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『歎
異
抄
』
は
、　
親
鸞
が
こ
の
世
を
去

っ
て
か
ら
ほ
ぼ
三
十
年
経

っ
た
頃
、　
既
に
老
境
に
入
っ
て
い
た
親
鸞
の
一
門
弟
に
よ
っ
て
書
き

つ
け
ら
れ
た
信
仰
批
判
の
書
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の

『
歎
異
抄
』
が
、
著
者
が
信
仰
批
判
を
展
開
す
る
に
当

っ
て

批
判
の
基
準
と
し
て
先
ず
掲
げ
て
い
る
親
鸞
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
著
者
の
真
摯
な
聞
思
が
聞
き
止
め
、
う
な
づ
き
、
そ
し
て
伝
承
し
た
親

鸞
の
感
銘
深
い
幾
つ
か
の
言
葉
を
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
教
行
信
証
』
と
は
ま
た
違

っ
た
、

念
仏
者
親
鸞
の
面
目
躍
如
と

し
た
本
願
の
信
の
表
自
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
大
き
な
恩
恵
を
わ
れ
わ
れ
は
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際

『歎
異
抄
』
は

こ
の
点
、
す
な
わ
ち
親
鸞
の
信
仰
告
白
を
生
き
生
き
と
伝
え
て
い
る
点
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

『
歎

異
抄
』
は
何
よ
り
も
先
ず
、

「
一
室
の
行
者
の
な
か
に
、　
信
心
異
る
こ
と
な
か
ら
ん
た
め
に
、　
泣
く
泣
く
筆
を
染
め
て
こ
れ
を
し
る
す
」
。
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と
記
さ
れ
て
あ
る
通
り
、
著
者
が
そ
の
身
に
強
く
感
じ
て
い
た
、
深
い
痛
み
と
も
い
う
べ
き
責
任
感
の
な
か
で
な
さ
れ
た
信
仰
批
判
の
書

で
あ
る
こ
と
が
、　
十
分
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
歎
異
抄
』
を
生
み
出
し
た
精
神
で
あ
る
歎
異
と
は
、　
信
仰
批
判
で
あ
る
¨

「歎
異
篇
」
を
記
し
終

っ
た
著
者
は
、

「右
条
々
は
み
な
も
て
信
心
の
異
る
よ
り
事
お
こ
り
候
か
。

」

と
語
る
。

著
者
の
信
心
に
立

っ
て
、　
彼
が
目
の
あ
た
り
し
た
念
仏
者
の
な
か
に
起
こ
っ
て
い
る
信
心
の
異
り
を
批
判
し
た
の
が
、　
こ
の

『歎
異
抄
』
で
あ
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
著
者
の
信
心
そ
の
も
の
が
、　
一
つ
の
批
判
精
神
で
あ
り
、
本
願
の
信
そ
の
も
の
が
、
そ
の
本
質
に
鋭
い
批
判
性
を
も

つ

こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
て
い
る
。
こ
の
事
実
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
、
外
な
ら
ぬ
親
鸞
の
信
心
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
聞
法
に
お
い
て
獲
得
し
た
本
願
の
信
を
、
如
来
廻
向
の
信
と
告
白
し
た
。
す
な
わ
ち
衆
生

に
発
起
す
る
本
願
の
信
を
、
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
信
仰
的
自
覚
と
了
解
し
た
。
こ
の
よ
う
な
本
願
の
信
が
、
如
来
す
な
わ
ち
真
実
を
そ

の
本
質
と
し
て
保
持
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
に
お
け
る
虚
妄
性
を
く

っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
す
る
よ
う
な
用
き
と
し
て
表
現
し
展
開
す
る
こ

と
は
、
容
易
に
尋
ね
当
て
る
こ
と
の
で
き
る
本
願
の
信
の
独
自
性
で
あ
る
。
事
実
、
親
鸞
の
信
は
鋭
い
批
判
精
神
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
端
的
な
発
露
を
わ
れ
わ
れ
は
内
外
に
わ
た
る
彼
の
深
い
悲
歎
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
願
の
信
が
実
現
す
る
人
間
の
像
で
あ
る
真
の
仏
弟
子
に
つ
い
て
叙
述
す
る
文
章
は
、
親
鸞
の
あ
の
重

い
悲
歎
述
懐
を
以
て
結
ば
れ
て
い
る
。

「誠
に
知
ん
ぬ
、
悲
し
き
か
な
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、
定
来
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、

真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
づ
べ
し
傷
む
べ
し
と
。

」
（「信
巻
し



更
に
重
ね
て
親
鸞
は
、
本
願
に
帰
し
て
猶
自
力
を
固
執
す
る
虚
妄
性
の
深
さ
を
、
次
の
よ
う
に
告
自
す
る
の
で
あ
る
。

「悲
し
き
か
な
垢
障
の
凡
愚
、　
無
際
よ
り
こ
の
か
た
助
正
間
雑
し
、
定
散
心
雑
す
る
が
故
に
、　
出
離
そ
の
期
な
し
。
自
ら
流
転
輪
回

を
度
る
に
、
微
塵
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
仏
頼
力
に
帰
し
が
た
く
大
信
海
に
入
り
が
た
し
。
良
に
傷
嵯
す
べ
く
、
深
く
悲
歎
す
べ
し
。

」

翁
化
身
土
巻
し

そ
し
て
、　
浄
土
真
宗
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
た
自
己
の
全
体
に
つ
い
て
、　
そ
こ
に
今
更
の
よ
う
に
浮
き
彫
り
に
な

っ
て
来
る
虚
仮
不
実

性
を
、
『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
の
な
か
で
こ
の
よ
う
に
悲
歎
し
て
い
る
。

「浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
、
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
、
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て
、
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
。」

こ
の
よ
う
な
信
仰
的
自
覚
の
厳
し
い
内
省
の
眼
は

一
転
し
て
、
外
に
対
し
て
は
親
鸞
の
あ
の
鋭
い
教
界
批
判
、
外
教
批
判
な
い
し
は
思

想
界
批
判
と
な

っ
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば

『
教
行
信
証
』
に
よ

っ
て
、
こ
の
親
鸞
の
批
判
精
神
を
み
よ
う
。

「霜
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
ひ
さ
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
り
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
ふ
て
邪
正
の
道
路
を
わ
き
ま
ふ
る
こ
と
な
し
。

」
（「後
序
し

内
外
に
わ
た
る
悲
歎
と
し
て
発
露
す
る
親
鸞
の
信
心
の
こ
の
批
判
性
が
、
『
歎
異
抄
』
の
著
者
に
お
い
て
は
歎
異
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、

継
承
さ
れ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
歎
異
の
精
神
は
、
た
だ
に

『
歎
異
抄
』
の
著
者
に
動
い
た
個
人
的
な
批
判
精
神
に
止
ま
ら

ず
、
お
よ
そ
浄
土
真
宗
の
信
心
の
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
必
ず
息
吹
い
て
い
る
よ
う
な
根
本
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

つヽ
。
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二

『歎
異
抄
』
を
こ
の
よ
う
に

一
つ
の
信
仰
批
判
の
書
と
し
て
了
解
し
つ
つ
、　
こ
の
信
仰
批
判
を
炊
異
と
し
て
果
し
遂
げ
て
行
く
著
者
の

立

っ
て
い
た
場
所
を
、
私
は
尋
ね
て
み
た
い
。
そ
れ
は
か
つ
て
親
鸞
が

「専
修
念
仏
の
輩
」
と
語
り
、
い
ま
著
者
が

「
一
室
の
行
者
」
と
語

り
記
す
と
こ
ろ
の
、
専
修
念
仏
の
共
同
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
昔
法
然
の
選
択
本
願
の
念
仏
の
教
え
に
よ

っ
て
こ
の
世
に
誕
生
し
、

親
鸞
の
関
東
行
化
に
よ

っ
て
そ
の
衣
鉢
を
継
ぐ
も
の
と
し
て
再
興
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
同
行
同
朋
の
専
修
念
仏
の
共
同
体
で
あ
る
。
勿
論

こ
の

『歎
異
抄
』
が
書
か
れ
た
当
時
は
、
親
鸞
が
関
東
を
去

っ
て
帰
洛
し
た
頃
か
ら
次
第
に
顕
在
化
し
た
と
思
わ
れ
る
門
侶
の
小
集
団
化

へ
の
傾
向
が
進
み
、　
こ
の
共
同
体
は
有
力
門
弟
を

指
導
者
と
す
る
数
多
く
の
間
徒
群
に
分
化
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。　
し
か
し

猶
、
共
に
親
鸞
を
有
縁
の
師
と
仰
ぐ
親
鸞
門
流
で
あ
り
、
思
想
的
に
は
先
師
法
然
の
専
修
念
仏
の
伝
統
に
立
つ
、
選
択
本
願
の
念
仏
を
行

信
す
る
信
仰
共
同
体
で
あ
り
、　
そ
の
点
に
お
い
て
分
立
し
つ
つ
猶

一
つ
で
あ
る
と
い
う
自
党
が

貫
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、　
例
え
ば
こ
の

「
一
室
の
行
者
」
と
い
う
言
葉
遣
い
か
ら
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。　
こ
の
専
修
念
仏
の
共
同
体
が
、

歎
異
す
る
唯
円
が
自
覚
的
に
立

っ
て
い
た

場
所
で
あ

っ
た
。

そ
の
状
況
は
い
ま
少
し
具
体
的
に
、
『歎
異
抄
』
自
身
が
記
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
共
に

「
一
室
の
行
者
」

と
し
て
は

一
つ
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
こ
に
、

「
か
の
御
在
生
の
昔
、　
同
じ
志
に
し
て
歩
び
を
遼
遠
の
洛
陽
に
は
げ
ま
し
、　
信
を

一
に
し
て
心
を
当
来
の
報
土
に
か
け
し
輩
は
、
同

時
に
御
意
趣
を
承
り
し
か
ど
も
」

と
い
わ
れ
る
人
々
が
あ
り
、　
そ
れ
は
ま
た

「幸
い
に
有
縁
の
知
識
」
で
あ
る
親
鸞
聖
人
に
遇
う
て
、
「
易
行
の
一
門
に
入
る
」
こ
と
の
で



き
た
感
動
を
も
つ
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
ま
た
数
多
く
の
、

「
そ
の
人
々
に
伴
ひ
て
念
仏
申
さ
る
る
老
若
」

が
あ
り
、　
実
は
こ
の
念
仏
者
の
群
こ
そ
が
、　
著
者
が
そ
の
信
仰
批
判
に
お
い
て
、
「
上
人
の
仰
せ
に
あ
ら
ぎ
る
異
義
ど
も
」
と
歎
異
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
、
念
仏
の
信
心
の
歪
み
の
起
こ
っ
て
い
る
場
所
で
あ

っ
た
。

著
者
は
勿
論
、
自
ら
親
鸞
の
教
え
を
受
け
た
者
の

一
人
と
し
て
、
幸
い
に

「先
師
口
伝
の
真
信
」
で
あ
る
浄
土
真
宗
の
本
願
の
信
に
帰

し
た
人
で
あ
る
。
し
か
も

一
人
静
か
に
念
仏
し
、
自
分

一
人
の
信
心
に
閉
塞
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
幸
い
に
も
聞
き
遇
う
こ
と
の
で

き
た
本
願
念
仏
の
教
え
が
、
末
の
世
の
灯
と
し
て
正
し
く
伝
え
ら
れ
て
行
く
よ
う
に
と
の
激
し
い
願
い
と
深
い
責
任
感
に
立

っ
て
、

「露
命
わ
づ
か
に
枯
草
の
身
に
か
か
り
て
候
ほ
ど
に
こ
そ
、　
相
伴
は
じ
め
た
ま
ふ
人

々
、　
御
不
審
を
も
承
り
、
聖
人
の
仰
せ
の
候
ひ

し
趣
を
も
、
申
し
聞
か
せ
」

て
来
た
の
で
あ

っ
た
。
「閉
眼
の
の
ち
は
、
さ
こ
そ
し
ど
け
な
き
こ
と
ど
も
に
て
候
は
ん
ず
ら
め
と
、　
歎
き
存
じ
候
ひ
て
」
と
、　
自
分
の

死
後
の
信
仰
の
混
乱
を
も
切

々
と
案
じ
傷
む
著
者
の
述
懐
に
触
れ
て
、
私
は

『
歎
異
抄
』

の
署
者
の
あ
の
厳
し
い
信
仰
批
判
が
、
実
は
真

実
教
の
正
し
い
伝
持
と
い
う
切
実
な
祈
り
と

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
、
深
い
感
銘
と
共
に
知
る
の
で
あ
る
。

し
て
み
る
と
、
『歎
異
抄
』

の
著
者
を
動
か
し
た
こ
の
心
は
、　
湖

っ
て
尋
ね
る
な
ら
ば
、　
あ
た
か
も
親
鸞
が

『
教
行
信
証
』
を
結
ぶ
に

当

っ
て
、
道
綽
の
言
葉
即
ち
、

「真
言
を
採
り
集
め
て
、　
往
益
を
助
修
せ
し
む
。　
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
一刷
に
生
れ
む
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
れ
む
者
は
前
を
訪

へ
、

連
続
無
窮
に
し
て
、
願
は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
む
と
欲
す
。
無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
む
が
た
め
の
故
な
り
。

」

に
託
し
て
表
明
し
よ
う
と
し
た
、
あ
の
令
法
久
往
の
願
い
の
等
流
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
来
る
。
こ
の
願
い
は
、
等
し
く
念
仏
に
帰
し
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た
道
綽
の
願
い
で
あ
り
、
親
電
の
願
い
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
そ
う
い
う
個
々
の
念
仏
者
を
包
ん
で
、
念
仏
の
教
団
そ
れ
自
体
の
願
い
で

あ
り
、
仏
法
の
願
い
で
あ
る
。
む
し
ろ
仏
法
の
願
い
を
自
己
の
全
責
任
で
荷
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
教
団
の
存
在
の
意
義
が
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。　
そ
の
よ
う
な
念
仏
の
教
団
の
願
い
に
日
覚
め
て
、
『歎
異
抄
』
の
著
者
も
ま
た
、　
自
信
教
人
信
の
道
に
誠
実
に
力
を
尽

く
し
て
来
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
著
者
が

「
一
室

の
行
者
」
と
い
う
場
所
に
責
任
を
も

っ
て
立

っ
た
時
、
日
の
辺
り
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ

た
教
団
の
現
実
が
、

「
上
人
の
仰
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
を
、
近
来
は
多
く
仰
せ
ら
れ
あ
う
で
候
。

」

と
い
う
、
信
仰
の
混
乱
で
あ

っ
た
。
異
義
を
唱
え
る
人
々
も
、
著
者
と
同
じ
く

「念
仏
申
さ
る
る
老
若
」
で
あ
り
、
同
じ
く

「
一
室
の
行

者
」
と
し
て
、
同

一
に
念
仏
す
る
同
行
、
い
わ
ば
念
仏
の
同
志
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
、

「信
を

一
に
し
て
、
心
を
当
来
の
報
上
に
か
け
る
」

と
い
う
こ
と
が
欠
落
し
て
い
る
。
従

っ
て
ま
さ
に
、

「全
く
自
見
の
覚
悟
を
以
て
、
他
力
の
宗
旨
を
乱
る
。

」

と
い
う
外
は
な
い
、
悲
じ
む
べ
き
事
態
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

「歎
異
篇
」
の
中
で
著
者
は
、
念
仏
者
の
間
に
主
張
さ
れ
て
い
る

「
上
人
の
仰
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
」
を
、
「
い
は
れ
な
き
条
々
」

と
し
て
随
分
厳
し
い
言
葉
で
批
判
す
る
。
例
え
ば
十
八
章
の
、

「
す
べ
て
仏
法
に
こ
と
を
よ
せ
て
、
世
間
の
欲
心
も
あ
る
故
に
、
同
朋
を
い
ひ
お
ど
き
る
る
に
や
。

」

と
い
う
、
峻
烈
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
響
き
を
も

っ
た
言
葉
遣
い
に
も
、
そ
れ
は
は

っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
批
判
は

ま
さ
し
く
歎
異
で
あ

っ
て
、
決
し
て
自
分
を
正
統
と
し
て
権
威
づ
け
、
そ
の
立
場
で
異
端
の
糾
弾
を
行

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、



親
鸞
の
面
授
口
訣
の
弟
子
と
し
て
、
後
輩
を
教
誠
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
歎
異
は
、
そ
の
よ
う
な
権
威
主
義
的
な
批
判
と
は
異
質
で
あ

る
。
親
鸞
の
教
え
に
よ

っ
て
念
仏
に
帰
し
た
、
念
仏
の
同
行
の
一
人
と
し
て
、
共
に
念
仏
す
る
同
行
即
ち

一
室
の
行
者
の
中
に
、
信
心
の

異
り
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
ま
さ
し
く
痛
み
に
立

っ
て
の
批
判
が
、
歎
異
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「泣
く
泣
く
筆
を
染
め
て
こ
れ
を
し
る
す
。

」

と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
文
字
通
り
涙
と
共
に
深
い
悲
傷
の
中
で
な
さ
れ
て
行
く
信
仰
批
判
な
の
で
あ
る
。

同
じ
念
仏
の
友
同
行
で
あ
り
な
が
ら
、
先
師
親
鸞
の
語
る
こ
と
の
な
か

っ
た
異
義
を
主
張
し
て
、
自
障
々
他
し
て
い
る
。
そ
の
異
義
と

教
団
の
混
乱
を
み
る
時
、
著
者
に
は
い
い
よ
う
も
な
く
深
い
悲
し
み
が
動
く
。
だ
が
歌

っ
て
思
え
ば
、
何
故
に
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ

る
の
で
あ
る
か
。
そ
の
責
任
は
全
く
、
親
し
く
親
鸞
に
過
う
て
教
え
を
受
け
た
身
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
義
を
唱
え
る
念
仏
者
に

と

っ
て
、
「有
縁
の
知
識
」
と
な
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
著
者
自
身
に
あ
る
と
い
う
外
は
な
い
。

自
分
は
本
当
に
本
願
の
信
の
促
す
意

欲
で
あ
る
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
く
し
て
来
た
の
で
あ
る
か
と
の
自
責
に
立

っ
て
、
著
者
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
懺
悔
し
て
い
る
。
そ
こ

に

『
歎
異
抄
』
の
信
仰
批
判
が
ま
さ
し
く
歎
異
で
あ
る
性
格
が
、
く

っ
き
り
と
浮
か
び
上
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
歎
異
を
通
し
て
、
著
者
は
ひ
と
え
に

「先
師

口
伝
の
真
信
」
で
あ
る
浄
土
真
宗
の
純
潔
な
信
仰
的
自
覚
に
帰
れ
と
祈
り
続
け
て
い

る
。
い
や
む
し
ろ
叫
ん
で
い
る
。
そ
れ
が

『
歎
異
抄
』
と
い
い
な
が
ら
、
親
鸞
の
法
語
を

「師
訓
篇
」
と
し
て
最
初
に
掲
げ
た
所
以
で
あ

ろ
う
。　
こ
の
よ
う
な
歎
異
の
心
か
ら

『
歎
異
抄
』

は
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、　
こ
の
歎
異
の
心
と
は
、　
既
に
わ
れ
わ
れ
が
尋
ね
た
よ
う

に
、
念
仏
の
共
同
体
に
帰
し
た
者
が
、
そ
の
身
に
痛
み
と
共
に
感
じ
ら
れ
た
責
任
感
と
い
う
外
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
念

仏
の
教
団
の
願
い
で
あ
る
、
「前
に
生
れ
む
者
は
後
を
導
き
、

後
に
生
れ
む
者
は
前
を
訪

へ
、
連
続
無
窮
に
し
て
、　
願
は
く
は
休
止
せ
ざ

ら
し
め
む
と
欲
す
。

無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
む
が
た
め
の
故
な
り
。

」
に
動
か
さ
れ
て
、　
著
者
は

『
歎
異
抄
』
と
名
づ
け
た
信
仰
批
判

歎

異

と
改
邪

（寺
川
俊
昭
）　
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三



歎
異

と
改
邪

〈寺
川
俊
昭
）　
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の
覚
書
を
書
い
た
の
で
あ

っ
た
。　
し
て
み
る
と
、
『歎
異
抄
』
を
書
く
こ
と
自
体
が
、　
著
者
の
す
ぐ
れ
た
教
団
の
実
践
で
あ

っ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
着
眼
し
つ
つ
再
応
歎
異
の
精
神
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
れ
は
、
本
願
の
信
そ

の
も
の
が
本
来
鋭
い
批
判
精
神
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
念
仏
の
教
団
に
帰
し
た
者
が
そ
の
身
に
切
々
と
感
じ
ら
れ
る
深
い
責
任
感

の
中
で
表
現
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
歎
異
の
精
神
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
歎
異
と
は
、
教
団
と
い
わ
れ
る
も
の
に
自
覚
的

に
身
を
置
く
者
が
、
そ
の
教
団
の
現
実
を
私
心
を
こ
え
て
受
け
止
め
つ
つ
そ
れ
を
批
判
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
教
団
が
本
来
の
信
を

一

つ
に
し
て
願
生
浄
土
の
道
に
生
き
る
者
の
共
同
体
を
回
復
す
る
こ
と
を
、
強
く
強
く
願
う
精
神
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歎
異
こ
そ
、
ひ
と

り

『
歎
異
抄
』
の
著
者
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
真
宗
の
歴
史
を
貫
い
て
、
教
団
と
し
て
の
真
宗
を
に
な

っ
て
来
た
歴
史
的
精
神
と
い
う
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歎
異
の
精
神
を
、
曽
我
量
深
師
が

『
歎
異
抄
聴
記
』
に
お
い
て
、
「浄
土
真
宗
再
興
の
精
神
」
と
喝
破
し
た
の
は
、

ま
こ
と
に
故
な
き
に
非
ず
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

『
歎
異
抄
』
が
書
か
れ
た
の
が
、
親
鸞
滅
後
ほ
ぼ
三
十
年
頃
と
推
察
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
時
期
の
永
仁
三
年
貧

二
九
五
）、
親
鸞
入
滅

三
十
三
年
に
覚
如
は

『
善
信
聖
人
親
鸞
伝
絵
』
（後
に
『本
願
寺
聖
人
伝
絵
』
と
改
め
る
）
を
、
続
い
て
元
弘
元
年
２

〓
≡
〓
）、
親
鸞
滅
後
六
十

九
年
目
に

『
口
伝
銹
』
を
、

更
に
建
武
四
年
２

〓
三

七
）
親
鸞
滅
後
七
十
五
年
に
し
て

『
改
邪
銹
』
を
著
わ
し
て
い
る
。　
こ
れ
ら
の
著
作

を
通
し
て
覚
如
は
、
い
わ
ゆ
る
親
鸞
門
流
に
お
け
る
本
願
寺
流
の
正
統
性
を
、
強
烈
に
主
張
し
た
の
で
あ

っ
た
。

『
歎
異
抄
』

が
書
か
れ
た
親
鸞
滅
後
三
十
年
の
頃
と
、
『
口
伝
妙
』
、
『
改
邪
砂
』
が
書
か
れ
た
滅
後
七
十
年
の
頃
と
は
、　
真
宗
教
団
の

諸
状
況
は
勿
論
か
な
り
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
高
田
門
徒
、
横
曽
根
門
徒
、
鹿
島
門
徒
等
の
門
徒
群
が
分
立
し
て
い
て
も
、
猶

「
一
室



の
行
者
」
と
し
て
の
一
体
感
が
濃
厚
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

『
歎
異
抄
』
の
時
代
と
、
南
北
朝
の
争
乱
と
い
う
社
会
的
混
乱
の
中
で
、

高
田
門
徒
、
仏
光
寺
門
徒
と
い
う
大
勢
力
が
、
覚
如
の
本
願
寺
流
に
対
し
て
は
同
じ
親
鸞
門
流
で
あ
り
つ
つ
も
、
殆
ん
ど
独
立
の
教
団
と

し
て
対
立
し
て
来
た
感
の
あ
る

『
改
邪
抄
』
の
時
代
と
は
、
同
じ
信
仰
批
判
を
果
し
遂
げ
て
行
く
に
し
て
も
、
そ
の
ま
さ
し
く
信
仰
批
判

の
性
格
が
大
き
く
変
容
し
て
来
た
こ
と
は
、
或
る
意
味
で
止
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
も
知
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
今

『
改
邪
銹
』
を
生
み
出
し
た
精
神
で
あ
る
改
邪
を
尋
ね
る
時
、
私
は
そ
こ
に
改
め
て

一
つ
の
疑
間
を
い
だ
く
の
で
あ
る
。

歎
異
と
改
邪
、
そ
れ
は
共
に
親
鸞
の
悲
歎
に
由
来
す
る
と
考
え
る
べ
き
、
信
仰
に
お
け
る
批
判
精
神
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

『歎
異
抄
』
は
、
そ
の
信
仰
批
判
の
基
準
で
あ
り
、
ま
た
信
仰
批
判
を
通
し
て
帰
る
べ
き
先
師
親
鸞
の
教
え
を
、
「師
訓
篇
」
と
し
て
先
ず

掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

『
改
邪
抄
』
に
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

『
口
伝
抄
』
で
あ
る
と
し
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

「本
願
寺
の
鸞
聖
人
、
如
信
上
人
に
対
し
ま
し
ま
し
て
、
を
り
を
り
の
御
物
語
の
条
々
。

」

と
い
う
『
口
伝
砂
』
の
性
格
を
表
わ
す

一
文
を
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
か
と
い
う
問
題
と
、
『
改
邪
砂
』
が
書
か
れ
る
ま
で
に
六
年
の

へ
だ

た
り
が
あ
る
に
せ
よ
、
『
口
伝
抄
』
と

『
改
邪
砂
』
は

一
セ
ッ
ト
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
”

問
題
は
両
者
の
批
判
の
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
を
尋
ね
る
た
め
に
、
歎
異
と
改
邪
の
精
神
を
よ
く
表
わ
す
言
葉
を
引
い
て
み
よ
う
。

「悲
し
き
か
な
や
、　
幸
に
念
仏
し
な
が
ら
直
に
報
土
に
生
れ
ず
し
て
辺
地
に
宿
を
と
ら
ん
こ
と
。
　
一
室

の
行
者
の
な
か
に
信
心
異
る

こ
と
な
か
ら
ん
た
め
に
、
泣
く
泣
く
筆
を
染
め
て
こ
れ
を
し
る
す
。
名
け
て
歎
異
抄
と
い
ふ
べ
し
。
外
見
あ
る
べ
か
ら
ず
。

」

「愛
に
近
曽
祖
師
聖
人
の
御
門
葉
と
号
す
る
の
輩
の
中
に
、　
師
伝
に
非
る
の
今
案
自
義
を
構

へ
、　
謬

っ
て
権
化
の
清
流
を
順
し
、
恣

に
当
教
と
称
し
、　
自
ら
失
ひ
他
を
誤
る
と
云
々
。　
太
だ
然
る
べ
か
ら
ず
、

禁
過
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。　
姦
に
因

っ
て
彼
の
邪
憧
を
砕

歎

異

・́こ
改
邪

（寺
川
俊
昭
）　
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歎

異

と
ユ啄
邪

（寺
川
俊
昭
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き
、
ほ
の
正
灯
を
挑
ん
が
た
め
に
、
こ
れ
を
録
す
。
名
づ
け
て
改
邪
砂
と
い
ふ
の
み
。

」

『
改
邪
砂
』
製
作
の
理
由
を
記
し
た
こ
の
奥
書
の
文
章
を
読
む
な
ら
ば
、　
そ
こ
に
挑
戦
的
と
さ
え
い
え
る
よ
う
な
破
邪
の
姿
勢
を
通
し

て
、　
強
烈
な
正
統
性
の
主
張
が
く

っ
き
り
と
浮
か
び
上
が

っ
て
い
る
こ
と
は
、
　
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ヨ

室
の
行
者
の
な
か
に
信

心
異
な
る
こ
と
な
が
ら
ん
が
た
め
に
」
と
祈
り
つ
つ
、　
一供
と
共
に
せ
ら
れ
た
信
仰
批
判
は
、
「太
だ
然
る
べ
か
ら
ず
、　
禁
遍
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
」
と
い
う
、
異
端
糾
弾
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
批
判
に
変
容
し
て
い
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
信
仰
批
判
の
質
が
変

っ
た
と
さ
え
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
、
大
き
な
変
容
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
改
邪
紗
』

の
こ
の
正
統
性
の
主
張
を
支
え
て
い
る
理
論
、　
む
し
ろ
根
拠
と
な
る
も
の
が
、　
三
代
伝
持
の
血
脈
の
主
張
で
あ
る
。
無
論

こ
れ
は
、
黒
谷
（法
然
）
に
よ

っ
て
興
隆
さ
れ
て
本
願
念
仏
の
教
え
が
、
本
願
寺
（親
鸞
）
、
大
網
（如
信
）
と
伝
統
さ
れ
、
こ
の
血
脈
を
覚
如

が
継
承
し
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
三
代
伝
持
の
血
脈
と
い
う
こ
の
主
張
の
手
む
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
若
千
の
研
究
書
が
指
摘
す

る
通
り
で
あ
る
が
、

（例
えヽ
ば
井
上
鋭
夫
氏

『本
願
寺
』
、
梅
原
猛
氏

『歎
異
抄
』
等
）
仏
教
教
団
に
お
け
る
伝
法
の
通
念
で
あ
る
師
資
相
承
の
形

式
に
従

っ
た
こ
の
主
張
が
、
当
時
の
教
団
状
況
に
あ

っ
て
は
、
法
の
純
粋
性
を
護
る
と
い
う
願
い
よ
り
も
、
む
し
ろ
教
権
の
独
占
的
保
持

の
主
張
と
い
う
性
格
を
色
濃
く
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
容
易
に
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
教
権
の
独
占
的
保
持
と
い

う
主
張
が
、

「如
来
の
教
法
は
惣
じ
て
流
通
物
な
れ
ば
な
り
。

」

と
い
う
、
『
口
伝
砂
』
自
身
が
伝
え
た
親
鸞
の
基
本
的
理
解
と
矛
盾
す
る
こ
と
も
、
一
見
し
て
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
後
の

真
宗
教
団
の
歴
史
は
、
『
改
邪
砂
』

の
立
場
を
正
統
と
し
、　
む
し
ろ

『
歎
異
抄
』
を
歴
史
の
表
面
か
ら
隠
没
せ
し
め
た
。　
以
後
こ
の

『
歎

異
抄
』
は
、
明
治
中
期
に
清
沢
満
之
に
よ

っ
て
再
発
見
せ
ら
れ
る
ま
で
、
あ
る
意
味
で
禁
書
と
し
て
、
全
教
団
的
に
は
殆
ん
ど
そ
の
影
響



力
を
も
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
真
宗
の
歴
史
が
改
邪
の
立
場
を
正
統
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、　
一
度
び
こ
の
立
場

が
確
立
し
て
後
は
、
真
宗
教
団
と
い
う
時
、
そ
れ
は
三
代
伝
持
の
血
脈
を
理
論
的
根
拠
と
す
る
教
権
に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
、
統
制
さ
れ
た

集
団
と
い
う
性
格
を
鮮
明
に
も
つ
の
で
あ

っ
て
、
単
に
同

一
の
教
法
に
よ

っ
て
結
ば
れ
た
共
同
体
と
い
う
だ
け
で
は
尽
く
せ
な
い
性
格
の

教
団
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
真
宗
教
団
に
顕
著
で
あ
る
異
安
心
の
糾
弾
と
禁
過
の
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
な
改
邪
の
精
神
に
立

っ
た
教
権
を

頂
点
と
す
る
、
権
威
集
団
と
し
て
の
性
格
を
濃
く
し
た
真
宗
教
団
の
徴
表
と
さ
え
い
え
る
、
特
徴
的
な
現
象
で
あ
ろ
う
。

『
歎
異
抄
』
に
は
、　
そ
れ
が
伝
え
る
親
鸞
の
感
動
的
な
言
葉
で
あ
る
、
「
親
鸞
は
弟
子

一
人
も
も
た
ず
候
。

」
が
見
事
に
語

っ
て
い
る
よ

う
な
、
「
ひ
と

へ
に
弥
陀
の
お
ん
も
ほ
し
に
あ
づ
か
り
で
念
仏
も
う
す
」
人
々
、
即
ち
本
願
の
名
号
を
行
信
す
る
同
行
同
朋
の
共
同
体
が
、

そ
れ
を
生
み
出
し
た
母
体
と
し
て
あ
る
こ
と
を
、　
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
て
い
る
。
『
歎
異
抄
』
の
時
代
の
、　
こ
の
同
朋
と
呼
ば
れ
る
念
仏
の

共
同
体
は
、
教
権
の
独
占
的
保
持
の
も
と
に
階
層
的
秩
序
を
確
立
し
た

『
改
邪
砂
』
以
後
の
真
宗
教
団
の
形
態
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
無

教
会
的
と
さ
え
い
う
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
親
鸞
の
教
化
が
実
現
し
た
、

「友
同
行
に
も
懇
に
心
の
お
は
し
ま
し
あ
は
ば
こ
そ
、
世
を
厭
ふ
じ
る
し
に
て
も
候
は
め
と
こ
そ
覚
え
候

へ
。

」
（『末
灯
抄
し

と
語
ら
れ
た
、
念
仏
の
共
同
体
本
来
の
姿
で
あ
る
。
そ
の
同
朋
性
が
、
改
邪
の
精
神
に
よ

っ
て
破
ら
れ
て
、
外
な
ら
ぬ
親
鸞
の
教
説
を
権

威
と
し
て
、
念
仏
の
共
同
体
の
中
に
支
配
す
る
も
の
と
支
配
さ
れ
る
も
の
と
の
区
別
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『
改
邪
砂
』

を
生
み
出
し
た
改
邪
の
精
神
は
、
正
統
と
し
て
本
願
寺
教
団
を
支
え
て
来
た
歴
史
的
精
神
と
し
て
の
正
当
の
評
価
と
共
に
、
同
朋
教
団
に

お
け
る
そ
の
固
有
の
問
題
性
、
即
ち
何
か
同
朋
教
団
の
生
命
を
傷
つ
け
損
う
よ
う
な
問
題
性
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
十
分
の
注
意
と
反

省
と
を
も
つ
こ
と
が
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

歎

異

と

改
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（寺
川
俊
昭
）
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四

『
歎
異
抄
』
が
そ
の
長
い
隠
没
の
時
期
を
終
え
て
、　
改
め
て
そ
の
宗
教
的
生
命
を
復
活
し
た
の
は
、　
周
知
の
よ
う
に
明
治
中
期
、
す

ぐ
れ
た
親
鸞
の
徒
で
あ

っ
た
清
沢
満
之
に
よ
る

『
歎
異
抄
』
再
発
見
に
よ

っ
て
で
あ

っ
た
。
彼
の
真
宗
の
歴
史
に
お
け
る
最
大
の
意
義
の

一
つ
は
、
『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
を
通
し
て
の
親
鸞
発
掘
で
あ

っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、　
明
治
中
期
と
い
う
西
欧
文

化
の
圧
倒
的
流
入
と
い
う
変
動
の
時
代
、
し
か
も
日
本
仏
教
に
と

っ
て
は
、
伝
統
諸
文
化
と
共
に
封
建
の
遺
制
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い

と
い
う
烙
印
を
お
さ
れ
た
危
機
の
時
代
に
、　
仏
教
の
衰
須
は
ひ
と
え
に
仏
教
者
の
宗
教
生
活
の
衰
須
と
荒
廃
に
よ
る
と
し
て
、
「仏
教
者

益
自
重
乎
」
「
教
界
時
一一日
）
と
叫
ん
だ
清
沢
満
之
に
、　
私
は
あ
の
歎
異
の
精
神
の
済
り
を
み
る
の
で
あ
る
。　
こ
の
叫
び
に
お
い
て
清
沢
満

之
は
歎
異
の
精
神
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を

証
し
し
、
『
歎
異
抄
』
の
著
者
に
呼
応
し
て
そ
れ
と
同

一
の
課
題
を

荷

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

実
は
こ
と
に
、
あ
の
内
面
の
求
道
の
戦
士
で
あ

っ
た
清
沢
満
之
が
、
真
宗
の
一
僧
侶
と
し
て
真
宗
教
団
の

一
員
で
あ
る
身
の
事
実
に
深
い

責
任
を
感
じ
、
更
に

一
転
し
て
真
宗
教
団
が
そ
の
本
来
性
を
求
め
て
自
己
を
革
新
す
べ
き
こ
と
を
強
く
要
求
し
た
教
団
改
革
運
動
に
捨
身

し
た
理
由
が
あ
る
と
、
私
は
解
す
る
。

こ
の
改
革
運
動
の
結
果
、　
彼
が
改
め
て
獲
得
し
た
教
団
観
に
、
私
は
注
意
し
た
い
。
「
試
み
に
問
ふ
、　
大
谷
派
な
る
宗
門
は
何
の
処
に

存
す
る
か
。
京
都
六
条
の
天
に
響
ゆ
る
魏
々
た
る
両
堂
と
、
全
国
各
地
に
散
在
せ
る

一
万
の
堂
宇
と
は
、
以
て
大
谷
派
と
為
す
べ
き
か
。

」

と
問
い
始
め
た
清
沢
は
、
や
が
で
次
の
よ
う
な
独
自
の
教
団
観
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

「
曰
く
大
谷
派
な
る
宗
門
は
、　
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
の
存
す
る
所
に
在
り
。

豊
に
人
員
の
多
寡
を
間
は
ん
や
。
豊
に
堂
宇
の
有

無
を
間
は
ん
や
。
将
た
豊
に
其
の
願
を
円
に
し
、
其
の
抱
を
方
に
す
る
と
否
と
を
間
は
ん
や
。
荀
も
此
の
精
神
の
存
す
る
所
は
、
即



ち
大
谷
派
な
る
宗
門
の
存
す
る
所
な
り
。」
（『教
界
時
一一言
）

本
願
の
信
が
生
き
生
き
と
は
た
ら
く
と
こ
ろ
に
、
真
宗
教
団
は
あ
る
と
、
教
団
存
立
の
根
拠
を
た
だ
信
仰
に
の
み
見
出
し
た
こ
の
教
団
観

が
、
『歎
異
抄
』
を
支
え
、　
そ
し
て

『
歎
異
抄
』
が
踏
ま
え
て
い
た
同
朋
と
し
て
の
念
仏
の
共
同
体
と
同
質
で
あ
り
、　
そ
れ
を
回
復
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
直
ち
に
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
強
い
教
権
の
も
と
に
統
制
さ
れ
る
改
邪

的
教
団
観
に
対
す
る
プ
ロ
テ
ス
ト
と
い
う
意
義
を
も
つ
こ
と
も
、
容
易
に
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
最
初
に
私
が
、
歎
異
の
精
神
を
歴
史

的
精
神
と
解
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
展
望
に
立

っ
て
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

清
沢
満
之
を
先
駆
と
す
る
近
代
―
現
代
の
親
鸞
理
解
が
、
『歎
異
抄
』
に
大
き
な
恩
恵
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

従

っ
て
こ
の
よ
う
な
親
鸞
理
解
は
、
そ
れ
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
強
烈
な
教
団
批
判
を
伴
う
と
い
う
特
徴
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
そ

の
理
由
を
私
は
以
上
の
よ
う
に
、
歎
異
の
精
神
と
改
邪
の
精
神
を
、
し
か
も
共
に
歴
史
的
精
神
と
し
て
真
宗
教
団
を
支
え
て
来
た
こ
の
二

つ
の
精
神
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
歎
異
と
改
邪
と
、
ど
ち
ら
も
あ
る
意
味

で
親
鸞
の
悲
歎
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
が
よ
り
親
鸞
の
精
神
に
適
う
も
の
で
あ
る
か
は
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
あ
る
ま

い
。
現
在
の
教
団
内
外
の
親
鸞
理
解
は
、
改
邪
自
体
が
今
改
め
て
歎
異
の
内
容
と
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
事

態
の
自
覚
的
な
、　
そ
し
て
無
私
で
か
つ
自
由
な
る
反
省
と
検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
、　
真
宗
教
団
の
健
康
さ
を
確
保
す
る
た
め

に
、
不
可
欠
の
仕
事
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

歎

異

と

改

邪

（寺
川
俊
昭
）
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