
中

世

私

撰

私

家

集

と

厭

欣

思

想

に
就

て

四

回

生

無

量

正

道

中世私撰私:'=と 瞰 思想に就て

茲

に
厭
欣

と
は
穢

土
を
厭

い
浄
土
を
欣

ぶ
の
意
で
あ

つ
て
、
具

さ

に
は
厭
離
穢
上
欣
求
浄
土

と
云
う
。
即
ち
三
界
六
道
は
衆
苦
充

満
し
、
罪
悪
多
き
穢

土
で
あ
る
か
ら
之
を
厭

離
し
、
浄
土
は
快
楽

安
穏

に
し
て
真
実
清
浄

の
境
界

で
あ
る
か

ら
之
を
欣
求
す

べ
き
を

云
う

の
で
あ
る
。
浄
土
宗

で
は
厭
欣

の
心

を
以
て
総
安
心
と
し
、

三
心
を
別
安
心
と
す

る
の
で
あ
る
が
、
宗
義

の
中
で
重
も
肝
要
と

す
る
安
心
に
総
別
安
心
が
あ
り
、
厭
欣
は
総
安
心
の

一
分

で
あ
る

そ
こ
で
此

の
厭
欣

の
思
想
が
法
然
上
人
立
教
開
宗

以
後
の
中
世
に

作

ら
れ
た
和
歌
集
に
い
か
に
現
わ
れ
て

い
る
の
を
見
よ
う

と
す
る

も
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
面

の
都
合
で
特
に
私
撰
私
家
集
十

一
集
を
中
心
と
し
て
考
え
て
見

る
事

と
す
る
。

先
ず
新
古
今
時
代
の
代
表
歌
人
は
藤
原
定
家
で
あ
る
。
俊
成

の

子

で
四
十
三
才

の
時
父

が
世
を
去

つ
た
後
、

一
代
の
巨
匠

と
し

て

尊
重

せ
ら
れ
、
天
福
元
無

(
一
二
三
三
)
出
家

し
て
明
静

と
云

い

仁
治
二
年

(
=

一四

一
)
八
十
才

で
歿

し
た
。
家
集

に

『
拾
遺
愚

草
』
三
巻
と

『拾

遺
愚
草
員
外
』
二
巻

と
が
あ
る
。

そ
の
歌
風

は
新
古
今
調
を
最
も
よ
く

代
表
し

て
而
も
中
正
温
雅

で
あ
る
。
無
常
、
法
門
、
釈
教
等
信
仰
告
白
の
も

の
凡
そ
允
十
首

申
厭
欣
の
歌
は
左
の
二
首
だ
け
で
あ
る
。

厭
離
穢

上

濁
り
江
に
な

お
し
も
沈
む
あ
し
の
ね
の
厭
ふ
ふ
し
の
ろ
し
げ
き
こ

ろ
か
な欣

求
浄
土

思
う
か
な
、
咲

き
散
る
色
を
な
が
め
て
も
、

さ
と
り
ひ
ら
け
む
は

な
の
台
を

定
家

と
並
ん
で
名
声

の
高
か

つ
た
歌
人

は
藤
原
家
隆
で
家
集
に

『壬
二
集
』

二
巻
が
あ
り
釈
教
歌
十
八
首
申
よ
り
二
集
拾

つ
て
み

る
。

私
の
家
に

て
四
十

八
願
の
歌
人
々

に
観
進
ぜ
し
蒔
春
庵
長
寿

の
心
を

さ
ま
ざ
ま
に
変

る
姿
を
し
た
か

つ
て
、

頼
む
光
に
消
ゆ
る
よ
も
な

67



く
天
王
寺
絵
堂
前
大
僧
正

つ
く
り
立

て
て
後

の
障
予

に
九

品
往
生
人
か
か
れ
侍
り
け
る
時
中
品
下
生

の
人
の
心
を

捨

て
や
ら
で
子
を
思
う
鹿

の
知

る
ぺ
よ
り
狩
場
の
山
は
厭

い
出
で

に
き定

家
、
家
隆
以
外
の
歌
人

に
は
後
京
極
摂
政
良
経
、
其

の
叔
父

の
慈

用

(
慈
鎮
和
尚
)
、
歌
学
で
有
名

な
顕
昭
法

橋
等
が
あ

つ
た

が
良

経
の

～家
集

『
月
清
葉
』

に
は
釈

教
歌
二
十
首

あ
り
、
十

界
を

読
め

る
も

の
十
首
、
十
如
是
十
首

あ
る
の
み
で
法
然
上
人
に
帰
稗

し
絶

大
の
浄

+
轡教
儔
奉
者
で
あ
る
関
白
兼
実
を
父

に
持

ち
慈
貘
湘

揃
の
姪
で
あ

つ
た
良
経

で
は
あ
る
が
浄
土
教
に
親
近

の
入
で
撼
撫

か

つ
た
ら
し
い
。

次

に

『拾

玉
集
撫

で
あ
る
が
作
者
慈
鎮
和

尚
は
勅

修
御
伝

に
よ

れ
ば

「
一
乗

円
頓
の
戒

を
う
け
、
散
心
称
名
の
行
を
ぞ
崇

重
せ
ら

れ
け

る
」
と
あ

る
様
に
四
度
天
台
座
主

で
あ

つ
た
和

尚
は
又
法
然

上
人

に
帰
仰

の
念
仏
者

で
あ

つ
た
と
見
ら
れ
る
。

巻

一
に
厭
欣
の

和
歌

一
百
首
巻
六
に

=
臼
首

と
合
せ

て
二
百
首

収
め
ら
れ

て
あ
る

阿
彌
陀

仏
と

一
度
唱

へ
て
睦

ま
む
、
や
が
て
誠

の
夢
と
も

ぞ
な

る

法

然
上
人
の
御
詠
、
阿
彌
陀

仏
と
十
声
唱

へ
て
ま
ど
ろ
ま
ん
な

が
き

ね
ふ
り

に
な
り
も
こ
そ
す
れ
、
は
、

こ
の
歌

の
本
歌
取
と
見

る
。

何
と
な
き
国
す
さ
び
ま
で
契
り
け
る
仏

の
御
名
は
南
無
阿
彌
陀
仏

六
六
家
集
の

一
つ
俊
成
の

『
長
歉
詠
草

』
に
は
厭
欣
の
歌

は
'一
首

も
見

る
事
は
出
来
な

い
。

西
行
め
私
家
集

『
山
家
集
』・
を
次
に
見
る
に
作
者
西
行
は
俗
名

を
佐
藤
義
清

と
云
う
、
若
く
北
面
の
武
士
と
し
て
鳥
羽
上
皐
に
仕

侍
し
て
い
た
。

二
十
三
才

の
時
、
愛
す

る
妻
子
を
捨

て
遁
世
し
た

の
で
あ
る
が
、

そ
の
緩

は
修
験
者
に
随

い
熊
野
入
些
し
た
り
、
放

浪
行
乞
の
身
と
な
つ
て
関
東

え
下
り
行
く
等
、
色
々
と
苦
難
多
い

托
鉢
行
脚

の
月

羃
を

重
ね

た
人
で
、
そ
の
信
仰
体
系

は
は
つ
き
り

し
て
い
な
い

淡

歌
集
中

に
は
法
華
経
中
心
の
も

の
が
多
く
厭
欣

意
を
寓
し
た
も
の
に
左
の
二
首
が
あ
る
。

暁
の
念

仏
と

い
う
こ
之
を

夢
さ
む

る
鐘
の
ひ
が
き

に
お
ち
そ

へ
て
、
十

度
の
御
名
を
称
べ

つ

る
か
な
、
・易
往
而
無
人

西
え
行
く
月

を
や
よ
そ
に
思
う
ら
む
、

心
に
入
ら

ぬ
人
の
た
め
に

は
詞
書

に
易
往
而
無
人
と
大
経
巻
下
の

聖
句
を
引
用
し
た
両
行
は

法
華
経

の
行
者
で
あ
る
と
共

に
又
念

仏
行
者
で
あ
り
浄
土
欣
求
者
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中世私撰私家集と厭欣愚想に就て

で
あ

つ
た
事
を
知
る
。

又
此
の
時
代
、
三
代
将

軍
源
実
朝

の

『金

塊
集
』

が
あ
る
。

無
常
厭
世
の
作

や
感
傷
的
な
歌
が
多
く
見

ら
れ

る
が

こ
れ

も
絶

え
ざ

る
不
安
と
苦
悩

が
あ

つ
た
為
で
あ
ろ
う
が
、

厭
求

浄
土
と
云

つ
た
来
世

を
欣
求

す
る
意
の
歌
は

一
首
も
見

当
ら

な

い
。

以

上
で
中

世
前
期
即

ち
北
条

氏
の
滅

亡
以
前
の
百
四
十
年
闘
中

の
私
撰
私
家
集
に
当

つ
て
見

て
特

に
目
立

つ
事
は
浄
土
欣
求
と
云

つ
て
も
乱
世
を
逃
避
す
る
方
便
に
.と
云
う
よ
う
な
方
面
が
多
い
。

元
弘
三
年

(
一
三
三
三
)
と
云

え
ば
元
祖
滅
後
百
二
+
余
隼
浄
土

教
弘
通
盛
ん
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ

る
が
案
外
歌
集
に
は
現
わ
れ
て

い
な

い
。
北
条
氏
滅
亡
以
後

の
歌
集

に
は
浄

土
三
部
経
、
善
導
観

経
疏

と
云
つ
た
内
容

の
も

つ
も

の
が
匆
く
見
ら
れ
経
曲
ハ
の
細
部

に

ま
で
入
り
込
ん
で
来
た
事

は
そ
れ
に
よ

つ
て
も
弘
通
の
盛
ん
に
な

つ
て
来

た
反
響
と
見
る

べ
き
で
あ

つ
て
、
以
下
後
期
の
主

な
も
の

を
拾

つ
て
見
る
。

吉
野

三
代
五
十
年
闘

の
君
臣

の
歌
集

『
新
葉
和
歌
集
』

に
釈
教

歌
二
十

九
首
あ

る
が
多
く
法
華
経
中
心
で
あ
る
。

こ
れ
も
撰
者
宗

良
親
王
が
元
沃
治
座
主
で
あ

つ
た
為

で
あ
ろ
う
。
中
に
後
村
上
天

皇
の
御
製

が
あ
る
。

れ
が
た
の
む
、
西
の
は
や
し
の
梅

の
花
御
法

の
花

の
た
ね
か
と
そ

見
る
。
右

の
撰
者

の
御
家
集
に

『
李
花

集
』
が
あ
る
が
厭
欣

の
歌

は

一
首
も
見
当

ら
な
い
。

『
草
庵
集
』

の
頓
阿

は
二
階
堂

下
野
守
光
貞
の
子

で
俗
名
を

二

階
堂
貞
宗
と
云

い
兼
好
よ
り

は
十
数
年

お
く
れ
て
伏
見
天
皇
の
正

応
二
年

(
=

一八
九
)

に
生
れ

た
。
此

の
歌
集

は
歌
数
実
に
二
千

餘
首
、

う
つ
然
た
る

一
大
歌
集
で
あ
り
、

二
条
家

に
於
て
は
正
風

と
し
て
貴
ば
れ
た
。
釈
教
歌
四
十
首
、

中
で
浄
土
教

に
因
め
る
も

の
が
半
数
そ
の
三
四
を
拾

う
と

彌
陀
本
願

の
心
を

さ
り
と
も
と
、
わ
た
す
御
法

を
頼
む
か

な
、
芦
分
小
舟
さ
わ
り
あ

る
身

に
門

々
見
仏
得
生
浄
土

K
じ
に
こ
そ

つ
い
に
入
る
な
れ
法

の
道

か
り
に
あ
ま
た
の
門
は
あ

れ
ど
も
安
楽
集
唯
有
浄

土

副
門

可
通
沃

路

西

へ
行
く
道

よ
り

外
は

い
ま
の
よ
に
憂

世
を
い
つ
る
門
や
な
か
ら

む
阿
蒲
陀

経
諸
宝
樹
及
宝
羅
網

出゚
微
妙
音

響
如
百
干
種
楽

同
時
倶
作

い
ま
ぞ
き

く
松
遇
く
風
の
立
β
な
飾
で
塞
木
に
こ
と
の
し
あ

鵜
あ
り

6.9



と
は
宝
池
を

よ
め
る
。

は
ち

す
咲
く
た
か
ら
の
池

に
う
く
舟

の
ま
ず
面
影
に
浮

び
ぬ

る
か

な
、

頓

阿
は
又
浄
土
宗

の
七
祖

了
誉
聖
冏
と
深
き
因
縁
関
係
が
あ
る

彼

は
も
と
天
台
か
ら
仏
門

に
は
い
り
西
山
義
を
深
草
の
良
恵
経
空

に
学

び
、
周
師

よ
り
鎮
西

の
本
義
を
合

え
ら
れ
た
か
ら
頓
何

の
持

つ
念
仏
信
仰

は
こ
の
二
師

よ
り
受
け
ら
れ
た
と
見

る
.

又
隲
師

は

歌
道
を
頓
阿
か
ら
学
び

『
古
今
集
序

註
』
を
作

つ
た
程
歌
道
に
堪

能
で
あ

つ
た
が
、
冏
師

の
組
織

し
た
五
重
相
伝
の
形
式
が
、
頗

る

御
子
在
家

に
伝
え
ら
れ
る
歌
道
伝
授

に
酷
似
し
て
お
り
、
又
宗
乗

研

究
の
上
で
貴
重
な
書

で
あ
る

『
切
紙
十

八
通
』

の
名
は
歌
道
口

伝

の
上

で

『
切
紙
十

八
通
』
或

は

「
二
十
四
通
」
等
と
云
う
語
法

組

織
を
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
。

室

町
幕
府

時
代

に
な

る
と
二
条
派

は
益
々
衰
え

て
反
二
条
派
の

歌

人
や
歌
学
者

が
続
々
現
わ
れ

た
が
特

に
取

り
上
げ

る
の
は
見
当

ら
な
い
、

そ
の
内
、

『
草
根

集
』

の
釈

正
徹
が
上
げ
ら
れ
る
が
十

五
巻

中
経
文
部
七
十

七
首
あ
る
が
そ
の
大
部
分
が
こ
れ
も
法
華
経

を
読

め
る
も
の
で
浄
土
教
に
因
め
る
も

の
は
見
当
ら
な

い
。

以
上
中
世
時
代

の
私
撰
私
歌
集
十

一
集

の
中

よ
り
厭
欣

の
和
歌

首
を
抄
出
し
た
。
元
よ
り
杜
擬
で
あ

る
が

凡
そ
此
時
代

に
出
来
た

歌
集
の
七
八
分
通
り
は
目
を
通
し
て
見
た
。

こ
れ
ら

の
歌
集
に
収

め
ら
れ

て
い
る
所
謂
歌
教

歌
に
は
法
華

経
を
題
材
と
す
る
も

の
が

絶
対
多

い
の
は
平
安
仏
教

の
名
残
り

で
で
も
あ
ろ
う
か
。
以
上
の

歌
集

に
集

め
ら
れ
た
和
歌

の
総

数
二
万

余
首
、

そ
の
中
釈
教
歌
五

百
二
十
六
首
あ
り
、

こ
れ
を
大
別
す

る
と
法
華
経
百
五
十

首
丶

し

か
も
そ
れ
は
題
名
又
は
詞
書

に
、
法
華

経
何
々
晶
と
、
明
示
し
た

も

の
だ
け
の
数

で
、
題
名
も
詞
書

も
な

い
も

の
で
法
華
経
を
詠
め

る
内
容
を
持

つ
も

の
を
入
れ
る
と
、

も

つ
と
数
が
ふ
え
る
筈
で
あ

る
。
浄
土
教
四
十
五
首

、
他

は
金
光
開
経
、
雑
摩
経
、

心
経
等
の

歌
が
多
く
、
理
趣
分
経
等

の
も
の
-は
見
当
ら
な
か

つ
た
。
そ
し

て

禅
家
の
も
の
が

一
向

に
見
当

ら
な

い
の

は
当
時
の
文
学
が
五
山
の

僧
に
よ

つ
て
維
持

さ
れ
て
お

つ
た
即
ち
五
山
文
学
時
代
で
あ

つ
た

か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
和
歌

を
通

じ
て
こ
の
時
代

の
仏
教
界
を
観
る
時
に
当

時
の
仏
教
徒
の
求
道
精
神
は
熱
烈
な
も

の
で
あ
つ
て
、

単
な
る
顕

密
の
徒

と
か
、
念

仏
行
者
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
深
く
各
々
の
正

依
と
す
る
経
論
釈

に
喰

い
入

つ
て
居

つ
た
の
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

勿
論
当
時
の
歌
人

と
云
え
ば
、
上
皇
、
月
郷
雲
客
、
武
人
、
僧
侶
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申世私撰私家集と蹶欣思想に就て

等

社
会
の
上
層

に
居

つ
た
者
だ
け
で
、
町
入

・
百
姓
等
の
庶
民

の

歌

は

一
首
も
は
い

つ
て
い
な
い
か
ら
、
其
等
の
者
の
信
仰
態
度
は

こ

こ
で
知
る
由
も
な
い
が
、
現
代
入
の
持

つ
信
仰
態
度

に
比
す
れ

ば
余
程
深
く
仏
教
を
掘
り
下
げ

て
真
摯
な
態
度

で
教
と
取
り
組
ん

で
居

つ
た
事

か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
歌
の
題
材

に
、
臨
終
正
念

・
聞
名
欲
往
生

・
四
十
八
願

・
九
品
往
生

・
説
是

語
時
無

量
寿
仏
住
立
空
中

・
観
経
十
三
観

・
定
散
等
回
向
即
証
無

生
身

・
忙
々
六
道
無
定
趣

∴
厳
浄
国
土
皆
悉
観
見

・
往
生
熟醐
ー
永

離
身
心
悩
等
の
語
を
出
家
な
ら
ぬ
在
家
の
仁
が
自
由
に
駆
使
し
て

い

る
の
で
あ
る
。

又
以
上
の
集

に
収
め
ら
れ
た
浄
土
教
に
因
め
る
歌
は
教
の
上

か

ら

で
は
ど
の
集
も
同
じ
で
あ
る
が
、
格
調
の
上

か
ら
見
る
時
は
、

中

世
の
初
期

に
出
来
た
も
の

に
は
浄
土
宗
義
の
上
で
い
う
三
種
念

仏

の
中

の
止
観
の
念
仏
、
要
集
の
念
仏
に
近
い
も
の
が
多
く
時
代

が

下
る
に
随

つ
て
選
択
本
願
の
念
仏
に
近
い
も
の
が
多
ぐ
出
て
い

る
の
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

本
稿
に
於

て
歌
を
通
じ
て
厭
欣
思
想
の
推
移
傾
向
を
見
よ
う
と

し
た
の
は
無

理
で
あ

つ
た
。
元
祖
の
御
法
語

に

「
本
願
の
念
仏
は

木

こ
り
、
草

か
り
、
菜

つ
み
、
水

く
む
、
た
ぐ
ひ
ご
と
き
も
の
の

内
外

と
も
に
か
け
て

一
文
不
通
な
る
が

、
と
な
ふ
れ
ば
必
ず
う
ま

る
と
信
じ
て
真
実
に
願

い
と
常
に
念
仏
申
す
を
最
上
の
機
と
す
」

と
あ
る
様

に
浄
土
門

で
は
下
根
下
劣
を

正
機

と
す
る
も
の
で
あ
る

の
に
、
其
等
の
機
根
と
は
凡
そ
縁
の
遠

い
和
歌
を
通
し
て
念
仏

弘

通

の
過
程
を
探
ろ
う
と
し
た
の
は
恰
も
木

に
よ
つ
て
魚
を
求
め
よ

う
と
す
る
愚
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
最
後

に
こ
の
稿
は
卒
論

の
中
よ
り

一
部
抜
萃

し
た
事
を
附
記
す

る
。

ク/


