
新
し
い
『
領
解
文
』
（
浄
土
真
宗

の
み
教
え
）
が
御
門
主
の
ご
消
息
と

し
ょ
う
そ
く

し
て
発
布
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

宗
門
内
外
か
ら
意
見
や
批
判
が
相
次

い
で
い
る
現
状
で
す
。
全
国
紙
で
も

報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
住
職
を

し
て
い
る
寺
の
ご
門
徒
か
ら
も
、
こ

れ
ま
で
聞
い
て
き
た
浄
土
真
宗
の
教

え
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
も
出
て
い
ま
す
。
「
新
し
い

『
領
解
文
』
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
」

（
以
下
、
『
新
領
解
文
』
）
へ
の
種
々

の
声
に
対
し
て
宗
派
と
し
て
見
解
を

示
し
て
ほ
し
い
と
直
接
本
山
に
要
望

の
手
紙
を
出
さ
れ
た
方
も
お
ら
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
声
や
行
動
を
知
り
、

私
自
身
も
『
新
領
解
文
』
に
つ
い
て

の
見
解
を
文
書
に
す
る
こ
と
に
致
し

ま
し
た
。

教
学
的
に
不
十
分
な
点
や
思
い
違

い
等
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
一

宗
門
人
と
し
て
の
私
の
思
い
を
率
直

に
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

「
私
た
ち
の
意
見
」
は
門
徒
総
代

の
賛
同
を
得
て
二
〇
二
三
年
六
月
一

日
付
で
総
局
に
提
出
し
、
回
答
を
お

願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

皆
様
に
も
こ
の
「
私
た
ち
の
意
見
」

を
お
読
み
下
さ
り
、
ご
賛
同
頂
け
れ

ば
幸
い
で
す
が
、
そ
う
で
な
く
と
も
、

こ
れ
だ
け
社
会
に
広
が
っ
た
状
況
の

中
で
、
何
ら
か
の
意
見
や
感
想
を
、

賛
否
に
か
か
わ
ら
ず
述
べ
る
こ
と
も

大
事
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

み
な
さ
ん
、
ご
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ

う
。
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

二
〇
二
三
年
六
月
二
十
二
日

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
永
順
寺

住

職

石

川

教

夫

は
じ
め
に

ま
ず
、｢

領
解｣

と
い
う
言
葉
に
触

り

ょ
う
げ

れ
て
お
き
ま
す
。
「
領
解
」
と
は
、

「
教
え
」
に
つ
い
て
の
「
自
分
の
受

け
止
め
」
で
あ
り
「
教
え
」
そ
の
も

の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
な

理
解
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
標
題
下
に

「(

浄
土
真
宗
の
み
教
え)

」
と
書
か

れ
て
い
る
の
で
、
「
こ
れ
は
領
解
で

は
あ
る
が
『
教
え
（
教
義
）
』
で
も

あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

い
っ
た
い
、
個
人
的
な
受
け
止
め
で

あ
る
「
領
解
」
と
「
教
え
」
の
関
係

は
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。ひ

る
が
え
っ
て
、
今
、
私
た
ち
が

頂
い
て
い
る
浄
土
真
宗
の
教
え
も
、

元
を
辿
れ
ば
親
鸞
聖
人
に
よ
る
仏
教

の
「
受
け
止
め＝

領
解
」
で
は
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
「
領
解
」
が

普
遍
的
（
時
代
や
社
会
を
越
え
て
あ

ふ

へ

ん

て

き

て
は
ま
る
こ
と
）
で
あ
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
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新
し
い
領
解
文
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）

り

ょ

う

げ
も
ん

南
無
阿
弥
陀
仏

「
わ
れ
に
ま
か
せ
よ

そ
の
ま
ま
救
う
」
の

弥
陀
の
よ
び
声

み

だ

私
の
煩
悩
と
仏
の
さ
と
り
は
本
来
一
つ
ゆ
え
①

ぼ

ん

の

う

ほ
と
け

「
そ
の
ま
ま
救
う
」
②
が

弥
陀
の
よ
び
声

あ
り
が
と
う

と
い
た
だ
い
て

こ
の
愚
身
を
ま
か
す

こ
の
ま
ま
で
③

み

救
い
取
と
ら
れ
る

自
然
の
浄
土

じ

ね

ん

じ

ょ

う

ど

仏
恩
報
謝
④
の

お
念
仏

ぶ

っ

と

ん

ほ

う

し

ゃ

ね

ん

ぶ

つ

こ
れ
も
ひ
と
え
に

宗
祖
親
鸞
聖
人
と

し

ゅ

う

そ
し

ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

法
灯
を
伝
承
さ
れ
た

歴
代
宗
主
⑤
の

れ

き

だ

い
し
ゅ
う
し
ゅ

尊
い
お
導
き
に

よ
る
も
の
で
す

み
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
に
生
き
る
者
と
な
り

少
し
ず
つ

執
わ
れ
の
心
を

離
れ
ま
す
⑥

と

ら

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
て

む
さ
ぼ
り

い
か
り
に

流
さ
れ
ず
⑦

穏
や
か
な
顔
と

優
し
い
言
葉
⑧

喜
び
も

悲
し
み
も

分
か
ち
合
い

日
々
に

精
一
杯

つ
と
め
ま
す

令
和
五
年
一
月
十
六
日

龍
谷
門
主

釋
専
如

新
し
い
領
解
文(

浄
土
真
宗
の
み
教
え)

り

ょ
う
げ
も
ん

～
私
た
ち
の
意
見
～



し
ょ
う
か
。
普
遍
的
で
あ
れ
ば
自
ず
か

ら
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。

そ
こ
が
「
新
領
解
文
」
を
考
え
る
際
の
、

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
普
遍
性
の
有
無
を

我
々
が
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

特
定
の
見
解
や
思
想
が
普
遍
的
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
お
そ
ら
く
、
自
由
な
批

判
・
検
証
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
然
に
決
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
歴
史
が
証
明
し
て
い
る

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
従
っ
て
、

総
局
が
い
わ
れ
る
よ
う
な
「
次
回
の
宗

勢
基
本
調
査
（
二
〇
二
六
年
予
定
）
に

お
い
て
、
寺
院
行
事
で
の
一
〇
〇
％
唱

和
を
め
ざ
す
」
と
い
っ
た
性
急
な
進
め

方
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
は
思
え
ま

せ
ん
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
最
後
に

触
れ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

以
下
、
内
容
に
関
し
て
ま
ず
思
う
と

こ
ろ
を
述
べ
、
次
い
で
、
全
体
を
通
し

て
感
じ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
さ
せ
て
頂
く

こ
と
に
し
ま
す
。

１

文
言
に
沿
っ
て

①
「
わ
た
し
の
煩
悩
と
仏
の
悟
り
が
本

来
一
つ
」
は
、
勧
学
寮
の
『
解
説
』
に

か
ん
が
く
り
ょ
う

よ
る
と
「
（
阿
弥
陀
如
来
の
）
智
慧
の

あ

み

だ

に

ょ

ら

い

眼
で
眺
め
た
時
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
観
想
や
瞑

想
に
よ
っ
て
到
達
で
き
る
高
い
境
地
で

あ
り
、
凡
夫
の
た
め
の
教
え
で
あ
る
浄

土
真
宗
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

阿
弥
陀
如
来
が
一
人
も
残
さ
ず
必
ず

救
う
と
誓
願
を
お
こ
さ
れ
た
と
さ
れ
る

せ

い
が
ん

の
は
、
我
々
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
だ
か

ぼ

ん

の

う

ぐ

そ

く

ぼ

ん

ぶ

ら
で
す
。
誓
願
が
お
こ
さ
れ
た
こ
と
と

凡
夫
の
煩
悩
具
足
は
不
即
不
離
で
す
。

ぼ

ん

ぶ

ぼ

ん

の

う

ぐ

そ

く

ふ

そ

く

ふ

り

し
か
し
、
そ
れ
は
「
煩
悩
と
さ
と
り
が

一
つ
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
「
わ
た
し
の
煩
悩
と･

･
･

」
と
、

「
私
の
」
が
付
け
ら
れ
、
そ
れ
が
「
仏

の
さ
と
り
と
本
来
一
つ
」
と
い
わ
れ
る

と
、
教
え
を
求
め
る
歩
み
が
止
ま
っ
て

し
ま
う
気
が
し
ま
す
。
あ
る
い
は
、

「
私
は
す
で
に
さ
と
っ
て
い
る
」
と
い
っ

た
傲
慢
を
生
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ご

う
ま
ん

い
ず
れ
に
し
て
も
、
浄
土
真
宗
に
は

そ
ぐ
は
な
い
領
解
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

②
「
そ
の
ま
ま
」
と
は
、
「
煩
悩
を
断

た
な
く
て
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
私
た
ち
が
煩
悩
を
断
と
う
に
も

断
て
な
い
「
煩
悩
具
足
」
の
存
在
で
あ

る
か
ら
こ
そ
「
救
わ
れ
る
」
対
象
な
の

だ
と
い
う
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
逆
説

的
な
救
い
の
原
理
を
意
味
す
る
言
葉
だ

と
思
い
ま
す
。
「
煩
悩
具
足
」
と
「
救

い
」
は
不
即
不
離
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

「
阿
弥
陀
如
来→

私
」
と
い
う
方
向
性

を
も
っ
た
救
い
を
意
味
し
て
い
る
の
が

「
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
「
煩
悩
具
足
」
と
い
う

言
葉
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
り
す
ぎ
て
、

身
近
な
煩
悩
の
例
話
を
聞
く
と
「
確
か

に
自
分
に
も
あ
る
」
と
わ
か
っ
た
気
が

し
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
、
最
近
の
重

大
事
件
の
報
道
を
見
て
い
て
も
思
う
の

で
す
が
、
煩
悩
の
根
は
も
っ
と
深
く
、

私
た
ち
に
は
そ
の
深
さ
す
ら
わ
か
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
わ

が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ

ら
ず
」
（
『
歎
異
鈔
』
）
と
は
そ
う
い

た

ん
に
し
ょ
う

う
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
「
煩
悩
具
足
」
は
私
た
ち
の

認
識
を
越
え
た
深
い
闇
を
も
含
ん
で
い

て
、
「
そ
の
ま
ま
」
は
そ
の
領
域
ま
で

も
含
め
た
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
。

③
「
そ
の
ま
ま
」
が
、
右
の
よ
う
な
意

味
だ
と
す
る
と
、

そ
れ
を
「
こ
の
ま

ま
で
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
「
こ
の

ま
ま
で
」
は
、
自
分
は
救
わ
れ
る
存
在

で
あ
る
と
自
認
し
て
い
る
言
葉
だ
か
ら

で
す
。
「
救
い
」
は
阿
弥
陀
如
来
の
領

分
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

「
こ
の
ま
ま
」
は
、
「
阿
弥
陀
如
来

→

私
」
で
は
な
く
、
「
私→

私
」
と
い

う
自
己
肯
定
の
図
式
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

別
の
視
点
か
ら
も
う
一
言
加
え
る
と
、

私
た
ち
は
自
分
に
都
合
よ
く
解
釈
を
し

ま
す
か
ら
、
「
『
こ
の
ま
ま
』
で
よ
い

の
な
ら
何
を
し
て
も
救
わ
れ
る
の
だ
」

と
（
「
造
悪
無
碍
」
）
と
い
う
誤
っ
た

ぞ

う

あ

く

む

げ

理
解
に
陥
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
法

然
・
親
鸞
が
強
く
戒
め
ら
れ
た
異
議
で

す
。
誤
解
を
生
み
や
す
い
表
現
は
避
け

た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

④
「
仏
恩
報
謝
」
の
「
仏
恩
（
仏
さ
ま

ぶ

っ

と
ん
ほ
う
し
ゃ

ぶ

っ
と
ん

の
ご
恩
）
」
と
は

念
仏
往
生
の
教
え

ね
ん
ぶ
つ
お
う
じ
ょ
う

を
明
ら
か
に
し
て
頂
い
た
こ
と
を
さ
し

ま
す
。
「
報
謝
」
は
そ
の
仏
恩
に
報
い

ほ

う
し
ゃ

て
「
感
謝
の
お
も
い
」
か
ら
念
仏
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
本
願
寺
派

の
通
常
の
解
釈
で
す
。

で
は
、
「
感
謝
の
お
も
い
」
が
出
て

こ
な
い
人
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
お
も
い
が
出
て
く
る
ま
で
そ
の
人

は
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。私

は
、
「
感
謝
の
お
も
い
」
が
出
て

き
て
も
出
て
こ
な
く
て
も
、
喜
べ
て
も

喜
べ
な
く
て
も
「
念
仏
す
る
こ
と
」
が

「
報
恩
」
だ
と
領
解
し
て
い
ま
す
。
こ
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れ
な
ら
私
に
も
で
き
ま
す
。
そ
う
で
な
い

と
、
「
お
も
い
」
が
出
る
人
は
救
わ
れ
、

出
な
い
人
は
救
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
は
、
念
仏
す
る

人
を
区
別
な
く
救
う
教
え
で
は
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
か
。

⑤
「
歴
代
宗
主
」
と
は
先
代
以
前
を
指
す

と
思
わ
れ
ま

す
が
、
現
御
門
主
も
い
ず

れ
そ
の
お
一
人
に
な
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、

「
尊
い
お
導
き
」
は
ご
自
分
を
指
す
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
親
鸞
聖
人
と

歴
代
宗
主
が
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
す
が
に
こ
れ
は
も
う
少
し
控
え
め
に
書

い
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
我
々
に
念
仏
を
伝
え
て
下
さ
っ

た
の
は
、
親
・
祖
父
母
や
先
輩
念
仏
者
で

は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
法
蔵
菩
薩
が

『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
第
十
七
願
で
「
我

が
名
を
称
え
て
く
れ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば

私
は
さ
と
り
を
ひ
ら
か
な
い
」
と
願
わ
れ

た
十
方
無
量
の
諸
仏
と
は
、
そ
れ
ら
の
方
々

が
称
え
ら
れ
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
念

仏
（
名
号
）
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
私
は

み
ょ
う
ご
う

頂
い
て
い
ま
す
。

⑥
～
⑧
「
執
わ
れ
の
心
を
離
れ
」
、

と
ら

「
む
さ
ぼ
り
い
か
り
に
流
さ
れ
」
な
い
の

な
ら
、
浄
土
真
宗
の
教
え
は
不
要
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
な
れ
な
い
か
ら
浄
土
真
宗

が
ひ
ら
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
か
。

と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
努
力
が

無
意
味
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
「
執
わ
れ
の

心
を
離
れ
ま
す
」
「
精
一
杯
つ
と
め
ま
す
」

と
い
う
の
は
、
「
自
ず
か
ら
そ
う
な
る
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
「
意
志
」
を
示

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
の

通
り
に
は
な
れ
な
い
と
わ
か
り
つ
つ
、
浄

土
真
宗
の
教
え
か
ら
導
か
れ
る
、
い
わ
ば
、

真
宗
的
生
活
規
範
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
あ
り
得
な
い
こ
と
は
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
一
歩
間
違
う
と
浄
土
真
宗
が

道
徳
教
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
は
ら

ん
で
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
は
道
徳
が
破
綻

は

た

ん

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
宗
教
だ
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
こ
の
箇
所
に
含
ま
れ
る
問
題
は
、

浄
土
真
宗
の
生
命
線
に
関
わ
る
と
言
っ
て

も
言
い
す
ぎ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

道
徳
は
不
要
な
ど
と
と
い
う
つ
も
り
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
宗
教
と
道
徳
の
違
い
は
、

言
語
化
が
不
可
能
な
領
域
を
含
ん
で
い
る

か
ど
う
か
で
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
わ
か
り
や
す
さ
」

の
問
題
と
か
ら
め
て
次
の
節
で
述
べ
た
い

と
思
い
ま
す
。

２
．
全
体
を
と
お
し
て

（
１
）
「
わ
か
り
や
す
さ
」
と
い
う
誘
惑

ご
門
主
が
以
前
に
出
さ
れ
た
ご
親
教

や
、
今
回
の
「
ご
消
息
」
発
布
に
際
し
て

の
前
文
に
「
わ
か
り
や
す
さ
」
と
「
正
し

さ
」
と
い
う
言
葉
が
た
び
た
び
登
場
し
ま

す
。
こ
れ
ら
は
魅
力
的
な
言
葉
で
す
が
、

注
意
の
必
要
な
言
葉
で
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
、
「
わ
か
り
や
す
さ
」
と
い
う

こ
と
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。

『

阿

弥

陀

経

』

の

中

に

あ

み

だ

き

ょ

う

「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
と
い
う
言
葉

あ

の

く

た

ら

さ

ん

み

ゃ

く

さ

ん

ぼ

だ

い

が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
仏
の
こ
の
上

な
い
さ
と
り
を
意
味
す
る
言
葉
な
の
で
す

が
、
原
語
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
「
ア
ヌ
ッ

タ
ラ
・
サ
ッ
ミ
ャ
ッ
ク
・
サ
ン
ボ
ー
デ
ィ
」

の
音
写
語
で
す
。
敢
え
て
、
中
国
の
言
葉

に
訳
さ
な
か
っ
た
の
で
す
。
後
代
の
学
僧

が
「
無
上
正
真
道
」
な
ど
の
訳
語
を
当
て

む

じ
ょ
う
し
ょ
う
し
ん
ど
う

て
い
ま
す
が
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
漢
訳
者

は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
ど
う
し

て
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、
仏
教
の
「
さ
と
り
」
と

い
う
概
念
が
、
中
国
に
は
な
か
っ
た
た
め

に
、
中
国
の
言
葉
に
訳
し
て
し
ま
う
と
、

誤
解
を
受
け
た
り
、
中
国
的
な
理
解
に
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
え
て

漢
訳
し
な
か
っ
た
の
で
す
。

仏
教
の
わ
か
り
に
く
さ
の
理
由
の
一
つ

は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
単
に
翻
訳

の
問
題
で
は
な
く
、
言
葉
で
は
容
易
に
は

説
明
し
き
れ
な
い
「
さ
と
り
」
や
「
真
実
」

が
重
要
な
核
心
部
分
と
な
っ
て
い
る
の
が

仏
教
だ
か
ら
で
す
。

で
も
、
私
た
ち
は
や
は
り
「
わ
か
り
た

い
」
し
「
わ
か
り
や
す
さ
」
に
誘
惑
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
間
違
っ
て
は
い

な
い
の
で
す
が
、
「
さ
と
り
」
や
「
真
実
」

を
歪
め
て
し
ま
う
こ
と
も
知
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
歪
め
て
し
ま
う
」
と
い
い
ま
し
た
が
、

先
に
述
べ
た
「
道
徳
化
」
も
そ
う
で
す
が
、

言
語
化
す
る
こ
と
自
体
が
歪
め
る
こ
と
で

も
あ
る
の
で
す
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、

今
回
の
『
新
領
解
文
』
は
そ
の
誘
惑
の
罠

に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
感
も
な
い
と
は
い

え
ま
せ
ん
。

（
２
）
「
正
し
さ
」
と
い
う
落
と
し
穴

・
真
実
と
繋
が
る
言
葉
と
伝
道

「
念
仏
の
声
を
子
や
孫
へ
」
と
い
う
本

願
寺
派
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
か
つ
て
あ
り
ま

し
た
。
「
諸
仏
が
我
が
名
を
称
え
る
よ
う

に
な
ら
な
け
れ
ば
さ
と
り
は
ひ
ら
か
な
い
」

と
誓
わ
れ
た
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
重
な
っ

て
聞
こ
え
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
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私
は
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
「
な
ぜ
念
仏
か
」

と
い
う
こ
と
を
悩
み
続
け
、
聞
き
続
け
て

き
た
一
僧
侶
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
で
も
、

こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
、
寺
か
ら
の
封
筒
に

印
刷
し
て
い
ま
す
。

我
田
引
水
と
わ
か
っ
て
上
で
い
い
ま
す
が
、

仏
教
の
言
葉
、
真
宗
の
言
葉
は
、
そ
れ
だ

け
人
を
惹
き
つ
け
る
力
、
真
実
に
繋
が
る

力
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

「
念
仏
」
以
外
に
も
「
本
願
」
「
浄
土
」

「
他
力
」
「
阿
弥
陀
仏
」
等
々
。
こ
う
い

う
真
実
に
繋
が
る
言
葉
に
つ
い
て
、
伝
道

者
自
身
も
苦
悩
格
闘
し
な
が
ら
、
自
分
の

領
解
を
語
っ
て
い
く
こ
と
が
伝
道
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

今
、
「
新
領
解
文
」
が
「
正
し
い
教
え
」

と
し
て
ご
門
主
の
名
の
下
に
示
さ
れ
、
同

調
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
伝
道

者
の
苦
悩
も
格
闘
も
必
要
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
主
観
は
排
除
し
て
進

め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
。

本
来
の
伝
道
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の

か
。
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

・
「
伝
え
る
」
と
「
伝
わ
る
」

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
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
普

遍
性
の
問
題
と
繋
が
り
ま
す
。
伝
道
者
が

真
実
と
向
き
合
っ
て
い
る
そ
の
生
身
の
姿

に
よ
っ
て
こ
そ
「
伝
わ
る
」
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

総
局
は
「
伝
え
る
伝
道
か
ら
伝
わ
る
伝

道
」
を
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
拝
読
・

唱
和
を
強
く
求
め
る
こ
と
は
、
「
伝
え
る

伝
道
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
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
手
段
だ
け
が
関
心
事
と
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
対
立
と

排
除
を
生
む
、
ま
さ
に
今
そ
う
い
う
状
況

に
陥
り
か
け
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

・
正
し
さ
の
担
保

「
新
領
解
文
」
は
、
「
ご
門
主
の
ご
消

息
」
に
よ
っ
て
「
正
し
さ
」
を
担
保
し
て

推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。

「
正
し
さ
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
担
保

さ
れ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
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
。
こ
れ
が
「
正
し
さ
」
を
担

保
す
る
一
つ
の
方
法
で
す
。

今
回
の
『
新
領
解
文
』
で
は
こ
れ
に
匹

敵
す
る
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
制
定
過
程

に
お
い
て
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
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
方
々

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
。

つ
ま
り
、
「
正
し
さ
」
が
正
し
く
担
保
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
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
で
し
ょ

う
か
。

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
。

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
に
、
上

人
の
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
っ
て

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
。

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
。

〈
現
代
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
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こ
れ
は
、
宗
門
人
に
限
ら
ず
、
責
任
あ

る
立
場
の
者
が
常
に
心
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
３
）
「
一
〇
〇
％
唱
和
」
の
危
険
性

宗
派
は
『
新
領
解
文
』
の
拝
読
唱
和
を

こ
れ
ま
で
に
な
い
よ
う
な
決
意
で
推
進
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
は
「
次

回
の
宗
勢
基
本
調
査
（
二
〇
二
六
年
予
定
）

に
お
い
て
、
寺
院
行
事
で
の
一
〇
〇
％
唱

和
を
め
ざ
す
」
（
『
宗
報
』
２
０
２
３
．

４
月
号
、
七
九
頁
）
と
い
う
言
葉
に
如
実

に
表
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
一
〇
〇
％
唱
和
」
と
い
う
言
葉
に
潜
む

危
険
性
に
総
局
は
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。

「
一
〇
〇
％
」
は
、
例
外
を
認
め
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
（
２
）
「
『
正
し
さ
』

と
い
う
落
と
し
穴
」
で
述
べ
た
こ
と
と
も

関
連
し
ま
す
が
、
何
か
を
絶
対
善
と
し
て
、

そ
の
励
行
や
信
順
を
例
外
な
く
求
め
る
こ

と
は
、
反
対
派
や
少
数
派
の
排
除
、
あ
る

い
は
、
人
間
の
個
性
の
否
定
に
す
ら
繋
が

り
か
ね
な
い
、
そ
う
い
う
危
険
性
を
は
ら

ん
で
い
る
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
、
就
業
上
宗
務
員
は
上
長
宗

務
員
（
一
般
の
上
司
）
の
命
に
従
わ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
人
権
規
定
が
直
接
的

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も

「
内
心
の
自
由
（
思
想
及
び
良
心
の
自
由
）
」

が
犯
さ
れ
る
事
態
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

「
信
教
の
自
由
」
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る

「
信
教
の
告
白
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
」

「
信
仰
に
反
す
る
行
為
を
拒
否
す
る
自
由
」

に
も
か
か
わ
り
ま
す
。

こ
れ
が
も
し
教
団
内
部
で
は
な
く
、
た

と
え
ば
、
公
的
機
関
が
思
想
信
条
に
関
わ

る
国
家
理
念
や
道
徳
を
国
民
に
一
〇
〇
％

の
信
順
を
求
め
た
と
し
た
ら
、
人
権
に
関

わ
る
大
問
題
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

結
び
に
か
え
て

私
た
ち
宗
教
者
は
憲
法
や
法
律
上
の
人

権
規
定
の
制
約
を
直
接
は
受
け
ま
せ
ん
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
無
関
係
と
い
う
わ
け
で

は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
そ
れ

ら
に
代
わ
る
よ
り
高
い
宗
教
的
倫
理
を
自

ら
構
築
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
際
重
要
な
こ
と
は
、
信
仰
は
あ
く

ま
で
も
個
人
の
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
浄
土
教
は
本
質
的

に
阿
弥
陀
如
来
と
私
と
の
関
係
に
お
い
て

語
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
教

団
は
そ
の
よ
う
な
個
の
信
仰
を
守
る
た
め

の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
一
義
的
に
重
要
な

の
で
す
。

本
願
名
号
を
聞
信
し
念
仏
す
る
人
々
の

ほ
ん
が
ん
み
ょ
う
ご
う

も

ん
し
ん

ね

ん
ぶ
つ

同
朋
教
団

ど
う
ぼ
う
き
ょ
う
だ
ん

「
『
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
制
』
前
文
」

こ
れ
が
我
ら
の
教
団
で
す
。
こ
こ
に
立

脚
す
る
と
き
、
『
新
領
解
文
』
の
内
容
、

制
定
・
推
進
方
法
等
は
、
果
た
し
て
、
こ

れ
に
合
致
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

『
新
領
解
文
』
の
原
形
は
、
す
で
に
、

「
念
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
」
（
二
〇
一

六
年
の
ご
親
教
）
、
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」

（
二
〇
一
八
年
ご
親
教
）
、
「
浄
土
真
宗

の
み
教
え
」
（
二
〇
二
一
年
ご
親
教
）
で

公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
ど
う
し

て
声
が
上
が
ら
な
か
っ
た
の
か
不
思
議
で

す
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
種
々
の
意
見
が
湧
出
し
て

く
る
と
い
う
こ
と
は
、
制
定
過
程
の
ど
こ

か
、
あ
る
い
は
、
宗
門
の
組
織
・
機
構
に

不
具
合
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

総
局
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う

な
状
況
に
鑑
み
ら
れ
ま
し
て
、
種
々
の
観

点
か
ら
再
検
討
を
し
て
頂
く
と
と
も
に
、

当
面
に
お
い
て
は
、
拝
読
唱
和
を
積
極
的

に
推
進
す
る
こ
と
を
控
え
て
頂
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
「
私
た
ち
の
意
見
」

の
む
す
び
と
し
ま
す
。

◎
総
局
に
提
出
し
た
意
見
書
に
は
住
職
と

総
代
五
名
の
実
名
を
記
載
し
ま
し
た
が
、

不
特
定
多
数
に
公
開
さ
れ
る
ウ
ェ
ブ
上
に
お

い
て
は
、
寺
院
名
と
住
職
の
氏
名
の
み
記
載

し
ま
し
た
。

特別号 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6月25日

5


