
              
 

本
願
寺
道
路
と
現
如
上
人 

天
神
山
の
麓
に
た
た
ず
む
澄
川
墓
地
の
一
角
に
『
本
願
寺
道
路
終
点
』
と
書

か
れ
た
石
碑
が
ひ
っそ
り
と
建
って
い
ま
す
（図
１
）。
こ
れ
は
、
平
岸
開
基
百
拾
年

記
念
会
事
業
の
一
環
と
し
て
、
昭
和
５
５
年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。
裏
面
に

由
来
が
記
し
て
あ
り
ま
す
。
「
本
願
寺
道
路
は
、
明
治
三
年
東
本
願
寺
現
如
上

人
北
海
道
新
道
と
し
て
伊
達
市
（現
）尾
去
別
に
起
工
。
翌
四
年
十
月
こ
の
地
に

至
り
平
岸
街
道
と
結
ぶ
。
」 

本
願
寺
道
路
は
、
伊
達
市
尾
去
別
か
ら
長
流
川
沿
い
に
壮
瞥
を
通
って
洞
爺

湖
を
東
回
り
に
洞
爺
へ
至
り
、
そ
の
後
は
現
在
の
国
道
２
３
０
号
線
に
ほ
ぼ
沿
う

形
で
、
喜
茂
別
を
経
て
中
山
峠
を
越
え
、
豊
平
川
に
沿
っ
て
、
定
山
渓
～
簾
舞

～
真
駒
内
を
経
て
、
平
岸
に
至
る
道
路
で
し
た
（
図
２
）
。
中
山
峠
の
道
の
駅
の

駐
車
場
の
外
れ
に
「
現
如
上
人
之
像
」
が
建
っ
て
い
ま
す
（
図
３
）
。
現
如
上
人
は
、

東
本
願
寺
第
二
十
二
代
門
首
で
あ
り
、
北
海
道
の
開
拓
に
大
き
く
貢
献
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

札
幌
本
道
（
今
の
国
道
３
６
号
線
）
が
開
通
し
た
の
が
明
治
６
年
な
の
で
札
幌
と
道
南
を
結

ぶ
も
っと
も
古
い
幹
線
道
路
と
な
り
ま
す
。
こ
の
道
路
は
、
東
本
願
寺
が
明
治
政
府
に
建
設

の
許
可
を
願
い
出
る
形
で
建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
。
「寺
か
ら
里
へ
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ

り
ま
す
。
檀
家
か
ら
寺
へ
寄
進
す
る
こ
と
は
あ
って
も
そ
の
逆
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
意
味
で

す
が
、
そ
れ
ぐ
ら
い
寺
が
主
体
と
な
って
公
共
事
業
を
行
う
こ
と
は
珍
事
と
さ
れ
る
こ
と
で

し
た
。
な
ぜ
東
本
願
寺
が
未
開
の
土
地
で
長
さ
１
０
０
キ
ロ
に
も
及
ぶ
道
路
を
建
設
す
る
こ

と
に
な
った
の
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
本
願
寺
の
歴
史
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

 
 
 

本
願
寺
の
歴
史 

本
願
寺
教
団
の
宗
派
で
あ
る
浄
土
真
宗
は
鎌
倉
時
代
に
親
鸞
が
開
き
ま
し
た
。
成
立
当
初
か
ら
し
ば
ら
く
は
微
弱
な
組
織

に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
戦
国
時
代
に
親
鸞
か
ら
八
世
の
子
孫
に
あ
た
る
蓮
如
が
、
農
村
の
生
産
力
の
増
大
を
背
景
に
急
速
に

力
を
つ
け
た
農
民
階
級
を
取
り
込
み
組
織
化
す
る
こ
と
で
、
大
き
く
勢
力
を
増
す
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
一
向
宗
と
も

呼
ば
れ
、
各
地
で
一
向
一
揆
を
起
こ
し
、
土
地
の
領
主
と
壮
絶
な
戦
い
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。
そ
の
強
さ
の
源
は
、
『
主
従
の
縁
は

一
代
、
弥
陀
の
本
願
は
永
劫
』と
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
主
君
へ
の
忠
誠
心
よ
り
も
信
仰
心
を
優
先
さ
せ
、
さ
ら
に
『進
め
ば
極
楽
、

退
け
ば
地
獄
』
と
い
う
親
鸞
も
言
った
こ
と
の
な
い
不
思
議
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
か
か
げ
、
少
し
も
死
を
恐
れ
な
い
点
に
あ
り
ま
し
た
。

三
河
領
主
で
あ
った
徳
川
家
康
も
壮
年
期
に
一
向
一
揆
に
遭
い
、
家
臣
団
の
半
数
が
一
揆
側
に
加
担
す
る
な
ど
苦
い
経
験
を
し
て

い
ま
す
。
こ
の
経
験
に
よ
り
、
家
康
は
本
願
寺
教
団
の
力
が
大
き
な
脅
威
で
あ
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
家
康
は
関
ヶ
原
の
戦
い
に
勝
利
し
た
後
、
本
願
寺
教
団
の
力
を
そ
ぐ
目
的
で
、
教
如
を
支
持
す
る
一
派
に
土
地
を
寄
進
し
て

分
裂
工
作
を
仕
掛
け
、
東
本
願
寺
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
由
来
で
本
願
寺
は
、
幕
府
寄
り
の
東
本
願
寺
と
、
朝
廷
寄

り
の
西
本
願
寺
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 
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戊
辰
戦
争
と
東
本
願
寺 

 
 

 
幕
末
、
外
交
問
題
を
契
機
に
幕
府
と
薩
摩
・
長
州
に
か
つ
が
れ
た
朝
廷
の
間
で
争
い
が
起
き
る
と
、
東
本
願
寺
も
否
応
な
し
に

そ
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。
以
下
の
く
だ
り
は
、
『
東
本
願
寺
北
海
道
開
教
百
年
史
』
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。

慶
応
４
年
（１
８
６
８
年
）１
月
３
日
、
遂
に
両
者
の
争
い
は
武
力
衝
突
（鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
）
に
発
展
し
ま
す
。
こ
の
と
き
東
本
願

寺
門
首
厳
如
の
も
と
に
、
朝
廷
よ
り
使
者
と
し
て
山
階
宮
が
来
ら
れ
、
「本
日
朝
廷
の
会
議
の
席
で
、
東
本
願
寺
は
幕
府
方
と
眺

め
ら
れ
る
か
ら
薩
藩
兵
は
東
本
願
寺
を
焼
き
討
ち
す
る
方
針
だ
と
あ
る
人
が
言
った
。
そ
れ
で
自
分
は
東
本
願
寺
門
主
と
親
戚

（
義
理
の
兄
弟
）
で
あ
る
か
ら
、
早
速
門
主
に
面
会
し
て
真
意
を
確
か
め
る
ゆ
え
、
暫
時
そ
の
処
置
を
待
って
も
ら
い
た
い
と
い
った
。

そ
う
い
う
わ
け
で
今
来
た
の
で
あ
る
が
、
東
本
願
寺
の
真
意
は
ど
う
な
の
か
」
と
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。
厳
如
上
人
は
言
下
に
、
「
東

本
願
寺
は
徳
川
か
ら
恩
恵
を
受
け
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
皇
国
の
臣
民
と
し
て
公
私
の
別
は
よ
く
わ
き
ま
え
て
お
り
ま
す
か
ら
、

朝
廷
に
反
逆
す
る
考
え
は
最
初
か
ら
毛
頭
持
って
お
り
ま
せ
ん
。
」と
明
確
に
答
え
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

こ
の
一
連
の
や
り
と
り
か
ら
、
東
本
願
寺
が
幕
府
寄
り
で
あ
った
こ
と
が
周
知
の
事
実
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
デ
マ
が
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
空
気
が
官
軍
側
に
あ
った
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
東
本
願
寺

は
偏
見
を
払
し
ょ
く
す
る
た
め
に
涙
ぐ
ま
し
い
ま
で
の
行
動
に
出
ま
す
。
厳
如
上
人
は
朝
廷
へ
の
異
心
が
無
い
証
と
し
て
、
次
の
誓

詞
を
携
え
て
参
内
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 

『
朝
廷
遵
奉
之
儀 

光
勝 

光
瑩
ヲ
始
メ
門
末
一
統 

更
ニ
異
心
無
之
候 

徳
川
家
由
緒
ノ
儀
ハ
軽
ク 

天
恩
ノ
儀
ハ
重
ク
候
辺 

 
 

 

決
而
心
得
違
申
間
敷
候 

爾
ル
上
ハ 

如
何
様
ノ
御
用
ヲ
モ
拝
承
仕
度 

此
段
宜
敷
御
執
奏
奉
願
上
候 

仍
而
誓
書
如
件
』 

 
 

わ
ざ
わ
ざ
徳
川
家
の
恩
は
軽
く
、
天
恩
は
重
く
と
書
い
て
敵
意
が
無
い
こ
と
を
示
し
、
い
か
な
る
御
用
も
拝
承
し
た
い
と
ま
で
へ
り

く
だ
って
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
朝
廷
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
、
数
回
に
わ
た
り
多
額
の
献
金
を
行
い
ま
し
た
。
も
っと
も
献
金
は
、
東

本
願
寺
だ
け
で
な
く
西
本
願
寺
に
も
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
政
府
は
収
入
と
い
え
ば
、
徳
川
家
の
直
轄
領
か
ら
の
収
入
の
み
で

し
た
。
財
政
基
盤
が
貧
弱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
内
的
に
も
対
外
的
に
も
課
題
が
山
積
し
て
お
り
、
北
海
道
の
開
発
に
は
手
が
つ

け
ら
れ
な
い
状
況
で
し
た
。
一
方
、
ロ
シ
ア
と
の
間
で
樺
太
・千
島
を
め
ぐ
る
国
境
争
い
が
激
し
く
な
っ
て
お
り
、
北
海
道
の
開
発
は

急
務
と
な
って
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
“
い
か
な
る
御
用
も
拝
承
”
し
た
い
と
言
った
東
本
願
寺
が
目
を
つ
け
ら
れ
、
新
政
府

の
副
総
裁
で
あ
った
三
条
実
美
か
ら
内
談
が
あ
り
、
北
海
道
の
開
発
を
請
け
負
わ
さ
れ
ま
す
。
も
っと
も
、
新
政
府
の
手
前
、
東
本

願
寺
か
ら
北
海
道
の
開
拓
を
願
い
出
た
と
い
う
こ
と
に
し
、
政
府
が
そ
れ
を
許
可
す
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、

東
本
願
寺
は
厳
如
上
人
の
子
、
若
干
１
９
歳
の
現
如
上
人
に
率
い
ら
れ
北
海
道
の
開
拓
へ
向
か
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
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～
制
約
は
発
明
の
母
～ 

 

Ｈ
Ｔ
Ｂ
の
人
気
番
組
水
曜
ど
う
で
し
ょ
う
は
「低
予
算
、
低
姿
勢
、
低
カ
ロ
リ
ー
」
の
「３
低
」を
モ
ッ
ト
ー

に
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
ど
ん
な
仕
事
に
も
制
約
は
つ
き
も
の
で
す
。
そ
れ
は
時
間
的
な
制
約
で
あ
っ
た

り
、
金
銭
面
で
あ
った
り
様
々
で
す
が
、
大
事
な
こ
と
は
こ
れ
し
か
で
き
な
い
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
と
ら
え
る

の
で
は
な
く
、
ま
だ
こ
ん
な
に
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と
積
極
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
新
聞
販
売
所

に
も
、
ま
だ
ま
だ
地
域
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。
自
分
の
心
に
制
約
を
か
け
る
こ
と
だ

け
は
せ
ず
に
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
に
捉
わ
れ
ず
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
き
ま
す
。 
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