
  

 

十
数
年
前
の
東
組
の
連
続
研
修
会

（組
連
研
）
で
の

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
受
講
者
の
お

一
人
か
ら

「何
故
、

〝南
無
阿
弥
陀
仏
の
仏
さ
ま
〟
と
言
う
の
で

す
か
？

〝
阿
弥
陀
仏
〟
で
、
良
い
の
で
は
な
い
で
す

か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

そ
う
言
わ
れ
る
と
、
私
も
普
段
か
ら

〝
阿
弥
陀
さ

ま
〟
と
か

〝
阿
弥
陀
仏
〟

〝
阿
弥
陀
如
来
〟
と
申
し
て

お
り
ま
す
。 

 

お
木
仏
や
ご
絵
像
を
視
て
、
そ
の
お
名
前
を
言
う
こ

と
は
、
単
な
る
対
象
で
し
か
捉
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。 

 

「み
名
を
と
な
え
る
」
と
言
っ
た
場
合
、
浄
土
真
宗

で
は
、

「称
え
る
」
で
あ
り
、

「唱
え
る
」
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

「唱
え
る
」
は
単
に
発
声
す
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
が
、

「称
え
る
」
は

〝讃
え
る
〟
の
意
味
が
あ
り

ま
す
。 

 

ま
た
、
親
鸞
聖
人
は

『唯
信
鈔
文
意
』
の
中
で
、 

  
 

「尊
号
」
と
申
す
は
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
。 

 
 

「尊
」
は
た
ふ
と
く
す
ぐ
れ
た
り
と
な
り
、 

 
 

「号
」
は
仏
に
成
り
た
ま
う
て
の
ち
の
御
な
を
申 

 
 
 

す
、
名
は
い
ま
だ
仏
に
成
り
た
ま
は
ぬ
と
き
の 

 
 
 

御
な
を
申
す
な
り
。 

 

と
仰
っ
て
お
り
、

「名
」
だ
け
で
は
、
私
の
た
め
に
こ

れ
か
ら
仏
さ
ま
に
成
ろ
う
と
誓
わ
れ
る

（因
）
段
階
で

あ
り
、

「号
」
は
私
の
た
め
に
、
仏
さ
ま
と
し
て
、
は

た
ら
い
て
お
ら
れ
る

（果
）
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
ま

す
。 

 

「南
無
」
は

「帰
命
」
、

「帰
依
す
る
」
と
い
う
、

称
え
る
私
の
側
の
言
行
で
あ
り
、
思
い
で
あ
り
ま
す

が
、
み
な
を
単
な
る
名
前
の
敬
語
で
は
な
く
、

「号
」

の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
仏
さ
ま
と
成
ら
れ
た
阿
弥
陀
さ

ま
か
ら
の
お
呼
び
声

（は
た
ら
き
）
と
味
わ
え
る
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

お
仏
像

・
ご
絵
像
の
方
が
、
作
成
す
る
に
は
困
難
で

あ
り
、

「
モ
ノ
」
と
し
て
視
る
場
合
に
は
価
値
が
あ
る

と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、

〝南
無
阿
弥
陀
仏
〟
の
お

名
号
は
今
、
こ
の
私
に
、

〝南
無
阿
弥
陀
仏
〟
と
呼

び
、
は
た
ら
い
て
お
ら
れ
る
と
味
わ
う
方
途

（方
便
）

と
思
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、

「報
恩
講
」
は
、
親
鸞
聖

人

（親
鸞
さ
ま
）
の
ご
遺
徳
を
偲
ぶ
こ
こ
ろ
に
、

〝南

無
阿
弥
陀
仏
〟
と
成
ら
れ
た
親
鸞
さ
ま

へ
の
仏
徳
讃
嘆

と
心
得
た
い
と
思
い
ま
す
。 

      

 

稱
讃 
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号 
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日
発
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一
、
他
流
に
は
、
名
号
よ
り

は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
木
像

と
い
ふ
な
り
。 

当
流
に
は
、
木
像
よ
り
は
絵

像
、
絵
像
よ
り
は
名
号
と
い

ふ
な
り
。 

 

『蓮
如
上
人
御

一
代
聞
書
』 
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苦
悩
か
ら
抜
け
出
す
手
立
て
が
何

一

つ
な
い
私
を
、
阿
弥
陀
如
来
は
救
わ

ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た 

  
 

私
の
気
付
か
な
い
心
の
奥
底
に 

 
 

如
来
の
は
た
ら
き
忘
れ
な
い
心 

  

報
恩
講
の
季
節
を
迎
え
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
新 

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
収
束
に
見
通
し
が
建 

ち
ま
せ
ん
の
で
、
お
寺
の
報
恩
講
法
座
も
中
止
せ 

ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
中
、
改
め
て

「報
恩
」
に 

つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

「報
恩
」
と
は

「恩
に
報
い
る
」
と
読
み
ま
す

が
、
そ
の

「恩
」
は
阿
弥
陀
如
来
の
ご
恩
を
意
味

す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「恩
」

と
い
う
漢
字
は

「因
」
と

「心
」
で
出
来
上
が
っ

て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

「恩
」
に
は
原
因
を
考

え
る
心
が
同
居
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で 

し
ょ
う
。 

 

親
鸞
聖
人
の

「三
帖
和
讃
」
の
最
初
に
置
か
れ 

て
い
る
冠
頭
讃
に
、 

 
 

弥
陀
の
名
号
と
な

へ
つ
つ 

 
 

信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は 

 
 

憶
念

お
く
ね
ん

の
心し

ん

つ
ね
に
し
て 

 
 

仏
恩

ぶ
っ
と
ん

報
ず
る
お
も
ひ
あ
り 

（
『
註
釈
版
聖
典
』
五
五
五
頁
） 

と
讃
え
ら
れ
た

一
首
が
あ
り
ま
す
。
信
心
の
眼
が

開
か
れ
た
人
は

「憶
念
の
心
」
、
す
な
わ
ち
憶
え

て
い
て
忘
れ
な
い
心
が
い
つ
ま
で
も
続
き
、
そ
れ

が
報
恩
感
謝
の
念お

も

い
に
な
る
と
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
人
は
歳
を
重
ね
る
ご
と
に
記
憶
力
が
低
下
し

て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
表 

現
が
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

私
が
勤
務
し
て
い
た
中
央
仏
教
学
院
は
、
京
都

市
右
京
区
に
あ
る
本
願
寺
派
の
僧
侶
を
養
成
す
る

教
育
施
設
で
す
が
、
親
元
を
離
れ
て
単
身
生
活
を

始
め
る
学
院
生
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
入

学
当
初
は
、
そ
の
寂
し
さ

・
孤
独
感
か
ら
故
郷
を

思
い
、
親
を
慕
う
気
持
ち
が
人

一
倍
強
く
あ
っ
た

と
想
像
で
き
ま
す
が
、
し
ば
ら
く
し
て
環
境
に
も

慣
れ
、
友
人
も
で
き
て
き
ま
す
と
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
親
の
こ
と
を
考
え
る
時
間
は
減
少
し
て
い

き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
親
の
こ
と

を
忘
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
素
は
い
つ

も
親
の
こ
と
を
意
識
し
思
い
続
け
て
い
な
く
て

も
、
親
が
故
郷
に
元
気
で
い
て
く
れ
る
と
い
う
、

い
わ
ば
無
意
識
の
安
堵
感
が
京
都
で
の
生
活
を

し
っ
か
り
と
支
え
、
充
実
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
確 

か
で
す
。 

 

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
信
心
の
眼
が
開
か
れ
た

人
に
は
、
い
つ
も
い
つ
も
阿
弥
陀
如
来
の
こ
と
を

意
識
し
念

っ
て
い
な
く
て
も
、
ち
ょ
う
ど
親
を
慕

う
子
ど
も
の
よ
う
に
、
気
付
か
な
い
心
の
奥
底
で

阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
を
忘
れ
な
い
心
が
そ
な

わ
り
、
そ
れ
が
人
生
を
送
る
上
で
の
安
堵
感
と
如 

来

へ
の
報
恩
感
謝
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。 

  
 

あ
り
の
ま
ま
の
相
に
気
付
き 

 
 

慚
愧
す
る
心
で
報
恩
講
迎
え
る 

  

今
夏
、
テ
レ
ビ
で

「半
沢
直
樹
」
と
い
う
視
聴

率
３
０
％
を
超
え
る
番
組
が
放
映
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で

「倍
返
し
」
と
か

「恩
返
し
」
と
い
う

言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
報
恩
の

「恩
」

は
返
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親

へ
の
恩
を
示

し
た
言
葉
と
し
て
、

「孝
行
し
た
い
と
き
に
親
は

な
し
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「親
孝
行
し
た
と
思
う
心
に
孝
行
な
し
」
と
い
う

言
葉
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
本
当
の
孝
行

は
、
自
分
で
意
識
的
に
し
よ
う
と
思

っ
て
で
き
る 

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

１ 

 
「報
恩
に
つ
い
て
」 

  
 

 
 

 
 

 

白
川 

晴
顕 

氏 
 

 
 

 
 

 
 

 

（中
央
仏
教
学
院
前
院
長
） 

 

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
偲
ぶ
報
恩
講
が
、
各

地
で
つ
と
め
ら
れ
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
は

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
例
年
通
り
に
お
つ
と
め
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
声
も
多
く
聞
か
れ
ま
す
。
そ

こ
で
今
回
は
、
紙
上
法
話

「
『
報
恩
』
に
つ
い
て
」

を
お
届
け
し
ま
す
。
筆
者
は
、
中
央
仏
教
学
院
前
院

長
の
白
川
晴
顕
さ
ん
で
す
。 

『本
願
寺
新
報
』
２
０
２
０
年
１
０
月
２
０
日
号 



3 ２ 

 
今
年
６
月
に
母
親
が
往
生
し
ま
し
た
。
九
十
九

歳
で
し
た
が
、
母
親
に
叱
ら
れ
た
と
い
う
記
憶
が

な
い
ほ
ど
、
人

一
倍
優
し
い
母
親
で
し
た
の
で
、

そ
の
温
顔
が
今
で
も
頭
に
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
母

親
は
嫁
い
だ
後
、
病
気
の
た
め
足
が
不
自
由
な
身

に
な
り
ま
し
た
が
、
門
信
徒

へ
の
法
要
の
案
内
を

一
軒
ず

つ
歩
い
て
配
る
な
ど
、
辛
抱
強
い
性
格
と

誰
と
で
も
気
軽
に
お
付
き
合
い
す
る
人
柄
で
、
長

年
に
わ
た
り
、
お
寺
を
盛
り
立
て
て
く
れ
ま
し
た 

。
ま
た
六
十
歳
半
ば
で
長
女

（私
の
姉
）
に
先
立

た
れ
る
な
ど
、
そ
の
苦
悩
は
計
り
知
れ
な
い
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。

「人
が
憂
う
て
優
し
さ
が
で
き

あ
が
る
」
と
い
う
言
葉
が
語
る
よ
う
に
、
苦
悩
が

そ
の
ま
ま
母
親
の
優
し
さ
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
よ 

う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

 

学
院
を
退
任
す
る
ま
で
の
最
後
の
約
１
０
年

は
、
新
幹
線
で
京
都
と
自
坊
の
あ
る
三
原

（広
島

県
）
と
の
往
復
を
毎
週
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
タ

ク
シ
ー
で
最
寄
り
の
駅

へ
向
か
う
と
き
に
は
、
タ

ク
シ
ー
が
家
を
出
る
最
後
ま
で
い
つ
も
手
を
振

っ

て
見
送

っ
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
子
を
思
う
母

親
の
気
持
ち
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
今
と

な

っ
て
は

「母
の
生
存
中
に
、
あ
れ
も
し
て
あ
げ

れ
ば
よ
か
っ
た
。
こ
れ
も
し
て
あ
げ
れ
ば
よ
か
っ

た
。
も
う
少
し
親
の
気
持
ち
を
考
え
て
あ
げ
れ
ば 

よ
か
っ
た
」
と
い
う
慚
愧

ざ

ん

き

の
心
が
蘇
り
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
如
来

へ
の
ご
恩
も
同
じ
こ
と
で
す
。
有

名
な

「恩
徳
讃
」
に
は
阿
弥
陀
如
来

へ
の
報
恩
謝 

徳
の
念お

も

い
が
、 

 
 

如
来
大
悲
の
恩
徳
は 

 
 

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し 

 
 

師
主
知
識
の
恩
徳
も 

 
 

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し （同

六

一
〇
頁
） 

と
讃
嘆

さ
ん
だ
ん

さ
れ
て
い
ま
す
。

「
身
を
粉

に
し
て

も
」
、

「ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
」
の
言
葉
は
、
苦

悩
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
手

立
て
を
何

一
つ
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
煩
悩
だ
ら

け
の
自
分
で
あ
っ
た
た
め
に

（原
因
）
、
阿
弥
陀

如
来
は
救
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
知
ら
さ

れ
た

「心
」
を
、
報
じ
て
も
謝
し
て
も
な
お
尽
く

し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
報
恩
謝
徳
の
念
い
と
し 

て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

 

自
分
ほ
ど
賢
い
者
は
な
い
と
思
う
傲
慢
な
心

に
、
ど
う
し
て
他
者

へ
の
報
謝
の
心
が
湧
い
て
く

る
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
相
に
気

付
き
、
そ
れ
を
慚
愧
す
る
心
で
報
恩
講
を
迎
え
た 

い
も
の
で
す
。 

 

今
年
の

「報
恩
講
」
さ
ん
は
、
左
記
の
通
り
、

法
要

（お
つ
と
め
）
を
二
回
に
分
け
て
厳
修
い
た

し
ま
す
。
ご
都
合
の
つ
く
時
間
帯
に
ご
参
拝
賜
り

ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 

 

記 

 

〈期 

日
〉 

十
二
月
十
三
日

（日
） 

 

〈日 

程
〉 

 

一
一
：
〇
〇 

お
つ
と
め 

 
 
 
 
 

『宗
祖
讃
仰
作
法
』

（音
楽
法
要
） 

 

一
一
：
四
〇 

法
話 

（住
職
） 

 

一
二

：
〇
〇 

恩
徳
讃 

 

一
二

：
三
〇 

お
つ
と
め 

 
 
 
 
 

『
正
信
偈
』

（行
譜

・
六
首
引
） 

 

一
三

：
一
〇 

法
話 

（住
職
） 

 

一
三

：
三
〇 

恩
徳
讃 

 

稱
讃
寺 

 
 

宗
祖
親
鸞
聖
人 

報
恩
講 

ご
案
内 



4 

 

『顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
六
巻
（２
） 

梯 

実
圓 

氏 

 

こ
う
し
て
如
来
行
で
あ
る
大
行
に
喚よ

び
覚さ

ま
さ
れ
て

人
び
と
に
本
願
を
疑
い
な
く
聞
き
受
け
る
信
心
が
与
え

ら
れ
る
か
ら
、
つ
ぎ
に

「信
文
類

（信
巻
）
」
を
顕
わ

し
て
、
真
実
の
信
心
の
構
造
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
第
十
八
願
に
は
往
生
の
因
と
し
て

「至し

心し
ん

、
信
楽

し
ん
ぎ
ょ
う

、
欲
生

よ
く
し
ょ
う

（至
心
に
信
楽
し
て
わ
が
国
に
生

ま
れ
ん
と
欲お

も

へ
）
と
三
心
が
誓
わ
れ
て
い
る
。
親
鸞
に

よ
れ
ば
、
そ
の
至
心
と
は
、
本
願
が
如
来
の
智
慧
の
顕

現
で
あ
っ
て
嘘
も
詐
り
も
な
い
真
実
で
あ
る
こ
と
を
表

わ
し
て
お
り
、
欲
生
と
は
か
な
ら
ず
往
生
で
き
る
と
思

え
と
、
大
悲
を
も
っ
て
人
び
と
を
招
喚
す
る
如
来
の
勅

命
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
信
楽
と
は
、
そ
の
真
実

な
る
如
来
招
喚
の
勅
命
を
疑
い
を
ま
じ
え
ず
に
聞
き
受

け
て
い
る
こ
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
三
心
と
い
っ

て
も
、
わ
た
し
の
上
に
あ
る
の
は
、
疑
い
な
く
勅
命
を

聞
き
受
け
て
い
る
信
楽
の
一
心
だ
け
で
、
至
心
と
欲
生

は
そ
の
一
心
に
摂
ま
っ
て
い
る
徳
義

と

く

ぎ

で
あ
る
と
い
う
在

り
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を

「三
心
即

一
」
の
信
心
と

い
う
。 

 

と
こ
ろ
で
至
心
は
如
来
の
智
慧
の
現
れ
で
あ
る
真
実

心
で
あ
り
、
欲
生
は
如
来
の
大
悲
回
向
の
現
れ
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
を
は
か
ら
い
な
く
聞
き
容
れ
て
い
る
信
楽

（信
心
）
の
本
体
は
、
大
智
大
悲
の
仏
心
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
信
心
は
、
確
か
に
わ
た
し
の
上
に

ひ
ら
け
て
い
る
こ
ｔ
こ
ろ
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
本

体
は
凡
夫
の
こ
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
如
来
回
向
の
仏
心

で
あ
り
、
自
利
と
利
他
と
を
完
成
す
る
大
菩
提
心
と
し

て
の
徳
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
往
生
成
仏
の
因

（種
）

と
な
る
と
断
定
し
、
こ
れ
を

「信
心
正
因

し
ん
じ
ん
し
ょ
う
い
ん

」
と
呼
ん

で
い
る
。
こ
う
し
て
本
願
を
信
じ
る
者
は
、｢

即
座
に

阿
弥
陀
仏
の
光
明
の
な
か
に
摂お

さ

め
取
ら
れ
、
護
り
つ
づ

け
ら
れ
る
か
ら
、
凡
夫
の
身
で
あ
り
な
が
ら
か
な
ら
ず

仏
に
な
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る

「
正

定

聚

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

」
の
位

に
入
れ
し
め
ら
れ
る
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

す
で
に
真
実
の
信
心
を
獲え

、
正
定
聚
の
位
に
入
れ
し

め
ら
れ
て
い
る
ひ
と
は
、
こ
の
世
を
終
わ
る
と
同
時
に

阿
弥
陀
仏
の
さ
と
り
の
領
域

り
ょ
う
い
き

で
あ
る
真
実
の
浄
土

（

報
土

ほ

う

ど

）
に
往
生
し
て
さ
と
り
を
極
め
て
い
く
。
そ
れ
を

「証
文
類

（証
巻
）
」
に
は
、

「利
他
円
満
の
妙
位

み
ょ
う
い

、

無
上
涅
槃

む
じ
ょ
う
ね
は
ん

の
極
果

ご

く

か

な
り
」

（
『
註
釈
版
聖
典
』
三
〇
七

頁
）
と
い
い
、

「弥
陀
同
体

ど
う
た
い

の
さ
と
り
」
と
い
い
な
ら

わ
し
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
自
利
と
利
他
を
円
満
し
て

大

乗

だ
い
じ
ょ
う

の
さ
と
り
を
完
成
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
苦
し
み
悩
む
も
の
を
救
う
こ
と
の
で
き

る
能
力
が
完
成
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
。
そ
れ
ゆ
え
さ
と
り
を
完
成
し
た
も
の

は
、
た
だ
ち
に
大
事
悲
心
を
起
こ
し
て
、
迷

え
る
人
び
と
を
救
う
た
め
に
煩
悩
の
渦
巻

う

ず

ま

く

穢
土
に
還

っ
て
き
て
利
他
の
活
動
を
お
こ
な

っ
て
い

く
。
そ
の
還
相
回
向
の
模
様
を
詳
し
く
説
い
て
い
る
の

が

「証
文
類
」
の
後
半
で
あ
る
。 

 

つ
い
で

「真
仏
土

し
ん
ぶ

つ
ど

文
類

（真
仏
土
巻
）
」
が
顕
わ
さ

れ
る
。
限
り
な
い
智
慧
の
光
と
、
限
り
な
い
慈
悲
の

「い
の
ち
」
を
完
成
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
り
、
浄き

よ

ら
か

な
涅
槃
の
浄
土
を
荘
厳

し
ょ
う
ご
ん

し
て
、
い
っ
さ
い
の
衆
生
を

救
っ
て
い
か
れ
る
真
実
の
仏
と
浄
土
の
徳
を
あ
き
ら
か

に
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
真
仏
土
こ
そ
、
往
相
の
行

者
が
帰
入
し
て
証
果
を
開
く
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、

往
還

お
う
げ
ん

二
種
の
回
向
が
そ
こ
か
ら
展
開
し
て
い
く
真
実
の

教
法
の
根
源
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

最
後
に
顕
わ
さ
れ
た

「方
便
化
身
土
文
類

ほ
う

べ
ん
け
し
ん
ど
も
ん
る
い

（化
身
土

巻
）
」
は
、
真
実
の
教
法
に
対
し
て
、
真
実
で
な
い
教

え
に
つ
い
て
明
か
さ
れ
る
。
真
実
で
な
い
教
え
の
な
か

に
、
邪
偽

じ

ゃ

ぎ

の
宗
教
と
方
便

ほ
う
べ
ん

の
教
法
が
あ
る
。
邪
偽
と

は
、
真
実
に
背
い
て
煩
悩
を
助
長
し
て
い
く
よ
う
な
宗

教
を
い
い
、
方
便
と
は
邪
偽
の
教
え
か
ら
真
実
の
教
え

へ
と
人
び
と
を
導
き
育
て
る
た
め
に
階
層
性
を
も
っ
て

説
か
れ
た
仏
の
教
え
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に

聖
し
ょ
う

道
門

ど
う
も
ん

と
、
浄
土
門
内
の
要
門

よ
う
も
ん

と
真
門

し
ん
も
ん

が
あ
る
が
、

そ
の
あ
り
さ
ま
と
役
割
が
広
く
説
き
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
て

『教
行
証
文
類
』
は
、
教
、
行
、

信
、
証
、
真
仏
土
、
方
便
化
身
土
の
六
巻
に
分

け
て
、
浄
土
真
宗
と
い
う
真
実
の
宗
教
と
、
真

実
に
背
く
邪
偽
の
宗
教
と
、
邪
偽
か
ら
真
実

へ

と
人
び
と
を
導
い
て
い
く
方
便
の
宗
教
と
を
体

系
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
壮
大
な
構
想

の
も
と
に
顕
わ
さ
れ
た
聖
典
で
あ
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 

「板
東
本
」 
国
宝 
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「三
帖
和
讃
」 

  

和
讃
と
は
、
和
語

（や
ま
と
こ
と
ば
）
を
も
っ
て
仏

徳
を
讃
嘆
す
る
詩
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
と
く
に
平

安
時
代
の
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
流
行
し
た
七

五
調
の
、
四
句
で

一
首
に
な
る

「今
様

い
ま
よ
う

」
と
呼
ば
れ
る

詩
形
で
、
仏
徳
を
讃
嘆
す
る
も
の
を

「和
讃
」
と
呼
ん

で
い
る
。
も
っ
と
も
親
鸞
は
和
讃
の
こ
と
を

「や
わ
ら

げ
ほ
め
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
漢
文
で
書
か
れ
て
い

た
経
典
や
祖
師
の
釈
文
を

「や
わ
ら
げ
」
て
、
だ
れ
に

で
も
わ
か
る
よ
う
に
易
し
く
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
わ
れ
て
い
る
。
事
実
、
親
鸞
の
和
讃
に
は
、
拠
り

ど
こ
ろ
に
な
っ
た
経

釈

き
ょ
う
し
ゃ
く

の
文
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

特
徴
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。 

 

親
鸞
の
和
讃
は
、
五
百
五
十
首
ほ
ど
に
も
達
す
る

が
、
そ
の
な
か
で

『
浄
土
和
讃
』

『高
僧
和
讃
』

『

正
し
ょ
う

像
末

ぞ
う
ま
つ

和
讃
』
を
と
く
に

「三
帖
和
讃
」
と
呼
び
な

ら
わ
し
て
い
る
。 

 

そ
の
制
作
年
代
は
、

『
浄
土
和
讃
』
と

『高
僧
和

讃
』
は
、
七
十
六
歳
の
と
き
に
初
稿
本
が
ま
と
め
ら

れ
、
八
十
三
歳
の
と
き
に
改
定
本
が
出
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

『
正
像
末
和
讃
』
は
八
十
五
歳
以
後
に
順
次
成

立
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

浄
土
真
宗
の
門
徒
は
、
こ
の

「三
帖
和
讃
」
を
僧
俗

の
へ
だ
て
な
く
日
常
の
勤
行

ご
ん
ぎ
ょ
う

に
用
い
て
親
し
ん
で
き

た
。
と
く
に
高
田
門
徒
で
は
早
い
時
期
か
ら
和
讃
を
風ふ

う

誦じ
ゅ

（音
読
）
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本

願
寺
で
は
第
八
代
宗
主

・
蓮
如

れ
ん
に
ょ

以
前
は
特
別
な
勤
行
以

外
に
和
讃
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
を
日
常
の
お
勤
め
に
採
り
入
れ
た
の
は
、
蓮
如
で

あ

っ
た
。
蓮
如
は
、
そ
の
た
め
に
文
明

ぶ
ん
め
い

五

（
一
四
七

三
）
年
に

「正
信
偈
」
と

「三
帖
和
讃
」
を

一
組
に
し

て
木
版
刷
り
に
し

一
般
に
頒
布

は

ん

ぷ

し
た
。
そ
れ
を

「文
明

版
」
の

「三
帖
和
讃
」
と
呼
ん
で
い
る
。 

 

し
か
し
和
讃
の
原
本
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ

る
。
高
田
本
山
専
修
寺

せ
ん
じ

ゅ
じ

に
伝
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
国
宝
本

「三
帖
和
讃
」
は
、

『
浄
土
和
讃
』
に
あ
た
る
の
が
百

十
六
首
、

『高
僧
和
讃
』
が
百
十
七
首
、

『
正
像
末
和

讃
』
が
三
十
四
首
、
そ
れ
に
夢
告
讃

一
首
、
別
和
讃
五

首
の
総
計
二
百
七
十
三
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
ひ
き
か
え
て
文
明
版
の

『
浄
土
和
讃
』
は
百
十
八

首
、

『高
僧
和
讃
』
は
百
十
九
首
、

『
正
像
末
和
讃
』

は
百
十
六
首
で
、
合
計
三
百
五
十
三
首
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
文
明
版
の
終
わ
り
に
は

「自
然
法
爾

じ

ね

ん

ほ

う

に

御ご

書し
ょ

」
が
付
録
さ
れ
て
い
る
。 

 
さ
ら
に

「三
帖
和
讃
」
の
ほ
か
に
、
八
十
三
歳
の
と

き
に
ま
と
め
ら
れ
た

「皇
太
子
正
徳
奉
讃

こ
う
た
い
し
し
ょ
う
と
く
ほ
う
さ
ん

」
七
十
五
首

と
、
八
十
五
歳
の
作
と
考
え
ら
れ
る

「大
日
本
国
粟
散

ぞ
く
さ
ん

王お
う

聖
徳
太
子
奉
讃
」
百
十
四
首
が
あ
り
、
ま
た
ど
こ
に

も
所
属
し
て
い
な
い
和
讃
や
、
文
言
が
少
し
変
わ
っ
て

い
る
も
の
が
別
和
讃
と
し
て
顕
智

け

ん

ち

な
ど
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
す
べ
て
を
総
計
す
る
と
五
百
五
十

首
ほ
ど
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
和
讃
を
作
っ
た
人

は
ほ
か
に
い
な
い
だ
ろ
う
。
高
い
格
調
を
も
ち
、
雄
渾

ゆ
う
こ
ん

な
声

調

せ
い
ち
ょ
う

で
詠
い
あ
げ
ら
れ
る
親
鸞
の
和
讃
は
、
質
量

と
も
に
日
本
の
和
讃
史
上
最
高
の
地
位
を
占
め
つ
づ
け

る
に
ち
が
い
な
い
。 

 

『浄
土
和
讃
』
は
、
国
宝
本
で
は

『
弥
陀
和
讃
』
と

呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
は
曇
鸞
大

師
の

「讃
阿
弥
陀
仏
偈

さ

ん

あ

み

だ

ぶ

つ
げ

」
を
や
わ
ら
げ
て
和
讃
さ
れ
た

「讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
四
十
八
首
で
は
じ
ま
っ
て
い

る
。
ま
ず
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
を
十
二
の
光
明
の
徳
を

も
っ
て
讃
え
、
十
方
の
衆
生
を
救
う
還
相
の
菩
薩
の
功く

徳ど
く

と
、
さ
ら
に
浄
土
三
部
経
を
和
讃
し
た

「
大
経

だ
い
き
ょ
う

和

讃
」

「
観
経

か
ん
ぎ
ょ
う

和
讃
」

「弥
陀
経

み
だ
き

ょ
う

和
讃
」
が
説
か
れ
、

さ
ら
に

「称
讃
浄
土
経

し
ょ
う
さ
ん
じ
ょ
う
ど
き
ょ
う

」

「法
華
経

ほ
っ
け
き
ょ
う

」

「涅
槃
経

ね
は
ん
き
ょ
う

」

「華
厳
経

け
ご
ん
き
ょ
う

」
な
ど
の
諸
経
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
を
讃
嘆

す
る

「諸
経
和
讃
」
、
ま
た

「
金

光

明
経

こ
ん
こ
う
み
ょ
う
き
ょ
う

」
や

「

十
じ
ゅ
っ

往

生

経

お
う
じ
ょ
う
き
ょ
う

」
な
ど
に
よ
っ
て

「現
世
利
益

げ

ん

ぜ

り

や

く

和
讃
」

が
作
ら
れ
、
最
後
に

「
首
楞
厳
経

し
ゅ
り
ょ
う
ご
ん
き
ょ
う

（首
楞
厳
三
昧

ざ
ん
ま
い

経
）
」
に
よ
っ
て
大
勢
至
菩
薩

せ

い

し
ぼ

さ

つ

、
す
な
わ
ち
法
然
聖
人

を
賛
仰
す
る

「勢
至
和
讃
」
が
お
か
れ
て
い
る
。 

 

『高
僧
和
讃
』
は
、
浄
土
真
宗
の
法
義
を
イ
ン
ド

・

中
国

・
日
本

の
三
国
に
わ
た

っ
て
伝
え
ら
れ
た
、

龍

樹

り
ゅ
う
じ
ゅ

菩
薩

ぼ

さ

つ

、
天
親

て
ん
じ
ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

、
曇
鸞

ど
ん
ら
ん

大
師

だ

い

し

、
道
綽
禅
師

ど
う
し
ゃ
く
ぜ
ん
じ

・

善
導
大
師

ぜ
ん
ど
う
だ

い
し

・

源
信
和
尚

げ
ん
し
ん
か
し
ょ
う

、

源
空
聖
人

げ
ん
く
う
し
ょ
う
に
ん

（法
然
）
と
い
う

七
人
の
高
僧
の
徳
を
讃
え
ら
れ

た
も
の
で
、

「正
信
念
仏
偈
」

（正
信
偈
）
の
後
半
の
部
分
を

和
讃
と
し
て
広
く
讃
詠
さ
れ
た

も
の
と
い
え
よ
う
。 

４ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「帰
京
よ
り
入
寂
ま
で
」
／

「
『教
行
信
証
』
と

「三
帖
和
讃
」
」
梯 

実
圓 
氏 
著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 

高僧和讃 

浄土和讃 

正像末和讃 
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『
正
像
末
和
讃
』
は
、
釈
尊
を
遠
く
離
れ
る
に

つ

れ
、
仏
法
は
正
法

し
ょ
う
ぼ
う

・
像
法

そ
う
ぼ
う

・
末
法

ま
っ
ぽ
う

と
し
だ
い
に
衰
退

し
、
今
日
で
は
も
は
や
自
力
の
修
行
に
よ
っ
て
さ
と
り

を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
な
い
末
法
濁
乱

ま
っ
ぽ
う
じ
ょ
く
ら
ん

の
時
代
に

な
っ
て
い
る
。 

 

そ
ん
な
時
代
に
生
き
る
わ
た
し
ど
も
凡
夫
が
救
わ
れ

る
道
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
ほ
か
に
は
な
い
。
そ
の

本
願
の
救
い
に
遇あ

う
こ
と
が
で
き
た
の
は
ひ
と
え
に
如

来
大
悲
の
恩
徳
で
あ
り
、
浄
土
の
祖
師
の
お
陰
で
あ
る

と
賛
仰
さ
れ
た
和
讃
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
最
後
は
、 

  
 

如
来
大
悲

に
ょ
ら

い
だ

い
ひ

の
恩
徳

お
ん
ど
く

は 

 
 
 

身み

を
粉こ

に
し
て
も
報ほ

う

ず
べ
し 

 
 
 

師
主
知
識

し

し

ゅ
ち

し

き

の
恩
徳

お
ん
ど
く

も 

 
 
 

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝し

ゃ

す
べ
し 

 

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
恩
徳
讃

お
ん
ど
く
さ
ん

で
結
ば
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
本
願
を
疑
う
こ
と
を
い
ま
し
め
た

「誡
疑

か

い
ぎ

讃さ
ん

」
と
、
観
世
音
菩
薩
の
化
身

け

し

ん

で
あ
る
聖
徳
太
子
を
讃

仰
す
る
十

一
首
の

「皇
太
子
正
徳
讃
」
、
自
身
の
愚
か

さ
と
、
頽
廃

た
い
は
い

し
た
仏
教
界
の
現
実
を
悲
嘆
す
る

「愚
禿

ぐ

と

く

悲
嘆
述
懐

ひ
た
ん
じ
ゅ
っ
か
い

」
、
そ
れ
に
聖
徳
太
子
和
讃
の
残
片
と
見
ら

れ
る

「善
光
寺

ぜ

ん
こ
う

じ

和
讃
」
を
加
え
て
、
全
体
を

『
正
像
末

和
讃
』
と
呼
ん
で
い
る 

 

 
 

時
代
と
親
鸞 

  

親
鸞
聖
人
の
お
人
柄
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
う
述
べ
る
し
か
な

い
。 

 

な
に
し
ろ
米
国
の
図
書
館
で
、
日
本
の
仏
教
関
係
の

書
籍
を
集
め
る
と
、
書
棚
の
大
半
は
真
宗
関
係
の
本
に

な
る
と
聞
い
た
。
汗
牛

充
棟

か
ん
ぎ
ゅ
う
じ
ゅ
う
と
う

、
い
ま
さ
ら
素
人
が
付

け
加
え
る
こ
と
は
な
に
も
な
い
。

『歎
異
抄

た
ん
に
し
ょ
う

』
く
ら
い

は
若
い
頃
に
読
ん
だ
が
、
だ
か
ら
ど
う
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
。 

 

ひ
と
つ
に
は
、
私
の
も
の
の
見
方
が
、
本
来
は
理
系

だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
理
系
の
人
は
人
間
自
体
に
は

あ
ま
り
関
心
を
持
た
な
い
傾
向
が
あ
る
。
と
く
に
昔
の

人
の
場
合
に
は
、
知
ら
れ
て
い
る
の
は
主
に
そ
の
ひ
と

の
発
言
、
あ
る
い
は
そ
の
人
物
を
知
る
人
の
叙
述
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
言
葉
、
つ
ま
り
情
報
で
あ

る
。
理
系
で
も
情
報
は
む
ろ
ん
大
切
だ
が
、
同
時
に
決

し
て
鵜
呑

う

の

み
に
し
て
は
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の

態
度
を
極
端
ま
で
進
め
る
と
、
自
分
の
感
覚
で
と
ら
え

た
モ
ノ
の
世
界
し
か
、
根
本
的
に
は
信
用
し
な
い
と
い

う
態
度
に
な
る
。
そ
こ
に
宗
教
思
想
の
入
り
込
む
余
地

は
乏
し
い
。 

 

同
じ
態
度
が
、
人
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
も
現
わ

れ
る
。
伝
記
は
個
人
の
生
涯
を
描
く
。
で
も
理
科
的
に

は
、
そ
の
人
が
置
か
れ
た
社
会
状
況
に
、
よ
り
注
目
し

て
し
ま
う
。
故
人
が
置
か
れ
た
社
会
と
は
、
つ
ま
り
実

験
室
の
中
で
の
実
験
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
い
う

条
件
下
で
そ
の
結
果
が
得
ら
れ
た
か
、
そ
れ
は
化
学
実

験
の
首
根
っ
こ
で
あ
る
。 

 

我
が
親
鸞
像
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
と
い
う
し

か
な
い
。
親
鸞
が
生
き
た
時
代
に
、
こ
の
世
は
ど
う
い

う
世
界
で
あ
っ
た
の
か
。
つ
ま
り
そ
れ
は
親
鸞
と
い
う

人
物
を
生
み
だ
す
よ
う
な
時
代
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
な
ら
、
私
に
は
強
い
関
心
が
あ

る
。
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
と
は
、
い
か
な
る
時
代

だ
っ
た
か
。
文
献
も
乏
し
い
わ
け
で
は
な
い
。

『方
丈

記
』

『
平
家
物
語
』
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

 

現
在
私
は
鎌
倉
に
住
ん
で
い
る
が
、
当
寺
の
鎌
倉
が

ど
の
よ
う
な
街
で
あ
り
、
人
び
と
が
実
際
に
ど
の
よ
う

に
暮
ら
し
て
い
た
の
か
、
具
体
的
に
想
像
す
る
の
は
容

易
で
は
な
い
。
頼
朝

よ
り
と
も

の
墓
な
ら
い
ま
で
も
見
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
い
っ
た
い
あ
そ
こ
に
は
な
に
が
入
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
火
葬
し
た
と
す
る
な
ら
、
ど
の
よ
う

に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
仮
屋

か

り

や

を
建
て
、
そ
れ
ご
と
燃
や

し
た
と
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
も
っ
と
具
体
的
に
は

ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
些
事

さ

じ

を
知
り
た
い
の
で
は
な

い
。
当
時
の
こ
と
を
で
き
れ
ば

「感
覚
」
を
通
し
て

「感
じ
て
み
た
い
」
の
で
あ
る
。 

５ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「我
が
親
鸞
像
」
／

「時
代
と
親
鸞
」
養
老 

孟
司 

氏 

著 
 

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 

我
が
親
鸞
像 

 
 

養
老 

孟
司 

氏 
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そ
う
し
た
私
に
、
大
き
な
衝
撃
を
与
え
て
く
れ
た
の

は

『
九
相
詩

く

そ

う

し

絵
巻
』
で
あ
る
。
若
い
女
性
が
死
ん
で
、

そ
の
死
体
が
し
だ
い
に
変
化
し
て
い
く
。

鴉
か
ら
す

に
つ
つ

か
れ
、
犬
に
か
じ
ら
れ
、
つ
い
に
は
散
乱
す
る
白
骨
と

な
る
。
こ
れ
が
想
像
図
で
な
い
こ
と
は
、
似
た
よ
う
な

状
況
を
写
し
た
、
藤
原
新
也
氏
の
イ
ン
ド
の
ベ
ナ
レ
ス

で
の
写
真
集
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
こ
れ
を
見
た
と
き

に
、
は
じ
め
て
鎌
倉
時
代
と
い
う
も
の
が
私
の
中
で

「感
じ
ら
れ
た
」
よ
う
に
思
っ
た
。
つ
ま
り
愚
禿

ぐ

と

く

親
鸞

と
自
称
し
た
人
物
の
背
景
が
、
や

っ
と
少
し

「目
に
見

え
た
」
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
親
鸞
に
限
ら
な
い
。
道
元

ど
う
げ
ん

禅
師
、
日
蓮

に
ち
れ
ん

聖
人

も
ま
た
同
じ
で
あ
ろ
う
。
宇
治
平
等
院
に
鳳
凰
堂
が
造

ら
れ
た
時
代
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
違

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。 

 

平
安
時
代
の
中
期
は
現
代
と
同
じ
都
市
文
明
だ
が
、

鎌
倉
時
代
は
身
体
の
時
代
、
田
舎
の
時
代
だ
。
そ
の
後

私
は
そ
う
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
生
老
病
死
が

眼
前
す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
う
思
え
ば
、

『平
家
物

語
』
の
書
き
出
し
も
よ
く
理
解
で
き
る
。

『方
丈
記
』

の
書
き
出
し
も
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
い
っ
て
よ
い
の
で

は
な
か
ら
お
う
か
。 

 

つ
ま
り
は
諸
行
無
常

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、

こ
の
国
に
お
い
て
、
あ
そ
こ
で
本
当
の
意
味
で

「発
見

さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
冒
頭
に
書
か
れ

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
の
人
は
、
そ

う
は
お
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

藤
原
道
真
は
、
藤
原
氏
の
栄
華
が
永
遠
に
続
く
と

思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
情
報
化
社
会
と

い
う
。
平
安
時
代
を
情
報
化
社
会
な
ど
と
い
え
ば
、
な

ん
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
で
も
情
報
と
は

永
遠
に
続
く
も
の
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
同
じ
で
し
か

な
い
も
の
を
指
す
。
い
ま
の
自
分
の
写
真
を
撮
れ
ば
、

い
つ
ま
で
た
っ
て
も

「同
じ
」
私
の
像
が
描
か
れ
て
し

ま
う
で
は
な
い
か
。
諸
行
無
常
を
説
く

「平
家
物
語
」

の
文
章
も
、
七
百
年
以
上
前
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
の
ど
こ
が
諸
行
無
常
か
。 

 

自
分
た
ち
の
栄
華
が
い
つ
ま
で
も
続
く
と
思
う
の
も

ま
た
、
自
分
を
情
報
と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
現
代
人
の

「私
は
私
、
同
じ
私
」
も
ま
た
、
同

じ
陥
穽

か
ん
せ
い

に
陥

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
思
え
ば
、
親

鸞
の
現
代
的
意
義
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
永
遠
を

希
求
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
あ
の
時
代
に
そ
の

本
質
を
説
い
た
真
宗
の
奥
義
を
、
現
代
に
は
ま
り
込
ん

で
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
本
当
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。 

 
●
汗
牛
充
棟

（か
ん
ぎ
ゅ
う
じ
ゅ
う
か
ん
） 

 
 

蔵
書
が
き
わ
め
て
多
い
こ
と
の
形
容
。
本
が
非
常 

 

 
 

に
多
く
て
、
牛
車
に
積
ん
で
運
ぶ
と
牛
も
汗
を
か 

 
 

き
、
家
の
中
に
積
み
上
げ
れ
ば
棟
木
に
ま
で
届
い 

 
 

て
し
ま
う
か
ら
。 

 

●
陥
穽

（か
ん
せ
い
） 

 
 

人
を
お
と
し
い
れ
る
策
略
。
わ
な
。 

 
 

動
物
な
ど
を
落
ち
込
ま
せ
る
落
と
し
穴
。 

 

コ
ロ
ナ
問
題
で
変
わ
っ
て
い
く 

 
 
 

価
値
観
と
は
何
か 

 
 

養
老
孟
司
が
考
え
る
コ
ロ
ナ
論 

【♯
コ
ロ
ナ
と
ど
う
暮
ら
す
】 

６ 

 

夜
に
は
死
ぬ
と
い
う
前
提
で
毎
日
を
始
め
る 

・
・
・ 

自
分
が
日
常
を
生
き
て
行
く
と
き
に
排
す
べ
き
な
の 

は
。
本
日
の
コ
ロ
ナ
に
よ
る
志
望
者
何
名
と
い
う
神
さ 

ま
目
線
で
あ
ろ
う
。
神
様
目
線
が
生
存
に
有
効
に
な
る 

よ
う
な
社
会
を
構
築
す
べ
き
で
は
な
い
。
神
様
目
線
の 

対
極
は
文
学
の
目
線
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
の
文
学
は
伝 

統
的
に
花
鳥
風
月
を
主
題
と
し
て
き
た
。
当
た
り
前
だ 

が
、
花
鳥
風
月
は
人
で
は
な
い
。

コ
ロ
ナ
が
終
わ
っ
た 

後
に
国
民
の
中
に
対
人
の
仕
事
を
す
る
よ
り
対
物
の
仕 

事
を
す
る
傾
向
が
育
て
ば
と
願
う
。
具
体
的
に
は
職
人 

や

一
次
産
業
従
事
者
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
田
舎
暮
ら 

し
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ
れ
ば 

国
＝
社
会
の
将
来
は
明
る
い
と
思
う
。
対
人
の
グ
ロ
ー 

バ
リ
ズ
ム
に
問
題
は
多
い
が
、
対
物
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ 

ム
に
問
題
は
少
な
い
。
自
然
科
学
は
対
物
グ
ロ
ー
バ
リ 

ズ
ム
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
物
理
法
則
は
言
語 

や
文
化
の
違
い
で
変
化
し
な
い
。
対
人
よ
り
対
物
で
生 

き
る
方
が
幸
せ
だ
と
感
じ
る
人
は
多
い
と
思
う
。 

・
・
・ 

 

ア
ッ
プ
ル
の
創
始
者
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ジ
ョ
ブ
ス
は 

S
ta

y
 h

o
m

e

で
は
な
く
、S

ta
y
 h

u
n

g
ry

, 
S

ta
y
  fo

o
lish

,

と 

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
卒
業
式
の
式
辞
で
述
べ
た
。 

そ
の
真
意
は
捉
え
に
く
い
。
た
だ
し
式
辞
全
体
を
ネ
ッ 

ト
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
素
晴
ら
し
い
ス
ピ
ー
チ
と 

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
彼
は
言
う
。

「夜
に 

は
死
ぬ
と
い
う
前
提
で
毎
日
を
始
め
る
」
。

コ
ロ
ナ
は 

死
と
い
う
生
の
前
提
を
各
人
が
目
前
に
も
た
ら
し
た
。 

こ
れ
で
人
と
人
が
構
成
す
る
社
会
が
成
熟
し
な
い
は
ず 

が
な
い
。
そ
れ
を
期
待
し
て
、
本
稿
を
終
え
る
。 

（

B
o
o

k
 B

a
n

g

よ
り
抜
粋
） 

※

「対
仏・

」
と
言
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
？ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「我
が
親
鸞
像
」
／

「時
代
と
親
鸞
」
養
老 

孟
司 

氏 

著 
 

（
「別
冊 
太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 



8 

  

 

六
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

 
 

 
 

 

門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

 

一
三
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

 
 

 
 

 

親
鸞
聖
人
報
恩
講 

午
前
十

一
時 

 
  

 

一
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 

二
六
日

（土
） 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

 

二
七
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年 

十
二
月
の
行
事
予
定 

 

 

「対
人
」

「対
物
」
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と

殆
ど

「自
動
車
保
険
」
の
説
明
で
し
た
。
養
老
孟
司
さ
ん
が

仰
る

〝
「対
人
」
よ
り

「対
物
」
で
生
き
る
〟
と
い
う
考
え

は
、

〝人
間
中
心
の
生
活
、
自
己
中
心
の
生
き
方
を
し
て
き

た
こ
と
を
顧
み
て
、
自
然
の
中
で
の

一
人
と
し
て
生
き
よ
〟

と
言
う
こ
と
な
の
か
と
思
い
ま
し
た
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
中
、
直
接
、
人
が
互
い
に
合
う

こ
と
を
避
け
て
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や
メ
ー
ル
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
利

用
さ
れ
る
こ
と
は
、
手
段
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
、
こ
れ
も

「対
人
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
も
、
同
じ

「対
人
」
で
あ
れ
ば
、
ア
ナ
ロ
グ
的
な
私
に
と
っ
て
は
、
直

接
、
人
と
会
う
方
が
安
心
し
ま
す
。
お
寺
に
気
軽
に
集
ま
っ

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
私
が
所
属
す
る

「東
京
ビ
ハ
ー

ラ
」
で
は
、
現
在
、
築
地
本
願
寺
で
集
ま
っ
て
語
り
合
う
こ

と
が
出
来
ず
、
専
ら
Ｗ

ｅ
ｂ
会
議
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
会
も

〝も
と
の
よ
う
に
〟
早
く
お
顔
を
つ
き
あ

わ
せ
て
、
お
話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
な
あ
と
思
う
ば

か
り
で
す
。
し
か
し
、

〝も
と
の
よ
う
に
〟
と
思
う
の
は
、

そ
れ
が

〝当
た
り
前
〟

〝常
識
〟
と
の
思
い
込
み
が
あ
る
か

ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
東
日
本
大
震
災
で
、
多
く
の
人
が
、

〝当
た
り
前
が
、
当
た
り
前
で
な
か
っ
た
〟
と
気
付
い
た
は

ず
な
の
で
す
が
、
中
に
は
普
通
の
生
活
に
戻
り
た
い
と
の
思

い
も
捨
て
き
れ
な
い
で
今
日
ま
で
き
ま
し
た
。 

 

「対
人
」
に
対
す
る

「対
物
」
と
い
う
生
き
方
の
他
に
、

「対
仏
」
と
い
う
営
み
を
親
鸞
聖
人
た
ち
は
さ
れ
て
き
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
さ
ま
と
相
対
的
な
関
係
で
は
な

く
、
お
念
仏
に
包
ま
れ
て
い
る
生
活
感

（味
わ
い
）
と
い
う

意
味
で
。 

二
〇
二
〇
年 

十

一
月
の
行
事
予
定 

  

今い
ま

し
か
で
き
な
い
こ
と
を 

  
 

 

大
切

た
い
せ
つ

に  
 

 
 

 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
十

一
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

一
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

 
 

 
 

 
門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

  

六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

八
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
七
時 

 

一
五
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 

一
六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
二
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 

二
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
九
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

 
 

       

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

 
 ※

日
曜
礼
拝
の
時
間
を
午
前
七
時
に
繰
り
上
げ
た
い 

 

 

と
思
い
ま
す
の
で
、
お
時
間
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら 

 

是
非
、
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。 

  

 

一
日

（金
） 

元
旦
会 

午
前
七
時 

  
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
〇
日

（
日
） 

門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

 

一
六
日

（土
） 
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 
（御
正
忌
報
恩
講
） 

 

一
七
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 

二
四
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
七
時 

 

二
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

三

一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

 
 

 
 

 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

二
〇
二
一
年 

一
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
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信 

也 

口 

座 

普
通 
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