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浄
土
真
宗
の
仏
教
者
で
あ
る
暁あ
け
が
ら
す
は
や

烏
敏
（
一
八
七
七
～
一
九
五
四
）
は
、
昭
和
初
期
に
お

け
る
真
宗
大
谷
派
を
代
表
す
る
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
一
九
一
〇
年
代
半
ば
か
ら
行
っ

た
各
地
で
の
講
演
活
動
で
多
く
の
信
者
を
獲
得
し
た
が
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
国
体
を
信

奉
し
、
そ
の
排
外
主
義
的
な
思
想
に
よ
っ
て
当
時
の
日
本
人
を
宗
教
の
側
面
か
ら
戦
争
へ

と
駆
り
立
て
た
「
日
本
主
義
者
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
人
物
で
あ
る
。
本
論

考
で
は
、
特
に
一
九
三
一
～
一
九
三
五
年
頃
ま
で
に
お
け
る
暁
烏
の
講
演
の
い
く
つ
か
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
思
想
の
内
実
を
読
み
解
く
こ
と
を
目
指
し
た
。

　

暁
烏
は
、
親
鸞
・
聖
徳
太
子
・
本
居
宣
長
の
三
人
の
人
物
に
注
目
し
て
お
り
、
彼
ら
を

関
係
づ
け
な
が
ら
接
続
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、
浄
土
真
宗
と
国
家
神
道
を

接
続
さ
せ
た
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
な
か
で
も
、
暁
烏
に
よ
る
十
七
条
憲

法
理
解
に
注
目
し
、
十
七
条
憲
法
第
一
条
・
第
二
条
を
中
心
に
暁
烏
の
思
想
を
読
み
解
い

て
い
る
。

　

そ
し
て
、
暁
烏
の
言
葉
を
読
み
解
く
と
、
彼
の
思
想
は
、
一
概
に
「
日
本
主
義
的
」
で

あ
っ
た
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
に
は
、
彼
な
り
の
宗
教
観
と
そ
れ
に
基
づ
く

理
論
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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aya A

kegarasu (1877– 1954),  a Jodo Shinshu Buddhist,  w
as a leading figure in the O

tani 

sect of Shinshu during the early Show
a period and had m

any follow
ers.  H

e is considered a 

Japanist w
ho led the Japanese to w

ar through using religion.  H
ere,  I exam

ine his thinking in 

his lectures,  especially from
 1931 to 1935.

A
kegarasu used the figures of Shinran,  Prince Shotoku,  and N

orinaga M
otoori to develop 

connections betw
een Jodo Shinshu and state Shinto.  This paper focuses on A

kegarasu

’s 
understanding of the 17 A

rticles of the Constitution and interprets his thought in term
s of 

A
rticles 1 and 2.

A
kegarasu

’s w
ork m

akes it clear that his thinking w
as not Japanistic in general;  rather,  he 

had system
atized view

s of religion.

は
じ
め
に

　

昭
和
前
期
と
い
え
ば
、
一
九
四
一
年
に
治
安
維
持
法
が
改
正
さ
れ
、
万
世
一
系
の

天
皇
が
君
臨
し
統
治
権
を
総
攬
す
る
と
い
う
国
体
観
に
反
す
る
思
想
・
運
動
は
取
り

締
ま
り
の
対
象
と
な
り
、
日
本
が
国
家
主
義
と
戦
争
の
時
代
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た

時
代
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
国
内
の
宗
教
団
体
も
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
天

皇
主
義
的
「
伝
統
」
や
国
家
主
義
と
の
関
わ
り
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い

た
。
中
で
も
、
仏
教
界
は
総
じ
て
、
自
ら
進
ん
で
戦
争
協
力
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た

と
さ
れ
て
お
り
、
特
に
浄
土
真
宗
で
は
、
天
皇
を
阿
弥
陀
仏
と
同
一
視
す
る
よ
う
な

戦
時
教
学
が
行
わ
れ
、
積
極
的
に
国
家
と
一
体
化
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る１

。

　

そ
の
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
戦
時
教
学
に
お
け
る
責
任
者
と
し
て
し
ば
し
ば
名
前

が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
本
論
考
で
扱
う
暁
烏
敏
で
あ
る
。

　

暁
烏
は
、
一
八
七
七
年
、
石
川
県
金
沢
市
の
真
宗
大
谷
派
・
明
達
寺
の
息
子
と
し
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て
生
ま
れ
た
。
一
八
九
三
年
に
京
都
大
谷
尋
常
中
学
校
の
三
年
生
に
編
入
学
し
、
そ

の
頃
そ
こ
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
、
浄
土
真
宗
の
近
代
化
に
尽
力
し
た
人
物
と
し
て

著
名
な
清き
よ

沢ざ
わ

満ま
ん

之し

と
出
会
い
、
彼
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。

　

一
九
二
六
年
か
ら
二
七
年
に
か
け
て
は
、
イ
ン
ド
仏
跡
を
参
拝
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
を
旅
行
し
、
そ
の
中
で
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
強
く
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の

後
日
本
精
神
に
関
す
る
研
究
に
注
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
暁
烏
に
関
す
る
研
究
は
、
暁
烏
の
発
言
・
活
動
が
宗
門
・
社
会
に
与

え
た
影
響
に
注
目
し
、
暁
烏
の
日
本
主
義
的
傾
向
の
研
究
、
ひ
い
て
は
、
真
宗
大
谷

派
の
戦
時
教
学
に
対
す
る
暁
烏
の
責
任
を
問
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た２

。

　

ま
た
、
そ
の
思
想
内
容
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
そ
の
師
で
あ
る
清
沢
満
之
研
究
に

付
随
す
る
も
の３

や
、
そ
の
『
歎
異
抄
』
理
解
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、

教
団
へ
の
影
響
力
を
持
ち
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
昭
和
前
期
の
彼
の
思
想
内
容
に
関

す
る
研
究
は
、
こ
の
時
期
の
暁
烏
の
著
作
・
講
演
録
の
ほ
と
ん
ど
が
『
暁
烏
敏
全

集４

』
か
ら
除
か
れ
て
い
る
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
現
状
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い５

。

　

本
論
考
で
は
、
一
般
的
に
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
国
体
を
信
奉
し
、
そ
の
排
外

主
義
的
な
思
想
に
よ
っ
て
当
時
の
日
本
人
を
宗
教
の
側
面
か
ら
戦
争
へ
と
駆
り
立
て

た
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
主
義
者
」
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
暁
烏
の
そ

の
思
想
の
内
実
を
、
一
九
三
一
年
四
月
の
講
演
録
で
あ
る
『
聖
徳
太
子
奉
讃
』、
同

年
一
〇
月
の
講
演
録
『
日
本
仏
教
の
特
質
』、
一
九
三
五
年
四
月
の
講
演
録
『
神
道

と
仏
道
』
の
三
つ
の
文
章
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

暁
烏
が
宗
門
内
で
、
特
に
一
般
信
徒
に
対
し
て
影
響
力
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
考
え

る
と
、
彼
の
語
り
に
は
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
が
実
際
に
一
般
の
信
徒
に

語
っ
た
言
葉
を
講
演
録
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、
彼
は
天
皇
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
基
づ
い
て
人
々
を
戦
争
へ
と
駆
り
立
て
た
扇
動
家
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
な
り

の
体
系
的
な
宗
教
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
暁
烏
の
膨
大
な
講
演
録
の
中
で
も
、
特
に
今
回
扱
う
三
つ
の
講
演
で
は
、

彼
の
特
殊
な
国
家
観
や
宗
教
観
が
具
体
的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
講

演
が
行
わ
れ
た
当
時
は
、
世
界
恐
慌
が
起
き
、
満
州
事
変
、
国
際
連
盟
脱
退
と
、
日

本
が
戦
争
へ
と
動
き
出
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
暁
烏
の
思
想
を
検
討

す
る
こ
と
は
、「
日
本
主
義
的
」
と
言
わ
れ
た
暁
烏
の
思
想
の
実
態
を
理
解
す
る
大

き
な
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
親
鸞
・
聖
徳
太
子
・
本
居
宣
長

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
暁
烏
が
そ
の
講
演
の
中
で
頻
繁
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
親

鸞
・
聖
徳
太
子
・
本
居
宣
長
の
三
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
代
に
活

躍
し
、
そ
の
活
動
内
容
も
多
様
で
あ
る
が
、
暁
烏
に
と
っ
て
は
重
要
な
関
連
性
を

も
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

（
一
）
本
居
宣
長
と
親
鸞

　

海
外
周
遊
を
き
っ
か
け
に
日
本
精
神
へ
の
関
心
を
深
め
た
暁
烏
は
、「
日
本
の
古

代
を
出
来
る
だ
け
深
く
研
究
し
よ
う
と
思
ひ
」
た
ち
（『
聖
徳
太
子
奉
讃
』（
以
下

『
奉
讃
』）
一
頁
）、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
を
三
か
月
ほ
ど
か
け
て
読
み
込
ん
だ
。

　

宣
長
は
江
戸
中
期
に
活
躍
し
た
国
学
の
大
成
者
で
あ
り
、『
古
事
記
』
や
『
日
本

書
紀
』
な
ど
の
古
典
に
基
づ
い
て
古
代
日
本
の
思
想
を
研
究
し
た
人
物
で
、『
古
事

記
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
古
事
記
伝
』
で
は
、
儒
教
に
代
表
さ
れ
る
「
漢
心
」
を
排

し
、
日
本
古
来
の
精
神
で
あ
る
「
真
心
」
に
返
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

暁
烏
は
、「
宣
長
の
家
は
代
々
浄
土
宗
で
あ
っ
て
、
先
祖
に
は
熱
心
な
信
者
が
多

く
出
て
を
ら
れ
ま
す
。
…
…
宣
長
の
霊
は
今
県
社
に
な
つ
て
祭
ら
れ
て
あ
る
が
、
そ

の
霊
は
浄
土
宗
の
念
仏
の
道
に
よ
つ
て
育
て
ら
れ
た
方
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
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る
の
で
あ
り
ま
す
」（『
奉
讃
』
四
頁
）
と
、
宣
長
が
そ
の
育
っ
た
環
境
の
た
め
に
浄

土
宗
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、「
本
居
宣
長
が
『
古
事
記
』
を
読
ま

れ
た
態
度
と
そ
の
上
に
開
か
れ
た
心
の
世
界
と
が
、
親
鸞
聖
人
が
『
仏
説
無
量
寿

経
』
を
お
読
み
に
な
つ
た
態
度
、
又
そ
の
上
に
開
か
れ
た
心
の
世
界
と
殆
ど
同
一
で

あ
る
や
う
な
感
が
致
し
ま
し
た
」（『
奉
讃
』
二
頁
）
と
、
宣
長
が
『
古
事
記
』
か
ら

読
み
取
っ
た
日
本
固
有
の
神
代
の
精
神
と
、
親
鸞
の
仏
教
へ
の
信
仰
が
「
殆
ど
同

一
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
暁
烏
は
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
日
本
の
神
代
の
精
神
が
親
鸞
聖
人
の
御

信
心
の
底
に
も
流
れ
て
を
る
」（『
奉
讃
』
三
頁
）
と
、
親
鸞
の
思
想
そ
の
も
の
が
元

よ
り
日
本
の
神
々
の
精
神
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
。

　

親
鸞
に
関
し
て
、
暁
烏
は
、「
聖
人
が
藤
原
家
の
流な
が
れで
あ
る
」（『
奉
讃
』
六
頁
）、

つ
ま
り
藤
原
家
の
子
孫
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
藤
原
家
は
も
と
中

臣
家
で
あ
り
」、「
中
臣
家
は
天あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

児
屋
根
命
の
裔す
ゑ

で
神
代
か
ら
神
様
を
祭
る
家
柄
」
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
親
鸞
は
、「
神
主
さ
ん
の
子
孫
で
あ
る
」
と

い
う
。
そ
こ
か
ら
、「
聖
人
の
血
に
は
こ
の
神
を
祭
る
心
の
血
が
流
れ
て
を
る
に
違

ひ
な
い
」
と
、
親
鸞
は
日
本
固
有
の
神
々
を
尊
崇
す
る
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
（『
奉
讃
』
六
～
七
頁
）。

　

そ
し
て
、
親
鸞
の
『
現
世
利
益
和
讃
』
の
「
天て
ん

神じ
ん

地ち

祇ぎ

は
こ
と
ご
と
く
／
善ぜ
ん

鬼き

神じ
ん

と
な
づ
け
た
り
／
こ
れ
ら
の
善ぜ
ん

神し
ん

み
な
と
も
に
／
念
仏
の
人
を
ま
も
る
な
り
」
と
い

う
文
言
に
、「
聖
人
の
御
信
心
の
上
に
日
本
の
神
々
の
お
す
が
た
を
拝
す
る
」（『
奉

讃
』
一
〇
～
一
一
頁
）
と
い
う
。「
天
神
地
祇
」
と
は
、
一
般
的
に
は
す
べ
て
の

神
々
を
指
し
、
仏
教
者
が
こ
の
言
葉
を
使
う
際
に
は
、
梵
天
・
帝
釈
天
や
そ
の
他
の

鬼
神
な
ど
、
仏
教
的
文
脈
に
お
い
て
神
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
暁
烏
は
こ
れ
が
日
本
固
有
の
神
々
を
指
し
て
い
る
と
し

て
い
る
と
捉
え
、
そ
こ
か
ら
、
親
鸞
の
仏
教
の
信
仰
に
は
、
日
本
の
神
々
を
尊
重
す

る
心
が
あ
っ
た
と
言
う
。

　

さ
ら
に
暁
烏
は
、「
本
居
宣
長
に
よ
つ
て
私
が
研
究
し
得
た
日
本
精
神
は
、
親
鸞

聖
人
に
よ
つ
て
久
し
く
教
へ
ら
れ
て
き
た
信
心
と
全
く
一
つ
の
も
の
で
あ
る
」（『
奉

讃
』
九
頁
）
と
、
宣
長
が
示
し
た
『
古
事
記
』
の
神
々
の
精
神
と
、
日
本
の
神
々
と

尊
重
し
た
親
鸞
に
よ
る
仏
教
と
を
重
ね
、
仏
教
と
神
道
を
同
時
に
信
仰
す
る
こ
と
の

正
当
性
を
論
理
づ
け
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
親
鸞
と
聖
徳
太
子

　

親
鸞
は
聖
徳
太
子
が
建
立
し
た
と
言
わ
れ
る
六
角
堂
に
参
籠
し
、
そ
こ
で
太
子
の

示
現
に
導
か
れ
て
法
然
に
帰
依
し
、『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
等
の
和
讃
を
多
数
残
し

て
い
る６

。

　

親
鸞
の
太
子
信
仰
に
つ
い
て
、
暁
烏
は
、
日
本
仏
教
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、「
日
本
の
仏
教
を
仰
い
で
を
る
者
は
、
ど
の
宗
派

の
者
で
も
聖
徳
太
子
に
報
恩
の
心
を
運
ん
で
を
ら
ん
も
の
は
な
い
」
と
し
、「
し
か

し
、
そ
の
中
で
も
親
鸞
聖
人
は
、
熱
い
燃
え
る
よ
う
な
情
熱
を
も
つ
て
聖
徳
太
子
を

仰
い
で
を
ら
れ
る
」
と
、
卓
越
し
た
情
熱
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。（『
奉

讃
』
一
三
～
一
四
頁
）

　

そ
し
て
、
暁
烏
は
、「
親
鸞
聖
人
の
御
信
心
が
、
日
本
精
神
の
中
心
を
把
握
せ
ら

れ
て
を
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
聖
徳
太
子
の
お
骨
折
り
と
御
信
心
と
が
そ
の
源
流
を

な
し
て
を
る
」（『
奉
讃
』
一
四
～
一
五
頁
）
と
、
親
鸞
に
、
先
に
も
見
た
よ
う
な
、

日
本
固
有
の
神
々
を
尊
重
す
る
よ
う
な
心
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
太
子
へ
の
篤

い
信
仰
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
も
あ
り
、
暁
烏
は
太
子
に
対
し
て
関
心
を
持
っ
た
。
し
か
し
、

当
時
、
太
子
に
よ
る
『
法
華
経
』『
維
摩
経
』『
勝
鬘
経
』
の
注
釈
書
で
あ
る
三
経
義

疏
を
未
だ
通
読
し
て
い
な
か
っ
た
彼
は
、「
聖
徳
太
子
の
こ
れ
ら
の
三
経
の
御
注
釈
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に
現
は
さ
れ
た
お
心
持
の
結
晶
と
も
申
す
べ
き
『
十
七
条
憲
法
』
を
味
ふ
こ
と
に
よ

つ
て
、
太
子
の
御
心
を
味
ふ
と
い
う
こ
と
も
大
切
」（『
奉
賛
』
一
五
頁
）
と
、
十
七

条
憲
法
を
中
心
に
、
太
子
理
解
を
進
め
て
い
る
。

二
、
暁
烏
の
聖
徳
太
子
理
解

（
一
）
太
子
と
日
本
宗
教
の
関
わ
り

　

聖
徳
太
子
は
、
一
般
的
に
は
、
十
七
条
憲
法
や
冠
位
十
二
階
の
制
度
を
制
定
し
、

遣
隋
使
の
派
遣
を
行
っ
た
こ
と
や
、仏
教
興
隆
に
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
暁
烏
は
、
親
鸞
が
太
子
を
『
正
像
末
和
讃
』
に
お
い
て
「「
和
国
の
教

主
聖
徳
皇
」
と
仰
が
れ
」
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
、「
聖
徳
太
子
以
前

に
は
教
と
い
ふ
も
の
が
形
作
ら
れ
て
を
ら
な
か
つ
た
」、「
日
本
に
始
め
て
宗
教
を
教

へ
ら
れ
た
の
は
聖
徳
太
子
で
す
」
と
、
太
子
は
日
本
に
お
い
て
初
め
て
体
系
的
な

「
宗
教
」
を
確
立
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
、「
和
国
の
教
主
聖
徳
皇
」
と
い
う
言

葉
と
重
ね
て
、「
だ
か
ら
聖
徳
太
子
は
日
本
の
教
主
で
す
」
と
、
太
子
を
日
本
の
宗

教
に
お
け
る
始
祖
に
あ
た
る
存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
（『
奉
讃
』
二
八
～
二
九
頁
）。

　

暁
烏
は
、「
太
子
は
仏
教
に
対
し
て
深
い
造
詣
を
持
つ
」
て
い
た
と
考
え
て
お
り
、

「『
法
華
経
』
の
中
の
、
無
量
寿
・
無
量
光
を
具そ
な

へ
さ
せ
ら
れ
た
本
門
の
釈
迦
を
味
は

せ
ら
れ
た
。
す
べ
て
を
摂
取
し
、
す
べ
て
を
救
は
れ
る
偉
大
な
魂
の
も
と
に
、
し
か

も
、
謙
虚
な
心
で
、
一
切
を
礼
拝
す
る
と
い
ふ
生
活
を
教
へ
ら
れ
る
、
そ
の
教
を
静

か
に
お
味
ひ
に
な
つ
た
」（『
日
本
仏
教
の
特
質
』（
以
下
、『
特
質
』）
一
三
一
頁
）

と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
精
神
に
よ
っ
て
、
当
時
、
そ
の
わ
が
ま
ま
で
横
暴
な

ふ
る
ま
い
に
太
子
を
悩
ま
せ
て
い
た
蘇
我
馬
子
を
、「
太
子
を
拝
む
ま
で
に
、
心
が

謙へ
り
く
だる
や
う
に
お
育
て
に
」
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
法
華
経
』
の
教
え
に
よ
っ
て
心
を
救
わ
れ
た
太
子
は
、「『
法
華

経
』
の
上
に
、
太
子
御
自
身
、
日
本
の
天
照
大
神
の
尊
い
御
心
を
味
は
せ
ら
れ
た
」

（『
特
質
』
一
三
二
頁
）
と
、『
法
華
経
』、
つ
ま
り
、
仏
教
へ
の
深
い
理
解
を
通
し
て
、

日
本
の
神
で
あ
る
天
照
大
神
の
「
ど
こ
ま
で
も
平
和
な
明
る
い
」（『
奉
讃
』
五
六
頁
）

心
を
感
じ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
固
有
の
精
神
を
も
体
得
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
太
子
は
「
日
本
精
神
の
根
本
を
、
仏
教
の
教
に
よ
つ
て
証さ
と

ら
れ
た
」（『
特
質
』

一
三
二
頁
）
と
、
仏
教
へ
の
深
い
理
解
を
通
し
て
、
仏
教
に
救
わ
れ
た
経
験
か
ら
、

日
本
精
神
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
た
と
、
暁
烏
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
日
本
の
国
の
仏
教
の
主
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
こ
の
教
は
仏
教
の
み
を

言
ふ
の
で
は
な
く
、
広
い
意
味
の
教
で
す
」
と
、
太
子
が
確
立
し
た
宗
教
と
は
、
仏

教
の
み
に
限
ら
な
い
、
広
い
意
味
で
の
日
本
の
宗
教
で
あ
る
と
、
暁
烏
は
太
子
を
高

く
評
価
し
て
い
る
（『
奉
讃
』
二
八
～
二
九
頁
）。

　

暁
烏
の
考
え
る
、
太
子
が
興
し
た
「
広
い
意
味
の
教
え
」
は
、
主
に
日
本
精
神
や

日
本
宗
教
に
関
す
る
教
え
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
、
政
治
・
宗
教
を
通
し
て
日
本
人
に

仏
教
を
広
め
た
こ
と
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、そ
れ
ら
を
見
て
い
く
。

（
二
）
十
七
条
憲
法
の
目
的

　

暁
烏
は
、「
太
子
は
自
己
を
証さ
と

ら
れ
た
天あ
ま

津つ

日ひ
つ
ぎ嗣

の
末
裔
で
お
は
し
ま
す
。
聖
徳

太
子
が
御
自
分
の
裡う
ち

に
、
そ
の
神
の
御
心
を
は
つ
き
り
自
覚
さ
れ
、
そ
の
神
の
御
心

を
国
民
に
知
ら
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
「
和
国
の
教
主
」
と
申
さ
れ
る
所
以
が

あ
る
」（『
奉
讃
』
二
九
頁
）
と
述
べ
、
天
皇
家
の
末
裔
で
あ
る
太
子
が
、
自
身
の
内

に
神
の
御
心
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
国
民
に
伝
え
た
と
し
、
さ
ら
に
、「
私
は
聖
徳
太

子
が
深
い
内
省
に
よ
つ
て
、
我
が
祖
先
の
霊
を
味
う
て
、「
和
や
は
ら
ぎを
以も
っ

て
貴
と
う
と
しと
為な

す
。」

と
、
日
本
国
民
の
中
心
の
宗
教
を
現
は
さ
れ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
」（『
奉
讃
』
六
六

～
六
七
頁
）
と
述
べ
る
。

　

つ
ま
り
、
暁
烏
は
、
太
子
自
身
が
日
本
精
神
・
宗
教
と
い
っ
た
も
の
を
創
設
し
た
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と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
太
子
が
「
深
い
内
省
」
に
よ
っ
て
、
太
子
の
祖
先
、

つ
ま
り
、
天
皇
家
の
精
神
を
体
得
し
、
形
と
し
て
表
し
た
と
い
う
意
味
で
、
太
子
を

「
日
本
の
教
主
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
太
子
は
、
自
身
が
体
得
し
た

「
日
本
精
神
」
を
ひ
と
び
と
に
正
し
く
伝
え
る
た
め
に
、「
日
本
精
神
の
基
礎
と
し
て
、

『
十
七
条
憲
法
』
を
お
定
め
に
」（『
特
質
』
五
四
～
五
五
頁
）
な
っ
た
と
言
う
。

　

十
七
条
憲
法
は
、
一
般
的
に
は
、
大
和
朝
廷
の
官
僚
の
守
る
べ
き
道
徳
的
訓
戒
が

定
め
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
儒
教
や
法
家
思
想
の
影
響
が
強
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一

方
、
暁
烏
は
こ
れ
を
「
聖
徳
太
子
の
憲
法
は
主
と
し
て
人
間
の
中
心
を
教
へ
ら
れ
た

も
の
」
と
言
い
、「
人
間
に
最
も
大
切
な
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
心
の
据す
わ
りを
得
る
と
い

ふ
こ
と
で
す
。
…
…
太
子
は
そ
れ
を
教
へ
ら
れ
た
の
で
す
」（『
奉
讃
』
四
五
頁
）、
つ

ま
り
「
人
間
の
中
心
」
や
「
心
の
据
」
を
得
る
こ
と
を
教
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

し
か
し
、
ど
う
す
れ
ば
、「
人
間
の
中
心
」
や
「
心
の
据
」
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

暁
烏
は
、「
宗む
ね

と
す
る
と
こ
ろ
、
崇
め
る
と
こ
ろ
、
心
の
落
着
く
と
こ
ろ
を
教
へ

る
か
ら
宗
教
で
す
」（『
奉
讃
』
五
一
頁
）、「
そ
の
生
活
の
中
心
の
据
と
す
る
と
こ
ろ

を
教
へ
、
宗む
ね

と
す
る
と
こ
ろ
を
教
へ
る
の
が
宗
教
で
あ
る
」（『
奉
讃
』
五
二
頁
）、

「
私
共
の
宗
教
は
、
一
つ
に
通
う
た
中
心
を
見
出
す
の
で
す
」（『
奉
讃
』
九
九
頁
）

と
、
人
間
の
心
の
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
を
教
え
、
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
宗
教
の
本

旨
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
太
子
は
十
七
条
憲
法
を
通
し
て
、
日
本
人
に

「
宗
教
」
を
教
え
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
太
子
に
よ
る
仏
教
の
受
容

　

暁
烏
は
、「
公
に
、
国
家
の
政
治
の
基
礎
と
し
、
教
育
の
基
礎
と
し
て
の
仏
教
と

し
て
、
朝
廷
に
お
採
入
れ
に
な
つ
た
の
は
、
…
…
聖
徳
太
子
の
御
摂
政
の
時
」（『
特

質
』
九
〇
頁
）
で
あ
る
と
、
太
子
が
教
育
・
政
治
を
通
し
て
日
本
人
に
仏
教
を
広
め

た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
た
。
で
は
、
太
子
が
日
本
人
に
伝
え
た
仏
教

の
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　

暁
烏
は
、「
聖
徳
太
子
が
日
本
に
始
め
ら
れ
た
仏
教
は
、
印
度
の
仏
教
で
は
な
か

つ
た
。
日
本
仏
教
で
あ
る
」（『
特
質
』
一
六
〇
頁
）
と
、
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る

と
考
え
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
太
子
が
『
維
摩
経
』
の
義
疏
を
作
っ
た
こ
と

に
注
目
し
て
い
る
。

　
『
維
摩
経
』
は
、「
在
家
の
弟
子
維
摩
居
士
が
、
た
く
さ
ん
の
出
家
の
弟
子
の
未
だ

証さ
と

ら
ん
点
を
証さ
と

つ
て
を
ら
れ
た
」（『
特
質
』
一
〇
〇
頁
）
と
い
う
こ
と
に
ポ
イ
ン
ト

が
あ
る
経
で
あ
り
、
暁
烏
は
こ
の
こ
と
に
着
目
し
て
、「
太
子
は
こ
の
お
経
の
中
に
、

御
自
分
の
お
進
み
に
な
る
道
、
ひ
い
て
は
日
本
国
民
の
ゆ
く
べ
き
道
を
御
発
見
に
な

つ
た
」（『
特
質
』
一
〇
一
頁
）、
そ
し
て
、「
聖
徳
太
子
の
始
め
ら
れ
た
仏
教
は
、
出

家
の
仏
教
で
な
し
に
、
在
家
の
仏
教
で
あ
つ
た
」（『
特
質
』
一
〇
一
頁
）
と
、
太
子

に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
日
本
の
仏
教
は
、
出
家
を
し
な
い
、
在
家
の
仏
教
で
あ
る
と

い
う
特
徴
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

加
え
て
、
暁
烏
は
、
太
子
の
仏
教
は
、「
現
実
的
で
あ
り
ま
す
。
現
世
的
」（『
特

質
』
一
六
〇
頁
）
で
あ
り
、「
死
ん
で
な
お
浄
土
へ
往
く
仏
教
で
な
か
つ
た
。
…
…

現
在
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
」（『
特
質
』
一
〇
一
頁
）
と
、
死
後
に
浄
土
で
救
わ
れ

る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
今
現
在
、
現
世
で
救
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
現
世

利
益
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
暁
烏
は
、「
太
子
の
仏
教
の
御
研
究
は
、
御
自
分
の
救
に
あ
つ
た
。
そ
れ

と
共
に
、
国
民
思
想
を
改
め
た
い
と
い
ふ
思
召
も
あ
つ
た
。
そ
れ
で
教
育
の
中
心
、

政
治
の
根
本
と
し
て
…
…
『
十
七
条
憲
法
』
の
上
で
広
く
国
民
に
仏
教
に
依
る
こ
と

を
お
勧
め
に
な
つ
た
の
で
あ
る
」（『
特
質
』
一
二
九
頁
）
と
太
子
の
仏
教
研
究
の
目

的
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
自
分
自
身
の
救
い
、
も
う
一
つ
が
国
民
思
想
の
改
革
で
あ

る
と
い
う
。
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（
一
）
で
見
た
よ
う
に
、
暁
烏
は
、
馬
子
の
横
暴
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
太
子
は
、

『
法
華
経
』
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

太
子
は
、
日
本
精
神
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
た
と
い
う
。
加
え
て
、
太
子
は
、

『
法
華
経
』
に
救
わ
れ
た
こ
と
で
、「
現
に
御
自
分
の
悶
の
う
ち
に
救
を
得
て
」（『
特

質
』
一
二
〇
頁
）
お
り
、
そ
の
よ
う
な
自
身
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
国
民
に

仏
教
へ
の
帰
依
を
説
い
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、「
人
間
の
助
か
る
道
は
自
覚
に
よ
る
外
に
な
い
、
自
覚
だ
。
…
…
と
い

ふ
こ
と
を
、
太
子
自
ら
実
験
せ
ら
れ
て
教
へ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
」（『
特
質
』
一

五
九
～
一
六
〇
頁
）
と
、
自
身
の
実
際
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
太
子
は
国
民
に
仏
教

を
広
め
た
と
言
う
。

（
四
）
宗
教
で
あ
る
教
育

　

暁
烏
は
、「
本
当
の
教
育
は
宗
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
宗
を
教
へ
な
け
れ
ば
な
ら

ん
の
で
す
。
人
間
の
立
つ
て
ゆ
く
中
心
を
教
へ
る
こ
と
が
、
教
育
の
基
礎
な
の
で
あ

り
ま
す
」（『
特
質
』
一
七
二
～
一
七
三
頁
）
と
、
教
育
の
基
礎
と
は
、
人
間
の
中
心

と
な
る
も
の
で
あ
る
「
宗む
ね

」
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

暁
烏
は
、
当
時
の
教
育
は
、
机
上
で
の
学
び
が
重
視
さ
れ
る
あ
ま
り
、「
宗
」
と

い
う
人
間
の
中
心
を
教
え
る
こ
と
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
と
問
題
視
し
て
お
り
、
そ

の
ま
ま
で
は
「
そ
の
人
自
ら
の
破
滅
を
来
し
、
人
類
を
損
ふ
」（『
特
質
』
一
七
三
～

一
七
四
頁
）
と
い
う
。

　

暁
烏
は
、
そ
も
そ
も
、「
教
育
は
人
間
を
助
け
、
人
類
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で

は
な
い
か
」、「
教
育
は
救
で
す
。
救
の
道
を
教
へ
る
の
が
教
育
で
す
」
と
言
い
、
さ

ら
に
、「
教
育
の
外
に
宗
教
と
い
ふ
も
の
の
あ
る
は
ず
が
な
い
」、「
仏
教
だ
つ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
だ
つ
て
、
や
は
り
教
育
な
ん
で
す
。
救
の
道
な
ん
で
す
」
と
、
救
い
の

道
を
教
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
宗
教

は
、
教
育
で
あ
る
と
言
う
（『
特
質
』
一
七
四
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
間
を
幸
福
に
す
る
、
救
い
の
道
を
教
え
る
た
め
に
教
育
す
る
と

い
う
の
は
、（
一
）（
二
）
で
み
た
、
太
子
自
身
が
仏
教
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
い
う

実
際
の
経
験
を
も
と
に
、
日
本
人
に
仏
教
を
教
え
、
そ
れ
を
十
七
条
憲
法
を
通
し
て

行
っ
た
と
い
う
、
太
子
の
姿
と
も
重
な
っ
て
く
る
。

　

そ
し
て
、
十
七
条
憲
法
第
二
条
の
「
人
は
な
は
だ
悪
し
き
も
の
少
し
。
能よ

く
教
ふ

う
る
を
も
て
順
ひ
ぬ
」
と
い
う
文
言
を
、「
い
く
ら
人
に
忤さ
か
らう
て
軌
道
を
逸
す
る
や

う
な
者
で
も
、
そ
れ
を
よ
く
教
へ
た
ら
素
直
に
な
る
。
忤
は
ん
や
う
に
な
る
も
の

だ
」
と
訳
し
、「
こ
こ
に
教
育
の
大
切
な
こ
と
と
教
育
の
可
能
性
と
が
、
実
験
的
な

強
い
信
念
で
教
へ
ら
れ
た
」
と
、
教
育
の
大
切
さ
が
太
子
の
実
際
の
経
験
に
基
づ
い

た
実
感
と
し
て
表
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
（『
特
質
』
一
五
一
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
暁
烏
は
、
太
子
の
実
体
験
と
十
七
条
憲
法
を
も
と
に
、
宗
教
（
仏

教
）
を
教
育
の
根
幹
に
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
十
七
条
憲
法
第
一
条
「
和
や
は
ら
ぎ」

　

暁
烏
は
、
十
七
条
憲
法
第
一
条
を
、「
こ
れ
が
太
子
の
宗
教
」（『
奉
讃
』
四
七
頁
）

と
、
太
子
が
日
本
で
興
し
た
宗
教
の
要
点
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
、
こ
の

よ
う
に
書
き
下
し
て
い
る
。

　
 

一い
ち

に
曰い
は

く
。
和
や
は
ら
ぎを
以も

て
貴と
う
とし
と
爲な

し
、
忤さ
か

ふ
こ
と
無な

き
を
宗む
ね

と
爲な

す
。
人ひ
と

皆み
な

党
た
む
ら

有あ

り
、
亦ま
た

達
さ
と
れ
る

者も
の

少す
く
なし

。
是こ

を
以も

て
或あ
る
ひ

は
君き
み

・
父ち
ち

に
順し
た
が

は
ず
、
乍ま
た

、
隣と
な
り・

里さ
と

に
違た
が

ふ
。
然し
か

れ
ど
も
上か
み

和や
は
らぎ
下し
た

睦む
つ

び
て
、
事こ
と

を
論
あ
げ
つ
らは
ん
に
諧か
な

ひ
ぬ
る
と
き
に
は
、
即す
な
は
ち

事こ
と
わ
り理

自
お
の
づ
か
らに

通と
ほ

る
、
何な
に

事ご
と

か
成な

ら
ざ
ら
ん
。 （『
奉
讃
』
四
六
～
四
七
頁
）
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（
一
）「
和
や
は
ら
ぎ」

の
魂
と
し
て
の
「
大
和
魂
」

　

暁
烏
は
、
特
に
第
一
条
の
一
文
目
「
和
や
は
ら
ぎを
以
て
貴
し
と
爲
し
、
忤さ
か

ふ
こ
と
無
き
を

宗
と
爲
す
」
と
い
う
文
言
の
「
和
や
は
ら
ぎ」

を
、「
日
本
精
神
の
中
心
が
、
こ
の
和
や
は
ら
ぎで

あ
り

ま
す
」（『
特
質
』
六
七
頁
）
と
述
べ
、「
上
に
柔
順
に
、
下
に
柔
順
に
し
て
ゆ
く
こ

と
」（『
奉
讃
』
五
六
頁
）
で
あ
り
、
身
分
・
立
場
の
上
下
に
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
に

逆
ら
わ
ず
に
接
し
あ
う
こ
と
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
和
や
は
ら
ぎ」

に
と
っ
て
重
要
な
の
が
、
皇
室
の
祖
先
神
で
あ
り
、
同
時
に

太
陽
神
で
あ
る
天
照
大
神
の
存
在
で
あ
る
。
暁
烏
は
、
天
照
は
「
ど
こ
ま
で
も
平
和

で
明
る
い
神
様
」
で
、「
和
と
い
ふ
こ
と
に
全
身
を
打
込
ん
で
を
ら
れ
る
」、「
和
」

を
体
現
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
。（『
奉
讃
』
五
六
頁
）

　

ま
た
、
暁
烏
は
、「
和や
は
らい

で
ゆ
く
た
め
に
す
べ
て
を
捨
て
て
ゆ
く
と
い
ふ
の
が
日

本
人
の
信
念
」（『
奉
讃
』
五
七
頁
）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
、「
す
べ
て
を
捨
て
て

ゆ
く
」
と
は
、
宗
教
的
な
信
仰
・
帰
依
で
あ
り
、
日
本
人
の
宗
教
の
中
心
に
は

「
和
や
は
ら
ぎ」
の
精
神
が
あ
る
と
、
暁
烏
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、「
聖
徳
太
子
が
、
和
や
は
ら
ぎを

貴
べ
と
お
つ
し
や
つ
た
の
は
、
天
照
大
神
の
霊み
た
まを

尊
め
と
お
つ
し
や
つ
た
こ
と
で
あ

る
と
思
ひ
ま
す
」（『
特
質
』
六
七
頁
）
と
い
い
、
太
子
は
、
十
七
条
憲
法
第
一
条

で
、「
和
や
は
ら
ぎ」

の
精
神
を
通
じ
て
、
天
照
へ
の
信
仰
を
国
民
に
向
け
て
説
い
て
い
る
と

し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
暁
烏
は
「
和に
ぎ
み
た
ま魂」
と
い
う
言
葉
も
使
う
が
、「『
日
本
書
紀
』
に
は
天
照
大

御
神
の
御
精
神
を
和に
ぎ
み
た
ま魂

だ
と
い
ふ
言
葉
で
記
し
て
あ
り
ま
す
」（『
神
道
と
仏
道
』

（
以
下
『
神
道
』）
二
一
頁
）
と
述
べ７

、
さ
ら
に
「
和に
ぎ
み
た
ま魂と
は
、
和
魂
、
和
や
は
ら
ぎの
魂
と
書

き
ま
す
」（『
特
質
』
六
七
頁
）
と
し
て
お
り
、
こ
れ
も
天
照
の
「
和
や
は
ら
ぎ」

の
精
神
を
表

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
暁
烏
は
、「
周
囲
に
忤
ふ
こ
と
な
く
、
素
直
な
心
を
も
つ
て
ゆ
く
。
そ
れ

を
願
と
し
て
生
き
る
。
天
照
大
神
の
精
神
は
そ
こ
に
あ
る
。
大
和
魂
と
は
そ
れ
だ
」

（『
奉
讃
』
六
〇
頁
）
と
、「
天
照
大
神
の
精
神
」
を
「
周
囲
に
忤
ふ
こ
と
な
く
、
素

直
な
心
を
も
つ
て
ゆ
く
」
よ
う
な
「
和
や
は
ら
ぎ」
を
願
い
と
し
た
「
和に
ぎ
み
た
ま魂」
で
あ
り
、「
大

和
魂
」
と
も
い
う
。「
大
和
魂
」
と
は
、
一
般
的
に
は
日
本
民
族
固
有
の
精
神
を
表

す
言
葉
と
し
て
、
そ
し
て
近
代
以
降
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
頻
繁
に
使
わ
れ

た
言
葉
で
あ
る
が
、
暁
烏
は
こ
れ
を
「
和
や
は
ら
ぎ」

の
魂
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、「
日
本
国
は
大
和
の
国
で
す
、
大
い
に
和
ぐ
国
で
あ
り
ま
す
」（『
奉

讃
』
六
一
頁
）
と
、
国
名
か
ら
も
日
本
の
根
幹
に
は
「
和
や
は
ら
ぎ」

が
あ
る
と
し
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
も
、「
大
和
魂
」
の
中
に
「
和
や
は
ら
ぎ」
を
見
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
暁
烏
は
、「
聖
徳
太
子
の
『
十
七
条
憲
法
』
は
、
大
和
魂
を
教
へ
ら
れ
た

の
で
す
」
と
、
太
子
は
十
七
条
憲
法
を
通
し
て
「
大
和
魂
」
を
国
民
に
教
え
た
と
い

い
、
そ
し
て
「
日
本
の
宗
教
は
大
和
魂
で
す
。
大
和
魂
と
い
ふ
こ
と
が
は
つ
き
り
わ

か
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
れ
を
自
覚
す
る
の
で
す
」（『
特
質
』
六
八
頁
）
と
述
べ

る
。
つ
ま
り
暁
烏
に
と
っ
て
の
日
本
の
宗
教
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
こ
の
大
和
魂
な

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
の
宗
教
の
根
本
は
「
大
和
魂
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
暁

烏
は
、「
仏
教
の
教
を
聞
か
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
を
聞
か
う
が
、
日
本
人
と
し

て
の
我
々
は
、
大
和
魂
と
い
ふ
も
の
を
は
つ
き
り
自
覚
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
日
本

の
宗
教
で
す
」（『
特
質
』
六
八
頁
）
と
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
宗
教

の
教
え
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
大
和
魂
」
の
自
覚
と
な
る
の
で
あ

り
、
日
本
人
の
信
仰
は
す
べ
て
「
大
和
魂
」
に
お
い
て
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
精
神
が
、『
華
厳
経
』
或
は
『
法
華
経
』
或
は

『
無
量
寿
経
』
そ
の
他
大
乗
仏
教
の
精
神
と
一
つ
に
通
う
て
を
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
日
本
仏
教
の
特
色
で
あ
る
」（『
特
質
』
六
八
頁
）
と
、
日
本
仏
教
か
ら
の
視

点
で
見
る
と
、「
大
和
魂
」
は
、
大
乗
仏
教
の
教
え
に
も
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
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に
も
な
る
と
い
う
。

　

こ
こ
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
、「
大
和
魂
」
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
繋

が
っ
て
い
る
と
す
る
暁
烏
の
論
理
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
教
育
勅
語
と
の
か
か
わ
り

　

教
育
勅
語
は
、
一
八
九
〇
年
に
明
治
天
皇
の
名
で
発
布
さ
れ
た
、
家
族
国
家
観
に

基
づ
い
た
国
民
道
徳
の
基
本
や
教
育
の
基
本
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て

も
暁
烏
は
、「
明
治
天
皇
が
教
育
勅
語
を
御
発
布
に
な
つ
た
と
き
に
、
宗
と
す
る
こ

と
を
教
へ
ら
れ
ま
し
た
。
…
…
仏
教
が
宗
教
で
あ
る
や
う
に
キ
リ
ス
ト
教
が
宗
教
で

あ
る
や
う
に
、
教
育
勅
語
は
宗
教
で
あ
り
ま
す
」（『
特
質
』
六
〇
頁
）
と
、
そ
の
宗

教
性
を
述
べ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
暁
烏
は
、
教
育
勅
語
の
「
億
兆
心
を
一
に
し
て
」
と
い
う
文
言
に
つ
い

て
、「
一
の
心
を
信
じ
、
広
い
心
を
持
つ
て
一
つ
の
道
に
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ

が
神
の
心
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
素
直
な
心
で
す
」（『
奉
讃
』
八
九
頁
） 

と
い
う
。

こ
の
「
神
の
心
」
と
は
、
天
照
の
御
心
で
あ
る
「
和に
ぎ
み
た
ま魂」

と
通
じ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
が
「
素
直
な
心
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
宣
長
が
「
漢
心
」
と
対
比
さ

せ
て
日
本
民
族
の
精
神
と
し
た
「
真
心
」
の
影
響
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

暁
烏
は
、
日
本
人
に
は
そ
の
よ
う
な
「
素
直
な
心
」
が
あ
る
と
し
、「
自
分
の
す

る
こ
と
が
天
意
に
叛そ
む

き
、
万
民
に
そ
ぐ
は
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
し
な
い
。
少
し
で
も
天

意
に
叛そ
む

く
や
う
な
こ
と
を
し
よ
う
と
思
ふ
と
き
に
は
、
非
常
な
疲
労
を
感
じ
ま
す
」

（『
奉
讃
』
八
九
頁
）
と
、
本
来
の
日
本
人
は
大
い
な
る
も
の
に
反
す
る
よ
う
な
行
動

は
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
日
本
国
民
と
天
皇
の
関
係
を
、「
君
は
天
皇
陛
下
御
一
人
、
そ
れ
に
対

し
て
臣
と
い
ふ
の
は
日
本
の
国
民
全
体
で
す
。
ぢ
や
か
ら
、
形
の
上
で
は
天
皇
陛
下

が
万
民
の
君
で
ま
し
ま
す
が
、
そ
の
天
皇
陛
下
は
万
民
の
心
の
権
化
で
あ
り
ま
す
。

ぢ
や
か
ら
、
君
臣
一
体
で
す
」（『
奉
讃
』
九
〇
頁
）
と
述
べ
る
。

　

天
皇
を
君
、
国
民
を
臣
民
と
す
る
考
え
は
明
治
憲
法
発
布
か
ら
戦
中
ま
で
の
一
般

的
な
理
解
で
も
あ
っ
た
が
、
暁
烏
は
そ
れ
を
、「
天
皇
陛
下
は
万
民
の
心
の
権
化
」、

つ
ま
り
臣
（
国
民
）
の
心
が
形
を
と
っ
た
も
の
が
天
皇
と
い
う
存
在
で
あ
る
と
独
自

に
発
展
さ
せ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

一
の
世
界
か
ら
天
皇
が
現
は
れ
、
多
の
世
界
に
国
民
が
あ
る
。
そ
し
て
日
本
で

は
一
の
天
皇
の
内
容
に
、
多
の
国
民
が
納
ま
り
、
多
の
国
民
の
内
容
に
、
一
の
天

皇
が
住
ま
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
の
国
体
で
あ
り
ま
す
。

天
皇
陛
下
は
、
万
民
の
心
を
心
と
し
給
ひ
、
国
民
は
天
皇
陛
下
の
御
心
を
我
が
心

に
お
宿
し
申
し
て
ゐ
る
。（『
特
質
』
七
頁
）

　

暁
烏
は
、
天
皇
（
君
）
で
あ
る
「
一
」
の
中
に
は
、
国
民
（
臣
）
で
あ
る
「
多
」

が
あ
り
、
同
時
に
、「
多
」
の
国
民
の
中
に
は
「
一
」
の
天
皇
が
い
る
と
い
う
。
天

皇
の
心
に
は
国
民
の
心
が
映
し
出
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
国
民
の
心
に
は
天
皇
の
心

が
映
し
出
さ
れ
、「
君
臣
一
体
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る８

。

　

暁
烏
は
、「
現
代
の
個
人
主
義
は
、
こ
の
一
個
人
の
権
利
の
み
を
主
張
し
て
、
大

切
な
君
と
い
ふ
一
心
を
枉
げ
る
傾
に
な
つ
て
を
り
ま
す
」（『
奉
讃
』
九
一
頁
）
と
、

明
治
以
降
の
個
人
主
義
は
、
個
人
の
権
利
の
主
張
に
ば
か
り
心
を
傾
け
る
せ
い
で

「
一
」
に
反
し
て
い
る
と
、
個
人
主
義
批
判
も
展
開
し
て
い
る
が
、
彼
の
「
君
臣
一

体
」
説
は
、
こ
れ
と
も
つ
な
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

暁
烏
の
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
一
見
す
る
と
全
体
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
真
宗

大
谷
派
の
戦
争
協
力
を
推
し
進
め
た
と
い
う
一
般
的
な
暁
烏
の
印
象
に
合
致
す
る
も

の
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
暁
烏
の
「
君
臣
一
体
」
と
い
う
考
え
は
、
と
も
す
る

と
、
天
皇
を
一
般
国
民
と
同
次
元
に
み
な
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
天
皇
が
神
聖
不
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可
侵
と
さ
れ
た
明
治
憲
法
に
反
す
る
考
え
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か

ら
も
、
暁
烏
を
一
概
に
「
日
本
主
義
的
」
と
い
わ
れ
る
思
想
を
も
と
に
戦
争
へ
人
々

を
駆
り
立
て
た
活
動
家
で
あ
る
と
評
価
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

（
三
）
日
本
精
神
の
受
容
性

　

暁
烏
は
、
神
武
天
皇
が
橿
原
の
都
で
即
位
し
、
日
本
の
初
代
天
皇
と
な
っ
た
際
の

勅
語
で
あ
る
、『
日
本
書
紀
』
の
建
国
の
詔
の
一
部
に
注
目
し
、
こ
れ
を
「
義
こ
と
わ
り必
ず

時
に
随し
た
がふ

」
と
書
き
下
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
か
ら
、
条
理
は
「
変
幻
自
在

で
あ
る
」
と
考
え
、「
日
本
精
神
は
さ
う
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の

時
代
そ
の
時
代
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
取
容
れ
て
ゆ
く
」（『
神
道
』
三
六
頁
）
と
、
日

本
精
神
は
柔
軟
な
性
質
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
の
政
治
の
あ
り
方
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
暁
烏

は
、
日
本
は
「
天
皇
御
自
身
の
御
意
見
の
み
で
国
を
お
治
め
あ
そ
ば
す
の
か
と
い
ふ

に
、
さ
う
で
な
い
」（『
神
道
』
二
三
頁
）
と
、
天
皇
の
新
政
に
よ
る
独
裁
を
否
定

し
、
そ
の
根
拠
に
、「
日
本
の
天
皇
陛
下
が
御
勅
語
を
お
下
し
に
な
り
ま
す
ま
で
そ

の
順
序
を
承
り
ま
す
と
、
お
勅
語
を
お
下
し
に
な
る
前
に
い
ろ
い
ろ
た
く
さ
ん
の
輔

弼
の
方
に
お
諮
り
に
な
り
、
練
り
に
練
つ
た
上
で
初
め
て
御
裁
可
に
な
る
も
の
と
承

り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
御
代
御
代
の
ご
詔
勅
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
時
代
時
代
の

中
心
の
思
想
が
盛
ら
れ
て
あ
る
も
の
」（『
神
道
』
二
四
頁
）
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
天
皇
は
、
国
民
に
言
葉
を
発
す
る
ま
で
に
、
周
囲
か
ら
多
く

の
助
言
を
受
け
、
相
談
を
繰
り
返
し
た
う
え
で
初
め
て
言
葉
を
発
し
て
お
り
、
独
断

で
決
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
い
わ
ば
、
そ
の
時

代
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
暁
烏
は
、「「
上う
え

和や
わ
らぎ
下し
た

睦む
つ

び
て
事こ
と

を
論
あ
げ
つ
らふ
」
と
い
ふ
の
は
、
相
談
す
る
の

で
す
」（『
神
道
』
二
四
頁
）
と
、
そ
の
よ
う
な
過
程
は
、
十
七
条
憲
法
第
一
条
の

「
上う
え

和や
わ
らぎ
下し
た

睦む
つ

び
て
事こ
と

を
論
あ
げ
つ
らふ
」
に
も
通
じ
て
お
り
、
上
の
者
と
下
の
者
が
互
い
に

素
直
な
心
を
持
っ
て
意
見
を
交
わ
し
合
い
、
論
じ
合
っ
て
決
定
す
る
精
神
が
現
れ
て

い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
日
本
の
精
神
は
、「
論
じ
合
ふ
と
い
ふ
こ
と
…
…
こ
れ
が
議
会
政
治

の
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
」
と
、
議
会
政
治
と
い
う
形
に
も
表
れ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
（『
神
道
』
三
二
頁
）。
暁
烏
は
、
五
・
一
五
事
件
を
き
っ
か
け
に
政
党
内

閣
の
時
代
が
終
わ
り
を
迎
え
、
議
会
政
治
に
対
し
否
定
的
に
な
っ
て
い
る
人
々
が
出

て
き
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
、「
さ
う
い
ふ
人
達
は
今
日
の
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
或

は
イ
タ
リ
ー
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
独
裁
政
治
を
ゆ
め
み
て
い
る
や
う
で
あ
り
ま
す
」
と

言
う
。
そ
し
て
、「
こ
れ
は
日
本
の
国
体
と
は
合
は
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
精
神

は
独
裁
政
治
で
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
天
皇
は
独
裁
の
元
首
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま

す
」
と
、
当
時
の
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ス
ト
党
を
評
価
す
る
多
く

の
論
調
と
は
異
な
り
、
上
の
者
と
下
の
者
が
互
い
に
素
直
な
心
を
持
っ
て
意
見
を
交

わ
し
合
っ
て
物
事
を
決
め
て
い
く
日
本
の
精
神
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、

独
裁
的
な
政
治
の
方
法
を
日
本
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
断
固
否
定
し
て
い
る
（『
神

道
』
二
四
頁
）。

（
四
）
惟か
ん
な
が
ら神の
道
の
性
質

　

惟
神
の
道
と
は
、
一
般
的
に
は
、
人
の
手
を
加
え
な
い
、
日
本
固
有
の
神
の
心
の

ま
ま
の
道
と
説
明
さ
れ
、
国
学
に
お
い
て
は
求
め
る
べ
き
理
想
と
さ
れ
て
お
り
、
宣

長
が
『
古
事
記
伝
』
に
お
い
て
、
神
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
お
の
ず
か

ら
の
道
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

暁
烏
は
、「
国
家
と
い
ふ
も
の
の
基
礎
は
理
想
で
す
。
精
神
で
す
」、
ま
た
、「
日

本
精
神
は
そ
の
ま
ま
惟
神
の
道
」
と
言
い
、「
惟
神
の
道
が
我わ
が

国
家
の
中
心
で
す
」

と
、
惟
神
の
道
が
日
本
と
い
う
国
の
中
心
と
な
る
精
神
で
あ
る
と
言
う
（『
神
道
』
（9）349
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八
頁
）。

　

暁
烏
は
こ
の
惟
神
の
道
に
つ
い
て
、「
そ
れ
を
自
覚
す
る
も
の
が
日
本
人
で
す
。

い
く
ら
日
本
の
国
に
を
つ
た
つ
て
、
そ
の
惟
神
の
道
の
自
覚
が
な
い
も
の
な
ら
、
そ

れ
は
日
本
人
で
な
い
」
と
言
う
（『
神
道
』
四
九
頁
）。

　

暁
烏
は
、
さ
ら
に
、「
神
な
が
ら
と
い
ふ
こ
と
は
神
様
そ
の
ま
ま
と
い
ふ
こ
と
」、

つ
ま
り
「
惟
神
」
と
は
神
そ
の
ま
ま
、
神
そ
れ
自
身
を
示
し
て
い
る
と
理
解
し
て
お

り
（『
神
道
』
一
四
～
一
五
頁
）、
そ
の
惟
神
の
道
と
は
、「
御
代
御
代
の
天
皇
の
御

精
神
」（『
神
道
』
一
〇
頁
）、
つ
ま
り
、
歴
代
の
天
皇
た
ち
の
精
神
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、「
天
皇
陛
下
は
こ
の
日
本
の
国
の
こ
の
惟
神
の
道
を
御
身
の
上

に
明
か
に
し
て
現
し
て
下
さ
る
」（『
神
道
』
一
〇
頁
）
と
、
今
上
天
皇
も
ま
た
、
惟

神
の
道
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
天
皇
は
、「
日
本
国
に
惟
神
を
顕
現

し
、
神
の
御
像
を
現
し
て
下
さ
る
」（『
神
道
』
一
〇
頁
）、
つ
ま
り
日
本
の
神
々
の

す
が
た
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
暁
烏
は
、
天
皇
が
国
民
に
出
す
詔
勅
は
、「
陛
下
が
遠
く
皇
祖
皇
宗
の
威

霊
を
承
け
て
、
常
に
人
民
の
心
に
な
つ
て
人
民
の
福
利
を
お
考
へ
に
な
つ
た
真
の
心

か
ら
お
下
し
に
な
つ
た
」（『
神
道
』
一
三
頁
）
も
の
で
あ
り
、
歴
代
の
天
皇
の
精
神

を
受
け
て
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
天
皇
の
中
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
国
民
の
心
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
、
国
民
の
た
め
を
思
っ
て
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。

　

こ
れ
は
、（
二
）
で
見
た
、
暁
烏
の
、
天
皇
を
「
一
」、
国
民
を
「
多
」
と
と
ら

え
、「
一
」
の
天
皇
の
心
に
「
多
」
の
国
民
の
心
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考

え
と
も
繋
が
る
考
え
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
暁
烏
は
、
実
際
に
、
惟
神
の
道
が
「
憲
法
（
大
日
本
帝
国
憲
法
：

筆
者
注
）
の
前
文
で
あ
る
『
告
文
』
の
な
か
に
明
ら
か
に
陛
下
が
お
示
し
に
な
つ
て
」

お
り
、
帝
国
憲
法
は
、「
陛
下
が
神
明
に
太
子
、
皇
祖
皇
宗
の
御
前
に
跪
い
て
そ
の

思
召
を
承
け
さ
せ
ら
れ
」
た
、
つ
ま
り
、
明
治
天
皇
が
太
子
を
は
じ
め
と
し
た
先
祖

で
あ
る
歴
代
天
皇
の
精
神
を
受
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と
も
含
め
、
た
び
た
び
帝
国
憲
法
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
、「
西
洋
の
憲
法
を
真

似
た
」
と
い
う
批
判
は
間
違
い
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
（『
神
道
』
二
五
頁
）。

　

こ
こ
か
ら
、
暁
烏
は
、
天
皇
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
惟
神
の
道
と
は
、
固
定
化
し
た

も
の
で
は
な
く
、
柔
軟
な
性
質
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

天
皇
に
つ
い
て
は
、
当
時
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
強
権
的
で
神
聖
不
可

侵
な
存
在
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
周
囲
の
意
見
や
時
代
性
に
よ
っ
て
柔
軟
に
変
化
し

て
い
く
存
在
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、（
三
）
で
見
た
、
日
本
精
神
は

様
々
な
も
の
を
取
り
入
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
日
本
精
神
の
受
容
性
」
の

考
え
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
五
）
惟
神
の
道
と
太
陽

　

暁
烏
は
、「
日
本
人
の
一
番
の
理
想
は
太
陽
で
す
」（『
特
質
』
六
九
頁
）
と
、
日

本
人
は
太
陽
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
い
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、『
古
事
記
』
に
お

い
て
神
武
天
皇
が
東
征
す
る
際
に
、
太
陽
を
背
負
う
形
を
取
っ
て
海
を
渡
っ
た
こ
と

か
ら
、「
日
を
尊
む
と
い
ふ
こ
と
は
、
後
の
我
々
の
み
の
理
想
で
は
な
く
て
、
ず
っ

と
上
代
か
ら
既
に
あ
つ
た
理
想
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
」
と
、
は
る
か
昔
か

ら
続
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
（『
特
質
』
七
一
頁
）。

　

加
え
て
、「
天
照
大
神
を
太
陽
と
し
て
崇
め
る
の
は
我
々
日
本
人
の
理
想
で
あ
り

ま
す
」（『
特
質
』
七
一
～
七
二
頁
）
と
、
日
本
人
は
太
陽
と
天
照
を
重
ね
て
考
え
て

尊
重
す
る
心
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

前
で
見
た
よ
う
に
、
暁
烏
は
、
惟
神
の
道
を
歴
代
の
天
皇
の
精
神
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、「
そ
れ
を
形
の
上
に
仰
ぐ
と
き
は
太
陽

で
あ
り
ま
す
」（『
神
道
』
六
六
頁
）、「
太
陽
は
惟
神
の
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
惟
神
の

道
と
い
ふ
の
は
、
太
陽
の
や
う
な
道
な
ん
で
あ
る
」（『
神
道
』
五
六
頁
）
と
も
い
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い
、
惟
神
の
道
と
天
照
を
接
続
さ
せ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
暁
烏
は
、
惟
神
で
あ
る
太
陽
・
天
照
に
つ
い
て
、「
天
照
大
神
の
御
精

神
を
和に
ぎ
み
た
ま魂と
申
し
ま
す
。
ま
た
清
明
心
と
も
い
ひ
ま
す
」（『
神
道
』
五
六
頁
）
と
、

惟
神
の
道
と
、「
和に
ぎ
み
た
ま魂

」、
そ
し
て
「
清
明
心
」
を
接
続
さ
せ
て
い
る
。「
清
明
心
」

と
は
、「
清
き
明
き
心
」
と
も
い
い
、
古
代
日
本
人
が
理
想
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る

精
神
で
、
人
に
対
す
る
素
直
な
心
を
指
す
、
人
と
の
融
和
に
お
い
て
大
切
に
な
る
心

で
あ
り
、
暁
烏
の
「
和に
ぎ
み
た
ま魂
」
と
も
通
じ
る
心
で
あ
る
。
汚
れ
た
状
態
を
良
し
と
せ

ず
、
穢
れ
を
祓
う
精
神
が
含
ま
れ
て
い
る
点
も
特
徴
で
あ
る
。

　

惟
神
の
道
を
太
陽
と
結
び
付
け
、
そ
の
太
陽
か
ら
、
天
照
の
心
で
あ
る
と
い
う

「
和に
ぎ
み
た
ま魂」、「

清
明
心
」
を
つ
な
げ
た
暁
烏
は
、
さ
ら
に
、「
清
く
明
か
な
心
、
そ
れ
を

思
ひ
ま
す
と
、
私
は
い
つ
も
お
経
の
言
葉
を
思
出
す
の
で
す
。『
無
量
寿
経
』
に

「
天
下
和
順
に
、
日
月
清
明
な
り
」
と
、
あ
り
ま
す
」（『
神
道
』
五
六
頁
）
と
い
い
、

「
天
下
和
順
に
、
日
月
清
明
な
り
」
の
「
和
順
」
は
、
第
一
条
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
「
和
や
は
ら
ぎ」

が
「
こ
の
和
順
の
心
」
に
あ
た
り
、「
そ
の
和
順
の
心
が
日
月
清
明
で
あ

る
。
清
明
と
は
天
照
大
神
の
清あ
か
き
こ
ゝ
ろ

明
心
で
あ
り
ま
す
。
…
…
和
ら
ぎ
の
あ
る
明
い
心
で

あ
る
」（『
神
道
』
五
六
頁
）
と
、
天
照
や
「
清
明
心
」
と
結
び
付
け
た
惟
神
の
道

を
、『
無
量
寿
経
』
の
言
葉
を
用
い
て
仏
教
ま
で
接
続
さ
せ
、「
惟
神
の
道
と
い
ふ
こ

と
は
、
仏
様
と
は
な
れ
た
こ
と
で
な
い
」（『
神
道
』
七
二
頁
）
と
し
て
い
る
。

四
、
十
七
条
憲
法
第
二
条
「
直な
ほ
び毘
」

　

暁
烏
は
、
十
七
条
憲
法
第
二
条
の
「
篤あ
つ

く
三
宝
を
敬
へ
」
は
、「
第
一
条
の
「
和
や
は
ら
ぎを

以も

て
貴と
う
と
し
と
爲な

し
、
忤さ
か

ふ
こ
と
無な

き
を
宗む
ね

と
爲な

す
。」
と
い
ふ
宗
を
教
へ
る
道
」

（『
奉
讃
』
七
〇
頁
）
で
あ
り
、
第
一
条
で
示
さ
れ
た
「
和
や
は
ら
ぎ」

を
実
現
す
る
た
め
の
方

法
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
い
、
以
下
の
よ
う
に
書
き
下
し
て
い
る
。

　

 

二
に
曰
く
。
篤あ
つ

く
三
宝
を
敬
へ
。
三
宝
と
は
仏ぶ
つ

・
法ほ
ふ

・
僧そ
う

な
り
。
則
ち

四よ
つ
の
む
ま
れ
の
つ
ひ

生
之
終の
よ
り
ど
こ
ろ
帰
・
万
よ
ろ
づ
の
く
に
の

国
之
極き
は
め
の
む
ね
宗
な
り
。
何い
づ
れの
世
・
何い
づ
れの
人
か
是
の
法み
の
りを
貴
ば
ざ

る
。
人
は
な
は
だ
悪
し
き
も
の
少
し
。
能よ

く
教
ふ
う
る
を
も
て
順し
た
がひ
ぬ
。
其
れ
三
宝

に
帰た
よ

り
ま
つ
ら
ず
ば
、
何
を
以
て
か
枉ま
が

れ
る
を
直な
ほ

う
せ
ん９

。（『
奉
讃
』
六
九
頁
）

（
一
）「
直な
ほ
び
の
み
た
ま

毘
霊
」

　

暁
烏
は
、
第
二
条
の
、
特
に
「
三
宝
に
帰た
よ

り
ま
つ
ら
ず
ば
、
何
を
以
て
か
枉ま
が

れ
る

を
直な
ほ

う
せ
ん
」
と
い
う
文
言
に
注
目
し
、「「
枉
れ
る
を
直
う
せ
ん
。」
と
お
つ
し
や

る
こ
の
枉
れ
る
と
は
禍ま
が

罪つ
み

で
す
。
直
う
せ
ん
と
は
直
毘
で
す
」（『
奉
讃
』
七
二
頁
）

と
解
釈
し
て
、
人
の
心
が
曲
が
っ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
「
禍
罪
」、
そ
の
心
が
曲

が
っ
た
禍
罪
の
状
態
を
直
す
こ
と
が
「
直な
ほ
び毘
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
『
古
事
記
伝
』
に
お
い
て
は
、「
直な
ほ
び毘

」
と
は
、
中
国
の
国
風
や
文
化
に
影
響
さ
れ

た
人
々
の
漢
心
を
直
し
、
真
っ
直
ぐ
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

他
方
、
暁
烏
は
、「
直な
ほ
び毘

」
と
い
う
言
葉
を
、「
直な
ほ
び
の
み
た
ま

毘
霊
」「
直
毘
の
精
神
」「
直
毘

の
魂
」
な
ど
の
い
く
つ
か
の
言
い
方
で
使
用
し
て
お
り
、「
直な
ほ
び毘
」
と
い
う
言
葉
を
、

宣
長
が
用
い
て
い
た
通
り
に
「
直
す
」
運
動
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
っ
て
い
る

場
合
も
あ
る
一
方
で
、
同
時
に
、「
直な
ほ
び
の
み
た
ま

毘
霊
と
い
ふ
の
は
、
直
毘
の
直
は
真
直
ぐ
な

素
直
な
こ
と
で
、
正
直
の
直
と
い
ふ
字
で
す
。
飾か
ざ
り
け気

の
な
い
、
繕
の
な
い
、
生
一
本

と
い
ふ
味
が
あ
り
ま
す
」（『
特
質
』
一
五
五
～
一
五
六
頁
）
な
ど
と
、「
直な
ほ
び毘
」
を

「
真
っ
直
ぐ
で
あ
る
」
と
い
う
状
態
を
現
す
言
葉
と
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合
も
あ

る
。

　

ま
た
、
暁
烏
は
、
第
二
条
の
「
三
宝
に
帰た
よ

り
ま
つ
ら
ず
ば
、
何
を
以
て
か
枉ま
が

れ
る

を
直な
ほ

う
せ
ん
」
を
踏
み
込
ん
で
解
釈
し
て
、「
よ
い
教
育
を
す
れ
ば
み
ん
な
よ
く
な

る
」（『
奉
讃
』
七
二
頁
）
と
理
解
し
、
そ
の
意
味
で
も
「
直な
ほ
び毘
」
が
必
要
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
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そ
れ
か
ら
、
暁
烏
は
、
第
一
条
で
示
さ
れ
て
い
る
「
和
や
は
ら
ぎ」
を
持
つ
心
で
あ
る

「
和に
ぎ
み
た
ま魂」

に
つ
い
て
、「
直な
ほ
び
の
み
た
ま

毘
霊
と
も
云
う
て
、
真
直
ぐ
な
正
し
い
魂
」（『
奉
讃
』
八

五
頁
）
で
あ
る
と
い
う
。「
直な
ほ
び
の
み
た
ま

毘
霊
」
と
は
、『
古
事
記
伝
』
で
は
、
漢
心
を
祓
い
清

め
る
直
毘
の
魂
を
指
す
が
、
こ
れ
を
、
暁
烏
は
、「『
古
事
記
』
の
中
心
の
信
念
を
現

は
し
た
も
の
」
で
あ
り
、「
日
本
の
神
代
の
中
心
思
想
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、

「
和に
ぎ
み
た
ま魂」

は
、
そ
の
よ
う
な
真
っ
直
ぐ
な
精
神
で
あ
り
、
そ
し
て
、「
祓
ひ
清
め
、
禊

し
た
純
な
心
」
で
あ
る
と
い
う
（『
特
質
』
一
五
六
頁
）。
こ
こ
か
ら
、「
直な
ほ
び
の
み
た
ま

毘
霊
」

と
は
、
た
だ
綺
麗
な
だ
け
で
は
な
く
、
つ
い
て
い
た
穢
れ
を
祓
い
、
禊
を
し
た
綺
麗
な

心
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
、
清
め
た
心
の
状
態
を
理
想
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
暁
烏
は
、
第
二
条
の
「
人
は
な
は
だ
悪
し
き
も
の
少
し
。
能よ

く
教
ふ
う

る
を
も
て
順
ひ
ぬ
」
を
、「
よ
く
教
へ
れ
ば
、
人
は
き
つ
と
助
か
る
も
の
だ
。
い
く

ら
人
に
忤
う
て
軌
道
を
逸
す
る
や
う
な
者
で
も
、
そ
れ
を
よ
く
教
へ
た
ら
素
直
に
な

る
」（『
特
質
』
一
五
一
頁
）
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
ど
れ
ほ
ど
心
が
汚
れ
て
い
た

と
し
て
も
、「
き
ち
ん
と
教
育
を
す
れ
ば
」
清
め
て
「
直な
ほ
び
の
み
た
ま

毘
霊
」
の
状
態
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
と
暁
烏
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
誰
し
も
が
そ
の
資
質
を
有
し
て
い

る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）『
古
事
記
伝
』
的
観
点
に
基
づ
く
「
和
や
は
ら
ぎ」

の
実
現

　

で
は
、
暁
烏
は
、
第
一
条
で
示
さ
れ
て
い
る
「
和
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、
何
が

必
要
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
暁
烏
は
、
こ
れ
を
『
古
事
記
伝
』
に
基
づ
い
た

視
点
と
、
仏
教
に
基
づ
い
た
視
点
の
両
面
か
ら
説
明
し
、「
和
や
は
ら
ぎ」

の
実
現
を
通
し
て

神
道
と
仏
教
の
接
続
を
し
て
い
る
。

　

暁
烏
は
、「
枉
つ
た
者
が
真
直
ぐ
に
な
る
。
穢
れ
た
者
が
清
ま
つ
て
ゆ
く
。
と
い

ふ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
三
宝
に
頼
ま
ね
ば
な
ら
ん
」（『
特
質
』
一
五
二
頁
）
と
、

仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に
帰
依
し
て
い
な
い
、
何
も
し
て
い
な
い
者
を
「
枉
つ
た
者
」

「
穢
れ
た
者
」
と
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、
何
も
し
て
い
な
い
状
態
を
、
心
が
曲

が
っ
て
い
る
、
汚
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

暁
烏
は
、
第
二
条
の
「
枉ま
が

れ
る
を
直な
ほ

う
せ
ん
」
か
ら
、「
こ
の
枉
つ
た
者
が
真
直

ぐ
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
を
読
み
ま
す
と
、
私
は
伊
邪
那
岐
神
の
禊
の
こ
と
を
思
ふ
の

で
あ
り
ま
す
」（『
特
質
』
一
五
二
頁
）
と
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
黄
泉
の
国
で
汚
れ
た
身
を

清
め
る
た
め
に
、
禊
を
し
た
伝
説
を
想
起
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、「
日
本
の
宗
教

思
想
が
、
最
も
簡
単
に
現
は
れ
て
を
る
の
が
、
あ
の
祝
詞
で
あ
り
ま
す
。
祝
詞
を
読

み
ま
す
と
、
そ
の
中
に
、「
祓
ひ
た
ま
へ
清
め
た
ま
へ
。」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
り
ま

す
」（『
特
質
』
一
五
三
頁
）
と
、「
祓
え
た
ま
え
、
清
め
た
ま
え
」
と
い
う
神
道
の

祝の
り
と詞

に
は
日
本
の
宗
教
思
想
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　

暁
烏
は
、
祝
詞
に
つ
い
て
、「
祓
ひ
た
ま
へ
と
い
ふ
の
は
、
穢
れ
を
祓
ふ
の
で
す
。

罪
を
祓
ふ
こ
と
で
す
。
清
め
た
ま
へ
も
さ
う
で
す
。
汚
れ
を
清
め
る
の
で
す
」（『
特

質
』
一
五
三
頁
）
と
、
汚
れ
た
も
の
を
取
り
払
い
、
綺
麗
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

お
り
、
そ
れ
は
イ
ザ
ナ
ギ
の
禊
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
。

　

暁
烏
は
、
こ
れ
を
、
太
子
が
「
三
宝
を
頼
む
こ
と
に
よ
つ
て
、
枉
つ
た
者
が
真
直

ぐ
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
を
教
へ
ら
れ
た
」（『
特
質
』
一
五
二
頁
）
と
、
こ
の
直
毘
を

仏
・
法
・
僧
の
三
宝
へ
の
帰
依
に
つ
な
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
イ
ザ
ナ
ギ
が
水
で
禊
を

行
っ
た
こ
と
を
、
世
界
中
の
様
々
な
宗
教
が
水
に
入
っ
て
儀
式
を
し
て
い
る
こ
と
と

つ
な
げ
、「
聖
徳
太
子
様
は
、
こ
の
水
に
よ
つ
て
の
禊
を
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に

よ
つ
て
せ
よ
」（『
特
質
』
一
五
七
頁
）
と
し
て
い
る
と
、
三
宝
へ
の
帰
依
が
そ
の
ま

ま
禊
と
な
る
と
、
記
紀
神
話
の
イ
ザ
ナ
ギ
の
禊
を
仏
教
へ
の
帰
依
へ
と
接
続
さ
せ
て

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
仏
教
的
視
点
に
基
づ
く
「
和
や
は
ら
ぎ」

の
実
現

　

暁
烏
は
、
そ
の
ま
ま
の
、
何
も
し
て
い
な
い
状
態
を
、「
枉
れ
る
と
は
禍
罪
」
と
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し
て
い
た
。
そ
し
て
、「
禍
罪
は
仏
教
の
言
葉
で
云
へ
ば
地
獄
」
と
言
う
が
、
こ
れ

は
、「
直
毘
と
は
お
浄
土
で
す
」
と
、
理
想
の
状
態
を
浄
土
と
し
た
こ
と
と
対
応
し

て
い
る
（『
特
質
』
一
五
八
頁
）。

　

暁
烏
は
、
理
想
と
す
る
状
態
に
な
い
こ
と
を
「
地
獄
」
と
し
、『
古
事
記
伝
』
に

の
っ
と
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
禊
を
し
て
穢
れ
を
落
と
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
を

室
町
時
代
に
浄
土
真
宗
を
再
興
さ
せ
た
蓮
如
が
『
領り
ょ
う
げ解

文も
ん

』
に
お
い
て
述
べ
て
い
た

言
葉
を
引
い
て
、「
仏
教
で
は
「
雑
行
雑
修
自
力
の
心
を
ふ
り
捨
て
る
。」
と
い
ひ
ま

す
」（『
奉
讃
』
七
五
頁
）
と
、
念
仏
者
が
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
へ
と
往
生
す
る
た

め
に
自
力
の
心
を
捨
て
る
こ
と
と
つ
な
げ
、
こ
れ
は
、
自
力
の
心
を
捨
て
る
の
み
で

な
く
、「
外
か
ら
つ
い
た
も
の
を
取
除
く
心
」（『
特
質
』
一
八
八
頁
）
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

　

暁
烏
は
、「
仏
教
は
、
い
ろ
ん
な
ご
て
ご
て
し
た
も
の
を
な
く
す
教
」
で
あ
る
と

言
い
、「
お
寺
へ
来
る
者
は
、
伊
邪
那
岐
神
が
禊
を
せ
ら
れ
る
や
う
な
気
持
で
来
る

の
だ
と
思
ふ
」
と
、
自
力
の
心
を
捨
て
極
楽
浄
土
を
求
め
る
仏
教
（
浄
土
真
宗
）
の

思
想
と
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
禊
に
よ
っ
て
穢
れ
を
落
し
た
こ
と
を
つ
な
げ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
論
理
で
、「
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
を
以
て
禊
を
せ
よ
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
す
」

と
、
禊
の
手
段
と
し
て
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
へ
の
帰
依
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る

（『
特
質
』
七
六
頁
）。

　

ま
た
、
浄
土
真
宗
の
自
力
を
捨
て
る
精
神
を
、「
そ
れ
が
直
毘
の
精
神
で
あ
り
ま

す
。
法
を
聴
聞
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
も
の
も
加
へ
る
の
で
な
く
て
、
つ
い
た
も

の
を
放
せ
ば
よ
い
の
で
す
」
と
、「
真
っ
直
ぐ
に
す
る
」
と
い
う
「
直な
ほ
び毘

」
の
運
動

と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
穢
れ
を
取
る
イ
ザ
ナ
ギ
の
禊
と
、
自
力
を
捨
て
る
浄

土
真
宗
の
教
え
を
重
ね
た
形
で
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
理
想
と
す
る
状
態
に
な

る
た
め
に
、
禊
の
手
段
と
し
て
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
へ
の
帰
依
を
説
き
、「
そ
の
禊

は
何
に
よ
つ
て
す
る
の
か
。
教
で
す
」（『
特
質
』
一
七
二
頁
）
と
、
禊
の
た
め
に
仏

教
へ
の
帰
依
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
の
う
え
で
、「
よ
い
教
育
を
す
れ
ば
み
ん
な
よ
く
な
る
」
と
、

国
民
の
曲
が
っ
た
心
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
、「
和
や
は
ら
ぎ」
の
状
態
と
す
る
た
め
に
、
仏
教
の

三
宝
へ
の
帰
依
を
説
い
て
教
育
す
る
と
い
う
目
的
で
、
太
子
は
十
七
条
憲
法
第
二
条

を
制
定
し
た
と
暁
烏
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
考
で
は
、
暁
烏
は
「
和
や
は
ら
ぎ」

の
考
え
を
中
心
と
し
た
受
容
的

な
考
え
を
意
識
し
て
お
り
、
仏
教
と
神
道
の
両
者
を
接
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

両
宗
教
の
同
時
の
信
仰
を
実
現
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
思
想
の
独
自
性
を
明
ら

か
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
思
想
は
、
天
皇
主
義
に
基
づ
く
排
外
主
義
的
な
思
想
に

よ
っ
て
戦
時
教
学
を
推
し
進
め
た
と
さ
れ
る
、「
日
本
主
義
者
」
で
あ
っ
た
と
は
一

概
に
ま
と
め
が
た
い
思
想
で
あ
っ
た
。

　

暁
烏
の
こ
の
独
自
の
思
想
は
、
一
九
四
一
年
に
真
宗
大
谷
派
の
重
鎮
た
ち
で
今
後

の
教
学
に
つ
い
て
議
論
を
し
た
、「
真
宗
教
学
懇
談
会
」
で
も
本
人
に
よ
っ
て
披
露

さ
れ
、
議
論
を
よ
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
暁
烏
は
強
い
語
気
で
自
身
の
思
想
を
お
し

す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
時
の
大
谷
派
の
教
学
に
影
響
を
与
え
て
い
た10

。

　

ま
た
、
暁
烏
は
当
時
の
仏
教
者
の
中
で
も
特
に
仏
教
の
実
践
に
重
き
を
置
き
、
信

者
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
点
で
、
特
に
一
般
に
対
し
影
響
が
強
か
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
人
物
の
思
想
の
固
有
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
戦
時
教
学
の
内
実
と
そ
の
展

開
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

戦
時
教
学
、
ひ
い
て
は
、
宗
教
に
限
ら
ず
、
戦
争
を
推
し
進
め
た
と
さ
れ
る
思
想

に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
、
そ
れ
ら
は
、
問
題
の
あ
る
思
想
で
あ
る
と
い
う
、
現
代

か
ら
の
視
点
を
前
提
と
し
て
進
め
て
し
ま
う
と
、
そ
の
思
想
そ
の
も
の
の
実
態
が
見

え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
当
時
の
思
想
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を
検
討
し
、
そ
の
原
因
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
未
来
に
向
け
て
非
常
に
重
要
な
こ
と

で
は
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
一
度
現
代
か
ら
の
偏
見
を
捨
て
、
純
粋
に
そ
の
思

想
そ
の
も
の
に
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
過
去
の
思
想

の
反
省
を
、
未
来
へ
と
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
主
に
扱
っ
た
参
考
文
献
〉

（
註
に
記
し
た
も
の
は
除
く
。
引
用
の
際
に
は
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
変
更
し
た
）

暁
烏
敏
『
聖
徳
太
子
奉
讃
』
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
二
十
九
、
一
九
三
一 

年 

暁
烏
敏
『
日
本
仏
教
の
特
質
』
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
三
十
三
、
一
九
三
一 

年 

暁
烏
敏
『
神
道
と
仏
道
』
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
四
十
三
、
一
九
三
五 

年

	〈
註
〉

1　

末
木
文
美
士
『
日
本
宗
教
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
九
～
二
一
〇
頁

2　

主
な
も
の
と
し
て
、
中
島
岳
志
『
親
鸞
と
日
本
主
義
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
七
年
）、

ジ
ョ
ア
キ
ン
・
モ
ン
テ
イ
ロ
「
暁
烏
敏
に
お
け
る
海
外
開
教
の
問
題
に
つ
い
て
」（「
同

朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
」
二
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

3　

主
な
も
の
と
し
て
、
山
本
伸
裕
『
精
神
主
義
は
誰
の
思
想
か
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一

年
）、
山
本
伸
裕
「
真
宗
的
生
命
観
と
そ
の
思
想
的
展
開
─
─
暁
烏
敏
の
事
例
」（「
死
生

学
研
究
」
一
六
号
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

4　
『
暁
烏
敏
全
集
』（
全
二
八
巻
、
暁
烏
敏
全
集
刊
行
会
、
一
九
七
五
～
一
九
七
八
年
）

5　

松
田
章
一
「
第
五
四
回
金
沢
大
学
暁
烏
記
念
式
・
記
念
講
演　

暁
烏
敏
の
意
義
」（「
金

沢
大
学
附
属
図
書
館
報
」
第
一
五
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
、
三
～
四
頁
）

6　

暁
烏
敏
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
：
聖
徳
皇
太
子
十
七
条
憲
法 

皇
太
子
聖
徳
奉
讃
和
讃
』

香
草
舎
、
一
九
三
六
年
、
四
七
～
五
二
頁

7　
「
和に

ぎ
み
た
ま魂」

は
、
一
般
的
に
広
く
温
和
・
柔
和
な
神
霊
を
指
す
が
、
暁
烏
は
天
照
の
神
霊

に
限
定
し
て
い
る
。

8　

暁
烏
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
一
七
～
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
提
唱
し
た
、
モ
ナ
ド
や
予
定
調
和
の
考
え
を
参
考
に
す
る
と
理
解
し
や
す
い
。

9　

原
文
で
は
、「
其
れ
三
宝
に
帰た

よ

り
ま
つ
ら
ば
」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
聖
徳
太
子
奉
讃
』

の
他
の
箇
所
で
は
、「
帰
り
ま
つ
ら
ず
ば
」
と
言
っ
て
お
り
、
こ
の
書
き
下
し
は
誤
記
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、「
其
れ
三
宝
に
帰
り
ま
つ
ら
ず
ば
」
と
改
め
た
。

10　

中
島
岳
志
、
前
掲
書
（
二
二
一
～
二
四
〇
頁
）
に
て
そ
の
議
論
の
分
析
が
な
さ
れ
て

い
る
。

〈
謝
辞
〉

　

本
論
文
の
執
筆
に
あ
た
り
、
終
始
多
大
な
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
、
日
本
女
子
大
学
人

間
社
会
学
部
文
化
学
科
伊
藤
由
希
子
准
教
授
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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暁烏敏による浄土真宗と神道の接合


