
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
立
教
開

宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
が
真
宗
各
派
で

き
ょ
う
さ
ん

始
ま
り
ま
し
た
。
本
願
寺
派
で
は
、
三

月
二
九
日
か
ら
五
月
二
一
日
ま
で
、
五

期
三
〇
日
間
に
わ
た
っ
て
勤
ま
り
ま
す
。

そ
こ
で
今
号
は
、
親
鸞
聖
人
の
「
御
誕

生
」
と
「
立
教
開
宗
」
に
つ
い
て
お
話

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

御
誕
生
八
五
〇
年

親
鸞
聖
人
は
、
承
安
三
年
（
１
１
７

じ
ょ
う
あ
ん

３
）
四
月
一
日
、
京
都
市
伏
見
区
日
野

で
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
で

は
新
暦
に
直
し
て
五
月
二
一
日
を
御
誕

生
の
日
と
定
め
て
い
ま
す
。

西
本
願
寺
で
は
、
明
治
七
年
（
１
８

７
４
）
ー
御
誕
生
か
ら
七
〇
〇
年
ー
に

そ
の
日
を
降
誕
会
と
名
づ
け
、
そ
れ
か

ご

う

た

ん

え

ら
毎
年
五
月
二
一
日
に
法
要
を
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
五
十
年
ご
と
の
節
目

に
慶
讃
法
要
と
し
て
大
規
模
な
法
要
を

行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
で
４
回
目
に
な

り
ま
す
が
、
御
誕
生
か
ら
す
る
と
八
五

〇
年
と
な
り
ま
す
。

「
立
教
開
宗
」
と
は

「
立
教
開
宗
」
と
い
う
の
は
、
一
般

的
に
は
独
自
の
教
え
を
立
て
る
こ
と
で

（
立
教
）
、
そ
の
教
え
に
基
づ
い
て
一

宗
を
開
く
こ
と
（
独
立
）
を
い
い
ま
す
。

た
だ
し
、
法
然
聖
人
や
親
鸞
聖
人
の
場

合
は
、
一
宗
の
独
立
と
い
う
意
味
で
浄

土
宗
（
浄
土
真
宗
）
を
た
て
ら
れ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
後
で
詳
し
く
触
れ
ま
す
。
そ
れ

は
と
も
か
く
、
真
宗
各
派
で
は
、
元
仁

げ

ん
に
ん

元
年
（
１
２
２
４
）
を
立
教
開
宗
の
年

と
定
め
て
い
ま
す
。
そ
の
年
か
ら
数
え

て
今
年
は
七
九
九
年
目
と
な
り
ま
す
の

で
、
一
年
早
め
て
御
誕
生
の
法
要
と
と

も
に
、
八
〇
〇
年
を
お
祝
い
し
て
慶
讃

法
要
を
お
勤
め
す
る
の
で
す
。

立
教
開
宗
慶
讃
法
要
が
初
め
て
修
行

さ
れ
た
の
は
、
大
正
十
二
年
（
１
９
２

３
）
で
、
元
仁
元
年
か
ら
数
え
て
七
〇

げ

ん

に
ん
が
ん
ね
ん

〇
年
目
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
後
、
昭

和
四
十
八
（
１
９
７
３
）
年
か
ら
は
、

御
誕
生
と
併
修
（
同
時
修
行
）
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
立
教
開

宗
」
が
、
明
治
・
大
正
期
の
同
行
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
「
立
教
開
宗
」
で
あ
っ

た
と
い
う
点
で
す
。
聖
人
自
身
が
そ
の

時
を
以
て
宣
言
さ
れ
た
「
立
教
開
宗
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
立
教
開
宗
」
は
、

そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
を
も
っ

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

以
下
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
た
上
で
、

「
立
教
開
宗
」
に
つ
い
て
思
う
と
こ
ろ

を
最
後
に
述
べ
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し

ま
す
。

先
ず
は
こ
の
慶
讃
法
要
が
、
明
治
以

降
に
な
っ
て
新
た
に
始
ま
っ
た
そ
の
背

景
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

一
向
宗
か
ら
真
宗
へ

い
っ
こ
う
し
ゅ
う

そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、

明
治
五
年
（
１
８
７
２
）
に
「
真
宗
」
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門
徒
総
寄
・
永
代
経
法
要

日

時

六
月
二
五
日
（
日
）

十
時

～
永
代
経
法
要

＊
昼
食
を
は
さ
み
ま
す

十
二
時
半
～
門
徒
総
寄

十
四
時
終
了

御
講
師

清
徳
寺
御
住
職
・
本
願
寺
派
布
教
使

寺

澤

真

琴

氏

＊
正
式
の
ご
案
内
は
、
五
月
に
お
送
り
し
ま
す
が
、
ご
予
定
下
さ
い
。

親
鸞
聖
人
と
二
つ
の
立

教

開

宗

り

っ

き
ょ
う
か
い
し
ゅ
う

草
引
講
の
お
知
ら
せ

四
月
二
十
日
（
木
）
八
時
半
～

十
時

五
月
十
八
日
（
木
）
八
時
半
～

十
時

六
月
十
五
日
（
木
）
八
時
半
～

十
時

＊
事
前
連
絡
は
不
要
で
す
。



を
公
称
す
る
こ
と
が
、
明
治
政
府
に
よ
っ

て
正
式
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

浄
土
真
宗
は
、
そ
れ
ま
で
は
「
一
向

宗
」
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

俗
称
で
あ
り
、
蓮
如
上
人
以
来
「
浄
土

真
宗
」
が
宗
派
の
名
称
で
あ
る
と
訴
え

て
き
ま
し
た
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。江

戸
時
代
に
、
東
西
両
本
願
寺
は
、

幕
府
に
一
向
宗
と
い
う
俗
称
を
廃
し
て
、

「
浄
土
真
宗
」
を
用
い
る
こ
と
を
求
め

ま
し
た
が
、
浄
土
宗
増
上
寺
の
反
対
も

あ
り
、
結
論
が
出
さ
れ
な
い
ま
ま
明
治

維
新
を
迎
え
ま
し
た
。

そ
し
て
明
治
五
年
。
明
治
政
府
か
ら

「
真
宗
」
を
公
称
す
る
こ
と
を
認
め
る

通
達
が
真
宗
各
派
に
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
以
後
、
本
願
寺
派
は
「
真
宗
本
願

寺
派
」
と
い
う
宗
名
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
「
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
」
と
い

う
宗
名
は
、
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
か

ら
で
す
。

「
立
教
開
宗
」
は
い
つ
？

「
真
宗
」
と
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
時
、
改
め
て
「
真
宗
」

の
成
立
は
い
つ
か
、
何
を
も
っ
て
成
立

と
す
る
か
、
つ
ま
り
、
「
立
教
開
宗
は

い
つ
か
」
が
、
真
宗
各
派
で
議
論
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
聖
人
の
主
著
で
あ
り
、
浄
土
真
宗

の
教
え
が
体
系
的
に
書
か
れ
て
い
る

『
教
行
信
証
』
の
成
立
し
た
時
点
を
も
っ

て
「
立
教
開
宗
」
と
す
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
し
た
。

立
教
開
宗
と
『
教
行
信
証
』
の
撰
述

と
こ
ろ
が
、
『
教
行
信
証
』
、
正
式

に
は
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
に

は
、
書
か
れ
た
日
付
が
ど
こ
に
も
な
い

の
で
す
。
そ
の
た
め
、
大
正
十
二
年
の

法
要
に
向
け
て
議
論
さ
れ
、
そ
れ
ま
で

の
通
説
に
従
っ
て
「
元
仁
元
年
」
（
１

２
２
４
）
を
も
っ
て
、*

撰
述
の
年
と
さ

れ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
「
立
教

開
宗
」
も
同
年
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
大
正
十
二
年
（
１
９
２
３
）

に
、
立
教
開
宗
七
〇
〇
年
慶
讃
法
要
が

修
行
さ
れ
た
の
で
し
た
。

た
だ
、
「
元
仁
元
年
」
、
聖
人
五
十

二
歳
の
頃
に
『
教
行
信
証
』
を
書
き
始

め
ら
れ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
と
し
て
も
、

晩
年
に
至
る
ま
で
推
敲
を
重
ね
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
『
教
行
信
証
』
の
完
成
が

い
つ
か
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
は
、
「
元
仁
元
年
」
を

『
教
行
信
証
』
撰
述
の
年
と
す
る
こ
と

に
は
問
題
も
残
る
の
で
す
が
、
「
元
仁

元
年
」
は
、
専
修
念
仏
者
に
と
っ
て
重

要
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
年
で
も
あ
り
、

そ
の
年
を
「
立
教
開
宗
」
の
年
と
定
め

る
こ
と
に
は
、
そ
の
経
緯
は
さ
て
お
き
、

重
い
意
味
が
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ

る
と
し
て
、
次
に
「
元
仁
元
年
」
が
ど

う
い
う
年
で
あ
っ
た
か
、
考
え
て
み
る

こ
と
に
し
ま
す
。

*

撰
述

『
教
行
信
証
』
は
、
多
く
の
経
典
や
先

師
の
書
物
か
ら
重
要
な
文
章
を
撰
び
、

ご
自
身
の
解
釈
や
主
張
を
加
え
て
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
「
撰
述
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す

「
元
仁
元
年
」
と
末
法

ま
ず
、
「
元
仁
元
年
」
と
い
う
年
号

が
ど
こ
に
出
て
く
る
の
か
と
言
い
ま
す

と
、
『
教
行
信
証
』
の
「
化
身
土
文
類
」

と
い
う
か
な
り
後
半
の
部
分
に
出
て
き

ま
す
。
ま
ず
、
中
国
の
道
綽(

ど
う
し
や

く)

と
い
う
方
の
御
文
を
引
用
さ
れ
ま
す
。

（
現
代
語
意
訳
）

末
法
の
時
代
に
な
る
と
ど
れ
ほ
ど
修

行
し
て
も
誰
も
悟
れ
な
い
だ
ろ
う
。

末
法
の
時
代
は
、
た
だ
浄
土
の
教
え

だ
け
が
悟
り
に
至
る
こ
と
が
で
き
る

道
な
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
ご
自
分
の
文
章
（
こ
れ
を

「
御
自
釈
」
と
い
い
ま
す
）
が
あ
り
、

ご

じ

し

ゃ

く

そ
こ
に
出
て
き
ま
す
。

釈
尊
が
入
滅
さ
れ
た
の
は
、
紀
元
前

九
四
九
年
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
年

か
ら
我
が
元
仁
元
年
ま
で
二
一
七
三

年
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
末
法
の
時
代

で
あ
る
。

「
末
法
」
と
は
、
釈
尊
の
教
え
は
残
る

も
の
の
、
修
行
も
で
き
ず
、
当
然
悟
り

も
開
け
な
い
時
代
の
こ
と
で
す
。
つ
ま

り
、
「
元
仁
元
年
」
は
明
ら
か
に
末
法

の
さ
な
か
で
あ
り
、
浄
土
の
教
え
以
外

に
救
わ
れ
る
道
は
な
い
と
い
う
文
脈
の

中
に
出
て
く
る
の
で
す
。

『
教
行
信
証
』
撰
述
の
年
を
い
つ
と

み
る
か
は
、
真
宗
史
上
の
重
要
な
テ
ー

マ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
さ
て

お
き
ま
し
て
、
「
元
仁
元
年
」
を
「
末

法
」
と
の
関
連
で
登
場
さ
せ
た
親
鸞
聖

人
の
意
図
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
「
我
が
」
ま
で
付
け
て

注
目
さ
れ
る
「
元
仁
元
年
」
と
は
ど
う

い
う
年
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

専
修
念
仏
へ
の
弾
圧

せ

ん

じ

ゅ
ね
ん
ぶ
つ

「
元
仁
元
年
」
と
い
う
年
は
、
実
は
、

延
暦
寺
が
法
然
門
下
の
専
修
念
仏
者
を

非
難
す
る
訴
え
を
朝
廷
に
起
こ
し
、
そ

れ
を
受
け
て
八
月
五
日
に
朝
廷
か
ら
専

修
念
仏
停
止
の
勅
命
が
出
さ
れ
た
年
な

の
で
す
。
そ
の
非
難
の
理
由
の
一
つ
は

専
修
念
仏
者
の
末
法
観
で
し
た
。
末
法

の
時
代
は
、
自
力
の
修
行
を
い
く
ら
積

ん
で
も
悟
れ
な
い
と
さ
れ
ま
す
か
ら
、
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も
し
、
そ
う
な
ら
浄
土
の
教
え
以
外
は
存

在
意
義
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
延
暦
寺
を
は
じ
め
と
す
る
旧
仏
教
の

諸
派
が
反
対
す
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
当

然
で
す
。
か
れ
ら
は
、
末
法
は
末
法
で
も
、

一
万
年
ま
で
は
修
行
も
で
き
る
し
悟
り
も

開
け
る
と
主
張
し
た
の
で
し
た
。

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
専
修
念
仏
へ
の
弾

圧
は
、
三
年
後
に
は
「
嘉
禄
の
法
難
」
と

呼
ば
れ
る
大
弾
圧
に
発
展
し
、
法
然
聖
人

の
墓
を
暴
き
遺
骨
を
賀
茂
川
に
流
さ
ん
ば

か
り
の
事
態
に
至
る
の
で
し
た
。

そ
の
時
、
親
鸞
聖
人
五
十
二
歳
。
京
都

か
ら
遠
い
関
東
の
地
、
常
陸
国
（
茨
城
県
）

で
ど
の
よ
う
な
思
い
で
、
そ
の
出
来
事
を

聞
い
て
お
ら
れ
た
で
し
ょ
う
。
「
元
仁
元

年
」
に
、
敢
え
て
「
我
が
」
ま
で
付
け
ら

れ
た
の
は
、
専
修
念
仏
者
を
弾
圧
す
る
朝

廷
・
延
暦
寺
に
対
す
る
怒
り
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
民
衆
に
背
を
向
け
て
、
権
力
に

癒
着
す
る
ど
こ
ろ
か
、
権
力
そ
の
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
延
暦
寺
を
代
表
と
す
る

南
都
北
嶺
の
諸
寺
へ
の
嘆
き
が
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
十
七
年

前
、
法
然
聖
人
を
は
じ
め
ご
自
身
も
僧
籍

を
剥
奪
さ
れ
越
後
に
流
罪
と
な
っ
た
承)

元
の
法
難
（
１
２
０
７
）
の
こ
と
も
脳
裏

に
浮
か
ん
で
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

聖
人
が
「
我
が
」
ま
で
付
け
て
「
元
仁

元
年
」
に
こ
だ
わ
ら
れ
た
の
は
、
延
暦
寺

と
朝
廷
の
念
仏
停
止
の
勅
命
に
抗
議
し
、

末
法
の
世
で
は
、
浄
土
の
教
え
の
み
が
十

方
衆
生
（
ど
ん
な
人
で
も
）
が
救
わ
れ
る

道
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
か
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
思
い
は
ま
た
、
親
鸞
聖
人
に
『
教

行
信
証
』
を
書
く
動
機
と
目
的
を
一
層
明

確
に
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
『
教
行

信
証
』
は
、
己
を
死
の
危
険
に
さ
ら
す
ば

か
り
か
、
念
仏
弾
圧
の
好
材
料
に
さ
れ
て

も
や
む
を
得
な
い
ほ
ど
の
書
物
で
す
が
、

そ
れ
で
も
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
元
仁
元
年
を
「
立
教
開
宗
」

の
年
と
近
代
の
先
輩
念
仏
者
が
定
め
た
の

は
、
「
念
仏
停
止
」
と
い
う
外
部
か
ら
の

圧
力
に
屈
せ
ず
、
「
念
仏
往
生
」
の
道
を

貫
く
念
仏
者
の
生
き
方
を
内
外
に
示
し
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

＊
専
修
念
仏･

･
･

浄
土
往
生
の
た
め
に
ひ

た
す
ら
念
仏
の
み
を
称

え
る
こ
と
。
法
然
が
提
唱
。

も
う
一
つ
の
「
立
教
開
宗
」

た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
元
仁
元
年
が
親
鸞
聖
人
ご
自
身
の

*

回
心
、
つ
ま
り
、
浄
土
門
へ
帰
依
さ
れ

え

し

ん

た
時
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
聖
人

の
浄
土
門
へ
の
帰
依
は
、
二
十
年
以
上
遡

る
二
十
九
歳
の
時
で
し
た
。
そ
れ
は
、

『
教
行
信
証
』
の
最
後
の
所
（
後
序
）
に

明
確
に
出
て
き
ま
す
。

愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
酉
の
暦
、

ぐ

と
く
し
ゃ
く

ら
ん

け
ん
に
ん
か
の
と
の
と
り

れ
き

*

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す

ぞ
う
ぎ
ょ
う

す

こ
れ
は
、
聖
人
が
法
然
聖
人
の
も
と
に
一

〇
〇
日
間
通
わ
れ
た
結
果
、
自
力
で
悟
り

を
開
く
こ
と
を
め
ざ
す
聖
道
門
の
教
え
を

し
ょ
う
ど
う
も
ん

棄
て
て
浄
土
門
に
入
ら
れ
た
回
心
を
示
す

言
葉
で
す
。
「
建
仁
辛
酉
の
暦
」
と
は
建

仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
で
す
。
こ
れ
は
聖

人
が
浄
土
真
宗
に
帰
し
た
と
い
う
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
「
浄
土
真
宗
」

を
仏
教
の
一
派
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
浄
土
真
宗
」

と
い
う
と
、
宗
派
の
名
前
だ
と
思
っ
て
お

ら
れ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
は

そ
の
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
聖
人
に
と
っ

て
の
「
浄
土
真
宗
」
は
宗
派
名
で
は
な
く
、

教
え
そ
の
も
の
を
さ
し
て
い
て
、
「
念
仏

し
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
根
本
（
宗
）

と
す
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。
つ
ま
り
、
聖
人
に
と
っ
て
は
浄

土
真
宗
は
そ
の
ま
ま
仏
教
そ
の
も
の
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と

が
明
確
に
な
っ
た
の
が
「
建
仁
辛
酉
の
暦
」

だ
っ
た
の
で
す
。
と
す
る
と
、
こ
の
年
を

以
て
「
立
教
開
宗
」
の
時
と
す
る
こ
と
も

ま
た
妥
当
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
立
教
開
宗
」
を
考
え
る
と
き
、
私
た

ち
は
先
に
述
べ
た
元
仁
元
年
と
建
仁
元
年

の
両
方
を
意
識
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
二
重

の
意
味
を
も
つ
「
立
教
開
宗
」
に
つ
い
て

私
の
思
い
を
最
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
ま

す
。

*

回
心

一
般
的
に
は
宗
教
的
な
意
味
で
の

大
き
な
心
の
転
換
。
浄
土
教
で

は
、
自
力
の
仏
道
か
ら
浄
土
門

へ
入
る
と
大
き
な
心
の
転
換
を

さ
す
。

*

雑
行

自
力
の
要
素
が
残
っ
て
い
る
修
行

建
仁
元
年
の
立
教
開
宗

～
言
葉
と
真
実
と
私

ま
ず
、
二
つ
の
立
教
開
宗
を
区
別
す
る

た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
元
仁

元
年
の
立
教
開
宗
」
「
建
仁
元
年
の
立
教

開
宗
」
と
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

さ
て
、
「
建
仁
元
年
の
立
教
開
宗
」
は

「
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
宗む

ね

と
す
る
」
と
い
う
親
鸞
聖
人
の
浄
土
門
へ

の
帰
依
の
宣
言
で
し
た
。
こ
こ
で
考
え
た

い
の
は
、
そ
の
こ
と
自
体
で
は
な
く
浄
土

教
で
出
て
く
る
た
く
さ
ん
の
抽
象
的
な
言

葉
の
問
題
で
す
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
「
本

願
」
「
念
仏
」
「
浄
土
」
「
信
心
」
ど
れ

一
つ
と
っ
て
も
そ
う
で
す
。
こ
の
言
葉
の

意
味
を
知
ろ
う
と
辞
書
を
読
ん
だ
り
話
を

聞
い
て
も
す
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら

は
、
そ
も
そ
も
言
葉
で
は
語
り
得
な
い
真

実
に
近
づ
く
た
め
の
道
し
る
べ
の
よ
う
な

も
の
だ
か
ら
で
す
。
逆
に
言
う
と
、
こ
れ

ら
の
言
葉
は
非
常
に
深
く
広
い
意
味
を
含
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ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
言
葉
と
真
実
」
と
い
う
問
題
は
仏

教
の
中
で
ず
っ
と
重
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
通
り
に
な
ら
な
い
「
自
己
」

を
加
え
て
三
つ
巴
の
葛
藤
の
中
で
求
め
続

け
悩
み
続
け
て
き
た
の
が
念
仏
者
の
偽
ら

ざ
る
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
な
ぜ

念
仏
な
の
か
」
「
信
心
を
い
た
だ
く
と
は
」

等
々
と
。

そ
れ
は
『
歎
異
抄
』
（
第
九
条
）
の
聖

人
と
唯
円
の
会
話
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

念
仏
申
し
候
ら
え
ど
も
、
勇
躍
歓
喜
の

こ
こ
ろ
お
ろ
そ
か
に
候
ふ
こ
と(

そ
れ

ほ
ど
わ
い
て
き
ま
せ
ん)

、
ま
た
、

急
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
の
候

は
ぬ
は･

･
･

と
親
鸞
聖
人
に
問
い
か
け
る
唯
円
の
言
葉

が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
ま
す
。

私
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
こ
の
「
葛
藤
」

は
、
念
仏
者
に
と
っ
て
必
要
な
葛
藤
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
答
と
お
ぼ
し

き
説
明
を
覚
え
込
ん
で
自
由
に
使
え
る
こ

と
が
信
仰
の
証
で
も
何
で
も
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
て
生
涯
問
い
続
け
、
葛
藤
し
続

け
て
い
い
し
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

の
が
念
仏
者
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま

す
。
そ
れ
で
も
、
な
ぜ
、
歩
み
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
。
聖
人
は
続
い
て
こ
う

答
え
ら
れ
ま
す
。

よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
こ
ろ
を
お
さ
え
て
、

よ
ろ
こ
ば
ざ
る
は
煩
悩
の
所
為
な
り
。

し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、

煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
仰
せ
ら
れ
た
る
こ

と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
か
く
の
ご

と
し
、
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し

ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ

ゆ
る
な
り
。

〈
現
代
語
訳
〉

喜
ぶ
は
ず
の
心
が
抑
え
ら
れ
て
喜
べ
な

い
の
は
、
煩
悩
の
し
わ
ざ
な
の
で
す
。

そ
う
し
た
私
ど
も
で
あ
る
こ
と
を
、
阿

弥
陀
仏
は
は
じ
め
か
ら
知
っ
て
お
ら
れ

て
、
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
身
に
そ
な
え
た

凡
夫
で
あ
る
と
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
本
願
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
私

ど
も
の
た
め
に
お
こ
さ
れ
た
の
か
、
と

気
づ
か
さ
れ
、
ま
す
ま
す
頼
も
し
く
思

わ
れ
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
言
葉
を
聞
く
と
ほ
ん
と
に
安

堵
し
ま
す
。
「
葛
藤
し
て
て
も
よ
い
の
だ
」

と
。
そ
れ
が
煩
悩
具
足
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
の
か
と
知
れ
る
の
で
す
。

元
仁
元
年
の
立
教
開
宗

～
コ
ロ
ナ
と
念
仏
停
止
～

次
に
、
明
治
大
正
期
の
先
輩
念
仏
者
が

定
め
た
「
元
仁
元
年
の
立
教
開
宗
」
に
は
、

「
念
仏
停
止
」
と
い
う
外
部
か
ら
の
圧
力

に
屈
し
な
い
決
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

先
に
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
、

近
世
以
前
に
お
い
て
武
家
・
朝
廷
の
権
門

勢
家
に
お
も
ね
り
、
自
ら
も
そ
の
一
端
を

担
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
え

す
ら
が
歪
め
て
き
た
こ
と
、
こ
う
い
う
こ

と
へ
の
猛
省
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
た

は
ず
で
す
。
少
な
く
と
も
私
は
そ
う
思
い

た
い
。

政
治
権
力
を
代
表
と
す
る
外
部
の
圧
力

と
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
か
は
、
浄
土
真
宗

に
お
い
て
真
俗
二
諦
の
問
題
と
し
て
昔
か

し

ん

ぞ

く

に

た

い

ら
あ
っ
た
問
題
で
す
。
こ
れ
は
現
代
に
お

い
て
も
看
過
で
き
な
い
テ
ー
マ
で
す
が
、

こ
こ
で
は
、
目
線
を
変
え
て
社
会
の
同
調

圧
力
に
つ
い
て
、
「
同
調
す
る
側
」
の
問

題
を
考
え
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。

内
か
ら
の
念
仏
停
止

そ
れ
は
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
の
中
で
感
じ

た
こ
と
な
の
で
す
が
、
「
安
全
」
「
健
康
」

と
い
う
社
会
的
に
善
と
さ
れ
る
価
値
観
に

従
っ
て
法
要
・
聴
聞
の
場
を
自
ら
制
限
し

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
自
ら
「
念
仏
停
止
」

を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
同
調

圧
力
に
従
っ
た
の
か
、
安
全
・
健
康
を
重

視
し
た
主
体
的
判
断
だ
っ
た
の
か
、
果
た

し
て
ど
っ
ち
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
宗

派
に
よ
っ
て
は
、
ウ
ィ
ル
ス
撲
滅
の
た
め

の
法
要
や
祈
祷
ま
で
行
わ
れ
た
と
聞
き
ま

す
。
我
が
宗
派
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
「
（
飢
饉
や
悪
疫
で
多
く

が
亡
く
な
っ
た
こ
と
）
は
悲
し
い
こ
と
だ

が
、
そ
れ
は
無
常
の
道
理
で
あ
る
」
（
親

鸞
聖
人
御
消
息
十
六
通
）
と
述
べ
ら
れ
た

親
鸞
聖
人
の
よ
う
に
言
い
切
れ
な
い
私
、

無
難
な
方
を
選
ん
で
い
た
私
が
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
自
己
防
衛
的
な
心
理
が
働
く
、

内
な
る
同
調
圧
力
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
「
念
仏
停
止
」
の
圧
力
は
外
か
ら

と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。
あ
る
意
味
で
は

外
部
か
ら
の
圧
力
よ
り
も
難
敵
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
よ
く
よ
く
考
え
た
い
も
の
で

す
。

「
新
領
解
文
」

～
「
正
し
さ
」
が
対
立
と
排
除
を
生
む

最
後
に
も
う
一
点
述
べ
ま
す
。
今
回
の

慶
讃
法
要
を
機
に
、
宗
門
で
は
新
し
い
領

解
文
を
作
成
し
、
全
門
徒
が
拝
読･

唱
和

す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
そ
の
内
容
に
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
が
、

「
正
し
い
」
教
え
が
ご
門
主
の
名
の
下
に

示
さ
れ
、
同
調
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
教
え
が
「
正
し
く
伝
わ
る
」

こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
、

誰
か
が
「
正
し
さ
」
を
決
め
て
、
そ
れ
に

従
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
正
し
さ
は
「
伝
わ
る
」
も
の
で

あ
っ
て
、
誤
解
を
怖
れ
ず
言
う
と
、
「
伝

え
る
」
も
の
で
は
な
い
、
少
な
く
と
も
、

宗
教
的
な
真
実
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と

私
は
思
い
ま
す
。
「
伝
え
る
」
意
識
が
強

く
な
り
過
ぎ
る
と
、
「
伝
え
る
」
こ
と
が

自
己
目
的
化
し
て
し
ま
い
、
そ
の
方
法
や

第６５号 浄土真宗本願寺派（西）湖南山 永順寺報 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:www.konanzan-eijunji.com/ 2023(令和5)年4月8日

4



手
段
だ
け
が
関
心
事
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
そ
の
「
正
し
さ
」
が
対
立
と
排

除
を
生
む
、
そ
う
い
う
危
機
感
を
今
感
じ

て
い
ま
す
。

「
仏
典
結
集
」
と
現
代

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
「
仏
典
結
集
」

を
思
い
出
し
ま
し
た
。
仏
弟
子
阿
難
が
記

憶
し
て
い
た
釈
尊
の
言
葉
を
長
老
た
ち
の

前
で
語
り
、
仏
の
教
え
に
相
応
し
て
い
る

と
皆
が
認
め
れ
ば
仏
の
教
え
と
認
定
さ
れ

た
の
で
し
た
。
今
回
の
新
領
解
文
で
は
こ

れ
に
匹
敵
す
る
制
定
過
程
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
結
果
的
に
で
す
が
、
勧
学
寮

や
司
教
方
を
始
め
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人

が
疑
義
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
な
い
か
ら

起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
や
は
り
、
こ
こ
で
一

度
立
ち
止
ま
っ
て
再
考
す
る
こ
と
が
必
要

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

国
の
政
治
で
あ
れ
ば
、
権
力
に
対
す
る

チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
制
度
的
に
も
社
会
の
中

に
も
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

や
世
論
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
始
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
も
そ
の
よ
う
な
社
会
的
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
宗
教
教
団
の
場
合

は
、
そ
う
い
う
機
能
が
制
度
的
に
も
社
会

的
に
も
弱
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
を

思
う
と
、
今
こ
れ
だ
け
異
論
が
噴
出
し
て

い
る
こ
と
は
、
宗
門
の
健
全
性
を
示
し
て

い
る
と
も
い
え
ま
す
が
、
同
時
に
、
宗
門

の
責
任
あ
る
方
々
が
そ
れ
に
応
じ
る
か
ど

う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

ぜ
ひ
、
宗
門
挙
げ
て
考
え
て
み
よ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

最
後
に
、
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』

か
ら
引
用
し
て
終
わ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

順
誓
申
さ
れ
し
と
［
云
々
］
。
常
に

は
わ
が
ま
へ
に
て
は
い
は
ず
し
て
、
後

言
い
ふ
と
て
腹
立
す
る
こ
と
な
り
。
わ

れ
は
さ
や
う
に
は
存
ぜ
ず
候
ふ
。
わ
が

ま
へ
に
て
申
し
に
く
く
は
、
か
げ
に
て

な
り
と
も
わ
が
わ
ろ
き
こ
と
を
申
さ
れ

よ
。
聞
き
て
心
中
を
な
ほ
す
べ
き
よ
し

申
さ
れ
候
ふ
。

〈
口
語
訳
〉

順
誓
が
、
「
世
間
の
人
は
、
自
分
の
前

で
は
何
も
い
わ
ず
に
、
陰
で
悪
口
を
い

う
と
い
っ
て
腹
を
立
て
る
も
の
が
あ
る
。

だ
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
面
と

向
か
っ
て
い
い
に
く
い
の
で
あ
れ
ば
、

私
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
も
よ
い
か
ら
、

私
の
悪
い
と
こ
ろ
を
い
っ
て
も
ら
い
た

い
。
そ
れ
を
伝
え
聞
い
て
、
そ
の
悪
い

と
こ
ろ
を
直
し
た
い
の
で
あ
る
」
と
い

わ
れ
ま
し
た
。

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』

（
現
代
語
訳
）
本
願
寺
よ
り
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