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京
都
第
八
八
册

(二
〇
一
三
)：
二
二
一
-二
四
三
頁

親

鸞

宴

の

形

成

︱
︱
親
鸞
の
見
た
親
鸞
︑
惠
信
尼
の
見
た
親
鸞
︱
︱

末

木

�

美

士

は

じ

め

に

日
本
佛
敎
の
特
	
と
い
え
ば
︑
敎
理


な
問
題
以
�
に
︑
僧
侶
の
肉
食
妻
帶
と
い
う
現
象
が
す
ぐ
に
指
摘
さ
れ
る
︒
妻
帶
僧
は
チ
ベ
ッ
ト
系

佛
敎
の
一
部
や
︑

民
地
時
代
に
日
本
か
ら
�
入
さ
れ
た
韓
國
佛
敎
の
一
部
に
も
見
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
ほ
ど
廣
範
に
公
�
さ
れ
て
い
る
の
は
︑

確
か
に
日
本
佛
敎
の
大
き
な
特
	
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
一
方
で
は
ア
ジ
ア
の
他
の
佛
敎
國
の
人
た
ち
か
ら
奇
衣
な
現
象
と
見

ら
れ
︑
本
來
の
佛
敎
の
あ
り
方
を
逸
脫
し
た
も
の
と
し
て
蔑
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
︑
他
方
で
は
そ
れ
故
に
日
本
の
佛
敎
は
世
俗
社
會
の
中
に
定

着
し
て
根
を
張
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
肯
定


な
�
價
を
得
る
こ
と
も
あ
る
︒

も
っ
と
も
日
本
佛
敎
に
お
け
る
戒
律
弛
�
は
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
と
し
て
も
︑
肉
食
妻
帶
が
制
度


に
公
�
さ
れ
た
の
は
一
八
七
二
年

(�

治
五
)
の
こ
と
で
あ
り
︑
決
し
て
古
い
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
れ
ま
で
は
︑
淨
土
眞
宗
の
み
が
︑
開
祖
親
鸞
の
事
例
に
從
う
と
い
う
こ
と
で
肉
食

妻
帶
を
公
�
さ
れ
て
い
た
が
︑
他
の
宗
�
で
は
�
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
�
代
に
お
け
る
�
宗
�
の
肉
食
妻
帶
の
公
�
は
︑
あ
る
�
味
で
佛
敎
界

�
體
の
眞
宗
�
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
眞
宗
は
︑
世
俗
社
會
に
お
け
る
個
人
の
﹁
信
﹂
に
立
脚
し
た
怨
し
い
敎
學
の
�
築
に
よ
り
︑
西
歐
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の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
モ
デ
ル
に
し
た
�
代


な
宗
敎
形
態
を
確
立
し
︑
�
代
の
佛
敎
界
を
リ
ー
ド
す
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
れ
に
�
い
︑
親
鸞

は
一
 
日
本
佛
敎
の
代
表
者
と
し
て
の
地
位
に
 
り
出
る
︒
�
世
に
お
い
て
は
︑
確
か
に
眞
宗
は
多
數
の
信
者
を
擁
し
た
大
敎
團
で
あ
っ
た
が
︑

佛
敎
界
の
中
で
は
特
殊
視
さ
れ
︑
必
ず
し
も
佛
敎
界
を
リ
ー
ド
す
る
位
置
に
は
な
か
っ
た
し
︑
親
鸞
が
日
本
佛
敎
の
代
表
者
と
見
ら
れ
る
こ
と

も
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
親
鸞
宴
は
�
代
に
な
っ
て
大
き
く
變
貌
し
︑
そ
れ
に
�
い
︑
硏
究
面
で
も
︑
親
鸞
硏
究
は
他
の
日
本
の
佛
敎
者

を
壓
倒
し
て
�
先
端
を
$
む
こ
と
に
な
っ
た
︒

今
日
︑
�
代
の
行
き
詰
ま
り
の
中
で
︑
�
代


な
親
鸞
宴
を
洗
い
直
し
︑
再
檢
討
し
て
い
く
こ
と
が
%
務
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
は
︑
�

代
の
&
見
を
'
て
て
も
う
一
度
中
世
に
立
ち
戾
り
︑
親
鸞
宴
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
檢
證
し
て
い
く
作
業
が
不
可
缺
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
︑
親
鸞
自
身
と
そ
の
妻
惠
信
尼
が
︑
ど
の
よ
う
に
親
鸞
宴
を
描
い
て
い
た
か
を
檢
討
す
る
︒
そ
の
中
か
ら
︑

�
代


合
理
性
の
中
に
解
)
さ
れ
な
い
︑
日
本
の
中
世
と
い
う
場
の
中
で
の
一
人
の
佛
敎
者
の
*
が
�
ら
か
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
︒

一
︑
親
鸞
傳
と
親
鸞
宴

親
鸞
の
傳
記
硏
究
は
︑
大
正
+
に
な
っ
て
﹃
惠
信
尼
�
書
﹄
の
發
見
に
よ
り
︑
大
き
く
$
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
い
わ
ゆ
る
實
證


な
歷

-
硏
究
に
よ
り
︑
傳
說
が
入
り
混
じ
っ
た
從
來
の
傳
記
に
對
し
て
︑
確
實
な
-
料
に
基
づ
い
て
︑
﹁
人
閒
親
鸞
﹂
の
生
涯
を
�
ら
か
に
す
る
こ

と
が
目
指
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
赤
松
俊
秀
﹃
親
鸞
﹄
(一
九
六
一
)
に
よ
っ
て
一
つ
の
0
成
を
見
︑
そ
の
後
も
硏
究
が
$
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し

そ
れ
に
對
し
て
︑
�
年
深
刻
な
反
省
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
確
實
な
-
料
は
限
ら
れ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
描
か

れ
る
親
鸞
宴
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
-
料
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
推
測
で
補
う
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
を
�
代


な
合
理
性

に
基
づ
い
て
行
な
う
と
︑
あ
ま
り
に
�
代


な
親
鸞
宴
に
な
り
︑
中
世
と
い
う
時
代
と
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
と
り
わ
け
︑
か
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つ
て
1
液
で
あ
っ
た
2
倉
怨
佛
敎
中
心
論


な
親
鸞
宴
に
そ
の
傾
向
が
著
し
い
︒

黑
田
俊
雄
や
網
野
善
彥
に
よ
る
中
世
硏
究
は
︑
中
世
が
�
代
と
は
�
く
衣
な
る
獨
自
の
世
界
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
�
年
︑

密
敎
や
神
佛
7
合
の
硏
究
は
大
き
く
$
展
し
︑
中
世
の
豐
か
な
精
神
世
界
が
少
し
ず
つ
�
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
し
か
し
︑
親
鸞
に
關
し
て

は
そ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
の
怨
し
い
硏
究
が
必
ず
し
も
十
分
に
$
ん
で
い
な
い
︒
そ
れ
は
︑
�
代


な
親
鸞
硏
究
が
あ
ま
り
に
成
果
が
大
き
く
︑

そ
こ
か
ら
の
切
り
替
え
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
親
鸞
は
︑
純
粹
な
阿
彌
陀
佛
の
み
の
信
仰
を
貫
き
︑
神
佛
7
合
を
否
定
し
︑

權
力
か
ら
の
彈
壓
に
屈
せ
ず
︑
關
東
の
民
衆
と
と
も
に
步
み
︑
惠
信
尼
と
の
う
る
わ
し
い
一
夫
一
妻
を
一
生
涯
:
し
た
︱
︱
と
い
う
あ
た
り

が
︑
今
日
常
識
�
し
て
い
る
親
鸞
宴
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
親
鸞
宴
は
︑
�
代


な
宗
敎
者
宴
と
し
て
の
理
想
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
本
當
に
そ
う
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

親
鸞
が
阿
彌
陀
佛
信
仰
に
篤
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
;
德
太
子
や
善
光
寺
如
來
︑
ま
た
觀
=
・
勢
至
な
ど
の
菩
:
も
重
ん
じ
て
い
た
︒

古
い
傳
記
に
も
神
佛
7
合


な
>
素
は
入
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ほ
ど
純
粹
に
神
=
否
定
と
は
言
え
な
い
︒
や
は
り
古
い
傳
記
で
は
︑
天
臺
座
1
慈

圓
の
弟
子
と
傳
え
︑
九
條
家
と
の
關
係
も
あ
っ
た
と
傳
え
て
お
り
︑
權
力
を
否
定
し
て
民
衆
の
立
場
に
立
っ
た
と
い
う
�
代


な
民
衆
-
觀
で

切
る
の
は
一
面


で
は
な
い
か
︒
惠
信
尼
の
ほ
か
に
︑
古
い
傳
承
で
は
九
條
?
實
の
女
玉
日
と
の
結
婚
も
傳
え
て
い
る
︒
こ
う
し
た
>
素
を
︑

單
な
る
傳
承
と
し
て
切
り
'
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
︒

思
想
面
に
關
し
て
は
︑
從
來
の
﹃
歎
衣
抄
﹄
中
心
の
親
鸞
宴
が
批
@
さ
れ
︑
そ
の
著
作
を
も
う
一
度
讀
み
直
そ
う
と
い
う
傾
向
が
少
し
ず
つ

定
着
し
つ
つ
あ
る
︒
そ
れ
に
對
し
て
︑
傳
記
硏
究
は
遲
れ
て
い
る
が
︑
�
年
︑
從
來
用
い
ら
れ
て
き
た
本
願
寺
系
の
﹃
御
傳
鈔
﹄
に
對
し
て
︑

傳
說


で
實
證
性
に
A
い
と
さ
れ
て
き
た
高
田
�
系
の
﹃
親
鸞
;
人
正
�
傳
﹄
や
﹃
親
鸞
;
人
正
瓜
傳
﹄
を
見
直
そ
う
と
い
う
動
向
が
現
わ
れ

た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
玉
日
の
墓
の
發
掘
な
ど
を
:
し
て
︑
そ
の
結
婚
を
再
檢
討
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
︒
し
か
し
︑﹃
御
傳
鈔
﹄﹃
正
�

傳
﹄﹃
正
瓜
傳
﹄
な
ど
︑
そ
も
そ
も
傳
記
に
關
す
る
し
っ
か
り
し
た
�
獻


な
硏
究
が
遲
れ
て
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
ら
よ
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い
の
か
�
ら
か
で
な
い
︒
そ
も
そ
も
宗
敎
者
の
傳
記
は
︑
b
iog
rap
h
y
で
な
く
︑
h
ag
iog
rap
h
y
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
客
觀


な
事
實
を
記

し
た
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
故
︑
そ
れ
ら
の
傳
記
の
性
格
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
>
で
あ
る
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
單
純
に
客
觀


な

事
實
と
い
う
よ
り
も
︑
そ
れ
ら
の
傳
記
が
ど
の
よ
う
な
親
鸞
宴
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
檢
討
す
る
必
>
が
あ
る
︒
事
實
そ
の
も
の
よ
り

も
︑
ま
ず
あ
る
L
度
傳
承
を
も
含
め
た
中
世


な
親
鸞
宴
の
捉
え
方
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
(以
上
に
關
し
て
は
︑

末
木
﹃
淨
土
思
想
論
﹄
(二
〇
一
三
)︑
第
六
違
に
槪
略
を
述
べ
た
︒)

こ
う
し
た
點
か
ら
︑
鹽
谷
菊
美
﹃
語
ら
れ
た
親
鸞
﹄
(二
〇
一
一
)
は
怨
し
い
方
向
を
示
す
N
目
さ
れ
る
硏
究
で
あ
る
︒
鹽
谷
は
︑
親
鸞
の
傳

記
を
時
代
順
に
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
傳
記
の
特
	
を
�
ら
か
に
し
て
い
く
︒
例
え
ば
︑
2
倉
時
代
後
+
か
ら
南
北
O
時
代
の
﹃
親
鸞
;

人
御
因
緣
﹄
や
﹃
御
傳
鈔
﹄
(﹃
傳
繪
﹄)
は
﹁
物
語
型
の
敎
義
書
﹂
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
︒
そ
の
後
︑﹁﹁
正
し
い
解
釋
﹂
の
Q

R
﹂
(南
北
O
か
ら
室
町
初
+
)
︑﹁
物
語
不
在
の
時
代
﹂
(室
町
中
+
)
︑﹁
眞
宗
液
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
﹂
(室
町
後
+
か
ら
江
戶
初
+
)
︑﹁﹁
東
國
の
親

鸞
﹂
の
發
見
﹂
(江
戶
中
+
)
︑﹁
讀
本
か
ら
�
代
-
學
へ
﹂
(江
戶
後
+
か
ら
�
治
)
と
い
う
展
開
を
示
し
て
い
る
と
い
う
︒
同
書
は
一
般
向
け
の
本

と
い
う
性
格
上
︑
細
か
い
論
證
を
缺
い
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
傳
記
の
展
開
に
は
な
お
檢
討
を
>
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
が
︑﹁
事
實
﹂
よ
り
は
︑

﹁
い
か
に
語
ら
れ
た
か
﹂
と
い
う
語
り
方
︑
描
き
方
に
重
點
を
置
い
て
傳
記
の
讀
み
直
し
を
圖
っ
た
點
で
︑
今
後
の
硏
究
の
方
向
を
示
す
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
親
鸞
自
身
や
惠
信
尼
が
描
く
親
鸞
宴
は
︑
そ
の
ま
ま
事
實
と
し
て
T
け
取
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
老
齡
に
な
っ
て
か
ら
の

記
錄
が
︑
確
實
に
事
實
を
記
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
も
し
事
實
と
し
て
も
︑
そ
こ
に
は
V
擇
が
働
い
て
い
て
︑
記
憶
し
︑

記
錄
し
た
い
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
何
故
そ
の
事
實
だ
け
が
記
錄
さ
れ
た
の
か
︑
探
る
こ
と
が
必
>
と

な
る
︒
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
︑
初
+
の
傳
記
の
親
鸞
宴
の
形
成
に
先
立
ち
︑
ま
ず
親
鸞
自
身
や
惠
信
尼
の
親
鸞
宴
か
ら
考
え
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
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二
︑
親
鸞
自
身
の
親
鸞
宴

1
︑
﹃
敎
行
信
證
﹄
に
お
け
る
自
己
理
解

親
鸞
自
身
は
自
分
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
N
目
さ
れ
る
の
は
︑﹃
敎
行
信
證
﹄
�
身
土
卷
の
三
願
轉
入
の

箇
X
で
あ
ろ
う
︒

こ
こ
を
以
て
愚
禿
釋
の
鸞
︑
論
1
の
解
義
を
仰
ぎ
︑
宗
師
の
勸
�
に
依
り
て
︑
久
し
く
萬
行
諸
善
の
假
門
を
出
で
て
︑
永
く
雙
樹
林
下
の

Z
生
を
離
る
︒
善
本
德
本
の
眞
門
に
回
入
し
て
︑
ひ
と
へ
に
難
思
Z
生
の
心
を
發
し
き
︒
し
か
る
に
︑
今
ま
こ
と
に
方
\
の
眞
門
を
出
で

て
︑
V
擇
の
願
海
に
轉
入
せ
り
︒
す
み
や
か
に
難
思
Z
生
の
心
を
離
れ
て
︑
難
思
議
Z
生
を
^
げ
ん
と
欲
す
︒
果
^
の
誓
︑
ま
こ
と
に
由

あ
る
か
な
︒
こ
こ
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
︑
深
く
佛
恩
を
知
れ
り
︒
至
德
を
報
謝
の
た
め
に
︑
眞
宗
の
鯵
>
を
ひ
ろ
ふ
て
︑
恒
常
に
不

可
思
議
の
德
海
を
稱
念
す
︒
い
よ
い
よ
こ
れ
を
喜
愛
し
︑
こ
と
に
こ
れ
を
頂
戴
す
る
な
り
︒
(日
本
思
想
大
系
﹃
親
鸞
﹄︑
二
一
四
頁
)

こ
れ
は
親
鸞
の
信
仰


な
體
驗
吿
白
と
も
言
う
べ
き
箇
X
と
し
て
`
名
で
あ
る
︒
萬
行
諸
善
の
假
門

(自
力
諸
行=

十
九
願
)
↓
方
\
の
眞
門

(自
力
念
佛=

二
十
願
)
↓
｢V
擇
の
願
海
﹂
(他
力
の
念
佛=
十
八
願
)
と
い
う
展
開
で
︑
他
力
の
信
を
得
た
と
い
う
過
L
を
振
り
b
っ
て
い
る
︒
し

か
し
︑
こ
れ
は
內
面


な
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
だ
け
で
は
い
つ
と
い
う
時
點
を
定
め
難
い
︒

そ
こ
で
︑
そ
れ
と
も
關
連
し
な
が
ら
︑
よ
り
事
實


な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
︑
�
身
土
卷
の
�
後
の
と
こ
ろ
で
﹁
後
序
﹂
と
呼
ば
れ
る

箇
X
で
あ
る
︒
假
に
段
落
を
分
け
て
引
用
す
る
︒

Ａ
1

竊
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
︑
;
e
の
諸
敎
は
行
證
ひ
さ
し
く
廢
れ
︑
淨
土
の
眞
宗
は
證
e
い
ま
盛
り
な
り
︒
し
か
る
に
諸
寺
の
釋
門
︑

敎
に
昏
く
し
て
眞
假
の
門
戶
を
知
ら
ず
︑
洛
都
の
儒
林
︑
行
に
f
ふ
て
g
正
の
e
路
を
わ
き
ま
ふ
る
こ
と
な
し
︒
こ
こ
を
以
て
︑
興
福
寺
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の
學
徒
︑
太
上
天
皇
︹
後
鳥
羽
の
院
と
號
す
︺︿
諱
k
成
﹀︑
今
上
︹
土
御
門
の
院
と
號
す
︺︿
諱
爲
仁
﹀
;
曆
︑
承
元
丁
卯
の
歲
︑
仲
春

上
旬
の
候
に
奏
0
す
︒
1
上
臣
下
︑
法
に
背
き
義
に
n
し
︑
忿
を
な
し
怨
を
結
ぶ
︒
こ
れ
に
因
り
て
︑
眞
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
な
ら

び
に
門
徒
數
輩
︑
罪
科
を
考
へ
ず
︑
み
だ
り
が
わ
し
く
死
罪
に
坐
す
︒
あ
る
い
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
ふ
て
p
液
に
處
す
︒
豫
は
そ

の
一
な
り
︒
し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
︒
こ
の
故
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
す
︒
空
師

(源
空
)
な
ら
び
に
弟
子
等
︑
諸

方
の
邊
州
に
坐
し
て
五
年
の
居
諸
を
經
た
り
き
︒

Ａ
2

皇
q
︹
佐
土
の
院
︺︿
諱
守
成
﹀
;
代
︑
円
曆
辛
未
の
歲
︑
子
r
の
中
旬
第
七
日
に
︑
敕
免
を
蒙
り
て
入
洛
し
て
已
後
︑
空
︑
洛

陽
の
東
山
の
西
の
麓
︑
鳥
部
野
の
北
の
邊
︑
大
谷
に
居
た
ま
ひ
き
︒
同
じ
き
二
年
壬
申
寅
r
の
下
旬
第
五
日
午
の
と
き
に
入
滅
し
た
ま
ふ
︒

奇
瑞
稱
計
す
べ
か
ら
ず
︒
別
傳
に
見
え
た
り
︒

Ｂ
1

し
か
る
に
愚
禿
釋
の
鸞
︑
円
仁
辛
酉
の
曆
︑
雜
行
を
棄
て
て
本
願
に
歸
す
︒
元
久
乙
丑
の
歲
︑
恩
恕
を
蒙
り
て
V
擇
を
書
し
き
︒

同
じ
き
年
の
初
夏
中
旬
第
四
日
に
︑﹁
V
擇
本
願
念
佛
集
﹂
の
內
題
の
字
︑
な
ら
び
に
﹁
南
無
阿
彌
陀
佛
︑
Z
生
之
業
︑
念
佛
爲
本
﹂
と

﹁
釋
綽
空
﹂
の
字
と
︑
空
の
眞
筆
を
以
て
︑
こ
れ
を
書
か
し
め
た
ま
ひ
き
︒
同
じ
き
日
︑
空
の
眞
影
申
し
預
り
て
︑
圖
畫
し
た
て
ま
つ
る
︒

同
じ
き
二
年
閏
七
r
下
旬
第
九
日
︑
眞
影
の
銘
に
︑
眞
筆
を
以
て
﹁
南
無
阿
彌
陀
佛
﹂
と
﹁
若
我
成
佛
十
方
衆
生
︑
稱
我
名
號
下
至
十
聲
︑

若
不
生
者
不
取
正
覺
︑
彼
佛
今
現
在
成
佛
︑
當
知
本
誓
重
願
不
虛
︑
衆
生
稱
念
必
得
Z
生
﹂
の
眞
�
と
を
書
か
し
め
た
ま
ふ
︒
ま
た
夢
の

吿
げ
に
依
り
て
︑
綽
空
の
字
を
改
め
て
︑
同
じ
き
日
御
筆
を
も
っ
て
名
の
字
を
書
か
し
め
た
ま
ひ
畢
ん
ぬ
︒
本
師
;
人
︑
今
年
は
七
旬
三

の
御
歲
な
り
︒

Ｂ
2

『V
擇
本
願
念
佛
集
﹄
は
︑
禪
定
v
陸
︿
r
輪
殿
?
實
︑
法
名
圓
照
﹀
の
敎
命
に
依
り
て
V
集
せ
し
め
る
と
こ
ろ
な
り
︒
眞
宗
の

鯵
>
︑
念
佛
の
奧
義
︑
こ
れ
に
攝
在
せ
り
︒
見
る
も
の
諭
り
や
す
し
︒
x
に
こ
れ
希
`
�
y
の
華
�
︑
無
上
甚
深
の
寶
典
な
り
︒
年
を
涉

り
日
を
涉
り
て
︑
そ
の
敎
誨
を
蒙
る
の
人
︑
千
萬
な
り
と
い
へ
ど
も
︑
親
と
い
ひ
疎
と
い
ひ
︑
こ
の
見
寫
を
獲
る
の
徒
︑
は
な
は
だ
以
て
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難
し
︒
し
か
る
に
す
で
に
製
作
を
書
寫
し
︑
眞
影
を
圖
畫
せ
り
︒
こ
れ
專
念
正
業
の
德
な
り
︑
こ
れ
決
定
Z
生
の
	
︹
	
の
字
︑
千
の
反
︑

あ
ら
は
す
︺
な
り
︒
よ
り
て
悲
喜
の
淚
を
抑
へ
て
由
來
の
緣
を
5
す
︒

Ｃ

慶
ば
し
い
か
な
︑
心
を
弘
誓
の
佛
地
に
樹
て
︑
念
を
難
思
の
法
海
に
液
す
︒
深
く
如
來
の
矜
哀
を
知
り
て
︑
ま
こ
と
に
師
敎
の
恩
厚

を
仰
ぐ
︒
慶
喜
い
よ
い
よ
至
り
︑
至
孝
い
よ
い
よ
重
し
︒
こ
れ
に
因
り
て
︑
眞
宗
の
詮
を
鈔
し
︑
淨
土
の
>
を
摭
ふ
︒
た
だ
佛
恩
の
深
き

こ
と
を
念
う
て
︑
人
倫
の
?
り
を
恥
ぢ
ず
︒
も
し
こ
の
書
を
見
聞
せ
ん
者
︑
信
順
を
因
と
し
︑
疑
謗
を
緣
と
し
て
︑
信
樂
を
願
力
に
頴
は

し
︑
妙
果
を
安
養
に
顯
は
さ
ん
と
︒
(同
︑
二
五
七−

九
頁
)

Ａ
は
承
元
の
法
難
に
關
す
る
こ
と
で
︑
Ａ
1
は
法
難
そ
の
も
の
の
こ
と
︑
Ａ
2
は
敕
免
に
よ
っ
て
法
然
が
都
に
歸
っ
て
Z
生
を
^
げ
た
こ
と

を
記
す
︒
Ｂ
は
親
鸞
の
法
然
へ
の
歸
依
と
︑﹃
V
擇
集
﹄
書
寫
の
こ
と
を
記
す
︒
Ｂ
1
は
そ
の
經
雲
で
あ
り
︑
Ｂ
2
は
そ
れ
に
對
す
る
N
釋



な
補
足
で
あ
る
︒
�
後
に
Ｃ
に
お
い
て
︑﹃
敎
行
信
證
﹄
執
筆
の
目


を
記
す
︒

こ
こ
に
は
︑
承
元
・
円
曆
・
円
仁
な
ど
の
年
號
の
入
っ
た
記
事
が
竝
び
︑
親
鸞
自
身
に
よ
る
傳
記
事
實
の
記
載
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
重
視
さ

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
法
難
に
關
す
る
記
述
が
先
に
あ
り
︑
そ
の
後
︑
時
+
を
N
っ
て
法
然
へ
の
入
門
と
﹃
V
擇
集
﹄
書
寫
が

出
る
と
い
う
�
成
が
何
を
�
味
す
る
の
か
︑
そ
の
あ
た
り
が
い
ま
だ
十
分
に
�
確
に
は
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
檢
討
が
必
>
で
あ
る
︒

2
︑
﹃
敎
行
信
證
﹄
後
序
の
檢
討

こ
の
點
に
關
し
て
詳
細
な
檢
討
を
行
っ
た
の
は
︑
古
田
武
彥
で
あ
っ
た

(古
田
武
彥
﹃
親
鸞
思
想
﹄
(一
九
七
五
)︑
第
三
違
第
一
~
)
︒
古
田
は
︑

こ
の
部
分
が
四
つ
の
�
書
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
た
︒
卽
ち
︑
Ａ
1
は
︑
越
後
液
罪
中
︑
承
元
四

(一
二
一
〇
)
～
五
年

(一
二
一

一
)
頃
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
︑
公
に
訴
え
た
﹁
申
狀
﹂
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
︑
古
田
は
こ
れ
を
﹁
承
元
の
奏
狀
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒

そ
れ
に
對
し
て
︑
Ａ
2
は
﹁
法
然
Q
悼
の
贊
�
﹂
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
︑
承
元
三
年

(一
二
二
一
)
か
ら
﹃
敎
行
信
證
﹄
執
筆
の
元
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仁
元
年

(一
二
二
四
)
の
閒
の
成
立
と
す
る
︒
Ｂ
1
の
う
ち
︑﹁
愚
禿
釋
の
鸞
︑
円
仁
辛
酉
の
曆
︑
雜
行
を
棄
て
て
本
願
に
歸
す
﹂
の
箇
X
は
︑

吉
水
入
室
の
記
錄
で
あ
り
︑
そ
の
續
き
か
ら
︑
Ｂ
2
の
﹁
こ
れ
決
定
Z
生
の
	
な
り
﹂
ま
で
を
︑
元
久
二
年

(一
二
〇
五
)
の
元
久
�
書
で
あ

る
と
す
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
こ
の
部
分
は
︑
親
鸞
自
身
が
か
つ
て
執
筆
し
た
四
つ
の
�
書
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

古
田
の
議
論
は
や
や
無
理
が
大
き
く
︑
そ
の
ま
ま
は
從
え
な
い
が
︑
Ａ
1
の
部
分
に
關
し
て
は
︑
土
御
門
を
﹁
今
上
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
實
際
に
奏
上
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
︑
土
御
門
在
位
中
に
執
筆
し
た
�
書
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で

あ
る
︒
そ
れ
以
後
も
︑
r
日
ま
で
正
確
に
記
入
し
て
い
る
の
で
︑
そ
の
時
の
記
錄
か
日
記
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
閒
n
い
な
い
︒

古
田
は
︑
Ａ
と
Ｂ
が
年
代
順
と
し
て
は
順
序
が
�
轉
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑﹃
敎
行
信
證
﹄
執
筆
の
�
圖
を
讀
む
︒
卽
ち
︑
ま
ず
Ａ
1
で
︑

後
鳥
羽
院
ら
が
﹁
�
謗
闡
提
﹂
で
あ
る
こ
と
を
�
ら
か
に
し
︑
そ
の
﹁
�
謗
闡
提
﹂
の
救
濟
に
こ
そ
︑
﹃
敎
行
信
證
﹄
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ

り
︑
そ
れ
を
�
き
法
然
に
報
吿
す
る
の
が
︑
本
書
の
�
圖
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
古
田
に
よ
れ
ば
︑
﹁
﹁
念
佛
�
�
者
へ
の
あ
わ
れ
み
﹂
こ
そ
︑
法

然
生
�
の
�
志
で
あ
っ
た
﹂
(同
︑
二
二
四
頁
)
の
で
あ
り
︑
親
鸞
は
︑﹁
法
然
の
十
三
回
忌
た
る
元
仁
元
年
︑
師
の
�
志
・
�
吿
を
反
芻
し
つ
つ
︑

法
然
へ
の
﹁
報
答
﹂
の
書
︑
原
敎
行
信
證
を
執
筆
し
て
い
た
︒
そ
こ
に
は
︑
師
の
�
ん
だ
ご
と
く
︑
原
始
專
修
念
佛
�
動
が
﹁
�
謗
闡
提
者
﹂

の
い
か
な
る
�
�
・
彈
壓
に
も
耐
え
て
生
き
の
び
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
︑
そ
の
﹁
�
謗
闡
提
者
﹂
も
︑
必
ず
﹁
回
心
﹂
に
よ
っ
て
救
濟
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
︑
と
い
う
歸
結
が
確
固
と
し
て
し
る
さ
れ
︑
師
に
﹁
報
答
﹂
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
﹂
(同
︑
二
二
五−

二
二
六
頁
)
と
解
す
る
︒
こ
の

古
田
の
說
も
︑
必
ず
し
も
�
面


に
は
從
え
な
い
ま
で
も
︑
そ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
い
た
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
お
り
︑
N
目
さ
れ
る
︒

そ
こ
で
︑
古
田
說
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
︑
こ
の
﹁
後
序
﹂
の
部
分
を
も
う
一
度
見
直
し
て
み
よ
う
︒
ま
ず
考
え
る
べ
き
は
︑
は
た
し
て

﹁
後
序
﹂
が
そ
の
�
の
部
分
と
無
關
係
に
︑﹃
敎
行
信
證
﹄
�
體
の
﹁
あ
と
が
き
﹂


な
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

�
身
土
卷
の
�
成
を
見
る
と
︑
�
�
は
第
十
九
願
︑
二
十
願
に
よ
る
自
力
諸
行
︑
自
力
念
佛
の
機
が
�
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
述
べ
︑
三
願
轉

入
で
結
ば
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑﹁
信
に
知
ん
ぬ
︑
;
e
の
諸
敎
は
在
世
・
正
法
の
た
め
に
し
て
︑
�
く
宴
末
・
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
︒
す
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で
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
る
な
り
︒
淨
土
眞
宗
は
在
世
・
正
法
︑
宴
末
・
法
滅
︑
濁
惡
の
群
�
ひ
と
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
を
や
﹂
(日
本
思
想
大

系
﹃
親
鸞
﹄︑
二
一
四−

五
頁
)
と
し
て
︑
;
e
・
淨
土
の
分
別
を
說
く
︒
法
然
の
﹃
V
擇
集
﹄
が
;
e
・
淨
土
分
別
を
出
發
と
し
て
︑
�
體
と
し

て
敎
@
論
と
し
て
�
成
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
︑﹃
敎
行
信
證
﹄
は
︑
敎
卷
が
い
き
な
り
﹁
謹
ん
で
淨
土
眞
宗
を
案
ず
る
に
︑
二
種
の
廽
向

あ
り
﹂
(同
︑
一
五
頁
)
と
始
ま
っ
て
お
り
︑﹁
淨
土
眞
宗
﹂
を
�
提
と
し
て
い
る
︒
;
e
門
の
問
題
は
︑
�
身
土
卷
の
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め

て
出
て
く
る
の
で
あ
る
︒

續
い
て
︑﹁
こ
こ
を
以
て
經
家
に
據
り
て
師
釋
を
披
き
た
る
に
︑
說
人
の
差
別
を
辨
ぜ
ば
︑
お
ほ
よ
そ
諸
經
の
起
說
五
種
に
過
ぎ
ず
︒
一
つ

に
は
佛
說
︑
二
つ
に
は
;
弟
子
說
︑
三
つ
に
は
天
仙
說
︑
四
つ
に
は
鬼
神
說
︑
五
つ
に
は
變
�
說
な
り
︒
し
か
れ
ば
四
種
の
X
說
は
信
用
す
る

に
た
ら
ず
︒
こ
の
三
經
は
す
な
は
ち
大
;

(釋
k
)
の
自
說
な
り
﹂
(同
︑
二
一
五
頁
)
と
私
釋
が
續
く
︒
こ
こ
で
は
︑
佛
說
の
み
が
信
ず
る
に

足
り
︑
そ
れ
以
外
は
信
用
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
;
e
・
淨
土
の
問
題
と
ず
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
;
e
門
も
佛
說
で

あ
る
か
ら
︑
佛
說
と
佛
說
以
外
を
分
け
る
の
で
は
な
く
︑
佛
說
の
中
を
分
別
す
る
敎
@
論
が
必
>
だ
か
ら
で
あ
る
︒

實
際
親
鸞
は
そ
の
後
︑
正
宴
末
の
時
機
の
問
題
か
ら
︑
;
e
門
が
末
法
の
時
機
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
論
ず
る
が
︑
分
量


に
は
必
ず

し
も
多
く
な
い
︒
し
か
も
﹃
末
法
灯
�
記
﹄
を
引
く
な
ど
︑
末
法
の
樣
相
を
示
す
ほ
う
に
重
點
が
置
か
れ
︑
;
e
門
の
問
題
に
は
必
ず
し
も
深

く
入
っ
て
い
か
な
い
︒
親
鸞
に
と
っ
て
︑
;
e
門
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

謁
東
本
な
ど
で
�
身
土
卷
を
上
下
に
分
け
る
時
︑
こ
こ
ま
で
で
上
卷
が
�
わ
り
︑
下
卷
は
ま
る
ま
る
外
敎
の
問
題
に
宛
て
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑

﹁
そ
れ
も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅
に
據
り
て
︑
眞
僞
を
勘
決
し
て
︑
外
敎
g
僞
の
衣
執
を
敎
誡
せ
ば
﹂
で
始
ま
り
︑
こ
こ
で
は
園
底
し
て
﹁
外
敎
g

僞
﹂
の
排
擊
を
行
な
う
︒
他
と
衣
な
り
︑
こ
の
部
分
は
淨
土
論
師
の
�
を
ほ
と
ん
ど
引
か
ず
︑
﹃
大
集
經
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
經
典
を
引
き
︑

さ
ら
に
﹃
辨
正
論
﹄
を
長
く
引
く
な
ど
︑
外
典
を
も
引
用
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
外
敎
g
僞
﹂
に
依
る
べ
か
ら
ざ
る
こ

と
で
あ
る
︒
特
に
そ
の
�
後
の
ほ
う
は
︑﹃
�
訶
止
觀
﹄︑
源
信
︑﹃
論
語
﹄
を
引
い
て
︑﹁
�
﹂
や
﹁
鬼
神
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
の
說
が
菩
提
を
妨
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げ
る
も
の
で
あ
り
︑
�
づ
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
說
い
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
液
れ
で
﹁
後
序
﹂
の
﹁
竊
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
﹂
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
ま
ず
︑﹁
;
e
の
諸
敎
は
行
證
ひ
さ
し

く
廢
れ
︑
淨
土
の
眞
宗
は
證
e
い
ま
盛
り
な
り
﹂
と
い
う
の
は
︑
末
法
で
あ
る
以
上
︑
當
然
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
諸
寺
の
釋

門
︑
敎
に
昏
く
し
て
眞
假
の
門
戶
を
知
ら
ず
︑
洛
都
の
儒
林
︑
行
に
f
ふ
て
g
正
の
e
路
を
わ
き
ま
ふ
る
こ
と
な
し
﹂
と
︑
い
ま
だ
に
;
e
諸

門
を
說
き
︑
儒
敎
を
說
い
て
い
る
の
は
︑
ま
っ
た
く
時
機
を
辨
え
な
い
行
爲
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
�
提
に
立
っ
て
︑
承
元
の
彈
壓
へ
と

$
ん
で
い
く
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
で
の
﹁
1
上
臣
下
﹂
の
行
爲
は
︑
ま
さ
し
く
﹁
�
﹂
や
﹁
鬼
神
﹂
の
行
爲
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

重
>
な
こ
と
は
︑
�
身
土
卷
の
�
�
の
第
十
九
︑
二
十
願
の
機
に
對
し
て
は
︑
�
土
と
い
う
形
で
の
救
濟
が
示
さ
れ
る
が
︑
;
e
門
や
︑
さ

ら
に
は
﹁
外
敎
g
僞
﹂
に
對
し
て
は
�
く
救
濟
の
e
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
﹁
�
﹂
や
﹁
鬼
神
﹂
の
說
は
︑
ひ

た
す
ら
否
定
し
︑
拒
否
す
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
救
濟
は
は
じ
め
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
�
身
土
卷
の
�
後

の
�
後
に
至
る
と
︑
救
濟
の
方
向
性
が
示
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
觸
れ
る
︒

と
も
あ
れ
︑
以
上
の
よ
う
な
つ
な
が
り
か
ら
見
れ
ば
︑﹁
後
序
﹂
は
決
し
て
︑﹃
敎
行
信
證
﹄
の
跋
�
で
は
な
く
︑
そ
こ
ま
で
﹁
�
﹂
や
﹁
鬼

神
﹂
の
g
說
を
說
い
て
き
た
こ
と
に
對
す
る
私
釋
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
箇
X
の
激
烈
な
非
難
の
言
葉
を
見
れ
ば
︑

む
し
ろ
こ
の
私
釋
に
行
き
着
く
た
め
に
︑
そ
の
�
に
﹁
�
﹂
や
﹁
鬼
神
﹂
に
つ
い
て
說
い
て
き
た
と
も
言
え
る
く
ら
い
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
古

田
の
說
と
は
衣
な
り
︑﹁
1
上
臣
下
﹂
の
救
濟
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
Ａ
1
の
�
後
の
ほ
う
で
﹁
し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
︒
こ
の
故
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
す
﹂
と
い
う
と
こ
ろ

は
︑
そ
れ
ま
で
の
一
方


な
論
難
と
や
や
衣
な
っ
て
︑
親
鸞
自
身
の
側
の
1
體


な
對
應
を
述
べ
て
い
る
︒
﹁
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
ふ
て

p
液
に
處
す
﹂
の
で
あ
り
︑
親
鸞
も
�
俗
さ
せ
ら
れ
て
�
井
善よ
し

信ざ
ね

と
い
う
姓
名
を
與
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑﹁
非
僧
﹂
で
は
あ
る

が
︑﹁
非
俗
﹂
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
親
鸞
は
そ
の
液
罪
を
�
手
に
と
っ
て
︑
﹁
非
僧
﹂
で
あ
る
と
と
も
に
﹁
非
俗
﹂
を
宣
言
し
︑
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與
え
ら
れ
た
﹁
�
井
﹂
で
は
な
く
︑
自
ら
﹁
(愚
)
禿
﹂
を
姓
と
す
る
︒
そ
し
て
そ
れ
を
生
涯
:
す
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
も
は
や
T
身
の
法

難
で
な
く
︑
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
自
ら
の
立
場
を
確
立
し
た
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
︒

そ
う
見
る
な
ら
ば
︑
法
難
の
別
の
側
面
が
見
え
て
く
る
︒
そ
れ
は
一
面
で
は
絕
對
に
許
す
こ
と
の
で
き
な
い
�
や
鬼
神
の
行
爲
で
あ
り
な
が

ら
︑
他
面
で
は
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
自
ら
の
立
場
を
確
立
で
き
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
兩
義
性
が
こ
こ
に
表
�
さ
れ
て
い
る
︒
法
難

が
親
鸞
の
立
場
の
確
立
に
な
る
こ
と
は
︑﹃
歎
衣
抄
﹄
後
序
に
液
罪
記
事
が
あ
り
︑﹃
血
�
�
集
﹄
に
も
液
罪
と
﹁
愚
禿
﹂
の
由
來
を
記
し
た
�

違
が
收
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
親
鸞
一
人
で
な
く
︑
親
鸞
門
液
に
と
っ
て
も
一
門
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
な
す
出
來
事
で
あ
っ
た
︒

�
の
Ａ
2
の
部
分
は
︑
Ａ
1
か
ら
の
液
れ
と
し
て
自
然
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
こ
か
ら
Ｂ
に
移
る
と
︑
古
田
の
指
摘
の
:
り
︑
時
閒



に
は
�
行
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
Ａ
2
の
法
然
の
入
滅
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
N
っ
て
法
然
の
生
�
の
こ
と
に
戾
る
と
い
う
の
は
︑
液
れ

と
し
て
は
不
自
然
と
は
言
え
な
い
︒
こ
う
し
て
︑
Ａ
に
お
け
る
法
難
か
ら
非
僧
非
俗
の
確
立
と
い
う
こ
と
が
︑
﹁
後
序
﹂
の
第
一
の
ポ
イ
ン
ト

と
す
れ
ば
︑
Ｂ
に
お
い
て
は
︑
親
鸞
は
法
然
の
眞
影
に
銘
を
頂
き
︑﹃
V
擇
集
﹄
の
書
寫
を
許
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
︑
自
ら
を
法
然
の
正
瓜

を
繼
ぐ
も
の
と
し
て
表
�
し
て
い
る
︒
卽
ち
︑
密
敎
や
禪
で
言
え
ば
︑
ま
さ
し
く
師
の
印
可
を
蒙
り
︑
そ
の
法
を
正
し
く
T
け
繼
い
で
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
し
か
る
に
す
で
に
製
作
を
書
寫
し
︑
眞
影
を
圖
畫
せ
り
︒
こ
れ
專
念
正
業
の
德
な
り
︑
こ
れ
決
定
Z
生
の
	
な
り
﹂
と

い
う
の
は
︑
そ
の
�
味
で
あ
り
︑
單
に
己
心
中
に
信
心
を
得
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
法
然
に
よ
っ
て
そ
の
正
し
さ
が
承
�
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑﹁
そ
の
敎
誨
を
蒙
る
の
人
︑
千
萬
な
り
と
い
へ
ど
も
︑
親
と
い
ひ
疎
と
い
ひ
︑
こ
の
見
寫
を
獲
る
の
徒
︑
は
な
は
だ
以

て
難
し
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
自
ら
が
多
數
の
法
然
門
弟
の
一
人
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
法
然
に
よ
っ
て
特
に
V
ば
れ
︑
正
し
さ
を
�
め
ら

れ
た
少
數
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
1
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
�
っ
て
︑
Ａ
1
の
液
罪
記
錄
を
見
る
と
︑
そ
こ
に
も
﹁
予
は
そ
の
一
な
り
﹂

と
言
わ
れ
︑
法
然
と
同
じ
く
液
罪
に
�
っ
た
こ
と
を
誇
ら
し
く
表
�
し
て
い
る
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
親
鸞
が
法
然
門
下
に
お
け
る
自
ら
の
正
瓜
性
を
強
く
表
�
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
﹃
敎
行
信
證
﹄
は
單
に
己
證
の
た
め
に
書

か
れ
た
の
で
は
な
く
︑
一
方
で
法
然
門
下
に
向
か
っ
て
の
自
己
1
張
と
い
う
面
を
強
く
持
ち
︑
他
方
で
自
分
の
弟
子
た
ち
に
向
か
っ
て
︑
自
ら

の
敎
え
が
法
然
を
正
し
く
T
け
繼
い
だ
も
の
だ
と
保
證
す
る
目


が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
Ｃ
の
後
︑
親
鸞
は
﹃
安
樂
集
﹄
の
︑
﹁
眞
言
を
�

り
集
め
て
︑
Z
益
を
助
修
せ
し
む
︒
い
か
ん
と
な
れ
ば
︑
�
に
生
ま
れ
む
者
は
後
を
�
き
︑
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
�
を
訪
へ
︑
連
續
無
窮
に
し

て
︑
願
は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
︒
無
邊
の
生
死
海
を
盡
く
さ
ん
が
た
め
の
故
な
り
﹂
(日
本
思
想
大
系
﹃
親
鸞
﹄︑
二
五
九
頁
)
と
い
う

�
を
引
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
繼
承
の
`
效
性
を
確
�
す
る
た
め
で
あ
る
︒
親
鸞
門
液
が
︑
密
敎
や
禪
と
等
し
く
法
�
・
血
�
を

重
視
す
る
よ
う
に
な
る
も
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
態
度
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

�
身
土
卷
の
い
ち
ば
ん
�
後
の
�
︑
從
っ
て
︑﹃
敎
行
信
證
﹄
の
い
ち
ば
ん
�
後
の
�
は
︑
﹁﹃
華
嚴
經
﹄
の
偈
に
云
ふ
が
ご
と
し
︒﹁
も
し
菩

:
︑
種
種
の
行
を
修
行
す
る
を
見
て
︑
善
・
不
善
の
心
を
起
こ
す
こ
と
あ
り
と
も
︑
菩
:
み
な
攝
取
せ
ん
﹂
と
﹂
(同
)
と
い
う
引
用
で
�
っ

て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
戾
っ
て
﹁
1
上
臣
下
﹂
の
謗
法
の
振
舞
い
を
も
含
め
て
︑
救
濟
の
可
能
性
を
²
か
に
示
し
て
い
る
が
︑
そ
の
具
體


な
展

開
は
な
い
︒

以
上
︑﹃
敎
行
信
證
﹄
�
身
土
卷
の
い
わ
ゆ
る
﹁
後
序
﹂
を
檢
討
し
て
み
た
︒
そ
れ
は
︑
�
初
か
ら
本
�
と
�
く
獨
立
し
て
︑
跋
�
と
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
�
身
土
卷
後
�
の
�
や
鬼
神
の
說
の
私
釋
と
し
て
法
難
を
論
じ
︑
そ
こ
か
ら
法
然
に
つ
い
て
記
す
と
い
う
具
合
に

展
開
し
て
︑
�
第
に
﹁
後
序
﹂
と
し
て
形
を
整
え
て
い
く
と
い
う
�
成
に
な
っ
て
い
る
︒

そ
こ
で
︑
親
鸞
が
自
ら
取
り
出
し
た
人
生
上
の
畫
+
は
︑
第
一
に
︑
法
難
で
あ
り
︑
そ
こ
で
は
﹁
1
上
臣
下
﹂
の
�
謗
闡
提
の
行
爲
を
糾
彈

す
る
と
と
も
に
︑﹁
非
僧
非
俗
﹂
の
﹁
愚
禿
﹂
を
V
ん
だ
大
き
な
轉
機
と
見
な
さ
れ
て
い
る
︒
第
二
に
︑
法
然
と
の
關
係
で
あ
り
︑
と
り
わ
け

眞
影
を
描
き
銘
�
を
頂
い
た
こ
と
と
︑﹃
V
擇
集
﹄
の
書
寫
を
許
さ
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
親
鸞
が
自
ら
を
法
然
の
正
瓜



な
繼
承
者
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
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三
︑
惠
信
尼
の
親
鸞
宴

1
︑
惠
信
尼
�
書
に
つ
い
て

惠
信
尼
�
書
は
︑
す
べ
て
越
後
に
 
む
惠
信
尼
が
︑
都
に
 
む
覺
信
尼
に
宛
て
た
も
の
で
︑
�
十
:
か
ら
な
る
︒
そ
の
う
ち
︑
�
初
の
二
:

は
)
息
と
い
う
よ
り
も
讓
狀
と
見
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
そ
れ
も
含
め
て
十
:
を
ま
と
め
て
考
え
︑
も
っ
と
も
怨
し
い
成
果

で
あ
る
今
井
¡
晴
﹃
現
代
語
譯
惠
信
尼
か
ら
の
手
紙
﹄
(二
〇
一
二
)
に
よ
っ
て
引
用
す
る
︒
惠
信
尼
�
書
の
槪
略
は
以
下
の
:
り
で
あ
る
︒

第
一
:
︱
︱
円
長
八
年

(一
二
五
六
)
︒
惠
信
尼
七
五
歲
︒
下
人
の
讓
狀
︒

第
二
:
︱
︱
円
長
九
年

(一
二
五
七
)
︒
惠
信
尼
七
六
歲
︒
下
人
の
讓
狀
︒

第
三
:
︱
︱
弘
長
三
年

(一
二
六
三
)
︒
惠
信
尼
八
二
歲
︒
�
年
︑
親
鸞
の
死
を
吿
げ
た
覺
信
尼
の
手
紙
に
對
す
る
b
事
︒
親
鸞
の
法
然
入

門
の
い
き
さ
つ
︑
親
鸞
が
觀
=
菩
:
の
生
ま
れ
變
わ
り
で
あ
る
と
夢
見
た
こ
と
な
ど
︒

第
四
:
︱
︱
同
年
︒
第
三
:
の
Q
伸
︒

第
五
:
︱
︱
同
年
︒
第
四
:
に
續
く
︒
親
鸞
の
£
喜
三
年

(一
二
三
一
)
の
夢

(三
部
經
讀
誦
)
︒

第
六
:
︱
︱
同
年
︒
第
五
:
の
訂
正
︒

第
七
:
︱
︱
�
永
元
年

(一
二
六
四
)
︒
惠
信
尼
八
三
歲
︒
五
輪
塔
を
円
て
た
い
と
い
う
願
�
︒

第
八
:
︱
︱
同
年
︒
五
輪
塔
の
願
�
な
ど
︒

第
九
:
︱
︱
�
永
四
年

(一
二
六
七
)
︒
惠
信
尼
八
六
歲
︒
老
年
の
感
慨
︒

第
十
:
︱
︱
�
永
五
年

(一
二
六
八
)
︒
惠
信
尼
八
七
歲
︒
老
年
の
感
慨
︒
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以
上
の
よ
う
に
︑
十
:
は
ほ
ぼ
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
一
群

第
一
︑
二
:
︱
︱
下
人
の
讓
り
狀
︒

第
二
群

第
三
～
六
:
︱
︱
親
鸞
の
死
を
き
っ
か
け
に
︑
親
鸞
の
思
い
出
を
記
す
︒

第
三
群

第
七
～
十
:
︱
︱
老
齡
に
な
っ
て
の
願
�
や
感
慨
︒

こ
の
う
ち
︑
惠
信
尼
が
描
く
親
鸞
宴
が
�
確
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
︑
第
二
群
で
あ
る
︒
第
三
:
は
︑
弘
長
二
年

(一
二
六
二
)
一
一
r
二

八
日
に
親
鸞
が
�
く
な
っ
た
こ
と
を
覺
信
尼
が
傳
え
た
の
に
對
す
る
b
事
で
︑
親
鸞
が
閒
n
い
な
く
Z
生
し
た
こ
と
を
記
し
︑
そ
れ
を
證
據
立

て
る
�
味
で
︑
惠
信
尼
が
重
>
と
考
え
る
こ
と
を
記
す
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
補
足
し
た
り
︑
訂
正
し
た
り
で
︑
第
六
:
ま
で
續
く
こ
と
に
な

る
︒
そ
の
中
で
︑
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
第
一
に
︑
親
鸞
の
六
角
堂
夢
吿
と
法
然
入
門
の
い
き
さ
つ
で
あ
り
︑
第
二
に
︑
三
部

經
讀
誦
を
や
め
た
こ
と
に
關
す
る
關
東
で
の
で
き
ご
と
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
が
︑
惠
信
尼
に
と
っ
て
の
親
鸞
宴
の
中
核
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

2
︑
六
角
堂
夢
吿

ま
ず
︑
第
三
:
に
よ
っ
て
︑
六
角
堂
の
夢
吿
と
法
然
へ
の
入
門
の
い
き
さ
つ
を
見
て
み
よ
う
︒

Ａ

や
ま
を
い
で
ゝ
︑
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
︑
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
に
︑
九
十
五
日
の
あ
か
r
︑
し
や
う
と
く
た
い

し
の
も
ん
を
む
す
び
て
︑
じ
げ
ん
に
あ
づ
か
ら
せ
給
ひ
候
け
れ
ば
︑
や
が
て
そ
の
あ
か
r
い
で
さ
せ
給
て
︑

Ｂ

ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず
る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
︑
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
︑
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
︑
印
︑
六
か

く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る
や
う
に
︑
ま
た
百
か
日
︑
ふ
る
に
も
て
る
に
も
い
か
な
る
た
い
風

(ふ
つ
う
は
﹁
大
事
﹂
と
取
る
)

に
も
ま
い
り
て
あ
り
し
に
︑
た
ゞ
ご
せ
の
事
は
︑
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
お
な
じ
や
う
に
︑
し
や
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば
︑
た
ゞ
一

す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
う
け
た
ま
は
り
さ
だ
め
て
候
ひ
し
か
ば
︑
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Ｃ

し
や
う
に
ん
の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
︑
人
は
い
か
に
も
申
せ
︑
た
と
ひ
あ
く
だ
う
に
わ
た
ら
せ
給
ふ
べ
し
と
申
と
も
︑

せ
ゝ
し
や
う
〳
〵
に
も
ま
よ
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
︑
と
ま
で
思
ま
い
ら
す
る
み
な
れ
ば
と
︑
や
う
〳
〵
に
人
の
申
候
し
時
も
お
ほ
せ

候
し
な
り
︒
(今
井
︑
�
揭
書
︑
二
四−

二
五
頁
)

非
常
に
分
か
り
に
く
い
�
違
で
︑
解
釋
が
分
か
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
今
井
の
解
釋
を
も
と
に
︑
少
し
改
め
て
三
段
に
分
け
て
み
た
︒
Ａ
は

六
角
堂
に
百
日
籠
も
っ
た
と
き
︑
九
十
五
日
目
の
曉
に
示
現
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
時
に
得
た
示
現
の
�
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
)

息
の
�
後
に
︑

こ
の
も
ん
ぞ
︑
殿
の
ひ
へ
の
や
ま
に
だ
う
そ
う
つ
と
め
て
お
は
し
ま
し
け
る
が
︑
や
ま
を
い
で
ゝ
︑
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
︑

ご
せ
の
事
い
の
り
申
さ
せ
給
け
る
︑
九
十
五
日
の
あ
か
r
の
御
じ
げ
ん
の
も
ん
な
り
︒
ご
ら
ん
候
へ
と
て
か
き
し
る
し
て
ま
い
ら
せ
候
︒

(同
︑
四
四
頁
)

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
は
っ
き
り
�
違
と
し
て
得
て
い
た
も
の
で
︑
そ
れ
を
惠
信
尼
も
知
っ
て
い
た
こ
と
が
�
ら
か
で
あ
る
︒
﹁
ご
ら
ん
候
へ
﹂

と
あ
る
か
ら
︑
こ
の
)
息
に
そ
の
�
違
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
は
散
逸
し
て
現
存
し
な
い
︒
多
く
の
硏
究
者
は
︑
そ
れ
が

﹁
行
者
宿
報
偈
﹂
(い
わ
ゆ
る
﹁
女
犯
偈
﹂)
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑

行
者
宿
報
設
女
犯

行
者

宿
報
に
設
い
女
犯
す
と
も

我
成
玉
女
身
被
犯

我

玉
女
と
成
り
て

身

犯
さ
れ
ん

一
生
之
閒
能
莊
嚴

一
生
の
閒

能
く
莊
嚴
し

臨
�
引
�
生
極
樂

臨
�
に
引
�
し
て

極
樂
に
生
ぜ
し
め
ん

と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
偈
で
あ
る
と
い
う
絕
對


な
證
據
は
な
い
が
︑
他
に
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
な
く
︑
お
そ
ら
く
こ
の
偈
と
�
め
て

よ
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
な
る
と
問
題
は
︑
こ
の
偈
と
法
然
入
門
と
の
關
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
偈
は
あ
く
ま
で
も
女
犯
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を
�
め
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
た
だ
ち
に
法
然
へ
の
入
門
を
促
す
も
の
と
は
讀
め
な
い
︒

鹽
谷
菊
美
の
指
摘
の
よ
う
に
︑
六
角
堂
の
夢
吿
に
關
し
て
︑
古
い
傳
記
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
で
あ
る

(鹽
谷
︑
�
揭
書
︑
四
五
頁
)
︒﹃
御
傳
鈔
﹄

な
ど
で
は
︑
六
角
堂
參
籠
と
夢
吿
は
法
然
入
門
以
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
︑﹃
惠
信
尼
�
書
﹄
で
は
︑
そ
れ
は
法
然
入
門
以
�
と
さ
れ

て
い
る
︒
赤
松
俊
秀
に
よ
れ
ば
︑
覺
如
は
�
初
﹃
惠
信
尼
�
書
﹄
を
知
ら
ず
に
﹃
御
傳
鈔
﹄
を
書
い
た
た
め
︑
六
角
堂
參
籠
を
法
然
入
門
以
後

に
入
れ
た
が
︑
後
に
﹃
惠
信
尼
�
書
﹄
を
見
た
た
め
に
︑
混
亂
し
た
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る

(赤
松
︑
�
揭
書
︑
五
三
頁
)
︒
今
は
そ
の
よ
う
な

事
實
關
係
よ
り
も
︑
二
つ
の
系
瓜
が
あ
る
こ
と
を
確
�
し
て
お
く
だ
け
に
留
め
た
い
︒

も
う
一
つ
大
き
な
問
題
に
な
る
の
は
︑
夢
吿
の
�
味
づ
け
で
あ
る
︒﹃
御
傳
鈔
﹄
で
は
︑
�
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
と
き
善
信
夢
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
︑
御
堂
の
正
面
に
し
て
東
方
を
み
れ
ば
︑
峨
々
た
る
嶽
山
あ
り
︒
そ
の
高
山
に
數
千
萬
億
の
`

¨
群
集
せ
り
と
み
ゆ
︒
そ
の
と
き
吿
命
の
ご
と
く
︑
こ
の
�
の
こ
こ
ろ
を
︑
か
の
山
に
あ
つ
ま
れ
る
`
¨
に
對
し
て
說
き
き
か
し
め
を
は

る
と
お
ぼ
え
て
︑
夢
さ
め
を
は
り
ぬ
と
云
々
︒
つ
ら
つ
ら
こ
の
記
錄
を
披
き
て
か
の
夢
想
を
案
ず
る
に
︑
ひ
と
へ
に
眞
宗
繁
昌
の
奇
瑞
︑

念
佛
弘
興
の
表
示
な
り
︒
(﹃
淨
土
眞
宗
;
典

(5
釋
版
)﹄︑
一
〇
四
五
頁
)

卽
ち
︑
こ
の
夢
吿
は
﹁
眞
宗
繁
昌
の
奇
瑞
︑
念
佛
弘
興
の
表
示
﹂
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
夢
吿
の
偈
は
︑
ど
う
讀
ん
で
も
そ
の
よ

う
に
解
釋
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
︑
�
字
:
り
女
犯
を
�
め
た
も
の
と
解
す
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
に
對
し
て
︑﹃
惠
信
尼
�
書
﹄
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
本
願
寺
�
の
現
代
語
譯
に
よ
る
と
︑
こ
の
箇
X
は
︑﹁
九
十
五
日
目
の
�
け
方

に
︑
夢
の
中
に
;
德
太
子
が
現
れ
て
お
言
葉
を
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
そ
れ
で
︑
す
ぐ
に
六
角
堂
を
出
て
︑
來
世
に
救
わ
れ
る
敎
え
を
求

め
︑
法
然
上
人
に
お
會
い
に
な
り
ま
し
た
﹂
(﹃
親
鸞
;
人
御
)
息
・
惠
信
尼
)
息

(現
代
語
譯
)﹄︑
二
〇
〇
七
︑
一
二
三
頁
)
と
さ
れ
て
い
る
︒
�
字
:

り
の
譯
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
こ
で
の
問
題
は
︑
夢
吿
と
法
然
入
門
の
關
係
で
あ
る
︒
こ
の
ま
ま
だ
と
夢
吿
が
法
然
入
門
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
も
讀
め
る
が
︑
夢
吿
が
女
犯
偈
で
あ
る
と
す
る
と
︑
そ
れ
が
ど
う
し
て
法
然
入
門
を
指
示
す
る
の
か
︑
や
は
り
十
分
に
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說
�
で
き
な
い
︒

今
井
¡
晴
は
︑﹁
法
然
を
訪
ね
た
の
は
﹁
六
角
堂
の
參
籠
で
出
現
し
た
;
德
太
子
の
指
示
に
よ
る
﹂
說
は
︑
-
料


な
根
據
が
な
い
﹂
と
し

て
︑﹁
六
角
堂
を
出
た
親
鸞
は
︑
直
接
法
然
の
吉
水
草
庵
を
訪
ね
た
の
で
は
な
く
︑﹁
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
訪
問
先
を
探
し

求
め
た
の
で
あ
る
﹂
(今
井
︑
�
揭
書
︑
三
二
頁
)
と
す
る
が
︑
そ
の
ほ
う
が
ª
切
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
夢
吿
を
得
て
︑
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
一
つ

の
問
題
が
決
着
し
た
の
で
︑
そ
こ
で
﹁
ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず
る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
︑
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
﹂
と
︑
�
に
後
世
の
救

濟
の
問
題
へ
と
$
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
と
す
る
と
︑
六
角
堂
の
夢
吿

(Ａ
)
と
法
然
入
門

(
Ｂ
)
と
は
ま
っ
た
く
切
り
離
さ
れ
た

別
の
こ
と
に
な
る
︒
卽
ち
︑
夢
吿
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
惱
ん
で
い
た
女
犯
の
問
題
に
解
決
が
付
い
た
の
で
︑
そ
こ
で
改
め
て
後
世
の
救
濟
を

求
め
て
法
然
の
門
を
叩
い
た
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
の
よ
う
に
二
つ
を
完
�
に
切
り
離
す
の
も
問
題
が
あ
る
︒
六
角
堂
參
籠
は
︑
﹁
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
﹂
も
の
と
は
っ
き

り
言
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の
)
息
の
�
後
に
偈
を
付
し
た
Q
伸
の
�
に
も
︑﹁
や
ま
を
い
で
ゝ
︑
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
︑
ご
せ
の

事
い
の
り
申
さ
せ
給
け
る
﹂
と
︑
六
角
堂
參
籠
が
﹁
後
世
の
事
﹂
に
關
係
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
う
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
が
法

然
入
門
と
結
び
付
け
て
解
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
お
か
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
そ
の
場
合
に
は
ま
た
︑
夢
吿
の
內
容
で
あ
る
女
犯
と

﹁
後
世
﹂
と
の
關
係
が
問
題
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
惠
信
尼
�
書
の
二
箇
X
を
�
べ
合
せ
る
時
︑
夢
吿
と
法
然
入
門
と
の
關
係
は
︑
二
つ
の
解
釋
の
い
ず
れ
も
成
り
立
ち
う
る
曖

昧
さ
を
殘
し
て
い
る
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑﹃
御
傳
鈔
﹄
以
�
の
も
っ
と
も
古
い
親
鸞
の
傳
記


な
物
語
で
あ
る
﹃
親
鸞
;
人
御
因
緣
事
﹄
で

は
︑
こ
う
し
た
女
犯
偈
の
位
置
の
曖
昧
さ
を
生
か
す
重
層


な
解
釋
が
な
さ
れ
て
い
る
︒﹃
御
因
緣
﹄
は
︑
一
生
不
犯
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
親

鸞
が
︑
¬
夫
Z
生
の
實
例
を
示
す
た
め
に
︑
法
然
の
命
で
九
條
?
實
の
女
玉
日
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
い
き
さ
つ
を
描
い
て
い
る
が
︑
そ
の

鍵
と
な
る
の
が
女
犯
偈
で
あ
る
︒
結
婚
を
た
め
ら
う
親
鸞
に
對
し
て
︑
法
然
は
︑﹁
御
邊
コ
ノ
門
徒
ニ
キ
タ
ル
コ
ト
ハ
六
角
堂
ノ
觀
=
ノ
御
示
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現
コ
サ
ン
メ
レ
︑
ソ
ノ
示
現
ニ
マ
カ
セ
テ
︑
落
墮
ス
ヘ
シ
﹂
(あ
な
た
が
︑
私
の
門
に
來
た
の
は
︑
六
角
堂
の
觀
=
の
ご
示
現
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
そ
の
示
現
:
り
に
︑
妻
帶
し
な
さ
い
)
(﹃
大
系
眞
宗
-
料
﹄
傳
記

1
︑
四
頁
)
と
�
り
︑
承
諾
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
に
は
︑
親
鸞
本
人
し
か
知
ら
な
い
は
ず
の
示
現
の
偈
を
法
然
も
實
は
知
っ
て
い
た
と
い
う
︑
師
弟
一
體
の
神
秘
と
い
う
別
の
モ
チ
ー
フ

も
あ
る
が
︑
と
も
あ
れ
︑
偈
が
法
然
入
門
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
と
も
に
︑
妻
帶
を
促
す
契
機
と
も
な
る
と
い
う
二
重
の
�
味
を
持
つ
も
の

と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
卽
ち
︑
そ
の
曖
昧
さ
を
巧
み
に
生
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
改
め
て
女
犯
偈
を
見
て
み
る
と
︑﹁
一
生
の
閒

能
く
莊
嚴
し
／
臨
�
に
引
�
し
て

極
樂
に
生
ぜ
し
め
ん
﹂
と
︑
玉
女=

觀
=

=

;
德
太
子
が
︑
現
世
に

(一
生
の
閒
)
添
い
^
げ
て
そ
の
生
を
完
成
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
臨
�
に
極
樂
に
�
く
役
割
を
も
果
た
す
こ
と
が
誓

わ
れ
て
い
る
︒
そ
う
と
す
れ
ば
︑
こ
の
偈
は
後
世
の
こ
と
を
祈
っ
た
こ
と
に
對
す
る
b
答
と
し
て
︑
ª
切
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
れ
は
︑
女
犯
の
承
�
と
と
も
に
︑
後
世
の
救
濟
に
對
す
る
答
え
で
も
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
救
濟
が
得
ら
れ
る
確
信
を
得
た
う
え
で
︑
今

度
は
具
體


に
︑﹁
ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず
る
え
ん
﹂
を
求
め
て
法
然
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
惠
信
尼
は
な
ぜ
こ
の
偈
を
わ
ざ
わ
ざ
�
後
に
添
え
て
︑
覺
信
尼
に
傳
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
上
述
の
よ
う
に
︑
第
三
:
は
︑
覺

信
尼
が
親
鸞
の
�
く
な
っ
た
こ
と
を
傳
え
た
手
紙
に
對
す
る
b
答
で
あ
る
が
︑
�
初
の
と
こ
ろ
に
︑﹁
な
に
よ
り
も
殿
の
御
わ
う
じ
や
う
︑

中
〳
〵
は
じ
め
て
申
に
お
よ
ば
ず
候
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
親
鸞
の
Z
生
が
疑
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
︑
こ
の
偈
も
そ
の
證

據
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
�
に
言
え
ば
︑﹁
覺
信
尼
が
︑
親
鸞
は
極
樂
へ
Z
生
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
不
安
を
覺
え
て
い
た
﹂

(今
井
︑
�
揭
書
︑
二
三
頁
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
惠
信
尼
が
こ
の
偈
を
引
い
た
の
は
︑
何
よ
り
も
觀
==

;
德
太
子
が
︑
親
鸞
の
Z
生
を
保
證

し
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
1
眼
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
︑
偈
の
內
容
は
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
︒
そ
こ
で
は
︑
觀
==

;
德
太
子
が
︑
玉
女
と
な
っ
て
親
鸞
と
±
わ
り
︑
一
生
添
い
^
げ
︑
そ

の
上
で
極
樂
に
�
く
と
言
わ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
で
は
︑
具
體


に
玉
女
は
誰
な
の
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
惠
信
尼
と
し
て
は
︑
た
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と
え
晚
年
離
れ
て
い
て
も
︑
ま
さ
し
く
親
鸞
に
一
生
添
い
^
げ
た
の
は
︑
他
の
女
性
で
は
な
く
︑
自
分
だ
と
確
信
し
て
い
な
け
れ
ば
︑
こ
の
偈

を
付
す
る
�
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
惠
信
尼
に
と
っ
て
︑
こ
の
偈
は
親
鸞
と
自
分
と
の
關
係
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
そ
う
と
す
れ
ば
︑
惠
信
尼

自
身
こ
そ
が
觀
=
の
�
身
た
る
玉
女
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

こ
の
こ
と
は
︑﹃
御
因
緣
﹄
で
︑
こ
の
偈
が
親
鸞
と
九
條
?
實
の
女
玉
日
と
の
結
婚
を
豫
知
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
の
と
相
n
す
る
こ
と

に
な
る
︒
玉
日
が
實
在
で
あ
っ
た
か
︑
玉
日
と
惠
信
尼
は
ど
の
よ
う
な
關
係
だ
っ
た
の
か
︑
な
ど
の
問
題
に
︑
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
︒
た

だ
︑
偈
に
對
し
て
︑
惠
信
尼
の
理
解
と
﹃
御
因
緣
﹄
の
理
解
が
衣
な
り
︑
二
つ
の
解
釋
傳
承
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
�
し
て
お
き
た
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
偈
を
引
い
て
︑
親
鸞
と
惠
信
尼
自
身
の
關
係
の
緊
密
さ
を
述
べ
た
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
單
な
る
麗
し
い
思
い
出

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
︒
惠
信
尼
が
こ
と
細
か
に
覺
信
尼
に
下
人
を
讓
る
こ
と
を
述
べ
た
讓
り
狀
と
�
べ
あ
わ
せ
る
と
き
︑
一
見
︑
讓
り
狀
の

極
め
て
現
實


な
財
產
問
題
と
︑
夢
吿
の
話
と
は
か
み
合
わ
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
實
は
そ
う
で
は
な
く
︑
お
そ
ら
く
當
時
不
安
定

な
狀
況
に
あ
っ
た
覺
信
尼
を
經
濟
面
と
精
神
面
の
兩
方
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
必
>
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

や
や
う
が
ち
す
ぎ
た
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
︑
親
鸞
の
�
晚
年
か
ら
沒
後
へ
か
け
て
︑
門
人
た
ち
や
︑
善
鸞
の
よ
う
な

(お
そ
ら
く
は
衣
母

の
)
子
供
た
ち
の
中
で
︑
惠
信
尼
自
身
の
子
供
で
あ
る
覺
信
尼
た
ち
の
地
位
を
確
保
す
る
た
め
に
︑
こ
の
偈
が
親
鸞
と
他
の
女
性
で
は
な
く
︑

惠
信
尼
と
の
關
係
を
示
す
も
の
と
し
て
覺
信
尼
に
傳
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑
惠
信
尼−

覺
信
尼
こ
そ
が
︑
親
鸞
の
も
っ
と
も
正
瓜


な
繼
承
者
で

あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
�
味
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
第
四
:
で
も
︑
�
初
に
﹁
こ
の
も
ん
﹂
を
大
事
に
す
る
よ
う
に
と
改
め
て

記
さ
れ
て
お
り
︑﹁
こ
の
も
ん
﹂
が
い
か
に
重
>
な
も
の
で
あ
っ
た
か
知
ら
れ
る
︒

3
︑
惠
信
尼
�
書
の
親
鸞
宴

六
角
堂
の
夢
吿
は
︑
親
鸞
が
夢
で
得
た
お
吿
げ
で
あ
っ
た
︒
第
二
:
の
後
�
は
︑
一
轉
し
て
惠
信
尼
が
見
た
夢
に
話
が
移
る
︒
そ
れ
は
︑
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﹁
ひ
た
ち
の
し
も
つ
ま
﹂
(常
陸
の
下
妻
)
の
﹁
さ
か
い
の
が
う
﹂
(
謁
井
´
)
に
滯
在
し
て
い
た
時
に
惠
信
尼
が
見
た
夢
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
だ

う
く
や
う
﹂
(お
堂
の
落
成
式
)
の
よ
う
で
︑
お
堂
の
�
の
鳥
居
の
よ
う
な
も
の
に
︑
二
幅
の
佛
の
繪
*
を
掛
け
て
あ
っ
た
︒

一
た
い
は
た
ゞ
︑
ほ
と
け
の
御
か
ほ
に
て
わ
た
ら
せ
給
は
で
︑
た
ゞ
ひ
か
り
の
ま
中
︑
ほ
と
け
の
づ
く
わ
う
の
や
う
に
て
︑
ま
さ
し
き
御

か
た
ち
は
み
へ
さ
せ
給
は
ず
︑
た
ゞ
ひ
か
り
ば
か
り
に
て
わ
た
ら
せ
給
︒

い
ま
一
た
い
は
︑
ま
さ
し
き
佛
の
御
か
ほ
に
て
わ
た
ら
せ
給
候
し
か
ば
︑
こ
れ
は
な
に
ほ
と
け
に
て
わ
た
ら
せ
給
ぞ
と
申
候
へ
ば
︑
申
人

は
な
に
人
と
も
お
ぼ
え
ず
︑
あ
の
ひ
か
り
ば
か
り
に
て
わ
た
ら
せ
給
は
︑
あ
れ
こ
そ
は
ほ
う
ね
ん
上
人
に
て
わ
た
ら
せ
給
へ
︒
せ
い
し
ぼ

さ
つ
に
て
わ
た
ら
せ
給
ぞ
か
し
と
申
せ
ば
︑

さ
て
印
︑
い
ま
一
た
い
は
と
申
せ
ば
︑
あ
れ
は
く
わ
ん
お
ん
に
て
わ
た
ら
せ
給
ぞ
か
し
︒
あ
れ
こ
そ
ぜ
ん
し
ん
の
御
µ
よ
と
申
と
お
ぼ
え

て
︑
う
ち
お
ど
ろ
き
て
候
し
に
こ
そ
ゆ
め
に
て
候
け
り
と
は
思
て
候
し
か
︒
(今
井
︑
�
揭
書
︑
三
四−

三
五
頁
)

光
ば
か
り
の
佛
は
︑
勢
至
菩
:
で
法
然
で
あ
り
︑
顏
だ
ち
の
は
っ
き
り
し
た
佛
は
觀
=
菩
:
で
善
信

(親
鸞
)
だ
と
敎
え
ら
れ
た
と
い
う
の

で
あ
る
︒
そ
こ
で
惠
信
尼
は
︑
�
�
の
ほ
う
だ
け
親
鸞
に
吿
げ
た
と
こ
ろ
︑
そ
れ
こ
そ
實
夢
で
︑
勢
至
菩
:
は
智
�
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
︑

光
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
言
わ
れ
た
と
い
う
︒
親
鸞
の
﹃
高
僧
和
讚
﹄
に
も
︑﹁
源
空
勢
至
と
示
現
し
／
あ
る
ひ
は
彌
陀
と
顯
現
す
／
上
皇

群
臣
k
敬
し
／
京
夷
庶
民
欽
仰
す
﹂
と
あ
っ
て
︑
法
然
が
勢
至
菩
:
︑
あ
る
い
は
彌
陀
自
身
で
あ
る
と
歌
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
當
時
少
な
く

と
も
法
然
の
弟
子
た
ち
の
閒
で
は
公
�
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
問
題
は
も
う
一
體
の
佛
の
ほ
う
で
あ
る
︒
惠
信
尼
は
︑
夢
の
中
で
︑
そ
れ
が
觀
=
で
あ
り
︑
親
鸞
そ
の
人
で
あ
る
と
敎
え
ら
れ

た
︒
法
然
の
ほ
う
が
正
し
け
れ
ば
︑
こ
ち
ら
も
同
樣
に
實
夢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
惠
信
尼
は
そ
の
こ
と
を
親
鸞
に
も
他
の
人
に
も
言
わ
な

か
っ
た
が
︑
そ
れ
を
は
じ
め
て
覺
信
尼
に
語
る
の
は
︑﹁
御
り
ん
ず
は
い
か
に
も
わ
た
ら
せ
給
へ
︑
う
た
が
ひ
思
ま
い
ら
さ
ぬ
﹂
(臨
�
が
ど
う

で
あ
っ
て
も
︑
Z
生
は
疑
い
な
い
)
こ
と
を
示
す
た
め
に
他
な
ら
な
い
︒
親
鸞
に
と
っ
て
は
︑
惠
信
尼
は
觀
=
の
�
身
で
あ
り
︑
惠
信
尼
に
と
っ
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て
は
親
鸞
は
觀
=
の
�
身
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑﹃
御
傳
鈔
﹄
第
四
段
で
は
︑
円
長
八
年

(一
二
五
六
)
︑
親
鸞
八
四
歲
の
時
に
︑
弟
子
の
蓮
位
の
夢
に
︑
;
德
太
子
が
親
鸞
を
禮

拜
し
た
と
い
う
夢
を
見
た
と
い
う
話
を
擧
げ
︑﹁
し
か
れ
は
祖
師
上
人
は
彌
陀
如
來
の
�
身
に
て
ま
し
ま
す
と
い
ふ
こ
と
あ
き
ら
か
な
り
﹂
と
︑

親
鸞
は
阿
彌
陀
佛
の
�
身
に
高
め
ら
れ
て
い
る
︒

第
三
:
で
は
︑
こ
の
よ
う
に
親
鸞
の
夢
と
惠
信
尼
の
夢
が
重
>
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
第
五
:
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
︑
夢
で
は
な
い
が
︑

親
鸞
が
風
g
か
ら
重
態
に
陷
り
︑
夢
う
つ
つ
狀
態
の
時
の
こ
と
で
あ
る
︒﹃
無
量
壽
經
﹄
の
�
句
が
あ
り
あ
り
と
見
え
︑
そ
ら
で
讀
誦
し
て
い

た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
第
五
:
で
は
︑
£
喜
三
年

(一
二
三
一
)
四
r
十
四
日
に
風
g
と
な
り
︑
二
日
目
か
ら
經
を
讀
み
始
め
︑
四
日
目
に

﹁
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
﹂
と
言
っ
て
や
め
た
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
第
六
:
で
は
︑
日
記
を
確
�
し
て
︑
四
r
四
日
に
病
氣
に
な
り
︑
十
一
日
に

﹁
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
﹂
と
言
っ
た
と
訂
正
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
き
ち
ん
と
日
記
に
記
錄
さ
れ
て
い
た
事
實
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
︑

そ
れ
だ
け
重
>
な
�
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
話
は
重
層


に
な
っ
て
い
て
︑﹁
こ
の
十
七
八
ね
ん
が
そ
の
か
み
︑
げ
に
〳
〵
し
く
三
ぶ
き
や
う
を
せ
ん
ぶ
よ
み
て
す
ざ
う
り
や
く
の

た
め
に
と
て
︑
よ
み
は
じ
め
て
あ
り
し
を
﹂
(今
井
︑
�
揭
書
︑
五
六
頁
)
︑
思
い
b
し
て
や
め
た
と
い
う
︑
過
去
の
で
き
ご
と
が
あ
り
︑
そ
の

﹁
ひ
と
の
し
う
し
ん
︑
じ
り
き
の
し
ん
﹂
が
殘
っ
て
い
た
の
だ
と
︑
自
力
を
'
て
る
こ
と
の
難
し
さ
が
述
懷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

な
ぜ
こ
の
時
點
で
︑
過
去
の
こ
の
話
が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
第
四
:
に
﹁
お
さ
な
く
御
身
の
や
つ
に

て
お
は
し
ま
し
候
し
と
し
の
四
r
十
四
日
よ
り
︑
か
ぜ
大
事
に
お
は
し
ま
し
し
候
し
と
き
の
事
ど
も
を
か
き
し
る
し
て
候
也
﹂
と
あ
る
こ
と
か

ら
︑
第
五
:
の
こ
の
話
は
︑
第
四
:
と
同
じ
と
き
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
も
ま
た
︑
單
な
る
思
い
出
話
で
は
な

く
︑
親
鸞
沒
後
の
危
機


な
狀
況
の
中
で
︑
覺
信
尼
に
關
し
て
﹁
他
力
の
信
﹂
の
あ
り
方
を
說
い
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
親
鸞

の
晚
年
の
)
息
や
﹃
歎
衣
抄
﹄
を
見
れ
ば
︑
當
時
︑﹁
他
力
の
信
﹂
の
あ
り
方
が
門
人
た
ち
の
閒
で
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
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れ
る
︒
そ
う
し
た
液
れ
の
中
で
こ
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
年
時
の
は
っ
き
り
し
た
二
回
の
事
實
の
重
層
に
よ
っ
て
︑
親
鸞
の

他
力
觀
を
�
確
�
す
る
と
い
う
�
圖
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
六
角
堂
夢
吿
に
關
し
て
︑
わ
ざ
わ
ざ
�
書
を
添
え
る
の
と
同
じ
く
︑
あ
く
ま
で

脚
色
で
な
く
︑
事
實
で
あ
る
こ
と
を
�
確
�
す
る
必
>
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
︑
惠
信
尼
の
見
た
親
鸞
宴
を
檢
討
し
て
み
た
︒
親
鸞
は
ま
ず
觀
=
の
�
身
で
あ
り
︑
そ
の
人
生
の
大
き
な
轉
機
は
六
角
堂
の
夢
吿
に
求

め
ら
れ
︑
女
犯
偈
が
も
っ
と
も
大
事
に
傳
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
︑
覺
信
尼
に
渡
さ
れ
た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
三
部
經
千
部
讀
誦
の
話
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
︑
そ
れ
が
他
力
の
信
の
あ
り
方
の
範
型
と
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
︑
單
な
る
思
い
出
で
は
な
く
︑
惠
信
尼
か
ら
覺
信
尼
へ
と

親
鸞
の
敎
え
が
正
瓜


に
傳
わ
る
こ
と
の
確
證
と
し
て
︑
親
鸞
の
人
生
上
の
で
き
ご
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

先
に
見
た
親
鸞
自
身
の
﹃
敎
行
信
證
﹄
後
序
に
お
い
て
は
︑
法
難
と
法
然
と
の
關
係
が
中
心


な
問
題
に
な
っ
て
い
る
︒
法
然
と
の
關
係
で

は
︑﹃
V
擇
集
﹄
書
寫
の
許
可
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
︑
法
然−

親
鸞
の
傳
¶
の
正
瓜
性
が
も
っ
と
も
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
︒
親
鸞
が
︑

法
然−

親
鸞
の
緊
密
な
傳
¶
に
重
點
を
置
く
と
す
れ
ば
︑
惠
信
尼
は
︑
親
鸞−

惠
信
尼−

覺
信
尼
と
い
う
傳
¶
の
正
瓜
性
に
力
點
を
置
く
の
で

あ
る
︒

｢信
﹂
と
い
う
見
え
ざ
る
心
の
あ
り
方
に
�
高
の
價
値
を
置
く
親
鸞
門
液
に
と
っ
て
︑
自
ら
の
正
し
さ
は
︑
ど
の
よ
う
に
親
鸞
に
つ
な
が
る

か
と
い
う
系
�


由
緖
に
求
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
同
時
代
の
禪
が
師
¸
相
承
の
印
可
に
正
瓜
性
の
根
據
を
求
め
る
の
と
�
く
同
じ
で
あ
り
︑

そ
の
源
液
は
︑
密
敎
事
相
の
傳
¶
に
求
め
ら
れ
る
︒
親
鸞
自
身
の
自
己
宴
も
︑
惠
信
尼
の
親
鸞
宴
も
︑
そ
の
よ
う
な
相
承
の
正
瓜
性
を
核
心
に

置
い
て
︑
そ
の
生
涯
を
描
い
て
い
る
︒
そ
れ
故
︑
そ
こ
に
傳
記


事
實
が
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
︑
す
で
に
こ
の
よ
う
な
�
圖
で
取
'
V
擇

さ
れ
た
事
實
で
あ
る
こ
と
を
︑
十
分
に
�
識
し
て
お
く
こ
と
が
必
>
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
正
瓜
性
の
>
求
が
︑
後
の
傳
記
の
展
開

に
お
い
て
︑
さ
ら
に
大
き
な
�
味
を
持
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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The Formation of the Image of Shinran :

Shinran as seen by Shinran himself and his wife Eshin-ni

Fumihiko SUEKI

Shinran (1173-1262) has been regarded as the most representative Buddhist monk in

the history of Japan. This valuation of Shinran began after the Meiji restoration. Marriage

of monks was permitted officially in 1872 and the Buddhist activities in the secular world

became important in modern Japan. Shinran, who had married, had children and lead a

secular life, became the best model for modern Japanese Buddhist monks. In this situation,

research on Shinran has been more developed than other pre-modern Buddhist monks.

The modern image of Shinran was formed as if he were a modern Protestant priest and

became very popular.

Now, the situation is changed. The universality of modern ideas is called into question.

The modern image of Shinran should also be changed. His life and thought should be

interpreted in the medieval Japanese situation without any modern prejudices. In this

article, I investigate the writings of Shinran and his wife Eshin-ni and make clear what

kind of images of Shinran they had in the medieval religious situation.

For example, Shinran thought himself as the best successor of his master Hōnen, the

incarnation of Mahāsthāmaprāpta Bodhisattva and Eshin-ni believed that Shinran was the

incarnation of Avalokiteśvara Bodhisattva. Supernaturality was mixed in their images of

Shinran and it was the basis of their confidence that Shinran was the authentic successor of

the true dharma.


