
〈
近
代
の
親
鸞
〉
と
い
わ
れ

た
清
沢
満
之
先
生
（
一
八
六
三

年
～
一
九
〇
三
年
）
が
座
談
で

の
言
葉
に
、

「
あ
る
月
夜
の
夕
方
、
先
生
浩

々
洞
の
同
人
と
共
に
梨
を
食
べ

な
が
ら
話
さ
れ
る
に
は

〈
一
切

、

の
出
来
事
は
、
み
な
如
来
の
為

。

さ
し
め
た
も
う
と
こ
ろ
で
あ
る

宇
宙
の
活
動
は
皆
如
来
の
仕
事

で
あ
る

」
。
〉

と
言
わ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ

の
言
葉
は
、
責
任
感
が
強
く
、

そ
れ
ゆ
え
自
ら
の
行
い
の
善
し

悪
し
に
苦
し
ん
で
い
る
人
や
、

ど
う
生
き
た
ら
よ
い
の
か
と
悩

ん
で
い
る
人
た
ち
に
は
こ
と
に

有
り
難
い
言
葉
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
私
も
若
い
頃
、
こ
う
し
た

先
生
の
言
葉
は
大
変
魅
力
的
な

言
葉
で
し
た
。

し
か
し
こ
こ
で
や
は
り
問
題

に
な
る
の
は
自
分
の
行
い
が
は

た
し
て
如
来
の
な
さ
し
め
た
も

う
行
為
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
自
分
の
行
為
の
善
悪
の

、

。

問
題

こ
と
に
罪
の
問
題
で
す

こ
の
こ
と
は
清
沢
先
生
の
『
信

仰
座
談

（
安
藤
州
一
著
）
の
中

』

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、

あ
る
人
が
、

「
す
べ
て
の
こ
と
皆
如
来
の
導

き
な
り
し
な
り
、
如
来
の
な
さ

し
め
た
も
う
と
こ
ろ
な
り
。
他

人
が
自
分
に
加
え
し
も
の
は
、

皆
之
を
如
来
の
活
動
と
し
て
、

残
念
と
も
無
理
と
も
思
わ
ざ
る

な
り
。

さ
れ
ど
、
自
ら
な
せ
し
こ
と

を
も
っ
て
、
是
れ
如
来
の
活
動

な
り
と
し
て
、
安
心
す
る
あ
た

わ
ざ
る
な
り
」

と
問
う
て
い
ま
す
。
当
然
、
こ

う
い
う
質
問
が
出
る
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
清
沢
先
生

は
、

「
そ
の
自
己
を
も
如
来
の
中
に

滅
却
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
自
己

既
に
滅
却
す
れ
ば
、
自
己
の
負

う
べ
き
責
任
は
毫
末
も
な
き
な

ご
う
ま
つ

り
」

と
応
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
要
す

る
に
自
我
中
心
の
心
を
離
れ
て

無
我
に
な
れ
ば
、
す
べ
て
如
来

の
な
さ
し
め
た
ま
う

ま
ま
で
あ
っ
て
、
自

己
の
責
任
は
な
い
、

と
い
わ
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
通
り

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
そ

う
な
る
と
自
己
中
心
的
な
自
我

の
心
を
な
く
す
と
い
う
大
き
な

。

課
題
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

で
す
か
ら
簡
単
に
自
分
の
行

い
が
そ
の
ま
ま
如
来
の
行
い
で

あ
る
と
か
活
動
で
あ
る
と
か
云

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

で
は
如
来
（
ア
ミ
ダ
仏
）
と

〈
行
為
す
る
私
〉
と
は
ど
う
い

。

う
関
係
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か

そ
の
こ
と
を
今
回
は
仏
教
に
学

ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
ア
ミ
ダ
仏
の
本
質
は
寿

命
無
量
と
光
明
無
量
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
本
体
と
そ
の
用
き

、

、

と
の
関
係
で

体
は
火
の
如
く

用
は
明
る
さ
の
如
し
と
た
と
え

よ
うら

れ
ま
す
。

寿
命
は
本
体
で
あ
り
、
光
明

は
そ
の
用
き
で
あ
り
ま
す
。
ア

ミ
ダ
仏
の
救
済
活
動
は
光
明
の

用
き
で
す
が
、
ア
ミ
ダ
仏
の
本

体
と
し
て
の
寿
命
無
量
は
何
を

。

意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か

一
つ
に
は
寿
命
が
長
い
。
い

わ
ば
時
間
の
長
さ
に
お
い
て
い

わ
れ
ま
す
。
寿
命
無
量
と
は
、

い
つ
の
時
代
も
、
限
り
な
き
未

来
ま
で
、
ど
こ
ま
で
も
ア
ミ
ダ

の
い
の
ち
は
時
間
的
に
限
り
な

。

く
長
く
続
く
と
い
う
意
義
で
す

そ
し
て
ま
た
寿
命
無
量
は
空
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如
来
と
善
悪
の
行
い《

》

念
佛
寺
報
恩
講
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

毎
年
十
二
月
二
十
二
日
に
朝･

昼
行
っ
て
お
り
ま
し
た
念
佛

寺
報
恩
講
の
法
要
は
今
年
は
午
後
（
二
時
）
の
み
の
一
回
に
致

し
ま
す
。

ま
た

。

今
回
は
法
話
の
ご
講
師
を
お
招
き
し
て
お
り
ま
せ
ん

な
に
し
ろ
狭
い
仏
間
で
す
か
ら
密
に
な
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
の

感
染
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
の
で
、
高
齢
者
の
方
、
ご
持
病
を
お

持
ち
の
方
は
今
回
は
お
参
り
を
避
け
て
頂
い
た
方
が
い
い
か
と

思
い
ま
す
。
報
恩
講
の
勤
行
は
執
行
致
し
ま
す
。



間
的
に
ど
こ
ま
で
も
広
く
、
一

切
の
い
の
ち
に
い
き
渡
っ
て
い

て

「

」

、

広
大
に
し
て
辺
際
な
し

（

「

」
）

、

世
親

浄
土
論

と
い
わ
れ

ど
こ
ど
こ
ま
で
も
こ
こ
ま
で
と

い
う
際
が
な
い
。
こ
の
こ
と
を

宗
祖
は
、

こ
の
如
来
微
塵
界
に
み
ち
み

「

」（
「

」
）

ち
た
ま
へ
り

唯
信
鈔
文
意

と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
わ
ば
、
寿
命
無
量
は
万
物

の
い
の
ち
と
し
て
い
き
渡
り
、

万
物
を
し
て
万
物
た
ら
し
め
て

い
る
は
た
ら
き
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

『
涅
槃

、

経

（
寿
命
品
）
に

』

、

。

「
阿
耨
達
池

四
大
河
を
出
す

あ

の

く

だ

っ

ち

如
来
ま
た
し
か
な
り
、
一
切
の

寿
を
出
す
。
一
切
人
天
の
寿
命

の
大
河
、
如
来
の
寿
命
の
大
海

」

に
流
入
す

一
切
の

と
説
か
れ
て
い
ま
す

「
。

」
で
す
か
ら
す
べ
て

寿
を
出
す

の
存
在
は
寿
命
無
量
（
如
来
）

に
お
い
て
生
ま
れ
、
寿
命
無
量

に
よ
っ
て
成
立
し
支
え
ら
れ
て

い
る
と
い
え
ま
す
。
山
あ
り
、

樹
木
あ
り
、
生
物
あ
り
、
人
間

あ
り
、
あ
る
い
は
地
球
あ
り
、

星
々
あ
り
、
み
な
寿
命
無
量
に

お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

寿
命
無
量
は
物
質
の
領
域
の

み
な
ら
ず
、
意
識
の
領
域
も
包

ん
で
お
り
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
一
番
身
近
な
存

在
と
し
て
の
こ
の
私
。
こ
れ
も

ア
ミ
ダ
仏
の
は
か
り
な
き
い
の

ち
が
働
い
て
い
て
成
り
立
つ
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら

万
物
も
人
間
も
こ
の
私
も
、
ア

ミ
ダ
仏
の
い
の
ち
を
離
れ
て
は

一
瞬
も
存
在
し
得
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
有
限
な
す
べ

て
の
個
物
は
寿
命
無
量
と
離
れ

、

が
た
く
一
つ
で
あ
り
ま
す
か
ら

ア
ミ
ダ
仏
と
私
（
個
物
）
は
分

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
つ
ま

り
不
可
分
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
ア
ミ

ダ
仏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は

ア
ミ
ダ
仏
に
於
て
成
り
立
っ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
個
物
で
あ
る

私
は
ア
ミ
ダ
仏
で
は
な
い
。
一

つ
の
物
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
バ
ラ

の
花
は
ア
ミ
ダ
仏
の
い
の
ち
の

働
き
に
於
て
咲
い
て
い
る
が
、

し
か
し
バ
ラ
は
ア
ミ
ダ
仏
と
同

じ
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
不
可

同
で
あ
り
ま
す
。
人
も
バ
ラ
も

ア
ミ
ダ
仏
と
は
不
可
分
で
あ
り

ま
す
が
同
時
に
不
可
同
で
あ
り

ま
す
。

ア
ミ
ダ
仏
と
人
は
不
可
分
不

可
同
で
あ
る
と
い
う
真
理
は
非

常
に
大
事
で
す
。
そ
れ
は
私
か

ら
云
う
と
「
ア
ミ
ダ
仏
の
い
の

ち
の
外
に
自
己
は
な
い
」
と
い

う
真
理
で
す
。
こ
れ
は
人
間
存

在
の
根
本
真
理
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
真
理
に
目
覚
め
る
と
こ
ろ

に
こ
そ
ま
こ
と
の
平
安
が
あ
り

ま
す
。
平
等
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
人
間
苦
の
中
で
も

老
病
死
の
苦
し
み
は
最
も
大
き

な
苦
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
そ
れ

、

が
苦
し
み
で
あ
る
か
と
い
う
と

私
た
ち
が
老
い
病
み
死
ぬ
と
い

う
有
限
な
命
し
か
知
ら
ず
、
死

す
べ
き
命
を
こ
そ
自
己
と
し
て

こ
れ
に
非
常
に
深
く
愛
着
し
て

い
る
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
妨
害
す

る
老
病
死
が
苦
と
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
迷
っ
て
い

る
と
は
、
生
ま
れ
て
死
ぬ
有
限

な
い
の
ち
し
か
知
ら
な
い
こ
と

と
い
え
ま
す
。
い
わ
ば
量
り
な

き
い
の
ち
こ
そ
私
の
主
体
で
あ

。

る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
す

し
か
も
こ
の
有
限
な
身
体
的

な
い
の
ち
は
様
々
な
属
性
を
も

っ
て
い
ま
す
。
美
醜
な
ど
の
姿

や
形
の
違
い
、
あ
る
い
は
い
ろ

い
ろ
な
才
能
の
有
る
無
し
、
ま

た
健
康
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い

か
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
差
違
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
差
違
が
あ
る

そ
れ
ぞ
れ
の
い
の
ち
し
か
知
ら

な
い
か
ら
、
優
劣
や
差
別
を
つ

け
、
そ
れ
に
悩
ま
さ
れ
た
り
、

他
者
と
自
分
を
比
較
し
て
誇
っ

た
り
軽
蔑
し
た
り
す
る
罪
が
跋ば

っ

扈
し
ま
す
。
そ
れ
は
平
等
な
根

こ源
的
な
ア
ミ
ダ
の
い
の
ち
を
知

ら
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

ア
ミ
ダ
仏
の
い
の
ち
の
ほ
か

に
自
己
無
し
と
い
う
真
理
は
、

人
間
（
衆
生
）
は
基
本
的
に
平

等
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が

い
の
ち
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を

教
え
ら
れ
ま
す

「
人
間
み
な
平

。

等
」
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
こ

そ
言
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

こ
を
見
な
い
で
平
等
と
い
っ
て

も
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
差
違
の

方
が
現
実
と
し
か
感
じ
ら
れ
ま

せ
ん
か
ら

「
人
間
は
平
等
で
あ

、

る
」
と
い
っ
て
も
単
な
る
理
想

と
し
て
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
か

聞
こ
え
ま
せ
ん
。

で
は
本
題
で
あ
る
ア
ミ
ダ
仏

と
人
の
関
係
の
中
で
、
ア
ミ
ダ

仏
と
〈
行
為
す
る
人
〉
の
関
係

は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

岩
石
も
樹
木
も
人
間
も
個
物

で
す
が
、
人
間
に
は
意
識
が
あ

り
ま
す
。
心
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
単
な
る
物
質
で
あ
る
岩
石

な
ど
と
の
違
い
で
す
。
ア
ミ
ダ

仏
の
関
係
で
言
え
ば
と
も
に
ア

ミ
ダ
仏
と
人
と
は
不
可
分
不
可

同
で
す
が
、
人
間
（
衆
生
）
は

意
識
が
あ
る
点
が
違
い
ま
す
。

、

意
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は

人
間
に
は
自
由
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
い
わ
ば
判
断
し
選

択
し
て
行
う
自
由
が
あ
る
と
云

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
意
識
の

な
い
単
な
る
「
物
」
と
の
違
い

で
す
。
意
識
の
な
い
石
こ
ろ
は

自
由
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
自

ら
で
移
動
す
る
こ
と
も
場
所
を

選
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
、
人
に
は
自
由
が
あ
る

と
云
う
こ
と
は
同
時
に
責
任
が

あ
る
と
云
う
こ
と
で
す
。
ど
う

い
う
判
断
を
し
、
何
を
選
び
、

ど
う
行
動
す
る
か
、
と
い
う
こ

。

と
が
問
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
す

こ
こ
に
善
悪
の
問
題
が
出
て
き

ま
す
。

で
は
ど
う
自
分
の
行
動
を
判

断
す
る
か
で
す
が
、
そ
れ
は
自



我
中
心
的
に
気
ま
ま
に
判
断
し

て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

中
に
は
、
こ
の
世
に
は
拠
り

よ

処
と
す
る
よ
う
な
道
理
や
真
理

と
い
う
も
の
は
な
い
。
自
分
の

人
生
は
、
自
分
の
快
不
快
に
従

っ
て
い
け
ば
良
い
の
だ
と
い
う

よ
う
な
虚
無
的
な
考
え
も
あ
り

ま
す
。

で
す
が
仏
教
は
自
分
の
行
動

に
お
け
る
判
断
や
選
択
に
は
従

う
べ
き
真
理
が
あ
る
と
み
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
言
い
ま

し
た
不
可
分
不
可
同
と
い
う
阿

弥
陀
仏
と
人
と
の
関
係
の
真
理

と
も
表
現
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
い

わ
ゆ
る

浄

「

」（

摂
取
不
捨
の
真
理

土
文
類
聚
鈔
）
で
す
。

こ
の
真
理
に
目
覚
め
、
こ
の

真
理
に
沿
っ
て
生
き
る
か
、
こ

の
真
理
に
背
い
て
生
き
る
か
。

こ
の
真
理
を
人
生
生
活
の
上
に

ど
れ
ほ
ど
正
確
に
反
映
し
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
逆
ら
っ
て
い

る
か
が
、
そ
の
つ
ど
問
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
摂

取
不
捨
の
真
理
を
思
惟
と
行
動

に
ど
う
反
映
し
て
い
る
の
か
が

。

そ
の
つ
ど
問
わ
れ
て
お
り
ま
す

そ
こ
に
人
と
し
て
の
生
き
が
い

が
あ
り
、
喜
び
が
あ
り
、
努
力

が
あ
り
、
責
任
が
あ
り
ま
す
。

い
わ
ば
行
い
の
善
悪
が
問
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
ア
ミ
ダ
仏
と
人
の

摂
取
不
捨
の
真
理
は
、
人
は
そ

れ
を
ど
う
映
す
か
と
い
う
関
係

で
す
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
ア
ミ

ダ
仏
と
人
と
の
関
係
は
決
し
て

逆
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
関
係

で
も
あ
り
ま
す
。
不
可
分
不
可

同
と
い
う
真
理
（
ア
ミ
ダ
仏
）

と
、
人
に
お
い
て
は
、
人
は
ア

ミ
ダ
仏
に
従
う
べ
く
定
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
関
係
で
す
。
そ

こ
で
ア
ミ
ダ
仏
と
人
の
関
係
は

一
言
で
言
う
と
「
不
可
分
不
可

同
不
可
逆
の
関
係
」
と
い
わ
れ

る
の
で
す
。

こ
う
し
て
私
の
行
為
は
ア
ミ

ダ
仏
の
行
為
と
は
単
純
に
言
え

な
い
の
で
す
。
私
の
行
為
の
善

悪
、
浄
穢
は
摂
取
不
捨
の
真
理

（

）

あ
る
い
は
自
他
一
如
の
真
理

、

を
何
処
ま
で
反
映
し
て
い
る
か

あ
る
い
は
背
く
か
と
い
う
と
こ

ろ
で
い
つ
も
善
悪
が
問
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
自
分
の
都
合
で
人

を
憎
ん
だ
り
、
他
者
と
比
較
し

て
差
別
し
た
り
、
自
分
よ
り
優

れ
て
い
る
人
を
嫉
ん
だ
り
す
る

思
い
や
行
い
は
、
自
我
愛
が
中

心
に
な
っ
た
行
い
で
す
か
ら
、

決
し
て
ア
ミ
ダ
仏
の
行
為
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
摂
取
不
捨
の
真

理
に
背
き
、
我
執
我
愛
に
根
ざ

。

し
た
悪
し
き
行
い
で
あ
り
ま
す

自
我
し
か
知
ら
な
い
自
我
中
心

的
な
考
え
で
す
か
ら
煩
悩
の
行

為
で
す
。
し
か
も
真
理
に
背
く

と
そ
こ
に
報
い
が
あ
り
自
分
も

人
も
苦
し
み
悩
み
、
そ
れ
ば
か

り
か
社
会
を
害
す
る
行
い
に
も

な
り
ま
す
。

た
だ
し
か
し
、
私
の
自
我
が
ア

ミ
ダ
仏
と
の
摂
取
不
捨
の
真
理

（
不
可
分
不
可
同
）
を
十
分
に

映
す
時
は
、
私
の
行
為
は
ア
ミ

ダ
仏
と
一
体
に
な
っ
た
行
為
で

あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
し
か

し
そ
の
よ
う
に
真
理
を
完
全
に

映
す
よ
う
な
行
い
は
ご
く
一
部

、

の
聖
者
に
の
み
可
能
で
あ
っ
て

煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
に
は
と
う
て

い
の
ぞ
め
ま
せ
ん
。

カ
ト
リ
ッ
ク
で
聖
人
と
い
わ

れ
た
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
の
生
涯
を

『

』

綴
っ
た
本
の
名
に

完
全
な
鏡

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
イ

エ
ス
と
か
フ
ラ
ン
シ
ス
、
仏
陀

と
か
龍
樹
な
ど
と
い
う
人
は
真

理
を
十
全
に
自
ら
の
身
の
上
に

写
し
取
っ
た
よ
う
な
生
き
方
を

し
た
、
そ
う
い
う
聖
者
で
あ
っ

た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
禅
の
高
僧
の
歌
に
、

「
生
き
な
が
ら

死
人
と
な
り

て

な
り
は
て
て

お
も
い
の

ま
ま
に

す
る
わ
ざ
ぞ
よ
き
」

と
あ
り
、
ま
た
浄
土
教
の
高
僧

一
遍
上
人
に
は
、

「
仏
こ
そ

心
と
身
と
の
あ
る

じ
な
れ

わ
が
我
な
ら
ぬ

こ

こ
ろ
振
舞
」

と
詠
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
な

ど
も
自
分
の
行
為
と
仏
の
用
き

と
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
境
界

を
表
し
て
い
ま
す
。
た
だ
こ
う

い
う
境
地
は
特
別
に
優
れ
た
お

方
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
普
通
は

と
て
も
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
た
と
え
一
時
的
に
な
れ
た

と
し
て
も
、
凡
夫
は
す
ぐ
に
元

の
振
る
舞
い
に
戻
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

た
だ
私
た
ち
の
よ
う
な
凡
夫

で
あ
っ
て
も
、
こ
の
摂
取
不
捨

の
真
理
に
ほ
の
か
に
で
も
で
あ

っ
た
な
ら
、
そ
の
真
理
の
功
徳

は
極
く
少
し
づ
つ
で
あ
っ
て
も

そ
の
人
の
生
活
に
反
映
し
て
く

る
と
い
え
ま
す
。

（
了
）

【
住
職
雑
感
】

趣
味
は
も
っ
ぱ
ら
音
楽
鑑
賞
。
こ
れ
は
何

の
努
力
も
い
ら
な
い
至
っ
て
受
け
身
の
趣
味
で

あ
る
。
た
だ
Ｃ
Ｄ
や

で
聴
き
さ
え
す

youtube

れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
怠
け
者
の
私
に
は
う
っ

て
つ
け
。
音
楽
鑑
賞
と
い
っ
て
も
コ
ン
サ
ー
ト

に
行
く
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
家
の
方
が
リ
ラ
ッ

ク
ス
し
て
聴
け
る
か
ら
。
そ
し
て
ゴ
ル
フ
や
絵

画
の
趣
味
の
よ
う
な
訓
練
も
お
金
も
殆
ど
い
ら

な
い
。
音
楽
鑑
賞
と
い
っ
て
も
バ
ッ
ハ
を
聴
く

の
が
ど
こ
ま
で
も
主
で
あ
る
。

年
近
く
も

300

前
の
、
し
か
も
遠
い
異
国
（
ド
イ
ツ
）
の
バ
ッ

ハ
の
作
品
が
い
た
く
心
に
響
く
。
本
当
に
不
思

議
で
あ
る
。
人
の
心
は
場
所
を
越
え
、
時
代
を

超
え
て
響
き
合
う
の
は
ど
う
し
て
か
。
も
し
人

の
心
が
そ
れ
ぞ
れ
各
個
別
々
で
あ
る
な
ら
、
深

く
共
感
す
る
と
い
う
事
は
不
可
能
で
は
な
い

か
。
人
の
心
は
深
い
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
無
意
識
の
世
界
で
は

、

、

つ
な
が
っ
て
い
て

心
の
領
域
は
広
大
で
あ
り

一
切
衆
生
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
人
間
だ
け
で
は

な
く
、
生
き
物
全
て
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
さ

え
思
わ
し
め
ら
れ
る

「
音
楽
は
世
界
の
本
質

。

を
示
す
」
と
い
う
賢
者
の
言
葉
が
あ
る
が
同
感

で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
バ
ッ
ハ
は
何
と
多
く

の
悲
哀
あ
ふ
れ
る
美
し
い
曲
を
つ
く
っ
た
こ
と

か
。
と
て
も
人
間
業
と
は
思
え
な
い

「
音
楽

。

」

。

の
神
が
受
肉
し
た
人

と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い

バ
ッ
ハ
が
そ
う
な
ら
、
イ
エ
ス
は
神
が
受
肉
し

た
人
、
仏
陀
は
普
遍
的
な
い
の
ち
の
真
理
が
受

肉
し
た
人
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。



落
ち
る
と
見
込
ん
で
下
さ
れ

○た
の
も
仏
様
な
ら
、
そ
の
者
を
助

け
る
と
成
就
し
て
下
さ
っ
た
の
も

、

。

仏
様
な
り

南
無
阿
弥
陀
仏
な
り

箸
持
つ
世
話
も
い
ら
ぬ
。
口
に
ね

は
しじ

こ
ん
で
も
ろ
う
て
い
な
が
ら
、

い
る
の
に
吐
き
出
す
。
と
に
も
角

に
も
今
の
我
が
身
の
仕
合
せ
を
仰

ぐ
ば
か
り
。

（

）

『

』

松
並
松
五
郎
念
仏
語
録

よ
り

＊

＊

《
領
解
》

こ
こ
に
真
宗
の
要
が
出
て
い
る
。

落
ち
る
と
見
込
ん
で
下
さ
れ
た

「の
も
仏
様
な
ら
、
そ
の
者
を
助
け

る
と
成
就
し
て
下
さ
っ
た
の
も
仏」

様
な
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
。

と
言
わ
れ
る
通
り
、
私
の
こ
の
ま

ま
で
は
闇
と
苦
の
領
域
に
留
ま
り

ま
た
堕
ち
る
の
で
あ
り
、
私
が
た

と
え
多
少
の
善
を
な
し
た
と
し
て

も
、
浄
土
へ
は
到
底
参
れ
ぬ
流
転

の
身
で
あ
る
と
の
こ
と
。

こ
の
こ
と
は
自
己
反
省
で
分
か

る
も
の
で
は
な
い
。
自
己
反
省
は

自
分
の
知
性
で
自
分
を
反
省
す
る

の
で
あ
っ
て
自
分
の
知
性
の
光
が

届
く
範
囲
し
か
自
分
の
こ
と
は
分

か

ら

な

い

。

一

方

、

仏

（

）

の
光

教
法

は

凡

夫

の

心

の
深
い
闇
ま
で
見
通
し
て
、
私
た

ち
の
姿
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
る
。

「
我
執
我
愛
の
汝
は
出
離
の
縁
あ

る
こ
と
な
く
、
悪
道
に
堕
ち
る
身

で
あ
る
ぞ
」
と
の
仰
せ
で
あ
る
。

単
な
る
自
己
批
判
は
ど
れ
だ
け

批
判
し
て
も
、
必
ず
ど
こ
か
で
自

分
を
肯
定
し
て
い
る
。
や
や
も
す

る
と
「
こ
れ
ほ
ど
自
分
は
自
己
批

判
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
う

ぬ
ぼ
れ
さ
え
起
る
。

も
し
自
己
批
判
し
て
、
肯
定
す

べ
き
点
が
一
つ
も
見
つ
か
ら
な
い

場
合
は
、
そ
ん
な
自
分
に
絶
望
し

て
自
暴
す
る
か
自
棄
す
る
ほ
か
な

く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

人
は
自
己
を
肯
定
し
て
生
き
る

か
、
そ
れ
と
も
絶
望
し
て
自
分
を

見
捨
て
る
か
、
ど
ち
ら
か
し
か
な

く
な
る
。
そ
し
て
、
自
分
を
少
し

も
問
題
に
し
な
い
の
は
自
己
肯
定

の
一
つ
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
煩
悩
だ
ら
け
、

自
我
愛
ば
か
り
で
あ
る
。
た
と
え

道
を
求
め
、
信
心
を
求
め
て
い
る

と
殊
勝
に
思
っ
て
い
て
も
、
心
根

は
「
自
分
一
個
の
楽
を
求
め
て
い

る
」
の
で
あ
る
。
し
か
も
ど
こ
ま

で
も
自
分
の
楽
し
か
求
め
て
い
な

い
そ
の
自
分
に
気
づ
い
た
と
し
て

も
そ
の
自
分
を
ど
う
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
、
行
き
詰
ま
っ
て
い
る

人
間
、
そ
れ
が
私
の
姿
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
堕
ち
る
汝
」
と
知
ら
せ。

て
く
だ
さ
る
の
が
仏
の
光
で
あ
る

仏
の
教
法
で
あ
る
。

次
に
「
そ
の
者
を
タ
ス
ケ
ル
」

と
仰
せ
く
だ
さ
る
の
も
仏
様
で
あ

る
と
言
わ
れ
る
。

堕
ち
る
者
、
助
か
ら
ぬ
者
を
憐

れ
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、
そ
ん
な
者

を
こ
そ
助
け
よ
う
と
立
ち
上
が
っ

て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
ん
な
私
を
仏

に
な
さ
ん
が
為
に
、
五
劫
永
劫
の

ご
修
行
を
し
て
仏
に
な
さ
し
め
た

も
う
願
力
を
成
就
し
て
く
だ
さ
っ

た
の
が
阿
弥
陀
仏
。

そ
の
ア
ミ
ダ
仏
が
南
無
阿
弥
陀

仏
と
な
っ
て
、
こ
の
私
の
口
に
南

無
阿
弥
陀
仏
を
ね
じ
込
ん
で
、
称

え
現
れ
て
く
だ
さ
る
今
の
一
声
。

そ
れ
が
耳
に
聞
こ
え
る
南
無
阿
弥

陀
仏
で
あ
る
。

「

」
と
い
う
表
現

ね
じ
こ
ん
で

が
ま
た
有
り
難
い
。
私
た
ち
は
念

仏
を
申
す
よ
う
な
者
で
は
な
い
。

人
の
悪
口
は
軽
々
と
言
う
が
仏
の

み
名
を
称
え
る
よ
う
な
殊
勝
な
心

は
な
い
。
念
仏
を
好
む
よ
う
な
人

間
で
は
な
い
。
念
仏
し
な
い
の
が

凡
夫
で
あ
る
。

そ
の
者
に
「
こ
れ
一
つ
で
タ
ス

、

」

、

ケ
ル
か
ら

こ
れ
を
称
え
よ

と

飲
む
の
を
嫌
が
る
重
病
人
に
薬

南
（

無
阿
弥
陀
仏
）
を
飲
ま
せ
よ
う
と

ね
じ
込
ん
で
ま
で
飲
ま
せ
て
助
け

よ
う
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
念
仏

の
一
声
で
も
称
え
る
こ
と
が
起
る

の
で
あ
る
。

「

」

ま
た

箸
も
つ
世
話
も
い
ら
ぬ

は
し

と
い
わ
れ
る
の
が
有
り
難
い
。
浄

土
に
生
ま
れ
る
の
に
、
私
の
方
か

ら
は
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
条
件
は

チ
リ
ば
か
り
も
要
求
さ
れ
て
い
な

い
。
仏
に
な
る
種
（
因
）
は
す
べ

て
如
来
法
蔵
様
が
成
就
さ
れ
、
成

就
さ
れ
た
仏
因
（
本
願
成
就
の
念

仏
）
を
私
に
ね
じ
込
ん
で
与
え
て

く
だ
さ
る
の
で
あ
る
。
私
は
全
く

幼
児
と
同
じ
。
私
が
助
か
る
仕
事

は
全
面
的
に
如
来
法
蔵
様
が
し
て

く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
と
は

唯
「
汝
の
往
生
は
凡
て
如
来
が
責

任
を
持
つ
。
引
き
受
け
た
」
と
の

南
無
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
を
聞
く
だ

け
、
仰
ぐ
だ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ

る
。
ア
ミ
ダ
仏
が
南
無
阿
弥
陀
仏

を
成
就
し
て
、
広
大
な
大
悲
心
よ

り
「
汝
の
そ
の
ま
ま
な
り
で
タ
ス

ケ
ル
」
と
仰
せ
く
だ
さ
る
の
で
あ

っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
助
け

を
言
わ
ず
に
、
ア
ミ
ダ
仏
は
私
に

単
に
「
汝
は
そ
の
ま
ま
で
よ
い
」

と
い
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。

よ
く
真
宗
の
お
説
教
を
聞
い
て

「
こ
の
ま
ま
の
私
で
よ
か
っ
た
」

と
言
っ
て
自
分
の
方
ば
か
り
を
喜

ぶ
の
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
ま

ま
の
私
で
善
い
こ
と
は
な
い
。
こ

の
ま
ま
の
私
な
ら
罪
深
い
だ
け
、

助
か
ら
ぬ
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
私
を
全
面
的
に
引

き
受
け
た
も
う
ア
ミ
ダ
仏
の
広
大

な
憐
れ
み
こ
そ
を
「
あ
あ
有
り
難

い
」
と
喜
ば
し
て
い
た
だ
く
の
で

あ
っ
て
、
ア
ミ
ダ
仏
の
不
可
思
議

の
大
悲
を
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
、

「
私
は
こ
の
ま
ま
で
よ
か
っ
た
。

こ
れ
が
真
宗
だ
」
と
い
う
の
は
邪

見
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
の
私
は
煩
悩
の
深
い

身
で
あ
っ
て
こ
の
ま
ま
で
善
い
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で

も
浅
ま
し
い
、
お
粗
末
な
身
な
の

で
あ
り
、
お
恥
ず
か
し
い
身
な
の

で
あ
る
。
こ
の
身
に
か
け
ら
れ
て

い
る
大
悲
の
本
願
こ
そ
が
有
り
難

（

）

い
の
で
あ
る
。

了

松
並
語
録
を
味
わ
う


