
弾
圧
の
兆
し

法
然
上
人
の
も
と
で
の
歓
び
の

日
々
も
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
旧
仏
教
側
は
念
仏
の
勢
い
に

恐
れ
を
な
し
、
専
修
念
仏
は
邪
教

で
あ
る
と
言
い
が
か
り
を
つ
け
て

き
た
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
法
然
上
人
は
、

門
下
の
者
に
自
戒
を
求
め
る
「
七

ケ
条
の
制
誡
」
を
作
り
、
天
台

座
主
・
真
性
に
「
起
請
文
」
を
送
っ

ざ

す

し
ん
し
ょ
う

き
し
ょ
う
も
ん

て
叡
山
の
怒
り
を
鎮
め
よ
う
と
し

ま
し
た
。

こ
う
し
た
努
力
の
甲
斐
も
な
く

念
仏
停
止
の
要
求
は
南
都
も
包
み

こ
ん
だ
旧
仏
教
界
あ
げ
て
の
も
の

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
南
都
北

嶺
の
八
宗
を
代
表
し
て
解
脱

げ

だ

つ

貞
慶
が
起
草
し
た
「
興
福
寺
奏
状
」

じ
ょ
う
け
い

は
以
下
の
よ
う
に
「
九
箇
条
の
失
」

を
あ
げ
て
念
仏
停
止
を
朝
廷
に
迫

る
も
の
で
し
た
。

第
一

新
宗
を
立
て
る
失

第
二

新
像
を
図
す
る
失

第
三

釈
尊
を
軽
ん
ず
る
失

第
四

万
善
を
妨
ぐ
る
失

第
五

霊
神
に
背
く
失

第
六

浄
土
に
暗
き
失

第
七

念
仏
を
誤
る
失

第
八

釈
衆
を
損
ず
る
失

第
九

国
土
を
乱
す
失

朝
廷
は
「
一
部
の
偏
執
の
輩
」

や
か
ら

の
行
き
過
ぎ
た
行
為
と
い
う
こ
と

で
済
ま
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、

さ
さ
や
か
な
出
来
事
か
ら
事
態
は

思
い
が
け
ぬ
方
向
に
展
開
し
て
い
っ

た
の
で
し
た
。

承
元
の
法
難

建
永
元
年
12
月
、
後
鳥
羽
上
皇

が
熊
野
詣
で
留
守
の
間
に
、
院
の

御
所
の
女
房
た
ち
が
住
蓮
房
・
安

楽
房
ら
の
念
仏
会
に
参
加
し
、
夜

ね
ん
む
つ
え

も
泊
ま
っ
た
と
い
う
噂
が
流
れ
ま

し
た
。
後
鳥
羽
上
皇
は
怒
り
を
爆

発
さ
せ
、
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）

2
月
、
住
蓮
房
ら
四
人
が
死
罪
に
、

ま
た
、
法
然
上
人
は
じ
め
八
人
が

流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
法
然
上
人

は
藤
井
元
彦
の
罪
名
で
土
佐
の
国

も
と
ひ
こ

へ
、
親
鸞
聖
人
は
藤
井
善
信
の
罪

よ
し
ざ
ね

名
で
越
後
の
国
へ
流
罪
と
な
り
ま

し
た
。流

罪
の
意
味

聖
人
は
藤
原
一
門
に
属
す
る
日

野
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
出
家
し

た
比
叡
の
山
で
は
「
官
僧
」
と
し

て
身
分
を
保
障
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

山
を
下
り
、
法
然
上
人
門
下
に
な
っ

て
も
、
信
心
一
異
の
諍
論
な
ど
か

ら
窺
え
る
こ
と
は
教
理
的
な
課
題

で
す
。
「
心
」
の
上
で
は
凡
夫
の

つ
も
り
で
も
、
「
身
（
深
層
意
識
）
」

は
な
お
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
知
識
人

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て

の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
」

〔
『
唯
信
鈔
文
意
』
〕
と
い
う
地

平
は
、
流
罪
に
よ
る
生
活
か
ら
切

り
開
か
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

教
信
沙
弥
の
定

還
俗
さ
せ
ら
れ
藤
井
善
信
と
名

げ
ん
ぞ
く

な

告
る
こ
と
に
な
っ
た
親
鸞
聖
人
は
、

の「
僧
」
と
い
う
身
分
意
識
か
ら
解

放
さ
れ
、
文
字
通
り
肉
食
妻
帯
の

在
家
生
活
者
と
な
り
ま
し
た
。
覚

如
上
人
の
書
か
れ
た
『
改
邪
鈔
』

に
は
、
聖
人
が
「
つ
ね
の
御
持
言
」

ご

じ

ご

ん

と
し
て
「
わ
れ
は
こ
れ
賀
古
の

教

信
沙
弥
の
定
な
り
」
と
言
わ

き
ょ
う
し
ん

し

ゃ

み

じ
ょ
う

れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

教
信
沙
弥
と
は
奈
良
時
代
後
期

か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
活
躍
し

た
念
仏
聖
で
す
。
は
じ
め
は
興
福

ひ
じ
り

寺
で
学
び
ま
し
た
が
、
後
に
隠
遁

し
て
播
磨
国
賀
古
駅
の
近
く
に
草

庵
を
結
び
、
妻
帯
し
子
を
も
う
け
、

荷
役
な
ど
し
な
が
ら
道
行
く
人
々

に
念
仏
を
勧
め
た
妙
好
人
で
す
。

わ
れ
ら

聖
人
に
は
「
群
生
海
」
と
か

「
群
萌
」
と
か
と
い
う
言
葉
が
あ

ぐ
ん
も
う

り
ま
す
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
の
御

遺
言
と
言
わ
れ
て
き
た
「
御
臨
末

の
御
書
」
に
は
「
あ
を
く
さ
人
」

ご

し

ょ

と
い
う
言
葉
が
の
こ
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
言
葉
は
、
結
婚
し
、

次
々
と
子
供
を
授
か
り
、
妻
子
を

通
し
て
村
人
と
生
活
を
共
に
し
て

い
く
中
で
生
ま
れ
出
て
き
た
感
覚

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
い

の
ち
に
対
す
る
愛
お
し
み
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
、
「
い
し
・
か
わ
ら
・

つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」

と
い
う
共
感
も
生
ま
れ
て
き
た
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
さ
ら
に
は
、

そ
う
し
た
者
こ
そ
如
来
の
正
機
で

し
ょ
う
き

あ
る
と
い
う
確
信
を
深
め
る
こ
と

が
出
来
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
愚
禿
親
鸞｣

の
誕
生

『
歎
異
抄
』
に
は
、
流
罪
の
記

録
の
後
に
、
「
親
鸞
、
僧
儀
を
改

め
て
、
俗
名
を
賜
ふ
。
よ
つ
て
僧

に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
、
し
か
る

あ
ひ
だ
「
禿
」
の
字
を
も
つ
て
姓

と
く

と
な
し
て
、
…

流
罪
以
後
、

愚
禿
親
鸞
と
書
か
し
め
た
ま
ふ
な

ぐ

と

く

り
」
〔
聖
典
六
四
二
頁
〕
と
あ
り

ま
す
。
法
然
上
人
の
も
と
に
お
い

て
名
告
っ
て
い
た
「
善
信
」
の
名

を
あ
ら
た

め
て
「
愚

禿
親
鸞
」

と
名
告
り

を
あ
げ
る

に
い
た
る

よ
う
な
、

そ
ん
な
歩

み
が
流
罪

の
日
々
で

あ
っ
た
の

で
は
な
い

で
し
ょ
う

か
。
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正
遠
先
生
は
、
奥
様
の
利
枝
先
生

と
と
も
に
平
成
五
年
に
は
じ
め
て
来

寺
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
庭

に
遊
ん
で
い
た
犬
や
猫
、
チ
ャ
ボ
に

「
こ
ん
に
ち
は
、
初
め
ま
し
て
」
と

挨
拶
を
さ
れ
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。

正
遠
先
生
は
平
成
九
年
に
九
十
二
歳

で
お
浄
土
に
還
ら
れ
ま
し
た
の
で
短

い
期
間
で
し
た
が
、
深
く
心
に
し
み

る
お
出
遇
い
で
し
た
。

正
遠
先
生
は
、
明
治
三
十
八
年
六

月
十
一
日
福
岡
県
甘
木
市
の
武
士

（
黒
田
藩
）
の
家
系
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
始
め
は
医
者
を
目
指
し
て
い
た

が
、
受
験
に
失
敗
し
て
浪
人
し
て
い

た
と
き
に
、
よ
く
一
緒
に
遊
ん
で
い

た
園
子
ち
ゃ
ん
が
脳
膜
炎
で
急
死
し

た
こ
と
が
縁
と
な
っ
て
、
京
都
の
大

谷
大
学
に
進
学
し
た
。
先
生
は
早
く

よ
り
死
の
恐
迫
と
煩
悩
の
醜
悪
さ
に

悩
ま
さ
れ
て
い
た
か
ら
か
、
在
学
中

に
お
念
仏
申
さ
れ
る
生
活
が
始
ま
っ

て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
頃
出
会
っ

た
和
子
さ
ん
の
こ
と
も
よ
く
話
さ
れ

ま
し
た
。

私
が
大
学
卒
業
近
く
の
頃
、
四
，

五
人
の
友
達
と
一
軒
借
り
て
自
炊
生

活
を
し
て
い
た
。
そ
の
時
、
主
家
に
、

和
子
と
い
う
九
つ
の
女
の
子
が
い
た
。

北
海
道
で
、
両
親
も
兄
も
姉
も
全

部
結
核
で
死
亡
し
て
、
和
子
一
人
に

な
り
、
主
家
の
お
ば
さ
ん
が
叔
母
に

な
る
の
で
、
北
海
道
か
ら
京
都
に
送

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
私
が
四
、

五
日
の
旅
行
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き

に
、
そ
の
お
ば
さ
ん
が
言
わ
れ
る
の

に
は
、｢

和
子
が
あ
ま
り
フ
ラ
フ
ラ

し
て
歩
く
の
で
医
者
に
連
れ
て
行
っ

た
ら
、
両
肺
と
も
真
っ
黒
だ
。
絶
対

安
静
で
寝
か
し
て
お
き
な
さ
い
と
の

こ
と
で
し
た
。
和
子
は
翌
朝
も
カ
バ

ン
を
背
負
っ
て
学
校
に
行
こ
う
と
す

る
の
で
、
無
理
に
ひ
き
止
め
て
裏
に

寝
か
せ
て
い
る
の
で
す
」
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
和
子
に
は
学
校
に
行
く

だ
け
が
、
た
だ
一
つ
の
命
の
綱
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

私
が
裏
の
離
れ
の
和
子
の
部
屋
を

訪
ね
た
ら
、
髪
は
振
り
乱
し
、
い
つ

も
な
ら
私
に
「
お
兄
ち
ゃ
ん
」
と
言

う
の
だ
が
、
一
声
も
出
な
い
。
ま
こ

と
に
苦
悩
イ
ッ
パ
イ
の
様
相
で
あ
っ

た
。
私
は
和
子
の
傍
ら
に
坐
っ
て
、

次
の
よ
う
に
話
し
た
。

｢

和
ち
ゃ
ん
は
、
仏
さ
ま
の
お
国

か
ら
来
て
、
ご
用
が
す
む
と
、
ま
た

仏
様
の
お
国
に
帰
る
の
で
す
よ
。
仏

様
の
お
国
の
お
母
さ
ま
を
「
な
む
あ

み
だ
ぶ
つ
」
と
申
す
の
で
、
さ
び
し

か
っ
た
ら
「
お
母
さ
ん
、
な
む
あ
み

だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
申

し
な
さ
い
よ
。
こ
れ
は
、
な
む
あ
み

だ
ぶ
つ
の
お
母
さ
ま
の
お
し
る
し
だ

か
ら
、
い
つ
も
手
に
は
め
て
い
な
さ

い
よ
」
と
、
私
は
赤
い
房
の
お
念
珠

を
和
子
に
手
渡
し
た
。

翌
朝
、
和
子
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た

ら
、
全
く
観
音
様
の
お
姿
で
あ
っ
た
。

穏
や
か
な
微
笑
さ
え
浮
か
べ
て
い
た
。

「
お
兄
ち
ゃ
ん
、
私
は
今
ま
で
「
な

ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」
と
言
っ
て
い
た
の

よ
。
で
も
、
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
」

そ
の
母
屋
は
浄
土
宗
で
、
時
お
り

同
行
さ
ん
達
が
集
ま
っ
て
声
高
に
輪

を
作
っ
て
繰
り
念
仏
を
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
声
が
和
子
の
耳
に
入
っ
て
、

苦
し
ま
ぎ
れ
に
お
念
仏
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
四
，
五
日
し
て
和
子
は

死
ん
だ
。
（
略
）

小
さ
な
木
箱
に
入
れ
て
、
私
も
火

葬
場
に
行
っ
た
。
帰
り
の
車
の
中
で
、

私
は
和
子
の
お
骨
箱
を
私
の
膝
の
上

に
抱
い
て
き
た
。
そ
の
和
子
の
お
骨

箱
の
ぬ
く
み
が
、
今
で
も
私
の
心
に

し
み
じ
み
と
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
で

あ
る
。

先
生
は
こ
の
和
子
さ
ん
を
「
私
の

第
一
の
善
知
識
」
と
言
い
、
は
じ
め

て
お
念
仏
の
お
話
を
し
て
同
信
し
て

く
れ
た
人
と
言
っ
て
い
る
。
先
生
の

こ
の
や
さ
し
い
お
話
に
、
私
が
は
じ

め
て
お
会
い
し
た
と
き
に
聞
か
せ
て

く
だ
さ
っ
た
「
大
宇
宙
が
大
悲
の
南

無
阿
弥
陀
仏
の
お
六
字
と
な
っ
て
、

万
物
の
御
親
と
成
っ
て
、
私
の
口
を

割
っ
て
摂
取
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
」

と
い
う
お
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

○

分
か
ら
ぬ
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏

助
け
が
な
い
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏

親
も
兄
弟
も
間
に
合
わ
ぬ
か
ら
南
無

阿
弥
陀
仏

自
分
の
心
も
体
も
間
に
合
わ
ぬ
か
ら

南
無
阿
弥
陀
仏

南
無
阿
弥
陀
仏
も
間
に
合
わ
ぬ
か
ら

南
無
阿
弥
陀
仏

そ
う
な
っ
た
ら
す
べ
て
が
お
恵
み
、

お
恵
み
の
ま
ん
ま
ん
中

南
無
阿
弥
陀
仏

○

正
遠
先
生
の
こ
の
お
言
葉
、
こ
の

境
地
は
、
『
歎
異
抄
』
第
九
章
の
、

「
お
念
仏
を
申
し
て
も
喜
び
が
あ
り

ま
せ
ん
、
ま
た
お
浄
土
へ
参
り
た
い

心
に
な
ら
ず
、
こ
の
世
の
幸
せ
を
願

う
心
ば
か
り
で
す

」
と
苦
衷
を
親

鸞
聖
人
に
申
し
上
げ
た
唯
円
さ
ん
と
、

「
私
も
、
お
ま
え
と
全
く
同
じ
身
だ

か
ら
こ
そ
本
願
が
た
の
も
し
い
」
と

言
わ
れ
た
聖
人
の
場
面
を
思
い
出
し

ま
す
。

と
に
か
く
先
生
は
、
苦
悩
の
あ
る

人
に
は
「
お
念
仏
が
近
く
な
り
ま
し

た
ね
」
と
に
こ
に
こ
し
て
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
「
お
念
仏
が

称
え
ら
れ
ま
す
か
」
と
お
た
ず
ね
に

な
り
、
ま
だ
称
え
ら
れ
な
い
人
に
は
、

「
藤
原
の
お
願
い
で
す
か
ら
、
心
の

行
き
場
所
を
失
っ
た
ら
、
お
念
仏
を

称
え
て
く
だ
さ
い
と
手
を
合
わ
せ
て

私
は
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
念
仏
を
手
渡
し
て
く
だ

さ
い
ま
す
。

念
仏
生
活
を
妙
好
人
に
学
ぶ
(7)

藤
原
正
遠
先
生

藤谷純子


