
  

 

      

 

 

 

  

 

 

四
月

一
日
、
新
し
い
元
号

「令

和
」
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

「令

和
」
と
は
、

「人
び
と
が
美
し
く

心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が
生

ま
れ
育
つ
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
」

（安
倍
首
相
）
と
の
こ
と
で

す
。

「平
成
」
も

「内
平
か
に
し

て
外
な
る
」

（国
の
内
外
、
天
地

と
も
平
和
が
達
成
さ
れ
る
」
と
の

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の

「平
成
」
三
〇
年

間
、
振
り
返
る
と
世
界
中
で
天
災

人
災
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
起
こ
り
ま

し
た
。 

 

こ
の
歌
は
、

『万
葉
集
』
巻
五
の

「梅
花
の
歌

三
十
二
首
」
の
序
文
と
し
て
書
か
れ
た
そ
う
で
、

「風
が
和
ら
い
で
い
る
」
の
は
春
の
訪
れ
だ
け
が
理

由
で
は
な
く
、
西
暦
六
六
三
年
、
日
本
は
百
済
を

助
け
る
た
め
、
唐
・
新
羅
の
連
合
軍
と
戦
い
、
敗

れ
ま
し
た
。
国
家
存
亡
の
危
機
が
訪
れ
、
国
土
防

衛
の
た
め
、
遠
く
は
東
国
か
ら
も
多
く
の
若
者
が

九
州
北
部
に
防
人
と
し
て
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
防
人
の
派
遣
が
七
三
〇
年
に
停
止
さ
れ
た
の

は
、
国
際
情
勢
が
変
わ
り
、
外
患
が
少
な
く
な

り
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
滞

在
中
の
防
人
を
太
宰
府
が
統
括
し
、
穏
や
か
で
文

化
豊
か
な
宴
会
が
催
さ
れ
た
と
き
に
歌
わ
れ
た
も

の
だ
そ
う
で
す
。

（参
考 

麗
澤
大
学
教
授
八
木

秀
次
氏
の
解
説
）
誰
も
が
争
い
事
に
は
う
ん
ざ
り

し
、
安
ら
ぎ
を
求
め
て
い
な
が
ら
、
い
つ
の
時
代
も

争
い
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
日

本
が
戦
争
を
し
な
く
な
り
、
六
十
数
年
経
ち
ま
す

が
、
隣
国
と
の
関
係
に
緊
張
感
が
高
ま
り
、
天
災

人
災
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

な
の
に
、
私
の
こ
こ
ろ
は
、
時
と
し
て
、
そ
ん
な
こ

と
を
忘
れ
、
目
の
前
の
こ
と
だ
け
に
執
着
し
て
、

喜
怒
哀
楽
し
て
い
ま
す
。

「令
和
」
と
い
う
新
し

い
時
代
を
迎
え
、
改
め
て
、
世
界
平
和
を
願
う
こ

と
で
す
。 

 

「教
令
」

「教
勅
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
仏
教
的
に
は

「仏
さ
ま
の
教
え
」
と
解
せ
る

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
は
、

「こ
こ
を
も
っ

て
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

「仏
さ
ま
の
教
え

（教
令
）
を
聞
く
と 

自
然

と 

和
ら
ぎ
の
心
が
お
こ
る
」
と
掲
示
板
に
書
い

て
み
ま
し
た
。
私
の
こ
こ
ろ
は
、
ど
こ
ま
で
も
執
わ

れ
の
こ
こ
ろ
で
す
が
、
仏
さ
ま
の
心
が
温
か
く
包
ん

で
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
味
わ
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。 
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日
時 

三
月
二
四
日

（日
）
十
四
時
～ 

 

日
程 

一
四

：
〇
〇 
お
つ
と
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仏
説
阿
弥
陀
経 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仏
教
讃
歌

「み
仏
は
」 

 
 
 

一
四

：
四
〇 

法
話

（住
職
） 

 
 
 

一
五

：
四
〇 

茶
話
会 

 
 
 

一
六

：
三
〇 

恩
徳
讃 

  

穏
や
か
な
春
の
お
彼
岸
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。 

 

福
井
恒
彰
さ
ん
、
藪
田
佳
之
さ
ん
、
早
﨑
光
弘

さ
ん
、
細
川
研

一
さ
ん
、
高
橋
八
重
子
さ
ん
、 

田
中
悦
子
さ
ん
、
川
田
原
末
廣
さ
ん

・
正
明
さ
ん

親
子
、
中
木
原
乃
既
子
さ
ん
が
ご
参
拝
く
だ
さ
い 

ま
し
た
。 

 

午
後
二
時
よ
り

『仏
説
阿
弥
陀
経
』
を
皆
さ
ん

で
お

つ
と
め
し
て
、

「み
仏
は
」
を
歌
い
ま
し

た
。 

 
 
 

「み
仏
は
」 

 

み
仏
は 

眼
ま
な
こ

を
閉
じ
て 

 
 

み
名
呼
べ
ば 

 
 
 

明さ
や

か
に
居
ま
す 

吾
が
前
に 

 
 
 

明
か
に
居
ま
す 

吾
が
前
に 

 

み
仏
は 

独
り
嘆
き
て 

 
 

み
名
呼
べ
ば 

 
 
 

笑
み
て
居
ま
す 
吾
が
胸
に 

 
 
 

笑
み
て
居
ま
す 

吾
が
胸
に 

 

み
仏
は 

慕
い
ま
つ
り
て 

 
 

み
名
呼
べ
ば 

 
 
 

包
み
て
居
ま
す 

吾
が
い
の
ち 

 
 
 

包
み
て
居
ま
す 

吾
が
い
の
ち 

 

前
日
は
、

「真
昌
寺

・
稱
讃
寺
合
同
法
話
会
」
を
鶴

田
義
光
先
生
を
お
招
き
し
て
、
ム
ー
ブ
町
屋
で
開
催
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
稱
讃
寺
か
ら
は
高
橋
八
重
子

さ
ん
、
安
達
光
成
さ
ん
、
住
職
の
姉
が
聴
聞
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

 

高
橋
さ
ん
は
、
引
き
続
い
て
の
ご
聴
聞
で
あ
り
ま
し

た
。 

 

「み
仏
は
」
の

一
番
の
歌
詞
に

「眼
を
閉
じ
て
」

「さ
や
か
に
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。
私
は

「そ
っ

と
」
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

「明
ら
か

に
」
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ご
和
讃
の

「遇
斯
光
の
ゆ

ゑ
な
れ
ば
」
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は

「こ
の
み
ひ

か
り
」
と
明
ら
か
に
出
遇
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
な
の
だ

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
な
か
な
か

「こ
の
み
ひ
か

り
」
と
思
え
な
い
で
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

二
番
の
歌
詞
に
は
、

「独
り
嘆
き
て
」

「笑
み
て
ぞ

い
ま
す
」
と
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
悲
し
い
と
き
は
、

一

緒
に
悲
し
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を

「微
笑
み
」

で
表
わ
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

三
番
の
歌
詞
に
は
、

「慕
い
ま
つ
り
て
」

「
つ
つ
み

て
い
ま
す 

吾
が
い
の
ち
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

私
の

「い
の
ち
」
そ
の
も
の
を
丸
ご
と
温
か
く
包
ん

で
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
私
の
心
だ

け
に
居
る
の
で
は
な
い
、
私
の
人
生
そ
の
も
の
を
包
ん

で
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
る
と
味
わ
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ

以
上
の
安
心
は
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
い
ず
れ
も

「み
名
呼
べ
ば
」
と
あ
り
ま
す
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
阿
弥
陀
さ
ま
が
呼
ん
で
お
ら
れ

る
と
聞
く
と
こ
ろ
に
、
見
え
な
い
け
ど
、

「明
ら
か
に

ま
し
ま
す
」
と
味
わ
っ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

 

鶴
田
先
生
の
お
話
の
中
で
、
〝
自
力

〟に
つ
い
て
、

本
来
〝
自
力

〟と
は
無
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ 

１ 

 
稱
讃
寺 

春
季
彼
岸
会 
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れ
ま
し
た
。
全
て
は
〝
縁
起

〟で
成
り
立
っ
て
い
る
の

に
、
私

（我
執
）
が
私
の
は
か
ら
い
と
思
い
込
ん
で
い

る
こ
と
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
私
が
指

を
折
る
動
作
に
し
て
も
、
私
が
や
っ
て
い
る

（自
力
）

と
思
っ
て
い
る
が
、
実
は
、
い
ろ
い
ろ
な
縁
が
あ
っ

て
、
指
が
折
れ
て
い
る
。
本
日
、
こ
こ
に
参
拝
し
た
の

は
、
私
の
一
人
働
き
で
は
な
く
、
様
々
な
縁
が
結
び
つ

い
て
、
こ
こ
に
集
え
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

『仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
は

「西
方
十
万
億
仏
土
」
と

説
か
れ
る
。
私
た
ち
が
思
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
浄
土
は

西
方
に
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
何
故
、

西
方
な
の
か
？
十
方
世
界
に
数
限
り
な
い
仏
さ
ま
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
に
で
す
。

『仏
説
阿
弥
陀
経
』
の

「六

方
段
」
に
は
、
東
西
南
北

・
上
下
の
世
界
に
数
限
り
な

い
仏
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
ど
の
方
も

一
様
に
、
必

ず
あ
な
た
は
西
方
の
阿
弥
陀
さ
ま
に
よ
り
救
わ
れ
ま
す

と

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
念
仏
を
称
讃
し
て
お
ら
れ

ま
す
。
こ
の
物
語
は
私
に
何
を
説
い
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。 

太
陽
が
真
東
か
ら
登
り
真
西
に
沈
ん
で
い
く

日
が
、
春
秋
お
彼
岸
の
お
中
日
で
あ
り
ま
す
。 

 

太
陽
が
東
か
ら
登
る
と
は
、
私
が
こ
の
世
界
へ
誕
生

し
た
こ
と
を
表
し
、
太
陽
が
西
に
沈
む
と
は
、
私
が
こ

の
世
界
か
ら
居
な
く
な
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
私
が
気
づ
こ
う
が
気
づ
く
ま
い
が
、
東
か
ら
西

に
と
人
生
を
送
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
長
さ
は

人
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
若
い
と
き
、
青
春
を
謳
歌
し
て

い
る
と
実
感
し
て
い
る
と
き
は
、
南
の
方
に
居
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
若
く
て
も
病
気
を
し
て
い

る
と
き
は
、
北
の
方
に
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
何

か
に
打
ち
込
み
、
成
功
し
て
、
達
成
感
を
感
じ
て
い
る

と
き
は
、
上

（有
頂
天
）
に
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
失
敗
し
た
ら
下
で
落
ち
込
ん
で
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
が
ど
う
い
う
状
態
、
心

持
ち
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
仏
さ
ま
が
居
ら
れ
、
私

に

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
、
大
丈
夫
だ
よ
、
必
ず
あ
な

た
は
阿
弥
陀
さ
ま
に
よ
っ
て
、
救
わ
れ
ま
す
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

「西
方
」
と
は
、

「死
」
の
方
向
で
あ
り
ま
す
が
、

「西
」
と
い
う
象
形
文
字
は
、
鳥
が
自
分
の
巣
で
、
羽

を
休
め
て
い
る
姿
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。 

口
の
中
に

一
本
線
を
入
れ
る
と

「酉

（ト
リ
）
」
に
な

り
ま
す
。
こ
の
一
本
線
は
枝
を
表
わ
し
、
鳥
が
木
の
枝

に
居
る
こ
と
か
ら
、

「ト
リ
」
と
読
む
わ
け
で
す
ね
。 

鳥
が
自
分
の
巣
で
羽
を
休
め
て
い
る
状
態
と
は
、
私
が

自
分
の
部
屋
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
状
態
で
す
。
つ
ま

り
、

「西
」
と
は
、

「安
心
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
。

「西
方
浄
土
」
と
は
、

「安
楽
」
と

か

「安
養
」
と
も
表
現
さ
れ
ま
す
の
で
、

「死
」
と
し

か
思
え
な
い
私
で
す
が
、
安
ら
か
な
世
界
へ
生
ま
れ
て

い
く
こ
と
を
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 
太
陽
が
沈
む
様
子
を
見
る
と
、
落
ち
着
く
、
と
か
、

穏
や
か
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
人
に
よ
っ
て
は
、
怖

い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
方
も
あ
り
ま
し
た
。
暗
く
な
る
と

い
う
こ
と
で
、
逆
に
不
安
が
つ
の
る
と
思
わ
れ
て
の
こ

と
で
す
が
、
思
う
に
、

「今
、
救
わ
れ
る
」
と
は
、
こ

の
先
、
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ

と
、
ど
う
あ
れ
、
お
任
せ
で
き
る
方
が
居
ら
れ
る
と
思

え
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

太
陽
が
沈
む
こ
と
に
戻
り
ま
す
が
、
沈
む
太
陽
を
私

が
観

（み
）
て
い
る
の
で
す
が
、
実
は
太
陽
の
方
が
、

私
を
照
ら
し
て
い
る
、
太
陽
の
方
か
ら
、
私
に
現
れ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

『仏
説
観
無
量
寿
経
』
に
は
、

「日
想
観
」
が
説
か
れ
る
中
、
西
方
に
沈
む
太
陽
を
観

て
、
眼
を
閉
じ
て
、
そ
の
様
子
を
想
像
し
て
い
く
と
い

う
修
行
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
最
初
は

「観
る
」
と
い

う
表
現
で
し
た
が
、
い
つ
の
間
に
か

「見
る
」
に
変

わ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

遙
か
西
方
の
浄
土
を
私
が
思
う
と
い
う
こ
と
は
、
実

は
先
に
お
浄
土
の
方
か
ら
私
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「今
現
に
ま
し
ま
し
て
法
を

説
き
た
ま
う
」
と

『仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
て
い

る
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
西
方
浄
土
に
留
ま
っ
て
、

そ
こ
で
法
を
説
い
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

「今
、
現
に
」
と
は
、
今
、
こ
の
私
の
世
界
に
来
た
り

現
れ
て
、
仏
法
を
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
よ
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。 

 

金
子
大
栄
師
が

「浄
土
へ
の
道
は 

浄
土
か
ら
開
か

れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
お
経
の
言
葉
は
全
て

「方
便
」
で
す
。

「嘘
も
方
便
」
と
言
い
ま
す
が
、

「有
相
も
方
便
」
が

正
し
い
の
で
す
。

「有
相
も
」
と

「も
」
と
あ
り
ま
す

か
ら
、
真
理
が
、
姿

・
形
と
も
な
っ
て
、
私
た
ち
に
分

か
る
よ
う
に
顕
れ
示
し
て
く
だ
さ
り
、
言
葉
と
も
な
っ

て
、
真
理
を
示
し
、
真
理
の
方
向
へ
誘
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
。
そ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
を

「方
便
」

と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
阿
弥
陀
さ
ま
を

「智
慧
」

「慈
悲
」
で
表
現

さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
が
起
こ
す
よ
う
な
、
思
う
よ
う
な

智
慧

・
慈
悲
で
は
な
い
の
で
、

「大
智
慧
」

「大
慈

悲
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
方
便

な
の
で
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
と
は
、

一
言
で
言
え
ば

「摂
取

不
捨
の
真
言
」
、
智
慧
と
は
、

「超
世
希
有
の
正
法
」

と
言
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に

「聞
思

し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
」

（本
願
の
い
わ
れ
を
聞

き
ひ
ら
き
、
疑
い
た
め
ら
っ
て
は
な
ら
な
い
）
と
言
わ

れ
ま
す
。 

２ 
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「聞
思
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？ 

 
親
鸞
聖
人
は
、

『教
行
信
証
』
の
信
文
類
で
、

「信
に
ま
た
二
種
あ
り
。

一
つ
に
は
聞
よ
り
生
ず

二
つ
に
は
思
よ
り
生
ず
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。

「聞
よ
り
生
ず
」
と
は

「言
葉
を
聞
く
だ

け
で
、
そ
の
い
わ
れ
を
知
ら
な
い
信
心
」
。

「思
よ

り
生
ず
」
と
は

「い
わ
れ
を
十
分
き
き
わ
け
て
信

ず
る
信
心
」

（
『注
釈
版
聖
典
』
よ
り
）
と
解
説

さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
引
き
続
い
て

「こ
の

人
の
信
心
、
聞
よ
り
し
て
生
じ
て
、
思
よ
り
生
ぜ

ず
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
名
づ
け
て
信
不
具
足
と
す
。
ま

た
二
種
あ
り
。

一
つ
に
は
道
あ
り
と
信
ず
、
二
つ

に
は
得
者
を
信
ず
。
こ
の
人
の
信
心
、
た
だ
道
あ

り
と
信
じ
て
、
す
べ
て
得
道
の
人
あ
り
と
信
ぜ
ら

ん
。
こ
れ
を
名
づ
け
て
信
不
具
足
と
す
」
と
お 

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

仏
さ
ま
の
お
話
を

「聴
聞
」
し
て
い
る
と
言
い
な

が
ら
、
誰
の
た
め
に
ご
本
願
を
建
て
、
誰
を
救
わ

ん
と
し
て
お
ら
れ
る
の
か
を
聞
き
尽
く
し
て
い
く
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
は
、
同
じ
話
だ
と

聞
き
飽
き
た
り
、
聞
い
た
こ
と
を
自
分
の
思
い
込
み 

で
分
別
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

「聞
思
」
と
は
、
難
し
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま

す
が
、

「遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
言
う
と
こ
ろ

に
は
、

「実
感
で
き
な
く
て
も
、
こ
の
阿
弥
陀
の
心

を
思
い
留
め
て
お
い
て
く
れ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
の
か
な
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。 

 

た
だ
、
親
鸞
聖
人
が
邪
心
と
戒
め
ら
れ
た

「聞

不
具
足
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
念
頭
に
お
い 

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

「し
か
る
に

『経
』
に

「聞
」
と
い
ふ
は
、
衆
生
、

仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と 

な
し
、
こ
れ
を
聞
と
い
ふ
な
り
」 

  

鶴
田
先
生
の
お
話
を
初
め
て
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
ま 

し
た
。 

 
先
生
は
、
お
東
の
名
古
屋
別
院
で
毎
週
ご
講
義
な
さ

れ
、
こ
の
日
も

「愚
深
会
」
の
方
々
が
名
古
屋
か
ら
ご

聴
聞
に
来
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
熱
心

さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
し

た
。
先
生
も

「法
話

会
」
で
は
な
い
、

「
聞
法
会
」
だ
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ 

ま
し
た
。 

 
先
生
は
、

「
回

心
」
と
い
う
こ
と
を

強
調
さ
れ
て
お
ら
れ 

ま
し
た
。 

 

そ
れ
な
の
に
、

「聞
法
し
て
、
ど

こ
ま
で
も
疑
う
こ

と
が
大
事
」
と
も

お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま

し
た
。 

 

矛
盾
す
る
よ
う

に
も
思
え
た
の
で

す
が
、
後
で
先
生

の
著
書

『歎
異
抄

後

述

・
聞

書

（二
）
』
を
読
み

ま
す
と
、

「
疑

う
」
と
は
阿
弥
陀

さ
ま
の
お
心
を

〝
疑
う

〟こ
と
で
は
な
く
、
私
自
身
の
こ
こ
ろ
を
〝
疑

え

〟と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
と
気
づ
き
ま
し

た
。
〝
信
じ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ
こ
ろ

〟も
〝
疑
っ 

て
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ
こ
ろ

〟も
疑
い
な
さ
い
と
。 

 

や
は
り

「疑
心
あ
る
こ
と
な
し
」
と
は
、
私
の
こ
こ
ろ

で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
は

「疑
蓋
雑
わ
る
こ 

と
な
し
」
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
鶴
田
先
生
が
師
と
仰
が
れ
る
お
一
人
の
安
田

理
深
先
生
の

「念
仏
者
の
実
践
は
聞
法
で
あ
る
」
と
の

お
言
葉
か
ら
、
こ
れ
ま
で
〝
聞
法

〟は
実
践
と
は
思
え

ず
に
お
り
ま
し
た
し
、
私
の
〝
聴
聞

〟は
〝
実
践
〝
と 

は
か
け
離
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

先
生
の
歯
に
衣
着
せ
ぬ
お
話
に
、
ご
出
席
さ
れ
た

方
々
の
お
顔
が
生
き
生
き
と
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
な
感 

じ
を
受
け
ま
し
た
。 

３ 

鶴
田
義
光
先
生
に
よ
る

〝生
き
る
仏
教
〟 

ー
安
心
し
て
迷
っ
て
ゆ
け
ば
い
い
ー 

「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
生
き
方 

 
 

 

日
時 

三
月
二
十
三
日

（土
）
十
時
～
十
九
時(

３
席
） 

 
 

 

会
場 

「
ム
ー
ブ
町
屋
」 

四
階 

会
議
室
Ａ 
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４ 

 
 

い
ま
の
世
章

よ
し
ょ
う

（四
帖
第
十
通
） 

 

今い
ま

の
世よ

に
あ
ら
ん
女
人

に
ょ
に
ん

はな

・
み
な
み
な
こ
こ
ろ
を

一
ひ
と

つ
に
し
て

・
阿
弥
陀
如
来

あ

み

だ

に

ょ

ら

い

を
ふ
か
く
た
の
み
た

て
ま
つ
る
べ
し
、
そ
の
ほ
か
に
は

・
い
ず
れ
の
法ほ

う

を
信し

ん

ず
と
い
う
と
も

・
後
生

ご
し
ょ
う

の
た
す
か
る
と
い
う

こ
と

・
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
と
お
も
う
べ

し
、
さ
れ
ば､

弥
陀

み

だ

を
ば
な
に
と
よ
う
に
た
の

み

・
ま
た
後
生

ご
し
ょ
う

を
ば
な
に
と
ね
がご

う
べ
き
ぞ
と
い

う
に
、
な
に
の
わ
ず
ら
い
も
な
く

・
た
だ

一
心

い
っ
し
ん

に

弥
陀

み

だ

を
た
の
み

・
後
生

ご
し
ょ
う

た
す
け
た
ま
え
と
ふ
か
く

た
の
み
も
う
さ
ん
人ひ

と

を
ば
、
か
な
ら
ず
御お

ん

た
す
け

あ
ら
ん
こ
と
は

・
さ
ら
さ
ら
つ
ゆ
ほ
ど
も

疑
う
た
が
い

あ

る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
、
こ
の
う
え
に
は

・
は

や
し
か
と
御お

ん

た
す
け
あ
る
べ
き
こ
と
の

・
あ
り
が

た
さ
よ
と
お
も
い
て
、
仏
恩
報
謝

ぶ
つ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

の
た
め
に

・ 

念ね
ん

仏ぶ
つ

申も
う

す
べ
き
ば
か
り
な
り
、 

 

あ
な
か
し
こ 

あ
な
か
し
こ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

八
十
三
歳 

御
判 

  
 

今
の
時
代
の
女
性
に
信
を
勧
め
る 

  

今
の
時
代
に
生
き
る
女
性
は
、
み
な
心
を

一
つ

に
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
に
深
く
お
従
い
す
べ
き
で

す
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
ど
ん
な
教
え
を
信
じ
て

も
、
今
を
生
き
ぬ
き
永
遠
の
命
を
い
た
だ
く
と
い

う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
な
い
と
思
っ
て
く
だ
さ

い
。 

 

そ
れ
で
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
ど
の
よ
う
に
従

い
、
ま
た
、
今
を
生
き
ぬ
き
永
遠
の
命
を
い
た
だ

く
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
願
う
べ
き
か
と
い
え
ば
、

何
の
面
倒
な
こ
と
も
な
く
、
た
だ
、
ふ
た
ご
こ
ろ

な
く
阿
弥
陀
さ
ま
に
従
っ
て
、

「み
仏
の
は
た
ら

き
で
今
を
生
き
ぬ
き
永
遠
の
命
を
い
た
だ
き
ま

す
」
と
深
く
お
ま
か
せ
す
る
ば
か
り
で
す
。
そ
の

よ
う
な
人
を
か
な
ら
ず
お
た
す
け
く
だ
さ
る
こ
と

は
、
決
し
て
つ
ゆ
ほ
ど
も
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
う
え
に
は
、

「最
早
、
確
か
に
お
た
す
け

く
だ
さ
る
こ
と
の
、
な
ん
と
あ
り
が
た
い
こ
と
」

と
思
い
、
仏
の
ご
恩
に
お
応
え
し
感
謝
す
る
た
め

に
、
た
だ
た
だ
お
念
仏
す
べ
き
で
す
。 

 

あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

八
十
三
歳 

御
判 

  

蓮
如
上
人
の

『御
文
章
』
の
中
、

「女
性
こ
そ

救
わ
れ
る
」
と
い
う
内
容
の
ご
文
は
、
二
十
通
ほ

ど
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

「今
の
世
」
と
い
う
連
署

上
人
の
時
代
背
景
と
し
て
は
、
女
性
の
立
場
は
、

「五
障

ご
し
ょ
う

・
三
従

さ
ん
し
ょ
う

」
の
レ
ッ
テ
ル
が
張
ら
れ
、
民

間
で
も
女
性
蔑
視
が
ま
か
り
通
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

現
代
に
お
い
て
は
、

「Ｌ※

Ｇ
Ｂ
Ｔ
」

（セ
ク

シ
ャ
ル

・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
＝
性
的
少
数
者
）
の

こ
と
も
あ
り
、

一
概
に
女
性
と
男
性
と
は
っ
き
り

区
切
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
と
は
言
え
、
現
代

で
も
Ｄ
Ｖ
等
の
問
題
を
思
う
と
、
男
性
優
位
の
考

え
は
拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

蓮
如
上
人
の
ご
文
章
に
は
、

「五
障

・
三
従
の

女
人
」
と
併
せ
て
、

「五
逆
十
悪
の
悪
人
」
の
救

い
の
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
女
人
だ

け
で
は
な
く
、
当
時
、

「悪
人
」
と
し
て
、
社
会

に
お
い
て
、
救
わ
れ
が
た
い
方
に
眼
を
向
け
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
で
言
う
と
、
社

会
的
弱
者
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「社
会
的

弱
者
」
と
言
う
と
、
何
か
自
分
を
外
に
置
い
て
、

対
照
的
に
見
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

蓮
如
上
人
が

「五
障

・
三
従
」
を
度
々
お
使
い

に
な
ら
れ
る
の
は
、
上
人
が
女
性
蔑
視
の
考
え
が

あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
的
に
蔑
ま

さ
れ
て
い
た
方
こ
そ
、
救
わ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ

れ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 

 

「女
性
は
救
わ
れ
な
い
」
と
仏
教
で
も
説
か
れ

て
い
た
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
説
い
て

い
る
と
私
た
ち
が
誤
解
し
て
き
た
事
実
が
あ
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

『浄
土
真
宗
注
釈
版
聖
典
』
の

「女
人

に
ょ
に
ん

・
根こ

ん

欠け
つ

・
五
障
三
従

ご
し
ょ
う
さ
ん
し
ょ
う

」
の
解
説
に
は
次
の
よ
う
に
解

説
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
ご
文
章
を
味
わ
う 

 

蓮
如
上
人
が
お
書
き
に
な
っ
た

『御
文
章
』
を
浅
井
成
海 

先
生
の
現
代
語
訳
か
ら
味
わ
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す 
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女
人

・
根
欠

・
五
障
三
従 

  
『浄
土
論
』
な
ど
に
は
、
浄
土
は
平
等
な
さ
と
り
の

世
界
で
あ
っ
て
、

「譏
嫌
の
名
な
し
、
女
人
お
よ
び
根

欠
、
二
乗
の
種
」
は
存
在
し
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
わ
れ
る
譏
嫌
と
は
、
成
仏
で
き
な
い
も
の
と

し
て
嫌
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
が
、

『論
註
』

に
は
譏
嫌
名
に
世
間
的
な
そ
し
り
の
意
味
も
含
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
当
時
の
差
別
さ
れ
た
女
性
や
障
が
い

者
の
救
済
を
説
く
た
め
に
、
浄
土
に
は
こ
の
よ
う
な
差

別
の
実
体
も
な
く
、
女
人
や
根
欠
と
い
う
差
別
的
な
名

さ
え
も
な
い
絶
対
平
等
の
世
界
で
あ
る
と
あ
ら
わ
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
聖
典
が
成
立
し
た
当
時
の
社
会

に
あ
っ
て
は
、
女
人
や
根
欠
を
卑
し
い
も
の
と
み
る
社

会
通
念
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て

仏
国
の
平
等
性
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
別
の

社
会
通
念
を
破
り
、
女
人
や
根
欠
に
救
い
を
も
た
ら
そ

う
と
し
た
教
説
で
あ
る
。
二
乗
と
は
声
聞
、
縁
覚
と
い

う
小
乗
の
行
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
仏
に
な
れ
な
い
も

の
と
さ
れ
た
。
根
欠
と
は
、

『
論
註
』
で
は
、
眼
、

耳
、
舌
等
の
諸
器
官
が
不
自
由
な
人
の
こ
と
と
み
ら
れ 

て
い
る
。 

 

釈
尊
は
比
丘
尼
、
沙
弥
尼
と
し
て
女
性
の
出
家
を
許

さ
れ
た
し
、
実
際
に
悟
り
を
開
い
た
女
性
が
お
り
、
悟

り
を
開
く
の
は
男
女
の
差
の
な
い
こ
と
が
立
証
さ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
後
世
の
教
団
で
は
、

「五
障
三
従
の

女
人
」
と
し
て
女
性
は
仏
に
な
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ

る
。
五
障
と
は
五
つ
の
障
り
、
す
な
わ
ち

（
一
）
梵
天

王
に
な
れ
な
い
、

（
二
）
帝
釈
天
に
な
れ
な
い
、

（三
）
魔
王
に
な
れ
な
い
、

（四
）
転
輪
聖
王
に
な
れ

な
い
、

（五
）
仏
に
な
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
女
性

は
世
間
的
に
も
出
世
間
的
に
も
指
導
者
に
な
れ
な
い
と

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
三
従
と
は
、

『
マ
ヌ
法
典
』
に

「婦
人
は
幼
に
し
て
は
そ
の
父
に
、
若
き
時
は
そ
の
夫

に
、
夫
死
た
る
時
は
そ
の
子
息
に
従
う
べ
し
。
婦
人
は

決
し
て
独
立
を
享
受
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
も
の

で
、
仏
教
教
団
も
こ
の
思
想
に
影
響
さ
れ
て
五
障
説
が

出
、
五
障
三
従
の
教
説
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
大
乗
仏
教
は
、
女
性
は
仏
に
な
れ
な
い
と
説
く
教
え

に
対
し
て
、

『法
華
経
』
や

『無
量
寿
経
』
に
あ
る
よ

う
に
変
成
男
子
の
教
え
が
説
か
れ
た
。
す
な
わ
ち

『法

華
経
』
の

「堤
婆
品
」
に
は
、
女
人
は
五
障
あ
っ
て
成

仏
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
す
る
舎
利
弗
の
疑
問
に
対
し

て
、
八
歳
の
竜
女
が
女
身
を
転
じ
て
男
身
と
な
り
成
仏

し
て
い
く
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た

『大
阿
弥
陀

経
』
の
第
二
願
や
、

『無
量
寿
経
』
の
第
三
十
五
願
に

は
、
本
願
力
に
よ
っ
て
女
身
を
転
じ
て
往
生
成
仏
せ
し

め
よ
う
と
誓
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
は

一
度

男
性
に
な
っ
て
か
ら
悟
り
を
開
く
と
い
う
の
は
、
父
健

制
社
会
の
な
か
で
き
び
し
き
差
別
に
さ
ら
さ
れ
、
悟
り

は
開
け
な
い
と
さ
れ
た
女
性
に
も
成
仏
で
き
る
と
い
う

道
を
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
す
す
ん
で

「男
女

老
少
を
え
ら
ば
ず
」
と
い
い
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
は

男
性
も
女
性
も
ま
っ
た
く
差
別
な
く
、
ひ
と
し
く
救
済 

さ
れ
る
と
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

女
性
を
罪
深
く
、
不
浄
で
、
男
性
よ
り
も
罪
の
深
い

も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
、
現
代
の
一
般
社
会
に
も

浸
透
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
男
性
中
心
の
考
え
方
で
あ

り
、
女
性
差
別
の
思
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

ま
た

「女
人

・
聾

・
盲
」
な
ど
の
言
葉
が
譬
喩
と
し

て
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
悪
い
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

『論
註
』

（上
）
に
、
浄
土

に
は
そ
し
り
、
き
ら
わ
れ
る
よ
う
な
名
さ
え
も
な
い
と

い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
に
、

「人
の
諂
曲
な
る
と
、

あ
る
い
は
ま
た
儜
弱
な
る
を
、
譏
り
て
女
人
と
い
ふ
が

ご
と
し
。
ま
た
眼
明
な
り
と
い
へ
ど
も
事
を
識
ら
ざ
る

を
、
譏
り
て
盲
人
と
い
ふ
が
ご
と
し
。
ま
た
耳
聴
く
な

り
と
い
へ
ど
も
、
義
を
聴
き
て
解
ら
ざ
る
を
、
譏
り
て

聾
人
と
い
ふ
が
ご
と
し
。

（中
略
）
か
く
の
ご
と
き

ら
、
根
あ
り
と
不
足
せ
り
と
い
へ
ど
も
譏
嫌
の
名
あ

り
」
と
い
い
、
世
間
で
は
、
女
性
や
、
障
が
い
者
の
す

が
た
を
そ
し
り
き
ら
う
こ
と
の
譬
喩
と
し
て
用
い
て
い

る
と
い
わ
れ
る
も
の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
女
性
や
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
者
を
そ
し
り
の
言
葉

と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
今
も
な
お
行
わ
れ
て
い
る

が
、
た
と
え
譬
喩
と
し
て
で
あ
れ
、
女
性
や
心
身
に
障

が
い
を
も
つ
人
を
差
別
す
る
こ
と
は
大
き
な
誤
り
で 

あ
る
。 

 

※
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

（
エ
ル

・
ジ
ー

・
ビ
ー

・
テ
ィ
ー
） 

Ｌ

「Le
s
b
i
a
n

」
レ
ズ
ビ
ア
ン
＝
女
性
同
性
愛
者 

Ｇ

「Ga
y

」
ゲ
イ
＝
男
性
同
性
愛
者 

Ｂ

「Bi
s
e
x
u
a
l

」
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
＝
両
性
愛

者 Ｔ

「Tr
a
n
c
e
g
e
n
d
e
r

」
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
＝

出
生
時
に
診
断
さ
れ
た
性
と
自
認
す
る
性
の
不

一

致
）
の
頭
文
字
を
と
り
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

・
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
ー
＝
性
的
少
数
者
の

一
部
の
人
び
と
を

指
し
た
総
称
。
現
在
、
学
校

・
職
場
で
の
人
権
的

尊
重
が
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
い
う
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る

一
方
、
教
育
現
場

に
お
け
る
い
じ
め

・
暴
力
、
職
場
に
お
け
る
多
種
な
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
家
庭
に
お
け
る
虐
待
が
ま
す
ま
す
深
刻
化
し

て
い
る
私
た
ち
の
社
会
で
あ
り
ま
す
。 

他
人
事
と
は
決
し
て
出
来
な
い
こ
と
を
肝
に
銘
じ
、
全
て

の
方
に

「阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
が
ま
し
ま
す
」
と
思
い

続
け
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

５ 
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一
、
浄
土
真
宗
で
は
助
か
る
こ
と
を

「往
生
」
と
い
う 

 

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往

生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も

い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨

の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
。 

  

こ
れ
は

『歎
異
抄
』
第

一
章
の
冒
頭
の
お
言
葉
で
す

が
、
こ
こ
に

「往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
」
と
出
て
来
ま

す
。
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
助
か
る
、
救
済
と
い
う
こ

と
を
、

「往
生
」

「往
生
浄
土
」

「往
生
極
楽
」
と
い

う
言
葉
で
表
現
し
ま
す
。
浄
土
へ
往
き
生
ま
れ
る
と
。

浄
土
と
は
何
か
。
浄
い
土
と
は
何
か
。
ま
あ
我
々
は
不

浄
で
す
ね
。

「浄
土
」
に
対
し
て
我
々
の
世
界
を

「穢

土
」
と
言
う
。
ま
た

「娑
婆
」

「不
浄
の
世
界
」

「穢

れ
た
世
界
」

「五
濁
悪
世
」
と
も
言
い
ま
す

・
何
に

よ
っ
て
穢
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
自
分
の
我
執

・
分

別
に
よ
っ
て
穢
れ
て
い
る
。
我
執

・
分
別
に
よ
っ
て
思

い
描
い
た
世
界
、
自
分
の
我
執

・
分
別
を
立
場
と
し
て

思
い
描
い
た
世
界
、
そ
れ
を

「穢
土
」
と
か

「娑
婆
」

と
か
言
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
に
体
し
て
、
我
執

・
分

別
が
破
ら
れ
た
世
界
、
本
来
の
世
界
を

「浄
土
」
と
言

い
ま
す
。
分
別
の
も
と
に
我
執
が
あ
り
ま
す
。
我
執

・

分
別
が
破
ら
れ
た
本
来
の
世
界
を

「浄
土
」
と
言
い
ま

す
。
も
っ
と
言
え
ば

「本
来
の
い
の
ち
の
世
界
」
を

「浄
土
」
と
言
う
。
我
々
が
見
て
い
る
世
界
は
、
全

部
、
我
々
の
我
執

・
分
別
で
色
づ
け
さ
れ
、
勝
手
に
思

い
描
か
れ
た
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
の
世
界
で
す
。
そ

う
い
う

「娑
婆
」

「穢
土
」
、
そ
こ
に
お
る
と
や
っ
ぱ

り
し
ん
ど
い
わ
け
で
す
ね
。
本
来
の
世
界
へ
帰
り
た
い

わ
け
で
す
よ
。
本
来
の
世
界
に
帰
る
こ
と
を

「往
生
浄

土
」
と
い
う
わ
け
で
し
ょ
。

「往
生
浄
土
」
と
は
、

「本
来
の
い
の
ち
の
世
界
」
へ
帰
る
こ
と
で
す
。

「本

来
の
い
の
ち
の
世
界
」
は
、
今
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す

が
、
誰
も
知
ら
ず
、
見
失
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

「救
済
」
を
浄
土
真
宗
で
は

「往
生
」
と
い
う
。

「往
生
」
と
は

「本
来
の
い
の
ち
の
世
界
」
へ
帰
る
こ

と
で
す
。
そ
れ
が

「助
か
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
簡

単
に
言
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
な
ん
で

す
ね
。
本
来
の
世
界
へ
帰
る
。
い
ま
だ
か
つ
て
出
遇
っ

た
こ
と
の
な
い
自
分
自
身
に
出
遇
う
ん
で
す
。
い
ま
だ

か
つ
て
出
遇
っ
た
こ
と
の
な
い
世
界
に
出
遇
う
ん
で

す
。
も
と
か
ら
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
目
の
前
に
あ
る

ん
で
す
け
ど
ね
。
あ
る
ん
で
す
よ
。
あ
る
ん
だ
け
ど
、

我
々
は
、
う
ろ
う
ろ
し
て
、
外
に
探
し
て
る
わ
け
で

す
。
な
か
な
か
自
分
の
足
元
は
見
え
ま
せ
ん
か
ら
、
そ

れ
で
面
倒
な
ん
で
す
け
ど
。 

 

「往
生
」
と
い
う
言
葉
は
大
事
な
言
葉
で
す
。
第
二

章
に
は
、
命
懸
け
で
京
都
の
親
鸞
を
た
ず
ね
て
行
か
れ

た
同
行
に
対
し
て
、 

 

お
の
お
の
十
余
か
国
の
さ
か
い
を
こ
え
て
、
身
命
を
か

え
り
み
ず
し
て
、
た
ず
ね
き
た
ら
し
め
た
ま
う
御
こ
こ

ろ
ざ
し
、
ひ
と
え
に
往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
い
き
か
ん

が
た
め
な
り
。 

 

と
親
鸞
は
言
わ
れ
る
。

「往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
い
き

か
ん
が
た
め
」
に
命
懸
け
で
来
た
ん
だ
と
。
我
々
が

願
っ
て
い
る
の
は

「往
生
極
楽
」

・
・
・
、
こ
の
こ
と

一
つ
な
ん
で
す
。
何
の
た
め
に
仏
法
聞
く
の
か
、

「本

来
の
自
己
」
に
出
遇
う
た
め
で
す
。

「本
来
の
い
の
ち

の
世
界
」
を
、

「本
来
の
自
己
」
と
言
っ
て
も
い
い
わ

け
で
す
。

「本
来
の
自
己
」
に
出
遇
う
た
め
に
生
ま
れ

て
き
た
ん
で
す
よ
。

「本
来
の
自
己
」
に
出
遇
う
た
め

に
迷
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

「往
生
」
と
い
う
こ
と

が
我
々
の
一
番
の
課
題
で
す
。 

 

〔問
〕
浄
土
と
は
何
か
。 

〔答
〕
浄
土
と
は
、
我
執

・
分
別
が
破
ら
れ
た
本
来
の

世
界
の
こ
と
で
あ
る
。 

〔同
義
語
〕
浄
土
、
我
執

・
分
別
が
破
ら
れ
た
世
界
、

本
来
の
世
界
、
本
来
の
い
の
ち
の
世
界
、
本
来
の
自
己 

〔問
〕
穢
土
と
は
何
か
。 

〔答
〕
我
執

・
分
別
に
よ
っ
て
思
い
描
い
た
世
界
、
自

分
の
我
執

・
分
別
を
立
場
と
し
て
思
い
描
い
た
世
界
の

こ
と
で
あ
る
。 

〔同
義
語
〕
穢
土
、
娑
婆
、
不
浄
の
世
界
、
穢
れ
た
世

界
、
五
濁
悪
世 

〔問
〕
往
生
と
は
何
か
。 

〔答
〕
往
生
と
は
、
本
来
の
世
界
へ
帰
る
こ
と
で
あ
る 

〔同
義
語
〕
往
生
、
往
生
浄
土
、
往
生
極
楽
、
正
定
聚

に
住
す
、
不
退
転
に
住
す
、
成
仏
に
至
る
道
、
念
仏
の

一
道
に
目
覚
め
た
、
人
類
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
生

活
が
開
か
れ
る
、
か
な
ら
ず
大
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身

と
な
る
、
必
至
滅
度
と
い
う
確
信
を
得
る
、
必
ず
成
仏

す
る
身
と
な
る
、
信
心
を
賜
る
、
助
か
る
、
救
済 

〔問
〕
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
来
た
の
か
。 

〔答
〕
本
来
の
自
己
に
出
遇
う
た
め
に
生
ま
れ
て
来
た 

〔問
〕
な
ぜ
我
々
は
迷
っ
て
い
る
の
か
。 

〔答
〕
本
来
の
自
己
に
出
遇
う
た
め
に
迷
っ
て
い
る 

 

※

「往
生
」
を

「現
世
」
で
説
く
場
合
と
、

「来
世
」
で
説
く
場
合
の
二

義
が
あ
る
こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（北
村
） 

 
『歎
異
抄
後
述

・
聞
書

（
二
）
』 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

鶴
田
義
光
氏 

著 

本
の
紹
介 
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二
〇

一
九
年 

四
月 

法
務

・
布
教

・
出
向
予
定 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

  

 

六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
二
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

一
九
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二

一
日

（月
） 

築
地
本
願
寺
宗
祖
降
誕
会
参
拝 

 

二
六
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
三
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

親
鸞
聖
人
降
誕
記
念 

 
 

二
〇

一
九
年 

五
月
の
行
事
予
定 

 

 

三
日

（水
） 

坂
根
家
月
忌
参
り 

九
時
半 

 
 

 
 

 
 

 

 

五
日

（金
） 

金
山
家

一
周
忌 

十

一
時 

  

七
日

（
日
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
日

（火
） 

布
教
所
Ｏ
Ｂ
会 

十
六
時 

 

二

一
日

（
日
） 

東
組
例
会 

十
八
時 

 

二
四
日

（水
） 

ビ
ハ
ー
ラ
本
願
寺

一
〇
周
年 

 

二
七
日

（土
） 

早
島
理
先
生
の
講
義 

 

二
〇

一
九
年
四
月
の
行
事
予
定 

出
会

で
あ

い
に
は 

  
 

必
か
な
ら

ず
意
味

い
み

が
あ
る 

  

二
〇

一
九
年

「心
の
と
も
し
び
」
四
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 
 

 

六
日

（土
） 
の
ん
の
ん
法
話
会 

休
座 

 
 

 
 

 
 

 
 

（東
組
連
研
の
た
め
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

七
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
四
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
九
時 

 

一
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 

立
教
開
宗
記
念

・
花
ま
つ
り 

 

二

一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  
 

  

 
二
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
  

六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

九
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
三
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
休
座 

 

二
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
三
時 

 

三
〇
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
〇

一
九
年 

六
月
の
行
事
予
定 

二
〇

一
九
年
度 

稱
讃
寺
門
信
徒
会
費 

 

年
会
費 

六
千
円 

振
込
先 

城
北
信
用
金
庫 

一
ツ
家
支
店 

名 

義 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱
讃
寺
教
会 

 
 

 
 

 

代
表 

北 

村 
 

信 

也 

口 

座 

普
通 

６
１
７
６
０
５
１ 

 

宗
門
総
合
振
興
計
画
ご
懇
志
の
ご
案
内 

 

振
込
先 

城
北
信
用
金
庫

一
ツ
家
支
店 

名 

義 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱
讃
寺
教
会 

 
 

 
 

 

代
表 

北 

村 
 

信 

也 

口 

座 

普
通 

６
１
７
６
０
５
１ 


