『
本
典
』
に
於
け
る
顕
真
実
の
鴻
業
は
、
漠
然
と
し
て
仮
偽
の
宗
教
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
出
き
る
が
、

そ
の
反
面
に
、
国
家
権
力
と
結
び
つ
い
た
当
時
の
律
令
仏
教
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
窺
う
こ
と
も
出
来
る
と
思
う）
49
（

。

し
か
し
、
普
賢
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
状
態
は
、
い
ま
だ
三
願
転
入
に
お
け
る
第
二
十
願
の
域
を
出
な
い
。
こ
こ
で
自
覚
さ
れ
る
罪

悪
観
は
宗
教
一
般
に
お
け
る
そ
れ
と
変
わ
り
な
く
、
依
然
と
し
て
人
間
の
理
性
あ
る
い
は
良
心
に
よ
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
信
福
心
に

対
す
る
信
罪
心
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
真
宗
の
罪
悪
観
は
、
そ
う
し
た
一
般
的
な
宗
教
に
お
け
る
罪
悪
観
と
は
異
な
り
、
法
に
照
ら
さ

れ
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
「
宿
業
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
普
賢
は
、
法
に
照
ら
さ
れ
、
自
ら
の
宿
業
を
覚
知
す
る
と
、
人
間
の
力
で
は

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、「
仏
に
打
ち
ま
か
せ
る
真
宗
の
絶
対
依
憑
の
信
仰
が
生
ま
れ
」、
こ
の
「
絶

対
依
憑
の
信
仰
」
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
身
の
本
質
を
自
覚
し
、「
善
悪
対
立
の
求
道
か
ら
、
善
悪
無
碍
の
救
い
に
至
る
」
と
論
じ
た）
50
（

。
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そ
し
て
こ
こ
に
、
第
二
十
願
か
ら
第
十
八
願
へ
の
転
入
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
普
賢
は
現
実
社
会
に
対
す
る
実
践
が
、
自
己
の
罪
悪
性
へ
の
自
覚
に
繋
が
り
、
真
実
に
対
す
る
願
生
心
を
生
じ
さ

せ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
そ
の
願
生
心
は
、
現
実
に
対
す
る
実
践
を
生
み
出
す
と
同
時
に
、
自
己
の
宿
業
を
覚
知
し
、
善
悪
を
超
え
た

救
い
へ
と
至
る
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
真
実
へ
の
確
信
に
よ
る
二
つ
の
否
定
性̶

̶

現
実
社
会
に
対
す
る
否

定
性
と
自
己
の
罪
悪
の
自
覚
と
は
、
普
賢
も
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
以
下
の
矛
盾
を
含
ん
で
い
た
。

社
会
的
実
践
た
る
現
実
に
対
す
る
否
定
性
は
、「
現
に
か
く
あ
る
こ
と
ゝ
、
当
に
か
く
あ
る
べ
き
こ
と
ゝ
の
間
の
対
立
」
で
あ
り
、

善
と
悪
と
が
区
分
さ
れ
る
こ
と
で
、
現
実
を
否
定
し
理
想
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
企
図
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
自
己
の
罪
悪
に
対
す

る
否
定
性
か
ら
至
る
救
済
（
信
仰
）
は
、
善
悪
を
超
え
た
無
碍
の
世
界
で
あ
り
、「
現
在
あ
る
が
ま
ゝ
の
生
活
」
が
是
認
さ
れ
る
と
普

賢
は
い
う
。
そ
の
た
め
、
社
会
的
実
践
と
信
仰
に
よ
る
救
済
と
は
、
真
宗
教
学
上
に
お
い
て
矛
盾
す
る
関
係
に
あ
る
。
だ
が
、
普
賢
は

真
実
に
対
す
る
確
信
か
ら
く
る
こ
の
二
つ
の
否
定
性
を
含
有
す
る
思
想
に
よ
っ
て
、
継
続
的
に
社
会
的
実
践
を
行
う
主
体
が
形
成
さ
れ

る
と
述
べ
た）
51
（

。

三
願
転
入
を
へ
て
到
達
せ
ら
れ
る
絶
対
救
済
は
、
全
く
当
為
を
超
え
て
、
対
立
な
き
統
一
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
統

一
が
具
体
的
に
行
証
せ
ら
れ
る
為
に
は
、
却
つ
て
対
立
契
機
と
し
て
当
為
が
復
興
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
対
立
契
機
が
統
一

せ
ら
れ
る
絶
対
救
済
の
立
場
よ
り
云
え
ば
、
当
為
は
消
滅
せ
ら
れ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
反
対
に
そ
の
対
立

を
生
か
し
報
謝
の
行
に
い
そ
し
む
立
場
よ
り
云
え
ば
、
当
為
は
ど
こ
ま
で
も
復
興
的
に
維
持
せ
ら
れ
る）
52
（

。

真
宗
の
信
仰
生
活
に
は
、
善
悪
対
立
と
善
悪
無
碍
の
立
場
が
併
存
し
て
お
り
、
互
い
に
否
定
的
に
媒
介
し
あ
う
「
善
悪
対
立
即
善
悪

無
碍
、
当
為
即
存
在
と
云
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
」
と
普
賢
は
述
べ
た
。
そ
し
て
、
前
者
に
傾
い
た
ら
「
専
修
賢
善
」、
後
者
に
傾
け
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ば「
放
逸
無
漸
の
邪
道
」に
陥
る
こ
と
に
な
り
、親
鸞
教
義
上
の
異
義
に
な
っ
て
し
ま
う
。
普
賢
は
、こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
状
況
が
我
々

を
絶
え
る
こ
と
の
な
い
緊
張
状
態
に
し
、
社
会
的
実
践
を
不
断
に
行
う
主
体
を
形
成
す
る
と
論
じ
た
。

真
宗
の
生
活
は
か
ゝ
る
両
極
端
に
陥
い
る
こ
と
な
く
、
常
に
善
悪
無
碍
の
絶
対
安
住
の
境
地
（
存
在
の
立
場
）
に
あ
り
つ
ゝ
、
し

か
も
善
悪
対
立
の
緊
張
精
進
の
境
地
（
当
為
の
立
場
）
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
二
つ
の
立
場
は
絶
対
否
定
を
も
つ
て

対
立
し
つ
ゝ
、
而
も
絶
対
的
統
一
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
善
悪
無
碍
の
真
諦
の
世
界
は
善
悪
対
立
の
俗
諦
の

世
界
を
否
定
し
つ
ゝ
、
そ
の
善
悪
無
碍
の
救
い
を
感
佩
す
る
こ
と
深
け
れ
ば
深
い
程
、
い
よ
〳
〵
前
述
の
如
き
反
省
自
覚
感
謝
の

心
を
湧
起
し
、
も
つ
て
倫
理
を
不
断
に
確
立
肯
定
す
る
。
ま
た
善
悪
対
立
の
俗
諦
は
善
悪
無
碍
の
真
諦
の
世
界
を
否
定
し
つ
ゝ
、

そ
の
善
悪
対
立
が
峻
し
け
れ
ば
峻
し
い
程
、
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
て
統
一
は
い
よ
〳
〵
深
ま
り
、
ま
す
〳
〵
強
き
生
命
を
蔵
し
信
仰

を
深
化
増
進
す
る
。
か
く
し
て
真
諦
俗
諦
相
互
に
否
定
的
媒
介
と
な
つ
て
、
行
為
的
統
一
の
世
界
を
形
成
す
る
当
為
即
存
在
の
世

界
こ
そ
、
真
宗
信
仰
の
面
目
で
あ
る）
53
（

。

普
賢
は
、
二
つ
の
否
定
性
か
ら
く
る
矛
盾
関
係
に
よ
っ
て
、
真
宗
の
信
仰
生
活
は
深
化
し
て
い
く
と
と
も
に
、
我
々
を
途
切
れ
る
こ

と
な
く
、
現
実
へ
の
否
定
た
る
社
会
的
実
践
へ
と
誘
っ
て
い
く
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
田
辺
と
普
賢
の
相
違
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
相
違
か
ら
見
ら
れ
る
、

普
賢
の
「
信
仰
と
社
会
的
実
践
」
論
に
お
け
る
思
想
的
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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四
　
普
賢
大
円
に
お
け
る
「
信
仰
と
実
践
」
の
構
造
　
ー 

田
辺
元
と
の
比
較
を
通
し
て

①
　
実
践
論
の
相
違
　
ー 

宗
教
に
期
待
し
た
も
の

前
節
ま
で
の
考
察
か
ら
、
普
賢
大
円
と
田
辺
元
の
相
違
は
大
き
く
二
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
社
会
的
実
践
に
お
け
る
宗

教
の
役
割
で
あ
る
。
田
辺
に
よ
る
と
、
自
己
と
社
会
が
不
可
分
な
関
係
で
あ
る
以
上
、
社
会
に
対
す
る
自
由
（
当
為
）
は
、
自
己
の
母

胎
へ
の
批
判
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
自
己
否
定
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
自
己
否
定
た
る
懺
悔
に
よ
っ
て
、
相
対
的
他
者
を
通

し
て
絶
対
的
他
者
が
は
た
ら
く
こ
と
で
、
自
由
（
当
為
）
は
、
現
実
社
会
を
よ
り
普
遍
的
な
社
会
へ
と
向
上
さ
せ
る
真
の
自
由
へ
と
転

化
す
る
。
こ
う
し
た
田
辺
の
実
践
論
に
お
い
て
、
宗
教
は
真
の
自
由
、
す
な
わ
ち
社
会
を
向
上
さ
せ
る
行
為
と
い
う
目
的
に
関
わ
る
も

の
と
し
て
、
そ
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

普
賢
も
田
辺
と
同
様
に
、
人
間
は
社
会
的
な
存
在
で
あ
り
、
二
つ
の
否
定
性
（
罪
悪
の
自
覚
・
社
会
的
実
践
）
は
裏
表
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
し
か
し
普
賢
に
お
い
て
、
宗
教
は
自
己
の
罪
悪
性
と
社
会
の
罪
悪
性
へ
の
気
づ
き
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
社
会
的
実
践
を
行
う
「
動
機
」
の
部
分
に
、
宗
教
の
役
割
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
実
に
照
ら
さ
れ
た

「
罪
悪
の
気
づ
き
」
を
動
力
と
し
て
、
社
会
的
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
必
然
的
に
社
会
に
対
す
る
批
判
的
行
為
へ
と
向
か
う
。
さ
ら
に
、

そ
の
行
為
が
自
己
の
不
真
実
性
を
再
び
自
覚
す
る
機
縁
と
な
り
、
信
仰
が
よ
り
深
ま
っ
て
い
く
。
普
賢
は
、
こ
の
「
信
仰
と
行
為
（
実

践
）」
が
相
互
に
否
定
的
に
関
係
し
あ
う
こ
と
で
、
不
断
の
社
会
的
実
践
を
可
能
に
す
る
と
論
じ
た
。

田
辺
に
お
い
て
は
社
会
へ
の
働
き
か
け
、
目
的
の
部
分
に
宗
教
の
役
割
が
積
極
的
に
見
出
さ
れ
、
そ
こ
で
注
目
し
た
の
が
「
還
相
」

で
あ
っ
た
。
親
鸞
の
還
相
理
解
を
積
極
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
と
社
会
的
実
践
の
関
係
を
構
築
し
、
宗
教
が
歴
史
的
現

実
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
一
方
で
、
普
賢
は
、
田
辺
に
お
い
て
目
的
部
分
に
置
か
れ
て
い
た
宗
教
の
役
割
を
動
機
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の
部
分
に
移
行
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
社
会
的
実
践
を
促
す
も
の
と
し
て
宗
教
は
位
置
付
け
ら
れ
、
具
体
的
な
社
会
的
実
践
の
場
に
は

表
面
化
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
宗
教
は
「
動
機
」
と
し
て
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
普
賢
の
次
の
言
論
に
象
徴
的

に
現
れ
て
い
る
。

普
賢
は
『
信
仰
と
実
践
』
に
お
い
て
、「
若
し
信
心
の
具
徳
と
し
て
の
大
菩
提
心
・
大
慈
悲
が
念
仏
者
の
生
活
に
相
発
し
て
、
そ
の

社
会
的
実
践
と
云
う
な
れ
ば
、
社
会
的
実
践
の
有
無
を
も
つ
て
、
そ
の
人
の
信
心
の
獲
不
を
論
じ
て
よ
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
真
宗

と
し
て
許
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
た
。

信
心
の
具
徳
そ
の
も
の
が
相
発
し
て
社
会
的
実
践
と
な
る
の
で
は
な
い
が
、
大
菩
提
心
・
大
慈
悲
心
を
具
徳
と
し
て
具
有
し
て
い

る
と
云
う
信
心
の
感
味
は
、
生
活
に
影
響
を
与
え
て
、
念
仏
者
を
し
て
社
会
的
実
践
に
躍
動
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い)54

(

。

し
か
し
な
ぜ
、
同
じ
よ
う
な
構
造
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
に
期
待
し
た
も
の
が
違
う
の
か
。
ま
た
、
普
賢
に
と
っ
て
倫

理
の
破
綻
は
自
己
の
内
面
の
問
題
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
自
己
の
罪
悪
と
社
会
の
罪
悪
と
が
同
時
に
自
覚
さ
れ
、
社
会

的
実
践
に
繋
が
っ
て
い
く
の
か
。
そ
こ
に
は
普
賢
と
田
辺
の
「
人
間
と
社
会
の
結
び
つ
き
」
へ
の
理
解
の
相
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

こ
こ
に
両
者
に
お
け
る
第
二
の
相
違
が
あ
る
。

②
　
人
間
と
社
会
の
関
係
性

　
ー 

人
間
が
先
か
、
社
会
が
先
か

普
賢
は
三
願
転
入
か
ら
、
社
会
的
実
践
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
現
実
の
歴
史
社
会
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
示
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
武
内
義
範
な
ど
は
、
正
像
末
の
三
時
思
想
と
の
関
係
性
か
ら
、
三
願
転
入
に
は
歴
史
観
お
よ
び
社
会
観
が
具
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わ
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
武
内
は
、『
教
行
信
証
』
に
引
用
さ
れ
る
「
末
法
の
中
に
お
い
て
は
、
但
言
教
の
み
あ
つ
て
行
証
な
し
。

も
し
戒
法
有
ら
ば
、
破
戒
あ
る
べ
し
。
す
で
に
戒
法
な
し
、
何
の
戒
を
破
ぜ
む
に
由
て
か
破
戒
あ
ら
ん
や
。
破
戒
猶
無
し
。
況
ん
や
持

戒
を
や）
55
（

」
と
い
う
『
末
法
灯
明
記
』
の
説
示
を
受
け
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

こ
の
時
代
の
姿
は
そ
の
ま
ま
自
己
の
姿
と
し
て
、批
判
は
自
己
批
判
と
し
て
懺
悔
せ
ら
れ
悲
歎
せ
ら
れ
て
い
る
。
有
名
な
彼
の「
悲

し
き
哉
、
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近

づ
く
こ
と
を
快
ま
ず
。
恥
づ
べ
し
。
傷
む
べ
し
」
と
い
う
言
葉
は
深
く
わ
れ
わ
れ
の
魂
に
滲
み
入
る
。
正
像
末
の
史
観
が
現
在
か

ら
未
来
へ
被
投
的
企
画
と
し
て
救
済
を
意
志
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
歴
史
的
に
結
果
し
て
き
た
現
在
の
世
界
的
罪
障
を
、
現
存
在

で
あ
る
宗
教
的
実
存
が
自
己
に
荷
負
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る）
56
（

武
内
は
、『
末
法
灯
明
記
』
に
見
ら
れ
る
無
戒
と
末
法
と
の
関
係
か
ら
、
三
時
思
想
の
時
代
批
判
は
自
己
の
姿
の
自
覚
へ
と
連
な
る

こ
と
を
、「
信
巻
」
仮
偽
弁
釋）
57
（

の
末
尾
に
記
さ
れ
る
親
鸞
の
御
自
釈
に
基
づ
き
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、「
罪
障
を
自
覚
す
る
た
め
に
は
、

現
在
に
お
い
て
現
存
在
の
自
覚
の
う
ち
に
、何
ら
か
の
形
で
歴
史
的
正
像
末
の
三
時
を
再
び
繰
り
返
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
、

「
繰
り
返
す
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
形
で
正
法
の
時
代
を
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
自
己

の
罪
悪
性
を
自
覚
す
る
た
め
に
は
、
正
法
の
再
現
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
き）
58
（

、「
三
願
転
入
は
、
正
像
末
の
歴
史
の
世
界
に

お
い
て
、
現
（
存
）
在
が
、
自
己
の
中
に
こ
の
歴
史
を
繰
り
返
し
想
起
し
内
化
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
」
と
論
じ
た）
59
（

。
田
辺
も
『
懺

悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
、
三
願
転
入
は
「
時
代
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
自
督
懺
悔
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に

は
正
像
末
の
三
時
思
想
が
あ
る）
60
（

。
し
か
し
、
普
賢
に
お
い
て
は
、
武
内
の
三
願
転
入
論
と
類
似
す
る
構
造
を
看
取
で
き
る
が
、
三
時
思

想
と
三
願
転
入
と
の
関
係
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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普
賢
は
『
真
宗
概
論
』
で
、
三
時
思
想
を
衆
生
論
と
し
て
説
い
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
『
正
像
末
和
讃
』
に
、
末
法
に
生
ま

れ
で
た
も
の
の
悲
歎
が
表
白
さ
れ
て
い
る
と
し
つ
つ
も
、「
正
像
末
の
三
時
に
つ
き
、
変
遷
の
あ
る
の
は
、
聖
道
門
の
三
法
で
あ
つ
て
、

浄
土
真
宗
の
三
法
に
は
何
等
差
別
の
な
い
」
と
示
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

浄
土
真
宗
は
絶
対
他
力
で
あ
る
。
毫
も
衆
生
自
ら
の
智
慧
の
有
無
強
弱
は
問
題
に
な
ら
ぬ
。
唯
仏
願
の
不
可
思
議
一
つ
で
救
は
れ

て
い
く
。
不
可
思
議
の
仏
願
の
前
に
額
く
と
き
は
、
善
人
も
悪
人
も
、
賢
者
も
愚
者
も
と
も
ど
も
に
、
愚
悪
の
性
徳
の
機
に
帰
つ

て
救
ひ
を
仰
ぐ
よ
り
外
に
は
な
い
、（
中
略
）
そ
こ
に
照
し
出
さ
れ
る
も
の
は
、
た
だ
人
間
の
赤
裸
々
な
本
質
よ
り
外
に
は
な
い
。

そ
れ
故
に
浄
土
真
宗
に
於
て
は
、
正
像
末
の
三
時
に
つ
き
、
人
間
の
姿
に
変
り
が
あ
る
と
は
認
め
な
い
。
変
り
の
有
る
の
は
聖
道

自
力
法
に
対
し
て
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
浄
土
他
力
法
に
対
し
て
は
三
時
を
通
じ
て
、
人
間
は
常
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る）
61
（

。

『
観
無
量
寿
経
』
に
は
難
化
の
三
機
が
示
さ
れ
、
ま
た
『
阿
弥
陀
経
』
を
窺
え
ば
、「
娑
婆
国
土
、
五
濁
悪
世
、
劫
濁
・
見
濁
・
煩
悩
濁
・

衆
生
濁
・
命
濁
の
中
に
於
て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得）
62
（

」
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
釈
尊
在
世
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
人

間
に
変
化
は
な
い
こ
と
を
表
す
、
と
普
賢
は
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
浄
土
他
力
の
教
法
に
は
、「
三
時
の
推
移
に
か
か
は
ら
ず
、
法
は

常
に
三
法
を
具
足
し
、
機
も
亦
常
に
性
徳
の
機
を
自
覚
し
、
機
法
と
も
に
変
遷
す
る
こ
と
が
な
い）
63
（

」
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
述
べ
た
。

親
鸞
聖
人
に
よ
つ
て
眺
め
ら
れ
た
環
境
と
し
て
の
人
間
界
は
、
生
死
無
常
の
世
界
で
あ
り
、
人
間
苦
の
充
満
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）
聖
人
に
於
て
は
、
こ
の
在
俗
者
と
し
て
の
人
間
苦
が
、
罪
悪
観
・
無
常
観
と
融
合
し
て
、
も
つ
て
「
悲
し
い
哉
、
愚
禿

鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
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し
ま
ず
」
と
い
ふ
痛
切
な
る
自
己
内
省
の
叫
び
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
出
家
の
持
た
な
い
在
家
と
し
て
の
、

痛
烈
な
る
人
間
観
を
見
る）
64
（

。

普
賢
に
よ
る
と
、
在
俗
者
と
し
て
の
人
間
苦
と
は
、「
親
子
・
兄
弟
・
夫
婦
等
の
恩
愛
関
係
、
社
会
生
活
の
重
圧
等
、
自
己
一
人
の

力
に
て
は
ど
う
に
な
ら
ぬ
深
刻
な
る
苦
悩
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
親
鸞
聖
人
は
在
家
生
活
を
営
ま
れ
た
方
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

罪
悪
観
・
無
常
観
は
、
こ
の
人
間
苦
と
融
合
し
て
、
身
近
に
切
実
に
味
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
説
い
た
。
普
賢
は
、『
教

行
信
証
』
総
序
に
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
機
縁
と
し
て
、
浄
土
教
が
興
起
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
悲
劇
は
、
た

だ
の
「
血
で
血
を
洗
ふ
家
庭
悲
劇
」
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、「
人
々
は
等
し
く
人
間
苦
に
悩
む
「
苦
悩
の
群
萠
」
で

あ
る
」
と
す
る
親
鸞
の
人
間
観
が
表
わ
れ
て
お
り
、
我
々
の
生
活
が
「
五
逆
と
謗
法
と
の
極
重
の
罪
悪
に
色
ど
ら
れ
て
ゐ
る
」
こ
と
を

象
徴
し
て
い
る
と
論
じ
た）
65
（

。
普
賢
は
、
王
舎
城
の
悲
劇
に
見
ら
れ
る
五
逆
謗
法
を
自
己
の
姿
と
捉
え
、
人
間
的
苦
悩
を
そ
の
ま
ま
宗

教
的
な
罪
悪
観
と
し
て
読
み
こ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
「
人
間
苦
の
充
満
す
る
世
界
」
と
し
て
現
実
世
界
（
社
会
）

を
把
捉
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
普
賢
は
、
人
間
と
い
う
存
在
が
有
す
る
根
源
的
な
罪
悪
性
か
ら
、
現
実
社
会
を
捉
え
た）
66
（

。
武
内
や
田
辺
が
示
し
た
正

法
に
対
峙
さ
れ
る
末
法
の
自
覚
と
い
う
歴
史
・
社
会
批
判
で
は
な
く
、
罪
悪
を
根
源
的
に
有
す
る
人
間
の
不
変
的
な
本
質
か
ら
現
実
社

会
を
逆
照
射
し
た
。
そ
の
た
め
、
目
の
前
に
現
れ
る
の
は
、
我
々
の
罪
悪
性
に
彩
ら
れ
た
現
実
社
会
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
田
辺
に

お
い
て
は
現
実
社
会
が
前
提
に
あ
り
、
そ
の
な
か
で
我
々
が
存
在
す
る
一
方
で
、
普
賢
に
お
い
て
は
我
々
の
存
在
が
先
に
あ
り
、
そ
こ

か
ら
現
実
社
会
が
存
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
に
、
両
者
の
二
つ
目
の
相
違
が
あ
り
、
普
賢
の
社
会
観
と
「
信
仰
と
実
践
」
を
支
え
る

彼
の
教
学
的
基
盤
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に
か
え
て

田
辺
と
普
賢
は
「
社
会
と
人
間
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
人
間
観
を
共
有
し
て
い
た
が
、
彼
ら
の
間
に
は
大
き
く
二
つ

の
相
違
点
が
見
ら
れ
た
。
一
つ
は
社
会
的
実
践
上
で
の
宗
教
が
果
た
す
役
割
の
相
違
で
あ
る
。
二
つ
に「
社
会
と
人
間
の
結
び
つ
き
方
」

に
対
す
る
理
解
の
相
違
で
あ
る
。

田
辺
に
お
い
て
は
社
会
が
人
間
を
規
定
す
る
と
い
う
見
方
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
社
会
的
な
罪
悪
は
、
必
然
的
に
個
人
的
な
主
体
に
の

し
か
か
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
自
己
を
規
定
す
る
社
会
の
罪
悪
に
対
峙
す
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
自
ら
の
否
定
に
も
転
じ
、
自
己
の
破

綻
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
な
か
で
、
田
辺
に
お
い
て
は
、
対
峙
に
よ
る
変
革
を
可
能
に
す
る
主
体
形
成
の
た
め
に
宗
教
が
準
備
さ

れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
普
賢
の
社
会
は
、
衆
生
の
罪
悪
性
を
反
映
す
る
器
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
田
辺
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
個

と
し
て
の
人
間
」
の
性
質
に
よ
っ
て
「
種
た
る
社
会
」
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
、
田
辺
と
は
逆
向
き
の
方
向
性
で
あ
っ
た
。

普
賢
の
見
方
で
は
、
自
己
の
罪
悪
性
が
社
会
に
反
映
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
罪
悪
性
の
自
覚
（
否
定
）
は
、
自
己
の
身
体

を
通
し
て
、
現
実
社
会
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
と
同
時
に
、
そ
の
実
践
は
自
己
の
反
映
で
あ
る
現
実
社
会
で
あ
る
た
め
、
自
己
の
罪

悪
の
自
覚
へ
と
再
び
転
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
第
一
の
相
違
点
で
あ
っ
た
宗
教
の
位
置
関
係
は
、
第
二
の
相
違
点
で
あ
る

両
者
の
「
人
間
と
社
会
」
観
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
、
こ
こ
に
真
宗
教
学
に
お
け
る
「
み
教
え
か
ら
実
践
へ
」
を
考
え
る
一
つ
の
視

座
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

【
註
】

（
1
）
本
稿
は
二
〇
一
八
年
度
研
究
生
報
告
論
文
「
戦
後
親
鸞
と
真
宗
教
学̶

̶

普
賢
大
円
の
「
信
仰
と
実
践
」
論
を
中
心
に
」
と
題
し
て
提
出
し
た
も
の
を
、

本
論
集
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
み
教
え
か
ら
実
践
へ
」
の
テ
ー
マ
と
親
和
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
少
の
加
筆
訂
正
を
施
し
て
掲
載
し
て
頂
い
た
。
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（
2
）
村
上
速
水
「
終
戦
後
の
真
宗
学
界
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
三
四
〇
號
、
一
九
五
〇
年
）。

（
3
）
柏
原
祐
泉
『
日
本
仏
教
史　

近
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）、
二
九
七
頁
。

（
4
）
安
丸
良
夫
・
喜
安
朗
編
『
戦
後
知
の
可
能
性̶

歴
史
・
宗
教
・
民
衆̶

』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
5
）
近
藤
俊
太
郎
「
戦
後
親
鸞
論
へ
の
道
程̶

マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
経
験
を
中
心
に
」（『
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
五
十
二
号
、
二
〇
一
四
年
）。

（
6
）
二
葉
憲
香
『
親
鸞
の
社
会
的
実
践
』（
百
華
苑
、
一
九
五
六
年
）
な
ど
。

（
7
）
宮
崎
圓
遵
「
親
鸞
の
立
場
と
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
」（
慶
華
文
化
研
究
会
『
教
行
信
証
撰
述
の
研
究
』
百
華
苑
、
一
九
五
四
年
）

（
8
）
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
通
史
編
上
巻
（
龍
谷
大
学
、
二
〇
〇
〇
年
）、
八
四
二
頁
。

（
9
）
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
通
史
編
上
巻
、
七
〇
七
〜
七
〇
八
頁
。

（
10
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
五
九
年
）、
一
〜
四
頁
。

（
11
）
田
辺
元
『
哲
学
入
門
』（
補
説
第
三 

宗
教
哲
学
・
倫
理
学
）（『
田
辺
元
全
集
』
第
一
一
巻
（
以
下
、『
田
辺
元
全
集
』
は
巻
数
の
み
記
載
）、
五
一
二
頁
。

（
12
）
田
辺
元
『
哲
学
入
門
』
第
一
一
巻
、
五
〇
二
〜
五
〇
三
頁
。

（
13
）
田
辺
元
『
哲
学
入
門
』
第
一
一
巻
、
五
一
〇
〜
五
一
一
頁
。

（
14
）
田
辺
元
『
哲
学
入
門
』
第
一
一
巻
、
五
一
一
〜
五
一
二
頁
。

（
15
）
田
辺
元
『
哲
学
入
門
』
第
一
一
巻
、
五
一
一
頁
。

（
16
）
田
辺
元
『
哲
学
入
門
』
第
一
一
巻
、
五
一
一
〜
五
一
二
頁
。

（
17
）
田
辺
元
『
哲
学
入
門
』
第
一
一
巻
、
五
一
三
〜
五
一
四
頁
。

（
18
）
田
辺
元
『
哲
学
入
門
』
第
一
一
巻
、
五
一
四
頁
。

（
19
）
な
お
、
こ
の
節
は
、
拙
稿
「
戦
後
親
鸞
思
想
解
釈
に
お
け
る
「
主
体
」
の
問
題̶

̶

田
辺
元
を
契
機
と
し
て
」（『
真
宗
研
究
』
第
六
一
輯
、
二
〇
一
七
年
）

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
20
）
氷
見
潔
『
田
辺
哲
学
研
究̶

宗
教
哲
学
の
観
点
か
ら
』（
北
樹
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
や
嶺
秀
樹
『
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
の
対
決̶

場
所
の
論
理

と
弁
証
法
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
21
）
中
沢
新
一
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
一
年
、
初
版
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
22
）
嶺
秀
樹
『
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
の
対
決̶

場
所
の
論
理
と
弁
証
法
』
な
ど
を
参
照
。

（
23
）
個
は
種
を
予
想
し
、
種
の
生
命
を
其
根
源
と
し
、
種
の
直
接
な
る
限
定
を
其
母
胎
と
し
な
が
ら
、
却
て
其
直
接
の
母
胎
で
あ
り
発
生
の
根
源
で
あ
る
種

に
対
立
し
、
後
者
の
限
定
を
奪
つ
て
自
己
に
独
占
し
、
自
己
の
根
源
た
る
も
の
を
簒
奪
し
て
排
他
的
に
根
源
か
ら
分
立
し
よ
う
と
す
る
、
こ
の
背
反
分
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立
の
自
由
に
所
謂
個
体
存
在
の
非
合
理
性
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
個
は
必
然
に
種
に
於
け
る
個
で
あ
つ
て
、種
を
離
れ
た
単
な
る
個
な
る
も
の
は
無
い
。

而
し
て
類
の
絶
対
統
一
は
、
此
様
な
個
の
自
由
を
否
定
的
契
機
と
し
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
種
の
原
始
的
統
一
を
絶
対
否
定
態
に
ま
で
止
揚
す
る
こ
と

に
由
つ
て
、
絶
対
否
定
的
絶
対
媒
介
と
し
て
実
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
田
辺
元
「
社
会
存
在
の
論
理
」
第
六
巻
、
七
〇
頁
）

（
24
）『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
は
、
一
九
四
四
年
の
講
義
や
講
演
で
示
さ
れ
た
着
想
が
、
敗
戦
後
に
ま
と
め
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
25
）
現
実
の
身
体
的
な
る
人
間
存
在
が
、
そ
の
根
源
悪
の
闇
の
原
理
の
為
に
、
生
を
地
上
に
営
む
限
り
我
性
を
脱
す
る
能
は
ず
、
人
間
的
自
由
の
制
限
を
脱

し
て
神
に
於
け
る
如
き
絶
対
の
自
在
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
（
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
第
九
巻
、
一
五
一
頁
）。

（
26
）
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
第
九
巻
、
七
一
頁
。

（
27
）
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
第
九
巻
、
一
二
二
頁
。

（
28
）
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
第
九
巻
、
一
三
六
頁
。

（
29
）
田
辺
元
「
種
の
論
理
の
弁
証
法
」
第
七
巻
、
三
六
〇
頁
。

（
30
）
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
第
九
巻
、
三
一
頁
。

（
31
）
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
第
九
巻
、
三
四
頁
。

（
32
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
四
三
頁
。

（
33
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
四
〜
五
頁
。

（
34
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
五
頁
。

（
35
）
た
だ
し
、武
内
の
『
教
行
信
証
』
研
究
の
背
後
に
は
、師
で
あ
る
田
辺
元
の
影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
。
詳
し
く
は
、名
和
達
宣
『「
三
願
転
入
」
論
の
波
紋̶

̶

曽
我
量
深
か
ら
京
都
学
派
、
現
代
へ
』（『
近
現
代
『
教
行
信
証
』
研
究
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
紀
要
』
第
二
巻
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
36
）
詳
し
く
は
、
杉
岡
孝
紀
『
親
鸞
の
解
釈
と
方
法
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
、
第
三
部
第
一
章
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
37
）
普
賢
大
円
「
三
願
転
入
に
つ
い
て
」（『
真
宗
学
』
第
七
・
八
合
併
号
、
一
九
五
二
年
）、
四
頁
。

（
38
）
普
賢
大
円
『
真
宗
概
論
』（
百
華
苑
、
一
九
五
〇
年
）、
二
六
五
頁
。

（
39
）
普
賢
大
円
「
三
願
転
入
に
つ
い
て
」、
四
頁
。

（
40
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
八
六
〜
八
七
頁
。

（
41
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
九
三
頁
。

（
42
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
九
九
頁
。

（
43
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
七
五
頁
。
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（
44
）
普
賢
大
円
『
真
宗
概
論
』、
九
五
頁
。

（
45
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
〇
九
頁
。

（
46
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
〇
九
頁
。

（
47
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
八
三
〜
一
八
四
頁
。

（
48
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
八
四
頁
。

（
49
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
八
四
〜
一
八
五
頁
。

（
50
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
一
〇
頁
。

（
51
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
三
六
頁
。

（
52
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
三
六
頁
。

（
53
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
三
七
〜
一
三
八
頁
。

（
54
）
普
賢
大
円
『
信
仰
と
実
践
』、
一
九
六
〜
一
九
七
頁
。

（
55
）『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
㈡
』
宗
祖
篇
上
、
二
一
五
〜
二
一
六
頁
、
原
漢
文
。

（
56
）
武
内
義
範
『
教
行
信
証
の
哲
学
』（
新
装
版
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
三
八
頁
。
初
出
は
、
一
九
四
一
年
。

（
57
） 『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
㈡
』
宗
祖
篇
上
を
参
照
。

（
58
）
武
内
義
範
『
教
行
信
証
の
哲
学
』、
三
八
頁
。

（
59
）
武
内
義
範
『
教
行
信
証
の
哲
学
』、
四
三
頁
。

（
60
）
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
第
九
巻
、
一
九
〇
〜
一
九
一
頁
。

（
61
）
普
賢
大
円
『
真
宗
概
論
』、
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
。

（
62
）『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
㈠
』
三
教
七
祖
篇
、
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
、
原
漢
文
。

（
63
）
普
賢
大
円
『
真
宗
概
論
』、
一
〇
一
頁
。

（
64
）
普
賢
大
円
『
真
宗
概
論
』、
一
〇
二
〜
一
〇
四
頁
。

（
65
）
普
賢
大
円
『
真
宗
概
論
』、
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
。

（
66
）
普
賢
が
こ
の
よ
う
に
「
人
間
と
社
会
」
の
関
係
性
を
捉
え
た
背
景
に
は
、
彼
の
仏
性
理
解
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
紙
数
の
都
合
上
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。


