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要

旨

丹
羽
文
雄
︵
以
下
丹
羽
と
表
記
す
る
︶
は
︑﹁
親
鸞
﹂
の
創
作
意
図
に
つ
い
て
︑
こ
の
作
品
は
親
鸞
の
人
間
性
を
追
求
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た

も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
︒
本
稿
は
︑
そ
の
具
体
的
描
写
を
検
索
し
た
も
の
で
あ
り
︑
丹
羽
は
︑
前
段
に
お
い
て
︑
人
間
性
を
否
定
す
る
戒
律

へ
の
反
発
︑
歎
異
抄
で
の
親
鸞
の
言
説
か
ら
読
み
と
れ
る
万
人
平
等
の
人
間
観
︑
さ
ら
に
︑
師
︑
法
然
に
対
す
る
絶
対
帰
依
と
い
っ
た
事
柄
を
対

象
と
し
︑
さ
ら
に
︑
後
段
に
お
い
て
︑
三
〇
年
前
に
離
別
し
た
長
子
善
鸞
を
宗
教
者
と
し
て
育
て
る
た
め
の
父
親
と
し
て
の
心
配
り
な
ど
を
通
し

て
親
鸞
の
人
間
性
を
語
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
最
後
に
︑
親
鸞
の
名
代
と
し
て
東
国
に
下
向
し
た
善
鸞
の
布
教
活
動
︑
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
親
鸞
︑

善
鸞
そ
し
て
東
国
の
門
徒
た
ち
の
人
間
性
を
背
景
と
し
た
三
者
間
の
信
仰
上
の
葛
藤
や
苦
悩
の
中
で
の
人
間
模
様
を
描
写
し
て
お
り
︑
こ
こ
に
は
︑

長
子
善
鸞
が
︑
親
鸞
か
ら
の
真
宗
伝
授
を
強
く
望
み
な
が
ら
も
︑
教
化
が
進
む
に
つ
れ
︑
求
道
姿
勢
の
違
い
か
ら
次
第
に
離
反
し
て
い
き
︑
そ
の

背
信
行
為
に
よ
っ
て
︑
つ
い
に
は
︑
親
鸞
か
ら
義
絶
を
言
い
わ
た
さ
れ
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

親
鸞
の
人
間
性

戒
律
へ
の
反
発

歎
異
抄

善
鸞
の
布
教
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ま

え

が

き

丹
羽
の
宗
教
小
説
の
集
大
成
と
い
わ
れ
る
大
作
に
は
︑
親
鸞
の
一
代
記
と
も
い
え
る
﹁
親
鸞
﹂
が
あ
り
︑
そ
の
構
成
は
︑
親
鸞
の
幼
少

期
か
ら
︑
最
晩
年
に
至
る
全
生
涯
を
対
象
に
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
作
品
は
︑
昭
和
四
〇
年
九
月
十
四
日
～
四
四
年
三
月
三
一
日
の
間
︑

足
か
け
五
年
間
に
わ
た
り
﹃
産
経
新
聞
﹄
に
掲
載
さ
れ
︑
後
に
︑
昭
和
四
四
年
五
月
～
九
月
の
間
︑
新
潮
社
か
ら
五
巻
本
と
し
て
︑
刊
行

さ
れ
た
百
万
字
を
超
え
る
長
篇
小
説
で
あ
る
︒
丹
羽
は
︑
こ
の
作
品
の
執
筆
意
図
に
つ
い
て
︑
五
巻
本
の
最
後
の
あ
と
が
き
で
︑﹁
私
は

歴
史
家
で
は
な
い
︒
宗
教
学
者
で
も
な
い
︒
人
間
性
を
追
究
す
る
こ
と
を
仕
事
の
場
と
し
て
い
る
文
学
者
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
の
長
篇
で
私

は
可
能
な
か
ぎ
り
親
鸞
の
人
間
性
を
追
求
し
た
つ
も
り
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
ま
た
︑﹁
親
鸞
﹂
を
書
き
終
え
た
直
後
︑
東
京
新
聞
︵
昭

和
四
四
年
七
月
五
日
︶
に
お
い
て
も
︑
同
様
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
︒

親
鸞
を
信
仰
的
に
描
く
の
で
は
な
く
︑
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
ど
う
生
き
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
平
安
朝
か
ら
鎌
倉
幕
府
の
激

動
す
る
時
代
の
中
で
と
ら
え
た
い
と
思
っ
た
︒
長
子
善
鸞
︵
第
一
夫
人
承
子
と
の
子
︑
の
ち
に
︑
信
仰
上
の
裏
切
り
か
ら
義
絶
︶
の
問
題

が
こ
れ
ま
で
の
親
鸞
物
で
は
お
ざ
な
り
に
さ
れ
て
き
た
︒
私
は
親
鸞
の
人
間
性
を
た
よ
り
に
し
て
書
き
つ
づ
け
た
︒

と
語
り
︑
さ
ら
に
︑
丹
羽
の
親
鸞
思
想
へ
の
接
近
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
︑﹁
あ
と
が
き
﹂
で
︑
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
︒

私
の
書
庫
は
︑
親
鸞
に
関
係
す
る
書
物
で
埋
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
他
の
書
物
は
別
の
場
所
に
移
し
た
︒
夜
更
け
ま
で
私
が
読
書

し
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
親
鸞
に
関
係
し
た
書
物
に
向
か
っ
て
い
る
と
き
で
あ
り
︑
飢
え
た
人
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒

と
供
述
し
︑
徹
底
し
た
親
鸞
思
想
へ
の
共
鳴
と
接
近
を
告
白
し
て
お
り
︑
丹
羽
の
親
鸞
思
想
へ
の
造
詣
の
深
さ
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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親
鸞
と
丹
羽
の
生
誕
年
に
は
七
〇
〇
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
が
︑
作
品
に
は
︑
随
所
に
︑
自
問
自
答
型
や
会
話
体
の
文
体
で
描
写
さ
れ

て
お
り
︑
臨
場
感
溢
れ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒

な
お
︑
作
中
で
の
親
鸞
の
言
説
に
つ
い
て
は
︑
史
実
に
も
と
づ
く
親
鸞
本
人
の
も
の
と
丹
羽
が
親
鸞
の
名
に
託
し
て
創
作
し
た
も
の
が

あ
る
が
︑
歎
異
抄
以
外
は
︑
す
べ
て
後
者
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
︒

こ
こ
に
は
︑
厖
大
な
資
料
︵
こ
の
作
品
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
︑
丹
羽
は
︑
親
鸞
思
想
は
も
と
よ
り
︑﹃
日
本
仏
教
史
﹄︑
﹃
中
世
思
想
史
﹄︑﹃
親
鸞
と

東
国
農
民
﹄
な
ど
︑
五
二
本
に
及
ぶ
書
物
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
︑
謝
意
を
表
し
て
い
る
︶
か
ら
︑
習
得
し
た
豊
か
な
知
見
を
も
と
に
︑
末
法
の
時

代
と
い
わ
れ
る
中
世
の
激
動
期
に
︑
親
鸞
が
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
︑
ま
た
生
き
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
と
い
う
親
鸞
の
歩
ん
だ
道
に
焦

点
を
当
て
︑
丹
羽
の
豊
か
な
文
筆
能
力
を
縦
横
に
駆
使
し
て
︑
こ
の
作
品
は
創
作
さ
れ
て
い
る
︒

本
稿
は
︑
丹
羽
が
︑
こ
の
作
品
は
﹁
親
鸞
の
人
間
性
を
追
求
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ

の
意
図
が
作
品
の
描
写
に
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
︑
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
読
者
に
何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒

一

戒
律
︵
女
犯
︶
へ
の
反
発

仏
教
の
大
衆
化
へ
の
濫
觴
と
な
っ
た
法
然
の
﹃
選
択
本
願
念
仏
集
﹄
の
特
徴
に
つ
い
て
︑
田
丸
徳
善
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

︵
1
︶

︒

仏
教
の
め
ざ
す
生
死
か
ら
の
解
脱
に
い
た
る
に
は
︑
聖
道
門
と
浄
土
門
と
の
﹁
二
種
の
勝
法
﹂
が
あ
る
︒
聖
道
と
は
︑
こ
の
現
実

世
界
の
中
で
努
力
を
か
さ
ね
て
︑
悟
り
を
ひ
ら
く
方
法
で
あ
る
︒
こ
れ
に
反
し
︑
た
だ
佛
を
信
じ
︑
そ
の
力
を
た
の
ん
で
︑
浄
土
と

い
う
佛
の
国
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
う
の
が
︑
易
行
道
す
な
わ
ち
浄
土
門
で
あ
る
︒

丹
羽
文
雄
﹁
親
鸞
﹂
に
み
る
人
間
性
︵
河
合
︶
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法
然
が
︑﹃
選
択
本
願
念
仏
集
﹄
で
提
唱
し
た
浄
土
門
は
︑
既
成
教
団
の
主
流
か
ら
は
ず
れ
︑
ま
た
は
そ
の
枠
の
外
に
あ
る
人
び

と
を
対
象
と
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
現
世
の
身
分
は
︑
し
ょ
せ
ん
相
対
的
な
も
の
と
さ
れ
た
が
︑
修
行
で
は
な
く
︑
念
佛
に
よ
っ
て
の

み
救
わ
れ
る
と
の
教
え
は
︑
職
業
的
僧
侶
た
ち
よ
り
も
︑
む
し
ろ
﹁
尼
入
道
の
無
知
の
と
も
が
ら
﹂
に
︑
よ
り
受
け
容
れ
ら
れ
や
す

か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
点
で
︑
そ
れ
は
一
般
在
俗
者
の
宗
教
と
な
る
素
地
を
も
っ
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
時
代
は
︑
一
部
の
修
行
僧
を
対
象
と
し
た
︑
戒
律
を
重
視
す
る
聖
道
門
と
一
般
大
衆
を
対
象
と
し
た
浄
土
門
の
大

き
な
二
つ
の
求
道
の
道
が
あ
っ
た
︒
両
者
は
︑
互
い
に
対
立
し
︑
葛
藤
や
相
克
を
繰
り
返
し
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
な
な
か
︑
丹
羽
は
︑
法
然
を
師
と
仰
ぎ
︑
浄
土
門
に
身
を
お
き
︑
肉
食
妻
帯
を
行
っ
た
親
鸞
の
生
き
方
に
共
鳴
す
る
立
場
に

立
ち
︑
第
二
巻
﹁
六
角
堂
参
籠
﹂
の
章
で
︑
聖
道
門
で
は
︑
女
人
に
近
づ
く
こ
と
を
罪
悪
と
す
る
修
行
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑
そ
の
よ
う

な
仏
の
教
え
に
対
す
る
根
源
的
な
疑
問
と
反
発
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

女
人
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
は
︑
種
族
の
保
存
と
い
う
本
能
的
な
は
た
ら
き
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
仏
は
人
間
に

何
を
求
め
て
い
る
の
か
︒
人
間
の
絶
滅
を
仏
は
理
想
と
し
て
い
る
の
か
︒
仏
の
教
え
は
︑
人
間
が
根
本
悪
の
罪
業
観
か
ら
︑
い
か
に

し
て
の
が
れ
る
か
︑
愛
欲
に
し
ず
む
人
間
の
罪
業
を
あ
て
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒︵
中
略
︶

そ
の
た
め
修
行
僧
の
訓
戒
の
第
一
条
件
に
︑
女
犯
が
あ
げ
ら
れ
る
の
は
︑
本
末
転
倒
で
あ
り
︑
滑
稽
な
い
ま
し
め
だ
と
範
宴
︵
後

の
親
鸞
︶
は
考
え
る
︒
仏
は
︑
人
間
を
救
う
も
の
で
あ
る
︒
人
間
が
根
本
的
に
蔵
し
て
い
る
罪
悪
に
よ
っ
て
︑
仏
に
救
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
だ
︒
仏
の
目
か
ら
み
れ
ば
︑
女
も
男
も
な
い
︒
た
と
え
一
生
不
犯
で
終
ろ
う
と
も
︑
そ
の
僧
の
名
誉
欲
︑
権
勢
欲
︑
物
質

欲
が
不
問
に
付
せ
ら
れ
て
よ
い
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒︵
中
略
︶

愛
欲
に
し
ず
む
人
間
の
罪
悪
は
︑
人
間
そ
の
も
の
か
ら
切
り
は
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
だ
︒
子
を
産
む
こ
と
は
︑
種
族
の
保

存
で
あ
っ
て
︑
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
罪
悪
と
い
え
な
い
ま
で
も
︑
そ
の
こ
と
は
人
間
の
根
本
悪
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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人
間
は
そ
も
そ
も
︑
強
靭
な
根
本
悪
に
よ
っ
て
︑
た
く
ま
し
く
生
き
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
罪
業
ゆ
え
に
︑
仏
が
必
要
で

あ
り
︑
仏
が
存
在
す
る
の
だ
︒︵
中
略
︶

そ
れ
を
人
間
が
︑
小
賢
し
く
︑
清
聖
な
る
名
の
も
と
に
︑
お
の
れ
の
根
本
悪
を
お
の
れ
の
手
で
一
掃
出
来
る
と
思
い
上
が
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
も
清
聖
と
い
う
美
名
の
も
と
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
形
式
主
義
と
思
え
ば
︑
責
め
る
の
も
気
の
毒
で

あ
っ
た
︒︵
中
略
︶

愛
欲
の
中
に
あ
っ
て
︑
そ
の
解
決
手
段
を
見
出
さ
な
い
か
ぎ
り
︑
根
本
的
な
解
決
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
︒
誇
張
し
て
い
え

ば
︑
女
犯
の
経
験
を
も
た
な
い
仏
教
者
的
修
行
が
︑
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
生
き
て
い
る
人
間
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
女

犯
の
経
験
を
も
た
な
い
高
僧
が
︑
人
間
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
深
遠
な
教
義
や
教
訓
を
た
れ
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
は
結
局
女
犯
の
経

験
の
な
い
ひ
と
の
説
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒

と
述
べ
︑
丹
羽
は
︑
煩
悩
を
発
露
と
す
る
愛
欲
の
世
界
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
仏
の
存
在
価
値
が
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
︒

二

万
人
平
等
の
人
間
観

丹
羽
は
︑
親
鸞
の
人
間
性
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
象
徴
的
な
言
動
と
し
て
︑
身
分
の
上
下
を
越
え
た
平
等
観
を
挙
げ
︑
第
三

巻
﹁
運
命
の
出
会
い
﹂
の
章
に
お
い
て
︑
越
後
に
流
罪
と
な
っ
た
親
鸞
が
︑
貧
し
く
︑
牛
馬
同
様
の
扱
い
を
受
け
て
来
た
農
民
た
ち
を
相

手
に
﹁
人
間
は
︑
す
べ
て
平
等
で
あ
る
﹂
と
︑
親
鸞
の
法
話
の
形
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹁
お
前
さ
ん
た
ち
も
︑
こ
の
私
も
︑
国
守
も
︑
三
善
為
教
も
︑
名
主
の
家
族
も
︑
み
ん
な
お
な
じ
人
間
だ
︒
京
都
の
え
ら
い
ひ
と

び
と
も
︑
鎌
倉
の
将
軍
で
す
ら
︑
私
た
ち
と
お
な
じ
人
間
で
あ
る
︒
仏
さ
ま
の
目
に
は
︑
区
別
が
な
い
の
だ
よ
︒
仏
の
目
か
ら
み
た
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ら
︑
み
ん
な
お
な
じ
人
間
だ
︒︵
中
略
︶
法
然
上
人
で
す
ら
︑
仏
の
前
に
坐
っ
た
と
き
に
は
︑
弟
子
の
私
と
お
な
じ
に
な
る
の
だ
︒

私
と
お
前
さ
ん
た
ち
と
は
︑
何
の
区
別
も
な
い
の
だ
よ
﹂

丹
羽
が
︑
こ
の
よ
う
な
平
等
観
を
述
べ
て
い
る
背
景
に
は
︑
親
鸞
の
人
間
性
に
通
底
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
歎
異
抄

︵
2
︶

の
第
五
章
︵
父

母
孝
養
︶︑
お
よ
び
第
六
章
︵
弟
子
ひ
と
り
も
も
た
ず
さ
ふ
ろ
う
︶
の
二
章
で
の
文
言
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
︒

先
ず
︑
第
五
章
の
︑﹁
親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
︑
一
返
に
て
も
念
佛
ま
ふ
し
た
る
こ
と
い
ま
だ
候
は
ず
﹂
と
い
う
文
言
に
対

し
て
︑
真
継
伸
彦
は
︑
次
の
よ
う
に
︑
血
脈
や
人
脈
を
超
越
し
た
︑
万
人
に
対
す
る
他
力
救
済
の
平
等
観
が
示
さ
れ
て
い
る
と
注
釈
し
て

い
る

︵
3
︶

︒
親
鸞
は
父
母
の
追
善
供
養
の
た
め
と
い
っ
て
︑
ま
だ
一
度
も
念
仏
し
た
こ
と
は
な
い
︒
そ
の
理
由
は
︑
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す

べ
て
が
︑
こ
れ
ま
で
無
限
に
生
き
か
わ
り
死
に
か
わ
り
し
て
き
た
私
た
ち
の
父
母
で
あ
り
︑
兄
弟
で
あ
る
ゆ
え
で
あ
る
︒︵
以
下
略
︶

と
︑
語
っ
て
い
る
︒

次
に
︑
第
六
章
の
︑﹁
親
鸞
は
弟
子
一
人
持
た
ず
候
﹂
と
い
う
文
言
に
対
し
て
は
︑
真
継
は
︑
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る

︵
4
︶

︒

親
鸞
は
弟
子
を
一
人
も
持
っ
て
お
ら
ぬ
︒
そ
の
理
由
は
︑
親
鸞
の
意
向
で
人
に
念
仏
を
申
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
弟
子
で
あ

り
う
る
︒
ひ
た
す
ら
弥
陀
の
お
ん
う
な
が
し
に
あ
ず
か
っ
て
念
仏
申
し
て
お
ら
れ
る
人
を
︑
自
分
の
弟
子
と
い
う
の
は
︑
き
わ
め
て

す
ざ
ま
じ
い
言
い
分
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
如
来
よ
り
た
ま
わ
っ
た
信
心
を
︑
我
物
顔
し
て
取
り
返
そ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
︒
く

れ
ぐ
れ
も
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
︒

と
述
べ
︑
他
力
信
仰
を
標
榜
す
る
親
鸞
に
と
っ
て
は
︑
弥
陀
の
前
で
は
︑
す
べ
て
の
人
間
に
は
上
下
の
関
係
は
存
在
せ
ず
︑
平
等
で
あ
る

と
語
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
万
人
平
等
を
説
く
︑
親
鸞
の
人
間
性
に
対
し
て
︑
丹
羽
は
︑
第
五
巻
﹁
日
蓮
﹂
の
章
で
︑
親
鸞
と
同
時
代
を
生
き
た
︑
日
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蓮
の
生
き
方
を
引
用
し
︑
対
照
的
な
親
鸞
の
生
き
方
を
述
べ
て
い
る
︒

日
蓮
に
は
︑
師
の
意
識
が
強
烈
で
あ
っ
た
︒
日
蓮
は
日
本
人
の
魂
也
︑
我
日
本
の
眼
目
と
な
ら
ん
︑
我
日
本
の
大
船
と
な
ら
ん
と
︑

そ
の
意
気
の
熱
烈
な
こ
と
は
︑
師
と
い
う
意
識
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
親
鸞
は
ど
の
よ
う
な
念
仏
者
に
対
し
て
も
︑
同

行
で
あ
り
︑
同
朋
で
あ
っ
た
︒
親
鸞
に
は
師
の
意
識
が
ひ
と
か
け
ら
も
な
か
っ
た
︒
親
鸞
は
弟
子
ひ
と
り
も
も
た
ず
候
で
あ
っ
た
︒

︵
中
略
︶

親
鸞
は
︑
寺
を
建
て
な
か
っ
た
︒
自
分
は
あ
く
ま
で
よ
き
ひ
と
の
仰
せ
を
守
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
い
︑
お
の
れ
を
主
張
し
な

か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
名
も
な
き
百
姓
︑
下
人
︑
猟
師
︑
女
た
ち
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
胸
に
親
鸞
教
を
う
え
つ
け
た
︒
お
の
ず
と
組
織

化
さ
れ
て
い
く
東
国
の
各
教
団
に
対
し
て
︑
親
鸞
は
単
純
に
よ
ろ
こ
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
︒
親
鸞
が
生
涯
を
通
じ
て
行
な
っ

て
き
た
こ
と
は
︑
自
ら
も
信
じ
︑
ひ
と
を
教
え
て
信
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
何
も
な
か
っ
た
︒
信
者
を
組
織
化
す
る
な
ど
思

い
も
よ
ら
な
か
っ
た
︒

三

法
然
へ
の
帰
依

次
に
︑
丹
羽
は
︑
歎
異
抄
第
二
章
の
法
然
へ
の
帰
依
に
つ
い
て
︑
第
四
巻
﹁
方
便
﹂
の
章
で
︑
盲
信
的
と
も
い
え
る
親
鸞
の
生
き
方
に

対
し
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

法
然
偏
依
が
︑
親
鸞
の
廻
心
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
︒
純
粋
な
帰
依
︑
一
途
な
信
従
︑
法
然
と
の
邂
逅
の
謝
念
が
そ
の
廻
心
を
歴
史

的
な
も
の
と
し
た
︒
そ
こ
か
ら
親
鸞
の
求
道
は
︑
よ
り
深
く
︑
よ
り
は
げ
し
く
発
展
し
て
い
っ
た
︒

﹁
念
仏
は
︑
ま
こ
と
に
浄
土
に
う
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
︑
ま
た
︑
地
獄
に
を
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
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ん
･
･
･
･
･
･﹂

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
自
分
は
知
ら
な
い
︒
た
と
え
法
然
に
だ
ま
さ
れ
て
︑
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
と
し
て
も
︑
さ
ら
に
後
悔
す

る
こ
と
で
は
な
い
と
︑
こ
れ
ほ
ど
の
帰
依
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
︑
尋
常
の
信
徒
で
は
な
い
︒
そ
の
は
げ
し
さ
︑
純
粋
さ
︑
一
途

さ
︑
た
く
ま
し
さ
こ
そ
︑
親
鸞
な
れ
ば
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
︒
親
鸞
の
人
間
性
を
︑
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
あ
ら
わ
し
て
い
た
︒

と
︑
た
と
え
地
獄
に
お
ち
て
も
後
悔
し
な
い
と
い
う
絶
対
的
な
法
然
へ
の
信
頼
を
通
し
て
︑
親
鸞
の
人
間
性
を
語
っ
て
い
る
︒

四

教
義
の
伝
授
を
通
し
て
の
父
子
の
対
話
と
乖
離

︵
一
︶
再
会
ま
で
の
経
緯

先
ず
︑
丹
羽
は
︑
第
四
巻
﹁
帰
京
﹂︑﹁
京
の
日
々
﹂
の
章
で
語
ら
れ
て
い
る
父
子
の
再
会
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒

長
子
善
鸞
は
︑
親
鸞
の
第
一
夫
人
︵
の
ち
に
︑
死
別
︶
で
あ
っ
た
承
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
息
子
で
あ
り
︑
親
鸞
に
と
っ
て
は
︑
第
一

子
で
あ
る
が
︑
親
鸞
の
越
後
遠
流
や
︑
そ
の
後
の
東
国
暮
ら
し
に
伴
い
︑
善
鸞
は
︑
実
母
︵
承
子
︶
と
と
も
に
︑
京
都
に
残
り
︑
幼
い
こ
ろ
︑

親
鸞
と
は
︑
生
き
別
れ
に
な
っ
た
経
緯
を
も
っ
て
い
る
︒

一
方
︑
こ
こ
に
至
る
親
鸞
の
足
取
り
を
辿
っ
て
み
る
と
︑
幼
少
期
を
養
父
に
育
て
ら
れ
た
親
鸞
は
︑
九
歳
で
比
叡
山
に
出
家
し
︑
そ
こ

で
二
〇
年
間
過
ご
し
︑
さ
ら
に
︑
六
年
間
︑
法
然
門
下
で
修
行
を
積
ん
だ
時
︑
法
難
に
会
っ
て
︑
越
後
に
流
罪
と
な
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
第

二
夫
人
筑
前
︵
後
の
恵
信
尼
︶
と
再
婚
し
た
親
鸞
は
︑
妻
︑
息
子
二
人
︵
信
連
︑
道
性
︶︑
娘
三
人
︵
末
っ
子
が
玉
御
前
︑
後
に
︑
真
宗
を
継
承

す
る
覚
信
尼
︶
を
伴
い
︑
長
い
越
後
や
東
国
で
の
生
活
を
終
え
︑
六
三
歳
に
な
っ
て
︑
京
都
に
帰
っ
て
く
る
︒
そ
し
て
︑
善
鸞
と
は
二
九
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年
ぶ
り
に
再
会
す
る
こ
と
と
な
る
︒
善
鸞
は
︑
す
で
に
一
家
を
構
え
︑
妻
宮
城
と
幼
子
如
信
の
三
人
家
族
と
な
っ
て
お
り
︑
本
人
は
︑
呪

文
や
祈
祷
を
重
視
す
る
天
台
系
の
西
王
寺
の
堂
僧
と
な
り
︑
何
年
も
護
摩
を
焚
い
て
き
た
と
い
う
︒
再
会
し
た
親
鸞
が
善
鸞
か
ら
受
け
た

第
一
印
象
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

親
子
の
対
面
を
通
し
て
︑
親
鸞
は
善
鸞
が
僧
と
し
て
の
勉
学
や
修
行
よ
り
も
単
な
る
生
活
者
と
し
て
の
人
生
を
送
っ
て
き
た
こ
と

に
気
付
く
︒
そ
の
た
め
︑
わ
が
子
に
は
︑
浄
土
宗
の
い
ろ
は
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
意
し
･
･
･
･
･
･︑

こ
こ
で
︑
丹
羽
は
︑
親
鸞
が
二
九
年
ぶ
り
に
再
会
し
た
僧
と
し
て
の
わ
が
子
の
未
熟
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
︑
血
を
分
け
た
父
子
間
の
情

愛
を
背
景
に
︑
子
の
成
長
を
願
う
父
親
の
率
直
な
気
持
を
述
べ
て
い
る
︒

︵
二
︶
伝
授
を
通
し
て
の
人
間
交
流

次
に
︑
丹
羽
は
︑
父
子
間
の
人
間
交
流
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

第
四
巻
﹁
帰
京
﹂
の
章
で
︑
再
会
後
の
伝
授
の
手
始
め
と
し
て
︑
親
鸞
は
︑
釈
迦
の
教
法
を
説
く
大
蔵
経
の
諸
経
典
に
つ
い
て
︑
現
在

で
は
︑
諸
説
が
あ
る
た
め
︑
ど
の
経
典
が
本
当
の
釈
迦
の
説
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
話
か
ら
始
め
る
︒

そ
れ
に
対
し
︑
善
鸞
は
︑﹁
そ
う
い
う
話
を
︑
私
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
い
っ
た
態
度
で
︑
傾
聴
す
る

姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒

こ
の
後
︑
親
鸞
の
話
題
は
︑
聖
道
門
と
浄
土
門
の
違
い
︑
天
台
宗
と
真
言
宗
の
区
別
︑
さ
ら
に
禅
宗
が
武
家
好
み
の
宗
教
に
な
っ
た
こ

と
等
を
語
り
︑
自
分
の
体
験
を
話
す
︒

﹁
私
は
叡
山
に
上
り
︑
な
が
い
修
行
の
年
月
を
経
験
し
た
︒
自
力
聖
道
門
の
修
行
で
苦
し
ん
だ
期
間
は
︑
私
に
と
っ
て
は
実
に
意

義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
︑
絶
対
に
必
要
な
期
間
で
も
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
の
修
行
の
中
で
︑
こ
の
親
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鸞
は
お
の
れ
が
無
能
︑
無
力
︑
罪
悪
深
重
︑
煩
悩
具
足
の
凡
夫
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
︑
た
た
き
の
め
さ
れ
る
よ
う
に
知
っ
た
の
だ
﹂

親
鸞
の
こ
と
ば
に
は
︑
し
み
じ
み
と
ひ
び
き
が
あ
っ
た
︒

こ
こ
で
︑
丹
羽
は
︑
親
鸞
の
九
歳
か
ら
二
九
歳
ま
で
の
二
〇
年
間
の
聖
道
門
で
の
修
行
を
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
︒

そ
れ
を
善
鸞
が
ど
の
よ
う
に
う
け
取
っ
た
か
︒

﹁
あ
ら
た
め
て
父
上
か
ら
教
え
を
う
け
た
い
と
思
い
ま
す
︒
西
大
寺
の
方
は
ひ
と
ま
ず
暇
を
と
る
つ
も
り
で
す
︒
何
も
わ
か
ら
な
い

人
間
で
す
︒
信
蓮
坊
︑
道
性
房
︵
第
二
夫
人
と
の
二
人
の
息
子
︶
か
ら
も
教
え
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
﹂

と
述
べ
︑
初
心
に
か
え
っ
て
︑
伝
授
を
受
け
る
決
意
を
表
明
す
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
親
鸞
は
︑
次
の
よ
う
に
助
言
す
る
︒

﹁
東
国
か
ら
追
々
ひ
と
も
や
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
が
︑
父
が
客
と
話
を
し
て
い
る
と
き
︑
出
来
る
だ
け
そ
ば
で
聞
い
て
い
る
が
よ
い
︒

疑
い
が
あ
る
と
き
は
︑
ど
ん
な
こ
と
で
も
こ
の
父
に
訊
く
が
よ
い
︒
疑
う
こ
と
は
︑
す
こ
し
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
﹂

﹁
は
い
﹂
と
答
え
︑
善
鸞
は
︑﹁
こ
れ
か
ら
何
を
勉
学
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
﹂
と
問
う
︒

﹁
浄
土
三
部
経
を
学
ぶ
が
よ
い
︒
ひ
と
と
お
り
三
部
経
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
よ
い
︑
信
蓮
坊
か
道
性
房
が
教
え
て
く
れ
る
で
あ

ろ
う
︒
善
鸞
房
は
托
鉢
に
出
か
け
る
こ
と
も
あ
る
と
い
っ
て
い
た
が
︑
信
蓮
房
た
ち
も
托
鉢
に
出
か
け
て
い
る
︒
そ
れ
も
僧
で
あ
る

こ
と
の
修
行
の
内
だ
か
ら
﹂

と
︑
こ
こ
に
も
︑
丹
羽
は
︑
親
鸞
を
や
さ
し
い
人
柄
の
人
物
と
し
て
描
写
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
善
鸞
の
﹁
こ
の
家
に
は
︑
仏
壇
も
あ
り
ま
せ
ん
が
･
･
･
･
･
･？
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
︑

親
鸞
は
苦
笑
し
て
︑﹁
そ
の
わ
け
は
︑
い
ま
に
わ
か
る
︒
六
字
の
名
号
が
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
で
た
く
さ
ん
の
わ
け
が
︑
追
々
そ
な

た
に
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
﹂
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と
述
べ
︑
仏
は
光
︑
光
は
知
恵
と
し
て
︑
形
は
な
く
︑
木
像
よ
り
画
像
︑
画
像
よ
り
名
号
を
標
榜
す
る
親
鸞
の
根
本
思
想
の
一
端
を
示
し
︑

こ
こ
に
も
︑
丹
羽
は
︑
外
見
的
な
仏
像
信
仰
を
否
定
し
︑
心
の
内
面
を
重
視
す
る
親
鸞
の
人
間
性
を
語
っ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
親
鸞
は
︑
善
鸞
に
対
し
て
︑
大
無
量
寿
経
の
四
十
八
願
や
三
願
転
入
に
関
す
る
伝
授
を
︑
か
き
口
説
く
よ
う
に
教
え
る
︒

教
え
を
受
け
な
が
ら
︑
善
鸞
は
︑
そ
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
妻
に
語
る
︒

﹁
父
は
大
無
量
寿
経
の
四
十
八
願
を
︑
い
ち
い
ち
噛
ん
で
ふ
く
め
る
よ
う
に
教
え
て
く
れ
る
︒
父
の
三
願
転
入
の
道
筋
は
︑
理
解
出

来
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
父
が
何
十
年
も
か
か
っ
て
︑
苦
悩
と
体
験
を
通
じ
て
よ
う
や
く
知
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
父
の
説
明
は
︑
そ

の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
︑
私
に
も
よ
く
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
私
の
わ
か
り
方
と
父
の
発
見
と
は
︑
大
へ
ん
な
ち
が
い
が
あ
る
の
だ
︒

そ
の
と
こ
ろ
を
父
は
う
ま
く
理
解
し
て
く
れ
な
い
よ
う
だ
﹂

と
述
べ
︑
親
鸞
と
の
間
に
︑
埋
め
が
た
い
溝
が
あ
り
︑
信
仰
上
の
真
意
を
理
解
す
る
こ
と
の
至
難
性
を
通
し
て
︑
丹
羽
は
︑
人
生
経
験
の

違
い
が
︑
双
方
の
意
思
の
疎
通
に
︑
大
き
な
障
害
に
な
る
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
第
四
巻
﹁
方
便
﹂
の
章
で
も
︑
父
か
ら
の
伝
授
に
対
す
る
善
鸞
の
率
直
な
気
持
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

﹁
正
直
な
と
こ
ろ
︑
浄
土
真
宗
の
教
え
は
︑
あ
ま
り
単
純
で
あ
り
︑
安
易
な
よ
う
な
気
が
し
て
︑
疑
い
ば
か
り
が
生
じ
ま
す
︒
そ
ん

な
こ
と
で
人
間
が
救
わ
れ
る
も
の
か
と
不
安
に
な
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
仏
は
念
仏
す
る
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
ま
い
と
誓
い
を
た
て

ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
︑
人
間
は
救
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
︒
疑
う
た
び
に
︑
心
を
あ
ら
た
に
し
て
︑
廻
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
︒
私
と
し
ま
し
て
は
︑
朝
に
晩
に
廻
心
し
て
︑
往
生
を
と
げ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
︒
廻
心
も
せ
ず
︑
心
お
だ
や
か
に

な
っ
て
い
な
い
と
き
に
死
に
見
舞
わ
れ
て
は
︑
せ
っ
か
く
の
仏
の
誓
願
も
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
﹂

こ
れ
に
対
し
て
︑
親
鸞
は
︑
わ
が
子
を
哀
れ
に
思
っ
た
︒
た
れ
よ
り
も
親
鸞
の
教
え
を
正
し
く
︑
す
な
お
に
理
解
す
る
は
ず
の
善

鸞
が
判
っ
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
親
鸞
は
焦
燥
を
お
ぼ
え
た
︒
わ
が
子
ひ
と
り
が
教
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
親
鸞
は
︑
わ
が
子
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の
頭
を
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
善
鸞
は
才
能
の
あ
る
人
間
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
善
鸞
の
心
に
最
初
に
お
と
ず
れ
た
の
が
天
台
の
教
義

で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
善
鸞
は
︑
目
を
あ
け
ら
れ
た
︒
が
︑
そ
れ
は
親
鸞
の
よ
う
な
は
げ
し
い
求
道
心
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
︒

善
鸞
が
天
台
系
の
西
大
寺
の
堂
僧
と
な
っ
た
の
は
︑
世
間
に
よ
く
あ
る
生
活
の
た
め
で
あ
っ
た
︒
決
し
て
求
道
精
神
の
た
め
で
は

な
か
っ
た
︒

親
鸞
は
法
然
の
弟
子
と
な
っ
た
そ
の
と
き
か
ら
︑
廻
心
生
活
に
は
い
っ
た
︒
が
︑
善
鸞
は
ち
が
う
︒
切
実
な
求
道
精
神
が
︑
そ
の

前
提
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
︒
そ
こ
に
親
鸞
と
善
鸞
の
決
定
的
な
相
違
が
あ
っ
た
︒

と
述
べ
︑
体
験
に
拠
ら
な
い
口
頭
伝
授
の
限
界
か
ら
生
ず
る
善
鸞
へ
の
失
望
感
と
己
の
無
力
感
を
痛
切
に
感
じ
る
姿
勢
が
語
ら
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
︑﹁
廻
心
﹂
と
﹁
改
心
﹂
の
違
い
に
つ
い
て
︑
落
胆
し
た
親
鸞
が
︑
善
鸞
に
説
く
姿
が
︑
次
の
よ
う
に
︑
語
ら
れ
て
い
る
︒

﹁
廻
心
﹂
と
は
︑
善
心
と
か
清
浄
心
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
︑
も
と
も
と
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
煩
悩
具
足
の
凡
夫
を
対
象
に
し
た

も
の
で
あ
り
︑
凡
夫
は
︑
善
悪
の
け
じ
め
さ
え
の
み
こ
め
て
い
な
い
の
だ
︒
改
め
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
凡
夫
の
出
来
る
こ

と
は
︑
改
心
で
は
な
く
廻
心
で
あ
る
︒
改
め
る
の
で
な
く
︑
向
け
直
す
の
で
あ
る
︒
凡
夫
の
ま
ま
で
︑
仏
の
道
を
あ
ゆ
む
こ
と
で
あ

り
︑﹁
廻
心
と
は
︑
た
だ
ひ
と
た
び
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
無
限
に
つ
づ
く
も
の
だ
︒
朝
に
夕
に
廻
心
を
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
︒

そ
な
た
の
生
活
全
体
が
︑
廻
心
の
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
︒
二
回
と
か
三
回
と
か
︑
決
定
的
廻
心
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
な

い
︒
ひ
と
た
び
廻
心
の
生
活
に
は
い
れ
ば
︑
た
と
え
そ
の
ひ
と
が
重
い
病
気
に
な
っ
て
︑
臨
終
に
念
仏
が
と
な
え
ら
れ
な
く
と
も
︑

立
派
に
摂
取
さ
れ
る
の
だ
︒
廻
心
の
生
活
に
は
い
れ
ば
︑
生
活
全
体
が
廻
心
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
お
だ
や

か
な
気
持
で
い
ら
れ
る
は
ず
だ
﹂

と
述
べ
︑
廻
心
は
回
数
で
扱
う
も
の
で
は
な
く
︑
持
続
的
な
信
心
生
活
の
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
︒
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︵
三
︶

善
鸞
の
東
国
下
向
と
義
絶

丹
羽
は
︑
京
都
に
戻
っ
た
親
鸞
の
生
活
に
つ
い
て
︑
善
鸞
と
交
流
し
な
が
ら
︑﹃
教
行
信
証
﹄
や
﹃
正
像
末
和
讃
﹄
と
い
っ
た
著
述
に

精
進
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
︒

一
方
︑
主
な
き
東
国
で
は
︑
一
〇
年
︑
二
〇
年
経
過
す
る
う
ち
に
︑
京
都
の
親
鸞
と
は
︑
文
通
を
通
じ
て
布
教
さ
れ
て
は
い
た
が
︑
こ

の
方
法
は
︑
説
得
力
の
点
で
︑
対
面
に
よ
る
法
話
に
は
及
ば
な
い
た
め
︑
次
第
に
︑
多
勢
の
門
弟
の
な
か
に
は
親
鸞
の
説
い
た
信
仰
と
違
っ

た
も
の
が
台
頭
し
︑
多
く
の
異
説
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
り
︑
相
争
う
姿
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
親
鸞
は
︑
こ
の
よ
う
な
混
乱
を
収

拾
さ
せ
る
た
め
︑
善
鸞
を
︑
親
鸞
帰
京
後
︑
二
〇
年
経
っ
た
一
二
五
三
年
︑
親
鸞
︵
八
〇
歳
︶
の
名
代
と
し
て
︑
東
国
に
派
遣
す
る
こ
と

に
し
た
︒

し
か
し
︑
東
国
で
は
︑
す
で
に
強
力
な
教
団
体
制
が
形
成
さ
れ
て
お
り
︑
親
鸞
の
名
代
と
し
て
︑
東
国
の
諸
教
団
の
首
領
と
な
る
計
画

は
︑
正
面
か
ら
反
発
を
受
け
︑
挫
折
す
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
と
き
の
東
国
の
信
徒
た
ち
の
拒
絶
観
と
善
鸞
の
動
揺
を
︑
第
五
巻
﹁
善
鸞
の
悲
劇
﹂
の
章
で
︑
丹
羽
は
︑
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

東
国
に
来
て
み
る
と
︑
東
国
の
教
団
は
京
都
の
親
鸞
を
背
景
と
し
な
が
ら
も
︑
一
念
か
多
念
か
︑
有
念
か
無
念
か
と
い
っ
た
諍
論

が
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
分
派
を
形
成
し
な
が
ら
︑
門
弟
た
ち
に
よ
っ
て
統
一
が
保
た
れ
て
い
た
︒
造
悪
無
碍
の

輩
に
対
す
る
非
難
や
︑
そ
の
た
め
の
念
仏
弾
圧
は
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
を
這
う
よ
う
に
し
て
根
強
く

念
仏
信
仰
は
保
た
れ
て
い
た
︒
親
鸞
が
京
都
に
ひ
き
あ
げ
て
か
ら
二
〇
年
の
歳
月
が
経
っ
て
い
た
が
︑
念
仏
の
教
団
は
隠
然
た
る
勢

力
を
も
っ
て
い
た
︒
そ
の
勢
力
の
強
靭
さ
は
︑
善
鸞
の
予
想
を
裏
切
っ
た
︒
善
鸞
に
は
歯
が
た
た
な
か
っ
た
︒
名
代
と
し
て
は
一
応

の
敬
意
を
表
す
る
が
︑
結
局
善
鸞
は
親
鸞
で
な
い
と
い
う
一
線
を
︑
ど
の
教
団
も
暗
に
善
鸞
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
親
鸞
の

長
男
で
あ
ろ
う
と
︑
名
代
で
あ
ろ
う
と
︑
親
鸞
の
教
え
に
対
し
て
は
平
等
で
あ
る
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
︒
い
ま
さ
ら
善
鸞
に
歩
き
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ま
わ
ら
れ
て
は
迷
惑
で
あ
っ
た
︒

と
い
っ
て
︑
善
鸞
が
親
鸞
を
背
景
と
せ
ず
に
︑
か
れ
ら
と
思
想
上
で
争
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
親
鸞
の
長
男
で
あ
る
こ
と
を

ふ
り
ま
わ
し
た
と
こ
ろ
で
︑
か
れ
ら
は
善
鸞
を
自
分
ら
よ
り
上
の
人
間
と
し
て
は
み
と
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
善
鸞
の
胸
中
に

は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
不
純
な
意
志
が
錯
綜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
善
鸞
は
︑
か
れ
ら
に
屈
服
し
た
く
な
か
っ
た
︒
無
用
な
名
代
扱
い
を

さ
れ
る
こ
と
に
た
え
が
た
か
っ
た
︒

こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
︑
善
鸞
は
︑
名
代
と
し
て
の
道
に
絶
望
し
︑
も
と
も
と
親
鸞
思
想
に
︑
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
こ
と
も
背
景

と
な
り
︑
東
国
︵
武
蔵
︶
を
発
祥
の
地
と
し
て
流
布
し
て
い
た
立
川
流
に
傾
斜
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
宗
派
は
︑
か
つ
て
自
分
が

は
じ
め
て
︑
宗
教
へ
の
接
点
と
し
て
︑
洗
礼
を
受
け
た
真
言
密
教
の
一
派
で
あ
り
︑
陰
陽
道
と
民
俗
信
仰
と
の
合
体
で
で
き
た
も
の
で

あ
っ
た
︒

こ
の
と
き
の
︑
善
鸞
の
信
仰
心
の
動
き
と
親
鸞
思
想
へ
の
違
和
感
に
つ
い
て
︑
丹
羽
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

善
鸞
は
︑
東
国
に
お
け
る
民
間
信
仰
や
︑
修
験
道
や
陰
陽
道
と
妥
協
し
て
︑
現
世
祈
祷
︵
親
鸞
が
最
も
忌
避
し
た
も
の
︶
を
行
う
よ

う
に
な
っ
た
︒
そ
の
こ
と
は
親
鸞
の
教
化
と
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
父
親
鸞
の
教
義
を
不
純
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

善
鸞
は
三
道
合
法
︵
仏
︑
神
︑
道
も
し
く
は
︑
儒
の
ま
ざ
り
あ
っ
た
も
の
︶
の
思
想
を
も
っ
て
︑
念
仏
の
意
義
を
解
釈
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

親
鸞
は
︑
如
来
の
大
行
に
絶
対
唯
一
の
真
実
を
み
と
め
た
︒
こ
の
絶
対
真
実
に
照
ら
さ
れ
る
と
き
︑
相
対
の
真
実
は
一
切
が
そ
ら

ご
と
た
わ
ご
と
で
あ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
一
切
は
そ
の
ま
ま
真
実
の
大
行
に
帰
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒
が
︑
善
鸞
の
場
合

は
︑
密
教
思
想
と
お
な
じ
よ
う
に
相
対
の
一
切
の
上
に
直
ち
に
真
実
を
み
と
め
よ
う
と
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
︒
善
鸞
は
南
無
阿

弥
陀
仏
だ
け
で
救
わ
れ
る
と
い
う
父
親
鸞
の
信
仰
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
︒︵
中
略
︶
善
鸞
の
胸
の
底
で
は
︑
二
〇
年

近
く
も
父
の
そ
ば
に
い
て
︑
如
来
の
本
願
を
き
き
な
が
ら
︑
念
仏
ひ
と
つ
だ
け
と
い
う
こ
と
が
納
得
で
き
な
か
っ
た
︒
父
の
信
仰
を
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危
険
視
す
る
気
持
は
払
拭
出
来
な
か
っ
た
︒
不
安
で
あ
り
︑
は
ら
の
底
か
ら
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

と
述
べ
︑
親
鸞
思
想
に
順
応
し
て
い
け
な
い
善
鸞
の
疎
外
感
が
語
ら
れ
て
い
る

︵
5
︶

︒
そ
し
て
︑
立
川
流
に
接
近
し
︑
同
化
し
て
い
く
善
鸞
の

姿
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

善
鸞
の
住
居
に
は
︑
立
川
流
の
行
者
が
た
え
ず
出
入
り
し
て
い
た
︒
善
鸞
は
念
仏
を
称
え
て
い
た
が
︑
行
者
の
話
に
は
耳
を
傾
け

た
︒
行
者
は
善
鸞
に
気
に
入
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
心
得
て
い
た
︒

善
鸞
は
行
者
に
よ
っ
て
三
道
合
法
を
教
え
ら
れ
た
︒
皮
肉
な
こ
と
に
︑
親
鸞
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
念
仏
よ
り
も
︑
行
者
の
語
る
立

川
流
の
法
門
の
方
が
納
得
出
来
た
︒
そ
れ
に
は
天
台
宗
の
素
養
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
善
鸞
の
性
格
が
そ
れ
に
向
い

て
い
た
の
で
あ
る
︒

良
時
吉
日
を
え
ら
ん
だ
り
︑
卜
占
祭
祀
を
し
︑
天
地
の
鬼
神
を
あ
が
め
る
こ
と
に
善
鸞
は
意
義
を
感
じ
て
い
た
︒
二
十
年
近
く
も

父
親
の
も
と
で
︑
た
え
ず
仏
の
本
願
を
聞
か
さ
れ
て
き
た
が
︑
善
鸞
に
は
深
い
と
こ
ろ
に
た
ど
り
つ
け
な
か
っ
た
︒
父
の
教
え
が
︑

不
安
で
な
ら
な
か
っ
た
︒︵
中
略
︶
父
親
鸞
の
教
義
は
︑
罪
悪
を
否
定
す
る
に
も
非
ず
︑
肯
定
す
る
に
も
非
ず
と
い
っ
た
態
度
で
あ
っ

た
︒
口
を
開
け
ば
︑
如
来
の
本
願
が
一
切
の
罪
悪
を
包
容
す
る
と
い
う
︒
善
鸞
に
は
父
の
よ
う
に
一
切
を
如
来
に
任
せ
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
︒
肯
定
か
︑
否
定
で
あ
っ
た
︒
善
鸞
に
は
父
の
よ
う
な
信
仰
に
徹
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
︒

善
鸞
は
親
鸞
の
教
え
を
相
続
す
る
こ
と
が
出
来
ず
︑
立
川
流
の
邪
義
に
走
っ
た
︒
台
密
の
素
養
の
あ
っ
た
善
鸞
に
は
は
い
り
や
す

か
っ
た
︒

こ
こ
で
︑
丹
羽
は
︑
信
仰
上
の
決
定
的
な
父
子
間
の
断
絶
を
述
べ
て
お
り
︑
そ
の
原
因
の
一
例
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
親
鸞
思
想
の
特

異
性
を
語
っ
て
い
る
︒
特
に
注
目
し
た
い
の
は
︑
善
と
悪
に
関
す
る
信
仰
観
の
違
い
で
あ
り
︑
一
般
に
︑
仏
教
で
は
善
と
悪
を
対
立
概
念

と
す
る
の
に
対
し
て
︑
親
鸞
は
︑
善
も
悪
も
︑
煩
悩
か
ら
生
ず
る
有
漏
の
世
界
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
れ
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
︑

丹
羽
文
雄
﹁
親
鸞
﹂
に
み
る
人
間
性
︵
河
合
︶
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救
い
が
あ
る
と
説
い
て
お
り
︑
丹
羽
は
︑
こ
の
よ
う
な
大
き
な
違
い
が
父
子
間
の
心
の
断
絶
に
大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
そ
の
後
の
東
国
で
の
善
鸞
の
布
教
活
動
を
丹
羽
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

善
鸞
は
立
川
流
の
首
領
と
し
て
︑
終
り
を
全
う
し
た
︒
神
子
巫
女
二
︑
三
百
騎
を
ひ
き
い
た
中
に
善
鸞
が
︑
親
鸞
か
ら
も
ら
っ
た

無
碍
光
如
来
の
名
号
を
首
に
ま
い
て
い
た
と
﹁
敬
重
絵
詞
﹂
に
あ
る
が
︑
あ
る
い
は
肌
に
つ
け
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
︒
立
川
流
は

あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
網
羅
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
父
の
書
い
た
名
号
を
首
に
ま
き
つ
け
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
父
の
教
え
だ
け
を

守
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
に
は
な
ら
な
い
︒

と
述
べ
︑
こ
こ
に
︑
善
鸞
が
多
宗
派
を
肯
定
す
る
立
川
流
に
帰
依
し
︑
指
導
的
地
位
を
獲
得
し
た
生
き
方
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

明
ら
か
に
︑
専
修
念
仏
を
根
本
思
想
と
す
る
親
鸞
教
義
と
根
本
的
に
乖
離
し
た
も
の
で
あ
り
︑
親
鸞
に
対
し
て
反
旗
を
あ
げ
る
こ
と
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
を
知
っ
た
親
鸞
は
︑
断
腸
の
思
い
で
︑
義
絶
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
︒

ま

と

め

以
上
︑
宗
教
小
説
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ
る
丹
羽
が
︑
作
家
生
活
の
集
大
成
と
し
て
︑
親
鸞
の
人
間
性
を
追
求
す
る
こ
と
を
主
題
に
︑

発
表
し
た
長
編
小
説
﹁
親
鸞
﹂
を
対
象
と
し
て
︑
丹
羽
が
親
鸞
の
人
間
性
が
ど
の
よ
う
に
作
品
に
展
開
し
て
い
る
か
を
︑
そ
の
言
辞
や
文

筆
か
ら
検
証
し
た
︒
ま
た
︑
親
鸞
と
善
鸞
と
の
父
子
間
の
人
間
交
流
を
通
し
て
︑
両
者
の
思
想
面
で
の
対
立
や
乖
離
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
︑
丹
羽
の
描
写
を
検
索
し
た
︒

そ
の
結
果
︑
前
段
に
お
い
て
︑
戒
律
へ
の
強
い
反
発
や
歎
異
抄
で
の
親
鸞
の
言
説
か
ら
読
み
と
れ
る
よ
う
に
︑
万
人
平
等
の
人
間
観
さ

ら
に
は
師
に
対
す
る
絶
対
帰
依
と
い
っ
た
親
鸞
の
人
間
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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さ
ら
に
︑
後
段
に
お
い
て
︑
父
子
間
の
人
間
交
流
を
中
心
に
︑
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
親
鸞
︑
善
鸞
そ
し
て
東
国
の
門
徒
た
ち
の
人
間
性

を
背
景
と
し
た
三
者
間
の
信
仰
上
の
葛
藤
や
苦
悩
の
中
で
の
人
間
模
様
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ

に
は
︑
親
鸞
か
ら
の
真
宗
伝
授
を
強
く
望
み
な
が
ら
も
︑
教
化
が
進
む
に
つ
れ
︑
求
道
姿
勢
の
違
い
や
︑
す
で
に
︑
密
教
思
想
に
染
ま
っ

て
い
た
こ
と
な
ど
が
災
い
し
︑
善
鸞
は
︑
親
鸞
思
想
へ
の
帰
依
に
は
︑
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
溝
の
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
り
︑
次
第
に
︑
批
判
的
な
立
場
に
傾
き
︑
離
反
し
て
い
っ
た
善
鸞
の
心
の
軌
跡
が
語
ら
れ
︑
つ
い
に
は
︑
義
絶
の
運
命
を
辿
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒

そ
の
背
景
に
は
︑
信
仰
心
に
お
い
て
︑
何
を
是
と
し
︑
何
を
非
と
す
る
か
は
︑
も
っ
て
生
ま
れ
た
資
質
の
上
に
︑
現
世
で
の
人
生
体
験

に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
価
値
観
に
よ
り
決
定
さ
れ
︑
た
と
え
父
子
間
で
あ
っ
て
も
︑
一
旦
形
成
さ
れ
た
価
値
観
は
︑
容
易
に
消
滅
す
る
も
の

で
は
な
い
と
い
っ
た
丹
羽
独
自
の
固
定
的
な
人
間
観
が
語
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

以
上
︑
丹
羽
が
作
品
中
で
親
鸞
の
人
間
性
を
ど
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
か
を
見
て
き
た
が
︑
そ
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
︑﹁
人

間
愛
﹂
で
あ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
宗
教
小
説
の
集
大
成
と
い
わ
れ
る
こ
の
作
品
の
主
題
と
し
て
︑
な
ぜ
︑
こ
れ
を
選
ん
だ

か
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
動
機
は
語
っ
て
い
な
い
︒

こ
の
点
は
︑
筆
者
の
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
︑
長
年
の
作
家
生
活
で
遭
遇
し
た
人
生
の
窮
地
に
お
い
て
︑
親
鸞
思
想
が
提

起
す
る
人
間
性
に
︑
大
い
に
救
わ
れ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

た
と
え
ば
︑
生
母
も
の
﹁
母
の
日
﹂
で
の
︑
他
人
の
迷
惑
を
顧
み
な
い
生
母
の
傍
若
無
人
な
生
き
方
か
ら
受
け
る
苦
悩
が
︑
歎
異
抄

十
三
の
﹁
宿
業
思
想
﹂
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
こ
と
︑
ま
た
︑
真
宗
も
の
﹁
有
情
﹂
で
の
﹁
人
間
は
あ
や
ま
ち
を
犯
さ
ず
に
は
い
き
ら
れ

な
い
﹂
と
い
う
親
鸞
の
和
讃
に
よ
っ
て
︑
長
男
直
樹
の
国
際
結
婚
に
対
し
て
︑
寛
大
に
な
れ
た
こ
と
な
ど
︑
親
鸞
思
想
へ
の
感
化
が
︑
集

大
成
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

丹
羽
文
雄
﹁
親
鸞
﹂
に
み
る
人
間
性
︵
河
合
︶

― 17 ―



こ
こ
に
は
︑
望
ま
し
い
人
間
の
生
き
方
と
し
て
︑
平
和
で
穏
や
か
な
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
︑
現
代
社
会
に
も
通
じ
る
﹁
人

間
愛
﹂
を
強
調
す
る
と
と
も
に
︑
全
体
を
通
し
て
︑
丹
羽
は
︑
親
鸞
の
生
き
方
に
対
し
て
︑
か
な
り
好
意
的
な
評
価
を
し
︑
か
つ
敬
愛
の

念
を
抱
い
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
︒

一
方
︑
丹
羽
は
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
言
及
し
て
い
な
い
が
︑
一
般
論
と
し
て
︑
人
間
性
と
は
何
か
と
い
う
視
点
に
た
っ
た
場
合
︑

こ
の
よ
う
な
固
定
的
な
概
念
だ
け
で
な
く
︑
善
鸞
が
東
国
の
門
徒
た
ち
か
ら
受
け
た
過
酷
な
挫
折
や
試
練
に
よ
っ
て
は
︑
新
し
い
進
路
へ

の
移
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
︑
後
天
的
に
変
容
し
︑
深
化
し
て
い
く
人
間
性
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
人

間
性
に
は
二
面
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

︵
注
︶

︵
1
︶
竹
内
義
範

梅
原

猛
編
﹃
日
本
の
仏
典
﹄
中
公
新
書
179

昭
和
四
四
年
三
月
二
五
日

二
〇
〇
～
二
〇
二
頁

︵
2
︶
歎
異
抄

日
本
の
宗
教
書
の
中
で
︑
道
元
の
﹁
正
法
眼
蔵
﹂
と
と
も
に
︑
二
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
い
わ
れ
る
﹁
歎
異
抄
﹂
は
︑
真
宗
八
代
の
蓮
如
に
よ
っ
て
︑

書
写
さ
れ
た
も
の
が
︑
最
古
で
あ
り
︑
そ
の
も
と
と
な
っ
た
唯
円
直
筆
の
も
の
は
現
存
し
な
い
︒

そ
の
内
容
は
︑
宗
祖
の
滅
後
︑
真
宗
教
団
に
異
義
異
端
の
徒
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
を
歎
い
た
著
者
が
︑
な
お
お
の
れ
の
耳
の
底
に
残
っ
て
い

る
聖
人
の
御
言
葉
に
も
と
づ
い
て
︑
そ
の
教
え
の
概
要
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒
だ
い
た
い
︑
前
後
二
部
に
分
か
れ
︑
前
半
は
聖
人
の
法
語
を
記

し
︑
後
半
は
そ
の
こ
ろ
一
部
に
行
わ
れ
て
い
た
宗
義
の
異
説
を
取
り
だ
し
て
︑
そ
の
正
し
く
な
い
所
以
を
懇
切
に
説
き
あ
か
し
︑
も
っ
て
正
し
い

信
仰
に
入
る
よ
う
に
勧
め
た
も
の
で
あ
る
︒

著
者
に
つ
い
て
は
︑
内
容
か
ら
み
て
聖
人
の
教
え
を
直
接
に
受
け
た
人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
︑
現
在
で
は
唯
円
説
が
︑
ほ
ぼ
定
説
に
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な
っ
て
い
る
︒

︵
平
成
二
九
年
一
二
月
二
九
日

同
朋
大
学
公
開
講
座
よ
り
︶

︵
3
︶
真
継
伸
彦

現
代
語
訳
﹃
親
鸞
全
集
﹄
5

言
行
・
伝
記

法
蔵
館

昭
和
五
十
七
年
七
月
二
十
八
日

一
〇
～
一
一
頁

︵
4
︶
︵
3
︶
に
同
じ

一
一
頁

︵
5
︶
こ
の
作
品
は
︑
父
子
間
の
救
済
観
の
根
本
的
な
大
き
な
違
い
が
原
因
と
な
っ
て
︑
両
者
の
人
間
関
係
が
破
綻
に
至
る
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
︑

教
義
上
︑
特
に
︑
善
鸞
が
親
鸞
思
想
に
対
し
順
応
で
き
な
い
苦
し
み
や
不
信
を
抱
い
た
箇
所
を
︑
二
︑
三
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

確
か
に
︑
親
鸞
思
想
は
︑
一
切
の
戒
律
や
修
行
と
い
っ
た
苦
行
を
必
要
と
せ
ず
︑
ま
た
加
持
祈
祷
も
無
益
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
︑

念
仏
さ
え
唱
え
れ
ば
︑
救
わ
れ
る
と
す
る
救
済
観
は
一
見
や
さ
し
そ
う
で
あ
る
が
︑
そ
の
神
髄
は
︑
と
て
も
難
解
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
第
四
巻
﹁
東
国
の
信
者
﹂
の
章
で
は
︑
道
徳
的
価
値
と
宗
教
的
価
値
を
区
別
す
る
意
図
か
ら
︑
善
と
悪
を
︑
対
立
概
念
で
は
な
く
︑

い
ず
れ
も
煩
悩
か
ら
生
ず
る
も
の
で
︑
有
漏
の
世
界
の
も
の
と
し
︑
善
と
悪
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
を
︑
無
漏
の
世
界
と
し
て
︑
そ
こ
に
︑
本
願
が

あ
る
と
︑
説
明
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
第
四
巻
﹁
方
便
﹂
の
章
で
は
︑
弥
陀
の
救
い
の
広
大
さ
︑
無
限
さ
を
あ
ら
わ
す
の
に
︑﹁
高
僧
和
讃
﹂
か
ら
﹁
念
仏
は
︑
無
義
を
も
っ
て

義
と
す
︒
不
可
称
︑
不
可
説
︑
不
可
思
議
の
ゆ
え
に
･
･
･
･
･
･﹂
と
い
う
文
言
を
使
い
︑
言
葉
で
は
説
き
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

と
語
っ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
同
章
で
は
︑
弥
陀
の
本
願
に
不
信
感
を
も
つ
も
の
に
対
し
て
﹁
本
願
が
信
じ
き
れ
な
い
か
ら
こ
そ
︑
本
願
を
た
の
む
の
で
あ
る
︒
疑

い
が
つ
の
る
に
つ
れ
て
︑
往
生
は
た
し
か
な
の
で
あ
る
︒
疑
え
ば
疑
う
ほ
ど
︑
信
心
が
か
た
ま
る
︒
一
般
の
信
仰
条
件
に
反
し
た
信
心
の
つ
か
み

方
で
あ
っ
た
﹂
と
述
べ
︑
疑
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
救
わ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
は
︑
親
鸞
思
想
の
中
核
を
な
す
︑
い
く
つ
か
で
あ
る
が
︑
や
は
り
︑
難
解
で
あ
る
︒

丹
羽
文
雄
﹁
親
鸞
﹂
に
み
る
人
間
性
︵
河
合
︶
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一
方
︑
こ
れ
と
は
対
照
的
に
︑
善
鸞
は
︑
三
道
合
法
の
思
想
に
帰
依
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
仏
教
︑
神
道
︑
儒
教
と
い
っ
た
多
宗
派
の
信
仰
を
肯

定
す
る
も
の
で
あ
り
︑
戒
律
や
修
行
を
重
要
視
し
︑
か
つ
︑
密
教
に
あ
る
加
持
祈
祷
を
絶
対
視
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
思
想
は
︑
知
覚
的
体
験

を
通
し
て
︑
そ
の
代
償
と
し
て
︑
救
い
が
得
ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
一
般
的
な
感
情
か
ら
す
る
と
︑
わ
か
り
や
す
い
︒

﹇
付
記
﹈
本
稿
で
の
本
文
引
用
お
よ
び
親
鸞
の
出
自
︑
人
脈
︑
家
族
構
成
︑
人
名
等
の
表
記
は
︑
す
べ
て
五
巻
本
﹃
親
鸞
﹄
各
巻
新
潮
社
に
依
拠
し
た
︒

︵
か
わ
い

し
げ
よ
し
・
皇
學
館
大
学
大
学
院

博
士
後
期
課
程
︶
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