
聖

徳

皇

の

め

ぐ

み

は

じ

め

に

 

わ
が
親
鸞
聖
人
が
、

い
か
に
聖
徳
太
子
を
讃
仰
し
尊
崇
さ
れ
た 

か
に
つ
い
て
は
、
聖

人

ご

撰

述

の

和

讃

の

中

に

『
正
像
末
和
讃
』 

所

収

の

「
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
」
を
は
じ
め
、

七

十

五

首

の

『
皇
太 

子
聖
徳
奉
讃
』

と
、

百

十

四

首

の

『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子 

奉
讃
』
が
あ
る
事
か
ら
充
分
に
う
か
が
い
う
る
が
、
実
は
こ
の
三 

種
の
和
讃
は
、
聖
徳
太
子
が
日
本
の
国
に
仏
教
を
弘
め
ら
れ
た
事 

と
、
自
ら
方
便
し
て
末
法
の
有
情
を
哀
れ
み
た
ま
う
と
言
う
点
に 

お
い
て
一
貫
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て' 

直

接

「
よ 

き
ひ
と
の
仰
」(

歎
異
抄
二)

に

よ

っ

て

「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に 

た
す
け
ま
ゐ
ら
す
べ
し
」(

同
上)

と
本
願
の
教
に
帰
し
え
ら
れ
た 

聖
人
が
、
そ
の
生
涯
を
通
し
て
、

よ
き
ひ
と
法
然
上
人
に
対
す
る 

知
恩
報
徳
の
ま
こ
と
を
尺
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
主
著
『
教
行
信
証
』

細

行 

信

の
撰
述
の
上
に
、
あ

る

い

は

具

体

的

に

『
高
僧
和
讃
』

の

「
源
空 

讃
」

に
よ
っ
て
知
ら
れ
、

ま
た
ご
消
息
よ
り
も
う
か
が
わ
れ
る
が 

こ
の
よ
う
な
法
然
上
人
に
対
す
る
恩
徳
と
共
に
、
聖
徳
太
子
の
恩 

徳
に
対
す
る
報
恩
感
情
も
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の 

で
あ
る
。

こ

れ

に

関

し
て

覚
如
上
人
が

『
親
鸞
伝
絵
』(

上
ノ
三) 

に

「
大
師
聖
人
す
な
は
ち
勢
至
の
化
身
、
太
子
ま
た
観
音
の
垂
迹 

な
り
、

こ
の
ゆ
へ
に
わ
れ
二
菩
薩
の
引
導
に
順
じ
て
如
来
の
本
願 

を
ひ
ろ
む
る
に
あ
り
、
真
宗
因
茲
興
し
、
念
仏
由
斯
煽
也
」

と
述 

べ
ら
れ
る
如
く
、
聖
人
が

真

宗

念

仏

の

実

践

・
弘
通
に
あ
た
っ
て 

法
然
上
人
と
聖
徳
太
子
の
恩
徳
を
謝
念
さ
れ
た
こ
と
は
、

ま
こ
と 

に
尽
し
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

さ
れ
ば
今
、
特
に 

聖
徳
太
子
に
関
し
て
、
聖

人

み

ず

か

ら

用

い

ら

れ

る

「
め
ぐ
み
」 

-

「
あ
は
れ
み
」
あ

る

い

は

「
示
現
」

，

「
護
持
養
育
」

と
い
う 

表
現
に
お
い
て
、

そ
の
讃
嘆
さ
れ
る
こ
と
の
内
容
を
管
窺
し
て
ゆ
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き
た
い
。

一
 

ま
ず
、
和
讃
に
み
え
る
聖
人
の
太
子
尊
崇
は
、
そ
の
時
代
に
お 

け
る
太
子
信
仰
の
中
に
あ
っ
て
、
特
筆
す
べ
き
事
で
あ
っ
た
と
思 

わ
れ
る
。
即
ち
鎌
倉
時
代
、
太
子
に
関
す

る
影
像
が
奈
良
，
京
都 

を
は
じ
め
、
各
地
で
数
多
く
作
ら
れ
た
事
に
よ
っ
て
も
、
当
時
一 

般
の
太
子
信
仰
が
い
か
に
篤
か
っ
た
か
を
示
す
が
、

こ
れ
は
又
、
 

既
に
注
意
さ
れ
る
ご
と
く
、
太
子
が
南
岳
恵
思
の
後
身
で
あ
り
、
 

さ
ら
に
救
世
観
音
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
伝
説
は
、
聖
人
出
生
以 

前
か
な
り
早
く
よ
り
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
 

時
代
の
子
で
あ
る
聖
人
も
亦
、

こ
う
し
た
時
代
の
空
気
を
感
受
さ 

れ
た
事
は
疑
い
え
な
い
。

し
か
し
又
、
聖
人
の
奉
讃
さ
れ
た
数
多 

く
の
太
子
和
讃
の
製
作
意
志
を
う
か
が
え
ば
、

こ
れ
は
単
に
此
の 

時
代
の
信
仰
の
み
で
は
領
解
さ
れ
え
な
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。 

こ
の
事
を
示
す
資
料
と
し
て
、
次
の
恵
信
尼
消
息
と
『
親
鸞
伝
絵
』 

の
記
載
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
恵
信
尼
消
息
の
第
三
通
の
中
に
、
 

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
月
、

し
ゃ
う
と
く 

た
い
し
の
も
ん
を
む
す
び
て
、
じ
げ
ん
に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候 

け
れ
ば
、

や
が
て
、
そ
の
あ
か
月
い
で
さ
せ
給
て
、
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
、

又
六
か
く
だ
う 

に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る
や
う
に
、

又
百
か
日
ふ
る
に
も 

て
る
に
も
、

い
か
な
る
だ
い
事
に
も
ま
い
り
て
あ
り
し
に

 ゝ

た 

£

ご
せ
の
事
は
、

よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、

お
な
じ
ゃ
う
に 

し
ゃ
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば
、

た
と
ー
す
ぢ
に
、

お
ほ
せ
ら 

れ
候
し
を
、

う
け
給
は
り
さ
だ
め
て
候
し
か
ば
、

し
ゃ
う
に
ん 

の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
ゝ
た 

と
ひ
あ
く
だ
う
に
わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申
と
も
、

せ
ゝ
し
ゃ
う 

じ
ゃ
う
に
も
、

ま
よ
ひ
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-

^

に
人
の
申
候
し
時
も
、

お 

ほ
せ
候
し
な
り

(

法

綾
 

(

会
二
套
〉
 

と
あ
る
が
、
右
の
文
中
、
聖

人

が

「
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い 

ら
せ
」

た
の
は
建
仁
元
年
、

二
十
九
才
の
時
で
あ
り
、

こ
れ
に
っ 

い

て

聖

人

は

『
教
行
信
証
』

の

後

序

に

「
然
愚
禿
釈
鸞
、
建
仁
辛 

酉
暦
、
棄
一
一
雑
行-

兮
帰
，
本

願

」
と
自
記
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
は 

聖
人
に
と
っ
て
最
も
感
銘
の
深
い
体
験
で
あ
り
、
覚
如
上
人
も
、
 

こ

の

事

に

つ

い

て

『
親
鸞
伝
絵
』

の
、

い

わ

ゆ

る

「
吉
水
入
室
」 

(

上
ノ
ニ)

の
段
に
あ
ざ
や
か
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し 

て
、

こ
の
法
然
上
人
と
の
出
会
い
は
、

前
掲
の
消
息
の
中
に
書
か 

〈理 

猪 

太

于
)
(

文) 

(

給) 

〈示
现) 

れ

る

如

く

「
し
ゃ
う
と
く
た
い
し
の
も
ん
を
む
す
び
て
、

じ
げ
ん
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に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ
ば
」
と
あ
っ
て
、
聖
人
は
聖
徳
太
子 

の
文
を
結
び
、

太
子
の
示
現
を
蒙
ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
知
ら
れ 

る
。

し
か
も
、

こ

の

消

息

の

端

書

に

「
九
十
五
日
の
あ
か
つ
き
の 

余
碧 

(
文) 

(

御
覧) 

筈)
(

誌
〉

寒) 

御
じ
げ
ん
の
も
ん
な
り
、

ご
ら
ん
候
へ
と
て
、

か
き
し
る
し
ま
い 

ら
せ
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初
、
太
子
示
現
の
文
が
書
添
え 

ら
れ
て
あ
っ
た
が
、

何
時
の
頃
に
か
見
失
わ
れ
、

た
め
に
今
日
、
 

こ
の
文
が
太
子
に
関
す
る
如
何
な
る
文
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
問 

題
と
さ
れ
て
い
る
が
、

実
は
こ
の
消
息
に
も
と
ず
く
限
り
、

示
現 

の
文
に
先
立
っ
て
、

聖
人
は
結
文
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

(
後

若
(
祈) 

太

子

の

本

地
で

あ
る
救
世
菩
薩
に
「
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
」 

と
あ
る
如
く
、
聖
人
が
太
子
の
文
を
結
ん
で
祈
願
さ
れ
た
、

そ
の 

文
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、

そ
し
て
そ
の
祈
願
に
感
応
し 

て
示
現
に
あ
ず
か
ら
れ
た
文
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
、

一
応
分 

別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

こ
れ
に
つ
い
て
、

例

え

ば

同

じ

く

「
後
世
助
か
る
道
」
(

『
法
然 

上
人
伝
記
』
四
下)

を
法
然
上
人
に
尋
ね
た
と
い
わ
れ
る
熊
谷
入
道 

蓮

生

が

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』(

巻
二
十
七)

の
記
載
に
よ
れ
ば 

「
か
た
き
願
を
お
こ
し
て
、
発
願
の
旨
趣
を
の
べ
偈
を
む
す
び
て 

み
づ
か
ら
こ
れ
を
か
き
っ
く
」

と
て
、

上
品
上
生
に
生
れ
ん
が
た 

め
に
そ
の
偈
文
を
結
ん
だ
事
を
伝
え
、
更

に

「
蓮
生
が
お
こ
し
て 

候
願
成
就
す
べ
く
ば
疑
ま
じ
か
ら
ん
御
示
現
た
べ
、

又
叶
ま
じ
く

ば
叶
ま
じ
と
示
現
た
べ
」
と
念
じ
た
と
い
う
。

そ
し
て
、

こ
れ
に 

つ

い

て

の

「
発
願
の
文
夢
記
」

を
自
筆
に
て
誌
し
た
と
伝
え
て
い 

る
。
今
、

こ
の
事
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
聖
人
も
亦
、
後
世
の
助
か 

ら
ん
事
の
願
を
太
子
の
偈
文
に
結
び
、

そ
の
願
の
成
就
を
太
子
示 

現
の
文
に
よ
っ
て
感
得
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

か
く
て
、

こ 

う
し
た
経
過
を
前
提
と
し
て
、

そ
の
発
願
の
文
と
も
い
う
べ
き
結 

文
に
お
い
て
、
当
時
既
知
の
太
子
の
偈
文
が
何
で
あ
っ
た
か
を
推 

察
す
る
な
ら
ば
、
先
学
も
留
意
さ
れ
る
如
く
、

正

嘉

本

『
尊
号
真 

像
銘
文
』

所

収

の

「
阿
佐
礼
讃
」

，
同

じ

く

「
日
羅
礼
讃
」
、
あ 

る

い

は

『
上
宮
太
子
御
記
』

所

収

の

「
銅
函
銘
」

・
同

じ

く

「
廟 

窟
偈
」
、

さ

ら

に

「
行
者
宿
報
設
女
犯
」

の
四
句
の
偈
な
ど
が
あ 

げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
ど
れ
を
採
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る 

が
、

こ
れ
に
つ
い
て
覚
如
上
人
，
存

覚

上

人

・
乗
専
法
師
等
、
夫 

々
の
著
述
に
な
る
関
係
資
料
に
も
と
ず
い
て
私
な
り
の
推
求
を
行 

な
っ
て
み
よ
う
。

ま

ず

『
報
恩
講
式
』

の
一
節
を
引
く
と 

断
惑
証
理
愚
昧
身
難
レ
成
、
速
成
覚
位
末
代
機
叵
レ
覃
、
仍
誹
二 

出
離
仏
陀
へ
祈
ニ
知
識
於
神
道
へ
而
際
宿
因
多
幸
、
,
奉
レ
謁-
一
本
朝 

念
仏
之
元
祖
黒
谷
聖
人
一
問
二
答
出
離
之
要
道-

授

以--

浄
土 

ー
 

宗

—'X

示
以-
一
念
仏
一
行
一

と
あ
り
、 

こ
れ
に 
よ
れ
ば 

「
断
惑
証
理
」
を
目
指
す
聖
道
門
の
教
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は

「
愚
昧
身
」

た
る
機
に
と
っ
て
如
何
に
も
及
び
難
く
、

こ
こ
に 

此

の

身

に

お

け

る

「
出
離
」
を

願

わ

れ

る

聖

人

に

「
宿
因
多
幸
」 

の
も
た
ら
す
と
こ
ろ
、
遂

に

法

然

上

人

に

会

い

「
出
離
之
要
道
」 

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
を
表
わ
さ
れ
た
。
而
し
て
、

そ
の
よ
り
具 

体

的

な

事

情

は

『
嘆
徳
文
』

に
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。 

雖
一
凝
一
一
定
水-
識
浪
頻
動
、

雖
レ
観
一
一
心
月-
妄
雲
猶
覆
、

而
一
息 

不
レ
追
千
載
長
徃
、
何
貪
二
浮
生
之
交
衆
—'4

徒
疲
仮
名
之
修
学
へ 

須
”抛
一
勢
利
一
直
烯
や
出
離4

然
而
機
教
相
応
凡
慮
難
レ
明
、
迺 

从
シ'1-

近
対
一
一
根
本
中
堂
之
本
尊-

遠
詣
一
一
枝
末
諸
方
之
霊
窟-

祈
ー-
解
脱 

之
径
路7

求
二
真
実
之
知
識
—
\

特
運
ニ
歩
於
六
角
之
精
舎
〔底
二
百
日 

之
懇
念
一
之
処
、
親
得
ー 
ー
告
於
五
更
之
孤
枕-

咽
ニ
数
行
之
感
涙
ー 

之
間
、
幸
臻
一-
黒
谷
聖
人
吉
水
之
禅
室

こ
こ
に
、
在
叡
時
代
、

不
断
念
仏
を
修
す
る
堂
僧
と
し
て
勤
仕 

さ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、

又
二
十
年
に
も
及
ぶ
修
学
精
進
も
、
 

す

べ

て

「
浮
生
之
交
衆
」

で
あ
り
、

「
仮
名
之
修
学
」

で
あ
っ
た 

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
聖
人
の
深
い
機
の
反
省
が
う
か
が
い
知
ら
れ 

る
。

こ

こ

に

「
祈
ー
一
解
脱
之
径
路
—
\

求-
真

実
之
知
識-

」

こ
と
が
心 

か
ら
の
願
い
と
し
て
、

「
特
運
ー
ー
歩
於
六
角
之
精
舎
一
」
と
な
っ
た 

が
、

で
は
、

そ
の
六
角
堂
で
の
百
日
の
参
籠
は
ど
の
よ
う
に
し
て 

行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次

に

『
最
須
敬
重
絵
詞
』(

巻
こ 

の
記
載
を
あ
げ
よ
う
。

娑
婆
世
界
施
无
畏
者
の
悲
願
を
た
の
み
、

日
本
伝
灯
上
宮
王
の 

済
度
を
仰
て
、

山
上
よ
り
西
坂
本
に
か
ゝ
り
、

六
角
堂
へ
百
日 

の
参
詣
を
い
た
し
た
ま
ひ
て
。

ね
が
は
く
は
有
縁
の
要
法
を
し 

め
し
、
真
の
知
識
に
あ
ふ
こ
と
を
え
し
め
た
ま
へ
と
、

丹
誠
を 

抽
で
祈
給
に
、

九
十
五
日
に
満
ず
る
夜
の
夢
に
、
末
代
出
離
の 

要
路
念
仏
に
は
し
か
ず
、
法
然
聖
人
い
ま
苦
海
を
渡
す
、

か
の 

所
に
到
て
要
津
を
問
べ
き
よ
し
、

懂
に
示
現
あ
り
、
す
な
は
ち 

感
涙
を
の
ご
ひ
、

霊
告
に
任
て
吉
水
の
禅
室
に
の
ぞ
み
、
事
の 

子
細
を
啓
し
給
ひ
け
れ
ば

す
な
わ
ち
、

こ

れ

に

よ

れ

ば

「
ね
が
は
く
は
有
縁
の
要
法
を
し 

め
し
、
真
の
知
識
に
あ
ふ
こ
と
を
え
し
め
た
ま
へ
」

と
い
う
祈
請 

を

こ

ら

さ

れ

た

「
六
角
堂
へ
百
日
の
参
詣
」
が

「
娑
婆
世
界
施
无 

畏
者
の
悲
願
を
た
の
み
、

日
本
伝
灯
上
宮
王
の
済
度
を
仰
」
ぐ
事 

に
あ
り
、
聖
人
自
ら
の
志
念
を
太
子
の
悲
願
と
済
度
に
仰
ぎ
求
め 

ら
れ
た
事
情
を
推
知
し
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
先
掲
し
た
五
種
の
太
子
の
文
よ
り
、
聖
人
の 

結
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
右
に
見
た
如
く 

太
子
の
悲
願
と
済
度
を
最
も
よ
く
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、

「
廟 

窟
偈
」
が
も
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
私
考
す
る
。

即
ち
こ
の
偈
文
に 

は

「
大
慈
大
悲
本
誓
願
、
愍
念
衆
生
如
一
子
」

に

始

ま

り

「
一
度 

参
詣
離
悪
趣
、
決
定
徃
生
極
楽
界
」

に
終
る
も
の
で
、

正
し
く
悲
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願

と

「
離
悪
趣
」
な
る
済
度
と
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
る
か
ら
で
あ 

る
。
な
お
、

か

つ

て

「
廟
窟
偈
」

に
つ
い
て
日
下
無
倫
先
生
が
、
 

聖

人

の

抄

出

真

蹟

と

専

空

上

人

の

『
正
法
輪
蔵
』

を
あ
げ
て
略
述 

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
真
蹟
は
金
沢
の
専
光
寺
に
所 

蔵
さ
れ
る
も
の
で
、
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
も
う
一
つ
の 

『
聖
法
輪
蔵
』

战
^

小
^')

は
、
も
と
高
田
専
修 

寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
後
に
福
井
県
法
雲
寺
に
伝
わ
り
、

こ 

れ
に
つ
い
て
は
山
田
文
昭
先
生
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
 

さ
ら
に
同
寺
に
一
部
分
を
残
し
て
他
所
に
移
さ
れ
た
事
に
つ
い
て 

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
先
年
、
偶
然
の
こ
と
か
ら 

私
に
眼
福
を
え
た
も
の
を
報
告
し
た
事
が
あ
る
が
、

そ
の
の
ち
更 

に
一
巻
を
知
る
事
が
で
き
た
。

こ
の
う
ち
、
富
山
県
氷
見
市
飯
久 

保
の
光
久
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
第
四
十
七
巻
に
「
廟
窟
偈
」

全
十
行 

二
十
句
の
文
の
前
に
次
の
如
き
一
節
が
載
せ
ら
れ
て
あ
る
。 

太
子
詔
云
夫
孔
子
小
賢
遺
教
以
一
一
無
レ
子
為
二
不
孝-

云
へ
り
ゝ
吾 

釈
迦
大
聖
御
弟
子
也
豈
無
レ
子
為
二
歎
一
哉
、

哀
我
已
此
世
機
縁 

尽
父
母
所
生
肉
身
留
二
置
此
岩
屋
内
一
契
一-

慈

尊

三

会

暁-

送-
一
五 

十
六
億
七
千
万
歳
春
秋
一
可
”
引

導

衆

生

一

砌

也

勅

給

后

王

子 

達
奉
レ
始
万
人
流-
一
涙-

御
袖
ヌ
ラ
シ
給
へ
り 

哀
ナ
リ
ケ
ル
御 

事
共
也
、
太
子
御
一
期
之
本
地
垂
跡
之
利
生
結=

廿

句

文-

給
自 

株
河
染
御
筆
岩
屋
之
内
西
立
石
壁
書
注
給
ヘ
ル
碑
文
言

高

田

の

専

空

上

人(

一
ニ
九
二
…

一
三
四
三)

は
、
覚

如

上

人(

一
 

二
七
〇
—

ニ
ー
一
五
こ
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
あ
り
、

『
聖
法
輪
蔵
』 

の
著
述
年
時
か
ら
、

こ
の
資
料
を
も
っ
て
聖
人
初
期
の
行
実
を
う 

か
が
う
に
は
、
年
代
的
に
無
理
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し 

『
上
宮
太
子
御
記
』

に

「
廟
窟
偈
」
を

説

明

す

る

の

に

「
文
松
子 

伝
云
」
と

附

記

さ

れ

て

あ

る

も

の

の

『
松
子
伝
』
が
伝
わ
ら
な
い 

以
上
、
あ

え

て

右

に

掲

げ

た

『
聖
法
輪
蔵
』

の
説
明
に
よ
っ
て
推 

知
の
手
が
か
り
と
し
た
い
。

こ
こ
に
お
い
て
再
び
、
自

ら

深

く

時

・
機
を
か
え
り
み
て
後
世 

を
祈
ら
れ
る
聖
人
を
偲
ぶ
時
、
右
の
説
明
の
中
に
、

「
六
角
堂
参 

籠

」

の
理
由
が
う
か
が
わ
れ
、

そ
の
必
然
性
が
見
い
出
さ
れ
る
よ 

う
で
あ
る
。

さ
れ
ば
、

こ
の
必
然
性
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
建 

久

二

年(

聖
人
十
九
オ)

九
月
十
四
日
夜
の
、

い
わ
ゆ
る
磯
長
霊
告 

の
伝
説
も
行
実
と
し
て
、
あ
な
が
ち
否
定
す
る
必
要
も
な
い
よ
う 

に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

そ
の
事
は
兎
も
角
と
し
て
、
当
時
、
機 

教
不
相
応
を
自
ら
の
力
で
は
ど
う
に
も
出
来
え
な
い
、
悲
歎
の
ど 

ん
底
に
あ
ら
れ
た
聖
人
に
と
っ
て
、

そ
の
苦
悩
か
ら
の
解
脱
を
ば 

此
の
身
の
護
持
養
育
を
念
じ
て
や
ま
な
い
、
大
悲
の
母
た
る
救
世 

の
六
角
堂
観
世
音
に
祈
ら
れ
た
事
は
、
聖
人
の
ご
ま
か
し
の
き
か 

ぬ
お
心
の
、

止
む
に
止
ま
れ
ぬ
当
然
の
行
為
で
あ
っ
た
と
窺
う
も 

の
で
あ
る
。
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二 

六
角
堂
参
籠
で
の
太
子
示
現
の
文
は
『
最
須
敬
重
絵
詞
』(

巻
一) 

に

あ

る

如

く

「
法
然
聖
人
い
ま
苦
海
を
渡
す
、

か
の
所
に
到
て
要 

津
を
問
べ
き
よ
し
、
燧
に
示
現
あ
り
」
と
い
う
内
容
の
文
で
あ
っ 

た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先

ご

ろ

『
親
鸞
伝
絵
』

の
古
三
本 

の
比
較
研
究
に
も
と
ず
い
て
「
六
角
堂
参
籠
」
と

「
六
角
夢
想
」 

が
同
一
の
事
件
で
あ
る
と
し
、
更
に
は
、

太

子

示

現

の

文

が

「
行 

者
宿
報
」

の
四
句
の
偈
文
で
あ
る
と
の
説
が
出
さ
れ
、

こ
れ
に
対 

す
る
反
対
の
意
見
も
発
表
さ
れ
た
。
そ

の

問

題

と

な

る

「
六
角
夢 

想
」
が

専

修

寺

本

で

は

「
建
仁
三
年
莎
四
月
五
日
夜
寅
時
」
と
あ 

り
、

西

本

願

寺

本

で

は

「
建
仁
三
年
趁
四
月
五
日
夜
寅
時
」

と
な 

り
、
東
本
願
寺
の
康
永
本
は
専
修
寺
本
と
同
文
の
記
載
で
あ
る
。 

し
か
も
、

そ

の

前

段

に

あ

た

る

「
吉
水
入
室
」

に
つ
い
て
は
、

西 

本

願

寺

本

の

み

「
建

仁

第

一

乃

暦

春

の

比

仕

輕

」
と
さ
れ
、

他 

の

二

本

は

「
建

仁

第

三

春

の

こ

ろ

款

は

」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、 

聖
人
の
二
十
九
歳
は
建
仁
元
年
で
あ
る
か
ら
、
随

っ

て

専

修

寺

・
 

東
本
願
寺
の
両
本
は
記
載
の
上
で
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
事
と
な 

る
。

こ
こ
に
各
本
を
め
ぐ
っ
て
、

そ
の
史
料
価
値
が
論
議
さ
れ
る 

の
で
あ
る
が
、

そ

れ

は

そ

れ

と

し

て

『
伝
絵
』

の
初
稿
が
永
仁
三

年
(

一
ニ
九
五)

覚
如
上
人
二
十
六
歳
の
時
に
作
ら
れ
、

当
時
な 

摘

如

信

上

人(

ニ
ー
ー〇

〇
殁)

や

顕

智

房(

ニ
ー
ニ
〇
殁)

な
ど
、
聖 

人
よ
り
直
接
に
薰
陶
を
受
け
た
遺
弟
た
ち
が
重
き
を
な
し
て
い
た 

か
ら
、

初
稿
の
あ
と
僅
か
ニ
ケ
月
を
経
て
出
来
た
専
修
寺
本
に
作 

為
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

ま
た
後
に
8

訂
さ
れ
た
自
筆
の 

康
永
本
に
お
い
て
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
事
に
、

よ
り
注
意
を
払
わ 

ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
飜
っ
て
、

ま
こ
と
に
自
己
に
つ
い
て
語 

る
事
の
少
い
聖
人
に
し
て
、

そ

の

主

著

『
教
行
信
証
』

の
後
序
に 

「
承
元
丁
卯
歳
」

の

流

罪

・

「
建
暦
辛
未
」

の
勅
免
、

「
同
二
年 

壬
申
」

の
入
滅
と
、
恩
師
上
人
に
関
す
る
悲
し
い
事
ど
も
、
更
に 

つ

い

で

「
建
仁
辛
酉
暦
」

の
恩
師
と
の
出
会
い
、
「
元
久
乙
丑
歳
」 

の
選
択
付
属
と
真
影
図
画
な
ど
、
恩
師
よ
り
蒙
っ
た
こ
れ
ら
の
感 

激
の
想
い
出
は
、

そ
の
悲
し
み
と
い
い
又
そ
の
喜
び
と
い
い
、

そ 

れ
ら
は
深
く
心
に
刻
ま
れ
た
忘
れ
え
ぬ
記
録
と
申
さ
れ
よ
う
。

さ 

れ
ば
こ
そ
、

そ

の

記

録
は

余
す

と
こ

ろ

な

く

『
伝
絵
』

に
輯
録
さ 

れ
た
と
窺
う
べ
き
も
の
で
、

し
た
が
っ
て
聖
人
自
ら
の
筆
に
な
る 

後

序

の

「
承
元
丁
卯
」

，

「
建
暦
辛
未
」

・

「
同
壬
申
」

，

「
建 

仁
辛
酉
」

・
「
元
久
乙
丑
」

の
干
支
は
、

そ
れ
が
覚
如
上
人
の
『
伝 

絵
』

述
作
に
あ
た
っ
て
も
、
最
も
大
切
な
資
料
で
あ
り
、
右
の
干 

支
を
た
と
え
一
つ
で
も
間
違
え
て
記
さ
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ 

な
い
。

そ
れ
故
、
先

に

あ

げ

た

如

く

「
吉
水
入
室
」

に

「
建
仁
第
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三
」
と

さ

れ

た

の

は

「
干

支

の

「
辛
酉
」
を
年
数
に
直
す
に
あ
た 

っ

て

「
元
年
」
と

す

べ

き

を

迂

闊

に

も

「
三
年
」

と
書
き
誤
っ
た 

も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
そ

こ

に

「
二
十
九
歳
」 

と
註
記
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
、
本

来

「
元
年
」
と
す
べ
き
で
あ 

っ
た
事
は
論
を
俟
た
な
い
。

こ

れ

に

対

し

て

「
六
角
夢
想
」

に
は 

「
揺
」

と
干
支
が
明
記
さ
れ
て
い
て
、

こ
れ
は
辛
酉
な
る
以
上 

「
建
仁
元
年
」

で

あ

る

べ

き

を

「
三
年
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。

し 

か
し
、

こ

れ

も

前
と

同
じ

く

「
元
」
を

「
三
」
と
書
き
誤
っ
た
と 

し

て

も

『
伝
絵
』
作

成

の

素

意

を

傷

つ

け

る

も

の
で

は

な

か

ろ 

う
。以

上

『
伝
絵
』

の
史
料
性
に
つ
い
て
考
察
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し 

た
が
、
今
は

そ

の

価

値
を

認
め
た
上
で

「
六
角
夢
想
」

の
段
を
う 

か
が
え
ば
、
覚

如

上

人

が

「
行
者
宿
報
設
女
犯
、
我
成
玉
女
身
被 

犯
、

一
生
之
間
能
荘
厳
、
臨
終
引
導
生
極
楽
」

の
文
を
引
く
に
あ 

た

り

「
彼
記
に
い
は
く
」
と
し
て
、

い

わ

ゆ

る

『
親
鸞
夢
記
』

に 

よ
ら
れ
た
事
は
、

ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
 

し

か

ら

ば

ー

体

「
善
信
に
告
命
し
て
の
た
ま
は
く
」
と
あ
る
そ
の 

告
命
の
意
義
は
奈
辺
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

『
親
鸞
夢
記
』

は

聖

人

に

先

立

っ
て

寂

し

た

真

仏

房(


ニ
五 

A

殁)

の
書
写
本
が
専
修
寺
に
現
存
し
、

か
つ
同
寺
に
は
聖
人
の 

筆
跡
か
と
思
わ
れ
る
四
句
の
偈
文
を
蔵
し
、

こ
れ
は
軸
仕
立
に
さ

れ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

実

は

こ

の

文

は

「
浄
肉
の
文
」

の
紙

⑧

背
に
書
か
れ
て
い
た
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ま
た
既
に
紹
介
し 

た

事

の

あ

る

「
熊
皮
の
御
影
」

に
、

こ
の
文
が
賛
と
し
て
書
か
れ 

て
い
る
事
は
私
に
注
意
を
惹
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
右 

の

告

命

に

つ

い

て

『
夢
記
』

に
救
世
菩
薩
が
此
の
文
を
誦
し
て
、
 

ノ 

ハ

カ
 

ニ

シ

ト
 

カ
ス 

シ

タ

マ

へ

リ

リ

テ 

ノ 

ニ 

「
此
文
吾
誓
願
ナ
リ
ー
切
群
生
可
一
一
説
聞
一
告
命
、

因
ー
ー
斯
告
命
一
一
数 

千
萬
有
情
令
2

聞-
一
之
覺
夢
悟
了
」
と
記
し' 

『
伝
絵
』
も
ま
た
右 

の
通
り
を
載
せ
、
更

に

は

「
倩
此
記
録
を
披
て
彼
夢
想
を
案
ず
る 

に
、

ひ
と
へ
に
真
宗
繁
昌
の
奇
瑞
、
念
仏
弘
興
の
表
示
也
」

と
説 

明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
既
に
周
知
の
如
く
、

下

巻

の

第

二

「
稲 

田
興
法
」

の

段

に

お

い

て

「
仏
法
弘
通
の
本
懐
こ
ゝ
に
成
就
し
、
 

衆
生
利
益
の
宿
念
た
ち
ま
ち
に
満
足
す
、

此
時
、
聖
人
被
仰
云
、
 

救
世
菩
薩
の
告
命
を
受
し
徃
の
夢
、

既
に
今
と
符
合
せ
り
」

と
あ 

っ
て
、

太
子
の
告
命
は
正
し
く
念
仏
弘
興
・
仏
法
弘
通
を
教
示
す 

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
此
の
場
合
、
あ
の
法
難
に
お
け 

る

逆

縁

が

「
も
し
，わ
れ
配
所
に
お
も
む
か
ず
ば
、

何
に
よ
り
て
か 

辺
鄙
の
群
類
を
化
せ
む
」

と
い
う
念
仏
の
弘
通
で
あ
り
、
稲
田
に 

お

け

る

興

法

が

「
道
俗
跡
を
た
づ
ね
」

，

「
貴
賤
衢
に
溢
る
」
と 

あ
る
如
く
、

そ

れ

は

ま

さ

に

「
一
切
群
生
に
き
か
し
む
べ
し
」
と 

い
う
告
命
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
こ
に
聖
人
に
お
け
る
教 

人
信
の
実
践
課
題
が
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
、

六
角
堂
参
籠
で
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の
太
子
示
現
の
文
に
指
示
さ
れ
て
、
法
然
上
人
の
吉
水
の
禅
房
を 

訪
ね
ら
れ
た
の
は
建
仁
元
年
春
の
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
の
よ
き
ひ
と 

法
然
上
人
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て

「
凡
夫
直
入
の
真
心
を
決
定
」 

し
え
た
慶
び
は
、

つ
い
で
同
じ
年
の
四
月
五
日
夜
寅
時
、
未
だ
正 

法
に
浴
さ
な
い
全
て
の
人
々
に
伝
う
べ
き
告
命
を
将
来
す
る
事
と 

な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
、

こ
の
日
本
の
国
に
、

し
か
も 

末
法
時
の
今
、

正
法
の
本
願
念
仏
を
弘
宣
す
る
こ
と
こ
そ
、

聖
徳 

太
子
の
善
巧
方
便
、
す

な

わ

ち

「
聖
徳
皇
の
め
ぐ
み
」

に
よ
っ
て 

「
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る
」
も
の
の
一
自
信
教
人
信 

難
中
転 

更

難

大

悲

伝

普

化

真

成

報

仏

恩

」

(

徃
生
礼
讃)

の
意
に
従 

う
自
然
な
歩
み
で
あ
る
と
窺
知
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
 

『
真
宗
仮
名
聖
教
』
本

・

『
真
宗
法
要
』
本

に

は

「
九
十
九
日
」 

と
載
せ
る
が
、
今
は
大
谷
大
学
と
竜
谷
大
学
所
蔵
の
室
町
時
代 

書
写
本
に
よ
っ
て
「
九
十
五
日
」

と
し
た
。

② 

『
総
説
親
範
伝
絵
』

三
〇
二!

三

〇

四

頁
(

な
お
上
記
の
本
は
昭
和
十 

四
年
安
居
講
本
の
再
刊)

③ 

『
真
宗
史
』

一
七
五
頁

④ 

中
外
日
報
の
昭
和
二
十
九
年
十
一
月
五
・
六

日

「
正
法
輪
蔵
と
宝 

物
集
に
就
い
て
」

⑤ 

富
山
県
ハ
尾
の
聞
名
寺
に
第
四
十
二
巻
を
所
蔵

⑥ 

赤
松
俊
秀
著
『
親
鸞
』
(

人
物
叢
書)

四
九
—

五
一
頁

⑦ 

宮
地
廓
慧
稿
「
六
角
夢
想
の
年
時
」

人
文
論
叢

⑧ 

平
松
令
三
稿
「
高
田
宝
庫
新
発
見
資
料
に
よ
る
試
諭
」

离
田
学
報
第 

四
六
輯)

⑨ 

親
鸞
聖
人
論
孜
の
創
刊
号
口
絵
参
照

⑩ 

恵
空
講
師
は

『
叢
林
集
』(

巻
ハ)

の

中

で

「
本
地
の
観
音
は
教
て 

吉
水
に
入
し
め
、
垂
迹
の
太
子
は
示
て
本
師
を
顕
せ
妙
翳
蠶
又 

た
行
者
宿
報
の
救
世
の
誓
を
開
て
普
化
一
切
の
化
導
を
な
す
」

と 

誌
さ
れ
た
事
は
、
ま
こ
と
に
示
唆
に
富
む
記
述
で
あ
っ
て
、
聖
人 

に
お
け
る
太
子
尊
崇
の
歩
み
が
何
か
自
然
に
感
じ
ら
れ
た
。
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