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かけらも見られぬ菩薩道の実践

「
日
蓮
を
敬
う
と
も
悪
し
く
敬
わ
ば
国
亡
ぶ
べ

少数の法華講員だけしか受け入れなかった法窓寺

閲
束
大
震
災
以
来
の
大
惨
劇
を
招
い
た
兵
庫
県
南
部
地
澁
（
阪

神
大
猿
災
）
。
各
宗
各
派
が
救
扱
活
動
を
展
開
す
る
な
か
、
全
く

被
災
者
の
不
幸
に
ソ
ッ
ポ
を
向
き
、
救
援
活
動
を
行
な
う
ど
こ
ろ

か
地
域
の
被
災
住
民
を
寺
か
ら
ジ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
、
多
く
の
人

々
の
反
感
と
齋
盛
を
図
っ
た
の
が
兵
血
際
下
の
日
蓮
正
宗
寺
院
で

あ
る
。地

痰
発
生
後
、
多
く
の
仏
教
寺
院
や
神
社
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教

会
な
ど
で
は
、
福
災
し
な
が
ら
も
宗
教
者
の
当
然
の
役
自
と
し
て

兵
血
県
内
に
あ
る
日
蓮
正
宗
寺

院
は
八
ヵ
寺
。
そ
の
う
ち
地
定
の

被
害
が
比
咬
的
軽
微
だ
っ
た
尼
崎

市
内
の
大
妙
寺
と
宝
塚
市
内
の
妙

久
寺
、
淡
路
底
洲
本
市
内
の
法
栄

寺
を
除
け
ぱ
、
い
ず
れ
も
阪
神
問

の
激
震
地
に
在
る
。
し
か
し
近
年

に
創
価
学
会
貝
ら
の
供
痰
で
建
て

た
鉄
筋
建
築
は
竪
牢
で
、
酉
宮
市

上
甲
子
園
の
古
刹
・
正
華
寺
が
全

姻
し
た
ほ
か
は
、
い
ず
れ
も
建
物

の
披
宮
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

被
災
者
自
ら
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

疇

天
災
・
人
災
引
き
起
}

と
な
り
、
地
域
の
被
災
住
民
の
便

宜
を
は
か
る
た
め
不
眠
不
休
、
振

夜
兼
行
の
救
扱
活
動
を
し
て
い
る

創
価
学
会
只
と
は
対
照
的
な
の

が
、
日
賄
の
正
宗
を
自
称
す
る
こ

れ
ら
益
緩
害
寺
院
ク
の
振
る
舞

い
で
あ
っ
た
。
門
扉
を
固
く
閉
さ

し
て
人
の
出
入
り
を
禁
止
し
、
遣

行
被
災
者
の
難
儀
を
児
て
兄
ぬ

ふ
り
を
決
め
込
ん
で
い
た
の
で
あ

る。菩
捉
心
が
あ
れ
ぱ
菩
薩
遥
産
天

践
す
る
千
戚
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
。

鬼
畜
の
如
き
函
芹
扮
法
ク

自
ら
の
施
設
を
避
難
所
や
遠
体
安
置
所
に
開
放
し
た
。

と
こ
ろ
が
被
災
区
域
に
あ
る
日
蓮
正
宗
寺
院
は
、
民
衆
蔑
視
を

象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
寺
の
門
靡
を
固
く
閉
ざ
し
、
仏
教
者
に
あ

る
ま
じ
き
無
慈
悲
極
ま
り
な
い
ょ
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
巣
窟
ク
と
化
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
裳
災
で
は
、
宗
教
、
宗
派
を
超
え
て
、
信
仰
者

・
無
偉

仰
者
を
問
わ
ず
、
現
実
に
困
っ
て
い
る
被
災
者
に
対
し
て
差
別
な

＜
救
扱
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
同
じ
日
蓮
・
日
典
門
下
の
創
価
学

そ
れ
が
阪
神
大
霰
災
で
あ
っ
た
。

享
実
、
創
価
学
会
は
隣
の
大
阪
や

遠
く
は
東
京
・
九
州
か
ら
も
駆
け

つ
け
た
メ
ン
バ
ー
と
地
元
の
被
災

し
た
学
会
貝
と
が
異
体
同
心
の
救

扱
活
動
を
展
開
し
、
十
ニ
ヵ
所
の

会
昭

・
購
棠
は
々
砂
漠
の
オ
ア
シ

ス
ク
さ
な
が
ら
に
傷
つ
い
た
被
災

者
の
身
体
と
心
を
温
か
く
包
ん
で

き
た
。こ

れ
に
対
し
て
ク
日
顕
宗
の

寺
院
は
救
援
活
勁
を
せ
ず
、
大
笈

災
後
も
テ
ン
デ
ン
バ
ラ
バ
ラ
に
孤

媒
に
籠
も
っ
て
い
る
だ
け
で
、
な

り
を
ひ
そ
め
て
い
る
。
こ
の
沈
滞

し
た
占
日
顕
宗
か
の
と
こ
か
ら
も
、

変
諾
為
薬
の
証
明
・
実
践
の
好
機

到
来
と
い
っ
た
よ
う
な
、
心
の
奥

底
か
ら
沸
々
と
咬
き
上
が
る
鼓
勁

・
惑
勁
の
か
け
ら
も
感
じ
ら
れ
な

い
の
は
、
や
は
り
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。

日
菰
正
宗
宗
務
院
は
一
月
十
八

日
、
自
宗
の
全
国
笠
守
院
宛
に
院

達
を
出
し
、
「
被
災
寺
院
と
僧
徒

を
支
援
す
る
た
め
」
と
称
し
て
義

援
金
を
募
集
し
た
。
こ
こ
に
は
一

般
被
災
者
へ
の
義
援
に
は
全
く
触

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、

い
か
に
も
ま
ず
い
と
思
っ
た
の
か

三
日
後
の
二
十
一
日
、
「
袈
扱
金

は

一
般
被
災
者
に
も
役
立
て
た

い
。
念
の
た
め
J

と
院
逹
を
あ
わ

て
て
修
正
す
る
と
い
っ
た
具
合
で

宗
門
内
外
の
失
笑
を
買
っ
た
。

被
災
者
の
窮
状
に
ソ

会
員
と
は
対
照
的
に
、
現
実
の
悲
惨
な
現
塀
に
足
を
踏
み
入
れ
る

こ
と
も
せ
ず
、
ノ
ウ
ノ
ウ
と
ほ
徒
の
上
で
ア
グ
ラ
を
か
き
、
寺
院

財
産
の
維
持
笞
理
だ
け
に
汲
々
と
す
る
日
蓮
正
宗
つ
ま
り
占
口
顕

穿
の
非
人
道
、
腐
敗
、
堕
落
体
質
が
ま
ざ
ま
ざ
と
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
。

阿
部
日
顆
日
蓮
正
宗
管
長

・
大
石
寺
法
主
の
四
任
が
今
後
、
厳

し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

十
七
日
、
宗
務
院
は
い
ち
早
く
自

宗
の
全
国
の
寺
院
住
職
に

「お
知

ら
せ
」
を
フ
ァ
ク
ス
で
送
り
、
被

災
地
域
の
自
宗
の
寺
院
の
建
物
、

財
産
、
寺
族
に
関
す
る
被
害
状
況

を
伝
え
た
が
、
祖
ほ
徒
（
法
部
購
）

に
つ
い
て
は
「
相
当
の
被
塞
を
受

け
て
い
る
よ
う
で
す
」
と
記
し
た

だ
け
で
、
何
の
対
応
策
に
も
触
れ

て
い
な
い
（
触
れ
て
い
な
い
の
は

当
然
で
、
地
笈
直
後
も
現
在
も
自

宗
の
被
災
し
た
法
邸
隅
に
対
し
て

さ
え
租
棧
的
な
救
扱
活
動
を
行
な

っ
て
い
な
い
）
。

こ
こ
に
も
仰
侶
が
上
で
祖
信
徒

は
下
、
二
の
次
と
い
っ
た
姿
勢
が

見
え
る
。
被
災
者
の
掌
握
な
し
に

有
効
な
対
応
策
を
と
る
ぺ
く
も
な

い
わ
け
で
、
宗
務
院
は
被
災
者
の

状
況
な
ど
最
初
か
ら
無
関
心
だ
っ

た
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。

実
際
、
被
災
地
の
占
日
顆
宗
寺

院
“
の
前
を
家
も
家
財
迫
具
も

一

切
な
く
し
た
被
災
者
た
ち
が
途
方

に
苔
れ
て
往
来
し
て
い
る
の
に
、

貝
の
よ
う
に
固
く
寺
内
に
閉
じ
障

も
り
、
嵐
の
収
ま
る
の
を
じ
っ
と

待
っ
て
い
る
姿
ー
。

今
回
の
誤
災
で
は
、
各
宗
各
派

の
被
災
地
区
寺
院
の
良
心
的
な
対

応
ぶ
り
に
相
対
し
て
占
曰
顕
宗
寺

院
の
エ
ゴ
む
き
だ
し
の
冷
徹
ぶ

り
が
と
く
に
目
立
っ
た
の
で
あ

る
。
倒
娘
し
た
寺
院
や
神
社
で
も

無
事
な
艇
設
を
一
般
被
災
者
の
避

ッ
ポ

に
こ
の
態
度
は
ま
さ
に
宗
教
者
失

格
と
は
い
え
ま
い
か
。
現
地
の
一

督
記
者
は

「寺
の
門
を
閉
め
て

い
た
の
は
日
蓮
正
宗
の
寺
院
だ
け

だ
っ
た
」
と
話
し
て
い
る
。

神
戸
市
兵
庫
区
湊
川
町
の
法
恩

寺
（
富
田
慈
寵
住
職
）
の
建
物
は

者
の
姿

日顕宗

無
似
。
近
辺
は
坂
遥
に
印
裂
が
入

り
五
十
岱
く
ら
い
の
大
き
な
断
図

が
目
に
つ
く
。
住
宅
街
で
は
軒
並

み
家
応
が
全

・
半
娘
な
ど
の
大
被

害
が
続
出
し
た
。
法
恩
寺
に
は
当

初
、
八
世
帯
三
十
人
ほ
ど
の
法
瑯

謡
只
が
四
百
人
収
容
の
広
い
本
堂

に
避
難
し
た
が
、
地
筵
後
一
週
間

た
っ
た
時
点
で
も
救
援
物
資
は
ほ

と
ん
ど
な
く
寒
々
と
し
た
状
況
。

焼
内
に
は
車
や
バ
イ
ク
の
数
台
が

と
ま
り
、
た
ま
に
祖
徒
ら
し
い
人

が
出
入
り
す
る
程
度
で
、
一
般
の

被
災
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
様
子

は
な
い
。
同
寺
に
瑶
話
を
か
け
て

も
コ
ー
ル
音
が
嗚
る
だ
け
で
雹
話

D
に
は
誰
も
出
て
こ
な
い
。
全
く

何
の
対
応
も
な
い
よ
う
な
姿
で
あ

る。神
戸
市
灘
区
原
83通
一
ノ
一
ノ

云
の
妙
本
寺
（
長
谷
部
遊
潤
住

職
）
の
周
辺
は
地
震
被
苔
が
か
な

り
大
き
い
が
、
同
寺
は
落
度
か
ら

ま
だ
二
年
と
新
し
く
、
ほ
と
ん
ど

掴
域
は
な
か
っ
た
。
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寺
の
話
で
は
法
碑
謡
屎
か
ら
届

け
ら
れ
た
物
資
を
祖
徒
に
分
け
あ

っ
て
い
る
と
い
う
が
、
近
隣
の
一

般
被
災
者
へ
の
救
扱
活
動
は
全
く

し
て
い
な
い
。
し
て
い
な
い
ど
こ

ろ
か
、
地
裳
後
、
家
が
倒
娘

・
焼

失
し
て
行
き
場
を
失
っ
た
地
域
住

民
が
同
寺
を
訪
れ
て
も
、
門
扉
を

閉
め
て
知
ら
ん
ぷ
り
を
決
め
込
ん

q
y
o
 

f
 同

寺
の
周
り
に
は
役
只
風
の
男

が
見
張
り
に
立
っ
て
い
て
厳
蛍
誓

戒
。
「
O
▽
さ
ん
が
お
也
話
に
な

っ
て
い
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
に
来

た
人
に
こ
の
張
り
帝
は
「
そ
ん
な

者
は
お
ら
ん
、
お
ら
ん
」
と
つ
っ

け
ん
ど
ん
に
答
え
て
い
た
と
い

う
。
ま
た
番
犬
を
お
い
て
威
嚇
し

て
い
る
。
自
分
達
は
無
事
で
よ
か

っ
た
、
や
っ
か
い
な
面
倒
は

一
切

見
た
く
な
い
、
と
い
う
態
度
が
あ

り
あ
り
蘊
え
る
。

妙
本
寺
の
隣
に
あ
る
仏
坦
店
の

話
で
は
、
裳
災
裟
は
ず
っ
と
同
寺

の
門
扉
は
締
ま
っ
た
ま
ま
と
い

う
。
門
内
の
庫
裡
に
は
し
ら
じ
ら

と
灯
り
が
つ
い
て
い
た
。

ち
な
み
に
、
こ
の
妙
本
寺
の
近

く
に
あ
る
創
価
学
会
灘
文
化
会
館

で
は
二
十
四
時
問
態
勢
で
迪
難
住

民
に
対
す
る
救
扱
活
動
が
繰
り
広

げ
ら
れ
て
い
た
。

妙
本
寺
の
長
谷
部
住
職
と
い
え

ぱ
、
昨
年
九
月
に
行
な
わ
れ
た

「
四
月
会
大
阪
ジ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

に
参
加
し
た
ク
日
顕
宗
lI

の
僧
侶

の
一
人
。
印
井
酔
香
運
釉
大
臣
ら

自
民
党
タ
カ
派
議
災
が
策
動
す
る

磁
法
迩
反
（
「
信
教
の
自
由
」
渋

し
）
そ
の
も
の
で
あ
る
創
価
学
会

泊
し
の
会
合
に
は
人
一
倍
稜
桓
的

で
あ
り
な
が
ら
、
被
災
者
の
救
扱

と
い
う
四
面
し
た
大
問
題
に
は
対

岸
の
火
率
の
よ
う
に
頬
か
む
り
し

て
押
し
通
そ
う
と
い
う
態
度
だ
。

エ
ゴ
丸
出
し
、
鬼
畜
の
如
き
々
破

仏
法
ク
者
の
姿
が
こ
こ
で
も
証
明

さ
れ
た
。

神
戸
市
西
区
池
土
ニ
ノ
一

0
ノ

七
の
浄
教
寺
（
堀
江
正
行
住
職
）

は
屋
根
瓦
の
一
部
が
落
剥
し
た
た

め
数
人
が
か
り
で
ピ
ニ
ー
ル
ジ
ー

ト
を
か
け
る
な
ど
の
応
急
処
置
を

し
た
が
、
墜
に
印
裂
が
入
る
な
ど

の
胆
傷
は
な
く
無
享
だ
っ
た
。
祖

徒
は
九
0
％
以
上
が
無
事
。
家
が

油
れ
た
被
災
者
は
避
難
所
や
親
戚

の
家
に
行
っ
て
世
話
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
被
災
者
へ

の
救
援
・
救
殿
活
動
は

一
切
行
な

わ
れ
て
い
な
い
。

酉
宮
市
宮
前
町
五
ノ
＿
二
に
あ

る
妙
言
寺
（
吉
鶴
愛
道
住
職
）
で

は
、
「
建
物
に
被
害
は
な
か
っ

た
。
近
辺
で
亡
く
な
っ
た
人
も
い

な
い
」
と
い
う
。
し
か
し
、
近
所

に
は
倒
娘
し
た
民
家
も
多
く
、
死

者
・
径
我
人
が
続
出
し
て
い
る
。

大
渡
災
か
ら
四
日
経
っ
た
二
十

一
日
に
も
、
妙
言
寺
の
前
を
両
手

年
す
日
顕
宗

し
」

も
対
照
的
な
光
と
闇
。
根
本
的
な

盟
の
よ
っ
て
き
た
る
所
以
を
一

体
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。西

宮
市
上
甲
子
園
一
ノ
一

―
ノ

二
0
の
古
刹
・
正
蓮
寺

（
天
野
之

遥
住
職
）
は
本
堂
・

庫
袖
と
も
に

全
域
し
て
ペ
チ
ャ

ン
コ
に
な
っ

た
。
本
尊
を
尼
崎
市
の
大
妙
寺
に

預
け
て
天
野
住
職
は
早
々
と
寺
を

離
れ
、
女
房
の
実
家
で
あ
る
大
阪

・
臨
警
（
柳
坂
幹
道
住
職
）
に

移
り
住
ん
で
い
る
。
唯
一
、
倒
娘

を
免
れ
た
山
門
に
移
転
を
知
ら
せ

る
張
り
紙
が
無
造
作
に
張
ら
れ
て

い
る
の
が
何
と
も
よ
そ
よ
そ
し

0ヽヽ今
回
、
住
職
夫
要
が
信
徒
の
安

否
の
確
認
も
そ
こ
そ
こ
に
逃
げ
る

よ
う
に
立
ち
去
っ
て
い
た
こ
と

い
っ
ぱ
い
に
物
を
持
っ
た
被
災
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
地
元
法
華

が
行
き
来
し
て
い
た
。
ま
た
同
に
睛
の
不
評
を
買
う
結
果
と
な
っ
た

重
そ
う
な
リ
ュ
ッ
ク
を
下
げ
て
ど
よ
う
だ
。
倒
姻
し
た
建
物
の
瓦
醗

こ
か
へ
移
動
し
て
い
く
住
民
の
姿
は
二
十
六
日
ま
で
に
撤
去
作
業
が

が

兄

ら

れ

た

。

行

な

わ

れ

、
境
内
地
へ
の
立
ち
入

し
か
し
、
厳
重
に
閉
さ
さ
れ
た
り
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

門
扉
と
こ
の
寺
の
高
い
塀
は
、
こ
笈
源
地
・
淡
路
島
の
洲
本
市
中

の
大
災
宙
に
焼
け
残
っ
た
喜
ぴ
を
川
原
町
安
坂
ニ
―_
＿
五
ノ
ニ
に
あ
る

惑
謝
と
報
恩
の
行
動
に
昇
部
さ
せ
法
栄
寺
（
今
野
慈
習
住
職
）
は
地

る
こ
と
も
な
く
、
被
災
者
を
我
関
頒
の
起
こ
っ
た
活
断
廣
と
は
反
対

せ
ず
と
昂
卜
し
て
い
る
寺
院
の
心
の
南
方
向
に
あ
る
た
め
に
被
害
は

理
を
物
語
る
よ
う
に
、
傲
然
と
廷
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
に
も
か
か

っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
空
守
で
わ
ら
ず
、
こ
こ
も
被
災
し
な
か
っ

も
被
災
者
へ
の
救
援
活
動
は
何
も
た
こ
と
に
胸
を
撫
で
下
ろ
し
て
い

し

て

い

な

い

。

る

だ

け

で

、
北
淡
町
な
ど
軒
並
み

妙
宮
寺
か
ら
わ
ず
か
五
百
脳
ほ
家
が
倒
娘
し
、
扱
げ
出
さ
れ
た
被

ど
の
撥
所
に
あ
る
創
価
学
会
の
西
災
住
民
へ
の
救
扱
活
動
を
全
く
行

宮
池
田
講
堂
は
、
地
筵
当
日
は
地
な
っ
て
い
な
い
。

＇

域
の
四
百
人
の
被
災
住
民
で
溢
れ
義
理
や
人
情
も
あ
れ
ば
こ
そ
ー

か
え
っ
た
。
購
堂
で
は
学
会
只
の
ー
：
日
顕
宗
寺
院
ヽ
の
こ
う
し

不
眠
不
休
の
献
身
的
な
救
陵
活
動
た
寒
々
と
し
た
渉
状
を
み
る
に
つ

が
光
っ
て
い
た
。
同
じ
日
蓮
聖
人
け
て
、
逆
境
に
じ
っ
と
耐
え
な
が

・
日
興
上
人
の
教
え
を
信
奉
し
て
ら
悲
苦
を
共
に
し
て
肌
寄
せ
あ
っ

い
る
在
家
教
団
と
宗
門
俯
侶
と
そ
て
い
る
被
災
者
よ
り
も
は
る
か
に

の
寺
族
。
両
者
の
こ
の
あ
ま
り
に
臨
惨
で
救
い
よ
う
が
な
い
々
日
顕

宗
ク
体
妥
を
再
認
諏
し
た
次
第
で

あ
る
。「日

蓮
を
敬
う
と
も
悪
し
く
敬

わ
ぱ
回
亡
ぶ
ぺ
し
」
の
臨
訓
を
待

つ
ま
で
も
な
く
々
日
顕
宗
ク
が
存

在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
天

災
・
人
災
の
災
禍
が
被
災
住
民
に

も
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
知

ら

t
サ
n忠
t
,
9
1
1
。

』

全壊した正運寺は立ち入り禁止で、住聘夫妻は早々と逃避



各
地
て
募
金
、

兵
庫
県
南
部
地
震
に
際
し
、
臨
で
は
神
戸
、
淡
路
島
、
大
阪
で
あ

済

．
塁
各
宗
派
は
そ
れ
ぞ
れ
被
わ
せ
て
四
十
八
ヵ
寺
が
被
災
。
う

災
者
救
扱
対
策
を
進
め
て
い
る
ち
少
な
く
と
も
五
ヵ
寺
が
堂
宇
の

が
、
被
災
者
支
扱
笏
金
の
托
鉢
な
倒
瑕
な
ど
の
撤
甚
被
害
だ
っ
た。

ど
堅
実
な
活
動
が
み
ら
れ
る
半
神
戸
市
内
に
末
寺
が
集
中
し
て
い

面
、
宗
派
単
位
、
白
年
佃
の
会
な
る
南
禅
寺
派
は
全
末
寺
の
約
七
％

益
団
醤
位
、
欝
寺
院
単
位
の
が
程
度
の
差
は
あ
れ
被
災
し
、
本

活
動
が
連
携
な
し
に
行
な
わ
れ
、
堂
、
庫
裡
全
坂
と
い
っ
た
娘
滅
的

組
織
的
な
対
応
と
い
う
面
で
は
欠
打
撃
を
受
け
た
と
こ
ろ
も
少
な
く

け
る
部
分
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
っ
た
。

な
か
で
、
今
回
の
裳
災
経
験
に
学
鼓
簗
宗
の
被
災
寺
院
は
兵
庫

ん
で
、
宗
派
と
し
て
の
緊
急
時
対
瞑
、
大
阪
府
で
十
七
ヵ
寺
（
う
ち

応
の
手
続
き
の
宗
制
立
法
化
を
検
四
ヵ
寺
が
被
宙
大
）
。

束
福
寺
派

討
し
始
め
て
い
る
例
や
、
臨
済
宗
で
は
西
宮
市
内
の
三
ヵ
寺
が
本
堂

・
黄
菜
宗
全
体
と
し
て
の
協
力
態
倒
埃
等
の
被
害
を
受
け
た
が
、

元

勢
づ
く
り
を
模
索
し
よ
う
と
い
う
の
姿
を
と
ど
め
ず
崩
姻
し
た
茂
松

動
き
も
出
て
き
た
。
寺
の
本
堂
な
ど
は
地
築
の
衝
撃
の

さ
き
の
窟
災
で
は
既
較
の
通
大
き
さ
を
窺
わ
せ
た
。

り
、
臨
黄
各
派
で
も
被
害
を
受
け
こ
の
ほ
か
、
大
徳
寺
派
で
は
尼

た
寺
院
が
多
か
っ
た
。
妙
‘
出
守
派
崎
市
内
の
ニ
ヵ
寺
、
迎
仁
寺
派
は

宝
塚
市
内
の

l

ヵ
寺
、
相
国
寺
派

は
神
戸
市
と
大
阪
市
の
各
一
ヵ

寺
、
天
竜
寺
派
で
は
神
戸
市
内
と

県

震地

盃

・

池

田

腐

の
各
一
ヵ
寺
、

庫

永

葛

派

で

も

神

戸

腐

の

ニ

ヵ

部

寺

で

そ

れ

ぞ

れ

鷹

に

よ

っ

て

伽

兵

南

症

の

一
部
が
饂
し
た
り
境
内
、

整
地
等
に
被
害
が
で
た
。

癖茂の派寺匹市声ぬめどとを姿の元

週
じ
て

た。
南
禅
寺
は
塩
沢
大
定
笞
長
自
ら

も
参
加
し
て
京
都
市
内
で
募
金
托

鉢
を
実
施
、
大
徳
寺
や
天
南
寺
で

も
僧
堂
雲
訥
が
托
鉢
を
行
な
い
、

各
派
は
袈
災
後
早
速
、
被
害
を
被
災
者
救
援
の
た
め
の
喜
捻
を
訴

受
け
た
末
寺
の
即
査
や
末
寺
、
一
え
て
歩
い
た
。
こ
う
し
た
本
山
レ

般
被
災
者
救
援
活
動
に
苦
手
し
ベ
ル
で
の
托
鉢
だ
け
で
な
く
、
名

た
。
被
災
寺
院
に
は
兒
舞
金
や
復

古
屋
の
徳
源
仰
堂
な
ど
各
僧
堂
、

興
支
扱
金
を
贈
る
か
た
わ
ら
、
妙
各
宗
派
宵
年
僻
の
会
、
妙
心
寺
派

心
寺
派
、
黄
榮
宗
、
窓
福
寺
派
、
宗
務
本
若
手
所
職
貝
有
志
ら
も
托

建
長
寺
派
、
円
党
寺
派
な
ど
で
は
鉢
し
て
救
扱
義
扱
金
を
集
め
る
な

一
派
末
寺
、
祖
伯
徒
な
ど
を
対
象
ど
、
托
鉢
行
を
通
じ
て
猿
災
被
災

に
被
災
者
救
援
募
金
活
動
を
展
者
救
援
に
荷
担
し
よ
う
と
い
う
自

聞
。
二
月
初
め
が
宗
務
総
長
の
交
発
的
な
動
き
が
至
る
と
こ
ろ
で
み

代
期
に
当
た
っ
て
い
た
醤
寺
派
ら
れ
た
。

嘉
山
秀
禅
新
総
長
の
苦
任
日
に
一
般
被
災
者
に
対
す
る
義
援
金

臨
時
宗
会
を
開
佃
し
、
盟
会
を
と
し
て
は
、
唸
寺
派
が
お
か
げ
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非
常
時
対
策
を
協
議
し
た
臨
黄
合
議
所
理
事
会

全
日
本
仏
教
会
（
伊
藤
治
雄
理

享
長
）
は
一
月
三
十
一
日
午
後
、

理
事
会

・
評
際
只
会
を
都
内
の
ホ

テ
ル
で
開
他
し
た
。
こ
の
中
で
平

成
七
年
度
の
事
菜
計
画
や
収
支
予

算
を
承
認
し
た
ほ
か
、
兵
血
喋
南

部
地
錮
で
の
災
害
対
策
を
協
議
。

装
扱
金
を
継
続
し
て
雰
る
な
ど
、

け派

金
活
動
を
決
定
し

被
災
者
に
対
す
る
長
期
支
援
の
方

針
が
確
認
さ
れ
た
。

席
上
、
一
月
二
十
三
日
に
被
災

地
入
り
し
た
菅
野
秀
浩
総
稲
部
長

•
伊
束
悛彦
同
和
推
進
部
長
が
現

地
の
惨
状
を
報
告
、
兵
暉
限
仏
教

会

（
高
児
克
康
会
妥
）
、
大
阪
府

仏
教
会
（
森
田
禅
朗
会
長
）
に
gt

被
災
四
十
九
日
に

全
寺
院
で
追
悼
を

全
8
仏
が
理
事
・
評
議
員
会

「
被
災
者
に
長
期
支
援
」

被
災
者
に
疎
開
先
提
供
も

托
鉢
行

さ
ま
還
動
費
か
ら
百
万
円
を
公
的

機
関
に
拠
出
、
内
局
・
遠
諄
局
役

只
か
ら
集
め
た
募
金
も
京
都
市
役

所
に
寄
託
さ
れ
た
。
ま
た
大
徳
寺
、

束
福
寺
か
ら
も
義
扱
金
が
公
の
募

金
窓
口
に
送
ら
れ
た
。
末
寺
の
な

か
で
も
、
例
え
ば
博
多

・
四
福
寺

が
今
年
五
月
の
朗
創
八
百
年
記
念

I
I
I
I
I
 

対
応
策妙

心寺
派
秋
の
定
宗
メ
ド
に

こ
う
し
た
動
き
が
み
ら
れ
る
な

か
、
妙
‘
虻
守
派
は
教
団
と
し
て
の

組
織
的
な
対
応
が
遅
れ
た
こ
と
を

反
省
し
、
緊
急
時
対
応
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
化
を
検
討
し
て
い
る
。

同
派
は
猿
災
直
後
、
内
局
役
貝

の
多
く
が
本
山
に
不
在
で
、
教
団

と
し
て
ど
の
よ
う
な
被
災
者
、
被

害
寺
院
救
援
態
勢
を
と
る
か
と
い

う
意
思
決
定
が
遅
延
し
た
。
こ
の

経
験
に
鑑
み
、
大
規
揆
な
災
寄
な

ど
非
常
時
に
際
し
て
の
教
団
の
対

応
を
具
体
的
に
宗
制
規
程
と
し
て

成
文
化
す
る
準
備
を
迎
め
て
い
る

も
の
。
役
只
不
在
時
の
意
志
決
定

シ
ス
テ
ム
や
対
策
本
部
の
設
蹟
、

被
災
地
へ
の
人
員
派
進
な
ど
具
体

的
な
内
容
を
煮
詰
め
、
秋
の
定
期

宗
議
会
を
メ
ド
に
立
法
化
を
目
指

し
た
い
と
い
う
。

臨
黄
合
議
所
が

対
応
策
を
協
議

さ
ら
に
一
月
三
十
一
日
に
妙
心

百
三
十
万
円
の
見
舞
金
を
贈
っ
た

こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
あ
と
耶
率
．
評
議
員
か
ら

地
裟
対
策
に
つ
い
て
意
兄
を
聞

き
、
席
上
、
「
猿
災
の
四
十
九
日

法
会
の
記
念
行
事
規
模
を
繍
小
一
時
疎
開
先
を
提
供
し
よ
う
、
と

し
、
予
算
の
一
部
を
神
戸
市
な
ど
い
う
動
き
も
あ
る
。

に
義
援
金
と
し
て
寄
贈
。
師
苑
寺
、
妙
‘
む
守
派
は
遠
輝
会
前
の
二
月

慈
照
寺
も
京
都
仏
教
会
を
通
じ
て
末
ま
で
と
い
う
条
件
付
き
だ
が
、

日
赤
の
窓
口
に
義
援
金
を
送
っ
て
花
園
会
館
の
一
部
分
を
被
災
者
の

い
る
。
住
宅
確
保
の
見
通
し
も
な
宿
泊
に
開
放
す
る
方
針
で
、
現
在
、

い
ま
ま
避
難
所
で
不
自
由
な
生
活
行
政
機
関
と
連
絡
を
と
り
あ
っ
て

を
送
っ
て
い
る
被
災
者
の
た
め
の
い
る
。
静
岡
只
の
方
広
寺
も
ま
た

マ

一一ユ
ア
ル
化

研
修
薦
設
に
疎
開
者
を
受
け
~
利
め
、
宗
門
A
lに
向
け
で賣
格
取
得

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
検
討
の
啓
発
運
動
を
隈
開
す
る
と
と
も

中
だ
。
被
災
者
側
と
の
条
件
調
整
に
、
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
材
を
事

も
難
し
い
よ
う
で
、
万
福
寺
で
は
務
局
で
把
握
し
て
緊
急
時
に
備
え

ま
ず
自
衛
隊
の
救
援
部
隊
へ
の
宿
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
組
織
の
あ

舎
提
供
と
い
う
か
た
ち
で
被
災
者
り
か
た
や
各
種
情
報
集
約
の
方
法

救
援
協
力
を
具
体
化
さ
せ
よ
う
と
な
ど
は
今
後
、
享
務
局
（
禅
文
化

し
て
い
る
、
と
い
う
。
研
究
所
）
で
検
討
さ
れ
る
運
ぴ
で

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

あ
る
。

方

向

で

蓄

を

進

め

る

こ

と

に

な

構

築

迫

ら

れ

る

っ
た
。

集
団
的
対
応
策

人
材
の
組
織
化

今
回
の
袈
災
の
経
験
は
、
い
か

禅

文

研

で

検

討

に
し
て
宗
門
の
社
会
的
宮
を
果

ま
た
今
後
の
課
題
と
し
て
、
不
た
し
、
菩
薩
迫
実
践
の
観
点
か
ら

寺
で
開
か
れ
た
臨
黄
合
議
所
（
理
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
各
宗
派
か
慮
の
災
害
が
発
生
し
た
塀
合
に
宗
効
果
的
な
救
援
活
動
を
展
開
す
る

享
長
り
小
念
宗
徳
妙
心
寺
派
宗
移
ら
杢
守
の
被
災
状
況
の
情
靱
を
集
門
か
ら
直
ち
に
被
災
地
へ
救
護
活
か
、
と
い
う
課
題
を
各
派
の
宗
務

総
良
）
の
理
更
h

で
は
、
宗
派
単
め
、
『
臨
武
会
報
』
特
別
号
を
編
動
な
ど
の
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
派
進
行
政
担
当
者
に
突
き
つ
け
た
が
、

位
で
は
な
く
臨
済
宗
茂
梁
宗
全
体
集
し
て
臨
黄
全
寺
院
に
報
告
。
さ
で
き
る
体
制
を
整
え
る
と
い
う
提
こ
れ
に
関
し
て
は
宗
派
単
位
あ
る

と
し
て
の
緊
急
時
対
応
策
が
協
漉
ら
に
彼
岸
あ
る
い
は
盆
の
頃
を
メ
案
が
享
務
局
か
ら
な
さ
れ
、
理
享
い
は
全
臨
黄
で
の
緊
急
時
対
応
態

さ

れ

た

。

ド

に

、
臨
鼓
各
宗
派
合
同
の
猿
災
会
か
ら
承
認
さ
れ
た
。
勢
の
構
築
が
先
ず
求
め
ら
れ
る
こ

兵
庫
漿
南
部
地
腐
へ
の
対
応
と
縞
牲
者
合
同
慰
雰
祭
を
厳
修
す
る
救
暖
な
ど
有
資
格
者
簑
成
の
た
と
に
な
り
そ
う
だ
。
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旭
川
韻
谷
高
校
は
昭
和
三
十
三

被

災

の

中

高

生

受

け

入

れ

年

に

浄

土

真

宗

の

開

祖

、

親

薔

人
の
み
教
え
を
中
心
と
す
る
仏
教

二
名
、
転
入
学
の
形
て
旺
臼
ぃ

flu"＂

学
、
全
日
制
、
普
通
科
の
み
で
特

旭

川

龍

谷

高

校

・
必

要

経

費

全

て

免

除

進
、
進
学
、
毯

I
‘
應
｛
の
四
コ

ー
ス
が
設
戦
さ
れ
て
い
る
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
松
村
了
名
程
度
、
旭
川
龍
谷
高
校
に
転
入
生
徒
が
所
属
し
て
い
る
中
学
、
高
迎
学
の
精
神
を
具
現
化
す
る
た

呂
総
長
）
の
宗
門
校
、
北
洵
迎
旭
学
の
形
で
受
け
入
れ
る
。
試
験
な
校
の
校
長
や
担
任
な
ど
責
任
者
の
め
、
親
鸞
臨
人
の
命
日
に
当
た
る

川
市
の
旭
川
叩
谷
学
園
（
石
田
胴
ど
通
常
の
転
入
学
に
関
わ
る
困
類
聞
き
取
り
調
査
の
み
を
行
な
い
、
毎
月
十
六
日
を
「報
恩
感
謝
の
日
」

麿
盟
長
）
で
は
、
今
回
の
兵
庫
手
続
き
は
一
切
行
な
わ
ず
、
授
菜
受
け
入
れ
る
生
徒
を
決
め
る
。
と
し
、
教
職
員
、
生
徒
全
員
が
募

限
南
部
地
震
で
被
災
し
父
母
ら
の
料
や
寮
費
な
ど
の
経
婢
も
全
て
免
北
海
道
へ
の
移
動
な
ど
転
入
学
金
活
動
等
を
行
な
っ
て
お
り
、
今

主
た
る
家
Ht支
持
者
が
亡
く
な
り
除
す
る
方
針
で
あ
る
。
に
か
か
る
経
費
、
就
学
中
の
授
菜
回
は
こ
の

一
部
も
義
扱
金
と
し
て

学
菜
の
継
続
が
困
難
に
な
っ
た
志
受
け
入
れ
は
平
成
七
年
四
月
の
料
、
教
材
費
、
学
生
の
住
居
と
な
送
っ
て
い
る
。

校
生
、
ま
た
は
中
学
三
年
生
を
二
新
学
期
か
ら
。
現
在
、
被
災
し
た
る
学
生
寮
の
寮
姻
と
食
姻
の
免
除
入
谷
敏
雄
享
務
長
は
「
被
災
地

な
ど
で
き
る
限
り
経
済
的
な
負
担
の
皆
様
に
は
心
か
ら
お
見
舞
い
申

に
全
国
寺
院
で
鰈
を
血
い
て
環
牲
し
、
同
会
で
集
め
た
袈
援
金
の
使
を
軽
減
す
る
よ
う
特
例
の
措
誼
を
し
上
げ
ま
す
。
我
が
校
と
し
て
は

者
を
追
悼
し
た
ら
ど
う
か
」
と
い
途
や
配
分
に
つ
い
て
は
早

急

に

決

睛

じ

る

方

針

。

ま

ず

建

学

の
籾
神
に
則
り
、
被
災

っ
た
提
案
も
出
た
。
め
る
と
約
束
し
た
。
同
校
で
は
、
す
で
に
生
徒
会
（
会
さ
れ
た
学
生
の
救
援
か
ら
順
次
慈

全
日
本
仏
教
会
の
事
務
総
局
は
同
会
の
関
係
者
の
一
人
は

「各

長

11富
田
智
広
君

・
ニ
年
生
）
が
手
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ

加
盟
団
体
に
対
し
「
お
寺
の
本
堂
宗
派
の
猿
災
へ
の
対
応
を
最
終
的

一
月
十
九
日
に
臨
時
の
生
徒
総
会
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
な
の
で
転
入
学

や
会
舘
を
被
災
祖
信
徒

・
市
民
に

に
取
り
ま
と
め
て
、
日
本
の
仏
教
を
開
い
て
、
全
校
生
徒
一
千
二
百

に
係
わ
る
手
続
き
な
ど
は
問
い
ま

開
放
し
て
、
彼
ら
の
心
に
安
ら
ぎ
界
が
激
甚
災
害
で
ど
う
行
動
し
た
五
十
一
人
か
ら

一
人
二
百
円
ず
つ
せ
ん
」
と
西
っ
て
い
る
。

を
与
え
て
ほ
し
い
」
と
要
叩
、
寺
か
を
記
録
し
た
い
。
ま
た
、
震
災
の
募
金
を
実
施
。
こ
れ
と
教
職
只
こ
の
件
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ

院
が
被
災
者
の
籾
神
的
な
よ
り
ど
に
よ
っ
て
精
神
的
ダ
メ
ー
ジ
を
受
ら
の
寄
付
金
を
合
わ
せ
、
校
舎
等
せ
は
、一
F
0
7
8
旭
川
市
盟
岡

こ
ろ
に
な
る
よ
う
な
活
動
を
望
ん
け
た
人
々
へ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
倒
娘
す
る
な
ど
被
害
を
受
け
た
五
条
四
丁
目
旭
川
叩
谷
高
校
享

だ
。
ま
た
、
今
後
の
救
扱
方
針
に
な
ど
、
宗
教
界
独
自
の
危
機
管
理
同
じ
宗
門
関
係
校
の
須
磨
ノ
浦
女
務
局
ま
で
。
電
話
0
一
六
六
（
三

つ
い
て
、
長
期
支
扱
が
必
要
と
さ
シ
ス
テ
ム
を
樹
立
す
る
必
要
も
あ
子
志
校
（
神
戸
市
）
と
成
徳
志
校
一
）
九
一

0
-
（
午
前
八
時
半
ー

れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
、
状
況
る
の
で
は
な
い
か
」
と
話
し
て
い
（
同
）
に
各
々
十
五
万
円
の
義
扱
午
後
五
時
）
、

F
A
X
0
一
六
六

に

応

じ

て

検

討

し

て

い

き

た

い

と

る

。

金

を

送

っ

て

い

る

。

（

三

一

）

九

一

四

四

゜
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