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=

四

隆

寛

の
思

想

形

成

善

裕

昭

平
安
末

・
鎌
倉
初
期
を
代
表
す
る
天
台
宗

の
学
僧

で
あ
る
顕
真

・
慈

円

・
静

厳

・
証
真

・
聖
覚

・
明
禅

・
公
胤
ら
は
、
法
然

の
専
修
念
仏
に

対
し
て
様
々
な
姿
勢
を
と
っ
た
。
隆
寛
も
彼
ら
と
同
じ
天
台
宗
の
学
僧

と
し
て
出
発
す
る
が
、
法
然
と
の
接
触
を
も

っ
て

『選
択
集
』
を
相
伝

さ
れ
、
や
が
て
独
自
の
他
力
思
想
を
展
開
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
小

稿

で
は
山
門
僧
と
し
て
の
隆
寛
の
活
動
や
思
想
状
況
を
検
討
し
、
そ
こ

か
ら
他

力
思
想

へ
と
思
想
形
成
し
て
い
く
過
程
を
考
察
し
た
い
。

I

建
久

年
間
の
隆
寛
と
い
え
ぼ
、
『拾
玉
集
』
に
収
録
す
る
和
歌
か
ら

慈
円
と

の
交
流
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
以
上
に
山
門
僧
の

活
動
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
最
勝
講

・
法
勝
寺
御
八
講
に
聴
衆
と

し
て
出
仕
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
こ
れ
ま
で
の
隆
寛
の
専

論
に
お

い
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。

最
勝
講
・法
勝
寺
御
八
講
は
、
院
最
勝
講
と
と
も
に
三
講
と
い
わ
れ
、

延
暦
寺

.
園
城
寺

・
東
大
寺

・
興
福
寺
の
四
箇
大
寺

の
学
僧
が
公
誥
に

よ
っ
て
出
仕
す
る
論
義
法
会
で
あ
る
。
最
勝
講

は
毎
年
五
月
に
閑
院
内

裏
に
お
い
て
、
法
勝
寺
御
八
講
は
毎
年
七
月
に
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
五
日
間
、
十
座
の
問
答
が
と
り
行
わ
れ
る
。
東
大
寺
宗

性

の
書
写
に
な
る

『最
勝
講
問
答
記
』
『法
勝
寺
御
八
講
問
答
記
』
か

ら
証
義

・
講
師

・
聴
衆

(問
者
)
と
し
て
出
仕
し
た
学
僧
を
知
る
こ
と

が
で
き
る

(平
岡
定
海

『東
大
寺
宗
性
上
人
之
研
究
並
史
料
』
上
、
収
録
)。

隆
寛
が
登
場
す
る
の
は
建
久
四
年

(
一
一
九
三
)
五
月

の
最
勝
講
か
ら

で
あ
り
、
初

の
聴
衆
と
し
て
の
出
仕
を
は
た
し

て
い
る
。

　お

　
　

第
二
日

朝
座

・
・
信
宗
僧
都

間
者
隆
寛
山

最
勝
講
は

『金
光
明
最
勝
王
経
』
を
講
讃
す
る
も
の
で
あ
り
、
聴
衆

が
問
者
を
兼
ね
て
講
師
と
問
答
す
る
。
隆
寛
は
第
二
日
目
の
朝
座
に
講

師
の
信
宗
僧
都

(興
福
寺
)
と
問
答
し
て
い
る
。
続
い
て
建
久
五
年
五
月

に
二
度
目
、
建
久
六
年
五
月
に
三
度
目
の
聴
衆

と
し
て
出
仕
し
、
こ
の

時
の
問
答

の
相
手
は
後
に

『浄
土
決
疑
抄
』
を
著
し
て

『選
択
集
』
を

批
判
す
る
こ
と
に
な
る
園
城
寺
公
胤
で
あ
る
。
ま
た
法
勝
寺
御
八
講
に

は
建
久
五
年
七
月
に
初
の
聴
衆
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
最
勝
講

・
法
勝
寺
御
八
講

へ
の
出
仕
を
計
四
回
確
認
す

る
こ
と
が

で
き
、
建
久
年
間
の
隆
寛
の
活
動
が
新
た
に
判
明
す
る
こ
と

に
な
る
。
今
後
、
彼
の
山
門
僧
と
し
て
の
活
動
を
見
る
場
合
、
こ
の
点

は
是
非
と
も
重
視
し
て
い
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
同
じ
法
然
門
弟
で

も
弁
長

・
証
空

・
幸
西

・
親
鸞

・
長
西
ら
が
こ
の
よ
う
な
論
義
法
会
に

出
仕
す
る

こ
と
は
な
く
、
隆
寛
は
彼
ら
と
は
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。

と
こ
ろ

で

『最
勝
講
問
答
記
』
『法
勝
寺
御
八
講
問
答
記
』
か
ら
毎

年
の
誥
学
僧
の
出
仕
状
況
を
追

っ
て
い
く
と
、
ま
ず
聴
衆
を
何
度
か
勤

め
、
次
に
お
お
む
ね
已
講

・
僧
綱
位
に
な

っ
て
講
師
を
何
度
か
勤
め
、

さ
ら
に

一
部
の
者
が
証
義

へ
と
進
む
過
程
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

(
一

概
に
は
い
え
な
い
が
)
。
と
こ
ろ
が
隆
寛
は
聴
衆
だ
け
で
終
わ
っ
て
お

り
、
証
義

は
お
ろ
か
講
師
を
勤
め
る
こ
と
が

一
度
も
な
い
。

そ
こ
で
慈
円
と
の
関
係
か
ら
こ
の
点
を
考
え
て
み
よ
う
。
隆
寛

は
建

久
四
年
五
月
に
初

の
最
勝
講
聴
衆
に
な
る
が
、
こ
の
前
、
建
久
三
年
十

一
月
に
慈

円
は

一
度
目
の
天
台
座
主
に
補
任
さ
れ
て
お
り
、
建
久
四
年

三
月
の
座
主
補
任
に
よ
る
拝
賀
参
内
で
隆
寛
は
講
堂
導
師

の
役

で
参
列

し
て
い
る

(『門
葉
記
』
-巻

一
七
三

・
一
八
四
)。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
隆

寛
は
最
勝
講

・
法
勝
寺
御
八
講
に
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

慈
円
の
座
主
辞
任
は
建
久
七
年

の
政
変
に
と
も
な
う
建
久
七
年
十

一
月

で
あ
る
が
、
こ
の
前
年

の
建
久
六
年
五
月
の
最
勝
講
を
最
後
に
隆
寛
の

出
仕
が
ぱ

っ
た
り
と
消
え
て
い
る
。
つ
ま
り
隆
寛

の
出
仕
は
慈
円
の
座

主
就
任
期

間
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
建
仁
元
年

(
一
二
〇

一
)
二
月

の
慈
円
二
度
目
の
座
主
還
補
ま
で
の
約
五
年
間
、
山
門
僧
と

し
て
活
動
が
誥
史
料

に
あ
ら
わ
れ
な
い
。
座
主
還
補
直
後
、
三
月
に
慈

円
が
修
し
た
報
恩
講
で
供
僧
を
勤
め
て
お
り

(『門
葉
記
』
巻

コ
二
九
)、

再
び
山
門
僧
と
し
て
の
活
動
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
隆
寛

の
僧
位
僧
官
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
建
仁
元
年
三
月
の

慈
円
の
報
恩
講
に

「隆
寛
已
講
」
と
み
え
、
こ
れ
ま
で
に
已
講
と
な

つ

て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
延
暦
寺
・園
城
寺

の
顕
教
系
学
僧

の
場
合
、

北
京
三
会

(天
台
三
会
・天
台
二
会
)
の
講
師
を
遂
講
し
て
巳
講
と
な
り
、

次
い
で
僧
綱

へ
補
任
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
隆
寛
は
実

際
に
は
天
台
二
会
講
師
を
勤
め
ず
し
て
已
講
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

元
久
二
年

(
一
二
〇
五
)
二
月
に
権
律
師
と
な

る
が

(宣
旨
は
三
月
)、
こ

れ
も
慈
円
が
後
鳥
羽
院

の
た
め
に
法
勝
寺
金
堂

で
修
し
た
大
熾
盛
光
法

の
勧
賞
お
よ
び
二
会

の
巡
に
よ
る
も
の
で

(『天
台
座
主
記
』
等
)、
慈
円

の
采
配
で
昇
進
を
と
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
の
事
実
関
係
は
別
に
検
討
し
た

い
が
、
最
勝
講

・
法
勝

寺
御
八
講

の
聴
衆
と
し
て
の
出
仕
が
慈
円

一
度
目
の
座
主
就
任
中
に
限

ら
れ
、
講
師
を
勤
め
る
こ
と
は
な
い
。
隆
寛
と
同
じ
頃
の
天
台
学
僧
で

法
然
と
も
何
ら
か
の
関
わ
り
を
も
つ
公
胤

・
静
厳

・
聖
覚

・
明
禅

・
宗

源
ら
と
対
比
し
て
み
る
と
、
彼
ら
は
お
お
む
ね
聴
衆
を
経
て
講
師
と
な

り
、
講
師
を
何
度
も
勤
め
証
義
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
ま
た
宗
源
以
外

は
い
ず
れ
も
天
台
二
会
講
師
を
遂
講
し
て
お
り
(
「天
台
二
会
講
師
次
第
」、

東
寺
百
合
文
書
)、
僧
綱
を
昇

っ
て
い
く
。
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隆
寛

は
結
果
的
に
は
権
律
師
に
補
任
さ
れ
る
が
、
天
台
学
僧
と
し
て

論
義
法
会
で
の
活
動
は
必
ず
し
も
活
発
な
も
の
で
は
な
い
。
最
勝
講
等

へ
の
出
仕
は
、
慈
円
の
天
台
座
主
期
間
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
彼

の
背
後

の
力
を
想
定
し
て
お
い
て
よ
い
と
思
う
。
『門
葉
記
』
等
に
お

い
て
も
、
隆
寛
の
活
動
が
確
認
で
き
る
の
は
慈
円
が
主
催
す
る
法
会
に

限
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
慈
円
と
の
関
係
な
し
に
は
山
門
僧
と
し
て

の
活
動

は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

II

隆
寛

が
慈
円
時
代
か
ら
浄
土
教
信
仰
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は

『拾
玉

集
』
収
録
の
和
歌
や

『明
義
進
行
集
』
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
が
、
さ

ら
に
慈

円
の
も
と
で
西
方
繊
法
を
修
し
て
い
た
。
こ
の
点
も
あ
ま
り
取

り
あ
げ

ら
れ
な
い
の
で
簡
単
に
述

べ
て
お
く
。

か
っ
て
佐
藤
哲
英
氏
は
青
蓮
院
蔵

『西
方
繊
悔
法
』
を
紹
介
し

(作

者
不
明
、
鎌
倉
期
に
は
円
仁
作
と
さ
れ
た
)、
慈
円
が
こ
の
書
を
指
南
と
し

て
西
方
俄
法
を
修
し
た
こ
と
を
解
明
さ
れ
た

(『叡
山
浄
土
教
の
研
究
』)。

隆
寛
は
こ
の
西
方
繊
法
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
慈
円
は
二
度
目

の
座
主
就
任
中
、
建
仁
元
年

(
一
二
〇

一
)
九
月
に
日
吉
社
の
大
宮
拝
殿

で
法
華
五
種
行
を
始
め
る
が
、
こ
の

一
連

の
修
法
の
な
か
で
聖
真
子
(本

地
弥
陀
)
で
は
西
方
俄
法
が
行
わ
れ
た
。
良
尋

・
仁
慶

・
澄
真

(証
真
)
・

覚
什

・
聖
覚
ら
と
と
も
に
隆
寛
も
供
僧
を
勤
め
て
い
る

(『門
葉
記
』
巻

八
十
九
、
『慈
鎮
和
尚
伝
』)。
次
い
で
座
主
を
辞
任
し
て
後
、
元
久
元
年

(
一
二
〇
四
)
五
月
、
慈
円
は
吉
水
房
で
如
法
経
供
養
を
始
め
る
が
、
こ

れ
は
法
華
繊
法
と
西
方
繊
法
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
忠
快

・
豪
円

・

禅
隆
ら
と
と
も
に
隆
寛
も
供
僧
を
勤
め
て
い
る
(『門
葉
記
』
巻
八
十
二
)。

さ
ら
に
慈
円
は
元
久
二
年
、
後
鳥
羽
院

の
御
願
と
し
て
吉
水
の
地
に

大
繊
法
院
を
建
立
す
る
が

(三
条
白
川
か
ら
移
転
)、
建
永
元
年

(
一
二
〇

六
)
起
草
の

「大
繊
法
院
条
々
起
請
事
」
(『門
葉
記
』
巻
九
十

一
〉
に
よ

る
と
、
成
円

・
円
能

・
良
雲

・
忠
快

・
聖
覚
ら
三
十
人
の
供
僧
が
選
定

さ
れ
隆
寛
も
選
ば
れ
て
い
る
。
大
繊
法
院

で
は
長
日
勤
行
と
し
て
朝
に

は
法
華
戯
法
、
夕
に
は
西
方
繊
法
が
行
わ
れ
、
こ
の
ほ
か
毎
月
仏
事

・

毎
年
仏
事
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
隆
寛
が
西
方
俄
法
に
関

与
し
て
い
る
の
が
誥
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に

『極
楽
浄
土
宗

義
』
に

「本
朝
慈
覚
大
師
云
、
浄
土

一
宗
」
と

『西
方
繊
悔
法
』
を
引

用
し
て
い
る
の
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。

西
方
繊
法
が
ど
の
よ
う
な
浄
土
思
想
で
あ
る
か
を
見
る
に
は
、
そ
の

指
南
書
で
あ
る

『西
方
繊
悔
法
』
を
検
討
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
紙

数
の
都
合
か
ら
簡
単
に
述

べ
て
お
く
と
、
七
日
間
の
唯
坐
唯
立

の
修
行

で
あ
り
人
間

の
罪
業
を
繊
悔
す
る
こ
と
き
わ
め
て
深
刻
で
あ
る
。
善
導

の
思
想
的
影
響
も
強
く
受
け
て
お
り
、
人
間
み
ず
か
ら
意
識
的
に
戯
悔

を
行
い
罪
を
滅
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

大
繊
法
院
は
天
下
泰
平

の
祈
祷
道
場
で
あ
り
、
特
に
保
元
の
乱
以
来
、

怨
霊
が

一
天
に
満
ち
亡
卒
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
、
法
華
繊
法

・
西
方

俄
法
を
修
し
て
怨
霊
の
罪
を
除
滅
し
国
家
を
安
泰
な
ら
し
め
よ
う
と
い
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七

う
と
こ
ろ
に
主
旨
が
あ
る
。
隆
寛
は
こ
の
よ
う
な
思
想
状
況
に
い
た
。

西
方
繊

法
は
い
わ
ば
顕
密

の
範
疇

に
あ
る
浄
土
教
で
あ
り
、
隆
寛
に

と
っ
て
は
大
繊
法
院
の
主
導
者
慈
円
や
ス
タ
ッ
フ
成
円

・円
能

・良
雲

・

忠
快

.
聖
覚
ら
と
共
通
に
懐
く
こ
と
が
で
き
る
浄
土
教
信
仰

で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

IH

慈
円

の
も
と
で
山
門
の
仏
事
を
勤
仕
し
な
が
ら
、
法
然
と
の
接
触
を

も
ち
元
久
元
年
に

『選
択
集
』
を
貸
与
さ
れ
て
書
写
す
る
。
そ
れ
か
ら

四
年
後

の
承
元
二

(
一
二
〇
八
)
～
三
年
に

『弥
陀
本
願
義
』
を
著
す

が
、
こ

こ
に
早
く
も

『選
択
集
』
の
影
響
が
看
取
で
き
る
。
『選
択
集
』

の
書
名

を
あ
げ
た
引
用
こ
そ
な

い
が
、
十
八
願
解
釈

の
箇
所
で
は

『選

択
集
』
三
章
を
踏
ま
え
た
表
現
が
顕
著
で
あ
り
、
ま
た
西
方
浄
土
宗
意

の
項
で
は

『選
択
集
』

一
・
二

・
十
六
章

の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
法
然

は
ま
だ
生
存
中

で
あ
り
、
こ
の
段
階
で

『選
択
集
』
な
い
し
法
然
思
想

の
影
響

の
も
と
に
著
さ
れ
た
著
作
は
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て

『弥
陀
本
願
義
』
は

『選
択
集
』

の
影
響
を
受
け
た
初

の
著
作

と
し
て

の
位
置
に
あ
る
。

『弥
陀
本
願
義
』
の
思
想

で
注
意
す
べ
き
は
、
十
八

・
十
九

・
二
十

願
の
三
願
解
釈
で
あ
る
。
四
十
八
願
に
願
名
を
付
け
て
解
釈
す
る
こ
と

は
新
羅
浄
土
教
か
ら
は
じ
ま
り
、
日
本
で
は
智
光

『無
量
寿
経
論
釈
』
、

良
源

『極
楽
浄
土
九
品
往
生
義
』
、
静
照

『四
十
八
願
釈
』
、
真
源

『
四

十
八
願
釈
』
、
澄
憲

『四
十
八
願
釈
』
な
ど
が
あ
り
、
『弥
陀
本
願
義
』

は
こ
の
系
列
の
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
三
願
解
釈
が
先
行
四
十
八
願
釈

と
は
異
質
で
あ
る
。
そ
し
て
三
願
解
釈
を
も
と
に
廻
向
往
生

・
廻
心
往

生
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
「廻
向
」

「廻
心
」
に
特
殊
な
意
味

を
込
め
る
こ
と
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
が

(平
井
正
戒

『隆
寛

律
師

の
浄
土
教
附
遺
文
集
』
な
ど
)
、
十
九
願

の
機
と
は
初
め
発
菩
提

心
な
ど
で
成
仏
を
め
ざ
し
、
後
に

「廻
向
」

「廻
心
」
し
て
他
力
に
帰

依
し
た
者
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
十
八
願
の
…機
と
同
じ
に
な
る
。
二
十

願

の
機
は
初
め
諸
行
往
生
ま
た
は
誥
行

・
念
仏
兼
修
で
あ
り
、
後
に
他

力
に
帰
依
し
て
十
八
願

の
機
と
同
じ
に
な
る
。
十
九

・
二
十
願
の
本
願

の
意
思
は
、成
仏
や
諸
行
往
生
の
人
を
他
力

へ
転
入
さ
せ
る
点
に
あ
り
、

結
果
的
に
報
土
往
生
は
念
仏

・
信
心
往
生
し

か
認
め
ら
れ
な
い

(た
だ

し
定
善
の
扱
い
は
要
注
意
。
ま
た

『弥
陀
本
願
義
』
と

『具
三
心
義
』
『極
楽

浄
土
宗
義
』
で
は
、
後
者
は
弥
陀
真
実
心
説
が
確
立
し
て
お
り
三
願
解
釈
に
も

異
な
り
は
あ
る
)。

隆
寛
は
門
弟
信
瑞
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

先
師
律
師
つ
ね
に
の
玉
は
く
、
隆
寛
こ
そ
十
九

の
願
の
機
よ
、
其
故
は
、
本

と
円
宗
の
菩
提
心
を
発
し
て
、
聖
道
の
出
離
を
期
せ
し
ほ
ど
に
、
末
法
に
生

を
う
け
た
る
身
、
涯
分
を
し
る
故
に
、
聖
道
の
出
離
の
叶
ふ
ま
じ
き
い
は
れ

を
心
得
て
、
浄
土
門
に
入
れ
る
な
り
云
云
。
(『広
疑
瑞
決
集
』
巻
一
)

初
め
発
菩
提
心
で
成
仏
を
め
ざ
し
た
が
末
法
に
お
け
る
人
間

の
愚
か
さ

を
自
省
し
て
浄
土
門

へ
転
入
し
た
の
だ
と
、
自
己

の
思
想
足
跡
を
回
顧
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し
て
い
る
。
隆
寛
は
最
勝
講
等
に
出
仕
し
て
延
暦
寺
学
僧
と
し
て
昇
進

の
道
を
歩
も
う
と
す
る
が
、
そ
こ
で
の
活
動
は
必
ず
し
も
活
発
で
は
な

か
っ
た
。
法
然
と
の
接
触
を
へ
て
聖
道
門

・
自
力

の
立
場
か
ら
脱
却
し

て
い
き
、
他
力
論

・
善
導
義
を
深
く
探
求
し
て
他
力
思
想
の
展
開
を
担

う
重
要

な
人
物
と
な
る
。
特
異
な
三
願
解
釈
に
こ
の
よ
う
な
隆
寛
自
身

の
思
想
足
跡
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
う

一
点
ふ
れ
て
お
く
と
繊
悔
観
の
転
回
で
あ
る
。
西
方
繊
法
は
人

間
の
意
識
的
な
繊
悔
で
あ

っ
た
が
、
,隆
寛
は
嶋
極
楽
浄
土
宗
義
』
で
他

力
繊
悔

ど
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
称
名
の
功
力
は
無
量

の
罪
を
滅
す
る
か
ら
特
別
の
繊
悔
は
必
要
な
い
。
善
導
が

『往
生
礼
讃
』

等
で
繊
悔

を
勧
め
る
の
は
、
念
仏
に
五
十
億
劫

・
八
十
億
劫

の
重
罪
を

滅
す
る
願
力

の
不
思
議
、
他
力
の
不
思
議
が
あ
σ
、
こ
れ
を
信
知
さ
せ

る
た
め
に
十
悪

・
五
逆

・
諺
法
等

の
悪
行
を
列
挙
し
て

「至
心
帰
命
阿

弥
陀
仏
」
と
結
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
他
力
に
よ
っ
て
衆
罪
を
消
滅
す
る

あ
り
様

を
示
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
通
常
の
幟
悔
と
は
異
な
る
他
力
俄

悔
な
の
だ
、
と
。

つ
ま
り
繊
悔
は
人
間

の
力
で
な
し
う
る
も
の
で
は
な

く
、
念
仏

・
他
力
の
側
に
繊
悔
の
作
用
が
あ
り
、
念
仏
者
に
意
識
的
な

繊
悔
は
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

西
方
繊
法
の
指
南
書
で
あ
る

『西
方
繊
悔
法
』
は
善
導

の
影
響
を
も

受
け
深
刻
な
繊
悔
思
想
を
展
開
し
て
い
る
が
、
隆
寛
は

『極
楽
浄
土
宗

義
』
で
善
導

の
繊
悔
を
他
力
戯
悔
だ
と
解
釈
す
る
。
こ
の
他
力
俄
悔

の

思
想
は
、
西
方
繊
法
と
は
明
ら
か
に

一
線
を
画
し
て
い
る
。
慈
円
時
代

と
は
異
な
る
浄
土
教
思
想
に
至
っ
て
い
る
の
が
う
か
が
え
よ
う
。

紙
数

の
都
合
で
十
分
に
論
証
で
き
ず
、
隆
寛
独
自
の
他
力
思
想
に
あ

ま
り
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
詳
細

は
別
の
…機
会
に
ま
わ
し

た
い
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

隆
寛
、
最
勝
講
、

法
勝
寺
御

八
講
、
西
方
〓
法

(知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究

所
研
究
員
)

〔付
記
〕

校
正
中

に

『
南
都
仏
教

』
七
十
七

号
が
刊
行

さ
れ
た
。
『法
勝
寺
御

八
講
問

答

記
』
特
集

が
組

ま
れ
、
問
答
内
容

に
踏

み
こ
ん
だ
研
究

が
な

さ
れ
て

い
る
。

今
後

は
問

答
箇
所
全
体

の
翻
刻
が
望

ま
れ

る
。

ま
た
山
崎
慶

輝

「東
大
寺
所

蔵

『法

勝
寺
御
八
講
問
答

記
』
の
考
察
」

(北
畠
典

生
教
授
還
暦
記
念

『
日
本

の
仏
教
と
文
化
』
)
に
御

八
講
出
仕
者
と
し

て
隆
寛

の
名
が
あ
げ

ら
れ

て
い
る

の
を
知

っ
た
。
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