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ハ
ン
ス
・
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ク
レ
ー
マ
の
新
著
は
︑
浄
土
真
宗
の
僧
侶
︑
島

地
黙
雷
（
一
八
三
八
︱
一
九
一
一
）
の
知
的
遺
産
に
関
す
る
︑
英
語
で
書
か
れ

た
最
初
の
研
究
書
で
あ
る
︒
先
行
的
な
言
及
と
し
て
は
︑
ケ
テ
ラ
ー
（K

etelaar 

1990

）
が
︑
明
治
仏
教
に
果
た
し
た
黙
雷
の
役
割
の
重
要
性
に
つ
い
て
海
外

の
歴
史
家
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
し
た
も
の
︑
ジ
ョ
セ
フ
ソ
ン
（Josephson 

2012

）
と
マ
キ
シ
ー
（M

axey 2014

）
が
︑
十
九
世
紀
の
仏
教
思
想
に
関
す
る

議
論
を
再
開
す
る
中
で
︑
黙
雷
に
ふ
た
た
び
照
明
を
当
て
た
も
の
が
あ
る
︒

ジ
ョ
セ
フ
ソ
ン
が
︑
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
仏
教
の
再
解
釈
を
テ
ー
マ
と

し
た
出
版
を
予
告
し
た
と
き
（Josephson 2012, p. 323, n. 147

）︑
黙
雷
に
関

す
る
研
究
書
が
早
晩
現
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
感
知
で
き
た
︒
実
際
︑
ク

レ
ー
マ
の
本
研
究
が
扱
っ
て
い
る
の
は
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
︑
そ

し
て
仏
教
の
﹁
再
概
念
化
﹂
の
問
題
で
あ
る
︒
彼
は
﹁
近
代
日
本
に
お
い
て

︿
宗
教
﹀
が
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
る
か
を
決
定
づ
け
た
三
本
の
糸
﹂
と
し
て
︑

﹁
土
着
的
伝
統
﹂
と
﹁
当
時
の
政
治
的
課
題
﹂
と
と
も
に
︑﹁
西
洋
と
の
接
触

の
中
か
ら
吸
収
し
た
新
知
識
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
﹁
三
つ

の
糸
が
決
定
的
な
歴
史
的
時
期
（
一
八
七
〇
年
代
初
期
）
に
撚
り
合
わ
さ
れ
た
﹂

（pp. 137–38

）
人
物
と
し
て
︑
黙
雷
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
序
論
で
は
︑
本
書
の
中
心
的
テ
ー
マ
︱
︱
﹁
近
代
日
本
に
お
い
て
︿
宗
教
﹀

が
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
﹂（p. 3

）
︱
︱
が
明
確
に

解
説
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
章
で
は
︑﹁religion

﹂
の
訳
語
と
し
て
な
ぜ
﹁
宗
教
﹂

が
定
着
し
た
の
か
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
︑﹁
宗
﹂
と
﹁
教
﹂
の
語
義
史
に
つ

い
て
価
値
あ
る
洞
察
が
披
瀝
さ
れ
る
︒
続
く
二
つ
の
章
で
は
︑
近
世
の
日
本

に
お
い
て
︑
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
た
異
質
の
も
の
に
対
す
る
包
括
的

概
念
と
し
て
﹁
宗
﹂（〝sect

〟
の
意
味
）
を
適
用
し
た
こ
と
が
︑は
た
し
て
﹁
近
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代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
﹁religion

﹂
が
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
近
い
︑

社
会
的
・
文
化
的
生
活
上
の
抽
象
的
な
実
体
を
表
す
新
し
い
概
念
範
疇
の
創

設
に
向
け
て
の
第
一
歩
﹂（p. 41

）
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
検

討
さ
れ
て
い
る
︒
第
二
章
で
は
ま
た
︑﹁
明
治
初
期
に
︑
政
治
的
・
社
会
的
環

境
の
変
化
は
諸
概
念
の
変
化
に
反
映
し
た
が
︑
同
時
に
︑
諸
概
念
の
変
化
が

政
治
・
社
会
の
変
化
に
影
響
し
た
﹂（p. 43

）
こ
と
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い

る
︒
第
三
章
で
は
︑
概
念
史
の
観
点
か
ら
︿
宗
教
﹀
と
い
う
用
語
が
検
討
さ

れ
て
い
る
︒
黙
雷
が
宗
教
を
︑﹁
政
﹂
に
対
す
る
対
極
概
念
と
し
て
で
は
な
く
︑

﹁
治
教
﹂（civic teaching

）
の
対
極
概
念
と
し
て
構
想
し
て
い
た
と
い
う
ク
レ
ー

マ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑﹁
宗
教
と
治
教
の
区
別
は
︑
神
道

の
問
題
と
結
び
つ
い
た
︑
純
粋
に
日
本
的
な
問
題
﹂（p. 86
）
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
日
本
が
近
代
的
宗
教
概
念
を
発
達
さ
せ
て
い
く
上
で
の
︑

当
事
者
と
な
っ
た
日
本
人
の
所
為
と
日
本
の
社
会
的
諸
事
情
か
ら
来
る
要
請

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
歴
史
の
要
な
の
で
あ
る
︒

　
第
四
章
は
︑
西
本
願
寺
派
の
海
外
教
状
視
察
と
︑
そ
の
中
で
の
黙
雷
の
役

割
を
扱
っ
て
い
る
︒
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
︑
エ
ミ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
リ

ス
コ
と
の
出
会
い
︑
ま
た
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
の
著
作
が
黙
雷
の
︿
宗
教
﹀

の
理
解
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て

い
る
︒
た
だ
︑
黙
雷
が
ド
イ
ツ
で
出
会
っ
た
神
学
者
が
リ
ス
コ
で
あ
る
こ
と

を
突
き
止
め
た
の
は
本
書
が
最
初
で
あ
る
と
ク
レ
ー
マ
は
主
張
し
て
い
る
の

だ
が
（pp. 97–98

）︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
存
在
し
て
い
る

（D
eneckere 2014

）︒
ま
た
︑
黙
雷
は
ロ
ン
ド
ン
で
︑
明
治
の
政
治
家
の
木
戸

孝
允
︑
外
交
官
の
青
木
周
蔵
と
︿
宗
教
﹀
に
つ
い
て
語
り
合
い
︑
日
本
は
キ

リ
ス
ト
教
を
禁
止
し
仏
教
を
国
教
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
下
し
て

い
る
の
だ
が
（B

reen 1998

）︑
そ
の
経
緯
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
解
し
か

ね
る
︒
そ
の
結
果
︑﹁
一
八
七
二
年
以
降
︑
著
述
に
現
れ
始
め
る
︑
黙
雷
の
キ

リ
ス
ト
教
に
対
す
る
驚
く
ほ
ど
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
﹂（p. 109

）
と
い
う
首

を
傾
げ
ざ
る
を
え
な
い
評
言
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
︒
黙
雷
の
後
期
の
著

作
を
精
査
し
て
み
れ
ば
︑
黙
雷
が
キ
リ
ス
ト
教
に
次
第
に
批
判
的
に
な
っ
て

い
る
様
子
が
窺
え
る
は
ず
だ
︒
さ
ら
に
再
検
討
を
要
す
る
の
は
︑︿
宗
教
学
﹀

の
起
源
に
つ
い
て
︑
た
と
え
ば
石
川
舜
台
の
果
た
し
た
役
割
が
看
過
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
︒
石
川
は
︑
東
本
願
寺
派
の
海
外
教
状
視
察
団
の
一
員
で

あ
っ
た
が
︑
一
八
七
五
年
に
は
夙つ
と

に
﹁science de religion

﹂
︱
︱
彼
は
こ
れ

を
﹁
宗
教
学
﹂
と
翻
訳
し
て
お
り
︑
た
ぶ
ん
こ
れ
が
﹁
宗
教
学
﹂
と
い
う
用

語
の
濫ら
ん

觴し
ょ
うに

な
っ
て
い
る
︱
︱
の
研
究
の
必
要
を
説
い
て
い
る
︒

　
最
終
章
は
︿
世
俗
﹀
の
概
念
化
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
︒
し
か
し
︑︿
世

俗
﹀︿
世
俗
化
﹀︿
俗
化
﹀
と
い
っ
た
言
葉
の
語
義
変
遷
の
議
論
が
︑
黙
雷
の

︿
世
俗
﹀
の
概
念
化
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
し
︑
黙
雷

の
思
想
が
︑
他
の
思
想
家
た
ち
の
︿
世
俗
﹀
や
︿
世
俗
化
﹀
の
概
念
を
ど
う

助
長
し
た
の
か
と
い
う
あ
た
り
も
明
ら
か
で
は
な
い
︒
村
岡
典
嗣
や
丸
山
眞

男
の
︿
世
俗
化
﹀
に
対
す
る
理
解
の
分
析
の
箇
所
に
至
っ
て
︑
黙
雷
の
︿
世

俗
﹀
概
念
構
築
と
の
関
連
が
や
や
見
え
て
く
る
︒
村
岡
と
丸
山
は
︑
徳
川
時
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代
の
仏
教
が
衰
退
し
た
の
は
︑
仏
教
自
体
が
世
俗
化
し
た
た
め
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
考
え
は
︑
そ
も
そ
も
黙
雷
た
ち
明
治
の
思
想

家
た
ち
に
よ
っ
て
﹁
仏
教
が
一
八
七
〇
年
代
初
期
に
宗
教
と
し
て
堅
固
に
確

立
さ
れ
た
﹂（p. 134

）
と
い
う
事
実
を
前
提
と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
か
ら

で
あ
る
︒
本
書
の
結
論
部
を
読
む
と
︑
西
洋
と
非
西
洋
の
思
想
家
た
ち
が
相

互
を
意
識
し
合
う
十
九
世
紀
の
世
界
的
な
営
為
の
中
か
ら
︿
宗
教
﹀
と
い
う

概
念
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
改
め
て
思
い
を
致
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
黙

雷
が
﹁
こ
う
し
た
動
向
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
︑
近
代
に
ふ
さ
わ

し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
︿
宗
教
﹀
を
打
ち
立
て
る
先
駆
者
の
一
人
﹂

（p. 144

）
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
も
︑
黙
雷
と
浄
土
真
宗
派
が
︑

︿
宗
教
﹀
の
議
論
に
お
い
て
﹁
最
も
大
き
な
影
響
﹂（p. 2

）
を
与
え
︑﹁
黙
雷

の
活
動
は
︑
一
八
七
〇
年
代
の
国
家
的
な
政
策
に
直
接
反
映
さ
れ
た
﹂（p. 15

）

と
い
う
ク
レ
ー
マ
の
主
張
を
裏
付
け
る
事
実
の
提
示
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て

い
な
い
︒

　
語
義
変
遷
を
辿
る
手
法
に
よ
り
︑﹁
歴
史
的
重
要
人
物
が
︿
宗
教
﹀
と
い
う

概
念
を
当
時
の
言
語
で
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
か
﹂（p. 15

）
を
︑
言
葉

を
構
成
し
て
い
る
﹁
一
つ
一
つ
の
漢
字
が
イ
メ
ー
ジ
的
に
表
し
て
い
る
も
の
﹂

（p. 17

）
を
細
か
く
分
析
す
る
研
究
で
あ
り
な
が
ら
︑
本
論
の
テ
ク
ス
ト
か
ら

漢
字
表
記
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
の
は
不
幸
な
こ
と
だ
っ
た
︒
最
後
に
も
う

一
言
︑
著
者
が
頻
用
す
る
﹁
再
概
念
化
﹂（reconception

）
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
だ
が
︑
こ
れ
は
︿
宗
教
﹀
な
り
︿
世
俗
﹀
な
り
の
概
念
が
す
で
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
日
本
で
は
︿
宗
教
﹀
や
︿
世

俗
﹀
と
い
っ
た
近
代
的
概
念
は
十
九
世
紀
半
ば
に
や
っ
と
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
以
上
︑﹁
概
念
化
﹂（
な
い
し
﹁
造
語
﹂）
と
い
っ
た
用
語
の
ほ
う
が
ふ

さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
︒
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ

と
し
て
︑
ク
レ
ー
マ
に
よ
る
︿
宗
教
﹀
と
︿
世
俗
﹀
と
い
う
二
つ
の
概
念
と

そ
の
用
語
法
の
分
析
に
基
づ
い
た
歴
史
学
的
研
究
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の

研
究
者
に
知
的
刺
激
を
与
え
︑
日
本
（
さ
ら
に
は
日
本
以
外
の
国
々
）
に
お
け

る
宗
教
関
連
用
語
の
歴
史
と
翻
訳
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
研
究
を
促
す
に
相

違
な
い
︒
本
書
に
補
遺
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
黙
雷
の
﹁
三
条
教
則
批
判
建

白
書
﹂
の
英
訳
は
︑
日
本
研
究
の
学
生
・
研
究
者
が
︑
こ
の
日
本
思
想
史
上

の
重
要
テ
ク
ス
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
道
を
拓
い
た
︒
ク
レ
ー
マ
は
︑
黙
雷
を

﹁
近
代
ア
ジ
ア
全
体
を
包
摂
す
る
仏
教
の
改
革
運
動
を
率
い
た
傑
出
し
た
人
物

の
一
人
﹂（p. 15

）
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
︒
こ
の
刺
激
に
富
む
主
張
は
︑

そ
れ
に
対
す
る
さ
ら
な
る
論
証
を
求
め
る
と
と
も
に
︑
黙
雷
と
い
う
重
要
人

物
に
つ
い
て
の
一
層
の
研
究
を
促
す
と
思
わ
れ
る
︒

 

（
翻
訳
：
南
谷
覺あ
き

正ま
さ

　
翻
訳
家
）
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掲
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れ
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ク
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︒


