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照
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明
か
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う
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が
道
を
照
ら
す
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他
人
で
は
な
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私
自
身
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法
然
上
人

『
一
百
四
十
五

ひ
ゃ
く
よ
ん
じ
ゅ
う
ご

箇
条

か
じ
ょ
う

問
答

も
ん
ど
う

』 
 

問
い 
申
し
て
い
る
こ
と
が
思
い
通
り
に
で
き
な
い
場
合
、 

仏
を
う
ら
ん
だ
り
す
る
の
は
、
い
か
が
な
も
の
で
す
か
。 

 

答
え 

う
ら
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
縁
に
よ
っ
た
り
、
信
の
有

無
に
よ
っ
て
仏
の
利
益
は
あ
る
も
の
で
す
。
こ
の
世
で

も
、
の
ち
の
世
で
あ
っ
て
も
仏
に
お
す
が
り
す
る
の
に

こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
<

神
も
仏
も
な
い>

と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
私
の
力
で
は
、
も
う
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
か
、

お
助
け
く
だ
さ
い
。
」
と
何
度
願

っ
て
も
救
わ
れ
ず
、
さ
ら
に
追
い

打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
厳
し
い

状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
時
、
思
わ

ず
口
に
出
し
て
し
ま
い
た
く
な

る
言
葉
で
す
。 

そ
の
厳
し
い
状
況
が
、
よ
り
厳

し
い
ほ
ど
、
神
や
仏
を
う
ら
ん
で

し
ま
い
た
く
な
る
、
と
い
う
人
も

お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
、
法
然
上
人
は
「
う
ら

ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
」
と
お
答

え
に
な
ら
れ
ま
す
。 

こ
の
世
の
出
来
事
の
良
し
悪

し
は
、
ご
縁
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
に

よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
良
い
ご
縁

に
よ
っ
て
良
い
方
へ
、
悪
い
ご
縁

に
よ
っ
て
悪
い
方
へ
転
じ
て
い

き
ま
す
。 

神
や
仏
に
お
願
い
を
し
た
か

ら
と
言
っ
て
、
物
事
が
思
い
通
り

に
い
く
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
、
こ
の
世
は
思
い
通
り
に
な
ら

な
い
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

何
度
も
つ
ま
づ
き
、
何
度
も
失

敗
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
で
も
再
び

立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
時
、
仏
さ

ま
と
い
う
大
き
な
存
在
に
お
す

が
り
し
、
手
を
合
わ
さ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
の
が
人
間
で
す
。 

 

そ
う
や
っ
て
、
悩
み
や
苦
し
み

を
抱
え
て
生
き
て
い
る
私
た
ち

を
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
何
も
言
わ
ず

そ
っ
と
見
守
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

少
し
で
も
早
く
、
そ
の
苦
し
み
が

過
ぎ
去
る
こ
と
を
願
わ
れ
な
が

ら
。 

 
 



平成 25 年 1 月           月  影                   45 号 

  

                                      

                       

         

 

あ
れ
こ
れ 

仏仏
教教
用用
語語 

   

息
が
ぴ
っ
た
り
合
う
様
子
を
「
あ
う
ん
の
呼
吸
」
と

言
い
ま
す
。 

阿
吽
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ア
」
と
「
フ

ー
ム
」
を
音
写
し
た
言
葉
で
す
。
阿
（
あ
）
は
口
を
開

い
て
発
声
す
る
最
初
の
字
音
で
あ
り
、
吽
（
う
ん
）
は 

阿
吽
（
あ
う
ん
） 

口
を
閉
じ
て
発
声
す
る
最
後
の
字
音
な
の
で
、
も
の
の

最
初
と
最
後
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。 

寺
院
の
門
に
あ
る
阿
吽
像
や
、
神
社
の
狛
犬
（
こ
ま

い
ぬ
）
を
見
て
み
る
と
、
左
の
像
は
口
を
開
い
て
「
阿

（
あ
）
」
を
あ
ら
わ
し
、
右
の
像
は
口
を
閉
じ
て
「
吽

（
う
ん
）」
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。 

 
 
 

彩彩
寺寺
記記  

 

修
正
会
（
し
ゅ
し
ょ
う
え
） 

 
 

毎
年
、
新
年
を
迎
え
る
と
、
修
正
会 

の
法
要
を
勤
め
ま
す
。 

修
正
会
と
は
、
元
旦
を
祝
い
、
天
下 

泰
平
・
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
為
、
各 

寺
院
で
行
わ
れ
る
法
要
で
、
聖
武
天
皇 

が
諸
国
の
国
分
寺
で
罪
や
け
が
れ
を
払 

う
法
要
を
行
わ
せ
た
の
が
起
源
で
す
。 

佛
前
に
鏡
餅
な
ど
の
供
物
を
お
供
え 

し
、
松
が
入
っ
た
め
で 

 

た
い
花
を
お
供
え
し
ま 

す
。 常

林
院
で
は
、
毎
年 

一
月
二
日
に
町
内
檀
家 

様
と
共
に
法
要
を
勤
め 

ま
す
。 

 

元旦を祝う 
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本
当
の
悲
し
み 

 
 
 
 

 

▼
大
切
な
人
を
見
送
っ

た
時
、
し
ば
ら
く
時
間
が

経
っ
て
か
ら
、
ふ
と
悲
し 

み
が
実
感
と
な
っ
て
、
心
に
湧
き
起

こ
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
▼

<

あ
ほ
や
な
あ
と 

笑
ひ
の
け
ぞ
り

ま
た
笑
ふ 

あ
な
た
の
椅
子
に 

あ
な
た
が
ゐ
な
い>

歌
人
の
永
田
和

宏
さ
ん
の
歌
で
す
。
同
じ
歌
人
で
あ

る
奥
さ
ん
の
河
野
裕
子
さ
ん
を
、
二

年
前
に
乳
癌
で
亡
く
さ
れ
た
時
に

詠
ま
れ
た
歌
で
す
。
▼
河
野
さ
ん
は
、

十
年
間
の
闘
病
生
活
を
送
ら
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
間
も
ず
っ
と
歌
を
詠

み
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
ベ
ッ
ド
の
上

で
歌
が
浮
か
ぶ
と
、
薬
の
袋
や
テ
ィ

ッ
シ
ュ
の
箱
に
歌
を
書
き
記
さ
れ

ま
し
た
。
病
状
が
悪
化
し
、
鉛
筆
を

に
ぎ
る
力
が
な
く
な
る
と
、
話
を
す 

 

る
よ
う
に
歌
を
つ
ぶ
や
か
れ
、
そ

れ
を
家
族
が
紙
に
書
き
止
め
ら

れ
る
。
そ
う
や
っ
て
亡
く
な
る
前

日
ま
で
歌
を
詠
み
続
け
ら
れ
ま

し
た
。
▼
永
田
さ
ん
は
、
こ
ん
な

こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
人
間
と
言
う
の
は
、
自
分
が
何

か
投
げ
か
け
た
時
に
返
し
て
く

れ
る
人
間
が
い
る
と
い
う
の
は

と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
、『
う
ん
。
』

と
い
う
相
づ
ち
だ
け
で
い
い
ん

で
す
。
『
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た

ん
だ
よ
。』
と
言
っ
た
時
、『
そ
う
。
』

と
言
っ
て
く
れ
る
。
『
良
か
っ
た

ね
。
』
と
言
っ
て
く
れ
る
。
そ
う

い
う
一
人
の
人
間
の
存
在
が
あ

る
こ
と
が
こ
ん
な
に
大
事
な
こ

と
だ
っ
た
の
か
と
思
う
。
」
と
。

▼
本
当
の
悲
し
み
と
い
う
の
は

何
気
な
い
日
常
の
中
に
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
つ
も
い
た 

 

場
所
に
い
な
い
。
い
つ
も
返
事
が

返
っ
て
来
た
の
に
返
っ
て
こ
な

い
。
そ
の
人
が
い
つ
も
身
に
付
け

て
い
た
物
が
抜
け
殻
の
よ
う
に

置
か
れ
て
あ
る
。
ふ
と
そ
う
い
っ

た
も
の
に
触
れ
た
時
、
本
当
の
悲

し
み
が
や
っ
て
来
る
よ
う
に
思

え
ま
す
。
▼
愛
す
る
者
と
別
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
を
、
お

釈
迦
さ
ま
は
『
愛
別
離
苦
』
と
仰

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
誰
も
が
経
験

し
、
決
し
て
避
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
苦
し
み
で
す
。
▼
し
か
し
、

姿
は
な
く
な
っ
て
も
、
そ
の
人
を

忘
れ
な
い
限
り
、
そ
の
人
は
心
の

中
で
生
き
続
け
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
人
を
偲
び
、
供
養
し
て
い
く

こ
と
で
、
本
当
の
悲
し
み
も
、
少

し
ず
つ
、
や
わ
ら
い
で
い
く
よ
う

に
思
え
ま
す
。 

  

雑記抄 


