
第
13
回

　
開
導
聖
人
が
宥ゆ

う

清せ
い

寺じ

に
入
ら
れ
る
と
、
こ
れ
ま

で
以い

上じ
ょ
う

に
京き

ょ
う

都と

の
町
を
中
心
に
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信し

ん

者じ
ゃ

が
増ふ

え
て
い
っ
た
ん
だ
。

　
で
も
こ
の
頃こ

ろ

、
開
導
聖
人
の
身み

の
上う

え

に
ま
た 

【
法
難
】（
仏ほ

と
け

さ
ま
の
教お

し
え

を
弘ひ

ろ

め
る
者も

の

を
、
追お

い
詰つ

め

め
た
り
、
苦く

る

し
め
た
り
す
る
こ
と
）
が
起お

こ
り
始は

じ

め
た
ん
だ
。

　
京
都
の
西に

し

七し
ち

条じ
ょ
う

方ほ
う

面め
ん

で
、
本
門
佛
立
講
に
入に

ゅ
う

信し
ん

（
信
者
に
な
る
こ
と
）
す
る
人
が
増
え
た
た
め
に
、 

「
こ
の
ま
ま
で
は
ご
信
者
や
患か

ん

者じ
ゃ

を
取と

ら
れ
る
」
と
、 

こ
の
地ち

方ほ
う

の
僧そ

う

侶り
ょ

、
神し

ん

官か
ん

（
神じ

ん

社じ
ゃ

に
仕つ

か

え
る
人
）、

山や
ま

伏ぶ
し

（
山
や
野
を
め
ぐ
り
歩
い
て
修し

ゅ

行ぎ
ょ
う

す
る
人
）、 

お
医い

者し
ゃ

さ
ん
が
協き

ょ
う

力り
ょ
く

し
て
、『
大お

お

矢や

先
生
』
と
住じ

ゅ
う

人に
ん

か
ら
尊そ

ん

敬け
い

さ
れ
て
い
た
儒じ

ゅ

者し
ゃ

（
儒じ

ゅ

教き
ょ
う

〈
中
国
の

教
え
〉
を
学
び
教
え
る
者
）
を
代だ

い

表ひ
ょ
う

者し
ゃ

と
し
て
、 

開
導
聖
人
を
「
キ
リ
ス
ト
教
を
弘
め
て
、
人
々
を

迷ま
よ

わ
す
悪わ

る

い
奴や

つ

」
と
、
京
都
府
に
ウ
ソ
の
訴う

っ
た

え 

（
裁さ

い

判ば
ん

所し
ょ

に
申も

う

し
出で

る
）
を
起
こ
し
た
ん
だ
。
こ

れ
は
以
前
の
【
大お

お

津つ

ご
法
難
】（
佛
立
開
導
聖
人

物も
の

語が
た
り

第だ
い

十
一
回
参さ

ん

照し
ょ
う

）
の
時
と
全ま

っ
た

く
同
じ
や
り
方

だ
ね
。

　
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
六
月
十
日
、
開
導
聖

人
五
十
六
歳さ

い

の
時
、
京
都
府
の
役や

く

人に
ん

に
よ
っ
て
開

導
聖
人
と
お
弟
子
、
ご
信
者
方
が
捕と

ら
え
ら
れ
、

こ
の
日
か
ら
四
十
二
日
間
も
牢ろ

う

に
入
れ
ら
れ
て
し

ま
う
ん
だ
。

　
そ
し
て
、
七
月
十
二
日
に
釈し

ゃ
く

放ほ
う

（
捕
ら
え
ら
れ

て
い
る
者
を
自じ

由ゆ
う

に
す
る
こ
と
）
さ
れ
た
ん
だ
け

ど
、
宥
清
寺
に
は
戻も

ど

れ
ず
本ほ

ん

能の
う

寺じ

（
本
門
法ほ

っ

華け

宗し
ゅ
う

の
五
大
本
山
の
一
つ
）
で
謹き

ん

慎し
ん

（
言こ

と

葉ば

や
行こ

う

動ど
う

を

ひ
か
え
、
お
と
な
し
く
し
て
い
る
こ
と
）
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
。

　
謹
慎
中
に
数
回
の
取と

り
調し

ら

べ
が
あ
り
、
翌よ

く

年ね
ん

の

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
月
末ま

つ

、
よ
う
や
く
無む

罪ざ
い

と
な
り
一
年
二
ヵ
月
ぶ
り
に
開
導
聖
人
は
、
宥

清
寺
に
お
帰
り
に
な
ら
れ
ご
奉ほ

う

公こ
う

を
再さ

い

開か
い

（
再ふ

た
た

び

始
め
る
）
さ

れ
た
ん
だ
よ
。

　
明
治
八
年

（
一
八
七
五
）

の
開
導
聖
人

五
十
九
歳
の
時
、
医い

薬や
く

（
病び

ょ
う

気き

を
治な

お

す
た
め
の
薬く

す
り

） 

を
止
め
さ
せ
た
と
か
、
怪あ

や

し
げ
（
普ふ

通つ
う

で
な
い
）

な
加か

持じ

祈き

祷と
う

（
病
気
・
災さ

い

難な
ん

な
ど
を
払は

ら

う
た
め
に

行お
こ
な

う
祈い

の

り
）
を
し
た
と
し
て
、
何な

ん

度ど

か
京
都
府
や

警け
い

察さ
つ

署し
ょ

の
取
り
調
べ
を
受う

け
た
ん
だ
け
ど
、
す
ぐ

に
疑う

た
が

い
が
晴
れ
て
釈
放
に
な
る
ん
だ
。

　
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
開
導
聖
人
六
十
一

歳
の
時
に
は
、
神
官
と
僧
侶
の
五
十
七
人
が
京
都

府
に
ま
た
ウ
ソ
の
訴
え
を
起
こ
し
た
ん
だ
け
れ
ど

も
、
そ
の
場
で
釈
放
さ
れ
る
ん
だ
。

　
法ほ

っ

華け

経き
ょ
う

の
お
経き

ょ
う

文も
ん

に
は
、「
御
題
目
の
ご
信し

ん

心じ
ん

を
弘
め
る
者
に
は
、
必か

な
ら

ず
【
難な

ん

儀ぎ

（
法
難
）】
あ

り
」
と
説と

か
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
ま
さ
に
開
導

聖
人
の
身
の
上
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
【
法
難
】
が

起
こ
っ
た
ん
だ
ね
。

　
で
も
開
導
聖
人
は
少
し
も
恐お

そ

れ
る
こ
と
な
く
、

く
じ
け
る
こ
と
な
く
、
お
祖そ

師し

さ
ま
（
日に

ち

蓮れ
ん

聖
人
）

の
御お

ん

使つ
か

い
と
し
て
「
何
の
こ
れ
し
き
」
と
、
御
題

目
を
多
く
の
人
々
に
お
弘
め
下
さ
っ
た
ん
だ
。
本

当
に
開
導
聖
人
は
立り

っ

派ぱ

な
お
方
だ
ね
。

　

明め
い

治じ

二
年
（
一
八
六
九
）
一
月
十
日
、
数
名
の
お
弟で

子し

と
と
も
に
「
宥ゆ

う

清せ
い

寺じ

」
に
お
入
り
に
な
ら
れ
た
開か

い

導ど
う

聖し
ょ
う

人に
ん

。
こ
の
宥
清
寺
は
、
や
が
て
本ほ

ん

門も
ん

佛ぶ
つ

立り
ゅ
う

講こ
う

（
宗し

ゅ
う

）

の
根こ

ん

本ぽ
ん

道
場
（
最も

っ
と

も
重

じ
ゅ
う

要よ
う

で
中
心
と
な
る
お
寺て

ら

）
と
し

て
大
き
く
発は

っ

展て
ん

し
て
行
っ
た
ん
だ
。
で
も
、
そ
の
発
展

と
同
時
に
多
く
の
苦く

難な
ん

が
開
導
聖
人
を
襲お

そ

っ
た
ん
だ
。

今
回
は
、
開
導
聖
人
の
【
ご
法ほ

う

難な
ん

】
に
つ
い
て
の
お
話

を
す
る
ね
。

相
次
ぐ
ご
法
難

あ
い

つ

ほ
う

な
ん
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