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雅

伸

は
じ

め

に

定
説
で
は

『興
福
寺
奏
状
』
と
は
法
然
と
そ
の
専
修
念
仏
の
弾
圧
、

抹
殺
を
朝
廷
に
要
請
し
た
宗
教
弾
圧
文
書
と
理
解
さ
れ
て
来
た
。
し
か

し
筆
者

は
そ
う
と
は
考
え
難
い
の
で
先
年

「『
興
福
寺
奏
状
』
に
つ
い
て

の
一
考
察
」
を
世
に
問
う
た
。
こ
れ
に
対
し
安
達
俊
英
氏
か
ら
批
判
と

疑
問

の
提
起
が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
安
達
氏
の
提
起
に
対
し
て
別
稿

(『法

然
上
人
研
究
』
第
四
号
所
載
)
で
答
え
た
。
本
小
稿
は
、
そ
れ
を
補
足
し
、

か
つ
筆
者

の
説
を
さ
ら
に
明
確
化
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

ま
ず

『奏
状
』
を
宗
教
弾
圧
文
書
と
す
る
と
様
々
な
問
題
が
出
る
。

定
説
は
こ
れ
ら
を
黙
殺
し
て
い
る
。
法
然
を
実
際
に
罪
科
に
問
い
、
専

修
念
仏
思
想
や
教
団
を
屠
り
た
い
の
な
ら
、
出
来
る
限
り
法
然
を
悪
人

に
仕
立
て
、
法
然
が
破
戒
を
勧
め
扇
動
す
る
等

の
問
題
の
張
本
人
で
あ

る
と
し
、
か
つ
専
修
念
仏
は
危
険
思
想
で
あ
る
と
論
証
す
る
は
ず

で
あ

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
四
巻
第
二
号

平
成
八
年
三
月

る
。
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
こ
と
か

『
奏
状
』
は

「上
人
者
智
者
也
、
自
定

無

諺
法
心

歟
。
但
門
弟
之
中
其
実
難

知
、
至

愚
人

者
其
悪
不

少
」

と
法
然
は
智
者
で
あ
り
、
謗
法
の
意
図
は
な

い
で
あ
ろ
う
が
門
下
が
悪

い
と
言
う
。
こ
の
文
言
は
宣
下
に
問
題
は

「
門
弟
の
淺
智
よ
り
お
こ
り

て
か

へ
り
て
源
空
が
本
懐
に
そ
む
く
」
と
あ

っ
た
の
と
同

旨

と

い
え

る
。
興
福
寺
衆
徒
は
こ
の
宣
下
の
文
言
で
は
法
然
に
責
任
が
な
い
意
味

に
な
る
と
抗
議
し
て
い
た
。
『奏
状
』
が
法
然

の
処
罰
を
眼
目

と

し
て

要
請
す
る
の
な
ら
、
こ
の
様
な
文
言
は
書
か
な
い
。
思
想
面
が
問
題
な

ら
な
お
さ
ら
法
然
を
智
者
や
上
人
と
書
か
な

い
。
実
際
、
興
福
寺
衆
徒

は
宣
下
で
仏
教
の
怨
敵
た
る
法
然
を
智
と
徳
を
兼
ね
た
僧
の
称
で
あ
る

上
人
と
呼
ぶ
の
は
不
当
と
し
て
い
る
。
し
か
し

『奏
状
』
は
法
然
を
し

て
智
者

・
上
人
と
し
衆
徒
と
真

っ
向
か
ら
法
然
観
が
対
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に

「
上
人
之
詞
皆
有

表
裏

、
不

知

中
心
、
勿

拘

外

聞

｣

と
門
下
が
事
実
上
法
然
の
言
葉
を
無
視
し
て
い
る
事
を

匂
わ

し

て
い
る
が
、
法
然
を
罰
し
た
い
な
ら
こ
の
様
な
事
も
書
か
な
い
。
さ
ら

に
専
修
念
仏
者
に
も
持
戒

の
人
が
い
る
と
持
戒
堅
固
の
法
然
を
暗
示
さ

一
四
三
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せ
る
記
述
さ
え
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
総
合
す
る
と
騒
動
は
ど
う
や

ら
門
弟
が
原
因
で
悪
い
と
い
う
認
識
を

『奏
状
』
の
受
取
手
に
生
じ
さ

せ
る
。
法
然
や
専
修
念
仏
そ
の
も
の
を
敵
視
し
抹
殺
し
よ
う
と
い
う
宗

教
弾
圧
文
書
な
ら
こ
う
い
う
書
き
方

は
し
な
い
。

二

定
説

は

『奏
状
』
は
専
修
念
仏
思
想
を
弾
圧
、
抹
殺
し
よ
う
と
し
て

い
る
と

い
う
が
疑
問
で
あ
る
。
思
想

の
相
違
や
解
釈

は
批

判

は
す

る

が
、
そ

の
思
想
を
そ
の
思
想
性
故
に
停
止
せ
よ
と
は
読

め
な

い
。
『奏

状
』
に
お
い
て
教
義
問
題
を
全
面
的
に
押
し
出
し
、
そ
の
思
想
故
に
専

修
念
仏
思
想
は
危
険
で
禁
遏
す
べ
き
で
あ
る
と
論
証

す

る
部

分

は
な

い
。
結
論
的
に
言
え
ば

『奏
状
』
が
大
き
く
問
題
視
し
て
い
る
の
は
価

値
の
逆
転
に
よ
る
布
教
で
あ
る
。
価
値
の
逆
転
と
は
善
行
を
悪
行
の
様

に
位
置
づ
け
、
或
い
は
故
意
の
破
戒
を
奨
励
す
る
等
の
行
為
で
あ
る
。

こ
れ
が
現
れ
る
の
は
二

・
四

・
五

・
六

・
八
の
各
条
で
あ
る
。

第
二
条
は

「新

像

を
図
す

る
失
」
で
あ
る
が
、
実
は
当
該
条
項
は

「新
像
を
図
す
る
失
」
で
は
な
く
、
摂
取
不
捨
曼
陀
羅
を
用
い
諸
善

を

修
す
る
こ
と
を
悔

い
さ
せ
る
と
い
う
善
を
悪
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
布
教

方
法
を
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

第
四
条
は
、

一
仏
の
名
号
に
執
著
し
、
す

べ

て
を

否
定

し
、
こ
れ

を
自
分

の
修
行
で
と
ど
め
ず
国
全
体
に
誠
め
、
余
行
を
棄
て
る
の
み
ら

な
ず
軽
賎

し
て
い
る
事
か
ら
非
常
識
な
事
が
起
こ

っ
て
い
る
と
す
る
。

一
四
四

こ
れ
も
聖
道
門
的
宗
教
価
値
を
黙
殺
し
放
棄
す
る
事
を
問
題
視
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
善
行
を
悪
行
で
あ
る
と
価
値
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
事

を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
具
体
的
に
は

「云

読

法
花
経

之

者
堕

地
獄

」
「云

受

持
法
花

浄
土
業
因

者
、
是
謗

大
乗

人
也
」

と
い
う
主
張
を
例
に
挙
げ
る
が
、

い
ず
れ
も
従
来
か
ら
善
行
と
さ
れ
て

き
た

『法
華
経
』
の
読
誦
や
受
持
を
謗
法
や
地
獄
に
堕
ち
る
因
た
る
悪

逆
行
為
で
あ
る
と
価
値
を

逆
転

さ

せ
て
い
る

事
が
わ
か
る
。
さ
ら
に

堂
塔
の
建
立
、
尊
像

の
造

図

等
を

「
土
の
如
く
、
沙
の
如
」
く
笑
う

事
を
挙
げ
る
が
、
こ
れ
も
諸
善
の
放
棄
や
無
価
値
性
を
説
い
た
問
題
で

は
な
く
、
諸
善
を
土
や
砂
の
様
に
嘲
笑

す

る

と

い
う
積
極
的
侮
蔑
行

為
、
つ
ま
り
価
値

の
逆
転
で
あ
る
。
こ
の
様

に
従
来
善
と
さ
れ
て
き
た

事
が
悪
行
や
侮
蔑
す
べ
き
も

の
で
あ
る
と
聞

い
て
人
々
は
修
善
を
悔
い

善
を
廃
す
る
が
、
こ
の
様
な
価
値

の
逆
転
を
説
き
人
々
の
善
行
を
妨
げ

る
布
教
方
法
は
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
五
条
は
、
専
修
念
仏
者
は

「若
侍

神
明

必
堕

魔
界

」
と
放
言

す
る
が
、

こ
れ
を
や
め
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
定
説
は
こ
れ
を
神
祗
不

拝
の
問
題
と
す
る
が
誤

り
で
あ

る
。
神
祗
不
拝

と
神
を
侍
む
と
必
ず

魔
界
に
堕
ち
る
と

い
う
の
と
で
は
意
味
が
全
く
違
う
。
こ
こ
で
も
神
祗

の
黙
殺
よ
り
も
、
神
を
侍
め
ば
必
ず
魔
界
に
堕
ち
る
と
価
値
を
逆
転
さ

せ
て
い
る
暴
言
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
六
条
は
前
半
は
思
想
面

の
記
述
が

あ

る

が
、
結
局

「但
如

此
評

定
、
自

本
不

好
」
と
す
る
。
つ
ま
り
諸
善

・
余
行
を
放
棄
す
る
専
修
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念
仏
の
あ
り
方

は
賛
同
し
か
ね
る
が
、
そ
れ
を
云
々
す
る
事
は
好
ま
な

い
と
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
か
ら
思
想
問
題
の
所
論
が

『奏

状
』
の
眼
目
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
事
が
窺
え
る
。
も
し
思
想
面
が
問
題

な
ら
、

こ
の
よ
う
な
評
定

こ
そ
好
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
で
は
何
故
訴
幻
に

及
ん
だ

か
と
い
え
ば

「専
修
党
類
、
謬
以

井
蛙
之
智
、
猥
斥

海
亀
之

徳

之

間
、
黙
而
難

止
、
遂
及

天
奏

」
と
い
う
。

つ
ま
り
専
修
念
仏

者
が
井
蛙
の
智
を
以
て
有
智
者
の
振
る
舞
い
を
し
徳
行
を
排
斥
し
て
い

る
の
で
看
過
し
難
く
天
奏

に
及
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ

れ
も
単
な
る
諸
善

・
余
行
の
放
棄
で
は
な
く
先
に
述
べ
た
よ
う
な
善
悪

の
価
値

の
逆
転
に
類
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
条
の
内
容
を
裏
返
せ
ば

思
想
面

で
賛
同
出
来
な
く
と
も
徳
行
の
排
斥
行
為
等
と
い
う
実
際
行
為

が
な
け
れ
ば

「黙
し
て
」
天
奏
に
及
ば
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
事
が
窺
わ

れ
貞
慶
が
思
想
面
を
主
た
る
問
題
に
し
て
い
な

い
事
が
推
知
さ
れ
る
。

第
八
条
は
、
定
説
で
は
専
修
念
仏
者
の
破
戒
を
問
題
視
し
た
箇
所
と

さ
れ
て
来
た
が
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
も
す
で
に
以
前
の
拙
稿
で
指
摘
し

た
。

つ
ま
り

『
奏
状
』
は

「但
末
世
沙
門
無
戒
破
戒
、
自
他
所

許
」
(
1
)

と

末
法
の
世
の
沙
門
が
破
戒
無
戒
で
あ
る
事
は
当

然

で
あ

る
と

し

「今

所

嘆

者
全
非

其
儀

」
と
破
戒

・
無
戒
の
問
題
を
嘆
い
て
い
る

の
で

は
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
従

っ
て
貞
慶
が
破
戒
無
戒
を
問
題
視
し
た

と
い
う
定
説
は
完
全
な
誤
り
で
あ
る
。
貞
慶
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は

破
戒
無
戒
で
は
な
く

「破
戒
為

宗
」
と

い
う
事
で
あ
る
。
「破
戒
為

宗
」
と

は
破
戒
を
目
的
と
し
た
り
、
破
戒
自
体
に
宗
教
的
価
値
を
置
く
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事
で
あ
る
か
ら
、

い
わ
ば
故
意
の
破
戒
や
破
戒
の
奨
励
で
あ
る
。
殺
生

戒
や
偸
盗
戒
等
を
故
意
に
破
る
と
い
う
非
常
識
な
事
を
奨
励
す
る
な
ら

そ
の
危
険
性
は
想
像
に
余
り
あ
る
。
悪
く
す
る
と
殺
人
や
窃
盗
等
の
奨

励

・
扇
動
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
。
仏
教
は
む
ろ
ん
社
会
の
破
滅
に
な

る
。
し
た
が

っ
て

「仏
法
滅
縁
無

大

於

此

」
と
嘆
き

「奏
聞
之
趣

専
在

此
等

歟
」
と
奏
聞
の
目
的
は
専
ら
こ
こ
に
あ
る
と
明
記
し
て
あ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の

「破
戒
を
宗
と
な
す
」
行
為
や
布

教

の
禁
遏
こ
そ
訴
え
の
主
目
的
で
あ
り
眼
目

で
あ
る
事
は
明
白
で
あ
り

事
実
そ
う
明
記
し
て
あ
る
。
事
の
重
大
性
、
深
刻
性
か
ら
鑑
み
て
も
第

八
条
の
問
題
が
最
重
要
課
題

で
あ

る

こ
と

は
容
易
に
理
解
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
安
達
俊
英
氏
は
氏
の
論
文

「法
然
浄
土
教
に
対
す
る
批
判
と

戒
」
に
お
い
て
こ
の
私
の
説
に
反
対

さ
れ
、

『奏
状
』
の
九
ケ
条
は
、

基
本
的
に
は
何
か
を
要
請
す
る
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
ま
た
第
八
条
に

の
み
訴
え
の
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
氏
が
氏
自

ら
の
所
論
を
た
て
ら
れ
る
時

「第
八
条
末
尾
で

「奏
聞

の
趣
、
専
ら
こ

れ
ら
に
あ
る
か
」
と
述
べ
て
、
破
戒
を
宗
と
す
る
言
動

の
取
締
り
を
全

面
に
出
し
て
要
請
す
る
の
は
」
(八
頁
)
と
、

一
転
し
て
氏
が
私
に
対
し

て
は
有
り
得
な
い
解
釈
と
さ
れ
た

「全
面
に
出
し
て
取
締
り
を
要
請
」

し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
を
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
事
こ
そ
第
八
条
に
あ

る

「破
戒
を
宗
と
な
す
」
事

の
禁
遏

こ
そ
が

『
奏
状
』
の
要
請
す
る
最
重
要
課
題
で
あ
る
事
を
氏
自
ら
確
認
さ

れ
て

い
る
に
他
な
ら
ず
、
私

の
所
論
の
正
当
な
る
事
を
事
実
上
認
め
ら
れ
て

一
四
五
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い
る
論

理
に
な

っ
て
い
る
。
法
本
が
朝
廷
か
ら
問
題
視
さ
れ
、
法
然
か

ら
も
破
門
さ
れ
た
の
も

「
故
勧
十
戒
毀
化
之
業
」
(『
三
長
記
』)
と
故
意

の
破
戒

を
勧
め
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り

「破
戒
を
宗
と
な
す
」
事
を

貞
慶
の
み
な
ら
ず
貴
族
や
法
然
も
問
題
視
し
た
と
い
う
事
に
他
な
ら
な

い
。
法
然
が
彼
を
破
門
し
た
の
は
教
団

へ
の
弾
圧
回
避
の
方
便
な
の
で

は
な
く
、
法
本
が
専
修
念
仏
と
は
乖
離
し
た
非
常
識
な
説
を
専
修
念
仏

の
名
を
語
り
主
張
し
た
事
が
法
然
に
発
覚
し
た
か
ら
で
あ
る
と
見
ら
れ

る
。
故
意
の
破
戒
を
奨
励
す
る
事
に
対
す
る
法
然
と
貞
慶
と
の
問
題
意

識
は
同

じ
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
他
の
条
で
あ
る
が
第

一
条
は
教
判
と
事
務
手
続
き
の
問
題
で
さ

し
て
問
題
で
は
な
い
。
し
か
も
新
宗
を
立
て
る
に
は
勅
許
を
得
る
べ
き

だ
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
勅
許
得
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
意

味
に
通

じ
る
。
問
題
の
あ
る
思
想
な
ら
勅
許
も
何
も
な
い
は
ず
で
こ
う

い
う
言

い
方
自
体
を
し
な
い
。
第
三
条
は
仏
教
徒
で
あ
る
以
上
釈
尊
を

尊
重
す

べ
き
と
言
う
に
過
ぎ
ず
、
さ
し
て
問
題
で
は
な
い
。
第
七
条
は

念
仏
の
教
義
論
に
見
え
る
が
思
想
弾
圧
の
根
拠
を
論
じ
る
も
の
に
な

っ

て
な
い
。
こ
こ
は
最
後

の

「互
求

会
通

勿

好

乖
諍

」

に
つ
き
る
。

専
修
念
仏
思
想
が
も
し
抹
殺
す
べ
き
程
の
思
想
な
ら
、
そ
の
専
修
念
仏

と
旧
仏
教
と

の
互
い
が
会
通
を
求
め
乖
諍
す
る
な
と
は
書
か
な

い
。

以
上

の
よ
う

に

『奏
状
』
は

「破
戒
を
宗
と
な
す
」
こ
と
や
善
を
悪

の
様
に
倒
置
し
布
教
す
る
と
言

っ
た
非
常
識
極
ま
り
無
い
主
張
や
行
為

の
禁
遏
を
眼
目
と
し
て
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
専
修
念
仏
思
想
や
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教
団
の
抹
殺
や
法
然
の
処
罰
が
眼
目
で
は
な

い
。
安
達
氏
は
、
こ
れ
ら

の
行
為
の
背
後
に
は
専
修
念
仏
思
想
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
以
上
述
べ

て
来
た
よ
う
な
非
常
識
な
行
為
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
善
行
を
悪
行
の

よ
う
に
位
置
づ
け
た
り
、
あ
る
い
は

「破
戒
を
宗
と
な
す
」
と
い
う
非

常
識
な
思
想
に
他
な

ら
ず
、
こ
れ

は
も

は
や
専
修
念
仏
思
想
で
は
な

い
。
む
ろ
ん
仏
教
思
想
で
は
な
い
。

さ
ら
に
第
九
条
で
あ
る
が
、
定
説
は

『
奏
状
』
は
国
家
と
仏
教
の
輔

翼
や
相
依
論
か
ら
鎮
護
国
家
を
旨
と
し
な
い
専
修
念
仏
思
想
の
弾
圧
を

企
図
し

た
と

す

る
。
そ

し
て
こ
の
根
拠
を
第
九
条
の

「仏
法
王
法
猶

如

身
心
、
互
見

其
安
否
、
宜

知

彼
盛
衰

」
と
い
う
文
に
求
め
る
。

し
か
し
、

こ
の
文
を
王
法
仏
法
の
相
依

・
輔
翼
論
と
読
む
の
は
誤
り
で

あ
る
。
身
心
の
関
係
か
ら
互
い
に
安
否
を
見

て
盛
衰
を
知
れ
と

い
う
文

言
と
後
続
の
連
文
か
ら
こ
れ
は
安
危
共
同
の
所
論
に
よ
っ
て
い
る
。

つ

ま
り
王
法
と
仏
法
が
盛
衰
の
状
況
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
意
味
で
、
故

に
相
手
を
見
れ
ば
自
ら
の
状
況
が
わ
か
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
も
し

こ
れ
を
定
説
の
如
く
王
法
仏
法
の
相
依

・
輔
翼
論
等
の
鎮
護
国
家
論
と

読
む
な
ら
当
該
文
言
自
体
解
釈
出
来
な
く
な
る
。
そ
も
そ
も

「専
修
要

行
尤
盛
」
で
あ
る
の
を
王
化
中
興
の
時
と
す
る
事
と
矛
盾
す
る
。
抹
殺

し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
程
の
専
修
念
仏
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
専
修
念
仏

を
弾
圧

・
抹
殺
し

た

い
な

ら

「所

願
、
只
諸
宗
与

念

仏

宛
如

乳
水

」
と
諸
宗
と
念
仏
と
が
乳

水
の
様
に
あ

っ
て

ほ
し

い

と
説
く
は
ず
が
な
い
。
ま
た
諸
宗
が
念
仏
を
信
じ
て
異
心
が
な
い
が
専
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修
が
諸
宗
を
嫌
い
進
退
き
わ
ま

っ
て
い
る
と
い
う
の
は
ど
う
解
釈
す
る

の
か
。
こ
れ
ら
で
言
う
念
仏
と
は
前
後
か
ら
専
修
念
仏
を
含
む
事
は
明

白
で
あ

る
。

つ
ま
り
第
九
条
は
専
修
念
仏
者
が
諸
宗
と
物
理
的
並
存
を

拒
む
姿
勢
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
諸
宗
は
滅

び
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
八
宗
と
物

理
的
並
存
を
認
め
る
よ
う

に
姿
勢
を
改
め
て
欲
し
い
と

い
う

の
で
あ

る
。
な

お
国
家
と
仏
教
の
関
係
を
安
危
共
同
論
で
論
じ
た
の
は
他
に
類

を
見
な

い
貞
慶
の
斬
新
で
独
創
的
な
所
論
で
あ
り
注
目
す
べ
き
事
を
指

摘
し
て

お
く
。

結

論

以
上

の
よ
う
に

『奏
状
』
が
事
実
上
禁
遏
を
要
請
し
て
い
る
の
は
、

故
意
の
破
戒
や
破
戒
を
宗
教
的
に
価
値
づ
け
奨
励
し
た
り
、
こ
れ
に
類

す
る
善

行
を
悪
行
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
過
激
な
布
教
で
あ
る
。
従

っ

て

『奏

状
』
で
言
う
条
々
の
過
失
の
停
止
や
宗
義
の
糾
改
と
は
、
こ
れ

ら
の
停

止
、
糾
改
で
あ
る
事
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
第
八
条
で

「奏

聞

の
趣
、
専
ら
此
ら
に
あ
る
か
」
と
さ
え
述
べ
ら
れ
た
破
戒
を
宗
と
な

す
行
為

や
扇
動

の
禁
遏
を
訴
え
の
眼
目
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
問

題

の
深
刻
性
や
法
然

の

『
七
箇
条
制
誠
』
の
内
容
や
法
本
の
破
門
か
ら

考
え
て
も
理
解
さ
れ
る
。
た
と
え
、
そ
の
行
為
の
背
後
に
あ
る
思
想
が

問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

の
思
想
と
は
、
善
行
を
悪
行
の
様
に
価
値

付
け
、
故
意
の
破
戒
を
勧
め
、
破
戒
に
宗
教
的
価
値
を
付
加
す
る
と
い

『興
福
寺
奏
状
』
宗
教
弾
圧
文
書
否
定
説

(城

福
)

う
非
常
識
な
過
激
思
想

に
他
な
ら
ず
、
す
で
に
法
然
の
専
修
念
仏
思
想

と
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
ら
の
行
為
や
た
と
え
背
後
に
あ
る

思
想
を
禁
遏
し
て
も
専
修
念
仏

の
停
止
に
も
弾
圧
に
も
な
ら
な
い
。
ま

た
定
説
は
国
家
と
仏
教
の
関
係
と
言
え
ば
相

依

・
輔
翼
論
等
と
観
念
的

に
捉
え
、
『
奏
状
』
が
安
危
共
同
論
に
よ

っ
て
い
る
事
を
読

み
誤
り
、

た
め
に

『奏
状
』
理
解
に
混
乱
を
招
い
て
来

た
。
こ
の
様
に

『奏
状
』

が
眼
目
と
し
た
の
は
法
然
や
専
修
念

仏
思

想

の
弾

圧

・
抹
殺
で
は
な

く
、
専
修
念
仏
と
は
思
想
的
に
も
別
物
で
あ
る
破
戒
を
奨
励
し
善
行
を

悪
行
と
逆
転
さ
せ
る
な
ど
の
非
常
識
な
行
為

・
布
教
の
禁
遏
要
請
で
あ

る
。
従

っ
て

『
奏
状
』
は
定
説
の
言
う
よ
う
な
専
修
念
仏
思
想
や
教
団

へ
の
弾
圧
を
要
請
す
る
宗
教
弾
圧
文
書
で
は
な
く
、
故
意
の
破
戒
の
勧

め
や
善
悪

の
逆
転
な
ど
仏
教
の
破
滅
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
非
常
識
な

行
為
や
布
教
の
禁
遏
要
請
文
書
な
の
で
あ
る
。

※

『奏
状
』
の
テ
キ
ス
ト
は

『鎌
倉
旧
仏
教
』
本
を
主
と
し

『仏
全
』
本
で

こ
れ
を
補
っ
た
。
主
な
も
の
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

1

自
他
所

談

自
他
所

許

2

見

□
□
否

見

其
安
否

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

『興
福
寺
奏
状
』、
専
修
念
仏
、
貞
慶
、
法
然
、
宗
教
弾
圧

(龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
)

一
四

七
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