
〈
研

究

論

文

６

〉

『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
の
比
較
思
想
的
考
察

―
―
西
田
幾
多
郎
の
真
宗
解
釈
を
手
が
か
り
に
―
―

は

じ

め

に

滝
沢
克
己
（
一
九
〇
九
―
一
九
八
四
）
は
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
、
こ
う
述

べ

て

い

る
。

『
歎
異
抄
』
と
い
う
書
物
に
は
、
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
ほ
か
に
何
ひ
と

つ

知

ら

な

い
私

の
よ

う

な
者

に
も

、

ま

っ
た

く

退

っ
引

き

な

ら

な

い

よ

う

に
迫

っ
て

く

る
も

の
、

人

の

心

の

奥

底

に
訴

え

て

く

る
何

も

の

か

が

あ

り

ま

す

。

の
み

な

ら

ず

そ

の

〈
何

も

の

か

〉

の
何

で

あ

る

か

は
、

ほ

ん
と
う
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
『
歎
異
抄
』
だ
け
か
ら
で

も

、

よ

く

注

意

し

て

読

み

さ

え

す

れ

ば

、

た

し

か

に

は

っ
き

り

と

読

み

と
る
こ
と
が
で
き
る
、
―
―
そ
う
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。

（
『
「
歎
異
抄
」
と
現
代
』
昭
和
四
十

九
年
）

『
歎

異

杪

』

は

、

た

と

え

ば

お

そ

ら

く
念

仏

を

一

度

も

称

え

た

こ

と

が

な

く

、

角
　
田
　
玲
　
子

往
生
と

い
う
こ
と
に
つ

い
て

懐
疑
的
で
あ

る
ひ
と
び
と

に
す
ら
、
「
ま

っ
た

く
退

っ
引
き

な
ら
な

い
よ
う
に
迫
っ
て

く
る
」

よ
う
な
「
何
も
の
か
」
を
備

え
た
書
物
で
あ

る
。
こ
の
「
何
も
の
か
」

に
つ

い
て
、
佐
藤
正

英
氏

は
次

の

よ
う

に
の
べ
て

い
る
。

『
歎
異
抄
』
の
基
底

に
流
れ
て

い
る

の
は
、
〈
真

に
し
て
実
な
る
〉
在

り
よ
う
へ

の
衝
迫
で
あ
る
。
…
…

『
歎
異
抄
』

に
は
…
…
〈
真
に
し
て

実
な
る
〉
在
り
よ
う
を
そ
の
ま

ま
主
題
と
し
て
語

っ
た
文
は
見
い
出
せ

な

い
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ

あ
ろ
う
が
、
ひ
と
つ
に
は
次
の
よ
う

な

事
情
が

あ

っ
た

の
で

あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
親

鸞
や
唯

円

に
と

っ
て
、

〈
真
に
し
て
実
な
る
〉

在
り
よ

う
へ
の
願
望
は
自
明
の
前
提
で

あ
っ
た
。

従

っ
て

、
〈
真
に
し
て

実
な
る
〉

在
り
よ

う
を
こ
と

さ
ら
対

象
化

し
て

表
出
す

る
必
要

が
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
歎

異
抄
』

で
語
ら
れ
て

い
る
の
は
真
実
へ
の
衝
迫
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
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基
底

に
は
浄
土
仏
教
の
世
界
観

が
は
っ
き
り
と

読
み
と
れ

る
。
し

か
し

こ
れ

は
表

だ
っ
て
語
ら
れ

る
こ
と

は
な
く

、
基

底
に
と
ど
ま

っ
て

い
る
。

佐
藤
氏

も
認

め
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、

親
鸞

が
『
歎
異
抄
』
以
外
で
、
「
〈
真

に
し
て

実
な
る
〉
在
り
よ

う
」

を
ま

っ
た
く
語

っ
て

い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で

は

な
い
。

宗
教
的
真
理

の
構
造
は
、
親
鸞
・
唯
円

に
と
っ
て

、
改
め
て
語

る
必

要
の
な
い
「
自
明

の
前
提
」
で

あ
っ
た
。
し
か
し
「
自
明

の
前
提
」
が
な
い

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

は
、
宗

教
的
真
理
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て

知
る

こ
と
な
し
に

『
歎
異

抄
』

の
問
題
が
何
で
あ
る
の
か
は
理
解
で

き
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
滝
沢

の
い
う
〈
何
も
の
か
〉
を
何
も
の
か
で

あ
る
と
い
う
ふ

う
に
、
い
わ
ば
ぼ
か
し
た
ま
ま
で
、
親
鸞
の
宗
教
的
真
理
へ
の
衝
迫
を
よ
み

と
る
こ
と
も
可

能
で

あ
る
。
近

代
的

『
歎
異
抄
』
解
釈
は
、
そ
の
よ
う
に
し

て
お
こ
な
わ
れ
た
可

能
性
が
た
か

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
近
代

に
お

い
て

『
歎

異
抄
』
を
よ
む
も
の
が
、
親
鸞
や
唯
円
と
同
等
の
阿
弥
陀
仏
や
浄
土

へ
の
信

仰
を
持

っ
て

い
た
と

い
う
こ
と
を
想

定
す

る
の
は
困

難
だ

か
ら
で
あ

る
。
多

く
の
近
代
の
読
み
手

に
と

っ
て
、
『
歎
異

抄
』

に
見

い
だ
せ

る
〈
何
も

の
か
〉

と

は
、
真
実
へ
の
衝
迫
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
そ

れ
を
『
歎
異
抄
』

に
見
い

だ
し

た
の
は
、
こ
こ
で
近
代
的

『
歎
異
抄
』

解
釈

の
一
典
型

と
し
て

と
り
あ

げ

る
西
田
幾

多
郎
（
一
八
七
〇
－

一
九
四
五
）
も
同

様
で

あ

る
。

そ
し
て

そ
こ

に
は
、
自
己

意
識

の
深
ま
り

に
お
い
て

絶
対

者
に
対

す
る
と
い
う
独
自
の
発

想
が
も
り

こ
ま
れ
て

い
た
。

一
　

西

田
幾

多

郎

の
歎

異

抄
解

釈

西
田

の
処
女
作
で

あ
る
『
善
の
研
究
』
（
明
治
四
十
四

二

九
一
一
年
）
末
尾

に
は
独

特
の
歎
異

抄
解

釈
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
念
仏
者
は
阿
弥
陀
仏

を
愛
す

る
が
ゆ
え

に
、
念
仏
を
と

な
え
、
そ
の
存
在
を
知

る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
ば
、
念
仏
に
よ
っ
て

浄
土

に
ゆ
く
と
し
て

も
地
獄
に
ゆ
く
と
し
て
も
か

ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き

る
と

い
う
。
こ
の
直
前
に
は
、
聖
書
の

言
葉
が
ひ
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
自
力
を
す
て
て
、
他
力
の
信
心
に
入
る
こ

と
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
西

田
は
、
他
力
を
神
へ
の
絶
対

的
な
服
従
と

同
様
に
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

西
田
の

『
歎
異
抄
』
へ
の
関

心
は
一
貫
し
て

い
る
が
、
こ
の
よ

う
な
初
期

の
解
釈

か
ら
一
歩
す
す
ん
で
、
『
歎
異
抄
』

に
つ

い
て
西
田
が
真

に
独
自
の

解

釈
を
与
え

る
の
は
、
は
や

り
最

晩
年
の

『
場
所
的

論
理
と

宗
教

的
世
界

観
』
（
昭
和
二
十

丁

一
九
四
六
年
）
で
あ
ろ

う
。

「
念
仏
の
申
さ

る
る
も
如
来
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
と
思
へ
ば
、
少

し
も

自

の

計

ま
じ

は
ら
ざ

る
が
故
に
…
…
」
（
第
十
一
条
）

絶
対

者
と
人
間

と
の
何
処
ま
で
も
逆
対
応

的
な

る
関
係
…
…
我
々
の

自
己
は
個
人
的
意

志
の
尖
端

に
お

い
て
絶
対

者
に
対
す
る
の
で
あ
る
。

神
も
ま
た
絶
対
意
志
的
に
我
々
の
自
己
に
臨
む
の
で
あ
る
。
（
三
七
四
）

阿
弥
陀
仏
が
、
絶
対

者
・
神
と
言

い
換
え
ら
れ
て

い
る
が
、
『
善
の
研
究
』

に
み

ら
れ
た
信
仰
に
お
け

る
絶
対
的
服
従
・
懺
悔
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
消

え
て

い
る
。
『
場
所

的
論
理

と
宗
教
的
世
界

観
』
で

は
、
絶
対
者
と
人

間
の
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「
逆
対
応
的
な
る
関
係
」
が
、
強
調

さ
れ
、
歎

異
抄
解

釈
の
主
眼
と

な

っ
て

い
る
。
そ
こ

に
は
我

々
人
間
の
「
自
己
」
が
、
個
人
的
意
志
を
つ
き
つ
め
た

と
こ
ろ
に
、
神
の
絶
対
的
意
志
に
ふ
れ
、
逆
対
応
的

に
接
す
る
と
い
う
構
造

が
見
て
取

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
は
、
歎
異
抄
の
逆
説
的
表
現
を
も

っ
て
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

ゆ
く
。

「
善
人
な
お
も
て

往
生
を
遂
ぐ

、
い
わ
ん
や
悪

人
を
や
」
（
第
三
条
）

根
底
的
に
自
己
矛
盾

的
な
る
人
間

の
世
界
に
は
、
我
々
を
宗
教
に
導

く
機
縁
は
到
る
所
に
あ

る
の
で

あ
る
。
（
三
四
〇
）

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ

く
よ

く
案
ず

れ
ば
、
ひ
と
え

に
親
鸞

一

人

が
た
め
な
り
け
り
」
（
後
序
）

個
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
斯
く

い
う
こ
と
が
で
き

る
。
而
し
て
こ
の
故

に
我

々
の
自
己

は
、
逆
対
応
的

に
一
者

に
お

い
て
自
己
を
有
つ
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
三
八
二
）

と
く

に
、
引
用
後
者
の
「
ひ
と
え

に
親
鸞
一
人
が

た
め
な
り
け
り
」
と
い

う
言
葉
は
、
西
田
が
と
く
に
重
く
み
た
言
葉
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
人
間

の
自

己
矛

盾

を
、
根
底

に
ま

で

極

限

的

に
徹

底

す

る
、
個

に

徹
す

る
と

「
我
々
の
自
己
」
は
「
逆
対
応
」
つ

ま
り
、
個

と
は
真
反
対

の
何
者

か
に
接

す
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
何
に
逆
接
し
て
い
る
か
と

い
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
で

あ
り
神
で
あ
り
、
〈
宗
教
的
真
理
〉
で

あ
る
と

考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ

を
見

い
だ
す
場
を
人
間
の
自
己
に
求
め
て

い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
わ

れ
わ
れ
が
自
己
に
徹
し
深
め
れ
ば
、
そ
の
内

側
に
宗
教
的
真
理
は
あ
る
。
自

己

こ
そ
が
「
絶
対

的
意
志
」

と
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二

「
自

然

法

爾

」

を

め
ぐ

っ
て

っ
ぎ

に
西
田
の
「
自
然
法
爾
」
に
つ
い
て

の
言
及
を
み
て
み

よ
う
。

か
れ

は
『
歎
異
抄
』
へ
の
関
心
と
と
も
に
、
親
鸞

の
法
語
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る

「
自
然
法
爾
」
に
つ
い
て

深

い
関
心

を
持

っ
て

い
た
。
西
田

は
自
然
と

は
、

単
に
人
為
や
作
為
を
手

放
し

た
あ
り

か
た
で

は
な
い
と
い
う
。

親
鸞
の
自
然
法
爾

と
云

ふ
如
き

は
、
西
洋
思
想
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
自

然
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
衝
動
の
ま
ま
に
勝
手
に
振
る
舞
ふ

と
云

ふ
こ
と
で

は
な
い
、
そ
れ
は
所
謂
自
然
主
義
で

は
な

い
。
そ
れ
に

は
事
に
当
っ
て
己
を
尽
す
と
云
ふ
こ
と
が
含
ま
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
そ
こ
に
は
無
限
の
努
力
が
含
ま
れ
て

ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

唯
な
る
が
ま
ま
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
併
し
自
己
の
努
力
そ
の
も
の

が
自
己
の
も
の
で
は
な
い
と
知
る
こ
と
で

あ
る
。
自
ら
然
ら
し
め
る
も

の
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
（「
日
本
文
化
の
問
題
」
三
六
九
）

西
田

は
ま
ず
「
西
洋
思
想
」
の
い
う
、
人
間

の
本
来
性
の
あ
り
の
ま
ま

、

と
い
う
意
味
で
の
自
然
と
距

離
を
と
る
。
西
田

の
考
え
る
「
自
然
法
爾
」
と

い
う
あ
り
か
た
は
、
人
間
の
衝
動
に
し

た
が
っ
て
勝
手
気
ま
ま

に
振

る
舞

う

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
西

田
は
「
自
然
法
爾
」
を
い
か
に
自
覚
化

し
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
が

ご
く
普
通

に
、
自
然
に
ふ
る
ま
う
の
で

は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
を
「
自
ら
然
ら
し
め
る
も

の
が
あ
る
と
云

ふ
」
と

い
う
こ
と

を
自
覚
す
る
こ
と
が
「
自
然
法
爾
」
と
い

う
お
り

方
で

あ
る
と
西
田

は
い
う
。
そ
れ

は
あ
る
意
志
的
な
あ
り

か
た
で
あ
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る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

西

田
は
ま

た
「
自
然
法
爾
」
を
人
間
の
意
識
の
問

題
と
し
て
と
ら
え
、
人

間
の
意
識
の
底
に
お
い
て
出
会
う
べ
き
、
あ
る
絶
対

的
な
は
た
ら
き
を
示

唆

し
て

い
る
。

先
ほ
ど
の
引

用

に
あ

っ
た
「
自
ら
然
ら
し
め
る
も
の
」

は
、
わ

れ
わ
れ
の
自
己
の
内
な
る
意
識
―
無
意
識
を
こ
え
て
わ
れ
わ
れ
を
包
み
込
む
。

親
鸞
は
念
仏
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す
と
云

っ
て

い
る
。
そ
こ

に
我

々

の
自
己
は
無
意
識
な
る
と
云

ふ
の
で
は
な
い
、
無
分
別
の
分
別
が
働
く

の
で

あ
る
。
…
…
名
号

に
お

い
て
は
、
仏
の
大
慈
大
悲
の
表
現
と
し
て
、

我
々
の
自
己
は
こ
れ

に
よ

っ
て
救
わ
れ
る
、
包
ま
れ
る
と

い
う
意
義
を

有

っ
て

い
る
。
そ

の
極
、
自
然
法

爾
と

い
う

に
も
至

る

の
で

あ
る
。

（「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
三
七
五
）

意
識
―
無
意
識
に
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
を
超
え
た
は
た
ら
き

が

わ
れ
わ
れ
の
自
己

に
お
い
て

は
た
ら
い
て

い
る
。
「
自
然
法
爾

に
至

る
」

と

い
う
こ
と

は
、
西
田

に
お
い
て

は
そ
れ
を
自
己
の

う
ち

へ
と
求

め
る
と

い

う
方
向
性
が
認

め
ら

れ
る
。

そ
れ
で

は
、
意
識
―
無
意
識

を
底
か
ら
包
ん
で

い
る
は
た
ら
き
と
し
て

の
「
自
然
法
爾
」

に
、
わ
れ

わ
れ

は
ど
う
す
れ
ば
至

る
こ

と
が
で
き

る
の
だ
ろ

う
か
。
西

田
は
そ

れ
を
人
間

の
自
己

意
識
が
自
己

を
否

定
す

る
は
た
ら
き

に
求
め
て

い
る
。

…
…
親
鸞

の
自
然
法
爾

の
自
然
と
云

ふ
の
は
、
西
洋

の
自
然
の
考
と
逆

の
方
向

に
、
人

間
そ

の
も
の
の
底
に
人
間
を
否

定
し

た
も
の
で

な
け

れ

ば
な
ら

な
い
。
（「
日
本
文
化
の
問
題
」
三
七
〇
）

西
洋
の

「
自
然
」

は
、
生
理
的
な
も
の
を
ふ
く

め
た
人

間
の
本
来
性
の
肯

定
へ

と
向
か
う
。
一
方
西
田
の
考
え
る
自
然
は
、
人
間

の
底
に
、
内

に
向
か

う
深

ま
り
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
は
否
定
の
運
動

性
と
し
て

あ
る
。
西

田
の
「
自
然
法
爾
」
と
は
、
意
識
が
意
識
を
否
定
し
う
る
、
人
間
の
自
己
意

識
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
自
己
意
識
は
、
外

側
か
ら
わ
れ

わ
れ
を
「
自
ら
し
か
ら
し
め
る
も
の
」
す
な
わ
ち
、
超
越
的
な
は
た
ら
き
と

根
底
的
に
繋
が

っ
て

い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
西

洋
の
自
然
の
考
え

と
逆
の
方
向
」
に
、
「
人
間
そ

の
も
の
の
底
」
に
見

い
た
さ
れ
る
、
あ
る
超
越
的
な
は
た
ら
き
を
、
西
田
は
「
自
然
法
爾
」
と
し

て
把
握
し
て

い
る
。
こ
の
人
間
の
本
来
性
の
肯
定
と
し
て
の
「
自
然
」
と

は

対
極
に
あ
る
、

い
わ
ば
人
間
的
な
も
の
を
内
へ
と
否
定
し
て
ゆ
き
、
そ
れ
を

突
破
す

る
方
向
で

「
自
然
」
に
出
会

う
と

い
う
考

え
方

は
、
人
間

と
「
自

然
」
と
の
根
底
的
な
連
続
性
と
断
絶
性
を
示
す
思
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
人
間

は
あ

る
が
ま
ま
に
自
然
に
ふ
る
ま

っ
て

い
る
場
合
で
は
な
く
、

む
し
ろ

そ
の
人

間
性
を
否
定
し
て
ゆ
く
こ
と
で
し
か
、
形
而
上
学
的
な
働
き

と
し
て

の
自

然
に
触
れ
得
な

い
と
い
う
意
味
で
、
人
間
と
自
然
と
は
逆
説
的

に
接
し
て

い
る
の
で

あ
り
、
一
方
、
そ
の
運
動
性
そ
の
も
の

は
、
と
り
も

な

お
さ
ず
形
而

上
学
的
な
働
き
と
し
て

の
自
然

か
ら
の

は
た
ら
き

か
け
に
よ
る

と
い
う
意
味
で

、
連
統
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ

い
か
ら
で
あ
る
。

こ

の
よ

う
な
自
然
理
解
は
、
親
鸞
の
「
自
然
法
爾
」

か
ら
着
想
を
得
て
、

西
洋
的

な
自
然
の
概
念
を
超
え
包
む
概
念
と
し
て
、
西
田
が
う
ち
た
て

た
自

然
概
念
で

あ
る
と
考
え

ら
れ

る
。

以
上
西

田
の
「
自
然
法
爾
」
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
そ
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も
そ
も
親
鸞
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
仏
教

に
お
け
る
「
自
然
」

と
い
う
語
は
か
な
り
多
義
的
な
も
の
で
、
こ
こ

に
詳
説

す
る
意
図
は
な
い
が
、
親
鸞
の
「
自
然
法
爾
」
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
文

献
に
明

ら
か
で

あ
る
。

「
自
然
」
と
い
ふ
は
、
も
と
よ
り
し
か
ら
し
む
る
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。

弥
陀
仏
の
御
ち
か
ひ
の
、
も
と
よ
り
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
し
て
、

南
無
阿

弥
陀
仏

と
た
の
ま
せ
た
ま
へ
て
迎
へ
ん
と
、
は
か
ら
は
せ
た
ま

ひ
た
る
に
よ
り
て
、
行

者
の
よ

が
ら
ん
と
も

、
あ
し

か
ら
ん
と
も
お
も

は
ぬ
を
、
自
然
と

は
申
す

ぞ
と
き
き

て
候
ふ
。

ち
か
ひ

の
や

う
は
、
無

上
仏
に
な
ら
し

め
ん
と
誓
ひ

た
め
へ
る
な
り
。
…
…

つ
ね

に
自
然

を
沙

汰
せ
ば
、
義
な
き
を
義
と
す
と

い
ふ
こ
と
は
、
な
ほ
義
の
あ

る
に
な

る

べ
し
。
こ
れ
（
自
然
）

は
仏
智

の
不
思
議

に
て
あ
る
な

る
べ
し
。
（「
自

然
法
爾
の
事
」
顕
智
書
写
本
）

こ
こ
か
ら

わ
か
る
と
お
り
、
親
鸞

に
お

い
て
自
然
と
は
、
阿
弥
陀
仏

に
主

語
を

お
い
た
、
阿
弥
陀
仏
の

は
か
ら

い
と

い
う
意
味

に
限
定
さ
れ
て

い
る
。

西
田

が
い
う
よ
う
な
人
間
の
自
己
意
識
や
自
覚
の
問
題
は
、
親
鸞
の
自
然

の

概
念

に
は
含
ま
れ
て

い
な

い
。
親
鸞

に
よ

る
と
阿
弥
陀
仏
の

は
か
ら

い
と
し

て

の
自
然

に
か
か
お
る
た

め
に
、
人
間
の
側

か
ら
の
作
為
は
な
し
え
な

い
し
、

人
間

の
し
た
よ
い
こ
と
も
、

わ
る

い
こ
と
も
、
畢
竟

は
自
然
の
は
た
ら
き

に

な

ん
の
影
響
力
を
お
よ
ぼ
さ
さ
な

い
。

西
田

に
お
け
る
自
然
に
見
ら
れ
た
連
続
性
と
断
絶
性
は
、

い
ず
れ
も
人
間

の
意
識

に
お

い
て
感
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
が
、
一
方
親
鸞
に
お

い

て
は
、
あ
え
て
阿
弥
陀
仏
の
超
越
的
な
立
場

に
身
を
置
い
て
見
て

み
る
な
ら

ば
、
阿
弥
陀
仏
の
側
か
ら
自
然
と
人
間

と
は
連
続
し
て

い
る
も
の
の
、
わ
れ

わ
れ
人
間
の
側
か
ら
か
ん
が
え
て
み

る
と
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
取

り
沙
汰
し

よ
う
の
な
い
、
感
得
し
え
な
い
絶
対

的
な
断
絶
を
み
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て

わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
自

然
を
と

ら
え

尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
親
鸞
の
自
然
（
お
の
ず
か
ら
―
し
か
る
）
は
、

お
の
ず
か
ら
、
し
か
ら
し
む
る
、
で
あ

る
が
「
し
か
ら
し
む

る
」

主
語
と

さ

れ
る
の
は
、
阿

弥
陀
仏
に
限
定
し
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
西
田
の

立

場
で

あ
る
人
間

そ
の
も

の
の
底
に
人
間
を
否
定
し
た
と
こ
ろ

に
突
き
当
た
る

「
自
然
法
爾
」
と

は
、
や

は
り
距

離
が
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
得
な

い
で

あ
ろ

う
。こ

う
考
え

る
な
ら
ば
西

田
の
自
然

理
解

が
、
西

田
自
身

の
思

想
表
現

で

あ

っ
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な

る
。
し
か
し
、
な
お
こ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で

は
な

い
か
。
わ
れ
わ
れ
が

『
歎
異
抄
』

に
目
を
転
じ
る
な
ら
、
そ
こ

に
は
「
義
な
き
を
義
と
す
と

い
ふ
こ
と
は
、
な
ほ
義
」
と
し
て
、
西
田
の
い

う
よ

う
な
否
定
し
て
ゆ
く
自
己
意
識
の
働
き
が
主
要
な
テ

ー
マ
と
さ
れ
て
い

る
の
で

は
な

い
か
、
と
。
こ

の
自
己
を
否
定
す

る
自
己
意
識
の
は
た
ら
き
は
、

親
鸞

に
お
い
て

い
か
な

る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ

う
か
。

三
　

歎

異

抄

に
お

け

る

宗

教

的
真

理

と

の

断

絶

親
鸞

に
お
け
る

『
歎
異
抄
』
は
、
私
見
で

は
、
宗
教
的
真
理
と
の
断
絶
性

に
こ
そ
、
そ
の
特
色
が
見
い
だ
せ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
西
田
の
場
合
、



逆

＝
対
応
と

さ
れ
て

お
り
、
逆
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ

に
自
己

に
お

い
て
徹
し

て
否
定
し
、

突
破

す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
真
理

に
対
応
・

相
応
す

る
こ
と
で

あ

る
と
さ
れ
て

い
た
が
、
親
鸞

は
徹
底
し
て
「
逆
」
で
あ

る
こ
と

だ
け
を
、

こ
こ
で
述

べ
て

い
る
よ
う
に
思

わ
れ

る
の
で
あ
る
。

た
と
え

ば
、

わ
れ
わ
れ

の
称
え

る
念

仏
す

ら
、
そ
れ
は
わ
れ

わ
れ

に
よ

っ
て

定
義
で
き

る
も

の
で

は

な
い
と
親
鸞

は
考
え
る
。

「
念

仏
に
は
、
無
義
を
も
て
義
と
す
。
不
可
称

、
不
可

説
、
不
可
思
議

の
ゆ

へ
に
」
（
第
十
条
）

こ
れ

は
親

鸞
が
「
自
然
」

に
つ

い
て
、
「
つ
ね

に
自
然
を
沙

汰
せ
ば
、
義

な
き
を
義
と
す

と
い
ふ
こ
と

は
、
な

ほ
義
の
あ
る

に
な
る
べ
し
。
こ
れ

（
自

然
）

は
仏
智

の
不
思

議
に
て
あ
る
な
る
べ
し
」
と

い
う
の
と
同
様

の
こ
と
で

あ
り
、
念

仏
な
り
自
然
な
り

は
、
阿
弥
陀
仏

に
よ

っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
も

の

で

あ
り
、

そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
あ
れ

こ
れ
と
意
義

づ
け

よ
う
と
し
て

も
そ
れ

は
意

味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
西
田

も
し

ば
し
ば
ひ
い
て

い
た
。

「
念

仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
む

ま
る
る
た
ね

に
て

や
は
ん
べ
る
ら
ん
。

ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て

や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
総
じ
て

も
て
存
知

せ
ざ
る
な
り
」
（
第
二
条
）

と
い
う
言
葉
も
、
本
来
は
こ
の
意
味
で
理
解

す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す

な
わ
ち
こ
れ
は
、
絶
対

者
へ
の
絶
対
服
従

を
説

い
た
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ

、
親

鸞
自
身
が
弟
子

に
た
い
し
て
念
仏

が
〈
宗
教
的
真
理
〉
へ
の
途
で

あ

る
と
い
う
こ
と
を
解
き
明

か
す

こ
と
が
不
可

能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
た
言
葉

な
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
念
仏
を

称
え

る
の
で

あ
る
。
い
わ
ば
わ

け
も
わ

か
ら
ず

に
念
仏
を
称
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
よ

い
と
親
鸞
は
い
う
。

た
だ
た

だ
阿
弥
陀
仏
の
は
か
ら
い
で
あ

る
。

「
念
仏

の
ま

ふ
さ
る
る
も
如

来
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
と
お
も
へ
ば
、
す

こ
し
も
み

づ
か
ら
の
は
か
ら
ひ
ま
じ

は
ら
ざ

る
が
ゆ
へ
に
、
…
…
み
。つ

か
ら
の
は
か
ら
ひ
を
さ
し
は
さ
み
て
、
善
・
悪
の
ふ
た
つ
に
つ
き
て
、

往

生
の
た
す
け
、
さ
は
り
、
二
様
に
お
も

ふ
は
、
誓
願
の
不

思
議
を
ば

た
の
ま
ず
し
て
、
わ
が
こ
こ
ろ
に
往
生
の
業
を
は
げ
み
て
、
ま
ふ
す
と

こ
ろ

の
念

仏
を
も
自
行
に
な
す
な
り
」
（
第
一
条
）

「
如
来

の
御

は
か
ら
ひ
」
に
は
、
す
こ
し
も
わ
れ
わ
れ
人
間
の
は
か
ら

い
が

交
わ

る
こ
と

は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
善

・
悪
と

決
め
、
そ
れ
が
往
生
の
助
け

と
な

っ
た
り
障
り
と

な
っ
た
り
す

る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ

れ
と
同
様

に
念

仏
も
、
自
ら
の
力
で
行

っ
て

い
る
と
考
え
て
い
る
証
拠
で
あ

り
、

そ
れ
で

は
阿
弥
陀
仏
の
与
え
た
、
わ
れ
わ
れ
か
ら

は
そ
の
根
拠
の
計
り

知
れ

な
い
は
ず
の
誓
願
を
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
業
・
非
善
な
り
。
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
行

ず

る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
非
行
と
い
ふ
。
わ
が
は
か
ら
ひ

に
て
つ
く
る
善

に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
非
善
と
い
ふ
。
ひ
と
へ
に
他
力

に
し
て
、
自
力

を

は
な
れ

た
る
ゆ
へ

に
、
行
者

の
た
め

に
は
、
非
行

・
非
善
な
り
」
（
第

八
条
）

わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
考
え
る

か
ぎ

り
、
「
如

来
の
は

か
ら
ひ
」

と
「

わ
が

は
か
ら
ひ
」
と
が
連
続
性
を
保

っ
て
い
る
か
い
な
か
は
判
断
で
き
な
い
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
、
西
田
が
引

用
し
て

い
た
個
所

に
つ

い
て
、
そ
の
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続
き
の
部
分
も
こ
こ

に
引

用
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
違

っ
た
側
面
が
み
え

て

く
る
。

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ

に
親
鸞
一

人
が
た
め
な
り
け
り
。

さ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け

る
身

に
て

あ
り
け
る
を
た
す
け

ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の

か
た
じ
け
な

さ
よ
。
…
…
善
悪
の
ふ
た
つ
、
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の

ゆ
へ
は
、
如
来
の
御
こ
こ
ろ

に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど

に
し
り
と
を

し
た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
。
如
来
の
あ
し
と

お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
ほ
し
た
ら
ば
こ
そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
る

に
て

も
あ
ら
め
」
（
序
）

親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
は
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て

思
議
の
お
よ
ば

な
い
も
の
で

、
断
絶
し
た
も
の
で

あ
る
と
し
な
が

ら
も
「
ひ
と
へ
に
親
鸞
一

人

が
た
め
」
と
い
う
。
思
議
が
お
よ
ば
な
い
と
す

る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
は

た
ら
き
で

あ
り
、
念

仏
で
あ

る
。

し
か
し
、
親

鸞
は

そ
の

「
か

た
じ
け

な

さ
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

が
衆
生
ひ
と

り
ひ
と
り
、
「
こ

の
私
」

に
向
け

ら

れ
た
も
の
で

あ
る
と

い
う
こ
と
を
理
解
し
て

い
る
、
と
い
う
。

一
方
で

人
間
は
、
阿
弥
陀
仏

に
つ

い
て

何
が
善
で

な
に
が
悪
で

あ
る
か
を

判
断
す

る
こ
と

は
で

き

な
い
。

阿
弥
陀
仏
と

お
な
じ

く
ら

い
の

立
場

か
ら

善
・
悪

を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
判
断

す
る
こ
と
も
で

き
よ
う
が
、
わ

た
し
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
わ
た
し
の
た
め
で

あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
ま
さ
に
信
じ
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

「
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
れ
ば
、
天
に
お
ど
り

、
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
よ

ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と

を
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て

、
い
よ

い
よ
往
生

は
一
定
と
お

も
ひ
た
ま

ふ
な
り
。
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
こ
ろ
を

お
さ
へ
て
よ
ろ
こ
ば
ざ

る

は
煩
悩

の
所
為

な
り
」
（
第
九
条
）

こ
こ

に
は
一
見
、
屈
折
し

た
自
己
意
識
が
読
み
と
れ

る
。
阿
弥
陀
仏
の
は

た
ら
き
が
わ
た
し
の

た
め
で
あ
る
こ
と
が
本
当

な
ら
ば
、
と
て
も
嬉
し
い
は

ず
な
の

に
、
よ
く
自
分

の
心
を
点
検
し
て
み

る
と
、
さ

ほ
ど
嬉
し
い
と
い
う

気
が
起
き
て
こ
な

い
。
そ
れ

は
、
ひ
と
え
に
わ
た
し
と

い
う
人
間
個
人
の
問

題
、
煩
悩
の
問
題
で
あ

る
。
そ
れ
ほ
ど

に
救
済

の
事
実
と
、
人
間
の
内
面

の

問
題
は
、
考
え
る
ほ
ど

に
断
絶
し
た
ま

ま
な
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
救
済
の

事
実
を
心
か
ら
喜
び
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
人
間
が
あ
り
の
ま
ま
に

煩
悩

的
な
存
在
で
あ
る
な
ら

ば
、「

い
よ

い
よ
往
生

は
一

定
」

で
あ
る
と

い

う
。
し

か
し
煩
悩
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
自
覚
す

る
ほ

ど
、
よ

り
往
生
が
近
い
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
救
済
の
事
実
を
喜
ぶ

ひ
と
も

、
喜
ば
な
い
人
も
、
喜
び
え
な

い
こ
と
を
人
間
存
在
と
し
て
自
覚
す

る
ひ

と
も
、
こ
の
現
象
世
界
に
お
け

る
わ
れ
わ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
ま
な
ざ

し
か
ら
み
れ
ば
、
だ
れ
も
が
煩
悩
的
存
在
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。

お

わ

り

に

西

田
の
「
自
然
法
爾
」
は
、
意
識

に
お
け
る
真
理
と
の
連
続
性
の
こ
と

を

指
し
て

い
る
。
一
方
で
親
鸞
の
〈
自
然
法
爾
〉

は
、
わ
れ
わ
れ
の
作
為
や
自

己
意

識
の
お

り
方
に
左
右
さ
れ
な
い
絶
対
的
な
救
済
の
力
の
こ
と
で

あ
り
、

親
鸞

は
人
間
の
意
識
に
お
い
て
は
真
理
と
の
断
絶
性
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得

な



い
と

い
う
立
場
を
と

っ
て

い
る
。
よ

っ
て

『
歎
異
抄
』
は
、
西
田
の
理
解
で

は
、
真
理
と

の
連
続
性
を
自
覚
す
る
営
み
と
し
て
の
自
己
意
識
の
探
求
と
い

う
意
義
を
も
つ
。
宗
教
的
真
理
と
人
間
は
根
底
的

に
繋
が

っ
て
お
り
、
自
己

意
識
を
否
定
し
て
ゆ
く
運
動
性
が
、
宗
教
的
真
理
の

は
た
ら
き
と
の
一
致
へ

の
途
で
あ

る
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が

『
歎
異
抄
』
の
記
録
は
、
絶
対

的
な
如
来

の
は
た
ら
き
を
ま
え
に
し
て
、
そ
れ
で
も
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
よ
う

な
自
発
的

な
人
間

の
意
識
の
動
き

に
つ
い
て

の
洞
察
で
あ
り
、
念
仏
以

外
の

あ
ら
ゆ
る
行

・
思
議
が
、
如
来
の
は
た
ら
き

に
対
し
て
否
定
的
に
自
覚
さ
れ
、

ま

た
そ
の
自
覚
自
体
が
宗
教
的
真
理
と
直
接

に
関

わ
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
。

い
ず
れ
も

意
識
が
意
識

を
否

定
し

う
る
、
人
間

の
自
己

意
識
と

し
て

の

〈
宗
教
的
真
理
へ
の
衝
迫
〉
が
問
題
と
な

っ
て

い
る
こ
と

に
違
い
は
な
い
が
、

真
理
と
の
連
続
性
と
断
絶
性
と
い
う
点
で

は
、
西
田
と
親
鸞

は
異

っ
た
立
場

に
あ

る
と

い
え
よ

う
。
近
代
以
降

『
歎
異
抄
』
が
多

く
論
じ
ら
れ
る
の
は
、

自
己
意
識

の
確
立
が
形
而
上
学
的

は
た
ら
き
と
し
て

の
じ
ね

ん
・
あ
る

い
は

し
ぜ

ん
と

い
っ
た
も

の
に
支
え
ら
れ
て

い
る
と

い
う
認
識
が
根
底

に
あ
る
と

卜
う
こ
と

に
、
理
由

の
一

端
が
あ

る
の
で

は
な
い

か
。
『
歎
異

抄
』

に
見

い

だ
さ
れ
て
き

た
〈
何
も
の

か
〉
と

は
、
こ

の
よ

う
な
内
へ

の
宗
教
的
真
理
へ

の
衝
迫
で

あ
る
と

い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
親
鸞
理
解

が
ど

の
程
度
共
有
さ
れ

て

い
る
か
と

い
う
問
題

に
つ

い
て

は
、
今
後
、
西

田
と
同
時
代
の
親
鸞
論
を

検
討
し
て

い
く
中
で
明
ら

か
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

（
1
）
　
佐
藤
正
英
『
歎
異
抄
論
註
』
（
青
土
社
、
一
九
九
二
年
）
六
八
九
頁
。

（
２
）
　
以
下

、
頁
の
み
を
示
す
。
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅲ
』
（
岩
波
文
庫
、
二
〇

〇
〇
年
）
に
よ
る
。

わ
か
り

や
す

く
す

る
た
め
に
、
『
歎
異
抄
』
の
引

用
と
、

そ
れ
に
つ
い
て

の
コ
メ
ン
ト
を
分
け
て
し

め
し
た
。

（
３

）
　
竹
村
牧
男
氏

は
『
西
田
幾
多

郎
と
仏

教
』
（
大
東
出
版
社
、
二
〇
〇

二
年
）

お
よ
び
「
西
田
幾
多
郎
と
真
宗
」
（
東
洋
学
論

叢
　

第
二
十

八
号
、
二
〇

〇
三

年
）
に
お
い
て
、
上
田
閑
照
氏
ら
の
諸
論
を
ひ
き
つ
つ
、
西
田
の
宗
教
哲
学
の

究
極
は
「
逆
対
応
」
と

「
平
常

底
」
で
あ

る
と

し
た
う
え
で
、
『
歎
異

抄
』
は

「
逆
対
応
」

の
「
逆
」
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き

り
示
し
て
い
る
と
し
て
、
「
西
田

独
自
の
真
宗
理
解
」

を
指
摘
し
て

い
る
。

（
４
）
「
日
本
文
化

の
問
題
」
昭
和
十
三
年
四
月

の
講
演
。
刊
行

は
昭
和
十

五
年
。

頁
は
全
集
十
四
に
よ
る
。

（
５

）
「
自
然
法
爾
」

に
つ
い
て
は
、
佐
藤
正

英
「
親
鸞

に
お
け
る
自
然
法
爾
」
（
東

大
出
版
会

『
講
座
日
本
思
想
』
第
一
巻
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

＊

親
鸞
の
文
献
の
引

用
は
、
す

べ
て
金

子
大
栄
編

『
原

典
校
注
　

真
宗
聖

典
』
（
法

蔵
館
、
一
九
八

八
年
）

に
よ
り
、
表
記
な
ど
適
宜
改
め
て
使
用
し

た
。

＊
本
論
文
は
、
第
三
十
回
　
研

究
報
告

に
お
い
て
「
親
鸞
資
料
『
歎
異
抄
』
と
「
恵

信
尼
消
息
」
に
お
け
る
宗
教
的
伝
達
に
つ
い
て
の
比
較
思
想
的
考
察
―
―
な
ぜ
歎

異
抄
論

は
多
く
書
か
れ
る
の
か
」
と
し
て
口

頭
発
表
し

た
も
の
で
あ
る
。
論
者
の

問
題
関

心
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
論
文

に
お
い
て
は
当
初
発
表
を
予
定

し
て

い
た
範
囲
の
う
ち
ご
く
一
部
に
と

ど
ま
っ
て

い
る
。
記
し
て
お
詫

び
申
し
上

げ

ま
す
。

（

つ

の
だ

・
れ

い

こ

、

倫

理

学

、

お
茶

の
水

女

子

大

学

大
学

院
）
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