
て

い

た

と

云

い

得

る

の

で

あ

る

。

法

然

上

入

の

和

歌

に

っ

い

て

武

嬉

善

史

今

日
、
法
然
上
人
の
和
歌
と
し
て
世

に
知
ら
れ
て
い
る
も

の
は

二
十

三
首

を
数

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

「
勅
伝
し
第
三

十
巻

に
十
七
首
、
第
三
十
四
巻

に

一
首
、
第

二
十

一
巻

に
今
様
歌

一
首

と

「
和
語
証
録
し
第
四
に

一
首
、

コ
咼
田
本
法
然
上
人
伝
法

絵
」
巻
下
に
二
首
、

「
弘
願
本
法
然
聖
人
絵
」
第
二
に

一
首

の
合

計
二
十

三
首

で
あ
る
。

「
和
語
証
録
」
第
五
に

「
一
百
四
十
五
ケ
条
問
答
」
が
あ
る
が

そ
の
中

で
歌
を
よ
む

こ
と
の
是
非
の
問
答
が
出
て
い
る
。
す
な
わ

ち
歌

よ
む
は
罪
に
て
候
か
。

答
。
あ
な
が
ち

に
得
候
は
じ
、
但
罪
と
も
な
り
。
功
徳
と
も
な

る
。

上
人

の
答
の
意
味
は
、
そ
れ
が
専
修
念
仏

の
助
け
と
な
る
な
ら
ば

そ
れ
は
功
徳
と
な
り
妨
げ
と
な
る
な
ら
は
罪
と
な
る
と
い
う

の
で

あ
る
。

無
量
寿
経
に
は

至

心

信

楽

欲

生

我

国

乃

至

十

念

若

不

生

者

不

取

正

覚

唯

除

五

逆

誹

謗

正

法

と
あ
る
。

至
心
に
如
来
を
信
じ
、
至
心
に
如
来
を
愛

し
、
至
心

に
浄
土

へ
生

れ
ん
と
欲
し
て
念
仏
を
申
す
な
ら
ば
、
必

ず
浄
土

へ
往
生

で
き
る

の
で
あ
る
。

〇
三
心
の
中

の
至
誠
心
の
こ
丶
ろ
を

往
生
は
よ
に
や
す
け
れ
と
み
な
ひ
と
の
ま

こ
と
の
心
な
く
て
こ
そ

せ
ね
。

至
誠
心
と
は
真
実
心
の
こ
と
で
あ
り
、

外
に
賢
善

の
相
を
現
わ

し
、
内
に
虚
仮
心
を
い
だ
く
こ
と
な
く
、
身
口
意
の
三
業

に
修
業

す
る
と

こ
ろ
の
行
業
は
す

べ
て
真
実
の
心

を
も

つ
て
す
る
こ
と
で

あ
る
。

至
誠
心
と
は
真
実
心
の
こ
と

で
あ
り
、
衆
生
本
有
の
仏
性

で
あ

る
。一

切
国
土
の
悪
を
捨

て
善
を
選
び
取
る

こ
と

に
よ

つ
て
仏
の

一

切
の
善
根
を
満
し
て
成
仏

で
き
る
の
で
あ
る
。
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o
夏

わ
れ
は
た

丶
ほ
と
け
に
い
つ
か
あ
ふ
ひ
く
さ
ご
丶
ろ
の
つ
ま
に
か

け

ぬ
B
そ
な
き

四

修
の
中

の
無
問
修
を
歌

つ
た
も
の
で
あ
り

心

常

親

近

憶

念

不

断

と
観
経
流

で
い

つ
て
い
る
。

Q
逢

仏

伝

捨

身

命

と
い

へ
る
こ
と
を

か
り
そ
め
の
色
の
ゆ
か
り
の
こ
ひ
に
た
に
あ
ふ
に
は
身
を
も
を
し

み

や
は
す
る
。

宗
教

の
中
心
真
随
は
精
神
中

の
生
命

と
い
わ
れ
る
感
情
に
あ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
中

に
於

て
我
れ
と
彼
れ
と
を
ま

つ
た
く
同

一
視

ー
仏

に
対

し
て
は
最
も
う

や
ま

つ
て
い
な
が
ら
仏
と
我
れ
と
を

一

体
的

に
す
る
も
の
は
感
情

の
愛
で
あ
る
。

彼

れ
と
我
れ
の
間
を
親
密

に
、
そ
し
て
最
も
強
く
、
堅
く
結

ぷ

も

の
な
の
で
あ
る
。

常

に
如
来

を
思
い
、
心

の
妻
と
し
て
忘
れ
ず
に
、
そ
し
て
幸
福

を
共

に
す
る
弥
陀
を
慕
う
の
に
身
命
を
す
て
る
こ
と
は
何
も
惜
し

く
な

い
と
い
う
気
持

こ
そ
実

に
尊

い
こ
と
で
あ
る
。

0

あ

み

た

仏

と

心

は

に

し

に

う

つ

せ

み

の

も

ぬ

け

は

て

た

る

こ

ゑ

そ

す

丶

し

き

0

あ
み
た
仏
と
申
は
か
り
を
つ
と
め
に
て
浄

土
の
荘
厳
見

る
そ
う
れ

し
き0

あ
み
た
仏
に
そ
む
る
心
の
い
う
に
い
て
は
あ
き

の
こ
す
ゑ
の
た
く

ひ
な
ら
ま
し

こ
れ
ら
の
歌
は
、

い
ず
れ
も

一
心
祢
名

の
相
を
詠
じ
た
も
の
で

あ
る
。

口
に
称
名
を
、
意
に
弥
陀
を
念
じ
、
魂
を
投
入
し
て
弥

陀
が
我

れ
か
、
我
れ
が
弥
陀
か
と
い
う
構
神
状

態
に
入
り

一
心
に
念
仏
を

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
往
生

の

一
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。

三
昧
の
思
惟
と
正
受

に
つ
い
て
、
思
惟
と
は
極
楽
を
心
に
想
い

こ
ら
す
方
法

で
あ
り
、
正
受
と
は
観
仏

三
眛
を
成
就
す
る
方
法

で

あ
る
Q

観
仏
を
得
た
と
い
う
こ
と
は
三
昧
を
成
就
し
た
こ
と
で
あ
る
。

三
昧
発
得
を
し
て
見
仏
す
る
と
い
う

ζ
と
は
あ
た
か
も
人
の
心

が
暗
黒
界
よ
り
光
明
界

に
転
じ
た
様
な

も
の
で
あ
る

ゆ
法
然
土
人

が
念
仏
三
昧
に
入
り
黛
次
第
に
如
来

の
憲

恵
を
え
て
弥

陀
の
慈
愛
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に

ふ

れ

、

智

恵

の

し

ぐ

れ

に
会

う

様

に

ま

で
、

ま

こ

と

に
不

思

議

な

色

を

そ

え

、

次

第

に
弥

陀

に

そ

ま

る
様

に

な

る

の

は

、

法

然

上

人

の
真

の
姿

な

の

で

あ

る

。

大

我

の

研

究

(
近
世

の
浄

土

宗

に
於

け

る
信

仰

運

勦
批

判
)

山

田

啓

隆

江
戸
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
は
、
幕
府
の
優
遇
と
政
僧
の
活
躍

に
ょ

つ
て
寓
宗
的
地
位
か
ら
先
進
諸
宗

の
班
列
に
加
わ
り
得
る
、教

団

に
ま

で
発
展
し
た
。

し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま

で
制
度
乃
至
組
織

と
し
て
教
団
で
あ

つ

て
、
法
然
の
意
を
汲
む
専
修
念
仏

の
同
信
同
行
的
信
仰
教
団
と
し

て
で
は
な
か

つ
た
。
し
か
も
内
に
は
、
徳
川
家
と
の
師
檀
関
係
の

緊

張
を
如
何

に
し
て
持
続
す
る
か
と
い
う
問
題
と
色
衣
を
ま
と

つ

て
貴

紳
に
近
づ
か
ん
と
す
る
世
俗
化
と
そ
し
て
檀
家
制
度

の
確
立

に
よ

つ
て
、
僧
侶
は
著
し
く
堕
落
し
た
の
で
あ
る
。

特
に
浄
土
宗
の
場
合
、
致
命
的
で
あ

つ
て
、
所
謂
法
然
の
専
修

念
仏
の
喪
失
と
い
う
問
題
を
か

丶
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中

に
あ

つ
て
、
二
種

の
信
仰
運
動
、
実
践
運
勤
が
教
団

の

下
層
部

に
、
し
か
も
地
方
か
ら
勃
興
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

一
つ
は
当
時
の
寺
院
が
俗
化
し
て
い
る
の
を
慨
歎
し

て
俗
塵
の

い
た
ら
な
い
静
閑
の
地
に
道
場
を
設
け

て
、
仏
制
を
守
り
念
仏
修

　

行
に
専
入
し
て
、
も

つ
て
宗
祖
の
恩

に
報
い
ん
と
す
運
動

ー

捨

世
派い

ま

一
つ
は
僧
侶
に
し
て
戒
律
を
守

る
も

の
が
少
く
、
著
し
く

僧
風
が
堕
落
し
て
き
た
の
を
慨
歎
し
て
、
と
く
に
仏
制
の
律
義
を

復
興
せ
し
あ
ん
と
し
た
運
勤

,ー
ー
興
律
派
と
が
あ
る
。

前
者
は
新
念
仏
運
劫

で
あ
り
、
後
者
は
念
戒

一
致
と
云
う
べ
く

と
も
に
理
論
で
な
く
実
践
で
あ
る
。
し
が
も
捨
世
派
は
形
式
的
に

教
団
の
確
立
が
進
め
ら
れ
て
き
た
時
期

に
発
生
し
、
興
律
派
は
教

団
が
安
定
し
僧
侶

の
生
活
も
よ
う
や
く
安

逸
放
堕
に
溺
れ
て
き
た

時
に
典

つ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
信
仰
運
動
は
そ

の
発
生
よ
り
み
て
、
宗
門
警
覚

の
意
義

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

捨
世
派

の
新
念
仏
運
動
は
戦
国
末
の
称
念
よ
り
始
ま
り
、
数
多

く
の
学
僧

の
中
で
無
能

の
如
く
持
戒
念

仏
の
興
律
の
僧
も
あ
つ
て

と
く
に
仏
鰯

の
律
儀
を
復
興
せ
し
め
ん
と
ず
る
運
勳
と
も
接
近
し
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