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法
然
上
人
の
お
こ
と
ば

（
一
紙
小
消
息
）

　
末
代
の
衆
生
を
、
往
生
極
楽
の
機
に
あ
て
て
見
る
に
行
す
く
な
し
と
て
も
、

疑
う
べ
か
ら
ず
。
一
念
十
念
に
足
り
ぬ
べ
し
。
罪
人
な
り
と
て
も
、
疑
う
べ
か

ら
ず
。
罪
根
深
き
を
も
き
ら
わ
じ
と
の
た
ま
え
り
。
時
く
だ
れ
り
と
も
、
疑
う

べ
か
ら
ず
。
法
滅
以
後
の
衆
生
、
な
お
、
も
て
往
生
す
べ
し
。
況
や
近
来
を
や
、

わ
が
身
わ
ろ
し
と
て
も
疑
う
べ
か
ら
ず
。
自
身
は
煩
悩
具
足
せ
る
凡
夫
也
と
の

た
ま
え
り
。

　
十
方
に
浄
土
お
お
け
れ
ど
、
西
方
を
願
う
は
、
十
悪
五
逆
の
衆
生
の
生
ま
れ

る
故
な
り
。
諸
佛
の
な
か
に
弥
陀
に
帰
し
た
て
ま
つ
る
は
三
念
五
念
に
至
る
ま

で
、
自
ら
来
迎
し
給
う
故
な
り
。
諸
行
の
中
に
念
仏
を
用
い
る
は
、
か
の
仏
の

本
願
な
る
故
な
り
。

　
い
ま
弥
陀
の
本
願
に
乗
じ
て
、
往
生
し
な
ん
に
願
と
し
て
成
ぜ
ず
と
言
う
事

あ
る
べ
か
ら
ず
。
本
願
に
乗
ず
る
こ
と
は
信
心
の
深
き
に
よ
る
べ
し
。
う
け
が

た
き
人
身
を
う
け
て
、
遭
い
が
た
き
仏
の
本
願
に
あ
い
て
、
お
こ
し
が
た
き
道

心
を
お
こ
し
て
離
れ
が
た
き
輪
廻
の
里
を
は
な
れ
て
、
生
ま
れ
が
た
き
浄
土
に

往
生
せ
ん
こ
と
悦
び
の
な
か
の
悦
び
な
り
。

　
罪
は
十
悪
五
逆
の
者
も
、
生
ま
る
と
信
じ
て
、
少
罪
を
も
犯
さ
じ
と
思
う
べ

し
。
罪
人
な
お
生
ま
る
、
況
や
善
人
を
や
。
行
は
一
念
十
念
な
お
、
む
な
し
か

ら
ず
と
信
じ
て
、
無
間
に
修
す
べ
し
。
一
念
な
お
生
ま
る
、
況
や
多
念
を
や
。
阿

弥
陀
佛
は
不
取
正
覚
の
こ
と
ば
を
成
就
し
て
、
現
に
彼
の
国
に
ま
し
ま
せ
ば
、

定
め
て
命
終
の
時
は
来
迎
し
給
は
ん
。

　
釈
尊
は
善
哉
、
我
が
教
え
に
随
い
て
、
生
死
を
離
る
と
知
見
し
給
い
、
六
方

の
諸
佛
は
悦
ば
し
き
哉
、
我
が
證
誠
を
信
じ
て
、
不
退
の
浄
土
に
生
ま
る
と
悦

び
給
う
ら
ん
と
、
天
に
仰
ぎ
、
地
に
臥
し
て
悦
ぶ
べ
し
、
こ
の
た
び
弥
陀
の
本

願
に
あ
う
事
を
、
行
住
坐
臥
に
も
報
ず
べ
し
か
の
仏
の
恩
徳
を
。
頼
み
て
も
頼

む
べ
き
は
、
乃
至
十
念
の
詞
、
信
じ
て
も
猶
信
ず
べ
き
は
、
必
得
往
生
の
文
也
。

日
本
語
の
中
の
仏
教

     
有
頂
天
（
う
ち
ょ
う
て
ん
）

　
得
意
の
絶
頂
に
あ
っ
て
夢
中
に
な
っ
て
い
る
心
理
状
態
を
「
有
頂
天
」
と
い

う
。
人
に
よ
っ
て
喜
び
の
て
っ
ぺ
ん
に
は
、
い
ろ
い
ろ
格
差
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
ぞ
れ
が
、
こ
れ
以
上
な
い
、
と
い
う
幸
福
感
に
浸
っ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
、

「
有
頂
天
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
は
仏
教
の
宇
宙
観
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
仏
教
で
は
、
天
上
界
を
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
の
三
段
階
に
大
き
く
分
け
て

考
え
る
。
欲
界
は
ま
だ
欲
望
を
た
ち
き
れ
な
い
人
間
も
含
め
て
六
天
、
色
界
は

清
浄
で
欲
は
離
れ
て
い
る
が
、ま
だ
物
質
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
世
界
で
、

十
七
天
、
そ
の
上
に
無
色
界
の
四
天
を
数
え
、
都
合
三
界
二
十
七
天
に
分
け
ら

れ
る
。
こ
の
う
ち
、
色
界
の
最
高
を
色
究
竟
天
と
い
い
、
こ
こ
を
有
（
う
、
物

質
）
の
頂
に
あ
る
天
、
す
な
わ
ち
「
有
頂
天
」
と
す
る
。

　
し
か
し
、
無
色
界
の
よ
う
に
、
有
を
超
越
し
た
精
神
の
み
の
世
界
と
ち
が
い
、

色
界
に
属
す
る
以
上
は
未
解
脱
の
境
涯
で
あ
る
か
ら
、
修
行
を
怠
っ
た
り
す
る

と
、
た
ち
ま
ち
転
落
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
。

あ
な
た
に
贈
る
ラ
ジ
オ
放
送
番
組

浄
土
宗
の
時
間

　
九
州
毎
日
放
送
　
　
日
曜
日
　
午
前
六
時
三
十
分
よ
り

　
文
化
放
送
　
　
　
　
日
曜
日
　
午
前
五
時
三
十
五
分
よ
り

　
中
部
日
本
放
送
　
　
日
曜
日
　
午
前
六
時
五
分
よ
り

　
毎
日
放
送
　
　
　
　
日
曜
日
　
午
前
五
時
三
十
五
分
よ
り

　
東
北
放
送
　
　
　
　
土
曜
日
　
午
前
五
時
三
十
分
よ
り

平
成
七
年
度
法
事
年
回
表

　
　
　
一
周
忌 

　
　
　 

平
成
六
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

　
　
　
三
回
忌
　
　
　
平
成
五
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

　
　
　
七
回
忌 

平
成
元
年
、
昭
和
六
十
四
年

　
　 

十
三
回
忌
　
　
　 

昭
和
五
十
八
年

　
　
十
七
回
忌
　
　
　
昭
和
五
十
四
年

　
二
十
五
回
忌
　
　
　
昭
和
四
十
六
年

　
三
十
三
回
忌
　
　
　
昭
和
三
十
八
年

　
　
五
十
回
忌
　
　
　
昭
和
二
十
一
年

　
　
念
仏
講

　
法
然
上
人
の
御
命
日
に
寺
の
本
堂
に
て
お
経
を
あ
げ
念
仏
を
唱

え
て
上
人
を
忍
ぶ
と
と
も
に
、
お
念
仏
に
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
く

講
中
で
、
浄
土
宗
の
寺
院
で
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
毎

月
二
十
五
日
午
前
十
一
時
よ
り

（
変
更
の
場
合
あ
り
）

　
　
十
四
日
会

　
毎
月
十
四
日
（
八
月
は
お
休
み
）
午
後
七
時
よ
り

本
堂
に
て
お
経
の
練
習
と
お
念
仏
の
会
で
す
。

　
十
四
日
会
は
浄
土
宗
開
宗
の
日
（
三
月
十
四
日
）
と
善
導
大
師

の
御
命
日
（
三
月
十
四
日
）
に
ち
な
ん
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。



お
念
仏
と
私
　
　
　
高
浪
孝
子

　
歳
月
の
流
れ
の
早
さ
に
驚
く
こ
の
頃
で
す
。

　
念
仏
講
に
お
誘
ひ
頂
き
、御
縁
を
結
び
ま
し
て
二
十
有
余
年
経
ち
ま
し
た
。

　
御
住
職
様
は
じ
め
、先
輩
皆
々
様
の
お
導
き
を
い
た
だ
き
、お
陰
様
で
数
々

の
勉
強
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
、
心
か
ら
感
謝
申
上
げ
ま
す
。

　
殊
に
、
先
年
御
他
界
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
大
和
尚
さ
ま
の
御
風
格
に
は
深
く

心
ひ
か
れ
、
私
が
念
仏
に
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
く
基
に
成
っ
た
や
う
に
思
い

ま
す
。

　
お
寺
の
奥
様
が
「
お
講
に
入
ら
れ
た
ら
若
く
な
ら
れ
ま
す
よ
」
と
申
さ
れ

ま
し
た
が
、お
言
葉
通
り
ほ
ん
と
う
に
元
気
に
過
ご
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

　
本
山
の
御
法
主
様
の
お
話
し
に
「
念
仏
は
如
来
様
の
御
本
願
の
お
名
号
だ

か
ら
念
仏
を
唱
え
る
者
に
は
光
明
が
射
し
て
救
わ
れ
る
」
と
聞
き
及
び
ま
し

た
。
　
私
共
に
は
い
ろ
い
ろ
思
い
煩
う
事
な
く
、
現
在
い
ま
こ
の
時
を
大
切

に
心
の
中
に
如
来
様
を
宿
ら
せ
て
頂
き
、
真
心
こ
め
て
念
仏
を
唱
え
続
け
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
時
に
は
、念
仏
を
申
し
な
が
ら
心
乱
れ
雑
念
の
湧
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

法
然
上
人
様
は
凡
夫
の
性
を
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
て
、
汚
れ
た
心
そ
の
ま
ま

ひ
た
す
ら
称
名
念
仏
す
れ
ば
、必
ず
往
生
出
来
る
と
申
し
て
お
ら
れ
ま
す
。私

事
で
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
主
人
が
生
前
「
我
を
張
ら
ず
平
た
く
な
れ
。」
と
申

し
て
い
た
言
葉
と
思
い
合
わ
せ
、
素
直
な
気
持
ち
で
こ
の
後
も
日
々
の
生
活

を
反
省
し
己
を
見
つ
め
て
精
一
杯
念
仏
を
申
し
つ
づ
け
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
ご
住
職
様
は
じ
め
皆
々
様
方
の
お
導
き
を
心
か
ら
お
願
い
申

し
ま
す
。

　
末
に
な
り
ま
し
た
が
、
先
代
の
大
和
尚
様
の
御
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申

上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
　
掌

智
慧
は
わ
が
耕
す
鋤
　
法
句
経
よ
り

　
仏
陀
は
マ
ガ
ダ
国
の
エ
カ
サ
―
ラ
と
い
う
村
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。そ
の
村

は
あ
る
婆
羅
門
の
所
領
で
、
ち
ょ
う
ど
種
蒔
き
の
季
節
で
あ
り
、
か
れ
も
種
蒔

き
に
い
そ
が
し
か
っ
た
。

　
あ
る
朝
の
こ
と
、
仏
陀
が
托
鉢
の
た
め
に
、
か
の
婆
羅
門
の
家
の
前
に
立
っ

た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
彼
は
村
人
に
食
べ
物
を
分
配
し
て
い
た
が
、
仏
陀
の

托
鉢
の
す
が
た
を
見
る
と
、
つ
か
つ
か
と
歩
み
寄
っ
て
言
っ
た
。

　「
沙
門
よ
、
わ
た
し
は
田
を
耕
し
、
種
を
蒔
い
て
、
食
を
得
て
い
る
。
あ
な

た
も
、
み
ず
か
ら
耕
し
、
種
を
ま
い
て
、
食
を
得
て
は
ど
う
か
。」

　
す
る
と
、
仏
陀
は
、
さ
ら
り
と
答
え
て
言
っ
た
。「
婆
羅
門
よ
、
わ
た
し
も
、

耕
し
、
種
を
蒔
い
て
、
食
を
得
て
い
る
。」

　
そ
れ
を
聞
い
て
、
婆
羅
門
は
、
我
が
耳
を
う
た
が
う
よ
う
な
顔
を
し
て
、

じ
っ
と
仏
陀
の
お
も
て
を
見
つ
め
て
い
た
が
、
や
が
て
、
問
う
て
言
っ
た
。

　「
だ
が
、
わ
た
し
ど
も
は
、
誰
も
ま
だ
、
あ
な
た
が
田
を
耕
し
た
り
、
種
を

蒔
い
た
り
す
る
姿
を
見
た
者
は
い
な
い
。
い
っ
た
い
、
あ
な
た
の
鋤
は
ど
こ
に

あ
る
の
で
す
か
、
あ
な
た
の
牛
は
ど
こ
に
い
る
の
で
す
か
。
あ
な
た
は
何
の
種

を
蒔
く
の
で
す
か
。」

　
そ
の
と
き
の
、
仏
陀
が
、
そ
の
婆
羅
門
に
答
え
た
こ
と
ば
を
、
経
典
は
つ
ぎ

の
よ
う
な
韻
文
を
も
っ
て
記
し
と
ど
め
て
い
る
。

「
信
は
わ
が
蒔
く
種
子
で
あ
る
。
智
慧
は
わ
が
耕
す
鋤
で
あ
る
。

身
口
意
の
悪
業
を
制
す
る
は
、
わ
が
田
に
お
け
る
除
草
で
あ
る
。

精
進
は
わ
が
引
く
牛
に
し
て
、
行
い
て
帰
る
こ
と
な
く
、
お
こ
な
い
て
悲
し
む

こ
と
な
く
、
わ
れ
を
安
ら
け
き
心
に
は
こ
ぶ
。」

　
大
地
を
耕
し
て
、
荒
れ
地
を
ひ
ら
き
、
美
田
と
な
し
て
、
ゆ
た
か
な
収
穫
を

あ
げ
る
の
が
農
業
の
い
と
な
み
で
あ
る
。
仏
教
は
人
間
の
荒
れ
地
を
ひ
ら
き
、

う
る
わ
し
い
人
格
を
開
発
し
て
、ゆ
た
か
な
人
間
の
い
と
な
み
を
得
ん
と
す
る

道
で
あ
る
。

お
供
え
物
は
大
切
な
命
日
だ
け
で
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
家
族
で
お
や
つ

を
頂
く
の
で
あ
れ
ば
「
ま
ず
仏
さ
ま
へ
」
の
心
掛
け
を
大
切
に
、
ま
た
頂
戴

物
が
あ
っ
た
と
き
も
「
ま
ず
仏
さ
ま
へ
お
供
え
す
る
」
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
仏
前
へ
の
お
給
仕
が
済
み
ま
し
た
ら
、
居
住
ま
い
を
正
し
て
座
り
、
呼
吸

を
整
え
、
気
持
ち
を
静
か
に
落
ち
着
か
せ
お
参
り
を
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
必
ず
お
数
珠
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。
浄
土
宗
で
は
ニ
連
に
な
っ
た
日

課
数
珠
が
一
般
的
で
す
。
ふ
だ
ん
は
左
手
首
に
掛
け
、
合
掌
の
時
は
両
親
指

に
掛
け
ま
す
。

　
次
に
お
香
で
す
が
、
こ
れ
は
大
切
な
仏
様
へ
の
お
供
え
物
で
す
。
な
る
べ

く
香
り
の
よ
い
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
常
に
香
炉
を
き
れ
い
に
し

て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
仏
様
へ
の
お
参
り
の
時
は
、
必
ず
合
掌
を
致
し
ま
す
。
合
掌
の
形
は
、
両

手
の
ひ
ら
の
指
と
指
と
を
、
隙
間
な
い
よ
う
に
合
わ
せ
（
堅
実
心
合
掌
）、
胸

の
前
、
や
や
斜
め
の
位
置
と
し
ま
す
。

　
こ
の
姿
で
、
お
経
や
お
念
仏
を
お
唱
え
し
ま
す
。

　
よ
く
、「
私
は
お
経
が
読
め
ま
せ
ん
」
と
嘆
か
れ
る
方
が
あ
り
ま
す
が
、
浄

土
宗
の
お
経
は
す
べ
て
お
念
仏
の
す
す
め
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
な
さ

い
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
お
念
仏
だ
け
お
唱
え
す
る
だ

け
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
す

日課念珠と堅実心合掌
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仏
壇
の
ま
つ
り
方
　
　
そ
の
二

　「
お
仏
壇
は
ど
こ
へ
置
く
の
が
一
番
よ
い
で
し
ょ
う
か
？
」
と
い
う
質
問
を
よ

く
さ
れ
ま
す
。
ま
ず
、
方
角
の
問
題
で
す
が
、
お
仏
壇
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
館
で

あ
り
、
西
方
極
楽
を
表
し
た
も
の
で
す
か
ら
「
東
向
き
」
が
も
っ
と
も
納
得
で
き

る
方
向
と
い
え
ま
す
。　 

し
か
し
、家
の
都
合
で
東
向
き
に
安
置
で
き
な
い
場
合

は
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
の
で
す
。
ご
本
尊
の
あ
る
方
向
が
西
方
極
楽
と
考
え
て
礼

拝
し
て
下
さ
い
。

　「
お
仏
壇
は
、
二
階
に
置
い
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す

が
、
現
代
の
住
宅
事
情
か
ら
し
て
も
む
り
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
「
な
る
べ

く
生
活
に
密
着
し
た
所
へ
安
置
す
る
」
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
こ
と
で

す
。

　
さ
ら
に
、「
お
仏
壇
の
上
に
汚
い
物
を
置
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
も
い
わ
れ
ま

す
が
、
こ
れ
も
お
仏
壇
を
尊
ぶ
心
の
現
れ
で
す
。
得
て
し
て
、
お
仏
壇
の
上
が
、

押
入
れ
に
な
っ
た
り
、
階
段
に
な
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
で
き
る

か
ぎ
り
避
け
た
い
も
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
場
合
、
昔
か
ら
お
仏

壇
の
上
の
天
井
に
「
雲
」
あ
る
い
は
「
天
」
と
い
う
文
字
を
書
い
た
紙
を
張
っ
て
、

お
仏
壇
が
家
の
一
番
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
表
し
た
り
し
た
も
の
で
す
。

　
吉
兆
種
々
い
わ
れ
る
お
仏
壇
の
安
置
場
所
で
す
が
、
お
仏
壇
の
安
置
場
所
が

「
我
が
家
の
聖
域
」で
あ
る
と
お
考
え
い
た
だ
く
こ
と
が
基
本
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

  

ま
た
、
不
幸
の
時
に
白
布
を
か
ぶ
せ
る
の
は
、
神
道
の
し
き
た
り
、
神
棚
に
は

か
ぶ
せ
る
よ
う
で
す
が
、
仏
壇
に
は
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
参
り
作
法

　
毎
朝
、
洗
面
を
済
ま
せ
た
ら
、
お
仏
壇
に
、
お
灯
明
と
お
線
香
を
あ
げ
ま
し
ょ

う
。
ご
飯
を
炊
い
た
時
は
、
ま
ず
「
お
仏
飯
」
を
お
供
え
し
ま
し
ょ
う
。「
お
初
」

を
お
供
え
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。「
お
仏
飯
」
と
一
緒
に
お
初
の
お
茶
、
お
水

を
お
供
え
し
ま
す
。
　
　
　
一
日
に
一
度
は
新
し
い
も
の
と
取
り
替
え
ま
し
ょ

う
。
お
花
は
毎
日
取
り
替
え
な
く
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
、
古
く
な
ら
な
い
う
ち
に

新
し
い
も
の
と
取
り
替
え
て
下
さ
い
。


