
『
門
徒
総
代
と
し
て
』

─
歩
も
う
住
職
と
と
も
に
─



争
い
を
起
こ
し
た
り
し
て
、
苦
悩
の
人
生
か
ら
一
歩
た
り
と
も
自
由
に
な
れ
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う

に
真
実
に
背
い
た
自
己
中
心
性
を
仏
教
で
は
無
明
煩
悩
と
い
い
、
こ
の
煩
悩
が
私
た
ち
を
迷
い
の
世
界

に
繋
ぎ
止
め
る
原
因
と
な
る
の
で
す
。
な
か
で
も
代
表
的
な
煩
悩
は
、
む
さ
ぼ
り
・
い
か
り
・
お
ろ
か

さ
の
三
つ
で
、
こ
れ
を
三
毒
の
煩
悩
と
い
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
も
煩
悩
を
克
服
し
、
さ
と
り
を
得
る
た
め
に
比
叡
山
で
二
十
年
に
わ
た
り
ご
修
行
に
励
ま

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
修
行
に
励
も
う
と
も
、
自
ら
の
力
で
は
断
ち
切
れ
な
い
煩
悩
の
深
さ

を
自
覚
さ
れ
、
つ
い
に
比
叡
山
を
下
り
、
法
然
聖
人
の
お
導
き
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
の
は
た

ら
き
に
出
遇
わ
れ
ま
し
た
。
阿
弥
陀
如
来
と
は
、
悩
み
苦
し
む
す
べ
て
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
救
い
、
さ

と
り
の
世
界
へ
導
こ
う
と
願
わ
れ
、
そ
の
願
い
通
り
に
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
仏
さ
ま
で

す
。
こ
の
願
い
を
、
本
願
と
い
い
ま
す
。
我
執
、
我
欲
の
世
界
に
迷
い
込
み
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な

い
私
を
、そ
の
ま
ま
の
姿
で
救
う
と
は
た
ら
き
続
け
て
い
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
ほ
ど
、有

り
難
い
お
慈
悲
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
こ
こ
で
の
救
い
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
お
慈
悲

ひ
と
す
じ
に
お
任
せ
で
き
な
い
、
よ
ろ
こ
べ
な
い
私
の
愚
か
さ
、
煩
悩
の
深
さ
に
悲
嘆
せ
ざ
る
を
え
ま

せ
ん
。

私
た
ち
は
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
自
分
本
位
に
し
か
生
き
ら
れ
な

い
無
明
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
で
き
る
限
り
身
を
慎
み
、
言
葉
を
慎
ん
で
、
少
し
ず
つ

第
二
十
五
代
専
如
門
主
伝
灯
奉
告
法
要
ご
親
教

「
念
仏
者
の
生
き
方
」

仏
教
は
今
か
ら
約
二
五
〇
〇
年
前
、
釈
尊
が
さ
と
り
を
開
い
て
仏
陀
と
な
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま

す
。
わ
が
国
で
は
、
仏
教
は
も
と
も
と
仏
法
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
い
う
法
と
は
、
こ
の
世

界
と
私
た
ち
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
時
間
と
場
所
を
超
え
た
普
遍

的
な
真
実
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
真
実
を
見
抜
き
、
目
覚
め
た
人
を
仏
陀
と
い
い
、
私
た
ち
に
苦
悩
を

超
え
て
生
き
て
い
く
道
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
仏
教
で
す
。

仏
教
で
は
、
こ
の
世
界
と
私
た
ち
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
「
諸
行
無
常
」
と
「
縁
起
」
と
い
う
言
葉

で
表
し
ま
す
。「
諸
行
無
常
」
と
は
、
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
物
事
は
一
瞬
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
移
り

変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
縁
起
」
と
は
、
そ
の
一
瞬
ご
と
に
す
べ
て
の
物
事
は
、
原
因
や

条
件
が
互
い
に
関
わ
り
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
真
実
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界

の
あ
り
方
の
中
に
は
、
固
定
し
た
変
化
し
な
い
私
と
い
う
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
の
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
に
気
づ
か
ず
、
自
分
と
い
う
も
の
を
固
定
し
た
実
体

と
考
え
、
欲
望
の
赴
く
ま
ま
に
自
分
に
と
っ
て
損
か
得
か
、
好
き
か
嫌
い
か
な
ど
、
常
に
自
己
中
心
の

心
で
物
事
を
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
で
悩
み
苦
し
ん
だ
り
、



し
、
精
一
杯
努
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
人
間
に
な
る
の
で
す
。

国
の
内
外
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
阿
弥
陀
如
来
の
智
慧
と
慈
悲
を
正
し
く
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
、

そ
の
お
心
に
か
な
う
よ
う
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
他
と
も
に
心
豊
か
に
生

き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
世
界
の
幸
せ
の
た
め
、
実
践
運
動

の
推
進
を
通
し
、
と
も
に
確
か
な
歩
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

二
〇
一
六
（
平
成
二
十
八
）
年
十
月
一
日

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主　

大
谷
光
淳

で
も
煩
悩
を
克
服
す
る
生
き
方
へ
と
つ
く
り
変
え
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
自
分
自
身

の
あ
り
方
と
し
て
は
、
欲
を
少
な
く
し
て
足
る
こ
と
を
知
る
「
少
欲
知
足
」
で
あ
り
、
他
者
に
対
し
て

は
、
穏
や
か
な
顔
と
優
し
い
言
葉
で
接
す
る
「
和
顔
愛
語
」
と
い
う
生
き
方
で
す
。
た
と
え
、
そ
れ
ら

が
仏
さ
ま
の
真
似
事
と
い
わ
れ
よ
う
と
も
、
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
に
教
え
導
か
れ
て
、
そ
の
よ
う
に
志

し
て
生
き
る
人
間
に
育
て
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
門
弟
に
宛
て
た
お
手
紙
で
、

「（
あ
な
た
方
は
）
今
、
す
べ
て
の
人
び
と
を
救
お
う
と
い
う
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
の
お
心
を
お
聞
き

し
、
愚
か
な
る
無
明
の
酔
い
も
次
第
に
さ
め
、
む
さ
ぼ
り
・
い
か
り
・
お
ろ
か
さ
と
い
う
三
つ
の
毒
も

少
し
ず
つ
好
ま
ぬ
よ
う
に
な
り
、
阿
弥
陀
仏
の
薬
を
つ
ね
に
好
む
身
と
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
」
と

お
示
し
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
重
い
ご
教
示
で
す
。

今
日
、
世
界
に
は
テ
ロ
や
武
力
紛
争
、
経
済
格
差
、
地
球
温
暖
化
、
核
物
質
の
拡
散
、
差
別
を
含
む

人
権
の
抑
圧
な
ど
、
世
界
規
模
で
の
人
類
の
生
存
に
関
わ
る
困
難
な
問
題
が
山
積
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
ら
の
原
因
の
根
本
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
に
背
い
て
生
き
る
私
た
ち
の
無
明
煩
悩
に
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
は
こ
の
命
を
終
え
る
瞬
間
ま
で
、
我
欲
に
執
わ
れ
た
煩
悩
具
足
の
愚
か
な
存
在
で

あ
り
、
仏
さ
ま
の
よ
う
な
執
わ
れ
の
な
い
完
全
に
清
ら
か
な
行
い
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
で

も
仏
法
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
で
、
私
た
ち
は
他
者
の
喜
び
を
自
ら
の
喜
び
と
し
、

他
者
の
苦
し
み
を
自
ら
の
苦
し
み
と
す
る
な
ど
、
少
し
で
も
仏
さ
ま
の
お
心
に
か
な
う
生
き
方
を
目
指



と
し
て
表
に
現
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
凡
愚
の
身
の
私
た
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ご
本
願
に
出
遇

い
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
慈
悲
に
摂
め
取
ら
れ
て
決
し
て
捨
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
身
と
も
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
大
き
な
力
に
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
安
心
感
は
、
日
々
の
生
活
を
支
え
、
社
会
の

た
め
の
活
動
を
可
能
に
す
る
原
動
力
と
な
る
で
し
ょ
う
。

凡
夫
の
身
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
傲
慢
な
思
い
が
誤
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
す
が
、
凡
夫
だ
か
ら
何

も
で
き
な
い
と
い
う
無
気
力
な
姿
勢
も
、
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
即
如
前
門
主

の
『
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大
遠
忌
法
要
御
満
座
を
機
縁
と
し
て
「
新
た
な
始
ま
り
」
を
期
す
る
消
息
』

に
は
、

凡
夫
の
身
で
な
す
こ
と
は
不
十
分
不
完
全
で
あ
る
と
自
覚
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
「
世
の
な
か
安

穏
な
れ
、 

仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
、
精
一
杯
努
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
教
示
さ
れ
た
生
き
方
が
念
仏
者
に
ふ
さ
わ
し
い
歩
み
で
あ
り
、
親

鸞
聖
人
の
お
心
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
ご
法
要
初

日
に
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
と
し
て
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
、
宗
門
が
十
年
間
に
わ
た
る
「
宗
門
総
合
振
興
計
画
」
の
取
り
組
み
を
進
め
て
お
り
ま
す
な
か
、
来

伝
灯
奉
告
法
要
御
満
座
の
消
息

昨
年
の
十
月
一
日
よ
り
お
勤
め
し
て
ま
い
り
ま
し
た
伝
灯
奉
告
法
要
は
、
本
日
ご
満
座
を
お
迎
え
い

た
し
ま
し
た
。
十
期
八
十
日
間
に
わ
た
る
ご
法
要
を
厳
粛
盛
大
に
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ

と
は
、
仏
祖
の
お
導
き
と
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
、
ま
た
代
々
法
灯
を
伝
え
て
こ
ら
れ
た
歴
代
宗
主
の
ご

教
化
に
よ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
日
本
全
国
の
み
な
ら
ず
、
全
世
界
に
広
が
る
有
縁
の
方
々
の

報
恩
謝
徳
の
ご
懇
念
の
た
ま
も
の
と
、
ま
こ
と
に
有
り
難
く
思
い
ま
す
。

昨
年
の
熊
本
地
震
か
ら
一
年
を
経
過
し
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
六
年
が

過
ぎ
ま
し
た
。
改
め
て
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
々
に
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
被
災
さ

れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
時
間
が
経
過
し
て
も
心
の
傷
は
癒
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
深
い
痛
み
を
感
じ
て
お
過
ご
し
の
方
も
多
く
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
な
か
で
も
、
原
子
力

発
電
所
の
事
故
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
拡
散
に
よ
っ
て
、
今
な
お
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、
不
自

由
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
方
々
が
多
く
お
ら
れ
ま
す
。
思
う
ま
ま
に
電
力
を
消
費
す
る
便
利

で
豊
か
な
生
活
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
一
部
の
方
々
に
過
酷
な
現
実
を
強
い
る
と
い
う
現
代
社
会
の
矛

盾
の
一
つ
が
、
露
わ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

自
分
さ
え
良
け
れ
ば
他
は
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
私
た
ち
の
心
に
ひ
そ
む
自
己
中
心
性
は
、
時



る 

二
〇
二
三
（
平
成
三
十
五
）
年
に
は
宗
祖
ご
誕
生
八
百
五
十
年
、
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
に
は
立
教
開

宗
八
百
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。

改
め
て
申
す
ま
で
も
な
く
、
そ
の
慶
讃
の
ご
法
要
に
向
け
た
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
お
い
て
も
、
私
た

ち
一
人
ひ
と
り
が
真
実
信
心
を
い
た
だ
き
、
お
慈
悲
の
有
り
難
さ
尊
さ
を
人
々
に
正
し
く
わ
か
り
や
す

く
お
伝
え
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
。
そ
し
て
同
時
に
、
仏
さ
ま
の
よ
う
な
執
わ
れ
の
な
い
完
全
に
清
ら

か
な
行
い
は
で
き
な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
念
仏
者
の
生
き
方
を
目
指
し
、
精
一
杯
努
め
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

み
教
え
に
生
か
さ
れ
、
み
教
え
を
ひ
ろ
め
、
さ
ら
に
自
他
と
も
に
心
安
ら
ぐ
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、

こ
れ
か
ら
も
共
々
に
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

平
成
二
十
九
年

二
〇
一
七
年　
　

五
月
三
十
一
日

龍
谷
門
主　

釈
　
専
　
如



・
中

ち
ゅ
う

興こ
う

の
祖そ

　
蓮れ

ん

如に
ょ

上
し
ょ
う

人に
ん

の
お
手て

紙が
み

『
御ご

文ぶ
ん

章し
ょ
う
』

教き
ょ
う

義ぎ

　
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
本ほ

ん

願が
ん

力り
き

に
よ
っ
て
信し

ん

心じ
ん

を
め
ぐ
ま
れ
、
念ね

ん

仏ぶ
つ

を
申も

う

す
人じ

ん

生せ
い

を
歩あ

ゆ

み
、
こ
の
世よ

の
縁え

ん

が
尽つ

き
る
と
き
浄じ

ょ
う

土ど

に
生う

ま
れ
て
仏ぶ

つ

と
な
り
、
迷ま

よ

い
の
世よ

に

還か
え

っ
て
人ひ

と

々び
と

を
教き

ょ
う
化け

す
る
。

生せ
い

活か
つ

　
親し

ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
教お

し

え
に
み
ち
び
か
れ
て
、
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の 

み
心こ

こ
ろ

を
聞き

き
、
念ね

ん

仏ぶ
つ

を

称と
な

え
つ
つ
、
つ
ね
に
わ
が
身み

を
ふ
り
か
え
り
、
慚ざ

ん

愧ぎ

と
歓か

ん

喜ぎ

の
う
ち
に
、
現げ

ん

世ぜ

祈き

祷と
う

な
ど
に
た
よ
る
こ
と
な
く
、
御ご

恩お
ん

報ほ
う

謝し
ゃ

の
生せ

い

活か
つ

を
送お

く

る
。

宗し
ゅ
う

門も
ん  

こ
の
宗し

ゅ
う

門も
ん

は
、
親し

ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
教お

し

え
を
仰あ

お

ぎ
、
念ね

ん

仏ぶ
つ

を
申も

う

す
人ひ

と

々び
と

の
集つ

ど

う
同ど

う

朋ぼ
う

教
き
ょ
う

団だ
ん

で
あ
り
、
人ひ

と

々び
と

に
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
智ち

慧え

と
慈じ

悲ひ

を
伝つ

た

え
る
教き

ょ
う

団だ
ん

で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
自じ

他た

と
も
に
心こ

こ
ろ

豊ゆ
た

か
に
生い

き
る
こ
と
の
で
き
る
社し

ゃ

会か
い

の
実じ

つ

現げ
ん

に

貢こ
う

献け
ん

す
る
。

浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

の
教き

ょ
う

章し
ょ
う

（
私
わ
た
しの
歩あ
ゆ
む
道み
ち
）

宗し
ゅ
う

名め
い

　
浄じ

ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

宗し
ゅ
う

祖そ

　
親し

ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

（
ご
開か

い

山さ
ん

） 
ご
誕た

ん

生
じ
ょ
う

　
一
一
七
三
年
五
月
二
十
一
日 

（
承

じ
ょ
う

安あ
ん

三
年
四
月
一
日
）

 

ご
往お

う

生
じ
ょ
う

　
一
二
六
三
年
一
月
十
六
日    

（
弘こ

う

長
ち
ょ
う
二
年
十
一
月
二
十
八
日
）

宗し
ゅ
う

派は

　
浄じ

ょ
う
土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

本ほ
ん

願が
ん

寺じ

派は

本ほ
ん

山ざ
ん

　
龍り

ゅ
う

谷こ
く

山ざ
ん

本ほ
ん

願が
ん

寺じ

（
西に

し

本ほ
ん

願が
ん

寺じ

）

本ほ
ん

尊ぞ
ん

　
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

（
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

）

聖せ
い

典て
ん   

・
釈し

ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

が
説と

か
れ
た
「
浄

じ
ょ
う
土ど

三さ
ん

部ぶ

経
き
ょ
う
」

『
仏ぶ

っ

説せ
つ

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

』『
仏ぶ

っ

説せ
つ

観か
ん

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

』『
仏ぶ

っ

説せ
つ

阿あ

弥み

陀だ

経き
ょ
う

』

・
宗

し
ゅ
う
祖そ

　
親し

ん

鸞ら
ん

聖
し
ょ
う

人に
ん

が
著ち

ょ

述
じ
ゅ
つ
さ
れ
た
主お

も

な
聖

し
ょ
う

教
ぎ
ょ
う

『
正し

ょ
う

信し
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

偈げ

』（『
教き

ょ
う

行ぎ
ょ
う

信し
ん

証し
ょ
う

』
行ぎ

ょ
う

巻か
ん

末ま
つ

の
偈げ

文も
ん

）

『
浄じ

ょ
う

土ど

和わ

讃さ
ん

』『
高こ

う

僧そ
う

和わ

讃さ
ん

』　『
正し

ょ
う

像ぞ
う

末ま
つ

和わ

讃さ
ん

』



浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

の
生せ

い

活か
つ

信し
ん

条じ
ょ
う

一ひ
と
つ

、
み
仏ほ

と
け

の
誓ち

か

い
を
信し

ん

じ
　
尊と

う
と

い
み
名な

を
と
な
え
つ
つ

　
　
強つ

よ

く
明あ

か

る
く
生い

き
抜ぬ

き
ま
す

一ひ
と
つ

、
み
仏ほ

と
け

の
光ひ

か

り
を
あ
お
ぎ
　
常つ

ね

に
わ
が
身み

を
か
え
り
み
て

　
　
感か

ん

謝し
ゃ

の
う
ち
に
励は

げ

み
ま
す

一ひ
と
つ

、
み
仏ほ

と
け

の
教お

し

え
に
し
た
が
い
　
正た

だ

し
い
道み

ち

を
聞き

き
わ
け
て

　
　
ま
こ
と
の
み
の
り
を
ひ
ろ
め
ま
す

一ひ
と
つ

、
み
仏ほ

と
け

の
恵め

ぐ

み
を
喜よ

ろ
こ

び
　
互た

が
い

に
う
や
ま
い
助た

す

け
あ
い

　
　
社し

ゃ

会か
い

の
た
め
に
尽つ

く

し
ま
す
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本
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引
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に
つ
い
て
は
『
註
釈
版
聖
典
』
と
略
記
し
て
お
り
ま
す
。



刊
行
に
あ
た
っ
て

二
〇
一
四
（
平
成
二
十
六
）
年
六
月
、
第
二
十
四
代
即
如
ご
門
主
さ
ま
の
本
願
寺
住
職
及
び
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
門
主
の
ご
退
任
に
伴
い
、第
二
十
五
代
専
如
ご
門
主
さ
ま
に
法
統
が
継
承
さ
れ
、二
〇
一
六
（
平

成
二
十
八
）
年
十
月
よ
り
、
十
期
八
十
日
間
に
わ
た
り
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
が
勤
修
さ
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
念
仏
者
と
し
て
の
自
覚
の
も
と
、
こ
の
ご
勝
縁
を
機
縁
と
し
て
、
真
実
の
み
教
え
を
次
代

へ
伝
え
、
多
く
の
人
々
に
広
め
る
営
み
を
さ
ら
に
進
め
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
現
代
に
お
い

て
は
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
は
刻
一
刻
と
変
化
し
、
人
々
の
価
値
観
も
多
様
化
し
、
社
会
全
体
が
複

雑
化
す
る
中
で
、
人
々
の
悩
み
は
深
刻
化
し
、
社
会
の
課
題
も
増
大
し
て
い
ま
す
。

ご
門
主
さ
ま
は
「
法
統
継
承
に
際
し
て
の
消
息
」
の
中
で
、〝
本
願
念
仏
の
ご
法
義
は
、
時
代
や
社
会
が

変
化
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
法
義
の
伝
え
方
は
、
そ
の
変
化
に
つ
れ
て
変
わ
っ
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ご
法
義
を
伝
え
て
い
く

の
か
、
宗
門
の
英
知
を
結
集
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。〟
と
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
伝
灯
奉
告

法
要
に
際
し
て
の
ご
親
教
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
に
お
い
て
、〝
国
の
内
外
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
阿
弥
陀

如
来
の
智
慧
と
慈
悲
を
正
し
く
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
、
そ
の
お
心
に
か
な
う
よ
う
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
他
と
も
に
心
豊
か
に
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
努
め
た

い
と
思
い
ま
す
。〟
と
決
意
を
述
べ
ら
れ
、「
伝
灯
奉
告
法
要
御
満
座
の
消
息
」
に
お
い
て
も
、〝
み
教
え
に

生
か
さ
れ
、
み
教
え
を
ひ
ろ
め
、
さ
ら
に
自
他
と
も
に
心
安
ら
ぐ
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も

共
々
に
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。〟
と
示
さ
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
ご
門
主
さ
ま
の
ご
消
息
、
ご
親
教
で
の
お
示
し
の
お
心
を
体
し
、
僧
侶
・
寺
族
・
門
信
徒

が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
お
念
仏
の
声
が
世
の
中
へ
広
が
っ
て
い
く
よ
う
努
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
の
た
び
、
さ
ら
な
る
門
徒
総
代
会
の
活
動
の
活
性
化
を
は
か
り
、
門
徒
総
代
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
自

覚
を
深
め
、
行
動
力
を
た
か
め
て
ゆ
く
た
め
の
一
助
と
し
て
『
門
徒
総
代
と
し
て
―
歩
も
う
住
職
と
と
も

に
―
』
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。

本
書
を
通
し
、門
徒
総
代
の
皆
さ
ま
が
「
門
徒
総
代
の
立
場
や
役
割
」「
寺
院
の
役
割
や
意
義
」
そ
し
て

「
門
徒
総
代
に
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
改
め
て
確
認
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
門
徒
総
代
の
皆
さ
ま
に
は
、
今
後
と
も
、
ご
住
職
と
力
を
合
わ
せ
て
、
み
教
え
を
広
め
、
そ

し
て
寺
門
興
隆
の
た
め
、
よ
り
一
層
ご
尽
力
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

全
国
門
徒
総
代
会

門
信
徒
教
化
部

5 4
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一
、「
お
寺
」
と
は

は
じ
め
に

「
お
寺
っ
て
何
の
た
め
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」

と
い
う
問
い
を
、
今
ま
で
お
寺
と
ご
縁
の
な
い
人
々
に
問
い
か
け
て
み
る
と
、
ど
ん
な
答
え
が
返
っ
て
く

る
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、

「
仏
さ
ま
の
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
と
こ
ろ
」

「
ご
先
祖
の
供く

養よ
う

を
し
て
い
た
だ
く
と
こ
ろ
」

「
幸
せ
に
な
る
よ
う
お
願
い
に
い
く
と
こ
ろ
」

「
精せ

い

神し
ん

修し
ゅ
う

養よ
う

を
す
る
と
こ
ろ
」

と
い
う
答
え
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、「
お
寺
」
に
対
す
る
印
象
、
イ
メ
ー
ジ
は
様
々
で
す
が
、
そ
れ
は
、
仏
教
各
宗
派
の
長

い
活
動
の
歴
史
の
中
で
培つ

ち
か

わ
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

仏
教
各
宗
派
の
お
寺
の
成
立
の
経け

い

緯い

は
様
々
で
す
が
、
浄
土
真
宗
以
外
の
お
寺
に
は
、
出し

ゅ
っ
家け

者し
ゃ

と
し
て

の
僧
侶
が
お
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
そ
の
出
家
者
に
帰
依
さ
れ
た
時
の
権け

ん

力り
ょ
く

者し
ゃ

や
豪
族
の
人
々
が
、

出
家
者
に
修し

ゅ

行ぎ
ょ
う
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
功く

徳ど
く

を
い
た
だ
い
た
り
、
一
族
の
繁は

ん

栄え
い

の
た
め
に
先
祖
供
養

を
依
頼
し
た
り
、
自
分
た
ち
に
降
り
か
か
る
災わ

ざ
わ

い
を
遠
ざ
け
る
祈き

祷と
う

を
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
建
て
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
こ
の
よ
う
な
形
で
成
立
し
た
お
寺
は
、
本
来
、
出
家
者
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
時
の
権
力

者
や
豪
族
の
た
め
の
お
寺
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
浄
土
真
宗
の
「
お
寺
」
の
起
源
を
尋
ね
て
み
る
と
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
聴ち

ょ
う

聞も
ん

す

る
念
仏
者
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
の
聞も

ん

法ぼ
う

の
道
場
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

少
し
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
浄
土
真
宗
の
お
寺
は
、
ま
ず
、
熱
心
な
念ね

ん

仏ぶ
つ

者し
ゃ

が
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え

を
聴
聞
す
る
場
と
し
て
、生
活
し
て
い
る
自
宅
を
提
供
し
た
「
念
仏
者
の
集
い
の
場
」
に
始
ま
る
の
で
す
。

そ
こ
で
は
ご
本ほ

ん

尊ぞ
ん

が
安
置
さ
れ
ご
法ほ

う

義ぎ

が
讃さ

ん

嘆だ
ん

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
念
仏
者
の
輪
が
広
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が
っ
て
い
き
、
独
立
し
た
道
場
を
建
て
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
そ
の
大
切
な
道
場
の
維
持
管
理
と
運
営
の
た
め
、
そ
の
道
場
に
常
駐
す
る
専せ

ん

任に
ん

者し
ゃ

が
必
要
と

な
り
、
聞
法
の
集
ま
り
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
念
仏
者
が
そ
の
役
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
専
任
者
が

の
ち
に
僧
侶
と
な
り
、
施
設
も
道
場
か
ら
お
寺
の
形
に
整
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
で
は
、
こ

の
よ
う
な
成
り
立
ち
の
お
寺
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
お
寺
と
は
、「
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」
の
お
念
仏
の
教
え
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
聞
法
の
道
場

な
の
で
す
。
こ
の
私
が
、
お
浄
土
で
必
ず
仏
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
幸
せ
を
喜
び
、
互
い
が
阿
弥

陀
如
来
に
願
わ
れ
た
者
同
士
と
し
て
認
め
合
い
、仏
さ
ま
の
前
で
遠
慮
な
く
話
が
で
き
る
場
所
な
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
浄
土
真
宗
の
お
寺
の
本
堂
の
形
態
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
他

宗
の
お
寺
の
本
堂
は
、
出
家
者
が
修
行
や
祈
祷
を
行
う
場
所
で
あ
る
た
め
、
内な

い

陣じ
ん

が
広
く
取
ら
れ
て
お
り

ま
す
が
、
浄
土
真
宗
の
お
寺
の
本
堂
は
、
法ほ

う

要よ
う

儀ぎ

式し
き

を
行
う
内
陣
よ
り
、
僧
侶
も
門
信
徒
も
と
も
に
、
仏

さ
ま
の
お
徳
を
讃
え
、
み
教
え
を
聴
聞
す
る
外げ

陣じ
ん

の
方
が
、
広
く
取
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
宗し

ゅ
う

門も
ん

法ほ
う

規き

」
の
規き

定て
い

か
ら

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
私
た
ち
の
所
属
し
て
い
る
浄
土
真
宗
の
お
寺
の
役
割
に
つ
い
て
、
宗
門
（
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
）
の
最さ

い

高こ
う

法ほ
う

規き

で
あ
る
「
宗し

ゅ
う

制せ
い

」「
宗し

ゅ
う

法ほ
う

」
を
通
し
て
、
う
か
が
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

私
た
ち
の
宗
門
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
、
ま
た
一
般
社
会
の
様
々
な
組
織
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

規
則
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
私
た
ち
の
宗
門
の
成
立
に
関
す
る
極
め
て
重
要
か
つ
原
則
的
な
事
項
を
定
め
た
規
則
、「
宗
制
」

に
は
、
そ
の
前
文
【
資
料
48
〜
49
頁
】
で
、
次
の
よ
う
に
宗
門
の
「
基
本
理
念
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

※
最
高
法
規･･

「
宗
法
」
第
九
十
四
条　

こ
の
宗
門
の
最
高
法
規
は
、
宗
制
及
び
宗
法
と
す
る
。
い

か
な
る
規
則
及
び
行
為
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
。【
資
料
58
頁
】

　
本ほ

ん

宗し
ゅ
う

門も
ん

の
宗し

ゅ
う

祖そ

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

は
、『
顕け

ん

浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

実じ
つ

教き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

証し
ょ
う

文も
ん

類る
い

』
を
著あ

ら
わ

し
、
龍り

ゅ
う

樹じ
ゅ

、
天て

ん

親じ
ん

、

曇ど
ん

鸞ら
ん

、
道ど

う

綽し
ゃ
く

、
善ぜ

ん

導ど
う

、
源げ

ん

信し
ん

、
源げ

ん

空く
う

の
七し

ち

高こ
う

僧そ
う

の
釈し

ゃ
く

義ぎ

を
承う

け
、『
仏ぶ

っ

説せ
つ

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

』
の
本ほ

ん

義ぎ

を

開か
い

顕け
ん

し
て
、
本ほ

ん

願が
ん

名み
ょ
う

号ご
う

の
真し

ん

実じ
つ

の
教お

し

え
を
明あ

き

ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
が
浄じ

ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

の
立り

っ

教き
ょ
う

開か
い

宗
し
ゅ
う

で
あ
る
。


