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金
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大
榮
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け
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抄
』
観

東

　

真

行

金
子
大
榮
（
一
八
八
一
―
一
九
七
六
）
は
真
宗
大
谷
派
の
い
わ
ゆ
る
近

代
教
学
を
代
表
す
る
仏
教
学
者
の
ひ
と
り
で
、
親
鸞
思
想
に
つ
い
て
の

体
系
的
な
著
作
を
多
く
遺
し
、
特
に
親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
証
』
を
生

涯
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
学
究
し
た
。
金
子
は
一
九
一
〇
年
代
な
か
ば
よ

り
『
教
行
信
証
』
研
究
を
本
格
化
さ
せ
、
親
鸞
の
言
葉
を
直
接
に
読
む

「
直
接
研
究
」
と
い
う
視
座
を
提
起
し
た
。
す
な
わ
ち
、
覚
如
や
蓮
如

な
ど
の
祖
師
、
ま
た
種
々
の
講
義
録
の
解
釈
を
一
旦
保
留
し
て
親
鸞
の

テ
ク
ス
ト
を
直
に
読
み
解
く
と
い
う
。
そ
の
た
め
親
鸞
の
著
作
で
は
な

い
『
歎
異
抄
』
は
、
し
ば
ら
く
は
金
子
の
思
索
の
表
面
上
に
あ
ら
わ
れ

て
こ
な
い
。
金
子
が
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
思
索
を
展
開
さ
せ
発
表
し

て
い
く
の
は
、
自
身
が
異
安
心
に
問
わ
れ
、
大
谷
大
学
で
の
職
を
辞
し

（
一
九
二
八
）、
僧
籍
を
離
脱
（
一
九
二
九
年
。
一
九
四
〇
年
に
復
帰
）
し
て

以
降
で
あ
る
。
そ
の
嚆
矢
と
な
る
の
が
、
金
子
が
校
訂
し
、
解
題
な
ど

を
記
し
た
岩
波
文
庫
『
歎
異
抄
』（
一
九
三
一
）
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』
は
清
沢
満
之
や
暁
烏
敏
、
近
角
常
観
ら
に
よ
っ
て
明
治

期
以
降
、
広
く
宣
揚
さ
れ
た
。
そ
の
影
響
下
か
ら
生
ま
れ
、『
歎
異
抄
』

の
公
汎
な
流
布
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
岩
波
文
庫
『
歎

異
抄
』
で
あ
る
。
岩
波
文
庫
『
歎
異
抄
』
は
第
二
九
刷
（
一
九
五
八
）

の
改
版
を
経
た
現
在
も
百
刷
を
超
え
て
読
み
継
が
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

付
さ
れ
た
金
子
に
よ
る
解
題
は
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
広
く
手
に
と
ら

れ
た
『
歎
異
抄
』
関
連
の
文
章
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
広
く
手
に
と
ら
れ

た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
深
く
読
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
本
稿
で

は
、
主
と
し
て
岩
波
文
庫
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
理
解
を

考
察
し
、
そ
こ
か
ら
金
子
の
教
学
的
、
歴
史
的
背
景
を
読
み
と
る
こ
と

も
め
ざ
す
。
金
子
は
『
歎
異
抄
講
話
』（
一
九
三
一
―
一
九
三
二
年
頃
の
講

話
）、『
歎
異
抄
聞
思
録
』（
一
九
四
七
―
一
九
五
〇
年
の
講
話
）
な
ど
の
著

作
も
遺
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
参
照
し
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
『
歎
異

抄
』
解
釈
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
に
上
記
の
著
作
に
お
い
て
一
貫
す
る
金
子
の
『
歎
異
抄
』
観
を

確
認
す
る
。
金
子
は
岩
波
文
庫
の
改
版
を
「
再
版
）
1
（

」
と
呼
び
、
ま
た

『
歎
異
抄
聞
思
録
』
を
世
に
問
う
際
に
も
以
前
に
公
刊
し
た
『
歎
異
抄

講
話
』
に
不
満
が
あ
る
の
で
は
な
い
旨
を
述
べ
る
）
2
（

。
た
し
か
に
こ
れ
ら

の
書
に
は
共
通
す
る
了
解
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
金
子
の
『
歎
異
抄
』

観
で
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
は
い
え
る
。
た
だ
し
、
岩
波
文
庫
『
歎
異
抄
』
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の
解
題
を
改
版
の
前
後
で
対
照
す
る
と
看
過
で
き
な
い
相
違
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
差
異
は
『
歎
異
抄
講
話
』
と

『
歎
異
抄
聞
思
録
』
と
の
あ
い
だ
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、

こ
の
相
違
点
に
つ
い
て
考
究
す
る
。

一
　
金
子
大
榮
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
観

は
じ
め
に
著
者
と
底
本
に
つ
い
て
確
認
す
る
。『
歎
異
抄
』
の
著
者

に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
た
妙
音
院
了
祥
に
よ
る
唯

円
説
を
金
子
は
踏
襲
す
る
。
金
子
は
了
祥
の
講
義
録
を
必
読
の
古
典
と

し
て
推
奨
し
、
了
祥
が
異
義
を
ふ
た
つ
に
大
別
し
た
了
解
、
す
な
わ
ち

誓
名
別
信
計
と
専
修
賢
善
計
の
説
に
つ
い
て
よ
く
言
及
す
る
。
ま
た
底

本
は
、
端
坊
本
つ
ま
り
永
正
一
六
年
書
写
本
で
あ
る
。

金
子
に
と
っ
て
『
歎
異
抄
』
は
ま
ず
も
っ
て
直
接
な
る
書
で
あ
る
。

直
に
親
鸞
に
面
座
し
た
門
弟
の
書
で
あ
り
、
直
截
に
信
仰
が
語
ら
れ
て

い
る
書
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
直
接
で
あ
る
こ
と
を
、
金

子
は
「
感
情
」
と
い
う
言
葉
で
受
け
と
め
、
あ
ら
わ
す
。『
歎
異
抄
』

を
「
感
情
」
の
書
と
い
う
の
は
、
そ
の
書
に
お
い
て
親
鸞
の
「
宗
教
感

情
）
3
（

」
と
「
吾
々
の
宗
教
感
情
の
動
き
）
4
（

」
と
が
対
面
し
、「
同
感
）
5
（

」
が
成

立
す
る
と
い
う
意
で
あ
る
。「
感
情
」
と
い
う
と
抽
象
的
か
つ
曖
昧
と

し
た
印
象
を
与
え
る
が
、
し
か
し
『
歎
異
抄
』
そ
の
も
の
が
親
鸞
と
唯

円
の
対
面
に
お
け
る
安
心
表
白
の
語
録
と
し
て
成
就
し
た
よ
う
に
、
読

む
者
に
と
っ
て
『
歎
異
抄
』
の
文
言
は
自
ら
の
心
身
に
あ
て
て
感
ぜ
ら

れ
、
ま
た
そ
こ
で
説
か
れ
る
こ
と
を
宗
と
し
行
ず
る
こ
と
が
か
な
う
と

い
う
意
に
お
い
て
、
確
固
と
し
た
も
の
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
意
味

を
有
し
て
い
る
。
金
子
は
こ
の
意
に
お
い
て
「
感
情
」
の
書
と
し
て

『
歎
異
抄
』
を
受
け
と
め
る
た
め
、
た
だ
「
知
識
）
6
（

」
を
得
よ
う
と
、
こ

の
書
に
接
す
る
こ
と
に
対
し
て
一
貫
し
て
批
判
的
で
あ
る
。「
感
情
」

は
、
主
に
「
知
識
」
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
単
に
感
情
や
実
感
の
意
で

は
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

内
容
に
つ
い
て
は
『
歎
異
抄
』
第
一
章
を
「
親
鸞
の
全
著
作
を
貫
く

信
仰
）
7
（

」「
親
鸞
の
行
信
の
全
体
を
述
べ
た
も
の
…
…
真
宗
の
要
旨
）
8
（

」
と

し
て
特
に
重
ん
じ
て
い
る
。
第
一
章
に
第
九
章
ま
で
の
語
録
の
す
べ
て

は
収
斂
し
て
説
か
れ
て
あ
り
、
ま
た
第
一
章
は
第
十
一
章
以
降
の
異
義

を
読
む
に
あ
た
っ
て
も
指
標
と
な
っ
て
い
る
と
金
子
は
了
解
す
る
。
そ

の
第
一
章
に
語
ら
れ
る
肝
要
を
、
第
十
二
章
の
言
葉
「
他
力
真
実
の
む

ね
を
あ
か
せ
る
も
ろ
も
ろ
の
聖
教
は
、
本
願
を
信
じ
念
仏
を
ま
う
さ
ば

仏
に
な
る
）
9
（

」
を
も
と
に
、
金
子
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
す
。「
第
一

章
は
要
す
る
に
、
本
願
を
信
じ
念
仏
し
て
浄
土
に
生
る
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
）
10
（

」
と
。
改
版
で
は
「
他
力
真
実
の
む
ね
を
あ
か
せ
る
も
ろ
も
ろ
の

聖
教
（
教
）
は
、
本
願
を
信
じ
（
信
）
念
仏
を
ま
う
さ
ば
（
行
）
仏
に
な

る
（
証
）
11
（

）」
と
教
・
行
・
信
・
証
を
あ
て
て
、「『
教
行
信
証
』
の
説
く
と

こ
ろ
も
こ
の
ほ
か
に
は
な
い
）
12
（

」
と
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
簡
単
な
る
言

葉
を
心
に
う
け
い
れ
、
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
真
宗

の
信
者
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
）
13
（

」。
こ
の
よ
う
に
金
子
は
第
一
章
を
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『
歎
異
抄
』
全
体
の
み
な
ら
ず
、『
教
行
信
証
』
に
代
表
さ
れ
る
親
鸞
の

全
著
作
に
ま
で
通
底
す
る
文
言
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
真
宗
の
信
者
」

で
あ
る
こ
と
の
基
底
と
し
て
了
解
し
て
い
る
。

二
　
教
権
と
し
て
の
「
知
識
」

こ
こ
で
岩
波
文
庫
『
歎
異
抄
』
の
改
版
前
後
の
相
違
を
確
か
め
て
お
き

た
い
。
改
版
に
お
い
て
は
解
題
の
編
成
が
変
更
さ
れ
、
文
章
が
大
幅
に
書

き
あ
ら
た
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
本
文
は
同
じ
テ
ク
ス
ト
だ
が
、
実

際
の
と
こ
ろ
は
や
は
り
「
再
版
」
で
は
な
く
改
版
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

【
初
版　

第
一
刷
〜
第
二
八
刷
】　
【
改
版　

第
二
九
刷
以
降
】

解
題 

解
題

一
、
作
者 

一
、
作
者

二
、
内
容
一
般 

二
、
組
織

三
、
親
鸞
の
語
録
に
就
て 

三
、
教
義

四
、
唯
円
の
歎
異
に
就
て 

四
、
語
録

異
本 

五
、
歎
異

例
言 

六
、
異
本

歎
異
抄
〔
本
文
〕 

七
、
解
釈
書

 

例
言

 

歎
異
抄
〔
本
文
〕

こ
の
ふ
た
つ
の
解
題
に
お
け
る
差
異
は
様
々
に
あ
る
が
、
そ
の
顕
著

な
一
例
と
し
て
異
義
の
了
解
を
指
摘
で
き
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う

に
、
金
子
は
了
祥
の
誓
名
別
信
計
と
専
修
賢
善
計
の
説
を
ふ
ま
え
る

が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
異
義
の
う
ち
、
初
版
で
は
改
版
よ
り
も
特
に
専
修

賢
善
計
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
金
子
は
唯
円
の
異
義
へ
の
歎
き
が

「
伝
統
的
教
権
に
依
る
理
智
に
よ
り
て
せ
ら
れ
ず
し
て
、
純
な
る
宗
教

感
情
に
よ
り
て
せ
ら
れ
て
あ
る
）
14
（

」
と
し
、
専
修
賢
善
計
に
つ
い
て
「
教

団
的
組
織
を
有
た
う
と
す
る
時
に
は
、
兎
も
す
れ
ば
陥
ら
ん
と
す
る
思

想
）
15
（

」
で
あ
る
と
述
べ
る
。

念
仏
は
往
生
の
行
な
り
と
聞
い
て
、
念
仏
の
多
少
を
計
量
せ
ん
と
し
、
信
心
は

涅
槃
の
正
因
な
り
と
聞
い
て
、
信
心
の
正
邪
を
理
智
的
に
規
定
せ
ん
と
す
る
も

の
は
、
総
べ
て
専
修
賢
善
計
の
変
形
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
意
味
に
於

て
宗
派
を
有
ち
教
団
を
守
ら
ん
と
す
る
も
の
は
、
不
知
不
識
の
間
に
一
種
の
賢

善
計
者
と
な
る
や
う
で
あ
る
）
16
（

。

金
子
は
専
修
賢
善
計
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
、「
伝
統
的
教
権
」「
教

団
的
組
織
」「
宗
派
」「
教
団
」
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
言
辞
を
重
ね
る
。

こ
こ
で
の
「
理
智
」
と
は
、
異
義
で
あ
っ
て
も
真
宗
の
教
法
と
関
わ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
真
宗
の
教
法
が
「
純
な
る
宗
教
感
情
」
に
も
と
づ

く
智
慧
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
、「
知
識
」
と
し
ば
ら
く
は
区
別

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
理
智
」
は
教
法
と
関
わ
る
ゆ
え
に
深

い
執
わ
れ
を
生
み
も
す
る
。
初
版
で
は
、
真
実
を
説
き
伝
え
る
た
め
の

教
団
が
「
理
智
」
に
執
わ
れ
る
こ
と
へ
の
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
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い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
異
義
理
解
の
背
後
に
は
、
自

身
が
異
安
心
に
問
わ
れ
、
僧
籍
を
返
上
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い

込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
悲
嘆
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

吾
々
の
宗
教
感
情
の
動
き
、
機
微
と
で
も
申
し
ま
せ
う
か
、
ま
あ
一
つ
ち
ゃ
ん

と
信
仰
が
知
識
化
し
て
し
ま
つ
た
様
な
も
の
で
な
い
、
未
だ
知
識
に
な
ら
ざ
る

以
前
の
感
情
の
動
き
と
云
ふ
も
の
が
よ
く
『
歎
異
抄
』
に
出
て
居
り
ま
す
）
17
（

。

か
う
云
ふ
言
葉
を
使
つ
て
よ
い
か
悪
い
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、『
歎
異
抄
』

の
上
に
は
宗
旨
と
云
ふ
も
の
の
成
立
た
な
い
以
前
の
宗
教
感
情
が
流
れ
て
居

る
。
宗
旨
と
云
ふ
も
の
も
一
つ
の
意
味
を
も
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…

『
歎
異
抄
』
も
無
論
さ
う
云
ふ
宗
旨
と
云
ふ
も
の
の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
の
宗
旨
以
前
の
立
場
、
未
だ
宗
旨
だ
何
だ
と

云
ふ
名
前
の
附
か
ん
以
前
の
、
そ
の
宗
教
感
情
を
現
し
て
居
る
。
真
宗
信
者
、

真
宗
教
徒
だ
け
が
読
ん
で
解
る
の
で
な
い
。
真
宗
信
者
で
も
真
宗
教
徒
で
も
な

い
本
当
の
一
切
衆
生
が
読
め
ば
、
そ
の
胸
に
堪
へ
る
様
な
も
の
が
『
歎
異
抄
』

の
中
に
あ
る
）
18
（

。

こ
こ
で
は
「
理
智
」
と
等
し
い
意
味
内
容
が
「
知
識
」「
宗
旨
」
と

い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
知
識
」「
宗
旨
」
と
対
比

さ
れ
る
の
が
「
宗
教
感
情
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
感
情
」
は
教
法
が
組

織
の
な
か
で
権
威
と
化
す
以
前
の
宗
教
的
感
情
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
当
時
の
金
子
に
と
っ
て
岩

波
文
庫
『
歎
異
抄
』
の
校
訂
は
喜
ば
し
き
責
務
だ
っ
た
ろ
う
。
ま
さ
し

く
岩
波
文
庫
と
い
う
媒
体
は
「
真
宗
信
者
で
も
真
宗
教
徒
で
も
な
い
」

読
者
を
射
程
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
真
宗
大
谷
派
を
離

れ
た
金
子
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
読
者
と
「
弟
子
一
人
も
も
た
ず
）
19
（

」

と
い
う
「
同
朋
感
情
）
20
（

」
を
同
感
せ
ん
と
し
て
、
初
版
を
世
に
送
り
出
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
身
の
自
覚
と
な
ら
な
い
「
知
識
」

前
節
で
は
金
子
の
岩
波
文
庫
『
歎
異
抄
』
初
版
の
内
容
と
背
景
に
つ

い
て
読
解
を
試
み
た
。
つ
ぎ
に
、
改
版
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
点
と
そ

の
背
景
に
つ
い
て
確
か
め
て
お
き
た
い
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
金

子
は
「
知
識
」
の
た
め
に
『
歎
異
抄
』
を
読
む
こ
と
に
一
貫
し
て
批
判

的
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
「
知
識
」
批
判
の
構
図
は
改
版
に
お
い
て

も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

親
鸞
の
教
を
伝
え
た
唯
円
の
眼
に
異
義
と
し
て
映
っ
た
も
の
は
、
真
宗
の
法
を

知
識
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
そ
の
知
識
化
は
学
解
を
主
と
す
る
も
の
と
、

制
規
を
要
と
す
る
も
の
と
の
二
派
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
「
本
願
を
信
ず

る
」
こ
と
と
、「
念
仏
を
ま
う
す
」
こ
と
を
別
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
起
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。「
本
願
を
信
ず
る
」
こ
と
を
、
万
人
の
承
認
す
べ
き
真
理
と
し

て
学
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
念
仏
を
必
須
の
も
の
と
し
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
念
仏
の
実
行
を
尊
む
も
の
は
、
そ
の
功
徳
を
道
徳
的
制
規
の
実
践
に
求
め

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
、
知
識
人
に
受
容
さ
れ
た
真
宗
と
、

実
践
を
要
求
す
る
も
の
の
真
宗
の
別
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
）
21
（

。

こ
こ
で
は
誓
名
別
信
計
は
「
学
解
派
」、
専
修
賢
善
計
は
「
制
規
派
」
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と
あ
ら
わ
さ
れ
て
、
共
に
「
真
宗
の
法
を
知
識
化
し
た
」
異
義
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
改
版
で
は
初
版
に
比
べ
る
と
、
第
十
一
章
が
重
く
受
け
と

め
ら
れ
、「
知
識
」
と
い
う
言
葉
も
誓
名
別
信
計
に
つ
い
て
、「
知
識
人

に
受
容
さ
れ
た
真
宗
」
と
い
う
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
異
義
了

解
の
う
え
で
の
強
調
点
に
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
金
子
の

『
歎
異
抄
』
に
関
す
る
代
表
的
な
著
作
は
、
自
ら
が
異
安
心
に
問
わ
れ

た
時
期
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
の
時
期
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
、
金
子
は
「『
歎
異
抄
』
に
縋
り
つ
か
し
め
ら
れ
た
）
22
（

」「
一
昨
年
の

八
月
十
五
日
、
敗
戦
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
し
て
以
後
の
自
分
の
心
持

と
い
ふ
も
の
は
、
再
び
『
歎
異
抄
』
に
か
へ
り
ま
し
た
）
23
（

」
と
語
り
、

『
歎
異
抄
聞
思
録
』
で
は
「
悪
人
正
機
」
や
「
機
の
深
信
」
を
「『
歎
異

抄
』
の
精
神
）
24
（

」
と
し
て
高
調
し
て
い
る
。「『
歎
異
抄
』
を
貫
ぬ
く
も
の

は
、
悪
人
正
機
の
教
へ
で
あ
る
）
25
（

」、「『
歎
異
抄
』
一
部
は
機
の
深
信
の

こ
こ
ろ
を
明
か
に
し
よ
う
と
せ
ら
れ
た
も
の
）
26
（

」
と
金
子
は
語
り
つ
つ
、

「
闇
商
売
）
27
（

」
な
ど
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。『
歎
異
抄

聞
思
録
』
が
語
ら
れ
た
頃
は
、「
生
活
す
る
に
当
つ
て
罪
悪
を
犯
さ
ず

に
を
れ
な
い
）
28
（

」
状
況
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
戦
後
を
生
き
る
金
子
の
「
同

朋
感
情
」
が
ま
な
ざ
し
た
の
は
す
な
わ
ち
、
こ
の
状
況
下
に
お
か
れ
た

数
多
の
、
現
実
の
人
々
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
現
実
に
は
、
摂
取

の
光
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
煩
悩
悪
障
の
断
ち
が
た
い
身
で
あ
る
。
そ

の
現
実
を
忘
れ
て
は
、
尊
い
教
え
も
観
念
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
る
で
あ

ろ
う
）
29
（

」。
ゆ
え
に
改
版
に
お
け
る
「
知
識
」
と
は
、
当
時
の
状
況
下
に

あ
り
な
が
ら
、「
煩
悩
悪
障
の
断
ち
が
た
い
身
」
と
い
う
自
覚
が
徹
せ

ら
れ
ず
、
教
法
に
対
し
て
第
三
者
的
に
ふ
る
ま
い
、
単
に
『
歎
異
抄
』

を
「
学
解
」
し
て
処
理
し
て
し
ま
う
あ
り
方
を
指
し
示
し
て
い
る
。

以
上
、
金
子
大
榮
の
『
歎
異
抄
』
観
を
岩
波
文
庫
『
歎
異
抄
』
を
中

心
と
し
て
確
か
め
て
き
た
。
金
子
の
『
歎
異
抄
』
観
は
、
金
子
を
一
貫

す
る
思
索
と
、
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
、
あ
る
い
は
時
代
社
会
が
機
縁

と
な
っ
て
醸
成
さ
れ
た
側
面
か
ら
成
立
し
て
い
た
。「
直
接
研
究
」
の

態
度
を
も
っ
て
、
直
に
文
意
に
ふ
れ
よ
う
と
し
た
金
子
が
、
様
々
な
苦

悩
に
よ
り
な
が
ら
獲
得
し
た
『
歎
異
抄
』
観
で
あ
る
。

1　

改
版
、
三
六
頁
。　
　

2　

聞
思
録
（
上
）、
一
一
二
頁
。　
　

3　

講
話

（
前
篇
）、
二
〇
頁
。　
　

4　

講
話
（
前
篇
）、
二
七
二
頁
。　
　

5　

講

話
（
前
篇
）、
二
七
頁
。　
　

6　

初
版
、
二
〇
頁
。
改
版
、
四
四
頁
。　
　

7　

初
版
、
一
四
頁
。　
　

8　

改
版
、
一
〇
頁
。　
　

9　

改
版
、
六
〇
―

六
一
頁
。　
　

10　

初
版
、
一
五
頁
。　
　

11　

改
版
、
一
一
頁
。　
　

12　

同

前
。　
　

13　

同
前
。　
　

14　

初
版
、
二
六
頁
。　
　

15　

初
版
、
二
九

頁
。　
　

16　

初
版
、
三
二
頁
。　
　

17　

講
話
（
前
篇
）、
二
七
二
頁
。　
　

18　

講
話
（
前
篇
）、
二
七
六
―
二
七
七
頁
。　
　

19　

改
版
、
五
〇
頁
。　
　

20　

講
話
（
後
篇
）、
八
九
頁
。　
　

21　

改
版
、
二
四
―
二
五
頁
。　
　

22　

聞
思
録
（
上
）、
一
一
一
頁
。　
　

23　

聞
思
録
（
上
）、
一
一
六
頁
。　
　

24　

聞
思
録
（
上
）、
一
四
一
頁
。　
　

25　

聞
思
録
（
上
）、
一
四
〇
頁
。　
　

26　

聞
思
録
（
上
）、
二
六
六
頁
。　
　

27　

聞
思
録
（
下
）、
一
〇
一
頁
。　
　

28　

聞
思
録
（
上
）、
二
九
一
頁
。　
　

29　

改
版
、
二
七
頁
。



― 141 ―

金
子
大
榮
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
観
（
東
）

〈
凡
例
〉

一
、
旧
漢
字
を
常
用
漢
字
に
お
お
よ
そ
あ
ら
た
め
、
踊
り
字
は
適
宜
、
漢

字
、
仮
名
で
表
記
し
た
。

一
、
岩
波
文
庫
『
歎
異
抄
』
の
引
用
で
は
、
初
版
は
第
二
八
刷
（
一
九
五
七

年
五
月
）、
改
版
に
つ
い
て
は
第
一
一
四
刷
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
を

用
い
た
。

〈
略
号
〉

初
版
＝『
歎
異
抄
』（
第
二
八
刷
、
一
九
五
七
）

改
版
＝『
歎
異
抄
』（
第
一
一
四
刷
、
二
〇
一
七
）

講
話
＝『
歎
異
抄
講
話
』

聞
思
録
＝『
歎
異
抄
聞
思
録
』

〈
参
考
文
献
〉

金
子
大
榮
校
注
『
歎
異
抄
』
岩
波
書
店
、（
一
九
五
七
）
二
〇
一
七

金
子
大
榮
『
歎
異
抄
講
話
（
前
篇
）』
萌
文
社
、
一
九
三
四

金
子
大
榮
『
歎
異
抄
講
話
（
後
篇
）』
萌
文
社
、
一
九
三
五

金
子
大
榮
『
歎
異
抄
領
解　

歎
異
抄
聞
思
録（
上
）』在
家
仏
教
協
会
、一
九
九
一

金
子
大
榮
『
歎
異
抄
聞
思
録
（
下
）』
在
家
仏
教
協
会
、
一
九
八
七

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
金
子
大
栄
、
歎
異
抄
、
岩
波
文
庫

（
大
谷
大
学
任
期
制
助
教
、
博
士
（
文
学
））
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