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専
修
念
仏
思
想
と
『
興
福
寺
奏
状
』
～
親
鸞
の
立
場
か
ら
～

河
　

智
　

義
　

邦

要
旨

　

専
修
念
仏
教
団
が
朝
廷
や
顕
密
仏
教
側
か
ら
弾
圧
さ
れ
停
止
さ
れ
た
背
景
や
理
由

に
関
し
て
、
歴
史
学
の
分
野
を
中
心
に
そ
の
原
因
を
法
然
の
「
専
修
念
仏
思
想
」
に

求
め
る
見
解
と
、
「
専
修
念
仏
者
」
の
破
戒
行
為
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
に
お

け
る
逸
脱
行
為
、
倫
理
的
な
面
が
弾
圧
の
対
象
に
な
っ
た
と
す
る
議
論
が
長
年
に

わ
た
り
続
い
て
き
た
。
当
論
で
は
親
鸞
が
関
わ
っ
た
「
承
元
の
法
難
（
建
永
の
法

難
）
」
を
取
り
上
げ
て
、
か
か
る
法
難
・
弾
圧
の
原
因
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
考

察
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
に
し
た
い
の
が
、
親
鸞
の
立
場
や
視
点

で
あ
る
。
親
鸞
は
他
な
ら
ぬ
「
承
元
の
法
難
」
で
処
罰
さ
れ
た
「
当
事
者
」
で
あ

る
。
そ
こ
で
親
鸞
が
受
け
止
め
た
「
承
元
の
法
難
」
の
真
実
を
『
興
福
寺
奏
状
』
と

の
関
連
の
上
に
確
認
し
て
み
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド

：

専
修
念
仏
　

興
福
寺
奏
状
　

承
元
の
法
難
　

建
永
の
法
難
　

親
鸞

は
じ
め
に

興
福
寺
の
学
徒
、
太
上
天
皇
　

後
鳥
羽
の
院
と
号
す
、
諱
尊
成
　

今
上
　

土

御
門
の
院
と
号
す
、
諱
為
仁
　

聖
暦
、
承
元
丁
卯
の
歳
、
仲
春
上
旬
の
候
に

奏
達
す
。
主
上
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
し
、
忿
り
を
成
し
怨
み
を
結
ぶ
。

こ
れ
に
よ
り
て
、
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
な
ら
び
に
門
徒
数
輩
、
罪
科

を
考
へ
ず
、
猥
り
が
は
し
く
死
罪
に
坐
す
。
あ
る
い
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名

を
賜
う
て
遠
流
に
処
す
。
予
は
そ
の
一
つ
な
り
。
し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に
あ

ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
禿
の
字
を
も
つ
て
姓
と
す

（
１
）

（
棒
線
、
筆
者
挿
入
）

　

周
知
の
通
り
、
こ
れ
は
親
鸞
の
主
著
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
（
以
下
『
教

行
証
文
類
』
）
の
後
序
の
文
で
、
「
承
元
の
法
難
（
建
永
の
法
難
）
」
に
関
し
て
言

及
す
る
文
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
の
後
序
に
続
く
流
罪
記
録
の
文
に
も
同
様
の
こ
と

が
記
載
さ
れ
て
い
る

（
２
）

。
こ
こ
で
親
鸞
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
興
福
寺
の
学
僧
に

よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
奏
状
（
「
興
福
寺
に
よ
る
奏
状
」
）
が
原
因
と
な
っ
て
専
修
念

仏
教
団
に
対
す
る
法
難
・
弾
圧
が
起
き
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
承
元
の
法

難
」
や
そ
の
前
後
に
起
き
た
長
期
に
わ
た
る
専
修
念
仏
教
団
に
対
す
る
弾
圧
や
停
止

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
成
果
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
は
た

し
て
朝
廷
や
顕
密
仏
教
側
の
専
修
念
仏
教
団
に
対
す
る
批
判
の
主
眼
は
ど
こ
に
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

近
年
、
弾
圧
や
停
止
の
原
因
を
法
然
の
「
専
修
念
仏
思
想
」
、
よ
り
本
質
的
に
は

「
選
択
本
願
念
仏
思
想
」
と
い
う
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
も
そ

の
思
想
性
に
あ
る
と
す
る
見
解
と
、
「
専
修
念
仏
者
」
の
破
戒
行
為
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
社
会
に
お
け
る
逸
脱
行
為
、
倫
理
的
な
面
が
弾
圧
の
対
象
に
な
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
決
し
て
「
専
修
念
仏
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
停
止
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
平
雅
行
の
一
連
の
研
究
成
果

（
３
）

が

そ
の
代
表
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
二
〇
一
五
年
に
提

出
さ
れ
た
中
井
真
孝
の
論
稿

（
４
）

が
そ
の
見
解
の
代
表
と
も
言
え
る
。
中
井
は
同
見

解
者
や
平
の
論
稿
も
含
む
多
く
の
先
行
研
究
を
網
羅
的
に
検
討
し
て
、

専
修
念
仏
者
へ
の
弾
圧
は
彼
ら
の
「
行
状
」
よ
り
ほ
か
に
原
因
は
存
在
せ

ず
、
・
・
・
専
修
念
仏
者
へ
の
抑
圧
は
専
修
念
仏
へ
の
抑
圧
と
解
釈
さ
れ
て

も
差
し
支
え
な
い
一
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
専
修
念
仏
者
の
逸
脱
行
為
を
禁

止
す
る
こ
と
は
専
修
念
仏
停
止
と
同
義
で
は
な
い

（
５
）

。

と
述
べ
て
、
当
時
の
顕
密
諸
宗
や
国
家
権
力
に
お
い
て
「
専
修
念
仏
」
を
禁
止
、

否
定
す
る
と
い
っ
た
思
想
弾
圧
は
な
か
っ
た
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
紙
幅
の
関
係
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も
あ
っ
て
、
両
見
解
の
論
稿
の
内
容
を
す
べ
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ

こ
で
は
冒
頭
に
紹
介
し
た
「
承
元
の
法
難
」
に
考
察
の
対
象
を
限
定
し
て
、
そ
の
弾

圧
の
き
っ
か
け
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
興
福
寺
に
よ
る
奏
状
」
と
の
関
連
を
検
討
し

て
み
た
い
と
思
う
。
考
察
対
象
の
範
囲
が
狭
い
と
の
批
判
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
少
な
く
と
も
親
鸞
は
弾
圧
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
た
当
事
者
（
「
予
は
そ
の
一
な

り
」
）
の
専
修
念
仏
者
で
あ
る
。
そ
の
当
事
者
が
「
興
福
寺
に
よ
る
奏
状
」
を
ど
う

受
け
止
め
た
の
か
、
さ
ら
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
行
状
、
社
会
的
逸
脱
行
為
を
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
遠
流
と
い
う
処
罰
の
対
象
に
な
っ
た
か
を
改
め
て
確
認
し
て
み
た
い
。

一
、
『
興
福
寺
奏
状
』
研
究
の
展
開
と
論
点
整
理

　

先
に
「
興
福
寺
に
よ
る
奏
状
」
と
い
う
表
記
を
し
た
の
は
、
親
鸞
が
後
序
に
「
興

福
寺
の
学
徒
・
・
・
奏
達
す
」
（
『
歎
異
抄
』
で
は
「
敵
奏
」
）
と
記
し
て
い
る

「
奏
達
」
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
年
）
に
九
ヵ

条
の
咎
を
挙
げ
て
専
修
念
仏
教
団
を
批
難
し
た
い
わ
ゆ
る
『
興
福
寺
奏
状
』
で
は
な

く
、
承
元
元
年
（
建
永
二
年
　

一
二
〇
七
年
）
に
再
度
興
福
寺
か
ら
奏
達
さ
れ
た
も

の
を
指
す
と
い
う
平
の
分
析
が
あ
る
の
で

（
６
）

、
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
表
記
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
分
析
は
妥
当
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
再
度
提
出
さ
れ
た
と
さ
れ

る
奏
達
は
興
福
寺
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
当
然
二
年
前
の
『
興
福
寺
奏

状
』
の
内
容
と
有
機
的
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う

（
７
）

。
そ

の
内
容
は
専
修
念
仏
の
不
当
性
を
改
め
て
訴
え
る
と
と
も
に
罪
科
に
処
す
べ
き
（
親

鸞
を
含
む
）
人
物
の
名
を
後
鳥
羽
院
に
奏
達
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
「
承
元
の
法
難
」
の
根
本
的
原
因
と
し
て
『
興
福
寺
奏
状
』
を
捉
え
、
そ
の
内
容

を
様
々
な
方
法
で
解
説
し
て
き
た
従
来
の
研
究
は
方
向
性
と
し
て
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
点
も
含
め
、
当
章
で
は
『
興
福
寺
奏
状
』
（
こ
れ
以
降
は
必
要
に
応
じ
て
『
奏

状
』
と
略
称
す
る
）
に
関
す
る
研
究
の
展
開
を
概
観
し
て
、
当
論
の
課
題
に
繋
げ
て

い
き
た
い
と
思
う
。
『
奏
状
』
の
研
究
は
、
法
然
や
親
鸞
な
ど
の
専
修
念
仏
思
想
や

教
団
へ
の
弾
圧
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
論
究
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
も
含
め
て
研

究
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
系
列
的
に
整
理
し
て
み
た
い
。

　

①
『
興
福
寺
奏
状
』
の
内
容
や
起
草
者
と
さ
れ
る
解
脱
房
貞
慶
の
教
学
を
解
説

し
、
法
然
の
思
想
と
比
較
し
た
も
の
。

　

②
『
興
福
寺
奏
状
』
の
成
立
や
異
本
、
作
者
な
ど
、
文
献
学
的
に
考
証
し
た
も

の
。

　

③
『
興
福
寺
奏
状
』
の
内
容
を
解
説
し
、
法
然
の
念
仏
思
想
の
弁
証
と
し
て
親
鸞

の
思
想
を
紹
介
し
た
も
の
。

　

④
『
興
福
寺
奏
状
』
と
専
修
念
仏
教
団
弾
圧
の
関
係
性
を
考
察
し
た
も
の
。

　

⑤
そ
の
他
の
関
連
的
研
究

（
８
）

。

　

こ
の
中
、
③

－

④
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
さ
て
、

①
の
『
奏
状
』
の
内
容
に
つ
い
て
逐
条
的
に
本
格
的
な
検
証
を
し
た
の
が
石
田
充
之

で
あ
る

（
９
）

。
石
田
は
、
『
奏
状
』
の
所
論
は
簡
潔
で
あ
り
な
が
ら
的
確
に
法
然
の

念
仏
思
想
の
基
礎
的
な
立
場
を
批
判
し
て
い
る
と
論
評
し
て
そ
の
内
容
を
概
括
的
に

分
析
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
に
続
い
て
成
田
貞
観
も
同
様
に
『
奏
状
』
の
反
論
の

テ
ー
マ
を
絞
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
法
然
教
学
の
立
場
や
、
貞
慶
の
思
想
的
立
場

を
鑑
み
つ
つ
法
然
の
専
修
念
仏
義
成
立
へ
の
反
論
が
い
か
な
る
性
格
を
有
す
る
の

か
等
、
数
篇
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る

（
10
）

。
『
奏
状
』
に
よ
る
法
然
へ
の
反
論
は

九
ヵ
条
に
わ
た
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
上
記
の
論
考
を
踏
ま
え
次
章
で
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
総
論
的
に
は
、
そ
の
反
論
の
主
旨
に
つ
い
て
石
田

が
、

性
唯
識
一
心
観
成
就
す
る
法
相
的
な
中
道
体
達
の
立
場
に
基
礎
を
置
い
て
、

余
善
余
仏
兼
修
の
諸
行
往
生
浄
土
教
義
を
主
張
し
、
観
勝
称
劣
念
仏
論
を
力

説
し
、
よ
っ
て
も
っ
て
法
然
主
唱
の
浄
土
一
宗
称
名
念
仏
一
行
専
修
を
反
破

し
た
わ
け
で
あ
る

（
11
）

。

と
言
う
よ
う
に
、
起
草
者
貞
慶
は
法
相
宗
的
実
践
の
立
場
、
す
な
わ
ち
自
力
向
上
門
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的
立
場
か
ら
、
法
然
の
他
力
向
下
門
的
な
専
修
念
仏
思
想
を
批
判
し
た
も
の
と
言
え

る
。
か
か
る
両
者
の
教
学
的
立
場
の
相
違
を
鮮
明
化
し
た
の
が
石
田
や
成
田
の
研
究

の
特
色
と
言
え
る
。
近
年
、
さ
ら
に
貞
慶
の
法
然
教
学
批
判
の
背
景
に
確
固
と
し
た

教
学
（
法
相
論
議
）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
特
に
「
一
仏
繋
属
」
の
論
議
に
着
目

し
た
の
が
楠
淳
證
で
あ
る

（
12
）

。
「
一
仏
繋
属
」
と
は
最
初
発
心
の
時
か
ら
仏
に
成

る
ま
で
の
間
に
一
仏
の
み
に
繋
属
し
続
け
る
菩
薩
が
い
る
の
か
否
か
を
問
う
論
議
の

こ
と
で
、
貞
慶
以
前
の
法
相
宗
の
伝
統
で
は
「
多
仏
繋
属
」
「
一
仏
繋
属
」
は
と
も

に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
貞
慶
は
こ
の
「
一
仏
繋
属
」
に
否
定
的
立
場

を
取
っ
て
い
る
と
い
う
。
貞
慶
は
法
然
の
主
張
す
る
「
弥
陀
一
仏
帰
依
（
一
仏
繋

属
）
」
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
対
す
る
誤
っ
た
解
釈
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
て

い
た
。
楠
は
貞
慶
が
九
ヵ
条
の
論
難
を
構
築
し
た
根
幹
に
は
か
か
る
法
然
の
「
一
仏

繋
属
」
が
あ
り
、
こ
こ
に
貞
慶
の
法
然
浄
土
教
批
判
の
核
心
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る

の
で
あ
る
。
楠
は
さ
ら
に
貞
慶
が
法
然
の
「
弥
陀
一
仏
帰
依
」
を
「
諸
悪
の
根
源
的

な
問
題

（
13
）

」
と
捉
え
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
論
の
課
題
に
つ
い
て

も
重
要
な
指
摘
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
②
に
つ
い
て
、
『
奏
状
』
の
撰
述
者
の
検
証
を
中
心
に
窺
っ
て
い
き
た
い
と

思
う
。
一
九
七
一
年
に
発
行
さ
れ
た
『
鎌
倉
舊
仏
教
』
（
日
本
思
想
体
系
15
　

岩
波

書
店
）
の
『
奏
状
』
の
解
説
に
、
「
こ
の
奏
状
が
貞
慶
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
疑
わ
れ
て
い
な
い
」
（
五
〇
九
頁
）
と
あ
り
、
長
年
そ
れ
は
通
説

と
し
て
自
明
の
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
下
間
一
頼
で
あ

る
。
下
間
は
、
仮
説
と
断
り
な
が
ら
『
奏
状
』
が
貞
慶
の
作
で
は
な
い
と
す
る
根
拠

を
以
下
の
諸
点
に
見
て
い
る

（
14
）

。

　

・
大
内
文
書
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）
や
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
本
、
龍
谷

大
学
所
蔵
本
、
そ
の
他
の
現
存
す
る
『
奏
状
』
は
い
ず
れ
も
古
く
て
も
十
六

世
紀
以
降
の
写
本
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
は
総
じ
て
貞
慶
の
署
名
形
跡
（
奥

書
筆
写
）
が
な
い
こ
と
。

　

・
『
奏
状
』
に
つ
い
て
言
及
す
る
親
鸞
や
日
蓮
な
ど
当
時
の
人
々
は
貞
慶
を
作
者

と
し
て
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。

　

・
貞
慶
の
他
の
著
述
や
、
鎌
倉
後
期
に
学
僧
と
し
て
活
躍
し
た
東
大
寺
の
凝
然
が

著
し
た
諸
伝
通
類
、
東
福
寺
の
虎
関
師
錬
の
『
元
亨
釈
書
』
な
ど
に
紹
介
さ

れ
る
貞
慶
伝
に
は
、
専
修
念
仏
批
判
が
見
ら
れ
ず
、
『
奏
状
』
の
執
筆
に
つ

い
て
も
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　

下
間
は
、
貞
慶
と
『
奏
状
』
は
無
関
係
で
『
奏
状
』
の
作
者
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
の
は
極
論
と
し
て
差
し
置
い
た
と
し
て
も
、
当
時
の
史
料
に
は
貞
慶
が
『
奏
状
』

を
執
筆
し
て
専
修
念
仏
を
批
判
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
な
か
っ
た
と
考
え

て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
論
評
す
る
の
で
あ
る

（
15
）

。

　

『
奏
状
』
が
貞
慶
作
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に
は
異
論
も
出
て
い
る
が

（
16
）

、
下

間
が
同
論
文
で
論
説
し
て
い
る
次
の
諸
点
は
、
や
は
り
当
論
の
課
題
に
対
す
る
重
要

な
指
摘
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
貞
慶
は
講
式
や
願
文
な
ど

の
制
作
に
多
数
関
わ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
人
々
の
求
め
に

応
じ
て
制
作
さ
れ
る
注
文
生
産
で
あ
り
、
奏
状
と
い
う
文
書
も
基
本
的
に
依
頼
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
『
奏
状
』
は
興
福
寺
の
三
綱
や
衆
徒
の
見
解
を
集
約
し
た
上
で
、

経
典
や
典
籍
の
文
言
を
巧
み
に
織
り
交
ぜ
な
が
ら
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
『
奏

状
』
は
南
都
教
団
の
一
般
的
見
解
を
貞
慶
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
極
め
て
匿
名
性

の
あ
る
、
尚
且
つ
政
治
性
の
強
い
文
書
で
あ
っ
た
と
論
定
す
る
。
後
述
す
る
よ
う

に
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
「
興
福
寺
に
よ
る
奏
状
」
の
作
者
は
問
題
で
は
な
く
、
当
時

の
顕
密
仏
教
側
の
主
流
的
見
解
と
し
て
『
奏
状
』
の
内
容
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が

重
要
と
な
る
。

二
、
『
興
福
寺
奏
状
』
の
主
張
内
容
の
本
質

　

『
興
福
寺
奏
状
』
は
初
め
、
「
法
然
聖
人
流
罪
事
　

貞
慶
解
脱
上
人
御
草
　

同
形

状
詞
少
少
」
と
い
う
前
文
か
ら
始
ま
り
、
続
い
て
法
然
の
念
仏
思
想
に
九
つ
の
過
失
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が
あ
る
と
し
て
、
「
第
一
、
新
宗
を
立
つ
る
失
」
「
第
二
、
新
像
を
図
す
る
失
」

「
第
三
、
釈
尊
を
軽
ん
ず
る
失
」
「
第
四
、
万
善
を
妨
ぐ
る
失
」
「
第
五
、
霊
神
に

背
く
失
」
「
第
六
、
浄
土
に
暗
き
失
」
「
第
七
、
念
仏
を
誤
る
失
」
「
第
八
、
釈
衆

を
損
ず
る
失
」
「
第
九
、
国
土
を
乱
る
失
」
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
各
過
失
に
つ
い
て

の
所
論
が
あ
り
、
最
後
に
「
副
進
奏
状
」
と
呼
ば
れ
る
後
書
き
が
一
通
添
え
ら
れ
て

い
る
。
文
章
量
は
多
く
な
い
が
、
全
体
を
眺
め
る
と
、
第
四
・
第
五
を
除
い
て
「
専

修
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
し
二
十
も
出
て
き
て
執
拗
に
「
専
修
」
に
拘
り
、
各
論
に

お
い
て
専
修
念
仏
思
想
や
専
修
念
仏
者
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す

る
が
『
奏
状
』
提
出
の
後
、
興
福
寺
は
「
専
修
」
の
語
の
禁
止
を
求
め
て
い
る
。
そ

の
大
要
は
社
会
的
観
点
、
教
義
学
観
点
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
二
つ

の
観
点
は
有
機
的
な
関
連
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
梯
實
圓
は
、

貞
慶
は
『
選
択
集
』
は
読
ん
で
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
『
三
部
経
釈
』
は
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
法
然
の

主
張
の
根
幹
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
た
と
思
う

（
17
）

。

と
述
べ
て
い
る
が
、
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
（
『
選
択
集
』
）
を
見
て
い
な
い
中

で
、
専
修
念
仏
義
の
根
幹
に
あ
る
「
選
択
本
願
念
仏
思
想
」
を
知
ら
ず
し
て
、
法
然

の
浄
土
教
義
を
本
質
に
迫
っ
た
批
判
が
為
し
得
て
い
る
か
疑
問
も
残
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
点
は
法
然
没
後
に
『
選
択
集
』
を
講
読
し
た
上
で
法
然
の
専
修
念
仏
義
を

批
判
し
た
明
恵
房
高
弁
の
姿
勢
と
は
異
な
る
。
し
か
し
今
は
先
述
し
た
石
田
も
言
う

よ
う
に
、
貞
慶
が
簡
潔
な
中
に
的
確
に
法
然
思
想
の
基
礎
的
な
立
場
を
批
判
し
得
て

い
る
こ
と
は
看
取
で
き
る
の
で
、
そ
の
所
論
を
窺
っ
て
い
く
。
ま
ず
批
判
の
根
幹
と

考
え
ら
れ
る
教
義
の
面
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

『
奏
状
』

（
18
）

に
お
い
て
専
修
念
仏
の
教
義
に
言
及
す
る
の
は
、
第
三
・
第
四
・

第
六
・
第
七
で
あ
る
。
ま
ず
「
第
三
、
釈
尊
を
軽
ん
ず
る
失
」
に
お
い
て
は
、
専
修

念
仏
者
は
阿
弥
陀
一
仏
の
み
を
礼
称
し
、
本
師
で
あ
る
釈
尊
を
無
視
し
て
礼
称
し

な
い
こ
と
は
仏
教
徒
と
し
て
憐
れ
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
「
第

四
、
万
善
を
妨
ぐ
る
失
」
で
は
、
専
修
念
仏
者
は
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
専
修
す
る

一
行
の
み
に
偏
執
し
て
、
そ
れ
以
外
の
実
践
法
を
排
除
し
、
軽
蔑
す
る
の
は
か
え
っ

て
救
い
よ
う
の
な
い
謗
法
罪
に
あ
た
る
と
論
難
す
る
。
ま
た
こ
れ
と
関
連
深
い
「
第

六
、
浄
土
に
暗
き
失
」
に
お
い
て
は
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
三
福
の
文
や
曇
鸞
・
道

綽
・
善
導
の
論
釈
文
や
伝
記
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
の
経
典
や
諸
師
も
諸
行
往
生
を
認

め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
を
認
め
ず
排
除
す
る
法
然
の
専
修
念
仏
義
は
浄
土
教

義
を
暗
く
す
る
も
の
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
、
む
し
ろ
専
修
一
行
に
執
着
し
た
者
が

浄
土
往
生
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
て
、
諸
行
往
生
義
こ
そ
浄

土
教
義
の
正
統
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
「
第
七
、
念
仏
を
誤
る
失
」
で
は
、

念
仏
と
言
っ
て
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
多
義
あ
っ
て
、
そ
の
中
、
口
称
念
仏
は

劣
で
あ
り
、
観
想
念
仏
が
勝
で
あ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
観
勝
称
劣
論
」
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
専
修
念
仏
者
は
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
称
名
念
仏
が
最
上

の
も
の
と
す
る
が
そ
れ
は
過
失
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
専
修
念
仏
者
が
主
張

の
根
拠
と
す
る
『
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
の
「
乃
至
十
念
」
は
、
本
来
観
念
を
本

と
な
す
目
的
を
持
ち
、
多
念
を
目
的
と
し
な
が
ら
も
、
「
そ
の
最
下
」
を
示
し
て
、

大
悲
仏
力
の
救
い
の
至
深
さ
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
『
奏
状
』
で
は
、
法
然
の
専
修
思
想
の
本
質
を
、
念
仏
の
多
少
、
専
雑
の
問

題
で
は
な
く
、
帰
依
阿
弥
陀
一
仏
＝
諸
行
往
生
否
定
と
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
法
然
の
浄
土
教
義
と
『
奏
状
』
の
浄
土
教
義
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な

い
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
相
違
が
あ
る
。
先
に
石
田
が
法
相
宗
的
な
自
力
向
上
門

的
立
場
か
ら
法
然
の
他
力
向
下
門
的
な
専
修
念
仏
思
想
を
批
判
し
た
の
が
『
奏
状
』

で
あ
る
と
い
う
の
も
首
肯
さ
れ
る
。
こ
れ
は
仏
道
観
の
相
違
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば

機
根
観
、
人
間
観
の
相
違
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
し
『
奏
状
』
の
作
成
に
関

わ
っ
た
者
が
『
選
択
集
』
を
読
ん
で
い
て
も
趣
旨
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
『
選
択
集
』
で
は
さ
ら
に
鮮
明
に
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
よ
る
選
取
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専修念仏思想と『興福寺奏状』～親鸞の立場から～7

（
称
名
一
行
）
選
捨
（
諸
行
）
の
思
想
が
明
か
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
理
解
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
『
奏
状
』
は
諸
行
の
一
つ
と
し
て

念
仏
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
諸
行
を
廃
し
て
「
最
下
」
の
た
め
の
称

名
を
唯
一
と
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
専
修
」
を
過
失
と
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（
19
）

。
こ
う
し
た
『
奏
状
』
の
教
義
に
関
す
る
所
論
を
承
け
て
、
「
第
九
、
国
土

を
乱
る
失
」
に
は
、

し
か
る
に
諸
宗
は
皆
念
仏
を
信
じ
て
異
心
な
し
と
雖
も
、
専
修
は
深
く
諸
宗
を

嫌
ひ
、
同
座
に
及
ば
ず
、
水
火
並
び
難
く
、
進
退
惟
れ
谷
ま
る
。
も
し
専
修
の

志
の
ご
と
く
は
、
天
下
海
内
の
仏
事
法
事
、
早
く
停
止
せ
ら
る
べ
き
か

（
20
）

。

と
あ
る
。
一
楽
真
は
、

こ
の
よ
う
に
「
た
だ
念
仏
」
に
お
い
て
仏
道
の
成
立
を
見
て
い
こ
う
と
す
る

法
然
の
主
張
は
、
念
仏
を
諸
行
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
立
場
に
と
っ
て

は
、
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
「
天
魔
の
所
為
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題

が
具
体
的
に
第
一
、
第
二
、
第
三
、
第
四
、
第
五
、
第
八
、
第
九
の
過
失
と

な
っ
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う

（
21
）

。

と
述
べ
て
、
『
奏
状
』
の
主
張
は
、
伝
統
的
諸
宗
の
存
立
基
盤
そ
の
も
の
が
揺
り
動

か
さ
れ
る
危
機
感
か
ら
為
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
「
天
魔
の
所
為
」
を
具
体
的
に
見

る
と
、
勅
許
も
な
く
一
宗
を
立
て
る
こ
と
（
第
一
）
、
摂
取
不
捨
曼
荼
羅
を
作
成
し

て
専
修
念
仏
者
に
の
み
弥
陀
の
光
明
が
照
ら
し
て
い
る
こ
と
（
第
二
）
、
釈
尊
を
無

視
す
る
こ
と
（
第
四
）
、
神
々
を
帰
依
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
こ
と
（
第
五
）
、
専

修
念
仏
者
が
破
戒
を
宗
と
し
造
悪
を
憚
る
こ
と
な
か
れ
と
教
え
て
い
る
こ
と
（
第

八
）
、
仏
法
と
王
法
は
一
体
的
で
あ
る
の
に
専
修
念
仏
者
が
諸
宗
を
排
除
し
国
土

（
顕
密
体
制
）
を
乱
し
て
い
る
こ
と
（
第
九
）
等
と
あ
る
。
こ
れ
は
専
修
念
仏
者
の

社
会
的
逸
脱
行
為
の
基
準
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
成
立
過
程
や
作
者
が
誰
で
あ
る
か
は
大
き
な

問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
親
鸞
の
認
識
で
は
「
興
福
寺
の
学
徒
」
に
よ
っ
て
主
張
さ

れ
た
の
が
『
奏
状
』
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
十
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
屋
上
屋

を
架
す
が
、
貞
慶
は
「
一
仏
繋
属
」
の
否
定
論
者
で
あ
り
、
そ
の
主
張
は
「
専
修
」

の
否
定
と
軌
を
一
に
す
る
。
貞
慶
は
そ
の
浄
土
教
義
に
お
い
て
は
諸
行
往
生
を
認

め
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
（
第
十
八
願
）
を
観
勝
称
劣
で
解
釈
し
て
い
る
。
『
奏
状
』

の
趣
旨
は
や
は
り
法
然
の
「
専
修
念
仏
思
想
」
批
判
に
重
点
が
あ
っ
た
と
言
い
得

る
。
貞
慶
が
「
一
仏
繋
属
」
す
な
わ
ち
「
帰
依
弥
陀
一
仏
」
を
「
諸
悪
の
根
源
」
と

ま
で
言
う
の
は
そ
の
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
承

元
の
法
難
」
に
限
定
し
て
み
る
と
、
そ
の
端
緒
を
披
い
た
顕
密
仏
教
を
代
表
す
る
存

在
で
あ
る
興
福
寺
が
最
も
問
題
と
し
て
い
た
の
は
、
専
修
念
仏
者
の
行
動
と
言
う
よ

り
も
「
専
修
念
仏
思
想
」
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
親
鸞
と
「
興
福
寺
に
よ
る
奏
状
」
の
関
連

　

親
鸞
と
『
奏
状
』
の
思
想
的
対
応
や
「
承
元
の
法
難
」
に
纏
わ
る
事
蹟
を
と
り
挙

げ
た
研
究
が
上
記
の
③

－

④
で
あ
る
。
③
に
関
し
て
、
『
奏
状
』
の
九
ヵ
条
に
わ
た

る
各
論
と
そ
れ
に
対
す
る
親
鸞
の
浄
土
仏
教
思
想
を
論
述
し
た
数
少
な
い
研
究
が
先

に
も
挙
げ
た
梯
實
圓
の
論
稿
で
あ
る
（
脚
註
（
17
）
）
。
こ
こ
で
梯
は
、
『
奏
状
』

の
一
条
ご
と
の
所
論
を
分
析
し
つ
つ
、
そ
の
批
難
に
対
応
す
る
法
然
の
思
想
や
そ
の

弁
証
と
し
て
親
鸞
の
浄
土
教
義
を
紹
介
し
て
い
る
。
親
鸞
が
『
奏
状
』
の
原
本
を
直

接
見
た
か
ど
う
か
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
承
元
元
年
（
建
永
二

年
　

一
二
〇
七
年
）
の
「
興
福
寺
に
よ
る
奏
状
」
が
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
年
）

に
提
出
さ
れ
た
『
奏
状
』
か
ら
二
年
経
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
都
に

い
た
親
鸞
が
そ
の
間
に
論
難
の
内
容
を
知
り
う
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

『
奏
状
』
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
「
承
元
の
法
難
」
に
至
る
ま
で
の
朝
廷
や
仏
教
界
の

動
向
や
経
緯
、
そ
し
て
親
鸞
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
歴
史
学
の
方
法
で
考
察
さ
れ
た

の
が
先
の
平
や
中
井
に
代
表
さ
れ
る
④
の
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
当
初
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河智　義邦 8

朝
廷
は
専
修
念
仏
教
団
に
対
す
る
弾
圧
を
認
め
な
か
っ
た
。
興
福
寺
は
こ
れ
に
反
発

し
て
、
宣
旨
の
改
定
や
法
然
・
安
楽
・
住
蓮
・
幸
西
・
行
空
ら
の
処
罰
、
「
念
仏

宗
」
「
専
修
」
の
語
の
禁
止
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
で
も
朝
廷
は
慎
重
な
姿
勢
を
崩

さ
な
か
っ
た
が
、
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
年
）
に
真
宗
の
伝
統
で
言
う
と
こ
ろ
の

「
松
虫
鈴
虫
事
件
」
、
す
な
わ
ち
法
然
の
弟
子
と
院
の
女
房
と
の
間
に
起
こ
っ
た
と

さ
れ
る
「
密
通
事
件
」
が
発
覚
し
た
こ
と
に
よ
り
、
専
修
念
仏
禁
止
が
定
ま
っ
た
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
翌
年
二
月
下
旬
に
は
安
楽
・
住
蓮
・
性
願
・
善
綽
の
死
刑
、
法

然
・
親
鸞
・
浄
聞
房
・
善
光
房
澄
西
・
好
学
房
の
遠
流
が
決
定
さ
れ
る
と
共
に
「
厳

制
五
箇
条
裁
許
官
符

（
22
）

」
と
呼
ば
れ
る
官
符
が
発
布
さ
れ
て
専
修
念
仏
停
止
が
宣

言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
初
親
鸞
は
処
罰
の
対
象
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
承
元

元
年
の
「
興
福
寺
に
よ
る
奏
状
」
に
よ
っ
て
処
罰
者
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
平
は
、
親
鸞
は
法
然
門
下
で
頭
角
を
現
す
の
が
比
較
的
遅
か
っ
た
の

で
、
興
福
寺
側
が
親
鸞
を
問
題
視
す
る
の
が
遅
れ
、
最
終
段
階
に
入
っ
て
、
突
如
、

そ
の
名
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る

（
23
）

。

　

と
こ
ろ
で
『
奏
状
』
が
問
題
視
し
て
い
た
の
は
専
修
念
仏
者
の
「
専
修
」
に
あ
っ

た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
弥
陀
一
仏
の
み
に
帰
依
し
、
本
願
所
誓
の
称
名
念

仏
が
最
上
の
往
生
業
で
あ
り
、
諸
行
に
よ
る
往
生
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
が
教
義
的
批
判
の
根
幹
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
的
に
問
題
と
し
て
い
た
最
大
の
要

因
は
、
既
に
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
「
第
九
、
国
土
を
乱
る
失
」
に
あ
る
と
言
え
よ

う
。
仏
法
と
王
法
と
は
安
否
盛
衰
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
、
仏
教
は
鎮
護
国
家
の
呪

術
を
も
っ
て
国
家
に
奉
仕
し
、
国
家
は
そ
れ
ゆ
え
に
仏
教
を
庇
護
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
法
然
の
開
い
た
専
修
念
仏
の
仏
法
は
、
大
悲
本
願
の
念
仏
に
よ
っ
て
、
生

死
の
苦
に
あ
え
ぐ
民
衆
一
人
一
人
が
そ
の
苦
悩
よ
り
解
脱
し
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
す

聞
法
者
の
集
い
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
鎮
護
国
家
の
修
法
は
問
題
に
な
ら
ず
、
顕
密

仏
教
の
根
幹
を
な
す
護
国
性
を
欠
く
も
の
と
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る

（
24
）

。
こ
こ
に

専
修
念
仏
集
団
の
発
展
は
護
国
仏
教
の
衰
亡
と
、
国
土
の
荒
廃
を
も
た
ら
す
も
の
と

み
な
さ
れ
弾
圧
を
う
け
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
国
家

の
根
幹
を
揺
る
が
す
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
す
原
因
こ
そ
「
専
修
」
の
思
想
で
あ
る

こ
と
を
『
奏
状
』
の
作
者
及
び
興
福
寺
（
顕
密
仏
教
側
）
は
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
承
元
の
法
難
」
自
体
は
最
終
的
に
は
偶
発
的
な
「
密
通
事
件
」
に

よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
と
言
い
得
る
が
、
そ
の
淵
源
は
興
福
寺
を
代
表
と
す
る
八
宗
の

訴
え
、
す
な
わ
ち
専
修
念
仏
停
止
の
訴
訟
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得

な
い
こ
と
で
あ
る
。
八
宗
の
仏
教
界
は
、
専
修
＝
諸
行
往
生
否
定
＝
従
来
的
仏
法
・

王
法
の
蜜
月
関
係
の
否
定
、
と
い
う
構
図
を
感
知
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

の
『
奏
状
』
の
関
係
者
に
は
、
親
鸞
が
急
進
的
な
諸
行
往
生
否
定
論
者
と
見
な
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
結
論
的
に
は
そ
う
言
え
る
が
、
後
に
親
鸞
は
「
顕
彰

隠
密
の
義
」
や
「
権
化
方
便
の
往
生
」
と
し
て
実
践
的
な
配
慮
か
ら
諸
行
往
生
義
を

重
層
的
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
教
義
を
承
元
元
年
の
「
奏
達
」
時
に
持

ち
合
わ
せ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
親
鸞
は
『
奏
状
』
提

出
の
二
年
前
に
法
然
か
ら
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
、
そ
の
第
四
「
三
輩
章
」

に
「
い
ま
も
し
善
導
に
よ
ら
ば
、
初
め
（
廃
立
）
を
も
っ
て
正
と
な
す
の
み

（
25
）

」

と
明
か
さ
れ
た
諸
行
往
生
廃
捨
の
立
場
が
自
身
の
本
意
と
す
る
師
説
に
忠
実
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
処
罰
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
は
十
分
に
首
肯
で
き

る
。
周
知
の
通
り
、
法
然
門
下
で
も
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
た
も
の
は
数
名

で
あ
る
。
も
し
、
「
専
修
念
仏
思
想
」
が
弾
圧
の
対
象
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ

の
対
象
は
社
会
的
逸
脱
行
為
を
す
る
「
専
修
念
仏
者
（
輩
）
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
残
さ
れ
た
史
料
に
基
づ
く
限
り
、
少
な
く
と
も
親
鸞
が
行
っ
た
と
す
る
社
会
的

逸
脱
行
為
は
、
諸
行
往
生
の
否
定
、
す
な
わ
ち
「
専
修
念
仏
思
想
を
伝
道
」
し
て
い

た
こ
と
に
し
か
見
い
だ
し
得
な
い
。
無
論
そ
の
時
期
の
親
鸞
の
行
状
が
わ
か
る
新
資

料
が
見
つ
か
れ
ば
話
は
変
わ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
今
は
、
や
は
り
そ
の
思
想

性
が
問
題
視
さ
れ
た
と
し
か
言
い
得
な
い
の
で
あ
る

（
26
）

。
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専修念仏思想と『興福寺奏状』～親鸞の立場から～9

お
わ
り
に

　

「
承
元
の
法
難
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で

の
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
に
よ
っ
て
様
々
な
こ
と
が
明
確
に
も
な
っ
て
き
て
い
る
。
当

論
で
は
こ
れ
を
当
事
者
親
鸞
の
立
場
と
の
関
連
に
絞
っ
て
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に

冒
頭
の
『
教
行
証
文
類
』
後
序
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
考
え
て
み
た
い
。
先
述
の
よ

う
に
「
承
元
の
法
難
」
は
最
終
的
に
は
、
「
密
通
事
件
」
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
弾

圧
の
一
種
と
い
え
る
が
、
後
序
の
中
で
親
鸞
は
自
分
は
そ
の
よ
う
な
無
関
係
な
事
件

に
巻
き
込
ま
れ
て
迷
惑
を
被
っ
た
と
憤
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
晩
年

（
建
長
年
間
）
に
関
東
に
い
る
門
弟
に
送
っ
た
消
息
の
中
に
、

六
月
一
日
の
御
文
、
く
は
し
く
み
候
ひ
ぬ
。
さ
て
は
、
鎌
倉
に
て
の
御
訴
へ

の
や
う
は
、
お
ろ
お
ろ
う
け
た
ま
は
り
て
候
ふ
。
こ
の
御
文
に
た
が
は
ず
う

け
た
ま
は
り
て
候
ひ
し
に
、
別
の
こ
と
は
よ
も
候
は
じ
と
お
も
ひ
候
ひ
し

に
、
御
く
だ
り
う
れ
し
く
候
ふ
。
お
ほ
か
た
は
こ
の
訴
へ
の
や
う
は
、
御
身

ひ
と
り
の
こ
と
に
は
あ
ら
ず
候
ふ
。
す
べ
て
浄
土
の
念
仏
者
の
こ
と
な
り
。

こ
の
や
う
は
、
故
聖
人
（
源
空
）
の
御
と
き
、
こ
の
身
ど
も
の
や
う
や
う
に

申
さ
れ
候
ひ
し
こ
と
な
り
。
こ
と
も
あ
た
ら
し
き
訴
へ
に
て
も
候
は
ず
。

（
棒
線
筆
写
挿
入
）

（
27
）

と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
関
東
の
門
弟
た
ち
が
、
在
地
権
力
者
か
ら
弾
圧
さ
れ
、

鎌
倉
で
の
念
仏
停
止
の
訴
訟
に
対
応
し
た
有
力
な
弟
子
性
信
に
安
堵
と
ね
ぎ
ら
い
の

言
葉
を
述
べ
た
手
紙
で
あ
る
。
こ
の
中
で
親
鸞
は
念
仏
者
に
対
す
る
弾
圧
は
今
に
始

ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
師
の
法
然
が
在
世
の
頃
に
自
分
も
共
に
そ
う
し
た
訴
え
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
か
つ
て
朝
廷
は
仏
法
と
世
法
の
区
別
も

明
確
に
し
な
い
ま
ま
に
、
世
俗
の
政
治
的
権
力
を
背
景
に
念
仏
弾
圧
を
断
行
し
た
。

そ
れ
は
「
承
元
の
法
難
」
と
同
じ
構
造
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ

は
単
に
世
俗
の
権
力
者
の
宗
教
弾
圧
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
。
後

序
の
文
は
、

ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真

宗
は
証
道
い
ま
盛
ん
な
り
。
し
か
る
に
諸
寺
の
釈
門
、
教
に
昏
く
し
て
真
仮

の
門
戸
を
知
ら
ず
、
洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
ひ
て
邪
正
の
道
路
を
弁
ふ
る
こ

と
な
し
。
こ
こ
を
も
つ
て
興
福
寺
の
学
徒
、
・
・
・

（
28
）

と
い
う
文
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
親
鸞
は
「
ひ
そ
か
に
（
竊
に
）
お
も
ん

み
れ
ば
」
と
「
心
深
く
静
か
に
振
り
返
り
な
が
ら
思
う
に
」
と
書
き
出
し
て
、
聖
道

門
仏
教
・
顕
密
仏
教
に
対
し
て
、
末
法
の
世
に
す
で
に
聖
道
門
に
属
す
る
教
法
は

人
々
を
さ
と
り
に
導
く
力
を
失
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
所
属
す
る
寺
院
と
僧
侶
は
、
す

で
に
仏
教
の
本
義
に
背
き
権
力
と
迎
合
し
て
外
道
と
も
重
層
し
て
外
道
に
転
落
し
て

い
る
と
厳
し
く
批
判
す
る
。
そ
し
て
「
こ
こ
を
も
つ
て
興
福
寺
の
学
徒
」
と
続
い
て

い
く
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
か
か
る
世
俗
の
権
力
者
（
王
法
）
の
背
景
に
仏
教
な
ら
ざ

る
仏
教
（
者
）
の
姿
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
承
元
の
法
難
」
に
限

定
し
て
、
親
鸞
の
受
け
止
め
方
を
窺
っ
て
み
た
が
、
少
な
く
と
も
当
事
者
の
親
鸞
に

は
、
仏
教
の
正
道
を
見
失
っ
た
顕
密
仏
教
側
の
専
修
念
仏
思
想
批
判
・
弾
圧
と
映
っ

て
い
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
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河智　義邦 10

（
１
）
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
　

宗
祖
篇
上
　

二
五
三
頁

（
２
）
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
　

宗
祖
篇
上
　

一
〇
七
六
頁
　

「
後
鳥
羽
院
の
御
宇
、
法

然
聖
人
、
他
力
本
願
念
仏
宗
を
興
行
す
。
と
き
に
、
興
福
寺
の
僧
侶
、
敵
奏
の
う
へ
、
御

弟
子
の
う
ち
、
狼
籍
子
細
あ
る
よ
し
、
無
実
の
風
聞
に
よ
り
て
罪
科
に
処
せ
ら
る
る
人
数

の
こ
と
」

（
３
）
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
Ⅷ
「
建
永
の
法
難
に
つ
い
て
」
（
一
九
九
二
年
　

塙
書
房
）
、
「
親
鸞
の
配
流
と
奏
状
」
（
『
親
鸞
門
流
の
世
界
』―

絵
画
と
文
献
か
ら
の
再

検
討―

（
二
〇
〇
八
年
　

法
蔵
館
）
、
「
『
教
行
信
証
』
後
序
と
奏
状
」
（
『
教
行
信
証
の

思
想
』
二
〇
一
一
年
　

筑
摩
書
房
）
、
『
鎌
倉
仏
教
と
専
修
念
仏
』
（
二
〇
一
七
年
　

法
蔵

館
）
。
当
論
稿
は
基
本
的
に
は
平
氏
の
所
論
に
導
か
れ
な
が
ら
こ
れ
に
真
宗
教
義
学
的
視
点

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

（
４
）
中
井
真
孝
「
専
修
念
仏
者
禁
制
に
つ
い
て
」
（
仏
教
大
学
『
歴
史
学
部
論
集
』
第
五
号
　

二
〇
一
五
年
）
。
こ
こ
で
中
井
は
こ
れ
ま
で
専
修
念
仏
停
止
を
命
令
し
た
と
見
て
き
た
元
久

二
年
か
ら
貞
応
三
年
ま
で
の
院
宣
や
宣
旨
の
内
容
を
詳
細
に
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上

で
一
度
も
専
修
念
仏
は
停
止
さ
れ
な
か
っ
た
と
論
証
さ
れ
て
い
る
。
当
論
稿
に
お
い
て
は
本

文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
承
元
の
法
難
」
に
限
定
し
て
こ
れ
を
当
事
者
親
鸞
の
立
場
か
ら

検
討
し
て
い
る
。

（
５
）
中
井
真
孝
（
二
〇
一
五
）
一
七
頁

（
６
）
平
雅
行
（
二
〇
〇
八
）
三
〇
一
～
三
〇
二
頁

（
７
）
ま
た
仮
に
『
奏
状
』
の
作
者
が
貞
慶
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
『
三
長
記
』
に
は
、

貞
慶
が
専
修
念
仏
弾
圧
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
赤
松
俊
秀
『
親
鸞
』

（
一
九
八
五
年
　

新
装
版
　

吉
川
弘
文
館
）
一
一
一
頁

（
８
）
⑤
に
つ
い
て
は
当
論
稿
で
は
考
察
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
が
近
年
に
発
表
さ
れ
、
示

唆
に
富
む
研
究
と
し
て
以
下
の
も
の
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

・
藤
原
智
「
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
意
図
を
め
ぐ
る
研
究
の
展
開―

元
仁
元
年
の
意
義
を
中

心
に―

」
（
二
〇
一
八
年
　

『
近
現
代
『
教
行
信
証
』
研
究
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
紀

要
』
第
一
巻
）
。
こ
こ
で
は
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
背
景
と
『
興
福
寺
奏
状
』
の
関
連
に

つ
い
て
近
世
か
ら
の
諸
学
説
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

・
菱
木
政
晴
「
『
選
択
集
』
と
『
興
福
寺
奏
状
』
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
二
〇
一
四
年
　

『
宗

教
研
究
』
八
七
巻
別
冊
）
。
研
究
発
表
要
旨
の
み
で
あ
る
が
、
「
承
元
の
法
難
」
に
関
す

る
近
年
の
研
究
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
『
興
福
寺
奏
状
』
対
『
選
択
集
』
・
『
教
行
信

証
』
と
い
う
図
式
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
）
石
田
充
之
『
鎌
倉
浄
土
教
成
立
の
基
礎
研
究
』
第
一
章
「
貞
慶
の
興
福
寺
奏
状
に
示
す

反
論
の
意
義
」
（
一
九
六
六
年
　

百
華
苑
）

（
10
）
成
田
貞
寛
「
法
然
上
人
と
貞
慶
上
人
」―

釈
迦
如
来
観
を
中
心
と
し
て
（
興
福
寺
奏
状

を
め
ぐ
る
諸
問
題
　

其
の
一
）―

（
一
九
七
二
年
　

恵
谷
隆
戒
古
稀
記
念
『
浄
土
教
の
思

想
と
文
化
』
）
、
「
法
然
の
専
修
念
仏
義
成
立
の
波
紋
」―

興
福
寺
奏
状
を
め
ぐ
る
諸
問

題
　

其
の
二―

（
一
九
七
五
年
　

『
法
然
上
人
研
究
　

隆
文
館
』
）
、
「
法
然
の
専
修
念

仏
義
成
立
の
波
紋
」―

興
福
寺
奏
状
を
め
ぐ
る
諸
問
題―

（
一
九
七
六
年
　

『
仏
教
文
化

研
究
』
第
二
十
二
号
）
。

（
11
）
石
田
充
之
（
一
九
六
六
）
一
三
九
頁

（
12
）
楠
淳
證
「
法
相
論
議
「
一
仏
繋
属
」
展
開
の
意
義
」―

貞
慶
に
よ
る
法
然
浄
土
教
批
判

の
論
理
構
築―

（
二
〇
一
七
年
　

龍
谷
大
学
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　

ワ
ー
キ

ン
グ
ペ
ー
パ
ー
）h

ttp
s:/

/
b
a
rc.ry

u
k
o
k
u
.a
c.jp

/
resea

rch
/
u
p
file/

2016.2-1-2.p
d
f

（
13
）
楠
淳
證
（
二
〇
一
七
）
一
九
一
頁

（
14
）
下
間
一
頼
「
専
修
念
仏
弾
圧
と
貞
慶
伝
」―

「
興
福
寺
奏
状
」
再
考―

（
二
〇
〇
六
年
　

『
真
宗
研
究
』
第
五
十
輯
）
。

（
15
）
下
間
一
頼
（
二
〇
〇
六
）
二
一
一
頁

（
16
）
楠
淳
證
「
龍
谷
大
学
図
書
館
禿
氏
文
庫
蔵
『
興
福
寺
奏
状
』
に
つ
い
て
」―

『
興
福
寺

奏
状
』
の
草
稿
本
も
し
く
は
今
一
つ
の
「
奏
状
」―

（
二
〇
一
一
年
　

龍
谷
大
学
仏
教
文

化
研
究
叢
書
二
八
『
典
籍
と
史
料
』
）
三
五
三―

三
五
四
頁

（
17
）
梯
實
圓
『
法
然
教
学
の
研
究
』
第
八
章
「
興
福
寺
奏
状
と
延
暦
寺
奏
状
に
つ
い
て
」

（
一
九
八
六
年
　

永
田
文
昌
堂
）
五
〇
〇
頁
。
な
お
こ
の
論
稿
の
初
出
は
「
興
福
寺
奏
状

と
教
行
信
証
」
（
『
伝
道
院
紀
要
』
二
五
・
二
六
合
併
号
）
で
あ
り
、
そ
の
後
、
加
筆
さ

れ
た
も
の
が
梯
（
一
九
八
六
）
で
あ
る
。

（
18
）
日
本
思
想
体
系
一
五
『
鎌
倉
舊
仏
教
』
（
一
九
七
一
年
　

岩
波
書
店
）
「
興
福
寺
奏

状
」
三
二

－

四
二
頁
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専修念仏思想と『興福寺奏状』～親鸞の立場から～11

（
19
）
一
楽
真
「
親
鸞
に
と
っ
て
の
『
興
福
寺
奏
状
』
」
（
一
九
九
一
年
　

『
真
宗
研
究
』
第

三
十
五
輯
）
二
二
頁

（
20
）
日
本
思
想
体
系
15
「
興
福
寺
奏
状
」
四
一
頁

（
21
）
一
楽
真
（
一
九
九
一
）
二
二
頁

（
22
）
い
ず
れ
の
研
究
に
お
い
て
も
こ
の
太
政
官
符
の
発
布
に
よ
っ
て
専
修
念
仏
の
禁
止
が
決

定
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
平
松
令
三
は
「
そ
の
内
容
は
詳
し
く
は
伝
わ
っ

て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
か
ね
て
か
ら
の
顕
密
体
制
側
か
ら
の
要
求
に
応
じ
た
も
の
」
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
平
松
令
三
『
親
鸞
』
（
一
九
九
八
年
　

吉

川
弘
文
館
　

歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
三
七
）
一
五
一
頁

（
23
）
平
雅
行
（
二
〇
一
一
）
三
〇
三
頁

（
24
）
梯
實
圓
（
一
九
八
六
）
五
二
一
頁

（
25
）
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
一
　

三
経
七
祖
篇
　

一
二
七
九
頁

（
26
）
高
山
貞
美
「
念
仏
の
教
え
と
承
元
の
法
難―
親
鸞
の
生
き
方
と
現
代―

」
（
上
智
大

学
『
人
間
学
紀
要
』
四
〇
　

二
〇
一
〇
年
）
一
五
九
頁
。
高
山
の
研
究
は
当
論
の
分
類
で

は
④
に
属
す
る
も
の
と
な
る
が
、
特
に
親
鸞
の
思
想
や
行
実
に
論
点
を
絞
っ
て
い
る
点
で

多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。
こ
の
中
で
高
山
は
「
私
見
で
は
、
承
元
の
法
難
の
原
因
は
専
修

念
仏
の
思
想
自
体
（
特
に
戒
律
、
菩
提
心
、
諸
行
往
生
の
否
定
）
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
実
際
に
処
せ
ら
れ
た
罪
科
（
死
罪
・
流
罪
）
は
、
偏
執
の
度
合
い
、
社
会
的
影
響

力
、
身
分
の
貴
賤
な
ど
が
複
合
的
に
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。

（
27
）
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
　

宗
祖
篇
・
上
　

八
二
九
頁

（
28
）
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
　

宗
祖
篇
・
上
　

二
五
三
頁
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