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は
じ
め
に

ふ
た
た
び
大
平
光
代
さ
ん
と
本
願
寺
出
版
社
の
書
籍
で
ご
一
緒
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
大
平

さ
ん
の
闊か
っ

達た
つ

な
語
り
と
み
ず
み
ず
し
い
感
性
は
、
本
書
で
も
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ

た
り
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

第
一
章
や
第
三
章
で
は
、
大
平
さ
ん
と
私
が
フ
リ
ー
に
対
話
し
て
い
ま
す
。
第
一
章
で
は
『
歎
異

抄
』、
第
三
章
で
は
親
鸞
聖
人
・
恵
信
尼
公
の
お
手
紙
を
手
が
か
り
と
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
情
感

あ
ふ
れ
る
言
葉
が
綴
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
す
。
二
人
が
思
い
つ
く
ま
ま
に
お
話
す
る
よ
り
も
、
何
か

手
が
か
り
が
あ
っ
た
方
が
、
深
い
と
こ
ろ
へ
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

た
わ
け
で
す
。

ま
た
、
第
二
章
は
座
談
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
大
平
さ
ん
か
ら
「
若
い
人
た
ち
の
話
を
聞
い
て
み

た
い
。
親
鸞
聖
人
と
か
、
浄
土
真
宗
と
か
、『
歎
異
抄
』
と
か
、
ど
う
い
う
感
じ
に
響
く
の
か
を
知

り
た
い
」
と
提
案
さ
れ
た
の
で
、
私
の
寺
子
屋
・
練
心
庵
の
ス
タ
ッ
フ
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

み
ん
な
の
発
言
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て

『
歎
異
抄
』
は
、「
同
じ
道
を
歩
ん
で
い
る
者
（
＝
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
流
れ
に
位
置
す
る
人
々
）」

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
歎
異
抄
』
は
真
宗
門
徒
以
外
の
人
が
読
ん
で
も
、

宗
教
心
を
揺
さ
ぶ
る
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
『
歎
異
抄
』
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
す
。
異
端
を

歎
く
と
い
う
姿
勢
か
ら
始
ま
っ
た
著
述
な
の
で
す
が
、
こ
の
書
が
切
り
開
い
た
世
界
は
人
間
の
宗
教

性
を
問
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

『
歎
異
抄
』
は
、
今
か
ら
七
百
三
十
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
ま
し
た
。
著
者
は
、
親
鸞
聖
人
を
直
接

知
る
唯
円
と
い
う
人
物
の
手
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
原
稿
用
紙
に
す
れ
ば
わ
ず
か
三
十

枚
程
度
の
分
量
し
か
な
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
書
物
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
一
冊
で
親
鸞
思
想
や

浄
土
真
宗
の
教
え
の
す
べ
て
が
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、
こ
こ
か
ら
仏
教

を
体
系
的
に
学
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
た
い
へ
ん
な
求
心
力
を
持
つ
書
物
と
し
て
、
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時
代
を
超
え
て
現
代
に
読
み
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。
な
に
し
ろ
『
歎
異
抄
』
は
、「
そ
れ
ま
で
漠

然
と
も
っ
て
い
た
宗
教
や
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
が
転
換
す
る
」
と
い
っ
た
特
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、「
絶
体
絶
命
の
時
に
浮
上
す
る
言
葉
」
が
並
ん
で
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
な
お
多
く
の

人
々
が
『
歎
異
抄
』
を
繰
り
返
し
求
め
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
大
平
光
代
さ
ん
も
そ
の
ひ
と
り
で

す
。た

だ
、
本
書
で
は
『
歎
異
抄
』
全
般
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
条
に
着

目
し
て
、
そ
こ
か
ら
対
話
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

「
親
鸞
聖
人
御
消
息
」
と
「
恵
信
尼
消
息
」
に
つ
い
て

親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
は
四
十
三
通
（
真
筆
は
十
一
通
、
他
は
書
写
さ
れ
た
も
の
）
現
存
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
年
月
日
が
わ
か
っ
て
い
る
お
手
紙
が
十
五
通
あ
り
ま
す
。
年
月
日
が
わ
か
っ
て
い
る
も
の

の
う
ち
で
、
一
番
年
代
が
早
い
お
手
紙
は
親
鸞
聖
人
が
七
十
一
歳
、
最
後
に
書
か
れ
た
お
手
紙
は
八

十
八
歳
で
す
。
大
半
の
も
の
は
八
十
歳
代
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
目
も
み
え
ず
候
ふ
。

な
に
ご
と
も
み
な
わ
す
れ
て
候
ふ
」（
八
十
六
歳
時
）
な
ど
と
い
っ
た
生
々
し
い
老
い
の
様
子
が
書

き
記
さ
れ
た
文
面
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
も
の
は
『
御
消
息
集
』『
血け
ち

脈み
ゃ
く

文も
ん

集じ
ゅ
う』『
末ま
っ

灯と
う

鈔し
ょ
う』
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
内

容
は
、
同
朋
・
門
弟
へ
の
お
礼
状
や
、
質
問
へ
の
お
返
事
、
聖
人
の
身
辺
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、

『
教
行
信
証
』
や
『
歎
異
抄
』
と
は
ま
た
違
っ
た
お
も
む
き
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、「
恵
信
尼
消
息
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
文
書
は
、
恵
信
尼
公
の
お
手
紙
八
通
（
こ
れ
に
譲
り

状
を
二
通
合
わ
せ
る
場
合
も
あ
る
）
を
指
し
ま
す
。
八
通
の
お
手
紙
は
い
ず
れ
も
、
親
鸞
聖
人
が
ご

往
生
な
さ
っ
て
か
ら
、
恵
信
尼
公
が
末
娘
の
覚か
く

信し
ん

尼に

さ
ま
へ
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

「
恵
信
尼
消
息
」
は
、
大
正
十
年
に
本
願
寺
の
蔵
（
宝
物
庫
）
で
発
見
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の

お
手
紙
の
内
容
に
よ
っ
て
「
親
鸞
聖
人
は
比
叡
山
で
堂
僧
を
さ
れ
て
い
た
」「
法
然
聖
人
は
勢
至
菩

薩
の
化
身
」「
親
鸞
聖
人
は
観
音
菩
薩
の
化
身
」
な
ど
、
貴
重
な
情
報
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
や
恵
信
尼
公
の
夢
の
お
話
も
記
さ
れ
て
お
り
、
と
て
も
リ
ア
ル
で
す
。
夢

の
お
話
か
ら
は
法
然
聖
人
・
親
鸞
聖
人
・
恵
信
尼
公
の
関
係
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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目
　
次

私
は
、
親
鸞
聖
人
・
恵
信
尼
公
の
お
手
紙
を
通
じ
て
、
お
そ
ら
く
大
平
さ
ん
の
語
り
の
切
れ
味
が

増
す
こ
と
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
ま
し
た
。
予
想
通
り
の
反
応
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

本
書
は
本
願
寺
出
版
社
の
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
発
刊
へ
と
至
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
か
り
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
ラ
イ
タ
ー
の
大
栗
典
子
さ
ん
、
今
回
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
練

心
庵
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
さ
ん
も
お
疲
れ
様
で
し
た
。

な
に
よ
り
、
お
つ
き
合
い
い
た
だ
い
た
大
平
光
代
さ
ん
、
ま
た
お
連
れ
合
い
の
川
下
清
さ
ん
、
お

嬢
さ
ん
の
ハ
ル
ち
ゃ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
度
も
ご
自
宅
で
歓
待
し
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

釈

徹
宗
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き
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は
、『
浄
土
真
宗
聖
典（
註
釈
版
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歎
異
抄（
現
代
語
版
）』

『
親
鸞
聖
人
御
消
息

恵
信
尼
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息（
現
代
語
版
）』（
本
願
寺
出
版
社
）を
用
い
て
お
り
ま
す
。
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弁
護
士
と
い
う
職
業
は
、
人
の
わ
ざ
わ
い
の
中
に
身
を
置
き
ま
す
。
つ
ま
り
人
が
幸
せ
に
暮
ら
し

て
い
る
と
き
弁
護
士
は
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か
困
っ
た
問
題
が
起
き
て
、
自
分
で
は
解
決
で

き
な
い
よ
う
な
と
き
に
弁
護
士
に
相
談
す
る
と
い
う
具
合
で
す
。

で
す
か
ら
、
何
ら
か
の
問
題
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

法
律
書
以
外
に
心
理
学
と
か
哲
学
と
か
の
本
を
た
く
さ
ん
読
ん
で
い
た
の
で
す
。
そ
の
中
に
『
歎
異

抄
』
も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、『
歎
異
抄
』
の
独
特
の
言
い
回
し
が
お
も
し
ろ
く
て
何
度
も
読
み
返

し
て
い
ま
し
た
し
、
離
れ
小
島
に
一
冊
持
っ
て
行
く
と
し
た
ら
『
歎
異
抄
』
と
答
え
る
ぐ
ら
い
好
き

な
本
で
し
た
。
た
だ
、
内
容
を
本
当
に
理
解
し
て
い
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

今
の
私
た
ち
は
、
六
道
輪り
ん

廻ね

や
解げ

脱だ
つ

と
言
わ
れ
て
も
な
か
な
か
ピ
ン
と
こ
な
い
し
、
自
分
の
行
為

の
結
果
で
来
世
は
苦
を
う
け
る
な
ん
て
あ
ま
り
思
い
ま
せ
ん
よ
ね
。
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら
ま
た
一
緒

に
な
ろ
う
ね
、
な
ん
て
い
う
人
で
も
（
私
も
主
人
に
言
う
て
ま
す
）、
虫
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
一
緒
に

な
る
な
ん
て
こ
と
を
想
像
し
た
り
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
子
で
小
さ
い
と
き
か

ら
仏
事
に
接
し
て
い
る
私
で
も
、『
歎
異
抄
』
は
宗
教
書
と
い
う
よ
り
も
教
養
書
を
読
ん
で
い
る
よ

『
歎
異
抄
』
に
助
け
ら
れ
生
き
て
き
た

大
平	
釈
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
遠
い
と
こ
ろ
よ
う
こ
そ
お
越
し
下
さ
い
ま
し
た
。

釈	

大
平
さ
ん
の
家
に
来
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
二
度
目
で
す
が
、
今
日
は
自
宅
で
は
な
く
、
隣
家

の
ア
ト
リ
エ
で
お
話
を
伺
え
る
と
聞
い
て
楽
し
み
に
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
以
前
、
お
会
い
し
た

時
に
、
少
し
『
歎
異
抄
』
の
お
話
を
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
時
か
ら
じ
っ
く
り
『
歎
異
抄
』
に
つ

い
て
お
話
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
今
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

大
平	

こ
ち
ら
こ
そ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
早
速
で
す
が
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
る
と
、

『
歎
異
抄
』
に
ず
い
ぶ
ん
助
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

釈	

大
変
な
世
界
を
生
き
て
こ
ら
れ
ま
し
た
か
ら
ね
。

大
平	

『
歎
異
抄
』
を
じ
っ
く
り
と
読
み
始
め
た
の
は
、
司
法
試
験
に
合
格
し
た
後
の
司
法
修
習
生

の
時
で
し
た
。
司
法
修
習
終
了
と
同
時
に
、
私
は
弁
護
士
に
な
っ
て
自
分
の
法
律
事
務
所
を
開
設
す

る
つ
も
り
で
し
た
の
で
、
こ
の
期
間
中
に
い
ろ
い
ろ
準
備
を
し
て
い
た
の
で
す
。
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し
た
。
そ
し
て
高
架
橋
に
な
っ
て
い
る
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
上
が
り
、
し
ば
ら
く
そ
の
輝
き
を

み
て
い
た
の
で
す
。

す
る
と
北
風
が
ピ
ュ
ー
ッ
と
吹
い
て
く
る
の
と
同
時
に
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世

界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
み
な
も
つ
て
そ
ら
ご
と
た
は
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念

仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
一
節
が
頭
の
中
で
こ
だ
ま
し
た
ん
で

す
。
そ
の
時
、
は
っ
と
し
た
ん
で
す
。

釈	

『
歎
異
抄
』
の
後
序
に
で
て
く
る
一
文
で
す
ね
。

大
平	

は
い
、
そ
う
で
す
。
私
は
こ
れ
ま
で
世
の
た
め
人
の
た
め
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
本
当
は

ど
う
や
っ
た
ん
や
ろ
う
。
自
分
が
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
っ
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
か
。
人
の
た
め

で
は
な
い
。
全
部
自
分
の
た
め
に
や
っ
て
い
た
こ
と
な
ん
だ
。
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
た
と
き
に
、
煩

悩
具
足
の
凡
夫
と
い
う
の
は
自
分
の
こ
と
だ
と
い
う
自
覚
が
は
じ
め
て
で
き
た
ん
で
す
。
そ
の
時
を

境
に
『
歎
異
抄
』
が
私
の
中
で
哲
学
書
か
ら
宗
教
書
に
変
わ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

釈	

そ
れ
で
生
き
方
も
変
え
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

う
な
感
じ
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
私
の
中
で
、『
歎
異
抄
』
が
教
養
書
か
ら
宗
教
書
に
変
わ
る
出
来
事
が
あ
っ
た
の
で
す
。

釈	
ほ
う
。

大
平	
大
阪
市
助
役
在
任
中
、
公
務
員
の
厚
遇
問
題
が
発
覚
し
ま
し
た
。
市
民
が
苦
労
し
て
納
め
た

税
金
を
湯
水
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
た
め
に
使
っ
て
い
た
の
で
す
。
私
は
改
革
の
責
任
者
と
し
て
、

大
阪
市
役
所
と
い
う
組
織
に
長
年
溜
ま
っ
た
膿
を
出
し
、
改
革
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
ひ
ど

い
誹
謗
中
傷
を
う
け
ま
し
た
。
私
た
ち
の
時
代
の
つ
け
を
子
ど
も
た
ち
に
負
わ
せ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
思
い
で
必
死
に
頑
張
っ
て
き
た
の
に
、
本
意
が
ま
っ
た
く
伝
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

改
革
の
道
筋
を
つ
け
た
後
、
当
時
の
市
長
が
出
直
し
選
挙
に
出
る
た
め
に
辞
職
さ
れ
た
と
き
に
、

私
も
辞
職
し
た
の
で
す
が
、
し
ば
ら
く
マ
ス
コ
ミ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
知
人
の
山
荘
で
身
を
か
く
し

て
い
ま
し
た
。
寒
い
時
期
だ
っ
た
の
で
暖
炉
に
く
べ
る
薪
を
拾
い
な
が
ら
散
歩
を
し
て
い
ま
す
と
、

ち
ょ
う
ど
山
の
中
腹
あ
た
り
に
琵
琶
湖
が
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
夕
陽
を
う
け
て
湖
面
が
き
ら

き
ら
輝
い
て
い
る
の
が
見
え
た
の
で
す
。
そ
の
光
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
山
を
下
り
て
い
き
ま


