
  

 

あ
る
ご
門
徒
さ
ん
か
ら

「命
を
お
預
か
り
し
て

い
る
間
は
、
お
返
し
来
る
日
ま
で
、
大
事
に
過
ご

し
て
参
り
た
い
」
と
、

つ
い
先
日
米
寿
を
迎
え
、

実
姉
が
お
仏
壇
に
遺
し
て
い
た
色
褪
せ
た
手
紙
を

見
て
、
胸
に
響
い
た
も
の
だ
か
ら
と
、
メ
ー
ル
を

頂
き
ま
し
た
。 

 

私
の
こ
の

「
い
の
ち
」
も

「阿
弥
陀
さ
ま
か
ら

お
預
か
り
し
た

「い
の
ち
」
で
、
お
預
か
り
し
た

か
ら
、
返
す
の
だ
と
、
昔
か
ら
言
い
習
わ
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
、
思
い
出
し
た
こ
と

で
、
そ
の
門
徒
さ
ん
に
お
礼
申
し
あ
げ
た
こ
と
で

あ
り
ま
し
た
。 

 

そ
う
言
え
ば
、

『歎
異
抄
』
に

「あ
づ
け
し
め

た
ま
ふ
な
り
」
と
い
う
ご
文
が
あ
り
ま
す
。 

 

「摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な

り
」
は
、

「摂
取
不
捨
の
利
益
」
は

「を
」
で
は

な
く
、

「に
」
で
あ
り
ま
す
。

「を
」
だ
と
後
の

文
は

「あ
づ
か
ら
し
め
た
ま
ふ
な
り
」
に
な
り
、

「摂
取
不
捨
の
利
益
を
受
け
さ
せ
な
さ
る
」
と
い

う
意
味
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。 

「あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
」
と
は
、

「あ
づ
く
」

（命
令
形

「あ
づ
け
」
）
＋

「し
む
」

（使
役

・

尊
敬
の
未
然
形

「し
め
」
＋

「た
ま
ふ
」

（補
助

動
詞

・
尊
敬
の
意
を
表
す
）
で
、

「お
預
け
く
だ

さ
る
」
の
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
た
は
、

「た
ま

ふ
」
を
他
動
詞
の
謙
譲
語
と
す
れ
ば
、

「預
け
さ

せ
て
く
だ
さ
る
」
の
意
味
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。
こ
の
私
の
い
の
ち
そ
の
も
の
を
、
こ
の
現
実

の
今
既
に

「摂
取
不
捨
の
利
益
」
に
包
ん
で
く
だ

さ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「お
預
か
り
し
た
こ
の
命
だ

っ
た
」
と
気
づ
か
さ

れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

あ
ら
た
め
て
、

「お
預
か
り
し
た

〝命
〟
」
と

聞
き
、
こ
の
命
、
私
自
身

の
命
で
は
な
く
、
ま

た
、
私
か
ら
お
願
い
し
て
頂
い
た
命
で
も
な
く
、

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
、

「仏
に
成
る

〝命
〟
」
と
し

て
、
私

の
意
思
に
関
係
な
く
、
預
け
ら
れ
た

〝命
〟
だ
か
ら
こ
そ
、

〝尊
い
〟
の
だ
と
言
う
こ

と
が
、

「摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま

ふ
な
り
」
か
と
思
え
る
の
で
す
。 

 

ど
の
命
も

「か
け
が
え
の
な
い
」
か
ら
尊
い
と

い
う
よ
り
、
ど
の
命
も
仏
さ
ま
か
ら
預
か
っ
た
仏

と
成
る
命
だ
か
ら
こ
そ
、
尊
く
大
切
に
す
る
こ
と

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 
 

合
掌 

 

      

 

 

稱
讃 

二
〇
九
号 

二
〇
二
〇
年
五
月

一
日
発
行

 

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま

ゐ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信

じ
て
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
こ
こ

ろ
の
お
こ
る
と
き
す
な
は
ち
摂
取
不
捨

の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
。 
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異
抄
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親
鸞
聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
る
少
し
前
か
ら
、
ご

往
生
さ
れ
て
ま
で
の
約

一
世
紀
、
日
本
で
は
ど
の
よ
う

な
災
難
が
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、
そ
の

百
年
を
時
系
列
で
記
載
し
て
み
ま
し
た
。 

 

一
一
五
九
年
～

一
一
六
〇
年 

平
治 

平
治
の
乱 

一
一
六
〇
年
～

一
一
六

一
年 

永
暦 

飢
饉

・
疱
瘡

・ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

は
し
か
の
流
行 

一
一
六

一
年
～

一
一
六
三
年 

応
保 

天
変
や
疱
瘡
の 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

流
行 

一
一
六
三
年
～

一
一
六
五
年 

長
寛 

一
一
六
五
年
～

一
一
六
六
年 

永
万 

一
一
六
六
年
～

一
一
六
九
年 

仁
安 

一
一
六
九
年
～

一
一
七

一
年 

嘉
応 

天
変

・
疱
瘡
が 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

朝
廷
に
侵
入 

一
一
七

一
年
～

一
一
七
五
年 

承
安 

疱
瘡
の
流
行 

一
一
七
五
年
～

一
一
七
七
年 

安
元 

大
極
殿
の
火
災 

一
一
七
七
年
～

一
一
八

一
年 

治
承 

一
一
八

一
年
～

一
一
八
二
年 

養
和 

養
和
の
大
飢
饉 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

平
家
滅
亡 

一
一
八
二
年
～

一
一
八
五
年 

寿
永 

 

一
一
八
四
年
～

一
一
八
五
年 

元
暦 

巨
大
地
震 

一
一
八
五
年
～

一
一
九
〇
年 

文
治 

一
一
九
〇
年
～

一
一
九
九
年 

建
久 

一
一
九
九
年
～

一
二
〇

一
年 

正
治 

一
二
〇

一
年
～

一
二
〇
四
年 

建
仁 

一
二
〇
四
年
～

一
二
〇
六
年 
元
久 

赤
斑
疱
瘡
流
行 

一
二
〇
六
年
～

一
二
〇
七
年 
建
永 

天
然
痘
流
行
と 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

台
風
災
害 

一
二
〇
七
年
～

一
二
一
一
年 

承
元 
承
元
の
法
難 

一
二

一
一
年
～

一
二
一
三
年 

建
暦 

地
震 

一
二

一
三
年
～

一
二
一
九
年 

健
保 

天
変

・
旱
魃 

一
二

一
九
年
～

一
二
二
二
年 

承
久 

一
二
二
二
年
～

一
二
二
四
年 

貞
応 

天
変

・
旱
魃 

一
二
二
四
年
～

一
二
二
五
年 

元
仁 

疱
瘡
の
流
行 

一
二
二
五
年
～

一
二
二
七
年 

嘉
禄 

疱
瘡

・
大
風 

一
二
二
七
年
～

一
二
二
九
年 

安
貞 

天
災

・
飢
饉

・ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

は
し
か
流
行 

一
二
二
九
年
～

一
二
三
二
年 

寛
喜 

寛
喜
の
大
飢
饉 

一
二
三
二
年
～

一
二
三
三
年 

貞
永 

一
二
三
三
年
～

一
二
三
四
年 

天
福 

地
震 

一
二
三
四
年
～

一
二
三
五
年 

文
暦 

地
震 

一
二
三
五
年
～

一
二
三
八
年 

嘉
禎 

天
変 

一
二
三
八
年
～

一
二
三
九
年 

暦
仁 

天
変

・
地
震 

一
二
三
九
年
～

一
二
四
〇
年 

延
応 

彗
星

・
地
震 

一
二
四
〇
年
～

一
二
四
三
年 

仁
治 

一
二
四
三
年
～

一
二
四
七
年 

寛
元 

風
疹
大
流
行 

 

一
二
四
七
年
～

一
二
四
九
年 

宝
治 

内
裏
の
火
災 

一
二
四
九
年
～

一
二
五
六
年 

建
長 

赤
斑
疱
瘡
流
行 

一
二
五
六
年
～

一
二
五
七
年 

康
元 

五
条
大
宮
炎
上 

一
二
五
七
年
～

一
二
五
九
年 

正
嘉 

正
嘉
の
飢
饉 

一
二
五
九
年
～

一
二
六
〇
年 

正
元 

正
元
の
飢
饉 

一
二
六
〇
年
～

一
二
六

一
年 

文
応 

一
二
六

一
年
～

一
二
六
四
年 

弘
長 

親
鸞
聖
人
往
生 

一
二
六
四
年
～

一
二
七
五
年 

文
永 

一
二
七
五
年
～

一
二
七
八
年 

感
染
症
の
流
行 

  

現
代
は
、
天
皇
が
交
代
す
る
と
、
元
号
が
変
わ
り
ま

す
が
、
以
前
は
、
何
か
が
起
こ
る
度
に
、
元
号
を
替
え

て
、
社
会
が
良
い
方
向
に
向
か
う
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
が
ご
存
命
中
で
も
三
十
四
回
元
号
が
変

わ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
、
そ
の
時
代
は
、
頻
繁

に
自
然
災
害
や
病
気
が
流
行
し
、
飢
饉
が
起
こ
っ
て
い

た
の
で
す
ね
。
そ
う
言
う
時
代
、
人
び
と
は
ど
の
よ
う

に

「生
死
」
を
捉
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

１ 

四
月
八
日
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
誕
生
日
で
す
。 

稱
讃
寺
で
は
、
五
日
に
、

「灌
仏
会
法
要
」
を
行

お
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

「
不
要
不
急
」
の
外
出

は
自
粛
し
ま
し
ょ
う
と
の
声
が
あ
が
っ
て
い
る
時

で
し
た
の
で
、
お
参
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

七
日
に
な
り
ま
す
と
、
安
倍
首
相
か
ら

「
緊
急
事

態
宣
言
」
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。
世
界
に
は
、
多

く
の
方
が
集
ま
っ
て
、

「祈
れ
ば
、
コ
ロ
ナ
は
収

ま
る
」
と
信
じ
る
？
宗
教
が
あ
る
み
た
い
で
す
が

真
の
仏
教
は
、
そ
う
言
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

こ
と
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。 
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ウ
イ
ル
ス 

ど
う
共
生
す
る
か 

 

■
コ
ロ
ナ
と
の
向
き
合
い
方 

 
 
 
 

人
間
が
拡
散 

 

ー
今
、
私
た
ち
の
働
き
方
、
生
活
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

 

「
〈オ
ン
ラ
イ
ン
飲
み
会
な
ど
と
不
可
思
議
の
会
に
た

が
ひ
に
グ
ラ
ス
を
か
わ
す
〉
と
い
う
歌
は
、
教
え
子
と

の
興
隆
を
詠
ん
だ
近
作
で
す
。
人
と
の
距
離
感
、
職
場

や
学
校
で
の
他
者
と
の
関
わ
り
方
が
、
大
き
く
変
わ
り

ま
し
た
。
ひ
と
り
の
自
由
さ
と
、
他
者
と
の
関
係
の
か

け
が
え
の
な
さ
。
そ
の
両
面
の
間
で
、
人
間
関
係
を
根

本
か
ら
見
直
す
時
期
が
き
て
い
ま
す
ね
」 

「た
だ
、
マ
イ
ナ
ス
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
じ

め
に
悩
む
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
学
校
を

一
時
離
れ
る

こ
と
は

『
こ
こ
だ
け
が
世
界
じ
ゃ
な
い
』
と
気
づ
く
機

会
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
職
場
で
会
議

に
追
わ
れ
て
き
た
私
も
、

『集
ま
ら
な
く
て
も
い
い
会

議
が
こ
ん
な
に
多
か
っ
た
の
か
』
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し

た
」 

 

ー
科
学
者
と
し
て
ウ
イ
ル
ス
の
正
体
を
ど
う
捉
え
ま
す
か
。 

 

「私
の
専
門
は
た
ん
ぱ
く
質
の
働
き
な
ど
細
胞
の
研
究

で
、
ウ
イ
ル
ス
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
考
え
る

生
命
の
定
義
は
三
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
膜
に
よ
っ

て
下
界
と
区
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
二
つ
目
は
遺
伝
子

を
複
製
し
て
子
孫
を
残
せ
る
こ
と
。
そ
し
て
合
成
や
分

解
な
ど
の
代
謝
活
動
を
す
る
こ
と
。
ウ
イ
ル
ス
は
最
初

の
二
つ
の
条
件
を
満
た
し
ま
す
が
、
代
謝
は
し
ま
せ

ん
。
遺
伝
子
の
複
製
な
ど
の
生
命
活
動
を
行
う
た
め
に

は
、
宿
主
の
持
つ
タ
ン
パ
ク
質
を
借
り
る
必
要
が
あ

る
。
ヒ
ト
や
動
物
な
ど
、
他
の
生
命
が
な
け
れ
ば
増
殖

で
き
な
い
存
在
で
す
。
私
自
身
は
ウ
イ
ル
ス
は
生
命
だ

と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
最
近
は
、
生
命
と
非
生
命
の

境
界
線
上
の
ウ
イ
ル
ス
も
発
見
さ
れ
、
ウ
イ
ル
ス
を
生

命
と
考
え
る
人
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
」 

 

ー
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
特
徴
は
？ 

 

「イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
は
多
く
の
人
が
か

か
っ
て
免
疫
を
持
つ
と
、
そ
れ
が
防
波
堤
と
な
り
拡
散

が
抑
え
ら
れ
ま
す
。
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

（重
症
急
性
呼
吸
器
症

候
群
）
の
場
合
は
、
患
者
を
隔
離
し
や
す
か
っ
た
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
感
染
者
に
症
状
が
出
る
前
に

他
人
に
う
つ
し
て
し
ま
う
の
で
知
ら
な
い
う
ち
に
広
が

り
、

一
番
厄
介
で
す
。
世
界
が

一
つ
の
生
活
圏
と
な
っ

た
か
ら
こ
そ
起
き
て
い
る
現
象
。
ウ
イ
ル
ス
が
広
が
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
ウ
イ
ル
ス
を
拡
散
し
て

い
る
」 

 

■
情
報
隠
蔽
が
感
染
拡
大
招
く 

 
 
 
 

斎
藤
茂
吉 

 

ー
人
類
の
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。 

 

「百
年
前
に
流
行
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
、
情
報
の
隠

蔽
が
感
染
を
拡
大
さ
せ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
第

一
次
世

界
大
戦
の
戦
場
で
広
が
っ
た
が
、
参
戦
国
は
戦
局
が
不

利
に
な
る
の
を
恐
れ
、
事
実
を
ひ
た
隠
し
に
し
て
感
染

が
拡
大
し
た
。
中
立
国

・
ス
ペ
イ
ン
だ
け
が
情
報
を
開

示
し
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
場
合
、
中
国

・
武
漢
の
医
師

が
昨
年
末
の
時
点
で
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
当
局
は

『デ
マ
だ
』
と
し
て
医
師
を
処
分
し

た
。
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
、
情
報
開
示
が
い
か

に
大
切
か
が
分
か
り
ま
す
」 

 

ー
ス
ペ
イ
ン
風
邪
を
テ
ー
マ
に
し
た

〈
「は
や
り
か
ぜ
」
に
罹
り
し
茂
吉
の

詠
ひ
た
る

「現
と
も
な
し
」
は
生
じ
の
境
〉
と
い
う
作
品
を
詠
ま
れ
て
い
ま

す
ね
。 

 

「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
当
時
、
日
本
で
も
猛
威
を
ふ
る
い

ま
し
た
。
歌
人
の
斎
藤
茂
吉
は

〈寒
き
雨
ま
れ
ま
れ
に

降
り
は
や
り
か
ぜ
衰

へ
ぬ
長
崎
の
年
暮
れ
む
と
す
〉
と

他
人
ご
と
の
よ
う
な
歌
を
詠
み
ま
し
た
が
、
自
ら
が
感

染
し
た
後
で
は

〈は
や
り
か
ぜ

一
年
お
そ
れ
過
ぎ
来
し

が
吾
ひ
臥
り
て
現
と
も
な
し
〉
と
切
迫
し
た
歌
に
な
り

ま
し
た
。
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
」 

 

■
人
間
の
遺
伝
子
に
由
来
物
質 

 
 
 
 

道
半
ば 

 

ー
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
今
後
強
毒
化
す
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。 

 

「新
型
コ
ロ
ナ
は
Ｒ
Ｎ
Ａ
と
い
う
遺
伝
子
の
鎖
を

一
本

持
つ
Ｒ
Ｎ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ

は
二
本
の
鎖
が
二
重
螺
旋
を
な
し
て
い
る
た
め
、

一
か

所
に
変
異
が
起
き
て
も
も
う

一
本
の
鎖
の
影
響
で
元
に

戻
り
や
す
い
。
こ
れ
に
対
し
、
遺
伝
子
の
鎖
が

一
本
だ

け
の
Ｒ
Ｎ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
は
変
異
が
起
こ
り
や
す
い
と
い

え
ま
す
。
つ
ま
り
強
毒
化
す
る
可
能
性
も
弱
毒
化
す
る

可
能
性
も
あ
る
。
弱
毒
化
す
れ
ば
我
々
の
体
内
に
残
る

で
し
ょ
う
」 

 

ー
人
類
は
ウ
イ
ル
ス
を
克
服
で
き
ま
す
か
。 

 

「我
々
の
遺
伝
子
に
も
ウ
イ
ル
ス
由
来
の
も
の
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
胎
盤
が
機
能
す
る
の
に
必
須
の 

シ
ン

シ
チ
ン
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
は
ウ
イ
ル
ス
に
由
来
し
ま

す
。
人
間
は
、
ウ
イ
ル
ス
の
助
け
を
借
り
て
子
ど
も
を

産
む
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
ウ
イ
ル
ス
は
敵
』
と
思
い

が
ち
で
す
が
、
ウ
イ
ル
ス
の
情
報
を
自
分
の
遺
伝
子
の

一
部
と
し
て
た
め
込
ん
で
い
る
の
が
人
間
と
い
う
存

在
。
人
間
は
ウ
イ
ル
ス
と
ず
っ
と
共
生
し
て
き
た
。
ウ

イ
ル
ス
は
撲
滅
し
よ
う
と
し
て
も
駄
目
で
、
い
か
に
共

生
を
図
る
か
。
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
は
い
ま
だ
道
半
ば

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」 

（
『読
売
新
聞
』
四
月
二
五
日
朝
刊
抜
粋
） 

２ 

歌人、細胞生物学者 

 

永田 和宏氏 
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親
鸞
の
生
涯
と
そ
の
思
想

【
一
二
〇

一
～

一
二
〇
七
】 

光
明
を
求
め
て 

  
 

六
角
堂
参
籠
と
女
犯
偈

に

ょ
ぼ

ん
げ

（行
者
宿
報
偈

ぎ
ょ
う
じ
ゃ
し
ゅ
く
ほ
う
の
げ

） 
  

建
仁
元

け
ん
に
ん
が
ん

（
一
二
〇

一
）
年
、
親
鸞
は
二
十
年
間
修
行

を
積
ん
だ
比
叡
山
を
降
り
る
決
意
を
し
た
。
向
か
っ
た

先
は
京
都
洛
中
、
六
角
堂(

頂
法
寺

ち
ょ
う
ほ
う
じ)

。
こ
こ
は
聖
徳
太

子
が
大
阪
四
天
王
寺
を
建
立
す
る
た
め
に
木
材
を
探
し

に
来
た
際
に
立
ち
寄
っ
た
と
伝
承
さ
れ
る
太
子
開
基
の

寺
で
、
本
尊
は
如
意
輪
観
世
音
菩
薩

に
ょ
い
り
ん
か
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ

。
太
子
を
敬
慕
す

る
親
鸞
は
、

「後
世

ご
せ

を
い
の
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
」 

（恵え

信
尼

し
ん
に

消
息
）
た
め
に
百
日
の
間
、
こ
こ
に
籠
も
る
こ
と

を
決
め
た
。
そ
し
て
九
十
五
日
目
、
太
子
の
示
現
を
得

る
。

「行
者
宿
報
偈
」
、

一
般
に

「女
犯
偈
」
と
い
わ

れ
る
夢
告
を
得
た
の
で
あ
る
。

『
親
鸞
夢
記

し

ん

ら

ん

む

き

』
に
は
端

正
な
顔
立
ち
を
し
た
僧
形
の
救
世
観
音
が
示
現
し
て 

 
 

行
者
、
宿
報
に
て
設た

と

い
女
犯
す
と
も 

 
 

我
、
玉
女
の
身
と
な
り
て
犯
せ
ら
れ
ん 

 
 

一
生
の
間
、
能よ

く
荘

厳

し
ょ
う
ご
ん

し
て 

 
 

臨
終
に
引
導
し
て
極
楽
に
生
ぜ
し
め
ん 

と
、
以
上
の
文
を
誦ず

し
て
、

「こ
れ
は
私
の
誓
願
だ
か

ら
数
千
万
の
有
情

う
じ
ょ
う

（人
び
と
）
に
説
き
な
さ
い
」
、
と

い
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
親
鸞
は
夢
か
ら
覚
め
た
と
書
か
れ

て
い
る
。
当
寺
と
今
と
で
は
夢
の
持
つ
意
味
は
ま
っ
た

く
違

っ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
夢
告
が
示
す
意
味
は

大
き
い
。
女
犯
＝
煩
悩

〈あ
る
い
は
罪
業
〉
を
誰
に
で

も
あ
り
う
る
前
世

ぜ

ん

せ

か
ら
の
報む

く

い
と
と
ら
え
た
点
、
さ
ら

に
罪
業
は
救
世
観
音
の
慈
悲
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
と

し
た
点
、
さ
ら
に
親
鸞
に
そ
れ
を
人
び
と
に
伝
え
な
さ

い
と
し
て
い
る
点
で
、
そ
の
後
の
親
鸞
の
行
動
を
決
定

づ
け
て
い
る
。
在
俗
の
ま
ま
に
出
家
し
た
人
び
と
を
集

め
て
往
生
を
説
く
法
然
の
元
へ
、
迷
わ
ず
向
か
わ
せ
た

の
だ
。

「恵
信
尼
消
息
」
に
よ
れ
ば

（雨
の
）
降
る
日

に
も
晴
れ
た
日
も
、
ど
ん
な
に
大
事
な
事
柄
に
も
優
先

し
て
通
い
つ
め
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、

「愚
禿
釈

ぐ
と
く
し
ゃ
く

の

鸞ら
ん

、

建
仁
辛
酉

け
ん
に
ん
か
の
と
の
と
り

の
暦れ

き

、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰

す
」

（
『

教
行
信
証

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

』
化
身
土
文
類
後
序
）
の
で

あ
る
。 

  
 

吉
水
時
代
、
法
然
の
下
で
本
願
に
帰
す 

  

親
鸞
二
十
九
歳
か
ら
三
十
四
歳
ま
で
、
法
然
の
下
で

学
ん
だ
時
代
を
吉
水
時
代
と
い
い
、
次
頁
に
続
く

「吉

水
時
代
の
親
鸞
」
で
鎌
田
宗
雲
氏
は

「親
鸞
が
も
っ
と

も
至
福
の
時
間
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
専
修

せ
ん
じ
ゅ

念

仏
を
説
く
法
然
の
吉
水
の
草
庵
は
、
枝
垂
桜
で
有
名
な

円
山
公
園
を
上
が
っ
た
東
山
の
華
頂
山

か
ち
ょ
う
ざ
ん

中
腹
に
あ
り
、

道
俗
男
女
、
多
く
の
人
が
参
集
し
て
い
た
。 

 

法
然
の
説
く
専
修
念
仏
と
は

「念
仏
は
阿
弥
陀
仏
の

唯

一
の
本
願
だ
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
名
さ
え
称
え
て
い
れ

ば
誰
も
が
往
生
で
き
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
い
わ

ゆ
る
旧
仏
教
が
反
応
し
た
の
は
こ
の

「唯

一
」
と
い
う

点
で
あ
っ
た
。
法
然
の
主
著

『
選
択
本
願
念
仏
集

せ
ん
じ
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う

』

（
『
選
択
集
』
）
は
選
択
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
諸
行
を
否
定
し
、
そ
の
時
代
に
は
主
流
だ
っ

た

「法
華
経
」
ま
で
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
、
猛
烈
な
反

発
が
起
き
て
い
っ
た
。 

で
は
阿
弥
陀
仏
の
唯

一
の
本
願
と
は
何
な
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
鎌
田
氏
の

「吉
水
時
代
の
親
鸞
」
に
詳
し

い
が
、
阿
弥
陀
仏
は
前
身
の
法
蔵

ほ
う
ぞ
う

菩
薩
の
時
代
に
四
十

八
の
誓
い
を
立
て
て
衆
生
済
度

（往
生
）
を
行
じ
た
。

こ
れ
を
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
と
い
い
、
浄
土
教
の
根

本
思
想
と
も
い
え
る
。
法
然
が
選
ん
だ
の
は

「
・
・
・

十
方
の
衆
生
、
至
心
信
楽

し
し
ん
し
ん
ぎ
ょ
う

し
て
、
わ
が
く
に
に
生
ぜ
ん

と
お
も
う
て
、
乃
至
十
念

な
い
し
じ
ゅ
う
ね
ん

せ
ん
。

・
・
・
」
と
い
う
念

仏
こ
そ
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
説
い
た
十
八
願
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

「選
択
す
る
」
こ
と
で

「他
を

否
定
し
た
」
こ
と
に
な
り
、
元

久

げ
ん
き
ゅ
う

元

（
一
二
〇
四
）

年
、
比
叡
山
か
ら
念
仏
停
止
が
求
め
ら
れ
、
法
然
は

『
七
箇
条
の
制
誡
』
を
示
し
て
念
仏
集
団
に
自
戒
を

促
う
な
が

し
て
い
る
。
親
鸞
も
他
の
弟
子
と
と
も
に
八
十
七

番
目
に

「僧
綽

空

そ
う
し
ゃ
っ
く
う

」
の
名
で
署
名
し
て
い
る
。
し
か

し
、
翌
年
に
は
興
福
寺
か
ら
九
箇
条
に
わ
た
っ
て
念
仏

集
団
の
過
失
を
列
挙
し
て
禁
止
を
訴
え
る
奏

状

そ
う
じ
ょ
う

が
朝

廷
に
出
さ
れ
た
。
当
初
は
関
白
九
条
兼
実

く
じ
ょ
う
か
ね
ざ
ね

な
ど
も
専
修

念
仏
の
信
奉
者
で
あ
り
、
朝
廷
も
念
仏
停
止
に
は
緩
や

か
な
態
度
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
が
、
や
が
て

事
態
は

一
変
。
建
永

け
ん
え
い

の
法
難

ほ
う
な
ん

（ま
た
は
承

元

じ
ょ
う
げ
ん

の
法

難
）

へ
と
発
展
す
る
。 

３ 

 

 
立

教

開

宗

八

〇

〇

年 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

慶
讃
法
要 

企
画 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

毎
月

「親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う
」
を
掲
載
し
ま
す 

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代
の
社
会
の
あ
り
方
な
ど
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
訪
ね
少
し
で
も
そ
の
ご
遺
徳
を
感
じ
れ
た
ら
と
思
い
ま
す 
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吉
水
時
代
の
親
鸞 

鎌
田 

宗
雲 

氏 

  
 

聖
か
ら
俗

へ 
  

存
覚

ぞ
ん
か
く

の

『嘆
徳
文

た
ん
と
く
も
ん

』
に
、
比
叡
山
で
修
行
を
は
じ
め

て
二
十
年
た
っ
た
と
き
の
心
情
を
、

「定
水
ヲ
コ
ラ
ス

ト
イ

へ
ド
モ
識
浪

し
き
ろ
う

シ
キ
リ
二
ウ
ゴ
キ
、
心
月

し
ん
げ

つ

ヲ
観
ズ
ト

イ

へ
ド
モ
妄
雲

も
う
う
ん

ナ
ヲ
オ
ホ
フ
」
と
描
写
し
て
い
る
。
こ

れ
か
ら
、
修
行
を
し
な
が
ら
、
悲
嘆
に
く
れ
、
不
安
や

苦
悩
に
お
び
や
か
さ
れ
、
い
ま
ま
で
の
価
値
体
系
が
く

ず
れ
て
き
て
い
る
状
態
で
あ

っ
た
こ
と
が
想
像
で
き

る
。
ど
ん
な
に
修
行
し
て
も
煩
悩
が
な
く
な
ら
な
い
自

分
を
痛
感
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
苦
悩
を
解
決
す

る
た
め
に
選
ん
だ
の
が
六
角
堂
の
百
日
参
籠
で
あ

っ

た
。
六
角
堂
参
籠

ろ
っ
か
く
ど
う
さ
ん
ろ
う

は
九
十
五
日
目
の
暁
に
夢
告
を
得
て

中
止
し
、
後
世
の
た
す
か
る
縁
を
求
め
、
つ
い
に
法
然

に
出
会

っ
た
と
い
う
。
ど
う
し
て
六
角
堂
参
籠
を
実
行

し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
夢
告
を
得
た
の
か
、
ど
う
し

て
法
然
を
た
ず
ね
た
の
か
を
示
す
史
料
が
現
存
し
な

い
。
こ
の
疑
問
は
、
大
正
十

（
一
九
二

一
）
年
に
西
本

願
寺
か
ら
発
見
さ
れ
た
恵
信
尼
の
手
紙
十
通
の
な
ｋ
に

答
え
を
見
い
だ
せ
る
。
そ
こ
に
、 

 
 
 

後
世

ご
せ

の
た
す
か
ら
ん
ず
る
縁
に
あ
ひ
ま
ゐ
ら
せ 

 
 

ん
と
た
づ
ね
ま
ゐ
ら
せ
て
、
法
然
上
人
に
あ
ひ
ま 

 
 

ゐ
ら
せ
て
、
法
然
上
人
に
あ
ひ
ま
ゑ
ら
せ
て
、
ま 

 
 

た
六
角
堂
に
百
日
籠
も
ら
せ
た
ま
ひ
て
候
ひ
け
る 

 
 

や
う
に
、
ま
た
百
か
日
、
降
る
に
も
照
る
に
も
、 

 
 

い
か
な
る
大
事
に
も
ま
ゐ
り
て
あ
り
し
に
、
た
だ 

 
 

後
世
の
こ
と
は
、
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お 

 
 

な
じ
や
う
に
生
死
出

し
ょ
う
じ
い

づ
べ
き
道
を
ば
、
た
だ

一
ひ
と

す 

 
 

ぢ
に
仰
せ
ら
れ
候
ひ
し
を

・
・
・ 

（
「恵
信
尼
書
状
」
第
三
通
） 

と
伝
え
て
い
る
。
平
松
令
三
氏
は
、
法
然
を
た
ず
ね
た

こ

と

に

つ

い

て
、

『親

鸞
』
の

な

か

で

「
『

親
鸞
夢
記

し
ん
ら
ん
む
き

』
の
文
か
ら
考
え
る
と
、
救
世
観
音

く
ぜ
か
ん
の
ん

の
告

命
、
つ
ま
り
、
在
俗
の
ま
ま
で
の
仏
道
修
行
と
民
衆
に

宣
布

せ
ん
ぷ

す
る
と
い
う
使
命
を
実
行
す
る
た
め
に
法
然
を
選

ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
当
時
の
法
然
の
下
に
は
、
沙
弥

し
ゃ
み

・

沙
弥
尼
と
呼
ば
れ
た
在
俗
の
ま
ま
の
出
家
者
が
多
く
集

ま
っ
て
い
た
こ
と
が
親
鸞
を
惹
き
つ
け
た
、
と
考
え
ら

れ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
か
く
て
、
終
生
の
師
と
仰

ぐ
法
然
に
出
会
う
の
で
あ
る
が
、
す
ぐ
に
師
事
を
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
身
に
つ
い
て
い
た
天
台
の
教
え
か

ら
、
専
修
念
仏
の
教
え
を
自
分
の
な
か
に
受
け
入
れ
る

に
は
、
百
日
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
と
恵
信
尼
の
手
紙

に
記
さ
れ
て
い
る
。
範
宴

は
ん
え
ん

（親
鸞
）
は
法
然
を
ど
の
よ

う
に
み
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『高
僧
和
讃
』
に
、 

 
 

曠
劫
多
生

こ
う
ご
う
た
し
ょ
う

の
あ
ひ
だ
に
も 

 
 

出
離

し
ゅ
つ
り

の
強
縁

ご
う
え
ん

し
ら
ざ
り
き 

 
 

本
師
源
空

ほ
ん
し
げ
ん
く
う

（法
然
）
い
ま
さ
ず
は 

 
 

こ
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し 

と
い
い
、
ま
た
、

『歎
異
抄

た
ん
に
し
ょ
う

』
に 

 
 

 

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た 

 
 

す
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
仰
せ 

 
 

を
か
ぶ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な 

 
 

り
。
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
生う

ま

る
る
た
ね
に 

 
 

て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に 

 
 

て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ 

 
 

 
 

る
な
り
。
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ゐ
ら 

 
 

せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら 

 
 

に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
候
ふ
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
自
余 

 
 

の
行
も
は
げ
み
て
仏
に
成
る
べ
か
り
け
る
身
が
、 

 
 

念
仏
を
申
し
て
地
獄
に
お
ち
て
候
は
ば
こ
そ
、
す 

 
 

か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
ふ
後
悔
も
候
は
め
。 

 
 

い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て 

 
 

も
地
獄
は

一
定

い
ち
じ
ょ
う

す
み
か
ぞ
か
し
。
弥
陀
の
本
願 

 
 

ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
説
教
虚
言

き
ょ
ご
ん 

 
 

な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ 

 
 

ば
、
善
導

ぜ
ん
ど
う

の
御
釈
虚
言
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。 

 
 

 
 

善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
仰
せ
そ
ら 

 
 

ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の
仰
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、 

 
 

親
鸞
が
申
す
む
ね
、
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か 

 
 

ら
ず
候
ふ
か
。 

と
い
っ
て
い
る
。 

 

法
然
の
も
と
で
学
ん
だ
五
年
間
を
吉
水
時
代
と
い

う
。
範
宴
の
い
ち
ば
ん
の
至
福
の
時
間
で
あ
っ
た
。
吉

水

時

代

の

修

学

の

跡

を

伝

え

て

い

る

「

観
無
量
寿
経
註

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う
ち
ゅ
う

」
と

「阿
弥
陀
経
註
」
が
残
っ
て
い

る
。
ま

た
、

『教

行

信

証
』

（

9
2

頁

～
）
や

『

御
伝
鈔

ご
で
ん
し
ょ
う

』
に

『
選
択
集
』

（
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
）

を
書
写
す
る
許
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
門

下
に
入
っ
て
四
年
目
の
三
十
三
歳
の
元

げ
ん

久
き
ゅ
う

二

（
一
二

〇
五
）
年

の
出
来
事

で
あ
る
。
こ
の
と
き
同
時
に

釈
綽
空

し
ゃ
く
し
ゃ
っ
く
う

の
法
名
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
法
然
の
肖
像

画
を
描
く
許
可
が
あ
り
、
そ
こ
に
賛
銘
を
書
い
て
も

ら
っ
て
い
る
。 

４ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「光
明
を
求
め
て
」
／

「吉
水
時
代
の
親
鸞
」
鎌
田 

宗
雲 

氏 

著

（
「別
冊 
太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。 
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長
い
あ
い
だ
に
専
修
念
仏
の
教
え
を
聞
い
て
い 

 

 
 

た
人
は
数
知
れ
ぬ
く
ら
い
多
い
。
師
の

「選
択 

 
 

集
」
を
見
写
す
る
許
可
を
も
ら
う
の
は
ま
れ
で
あ 

 
 

る
。
そ
ん
な
中
で
こ
の
私
が
許
可
さ
れ
て
、
そ
の 

 
 

う
え
肖
像
画
を
描
く
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
の
は
な 

 
 

ん
と
不
思
議
で
あ
り
幸
せ
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。 

（取
意

『教
行
信
証
』
化
身
土

け

し

ん

ど

巻
） 

と
、
師
資
相
承

し
し
そ
う
し
ょ
う

の
出
来
事
を
感
激
し
な
が
ら
記
し
て
い

る
。

血
脈

け
ち
み
ゃ
く

相
承
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
法
然
は
相
手

に
よ
っ
て
三
と
お
り
の
師
資
相
承
の
儀
式
を
使
い
分
け

て
い
る
。
ま
ず
円
頓
菩
薩
戒

え
ん
ど
ん
ぼ
さ
つ
か
い

。
そ
し
て
、

『
選
択
集
』

の
見
写
許
可
と
加
筆
付
与
。
真
影
図
画
の
伝
授
で
あ

る
。
法
然
は
三
種
類
の
師
資
相
承
の
儀
式
を
並
行
し
て

お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
使
い
分
け
の
理
由
は
定
か

で
な
い
。
使
い
分
け
の
理
由
は
伝
授
さ
れ
た
ひ
と
か
ら

想
像
す
る
し
か
な
い
。
そ
の
痕
跡
を
調
べ
る
と
、 

（
一
）
善
信
房
親
鸞

（
『教
行
信
証
』

『御
伝
鈔
』
） 

（二
）
善
恵
房
証
空

（
『
選
択
集
要
決

せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
よ
う
け
つ

』

『
私
聚
百

し
じ
ゅ
ひ
ゃ
く 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

因
縁
集

い
ん
ね
ん
し
ゅ
う

』 

（三
）
真
観
房
感
西

（
『
選
択
集
蜜
要
決

せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
み
つ
よ
う
け
つ

』
） 

（四
）
長
楽
寺
隆
寛

（
『
明
義
進
行
集

み
ょ
う
ぎ
し
ん
ぎ
ょ
う
し
ゅ
う

』

『
私
聚
百

し
じ
ゅ
ひ
ゃ
く 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

因
縁
集

い
ん
ね
ん
し
ゅ
う

』
） 

（五
）
聖
光
房
弁
長

（
『
徹
選
択
集

て
っ
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う

』

『
私
聚
百
因

し
じ
ゅ
ひ
ゃ
く
い
ん 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

縁
集

ね
ん
し
ゅ
う

』 

（六
）
法
蓮
房
信
空

（
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
） 

（七
）
正
信
房
湛
空

（
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
） 

（八
）
勢
観
房
源
智

（
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
） 

（九
）
九
品
寺
長
西

（
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
） 

（十
）
成
覚
房
幸
西

（
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
） 

の
人
び
と
が
儀
式
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
師
資
相
承
は

念
仏
の
教
え
を
か
な
り
理
解
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た

人
だ
け
に
な
さ
れ
た
儀
式
で
あ
る
。 

 

ま
た
、

『御
伝
鈔
』
は
吉
水
時
代
の
二
つ
の
出
来
事

を
伝
え
て
い
る
。
ま
ず
、

「信
行
両
座

し
ん
じ
ん
り
ょ
う
ざ

」
で
あ
る
。
善

信

（親
鸞
）
が
法
然
に
、
信
心
を
重
視
す
る
信
不
退
と

称
名
行
を
重
視
す
る
行
不
退
に
分
け
て
、
門
弟
の
心
中

を
確
か
め
た
い
と
進
言
し
て
、
記
録
係
を
つ
と
め
る
許

可
を
と
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
信
不
退
の
座

は
安
居
院
法
印
聖
覚

あ
ぐ
い
ほ
う
い
ん
せ
い
か
く

、
法
蓮
房
信
空

ほ
う
れ
ん
ぼ
う
し
ん
く
う

、

熊
谷
入
道
直

く
ま
が
い
に
ゅ
う
ど
う
な
お

実ざ
ね

、
善
信

（親
鸞
）
の
四
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
最
後
に

法
然
が
信
不
退
の
座
に
つ
く
と
、
多
く
の
弟
子
た
ち
が

敬
意
と
後
悔
の
表
情
を
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
大
正
十

一

（
一
九
二
二
）
年
に
中
沢
見
明
氏
が

『史
上
之
親

鸞
』
に

『御
伝
鈔
』
の
信
憑
性
を
疑
い
、
親
鸞
が
法
然

の
継
承
者
で
あ
る

こ
と
を
示
す
た
め

の
物
語
だ
と

い

い
、

「信

行

両

座
」
は
史
実
で
は

な
い
と
断
定
し
て

い

る
。
昭

和

三

（
一
九
二
八
）
年

に
山
田
文
昭
氏
が

『真
宗
史
稿
』
を

著
わ

し
て
反
証

し
、

『御
伝
鈔
』

の
内
容
は
ほ
ぼ
史

実
に
間
違
い
な
い

こ
と
を
論
証
し

て
い
る
。
赤
松

俊
秀
氏
は

『親

鸞
』
で
疑
問
を

遺

し

な

が

ら

も
、

一
念
義

い
ち
ね
ん
ぎ

と

多
念
義
の
対
立

を
指
摘
し
て
、

「信
行
両
座
」

は
あ
り
え
な
い

わ
け
で
も
な
い

と
見
解
を
述
べ

て
い
る
。
こ
の

出
来
事
の
有
無

は
史
料
が
な
い

の
で
不
明
で
あ
る
が
、

『御
伝
鈔
』
は
親
鸞
が
遺
弟
か

ら
の
聞
き
取
り
だ
か
ら
、
関
東
地
方
に
伝
承
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

も
う
ひ
と

つ
の
出
来
事
は

「
信
心
諍
論

し
ん
じ
ん
じ
ょ
う
ろ
ん

」
で
あ

る
。
こ
れ
は
正
信
房
、
勢
観
房
、
念
仏
房
と
善
信

（親

鸞
）
の
論
争
で
あ
る
。
善
信

（親
鸞
）
が

「聖
人
の
御

信
心
と
、
善
信
が
信
心
と
い
さ
さ
か
も
か
は
る
と
こ
ろ

あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
と
、
兄
弟
子
が

「ひ
と
し
と

申
さ
る
る
こ
と
い
は
れ
な
し
、
い
か
で
か
ひ
と
し
か
る

べ
き
」
と
詰
め
寄
っ
た
論
争
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
法

然
に
尋
ね
る
と
、

「阿
弥
陀
仏
の
他
力
回
向
の
信
心
だ

か
ら
、
誰
の
信
心
も
ひ
と
し
く
同

一
で
あ
る
」

（取

意
）
と
裁
定

さ
い
て
い

が
あ

っ
た
。
ま

っ
た
く
同
じ
内
容
が
、

『歎
異
抄
』
十
九
条
に
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
の
出
来
事
は
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
と
想
像
さ
れ

る
。 

毎
月

「親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う
」
を
掲
載
し
ま
す 

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代
の
社
会
の
あ
り
方
な
ど
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
訪
ね
少
し
で
も
そ
の
ご
遺
徳
を
感
じ
れ
た
ら
と
思
い
ま
す 
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法
然
の
も
と
で 

  

さ
て
、
親
鸞
は
法
然
の
も
と
で
学
ん
だ
専
修
念
仏
の

教
え
を
ど
の
よ
う
に
深
化
し
て
い
っ
た
の
か
。
身
に
つ

い
て
い
た
聖
道
門

し
ょ
う
ど
う
も
ん

の
教
え
の
殻
は
な
か
な
か
と
れ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
変
え

た
法
話
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
像
し
て

み
る
。
仏
教
は
成
仏

じ
ょ
う
ぶ
つ

を
目
的
と
す
る
教
え
で
、
仏
に

成
る
世
界
が
浄
土
で
あ
る
。
釈
尊
入
滅
か
ら
遠
大
な
時

間
が
流
れ
て
今
は
末
法

ま
っ
ぽ
う

の
時
代
で
あ
る
。
仏
に
成
る
た

め
の
能
力
と
資
質
は
劣
り
、
さ
と
り
を
ひ
ら
く
た
め
の

修
行
が
不
可
能
な
時
代
で
あ
る
。
末
法
の
時
代
と
そ
の

時
代
に
生
き
る
人
間
の
資
質

（時
機

じ
き

）
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
が
念
仏
の
教
え
で
あ
る
。
末
法
の
時
代
に
こ
そ
念

仏
の
教
え
は
輝
き
を
ま
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
経
典
の

読
誦

ど
く
じ
ゅ

な
ど
も
往
生
浄
土
の
行
業
だ
が
、
称
名
念
仏
に
勝

る
も
の
で
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
念
仏
こ

そ
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
然
は
こ
の
称
名
念
仏
を

正
定
業

し
ょ
う
じ
ょ
う
ぎ
ょ
う

と
定
め
た
。 

 

法
然
は
さ
ま
ざ
ま
な
行
が
念
仏
に
取
り
込
ま
れ
た
あ

り
か
た
を
諸
行
往
生
と
い
い
、
称
名
念
仏
の
念
仏
往
生

と
区
別
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
称
名
念
仏
だ
け
で

あ
る
、
そ
れ
以
外
は
不
必
要
と
教
え
て
い
る
。 

 

法
然
は
四
十
八
願
の
な
か
の
第
十
八
願
を
中
心
の
願

と
し
て
選
択
し
、
念
仏
は
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
往
生
行

で
あ
り
、
だ
れ
で
も
が
簡
単
に
で
き
る
往
生
行
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
念
仏
者
は
生
涯
を
通
じ
て
称
名
念
仏
す

る
の
が
望
ま
し
い
が
、
で
き
な
け
れ
ば

一
回
の
念
仏
で

も
、
浄
土

へ
往
生
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
説
く
。

王
本
願
と
か
念
仏
往
生
の
願
と
い
い
、
こ
の
本
願
で
す

べ
て
の
人
び
と
が
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
る
と
説
い
て
い

る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
善
導
の
影
響
で

あ
る
。 

 

法
然
は

『観
経
疏
』

（善
導
が
著
わ
し
た
観
経

（観

無
量
寿
経
）
の
注
釈
書
）
を
生
涯
の
指
針
に
し
て
お

り
、
自
ら
は

「偏
依
善
導

一
師
」
と
い
っ
て
、
善
導
の

教
え
に
導
か
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い

る
。 

 

親
鸞
聖
人
が
法
然
聖
人
と
出
会
う

一
二
〇

一
年
か
ら

一
二
〇
五
年
、
法
然
聖
人
の

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の

書
写
と
真
影
絵
図
の
写
し
の
許
可
を
得
た
四
年
間
ほ
ど

は
、
左
記
の
よ
う
に

（
一
頁
の
中
段
に
も
掲
載
）
、
比

較
的
、
大
き
な
災
害
、
感
染
病
な
ど
の
流
行
は
起
き
て

い
な
い
よ
う
で
す
。 

 

一
一
九
九
年
～

一
二
〇

一
年 

正
治 

一
二
〇

一
年
～

一
二
〇
四
年 

建
仁 

一
二
〇
四
年
～

一
二
〇
六
年 

元
久 

一
二
〇
六
年
六
月

一
二
日

（元
久
三
年
四
月
二
七
日
）
に
赤 

 

 

斑
疱
瘡
流
行
、
元
久
か
ら
建
永
に
元
号
が
変
更
さ
れ
た
。 

一
二
〇
六
年
～

一
二
〇
七
年 

建
永 

天
然
痘
と
台
風
災
害 

一
二
〇
七

（建
永
二
）
年
二
月

一
八
日
～ 

一
二

一
一

（建
暦
元
）
年
十

一
月 

承
元

（建
永
）
の
法
難 

一
二
〇
七
年

一
〇
月
～

一
二

一
一
年 

承
元 

  

そ
の
間
は
、
政
治
的
、
社
会
的
情
勢
に
お
い
て
は
、

落
ち
着
き
は
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
少
な
く
と

も
、
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
は
、
本
当
に
充
実
し
た
時
期

だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

法
然
聖
人
の
門
弟
の
間
で
、

「信
行
両
座
」

「信
心

諍
論
」
の
よ
う
に
、
ご
自
身

の

「ご
本
願
」

「ご
信

心
」
等
の
教
義
理
解
に
没
頭
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
言
い
方
は
失
礼
な
事
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
机
上
で
の
教
義
理
解
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
、

「承
元

（建
永
）
の
法
難
」
を
受
け
る
こ
ろ

か
ら
、
現
実
を
直
視
し
、
流
罪
に
あ
っ
て
か
ら
は
、
民

衆
が
何
を
頼
り
、
ど
う
生
き
て
い
る
の
か
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、
決
し
て
、
大
衆
迎
合
に
染
ま
る
こ
と
な

く
、
ご
本
願
の
み
教
え
を
伝
え
て
い
か
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
れ
も
、
法
然
聖
人
の
も
と
で
、
四
年
間
の
研
鑽
の

賜
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

６ 

親
鸞
聖
人 

法
然
聖
人 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「光
明
を
求
め
て
」
／

「吉
水
時
代
の
親
鸞
」
鎌
田 

宗
雲 

氏 

著

（
「別
冊 
太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。 
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六
日

（土
）  

門
信
徒
の
集
い 

 
 

午
後
二
時 

  

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 

 

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
八
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時   

 
 

 
 

 
 

  

永
代
経
法
要 

 
 

 

午
後
二
時 

編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年 

六
月
の
行
事
予
定 

 

 

正
直
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
恐
い
で
す
。
亡
く

な
ら
れ
た
方
を

「ぐ
ら
し
か
」

（鹿
児
島
弁
）
と
思
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
医
療
従
事
者
の
皆
さ
ん
の
献
身
的
な

働
き
に
感
動
し
、
頼
る
だ
け
の
私
で
す
。
こ
の
間
、
こ

の
二
月
結
婚
し
た
ば
か
り
の
脳
神
経
内
科
の
医
者
で
あ

る
親
戚
に
お
礼
か
た
が
た

「大
変
だ
ね
」
と
電
話
し
た

ら
、

「
明
日
か
ら
感
染
症
科
の
方
に
手
伝
い
に
行
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
」
と
言
う
の
で
、

「気
を
つ
け
て
」

と
し
か
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
も
出
来
な
い
私
は
、

せ
め
て

「
医
療
崩
壊
」
し
な
い
よ
う
、
感
染
予
防
と
拡

散
防
止
の
た
め
、
不
要
不
急
の
外
出
を
避
け
、
マ
ス
ク

を
し
て
、
こ
ま
め
に
消
毒
液
を
使
っ
て
手
を
洗
う
こ
と

に
努
め
る
だ
け
で
す
。 

 

報
道
で
は
、

「新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
の
戦
争
、

戦
い
」
と
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、
役
所
で
も
、 

「勝
っ
た
お
祝
い
で

・
・
」
と
聞
き
ま
し
た
。

「
医
療

者
は
最
前
線
で
闘
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら

・
・
」

と
も
聞
き
ま
す
。

「緊
急
事
態
」

「非
常
事
態
」
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
も
、
ウ
ィ

ル
ス
を
敵
対
視
す
る
私
た
ち
の

〝感
情
〟
と
い
う
も
の

は
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
感
情

一
つ
が
他
に
も

影
響
す
る
の
で
は
な
い
か
と
。
ど
ん
な
病
気
で
も

「闘

病
」
と
い
う
言
い
方
も
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
？
専
門

家
会
議
の
方
か
ら

「ウ
ィ
ル
ス
と
の
戦
争
」
と
い
う
表

現
は
止
め
て
と
の
警
鐘
が
あ
り
ま
し
た
。 

二
〇
二
〇
年 

五
月
の
行
事
予
定 

 

見み

て
い
る
よ 

 

知し

って
い
る
よ
と 

仏
ほ
と
け

さ
ま 

 
 

  
 

 
 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
五
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

※

「
不
要
不
急
」
の
外
出
は
お
避
け
く
だ
さ
い
。 

  

三
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝              

午
前
九
時 

  

六
日

（水
） 

門
信
徒
の
集
い        

午
後
二
時 

 

一
〇
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝              

午
前
九
時 

 

一
六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会     
午
後
二
時 

 

一
七
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝              

午
前
九
時 

 

二
四
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝              

午
前
九
時 

 

二
六
日

（火
） 

日
曜
礼
拝              

午
前
九
時 

 

三

一
日

（
日
） 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う  

午
後
二
時 

 

※
二

一
日

（木
） 

築
地
本
願
寺
親
鸞
聖
人
降
誕
会 

 

 

は
、
こ
の
度
は
中
止
に
な
り
ま
し
た
。 

  

 
五
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

  

門
信
徒
の
集
い 

 
 

午
後
二
時 

  

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 

 
 

 
 

 
 

  

歓
喜
会
法
要 

 
 

 

午
後
二
時 

 

一
六
日

（火
）  

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

午
後
二
時 

 

一
九
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時   

 
 

 
 

 
 

  

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 
午
後
二
時 

 

二
〇
二
〇
年 

七
月
の
行
事
予
定 

二
〇
二
〇
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 


