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は 

じ 

め 

に

　

本
書
は
、『
同
朋
新
聞
』（
二
〇
一
三
年
二
月
号
～
二
〇
一
四
年
一
月
号
）
に
連
載
さ
れ
た
廣
瀬

惺
氏
の
「
蓮
如
上
人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
─
御
文
に
学
ぶ
─
」（
全
十
二
回
）
に
加
筆
・
修
正
を

い
た
だ
き
、
書
籍
化
し
た
も
の
で
す
。

　

東
本
願
寺
出
版
発
行
『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
（
赤
本
）』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
「
御
文
」
四

通
に
加
え
、
一
帖
目
第
一
通
の
ほ
か
代
表
的
な
「
御
文
」
全
八
通
の
全
文
と
そ
の
あ
じ
わ
い
を

掲
載
し
て
お
り
、
ま
た
書
籍
化
に
あ
た
っ
て
、
本
書
で
取
り
上
げ
て
い
る
す
べ
て
の
「
御
文
」

に
意
訳
を
付
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
書
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
方
が
、
日
々
、
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
を
拝

読
さ
れ
、
上
人
が
本
願
念
仏
の
教
え
を
あ
ら
ゆ
る
人
に
届
け
よ
う
と
、
苦
心
し
て
し
た
た
め
ら

れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聴
く
生
活
が
は
じ
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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凡
例

・
本
文
中
の
真
宗
聖
典
と
は
、
東
本
願
寺
出
版
発
行
の
『
真
宗
聖
典
』
を
指
し
ま
す
。

・

各
項
冒
頭
の
『
御
文
』
原
文
は
、
東
本
願
寺
出
版
発
行
の
『
真
宗
聖
典
』
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
が
、
読

み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
著
者
の
見
解
を
も
と
に
改
行
を
施
し
ま
し
た
。

・

本
書
の
『
御
文
』
お
よ
び
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
の
意
訳
は
、
法
藏
館
発
行
の
『
意
訳
真
宗
聖

典
』・『
現
代
の
聖
典　

蓮
如
五
帖
御
文
』・『
現
代
の
聖
典　

蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
を
参
考
に
し
て

著
者
が
訳
し
ま
し
た
。

・
本
文
、
引
用
文
中
の
括
弧
の
中
、
お
よ
び
「
意
訳
」
と
注
記
し
た
引
文
は
著
者
の
意
訳
で
す
。
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一 蓮如上人と『御文』（一）一
　
蓮
如
上
人
と
『
御
文
』（
一
）



■
法
然
・
親
鸞
・
蓮
如

　

印
度
・
中
国
・
日
本
と
、
出
家
仏
教
を
表お

も
て

街か
い

道ど
う

と
す
る
仏
教
の
歴
史
の
中
を
地
下
水
の
よ

う
に
流
れ
続
け
て
き
た
本ほ

ん

願が
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

の
教
え
は
、
歴
史
上
、
法ほ

う

然ね
ん

上し
ょ
う

人に
ん

に
よ
っ
て
は
じ
め
て

「
浄

じ
ょ
う

土ど

宗し
ゅ
う」

の
名
の
も
と
に
立り

っ

宗し
ゅ
うさ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
親し

ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

に
よ
っ
て
徹
底
し
て
明

ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
、
蓮れ

ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

の
尽じ

ん

力り
ょ
くに
よ
っ
て
今
日
の
私
た
ち
の
と
こ
ろ
に
届
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
、
作
家
の
五い

つ

木き

寛ひ
ろ

之ゆ
き

氏
は
、
そ
の
三
人
の
方
が
な
さ
れ
た

お
仕
事
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

法
然
は
、「
大
事
な
こ
と
を
、
易や

さ

し
く
」
お
こ
な
う
こ
と
を
教
え
た
人
で
あ
る
。（
略
）
親

鸞
は
、「
易
し
い
こ
と
を
、
深
く
」
き
わ
め
よ
う
と
し
た
人
で
あ
っ
た
。（
略
）
蓮
如
は
、

「
深
い
こ
と
を
、
広
く
」
伝
え
よ
う
と
、
渾こ

ん

心し
ん

の
力
を
こ
め
て
生
き
抜
い
た
人
で
あ
っ
た



（『
蓮
如
』
前
進
座
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
）

　

私
た
ち
は
、
日
々
の
仕
事
や
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
中
で
、
追
わ
れ
る
よ
う
に
生
き
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
に
と
っ
て
「
大
事
な
こ
と
」、
そ
れ
は
「
生

し
ょ
う

死じ

出い

ず
べ
き
道
」
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
迷
い
を
出
る
道
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
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本
当
に
生
き
、
本
当
に
い
の
ち
終
え
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
道
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ

の
大
事
な
道
に
つ
い
て
法
然
上
人
は
、「
自じ

行ぎ
ょ
う

化け

他た

、
た
だ
念
仏
を
縡こ

と

と
す
（
自
ら
に
対
し
て

も
、
他
の
人
に
対
し
て
も
、
ひ
と
え
に
念
仏
を
す
す
め
る
こ
と
を
私
の
生
涯
と
し
て
き
ま
し
た
）」（『
選

択
本
願
念
仏
集
』）
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、「
念
仏
申
せ
」
の
一ひ

と

言こ
と

に
す
べ
て
を
こ
め

て
説
い
て
い
か
れ
た
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
法
然
上
人
の
教
え
に
遇あ

わ
れ
、
一
人
の
在
家
念
仏
者
と
し
て
生
き
て
い

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
念
仏
を
申
す
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
そ
の
生
涯
を
と

お
し
て
尋
ね
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
眼が

ん

目も
く

は
、「
念
仏
を
申
す
」
と
は
、
念
仏
に
ま
で
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
弥み

陀だ

の
本
願
（
私
た
ち
の

大
地
と
な
り
、
呼
び
か
け
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
ま
こ
と
）
を
い
た
だ
い
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。『
歎た

ん

異に

抄し
ょ
う』

を
あ
ら
わ
し
た
唯ゆ

い

円え
ん

房ぼ
う

は
、
そ
の
こ
と
を
、「
聖
人
の
つ
ね
の

お
お
せ
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
ま
す
。

弥
陀
の
五ご

劫こ
う

思し

惟ゆ
い

の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一い

ち

人に
ん

が
た
め
な
り
け
り
。

さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業ご

う

を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
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た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ

（
五
劫
と
い
う
長
い
時
を
か
け
て
、
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

と
い
う
す
が
た
を
と
っ
て
く
だ
さ
っ
た
弥
陀
の

本
願
を
よ
く
よ
く
い
た
だ
い
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
を
救
お
う
と
し
て
で

あ
り
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
、
は
か
り
し
れ
な
い
罪
や
悩
み
を
抱か

か

え
て
い
る
身
を
、
た
す
け
よ
う
と

思
い
立
っ
て
く
だ
さ
っ
た
本
願
の
何
と
か
た
じ
け
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
）



（『
歎
異
抄
』
後
序　

真
宗
聖
典
六
四
〇
頁
）

「
つ
ね
の
お
お
せ
」
と
は
、
い
つ
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
お
言
葉
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
、
聖
人
の
生
活
そ
の
も
の
が
語
っ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
百
五
十
四
年
目
に
生
ま
れ
ら
れ
た
蓮
如
上
人
。
上
人

は
、
法
然
・
親
鸞
の
お
二
人
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
本
願
念
仏
の
教
え
を
、

広
く
多
く
の
人
々
に
手
渡
し
、
ま
た
、
後
の
世
に
ま
で
末す

え

永な
が

く
相そ

う

続ぞ
く

さ
れ
る
よ
う
に
と
の
願
い

を
も
っ
て
、
八
十
五
年
の
生
涯
を
渾こ

ん

身し
ん

の
力
を
こ
め
て
生
き
抜
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
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■
真
宗
再
興

　

蓮
如
上
人
（
以
下
、
上
人
）
は
、「
真し

ん

宗し
ゅ
う

再さ
い

興こ
う

の
上
人
」
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
上
人
は
、

本
願
寺
第
八
代
住
職
と
し
て
戦
国
乱
世
の
世
を
生
き
て
い
か
れ
ま
し
た
が
、
上
人
が
生
ま
れ
ら

れ
た
頃
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
異い

義ぎ

が
は
び
こ
り
、
真
宗
の
教
え
の
真し

ん

義ぎ

（
本
当
の
こ
こ
ろ
）
が
失

わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
状
態
で
し
た
。
ま
た
本
願
寺
は
さ
び
さ
び
と
し
た
あ
り
さ
ま
で
、
参さ

ん

詣け
い

す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
上
人
は
、
四
十

三
歳
に
し
て
本
願
寺
住
職
を
継
承
さ
れ
る
と
、

御ご

代だ
い

に
仏
法
を
是
非
と
も
御ご

再さ
い

興こ
う

あ
ら
ん

（
我
が
一
代
の
う
ち
に
仏
法
を
是
非
と
も
再
興
し
よ
う
）



（『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
第
一
四
三
条　

真
宗
聖
典
八
八
〇
頁
）

と
の
、
真
宗
再
興
の
志
願
を
も
っ
て
教
え
の
真
義
を
明
ら
か
に
し
、
人
々
に
念
仏
の
こ
こ
ろ
を

伝
え
よ
う
と
ご
苦
労
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

上
人
の
「
真
宗
再
興
」
に
つ
い
て
は
、
上
人
の
実
母
が
父
・
存ぞ

ん

如に
ょ

の
正
妻
で
は
な
く
、
存
如

が
正
妻
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
本
願
寺
を
出
て
行
か
れ
る
時
に
、
六
歳
の
上
人
を
前
に
、
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ね
が
わ
く
は
、
児ち

ご

の
御
一
代
に
聖
人
の
御
一
流
を
再
興
し
た
ま
え



（『
蓮
如
上
人
遺
徳
記
』）

と
託た

く

し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

上
人
の
真
宗
再
興
の
事
業
を
、
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
人
の
言げ

ん

行こ
う

録ろ
く

と
い
え
ま
す
『
蓮れ

ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

御ご

一い
ち

代だ
い

記き

聞き
き

書が
き

』
の
中

で
、
次
の
二
カ
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
第
一
二
条
目
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
を
讃た

た

え
て
覚
如
上
人
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
『
報
恩

講
式
文
』
の
一
節
、

木ぼ
く

石せ
き

の
縁え

ん

を
待
ち
て
火
を
生
じ
、
瓦が

礫り
ゃ
くの
𨥉せ

ん

を
磨す

り
て
珠た

ま

を
為な

す
が
ご
と
し
。



（
真
宗
聖
典
七
三
九
頁
）

に
託
し
て
、
上
人
を
再
興
の
上
人
で
あ
る
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
風
雨
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
木
や
石
や
瓦か

わ
ら
や
礫つ

ぶ
て
の
よ
う
に
、
自
他
と
も
に
存
在
の
意
義
を
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た

人
々
に
対
し
て
、
存
在
の
意
義
に
目
覚
め
さ
せ
、
生
き
る
喜
び
を
開
い
て
い
か
れ
た
か
ら
再
興

の
上
人
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
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そ
し
て
、
今
一
つ
が
、
第
一
八
八
条
目
で
す
。

聖し
ょ
う

人に
ん

の
御ご

流り
ゅ
うは

、
た
の
む
一
念
の
所
、
肝か

ん

要よ
う

な
り
。
故
に
、
た
の
む
と
云い

う
こ
と
を
ば
、

代だ
い

々だ
い

、
あ
そ
ば
し
お
か
れ
そ
う
ら
え
ど
も
、
委く

わ

し
く
、
何
と
た
の
め
と
云い

う
こ
と
を
、
し

ら
ざ
り
き
。
し
か
れ
ば
、
前ぜ

ん

々ぜ
ん

住じ
ゅ
う

上し
ょ
う

人に
ん

の
御ご

代だ
い

に
、『
御
文
』
を
御お

ん

作つ
く

り
候そ

う
ら
い
て
、「
雑ぞ

う

行ぎ
ょ
うを

す
て
て
、
後ご

生し
ょ
うた

す
け
た
ま
え
と
、
一
心
に
弥
陀
を
た
の
め
」
と
、
あ
き
ら
か
に
し

ら
せ
ら
れ
候
う
。
し
か
れ
ば
、
御
再
興
の
上
人
に
て
ま
し
ま
す
も
の
な
り
。



（
真
宗
聖
典
八
八
八
頁
）

と
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
「
信し

ん

の
一い

ち

念ね
ん

」
が
肝
要
で
あ
る
、
ゆ
え
に

代
々
の
本
願
寺
住
職
も
そ
の
こ
と
を
教
え
て
き
た
。
し
か
し
、
人
々
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
信

を
獲え

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
、
上
人
が
『
御お

文ふ
み

』
を
作
っ
て
「
雑ぞ

う

行ぎ
ょ
うを

す
て
て
、
後ご

生し
ょ
うた

す
け
た
ま
え
と
、
一
心
に
弥
陀
を
た
の
め
」
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
信
を
獲
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
「
再
興
の

上
人
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

上
人
の
真
宗
再
興
の
事
業
は
、
人
々
に
念
仏
を
手
渡
す
た
め
に
具
体
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
を

17
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と
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
主
な
も
の
に
、
門も

ん

徒と

大
衆
に
聖せ

い

典て
ん

（
正

し
ょ
う

信し
ん

偈げ

・
念

仏
・
和わ

讃さ
ん

の
勤ご

ん

行ぎ
ょ
う

本ぼ
ん

）
を
配
布
し
て
朝
勤づ

と

め
を
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
。
ま
た
、「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
の
名

み
ょ
う

号ご
う

を
多
く
の
人
々
に
書
き
与
え
て
、
仏
と
共
に
あ
る
生
活
を
開
い
て
い
か
れ
た
こ
と

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
中
心
に
あ
る
の
が
、
二
百
二
十
通
に
余あ

ま

る
『
御
文
』
の
製
作

で
す
。

　

そ
の
『
御
文
』
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
上
人
の
お
心
、
そ
し
て
『
御
文
』
と
は
ど
の
よ
う
な
聖

し
ょ
う

教ぎ
ょ
うな

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

18
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蓮
如
上
人
と
『
御
文
』（
二
）



■
『
御
文
』
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
心

　

蓮
如
上
人
が
、
は
じ
め
て
「
御
文
」（
以
下
、『
御
文
』
の
一
通
一
通
を
意
味
す
る
場
合
は
「
御

文
」
と
記
す
）
を
書
か
れ
た
の
は
四
十
七
歳
の
時
で
す
。
金

か
ね
が

森も
り

（
現
在
の
滋
賀
県
守
山
市
金
森
町
）

の
道ど

う

西さ
い

と
い
う
方
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
上
人
よ
り
十
六
歳
上
で
、
上
人
の
真
宗
再
興
の
事
業

を
支
え
た
人
物
の
一
人
で
す
。
道
西
に
与
え
ら
れ
た
時
の
様
子
が
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

上
人
は
、
消

し
ょ
う

息そ
く

（
手
紙
）
一
通
を
書
い
て
道
西
に
読
ん
で
聞
か
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
を
聞
い

た
道
西
は
「
愚
か
な
者
も
了

り
ょ
う

解か
い

で
き
る
か
た
じ
け
な
い
金き

ん

言げ
ん

で
あ
る
。
か
た
じ
け
な
い
聖

し
ょ
う

教ぎ
ょ
うで
あ
る
」
と
い
っ
て
、
頂

ち
ょ
う

戴だ
い

し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
蓮
如
上
人
は
「
聖
教
と
い
え
ば

恐
れ
多
い
、
ま
た
特
別
な
法ほ

う

門も
ん

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
消し

ょ
う
そ
く
ほ
う
ご

息
法
語
と
い
う
の
も
ぎ
ょ

う
ぎ
ょ
う
し
い
。
た
だ
在ざ

い

家け

の
男な

ん

女に
ょ

に
勧す

す

め
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
ふ
み
と
い
え
」
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。



（
慧
空
『
御
文
歓
喜
鈔
』　

意
訳
）

　

こ
こ
に
は
、『
御
文
』
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
上
人
の
お
心
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
々
、
煩ぼ

ん

悩の
う

20



や
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
振
り
回
さ
れ
て
生
き
て
い
る
者
（
在
家
の
男
女
）
が
、
そ
の
よ
う
な

生
活
の
中
で
念
仏
の
こ
こ
ろ
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
と
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

　
「
正
信
偈
」「
和
讃
」
と
な
ら
ん
で
、『
御
文
』
ほ
ど
多
く
の
人
に
読
ま
れ
、
人
々
に
念
仏
の

信
を
開
き
、
念
仏
生
活
を
培

つ
ち
か

っ
て
き
た
聖
教
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
は
、

山
仕
事
や
行
商
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
の
場
所
へ
持
っ
て
い
き
、
仕
事
の
合あ

い

間ま

に
も
読
ま
れ

た
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
指
で
く
っ
た
跡あ

と

が
、
す
り
切
れ
る
よ
う
に
つ
い
て

い
る
『
御
文
』
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
人
々
の
生
活
と
共
に
あ
っ
た
大
切

な
聖
教
な
の
で
す
。

　

そ
の
『
御
文
』
を
、
上
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

な
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

か
る
が
る
と
愚ぐ

痴ち

の
者
の
は
や
く
心
得
ま
い
ら
せ
そ
う
ろ
う
よ
う
に
、
千
の
も
の
を
百
に

選
び
百
の
も
の
を
十
に
撰え

ら

ば
れ
十
の
も
の
を
一
に
、
早
く
聞
き
分
け
申
す
様よ

う

に
と
思お

ぼ

し
召

さ
れ
、
御
文
に
あ
そ
ば
し
あ
ら
わ
さ
れ
て
、
凡
夫
の
速す

み

や
か
に
仏
道
な
る
事
を
仰
せ
立
て

ら
れ
た
る
事
に
て
そ
う
ろ
う
。
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（
た
や
す
く
、
愚
か
な
者
が
早
く
念
仏
の
こ
こ
ろ
を
受
け
と
れ
る
よ
う
に
、
千
の
も
の
を
百
に
約つ

づ

め
、

百
の
も
の
を
十
に
約
め
、
十
の
も
の
を
一
に
約
め
て
、
早
く
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

と
思
わ
れ
て
御
文
を
お
書
き
く
だ
さ
り
、
凡
夫
が
速す

み

や
か
に
救
い
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

あ
ら
わ
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。）



（『
蓮
淳
記
』）

人
々
が
念
仏
の
こ
こ
ろ
を
速す

み

や
か
に
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
親
鸞
聖
人
の
教
え

を
約つ

づ

め
に
約
め
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
、
蓮
如

上
人
の
、
聖
人
の
教
え
に
対
す
る
徹
底
し
た
学
び
が
土
台
と
な
っ
て
『
御
文
』
を
あ
ら
わ
さ
れ

た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
学
び
に
も
と
づ
い
て
い
れ
ば
こ
そ
、「
千
の
も
の
を

百
に
、
百
の
も
の
を
十
に
、
十
の
も
の
を
一
に
」
ま
で
凝

ぎ
ょ
う

縮し
ゅ
くし

て
、
そ
の
要か

な
め

を
表
現
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

　
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
に
、「
聖
教
は
よ
み
や
ぶ
れ
」（
第
六
九
条
）
と
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
、
ま
さ
に
上
人
自
身
の
信
を
獲
る
た
め
の
学
び
方
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
学
び
の
上
に

あ
ら
わ
さ
れ
た
の
が
『
御
文
』
で
あ
り
ま
す
。
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■
『
御
文
』
と
は

　
『
御
文
』
の
文
章
に
つ
い
て
、
五
木
寛
之
氏
は
、

あ
る
状
況
下
に
お
い
て
そ
れ
を
聴き

く
と
き
、
思
い
が
け
な
い
大
き
な
力
で
人
を
ゆ
さ
ぶ
る

文
章
な
の
で
す
。



（『
蓮
如
』
岩
波
書
店
発
行
一
五
四
頁
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
蓬ほ

う

茨し

祖そ

運う
ん

先
生
は
、

文
章
を
ざ
っ
と
読
ん
だ
だ
け
で
は
何
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
も
、
そ
れ

を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
今
ま
で
に
な
い
感
動
と
い
う
も
の

が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。



（『
お
文ふ

み

に
学
ぶ
』
名
古
屋
教
務
所
発
行
六
一
頁
）

と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。『
御
文
』
の
文
章
の
持
つ
そ
の
よ
う
な
力
が
、
日
々
の
生
活
の
中
で

人
々
に
拝
読
さ
せ
続
け
、
念
仏
に
生
き
る
生
活
を
開
き
続
け
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
『
御
文
』
の
力
は
何
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
念
仏
の
信
を
伝
え
よ
う
と
す

る
上
人
の
情
熱
に
よ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
よ
り
根
本
的
に
は
、『
御
文
』
が
単
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な
る
教
化
者
意
識
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
蓬
茨
先
生

が
、「『
御
文
』
は
第
二
十
願
の
問
題
な
の
で
す
」
と
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
第
二
十
願
と
は
、『
大だ

い

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う』

に
説
か
れ
て
い
る
、
本
願
を
充
分
に

受
け
と
れ
ず
、
人
生
の
依
り
所
を
念
仏
一
つ
に
定
め
き
れ
な
い
人
に
か
け
ら
れ
て
い
る
阿
弥
陀

の
願
い
の
こ
と
で
す
。
蓬
茨
先
生
の
お
言
葉
は
、
上
人
ご
自
身
を
も
含
め
て
、
念
仏
に
生
き
よ

う
と
す
る
者
の
根
本
問
題
を
見み

出い
だ

し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
が
『
御
文
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
も
念
仏
一
つ
に
定
ま
ら
な
い
者

と
し
て
常
に
新
た
に
阿
弥
陀
の
願が

ん

心し
ん

（
迷
い
の
衆
生
を
救
う
と
い
う
願
心
）
を
聞
き
開
き
、
惑ま

ど

い

を
超
え
て
、
人
々
と
共
に
本
願
に
立
ち
返
っ
て
い
こ
う
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
が
『
御

文
』
で
あ
る
と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
人
自
身
も
信
を
明
ら
か
に
し
て

救
い
を
得
て
い
か
れ
た
、
そ
れ
が
『
御
文
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
御
文
」
を
書
く
こ

と
が
、
上
人
自
身
の
求き

ゅ
う

道ど
う

の
歩
み
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
生
き
生
き
と

し
た
力
あ
る
響
き
を
も
っ
て
私
た
ち
に
せ
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

上
人
は
、
四
十
七
歳
か
ら
八
十
五
歳
で
亡
く
な
る
三
カ
月
前
ま
で
、
二
百
二
十
通
を
こ
え
る
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「
御
文
」
を
書
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
八
十
通
が
選
ば
れ
て
『
五ご

帖じ
ょ
う

御お

文ふ
み

』
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
帖
は
冊さ

つ

と
い
う
意
味
で
す
。
一
帖
目
か
ら
四
帖
目
ま
で
の
五
十
八
通
は
書

か
れ
た
順
に
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
て
お
り
、
書
か
れ
た
年
月
日
が
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対

し
て
、
五
帖
目
に
は
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
五
帖
目
の
『
御
文
』
は
本
願
念
仏
の
道

理
が
簡か

ん

潔け
つ

に
記
さ
れ
て
い
て
、
同
じ
内
容
の
も
の
が
何
通
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。『
御
文
』
の

中
で
も
外
的
な
縁
や
事
情
に
よ
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
純
粋
な
法
語
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
が

五
帖
目
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
年
月
日
を
書
く
意
味
が
な
い
も
の
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
末ま

つ

代だ
い

無む

智ち

の
御
文
」
に
は
じ
ま
る
五
帖
目
が
、
特
に

親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
『
御
文
』
は
、
多
く
の
場
合
、
お
寺
や
一
件
一
件
で
の
法
事
な
ど
の
集
ま
り
の
場

で
、
拝
読
さ
れ
る
の
を
聴
く
と
い
う
形
で
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、『
御
文
』

は
理
解
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
聴
く
こ
と
」
を
と
お
し
て
い
た
だ
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
に
お
い
て
い
た
だ
く
場
合
に
も
、
聴
く
よ
う
に
い
た
だ
く

こ
と
の
大
切
さ
が
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
々
の
生
活
の
中
で
繰
り
返
し
繰
り
返
し
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拝
読
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
『
御
文
』
の
こ
こ
ろ
が
力
あ
る
響
き
を
も
っ
て
聴

か
れ
、
聴
く
人
に
自お

の

ず
か
ら
に
信
が
恵
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

最
後
に
一
言
。
ほ
と
ん
ど
の
「
御
文
」
が
「
あ
な
か
し
こ
」
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
敬
意
を
あ
ら
わ
す
語
で
、
手
紙
の
終
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
す
。
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三 御同朋として三
　
御
同
朋
と
し
て 

一
帖
目
第
一
通
（
一
）



一
帖
目
第
一
通　
「
あ
る
人
い
わ
く
の
御
文
」

【
本
文
】

　

あ
る
人
い
わ
く
、
当と

う

流り
ゅ
うの

こ
こ
ろ
は
、
門
徒
を
ば
か
な
ら
ず
わ
が
弟
子
と
こ
こ
ろ
え
お
く
べ

く
候そ

う
ろ
う
や
ら
ん
、
如に

ょ

来ら
い

・
聖

し
ょ
う

人に
ん

の
御お

ん

弟で

子し

と
も
う
す
べ
く
候
う
や
ら
ん
、
そ
の
分ふ

ん

別べ
つ

を
存ぞ

ん

知じ

せ

ず
候
う
。
ま
た
、
在ざ

い

々ざ
い

所し
ょ

々し
ょ

に
小

し
ょ
う

門も
ん

徒と

を
も
ち
て
候
う
を
も
、
こ
の
あ
い
だ
は
手て

次つ
ぎ

の
坊ぼ

う

主ず

に

は
、
あ
い
か
く
し
お
き
候
う
よ
う
に
、
心し

ん

中じ
ゅ
うを

も
ち
て
候
う
。
こ
れ
も
し
か
る
べ
く
も
な
き
よ

し
、
人
の
も
う
さ
れ
候
う
あ
い
だ
、
お
な
じ
く
こ
れ
も
不ふ

審し
ん

千せ
ん

万ば
ん

に
候
う
。
御ご

ね
ん
ご
ろ
に
う

け
た
ま
わ
り
た
く
候
う
。

　

答
え
て
い
わ
く
、
こ
の
不
審
も
っ
と
も
肝か

ん

要よ
う

と
こ
そ
存ぞ

ん

じ
候
え
。
か
た
の
ご
と
く
耳
に
と
ど

め
お
き
候
う
分ぶ

ん

、
も
う
し
の
ぶ
べ
し
。
き
こ
し
め
さ
れ
候
え
。
故こ

聖
人
の
お
お
せ
に
は
、「
親

鸞
は
弟
子
一い

ち

人に
ん

も
も
た
ず
」
と
こ
そ
、
お
お
せ
ら
れ
候
い
つ
れ
。「
そ
の
ゆ
え
は
、
如
来
の
教

き
ょ
う

法ぼ
う

を
、
十じ

っ

方ぽ
う

衆し
ゅ

生じ
ょ
うに

と
き
き
か
し
む
る
と
き
は
、
た
だ
如
来
の
御お

ん

代だ
い

官か
ん

を
も
う
し
つ
る
ば
か
り

な
り
。
さ
ら
に
親
鸞
め
ず
ら
し
き
法
を
も
ひ
ろ
め
ず
、
如
来
の
教
法
を
わ
れ
も
信
じ
、
ひ
と
に
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も
お
し
え
き
か
し
む
る
ば
か
り
な
り
。
そ
の
ほ
か
は
、
な
に
を
お
し
え
て
弟
子
と
い
わ
ん
ぞ
」

と
お
お
せ
ら
れ
つ
る
な
り
。
さ
れ
ば
、
と
も
同ど

う

行ぎ
ょ
うな

る
べ
き
も
の
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
聖

人
は
御お

ん

同ど
う

朋ぼ
う

・
御お

ん

同ど
う

行ぎ
ょ
うと

こ
そ
か
し
ず
き
て
お
お
せ
ら
れ
け
り
。
さ
れ
ば
、
ち
か
ご
ろ
は
大だ

い

坊ぼ
う

主ず

分ぶ
ん

の
ひ
と
も
、
わ
れ
は
一
流
の
安あ

ん

心じ
ん

の
次
第
を
も
し
ら
ず
、
た
ま
た
ま
弟
子
の
な
か
に
、
信

心
の
沙さ

汰た

す
る
在
所
へ
ゆ
き
て
、
聴

ち
ょ
う

聞も
ん

し
候そ

う
ろ

う
ひ
と
を
ば
、
こ
と
の
ほ
か
説せ

っ

諫か
ん

を
く
わ
え
候
い

て
、
あ
る
い
は
な
か
を
た
が
い
な
ん
ど
せ
ら
れ
候
う
あ
い
だ
、
坊
主
も
し（

確

々

）

か
し
か
と
信
心
の
一い

ち

理り

を
も
聴
聞
せ
ず
、
ま
た
弟
子
を
ば
か
よ
う
に
あ
い
さ
さ
え
候
う
あ
い
だ
、
わ
れ
も
信
心
決け

つ

定じ
ょ
うせ
ず
、
弟
子
も
信
心
決
定
せ
ず
し
て
、
一
生
は
む
な
し
く
す
ぎ
ゆ
く
よ
う
に
候
う
こ
と
、
ま

こ
と
に
自じ

損そ
ん

損そ
ん

他た

の
と
が
、
の
が
れ
が
た
く
候
う
。
あ
さ
ま
し
、
あ
さ
ま
し
。

─
続
く
─



（
真
宗
聖
典
七
六
〇
～
七
六
一
頁
）

【
意
訳
】

　
あ
る
人
が
い
う
に
は
、「
真
宗
で
は
、
門
徒
を
我
が
弟
子
と
心

こ
こ
ろ

得え

る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
そ

29

三 御同朋として



れ
と
も
如
来
・
聖

し
ょ
う

人に
ん

の
お
弟
子
と
申
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
い
た
し
ま

せ
ん
。
ま
た
、
あ
ち
こ
ち
に
少
し
の
門
徒
を
持
っ
て
い
る
人
の
中
に
、
こ
の
頃
で
は
、
門
徒
を

所
属
す
る
寺
の
住
職
に
隠
し
て
お
く
よ
う
に
思
っ
て
い
る
者
が
お
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
詳く

わ

し
く
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
」。

　
答
え
て
い
う
に
は
、「
こ
れ
ら
の
不ふ

審し
ん

は
、
大
変
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一ひ

と

通と
お

り
の
と

こ
ろ
で
す
が
、
私
が
聞
い
て
お
り
ま
す
こ
と
を
申
し
ま
す
の
で
、
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
故
親
鸞

聖
人
は
『
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
』
と
仰お

お

せ
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
『
そ
の
わ
け
は
、

如
来
の
教
法
を
、
十
方
衆
生
に
説
い
て
聞
か
せ
る
時
は
、
た
だ
如
来
の
代
役
を
務つ

と

め
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
の
で
す
。
決
し
て
、
親
鸞
は
め
ず
ら
し
い
教
え
を
ひ
ろ
め
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
如
来
の
教
え
を
、
私
も
信
じ
、
人
に
も
教
え
聞
か
せ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
そ
の
ほ
か

に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
教
え
て
、
弟
子
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
』
と
仰
せ
ら
れ
た
こ

と
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
ら
、
み
な
友
で
あ
り
、
同
じ
道
を
歩
む
同ど

う

行ぎ
ょ
うと

い
う
べ

き
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
で
聖
人
は
、
人
々
に
対
し
て
御お

ん

同ど
う

朋ぼ
う

・
御お

ん

同ど
う

行ぎ
ょ
う

と
敬う

や
ま

っ
て
仰
せ
に
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