
  

 

今
年
も
残
り

一
ヶ
月
と
な
り
ま
し
た
。
振
り
返
る
と

年
始
め
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
日
本
中

を
、
世
界
中
を
席
巻
し
、
夏
は
落
ち
着
く
か
と
思
い
き

や
、
予
想
の
外
、
収
ま
る
こ
と
も
な
く
、
年
末
に
な
っ

て
は
、
更
に
重
症
者
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
る
方
も

増
え
続
け
、

一
時
も
安
心
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
お

ら
れ
る
こ
と
か
と
存
じ
あ
げ
ま
す
。 

 

テ
レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
で

「批
判
よ
り
提
案
を
」
と
い
う
言

葉
が
流
れ
ま
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
情
報
を
聞
く
度
に
、

「政

府
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
批
判
、
愚
痴
ば
か

り
言
っ
て
い
る
自
分
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
っ
て

し
ま
い
ま
す
。 

 

全
国
の
お
寺
さ
ん
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
駆
使

し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
法
話
会
や
研
修
会
を
開
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ス
キ
ル
の
な
い
私
は

た
ま
に
参
加
す
る
程
度
で
あ
り
ま
す
。 

 

当
寺
で
は
、
十
二
月
十
三
日
に
報
恩
講
さ
ん
を
執
り

行
お
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
一
年
、
永
代
経
も
春
秋
彼
岸
会
も

一
応
開
催
は

し
ま
し
た
が
、
や
は
り
不
要
不
急
の
外
出
を
控
え
て
い

た
だ
く
こ
と
か
ら
ご
参
拝
が
少
な
か
っ
た
こ
と
で
し
た

夏
に
は
、
感
染
対
策
と
し
て
、
机
に
シ
ー
ル
ド
を
着
け

た
り
、
ス
リ
ッ
パ
に
し
た
り
、
換
気
の
た
め
の
ド
ア
を

作
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、

「
の
ん
の
ん
法
話
会
」
も
開

店
休
業
中
の
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。 

 

報
恩
講
さ
ん
だ
け
は
、
何
と
か
お
参
り
が
あ
っ
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
き
て
、
感
染
が

拡
大
し
て
お
り
、
い
つ
緊
急
事
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ
て

も
お
か
し
く
な
い
状
況
に
な
り
、
報
恩
講
さ
ん
も
ご
参

拝
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

標
記
の
俳
句
は
、
小
林

一
茶
さ
ん
の
晩
年
の
作
で
す

が
、
お
子
様
を
亡
く
さ
れ
た
こ
と
、
家
族
内
遺
産
問
題

等
々
、
い
ろ
ん
な
悲
し
み
を
か
か
え
て
お
ら
れ
な
が
ら

ま
た

「と
し
の
暮
れ
」
と
は
、
晦
日
の
こ
と
で
も
あ
り

ま
し
ょ
う
が
、
ご
自
身
の
寿
命
の
こ
と
も
察
し
て
の
こ

と
で
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。 

 

「あ
な
た
任
せ
」
の
あ
な
た
と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

こ
と
で
あ
り
、

「任
せ
」
と
は
、
こ
の
悲
し
み
を
何
と

か
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
す
が
る
気
持
ち
で
は
な
く
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
大
き
な
温
か
い
お
慈
悲
を
味
わ
っ
て
お

ら
れ
る
こ
と
を
う
た
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
年
の
暮
れ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
禍
中
で

す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
に
お
任
せ
の
心
持
ち
で

お
れ
た
ら
な
あ
と
思
う
こ
と
で
す
。 

 

心
は
そ
う
で
、
呉
々
も
お
体
に
は
、
ご
用
心
い
た
だ

き
、
新
型
コ
ロ
ナ
を
は
じ
め
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

・
風

邪
に
罹
ら
な
い
よ
う
に
新
し
い
生
活
様
式
に
つ
と
め
て

い
た
だ
き
、
と
も
に
新
し
い
年
を
迎
え
た
い
と
思
い
ま

す
。 
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お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

佐藤直子さんより大きな梨を頂きました。 

ありがとうございます。 
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「御
臨
末
の
御
書
」
と

「報
恩
講
の
歌
」 

  

「和
歌
の
浦
和
の
片
男
波
の
」
で
始
ま
る

「報
恩
講

の
歌
」
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
作
詞
は
黒
瀬
知
圓

（
一
八
八
六
ー

一
九
六

一
）
、
作
曲
は
野
村
成
仁

（
一

八
七
四
ー

一
九
四
七
）
で
す
。
日
曜
学
校
の
児
童
用
讃

仏
歌
と
し
て

一
九

一
五
年
に
発
表
さ
れ
、
以
後
、
浄
土

真
宗
の
門
徒
の
間
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

「報
恩
講
の
歌
」
は
五
番
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

う
ち
、

一
番
と
二
番
と
は
、
冒
頭
に
ご
紹
介
し
た

「御

臨
末
の
御
書
」
に
取
材
し
て
い
ま
す
。 

 

本
書
は
江
戸
時
代
末
期
、

一
八
四
七
年
に
出
版
さ
れ

た

「華
園
文
庫
」
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ご
紹
介
し

た
内
容
の
前
に
は
、
親
鸞
聖
人
の
高
弟
の
一
人
、
性
信

に
対
し
て
、
間
も
な
く
往
生
を
遂
げ
て
同
信
の
門
徒
た

ち
を
浄
土
で
待
つ
ば
か
り
と
い
う
趣
旨
の
言
葉
と
、
と

も
に
ま
た
会
う
こ
と
の
で
き
る
お
浄
土
が
あ
る
こ
と
を

喜
び
合
う
、
和
歌
の
贈
答
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

「御

臨
末
の
御
書
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
冒

頭
に
ご
紹
介
し
た
親
鸞
聖
人
が
西
念
房
に
遺
さ
れ
た
と

さ
れ
る
部
分
で
し
ょ
う
。

『
註
釈
版
聖
典
』
刊
行
以
前

に
用
い
ら
れ
て
い
た
、
各
種
聖
典
の
一
部
に
も
収
載
さ

れ
て
お
り
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。 

  
 

心
温
ま
る
内
容
で
す
が

・
・
・ 

  

さ
て
、

「御
臨
末
の
御
書
」
は
、
心
温
ま
る
内
容
で

す
が
、
聖
人
の
言
葉
で
あ
る
と
言
え
る
か
、
難
し
い
問

題
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。 

 

ま
ず
、
本
書
に
は
親
鸞
聖
人
の
自
筆
は
も
ち
ろ
ん
、

古
い
写
本
等
が
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
江
戸

時
代
以
前
に
遡
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
。 

 

ま
た
、
親
鸞
聖
人
自
身
が

「お
浄
土

へ
か
え
る

（原

文
で
は

「安
養
浄
土

へ
還
帰
す
」
）
と
述
べ
ら
れ
る
部

分
も
問
題
で
す
。
つ
ま
り
聖
人
は
、
自
身
は
も
と
も
と

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
住
人
で
あ
っ
た
と
自
覚
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
阿
弥
陀

仏
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
ご
自
身
の
姿
を
次
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

は
か
り
知
れ
な
い
昔
か
ら
い
つ
も
迷
い
続
け
て
、 

 

 
 

こ
れ
か
ら
後
も
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
手
が
か
り 

 
 

が
な
い
・
・
・ 

（
『教
行
信
証

（現
代
語
版
）
』

一
七
二
頁
） 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
が
ご
自
身
に
つ
い
て
、

浄
土
か
ら
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
者
と
お
考
え
で
あ
っ
た

と
は
思
え
ま
せ
ん
。 

 

加
え
て
、
親
鸞
聖
人
が
和
歌
を
詠
ま
れ
た
か
疑
問
が

あ
り
ま
す
。
実
は
聖
人
の
和
歌
と
し
て
確
実
視
さ
れ
る

歌
は

一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
聖
人
は

「数
名
目

・
十
悪
」
と
呼
ば
れ
る
メ
モ
に
、

「綺
語
」

（う
わ
べ
だ
け
美
し
く
飾
っ
た
言
葉
）
と
註
記
さ
れ
て

い
ま
す

（
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
第
二
巻
、
九
八
五

頁
、
原
文
片
仮
名
）
。
聖
人
は
和
歌
を
詠
む
こ
と
に
必

ず
し
も
肯
定
的
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
な

お
、
聖
人
に
は
多
く
の
和
讃
が
あ
り
ま
す
が
、
和
讃
と

和
歌
と
は
形
式
が
異
な
っ
て
お
り
、
別
物
で
す
。 

 

残
念
な
が
ら

「御
臨
末
の
御
書
」
を
親
鸞
聖
人
の
作

と
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
聖
人
を
巡
る
種
々
の
伝
承

が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る

「御
臨
末

の
御
書
」
が
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 

  
 

心
の
地
盤 

  

し
か
し
な
が
ら
、

「御
臨
末
の
御
書
」
は
、
親
鸞
聖

人
を
仰
ぐ
心
情
が
、
素
直
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

冒
頭
の

「私
は
す
っ
か
り
年
老
い
て
し
ま
い
・
・
・

（原
文
で
は

「我
歳
き
は
ま
り
て

・
・
・
」
）
の
部
分

は
、

「親
鸞
聖
人
御
消
息
」
第
二
十
六
通
に
あ
る 

 
 

こ
の
身
は
、
い
ま
は
、
と
し
き
は
ま
り
て
候

へ 

 
 

ば
、
さ
だ
め
て
さ
き
だ
ち
て
往
生
し
候
は
ん
ず
れ 

 
 

ば

・
・
・ 

 
 
 

 
 
 

 
 

（七
八
五
頁
） 

を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。
ま
た
聖
人
が
往
生
さ
れ
る
こ

と
を

「お
浄
土

へ
か
え
る
」
と
受
け
止
め
て
い
く
こ
と

も
、
聖
人
が
法
然
聖
人
の
往
生
を
仰
い
で

「浄
土
に
還

帰
せ
し
め
け
り
」

（五
九
八
頁
）
と
示
さ
れ
る
こ
と
に 

１ 

 
 

御
臨
末

ご

り
ん
ま

つ

の
御
書

ご

し

ょ 

  

我わ

が
歳と

し

き
は
ま
り
て
、
安
養
浄
土

あ
ん
に
ょ
う
じ
ょ
う
ど

に
還
帰

げ

ん

き

す
と

い
ふ
と
も
、
和
歌

わ

か

の
浦
曲

う

ら

わ

の
片
男
波

か
た
お
な
み

の
寄よ

せ
か
け
寄よ

せ
か
け
帰か

え

ら
ん
に
同お

な

じ
。 

  

一
人

ひ

と

り

居い

て
喜

よ
ろ
こ

ば
は
二
人

ふ

た

り

と
思お

も

ふ
べ
し
。 

 

二
人

ふ

た

り

居い

て
喜

よ
ろ
こ

ば
は
三
人

み

た

り

と
思お

も

ふ
べ
し
。
。 

 

そ
の
一
人

い
ち
に
ん

は
親
鸞

し
ん
ら
ん

な
り
。 

  

我わ
れ

な
く
も
法の

り

は
尽つ

き
ま
じ
和
歌

わ

か

の
浦う

ら 

 
 
 

あ
を
く
さ
人び

と

の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は 

 

  
 
 

弘
長
二
歳
十

一
月 

愚
禿 

親
鸞 

満
九
十
歳 
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通
じ
ま
す
。

「御
臨
末
の
御
書
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く

内
容
が
、
親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
大
切
に
し
て
き
た
人
々

の
間
で
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
思
わ
せ
ま
す
。 

 

 

さ
ら
に
、

一
人
で
喜
べ
ば
二
人
、
二
人
で
喜
べ
ば
三

人
と
思
い
な
さ
い
、
と
い
う
内
容
は
、
純
朴
で
あ
り
な

が
ら
心
に
訴
え
る
内
容
で
す
。
親
鸞
聖
人
を
阿
弥
陀
仏

の
化
身
と
仰
ぎ
、
親
鸞
聖
人
が
、
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
が

い
つ
も
私
と
と
も
に
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
に
導
か
れ
て
、
大
い
な
る

心
の
地
盤
を
い
た
だ
い
た
者
の
述
懐
で
す
。 

 

「御
臨
末
の
御
書
」
は
、
親
鸞
聖
人
に
つ
い
て
の
一

つ
の
伝
承
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
こ

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
親
鸞
聖
人
が
ま
さ
し
く

私
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
さ
れ
た
、
阿
弥
陀
仏
の
大
い
な

る
は
た
ら
き
な
の
で
す
。 

（
『季
刊
せ
い
て
ん
№
一
二
五
』
よ
り
） 

   

私
た
ち
の
先
人
の
方
々
は
、
毎
年

「報
恩
講
」
を
お

迎
え
す
る
度
に
、
親
鸞
聖
人
が
法
然
聖
人
を
お
浄
土
か

ら
還
来
な
さ
っ
た
仏

・
菩
薩
と
味
わ
わ
れ
た
よ
う
に
、

正
し
く
親
鸞
聖
人
を
還
相
の
仏

・
菩
薩
と
尊
ば
れ
て
こ

ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
を

「宗
祖
」
と
お
呼
び
し
て
お
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
、
ご
先
祖
を
崇
拝
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
親
鸞
聖
人
の
御
往
生

（御
命
日
）
を
期
し
て
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
の
は
た
ら
き
が
私
の
う
え
に
、

あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
共
々
に
よ
ろ
こ
ん

で
こ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

「報
恩
講
」
を
ご
縁
と
し
て
、
何
回
も
親
鸞
聖
人
の

歩
み
を
拝
見
し
て
、
私
た
ち
に
伝
え
述
べ
ら
れ
て
来
ら

れ
た
こ
と
を
、
ご

一
緒
に
学
ん
で
参
り
ま
し
ょ
う
。 

（住
職
） 

〈参
考
〉 

 
 

親
鸞
聖
人
の
生
涯 

（
『
浄
土
真
宗
必
携 

み
教
え
と
歩
む
』
よ
り
抜
粋
） 

 

聖
人
は
承
安

じ
ょ
う
あ
ん

三

（
一
一
七
三
）
年
、
日
野

ひ

の

有あ
り

範の
り

の
子

と
し
て
京
都
東
南
郊
外
の
日
野
の
地
で
誕
生
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
母
は
江
戸
時
代
に

「吉
光

き
っ
こ
う

尼に

」
と
の
名
も

浮
上
し
ま
す
が
、
確
実
な
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
人
は

治
承

じ
し
ょ
う

五

（
一
一
八

一
）
年
春
、
九
歳
の
時
に
伯
父
の
日
野

範の
り

綱つ
な

に
伴
わ
れ
て
、
慈
円
の
も
と
で
得
度
し
て
、
範は

ん

宴ね
ん

と

称
し
ま
し
た
。
ま
た
聖
人
の
誕
生
日
は
旧
暦
で
四
月

一

日
、
現
代
の
太
陽
暦
で
は
五
月
二
十

一
日
で
す
。
こ
れ
も

江
戸
時
代
前
期
よ
り
、
高
田
派

た

か

だ

は

の
学
僧
普

が
く
そ
う
ふ

門も
ん

が
唱
え
た
も

の
で
、
そ
れ
を
本
願
寺
が
採
用
し
た
日
付
で
す
。 

聖
人
は
建
仁
三

（
一
二
〇
三
）
年
四
月
、
六
角
堂

ろ
っ
か
く
ど
う

の

救
世

く

ぜ

観
音

か
ん
の
ん

の
夢
告

む

こ

く

を
得
て
、
間
も
な
く
婚
姻
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
恵え

信し
ん

尼に

と
結
婚
し
、
小
黒

お
ぐ
ろ
の

女

房

に
ょ
う
ぼ
う

・
慈
信
坊
善
鸞

じ
し
ん
ぼ
う
ぜ
ん
ら
ん

・
信し

ん

蓮
坊

れ
ん
ぼ
う

明
信

み
ょ
う
し
ん

・
益
方

ま
す
か
た

大
夫

た

い
ふ

入
道

に
ゅ
う
ど
う

有
房

あ
り
ふ
さ

（道
性
）

・
高
野

た
か
の
の

禅ぜ
ん

尼に

・
覚か

く

信し
ん

尼に

が
生
ま
れ

ま
し
た
。
恵
信
尼
は
越
後

え

ち

ご

介
の
す
け

三
善

み

よ

し

為た
め

教の
り

の
娘
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「日
野

ひ

の

一
流

い
ち
り
ゅ
う

系
図

け

い
ず

」
に
は
、
別

に
範は

ん

意い

（
即
生

そ
く
し
ょ
う

）
と
い
う
子
息
も
記
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

な
お
、
室
町
時
代
成
立
の

「親
鸞

し
ん
ら
ん

聖

人

し
ょ
う
に
ん

御
因
縁

ご

い
ん
ね
ん

」
に

は
九
条
兼

く
じ
ょ
う
か
ね

実ざ
ね

の
娘
玉た

ま

日び

と
結
婚
し
た
と
伝
承
さ
れ
、
そ
れ

が
先
の
系
図
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
た
め
、
聖
人
最
初
の
妻

は
玉
日
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。 

親
鸞
聖
人
は
比
叡
山
で
の
二
十
年
間
、
さ
と
り
の
道
を

探
求
し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
の
活
動
は

「恵え

信し
ん

尼に

文
書

も
ん
じ
ょ

」

に

「堂ど
う

僧そ
う

」

（
常

じ
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

三
昧
堂

ざ
ん
ま
い
ど
う

に
奉
仕
す
る
僧
）
と
確
認

さ
れ
る
の
み
で
す
。
世
俗
化
す
る
比
叡
山

へ
の
失
望
か
、

自
力

じ

り

き

の
行

ぎ
ょ
う

で
は
煩
悩
を
断
ち
切
れ
な
い
自
己

へ
の
絶
望

か
、
つ
い
に
山
を
下
り
て
、
建
仁
元

（
一
二
〇

一
）
年
、

二
十
九
歳
の
時
、
聖
人
は
六
角
堂
で
百
日
間
お
堂
に
籠
も

る
参
籠
を
志
し
ま
し
た
。
九
十
五
日
目
の
明
け
方
、

聖
徳
太
子

し
ょ
う
と
く
た
い
し

が
現
わ
れ
て
言
葉
を
告
げ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と

を
恵
信
尼
文
書
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
聖
人
は
太
子
の

示
現

じ
げ

ん

を
得
て
、
東

山

ひ
が
し
や
ま

吉
水

よ
し
み
ず

で
専
修

せ
ん
じ
ゅ

念
仏

ね
ん
ぶ
つ

を
説
く
源げ

ん

空く
う

聖

人

し
ょ
う
に
ん

（法ほ
う

然ね
ん

聖

人

し
ょ
う
に
ん

）
の
も
と
に
百
日
の
間
通
い
、
つ
い

に
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
帰き

す
る
身
と
な
り
、
源
空
聖
人

門も
ん

下か

に
入
り
ま
し
た
。 

 

源
空
聖
人
は
当
時
六
十
九
歳
で
、
専
修
念
仏
に
帰
依
し

て
す
で
に
二
十
六
年
が
経
過
し
て
い
ま
し
た
。
源
空
聖
人

は
、
建
久
九

（
一
一
九
八
）
年
に
九
条
兼
実
の
求
め
で

『

選
択

せ
ん
じ
ゃ
く

本
願

ほ
ん
が
ん

念
仏
集

ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う

』
を
著
わ
し
て
、
そ
の
念
仏
の
教
え

は
貴
族
や
武
士
、
そ
し
て
民
衆
に
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

門
下
で
の
親
鸞
聖
人
は
、
四
年
後

『
選
択
本
願
念
仏

集
』
の
書
写

し
ょ
し
ゃ

と

「源
空
影
像

え
い
ぞ
う

」

（肖
像
画
）
製
作
を
許
さ

れ
る
高
弟
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
比
叡
山
な
ど
か
ら
強
い

批
判
を
受
け
て
い
た
源
空
聖
人
で
し
た
が
、
元
久

げ
ん
き
ゅ
う

元

（
一
二
〇
四
）
年
、
比
叡
山
の
衆し

ゅ

徒と

が
源
空
聖
人
の
念
仏

を
停
止

ち
ょ
う
じ

す
る
決
議
を
し
た
た
め
、

「七
箇
条
の
制せ

い

誡か
い

」
を

書
い
て
専
修
念
仏
者
の
自
戒
を
記
し
、
こ
れ
に

一
九
〇
人 
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の
門
弟
が
署
名
し
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は

「僧 

綽
し
ゃ
く

空く
う

」
と
署
名
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
、
興
福
寺
が
九
箇

条
を
書
き
留
め
て

「興
福
寺
奏

状

そ
う
じ
ょ
う

」
、
専
修
念
仏
の
停

止
を
朝
廷
に
訴
え
ま
し
た
。
そ
し
て
後ご

鳥
羽

と

ば

上
皇

じ
ょ
う
こ
う

の
女

房
が
別
時
念
仏
に
出
か
け
て
出
家
す
る
出
来
事
を
契
機

に
、
上
皇
に
よ
り
健
永
二

（
一
二
〇
七
）
年
二
月
、
専
修

念
仏
の
停
止
を
命
じ
ら
れ
、
安
楽
房

あ
ん
ら
く
ぼ
う

な
ど
の
弟
子
が
死

罪
、
源
空
聖
人
と
親
鸞
聖
人
は
讃
岐

さ

ぬ

き

（香
川
県
）
と
越
後

え

ち

ご

（新
潟
県
）

へ
そ
れ
ぞ
れ
配
流

は

い

る

に
さ
れ
ま
し
た
。

（
「

承

元

じ
ょ
う
げ
ん

（建け
ん

永え
い

）
の
法
難

ほ
う
な
ん

」
）
。
聖
人
は
、
藤
井
善よ

し

信ざ
ね

と

い
う
俗
名
を
つ
け
ら
れ
、
妻
の
恵
信
尼
ら
家
族
と
と
も
に

越
後
に
赴

お
も
む

き
ま
し
た
。 

 

こ
の
流
罪
に

つ
い
て
聖
人
は
、

『
教

き
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

信

証

し
ん
し
ょ
う

』

（
『
顕け

ん

浄
土

じ
ょ
う
ど

真
実

し
ん
じ
つ

教
き
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

証
文
類

し
ょ
う
も
ん
る
い

』
）
の
な
か
で

「主し
ゅ

上

臣

じ
ょ
う
し
ん

下か

、
法ほ

う

に
背そ

む

き
義ぎ

に
違い

し
、
忿い

か

り
を
成な

し
怨う

ら

み
を

結む
す

ぶ
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
真

宗

し
ん
し
ゅ
う

興
隆

こ
う
り
ゅ
う

の
太
祖
源

た

い
そ
げ

ん

空く
う

法
師

ほ

っ
し

な
ら
び
に
門
徒
数

も

ん

と

す

輩は
い

、
罪
科

ざ

い

か

を
考

か
ん
が

へ
ず
、
猥み

だ

り
が
は
し

く
死
罪

し
ざ

い

に
坐つ

み

す
。
あ
る
い
は
僧そ

う

儀ぎ

を

改
あ
ら
た

め
て
姓

名

し
ょ
う
み
ょ
う

を

賜た
も

う
て
遠
流

お

ん

る

に
処し

ょ

す
。
予よ

は
そ
の

一
ひ
と

つ
な
り
。
し
か
れ

ば
、
す
で
に
僧そ

う

に
あ
ら
ず
俗ぞ

く

に
あ
ら
ず
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
禿と

く

の
字じ

を
も
っ
て
姓

し
ょ
う

と
す
」

（
『
註
釈
版
聖
典
』
四
七

一

～
四
七
二
頁
）
と
記
し
て
い
ま
す
。
聖
人
は
後
鳥
羽
上
皇

の
不
当
な
専
修
念
仏
弾
圧
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
も
は

や
国
家
の
繁
栄
を
願
う
僧
で
は
な
く
、
ま
た
、
世
俗
に
迎

合
す
る

「俗
」
で
も
な
い
こ
と
を
表
明
さ
れ
ま
し
た
。 

 

た
だ
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
流
罪
生
活
が
、
民
衆
世
界

へ

の
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
契
機
と
な
り
、
宗
教
体
験
、
思

索
を
深
め
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
事

実
、
聖
人
の
思
想
の
集
大
成

『教
行
信
証
』
は
、
関
東
在

国
中
に
執
筆
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。
聖
人
は
建

暦

け
ん
り
ゃ
く

元

（
一
二

一
一
）
年
、
赦
免

し
ゃ
め
ん

の
あ
と
も
越
後
に
と
ど
ま
り
、

建
保

け
ん
ぽ
う

二

（
一
二

一
四
）
年
、
常
陸

ひ

た

ち

（茨
城
県
）
に
向
か
い

ま
し
た
。
関
東

へ
の
移
動
ル
ー
ト
は

「恵
信
尼
文
書
」
の

な
か
に
上
野

こ
う
ず
け

国
の
く
に

佐
貫

さ

ぬ

き

（群
馬
県
）
が
み
え
る
程
度
で
、

こ
れ
以
外
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

聖
人
は
常
陸
を
中
心
に
伝
道
に
つ
と
め
ま
し
た
。
聖
人

の
門
弟

の
名

前

を

記

し
た

『「

親
鸞
聖
人
門
侶
交

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん
も
ん
り
ょ
き
ょ
う

名

牒

み
ょ
う
ち
ょ
う

』
が
あ
り
ま
す
。
常
陸
二
十

・
下
総

し
も
ふ
さ

五

・
下
野

し
も
つ
け

五

・
武
蔵

む

さ

し

一
・
陸
奥

む

つ

七

・
越え

ち

後ご

一
・
遠

江

と
お
と
う
み

一
・
京
都

八

・
合
計
四
十
八
人
の
門
弟
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
名

簿
の
外
に
も
手
紙
な
ど
に
も
三
十
人
は
ど
の
名
が
記
さ
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
門
弟
の
も
と
に
集
う
門
徒
が
い
た

の
で
、
か
な
り
の
門
徒
数
に
な
り
ま
す
。 

 

聖
人
の
門
弟
は
、
拠
点
と
し
た
地
域
名
を
集
団
の
名
称

と
し
て
い
ま
し
た
。
下
野
国
高
田

た

か

だ

の
真
仏

し
ん
ぶ
つ

・
顕け

ん

智ち

を
中
心

と
す
る
高
田
門
徒
、
下
総
国
横よ

こ

曽
根

そ

ね

の
性

し
ょ
う

信し
ん

を
中
心
と

す
る
横
曽
根
門
徒
、
常
陸
国
の
教
念
を
中
心
と
す
る
布
川

門
徒
、
順
信
を
中
心
と
す
る
鹿
島
門
徒
、
善

性

ぜ
ん
し
ょ
う

を
中
心

と
す
る
蕗

ふ
う
き

田た

門
徒
、
武
蔵
国
の
光
信
を
中
心
と
す
る
荒

木
門
徒
、
下
総
国
の
常
念
を
中
心
と
す
る
佐
島
門
徒
な

ど
、
聖
人
は
、
念
仏
の
教
え
に
集
う
人
び
と
を
同
朋

ど
う
ぼ
う

と
い

い
、
門
徒
は
信
心
の
集
団

（教
団
）
を
つ
く
り
出
し
た
の

で
し
た
。 

 

聖
人
は
関
東
で
の
伝
道
活
動
を
門
弟
に
ゆ
だ
ね
、
嘉か

禎て
い

元

（
一
二
三
五
）
年
頃
、
京
都

へ
帰
洛
し
ま
す
。
京
都
で

の
聖
人
は
子
息
善
鸞

ぜ
ん
ら
ん

に
よ
る
念
仏
の
ま
ち
が

っ
た
伝
授

で
、
関
東
門
弟
の
動
揺
が
お
こ
り
、
善
鸞
を
義
絶
す
る
な

ど
、
悲
痛
な
事
件
も
あ
り
ま
し
た
。
聖
人
は
、
関
東
時
代

に
執
筆
を
は
じ
め
た

『教
行
信
証
』
を
、
京
都
で
も
改
訂

を
続
け
る
な
ど
、
晩
年
、
著
述
活
動
に
力
を
そ
そ
ぎ
ま
し

た
。 

 

聖
人
の
著
作
は
多
数
に
上
り
ま
す
が
、
宝
治

ほ

う

じ

二

（
一
二

四

八
）
年

七

十

六
歳

の
と

き

『
浄
土
和
讃

じ
ょ
う
ど
わ
さ
ん

』

『
高こ

う

僧
和
讃

そ
う
わ
さ
ん

』
、
建け

ん

長
ち
ょ
う

二

（
一
二
五
〇
）
年
七
十
八
歳
の
と

き

『
唯
信
鈔

ゆ
い
し
ん
し
ょ
う

文
意

も

ん

い

』
、
建
長
七

（
一
二
五
五
）
年
八
十

三
歳
の
と
き

『尊
号

そ
ん
ご
う

真
像

し
ん
ぞ
う

銘
文

め
い
も
ん

』

（略
本
）

『
愚
禿
鈔

ぐ
と
く
し
ょ
う

』

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃

こ
う
た
い
し
し
ょ
う
と
く
ほ
う
さ
ん

』
、
正
嘉

し
ょ
う
か

二

（
一
二
五
八
）
年
八
十

六
歳
の
と
き

『
正
像
末
和
讃

し
ょ
う
ぞ
う
ま
つ
わ
さ
ん

』
、
文
応

ぶ
ん
お
う

元

（
一
二
六
〇
）

年
八
十
八
歳
の
と
き

『
弥
陀

み

だ

如
来

に
ょ
ら
い

名

号

み
ょ
う
ご
う

徳と
く

』
な
ど
を
精

力
的
に
書
き
ま
し
た
。 

 

聖
人
は
、
弘こ

う

長
ち
ょ
う

二
年
十

一
月
下
旬
か
ら
体
調
を
く
ず

し
、
つ
い
に
二
十
八
日
、
三
条

さ
ん
じ
ょ
う

富
と
み
の

小
路

こ
う

じ

の
善
法
坊

ぜ
ん
ぽ
う
ぼ
う

で
示じ

寂
じ
ゃ
く

し
ま
し
た
。
現
在
の
暦
で
は

一
二
六
三
年

一
月
十
六

日
に
あ
た
り
ま
す
。
聖
人
の
臨

終

り
ん
じ
ゅ
う

に
は
、
覚
信
尼
と

益
方

ま
す
か
た

入
道

に
ゅ
う
ど
う

（道
性
）
の
肉
親
と
と
も
に
、
門
弟
の
遠

江

と
お
と
う
み

池
田
の
専
信
や
顕
智
ら
も
立
ち
会
い
ま
し
た
。

「僧
に
あ

ら
ず
、
俗
に
あ
ら
ず
」

「愚ぐ

禿と
く

」
を
貫
い
た
九
十
歳
の
生

涯
で
し
た
。 

 

３ 
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名
号
と
は
何
か 

出
雲
路 

修
氏 

 

大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す

る
な
り
。 

  

「仏
」 

  

仏
教
で
は
、

「仏

（目
覚
め
た
者
）
と
成
る
こ
と
が

め
ざ
さ
れ
る
。
そ
の
到
達
点
で
あ
る
目
覚
め
の
境
地

・

仏
の
さ
と
り
の
境
地
は
、
人
間
の
認
識
を
超
え
言
語
を

超
越
し
た
も
の
と
さ
れ
た
。 

 

言
語
を
超
越
し
人
間
の
認
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
仏

は
ｋ
屹
立
す
る
。 

 

親
鸞
に
お
い
て
も 

  
 

如
来
、
清
浄
ノ
真
心
ヲ
以
テ
円
融
無
碍
不
可
思
議 

 
 

 
 

不
可
称
不
可
説
ノ
至
徳
ヲ
成
就
シ
タ
マ
ヘ
リ
。 

 
 

（仏
は
、
清
浄
の
真
心
で
円
融

・
無
碍

・
不
可
思 

 
 

議

・
不
可
称

・
不
可
説
の
至
徳
を
成
就
し
た
。
） 

（
『教
行
信
証
』
信
巻
） 

 

と
あ
る
よ
う

に
、
仏

の
境
地

は

「思
議
」

「称
」

「説
」
を
超
越
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
い
う
ま

で
も
な
い
。
思
惟
や
言
語
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
仏
の

境
地
が
あ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
僧
肇

そ
う
じ
ょ
う

（三
八
四
～
四

一
四
）
の

『
維
摩

詰
経
序
』

（
『
出
三
蔵
記
集
』
）
に 

  
 

然
群
生
長
寝
、
非
言
莫
暁
、 

 
 

「然
レ
ド
モ
群
生
長
ク
寝
タ
リ
、
言
ニ
非
ラ
ザ
レ 

 

 
 

バ
暁
ル
コ
ト
ナ
シ
。
」 

 
 

（長
い
眠
り
に
あ
る
衆
生
は
、
言
語
に
よ
っ
て
は 

 
 

じ
め
て
目
覚
め
る
の
だ
。
） 

 

と
あ
る
よ
う
に
、
迷
い
の
生
死
を
く
り
返
し
て
い
る
衆

生
が
仏
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
さ
に
言
語
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
の
境
地
は
、
言
語
表
現
さ
れ
て
は

じ
め
て
わ
れ
わ
れ
に
理
解
さ
れ
る
の
だ
。 

  

「名
」 
  

親
鸞
は
、
言
語
を
超
越
し
人
間
の
認
識
を
超
え
た
仏

が
、
人
間
の
認
識
の
世
界

へ

「な

（名
）
」
と
し
て
現

わ
れ
来
る
こ
と
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。 

  
 

 

仏
性
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
法 

 

 
 

身
な
り
。
法
身
は
、
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま 

 
 

し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ 

 
 

ず
、
こ
と
ば
も
た

へ
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た 

 
 

ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
御
す
が 

 
 

た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
ひ 

 
 

て
、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
あ
ら
わ
れ 

 
 

た
ま
ふ
御
か
た
ち
お
ば
、
世
親
菩
薩
は
尽
十
方
無 

 
 

礙
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま

へ
り
。 

 
 

（
「仏
性
」
は
す
な
わ
ち
法
性
で
あ
る
。
法
性
は 

 
 

す
な
わ
ち
法
身
で
あ
る
。
法
身
は
、
色
も
な
く
、 

 
 

か
た
ち
も
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
こ
ろ
も
到
達
す
る 

 
 

こ
と
が
で
き
ず
、
こ
と
ば
も
絶
え
て
し
ま
っ
た
。 

 
 

こ
の
一
如
の
真
実
界
よ
り
か
た
ち
を
現
わ
し
て
、 

 
 

方
便
法
身
と
い
う
御
す
が
た
を
示
し
現
わ
し
て
、 

 
 

「法
蔵
比
丘
」
と
名
の
り
、
不
可
思
議
の
大
誓
願 

 
 

を
お
こ
し
て
現
わ
れ
た
か
た
ち
を
、
世
親
菩
薩
は 

 
 

尽
十
方
無
礙
光
如
来

〈阿
弥
陀
仏
〉
と
名
づ
け
た 

 
 

の
で
あ
る
。
） 

（
『唯
信
鈔
文
意
』
） 

  
 
 

こ
の
一
如
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、 

 
 

法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、
無
碍
の
ち
か
ひ 

 
 

を
お
こ
し
た
ま
ふ
を
た
ね
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
と 

 
 

な
り
た
ま
ふ
が
ゆ
へ
に
、
報
身
如
来
と
ま
ふ
す
な 

 
 

り
。
こ
れ
を
尽
十
方
無
礙
光
如
来
と
な
づ
け
た
て 

 
 

ま
つ
れ
る
な
り
。
こ
の
如
来
を
南
無
不
可
思
議
光 

 
 

と
も
ま
ふ
す
な
り
。
こ
の
如
来
を
方
便
法
身
と
は 

 
 

ま
ふ
す
な
り
。
方
便
と
ま
ふ
す
は
、
か
た
ち
を
あ 

 
 

ら
わ
し
御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た 

 
 

ま
ふ
を
ま
ふ
す
な
り
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
な 

 
 

り
。 

 
 

（こ
の
一
如
の
真
実
の
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
現
わ 

 
 

し
て
、
法
蔵
菩
薩
と
名
の
っ
て
無
碍
の
誓
い
を
お 

 
 

こ
し
た
こ
と
を
因
と
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
の 

 
 

で
、

「報
身
如
来
」
と
い
う
。
こ
れ
を
尽
十
方
無 

 
 

礙
光
如
来
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
如
来
を 

 
 

南
無
不
可
思
議
光
仏
と
も
い
う
。
こ
の
如
来
を
方 

 
 

便
法
身
と
い
う
。

「方
便
」
と
い
う
の
は
、
か
た 

 
 

ち
を
現
わ
し
御
名
を
示
し
て
、
衆
生
に
知
ら
せ
る 

 
 

こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
で 

 
 

あ
る
。
） 

（
『
一
念
多
念
文
意
』
） 

 

４ 

 

 
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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人
間
の
認
識
を
超
え
た
仏
が
人
間
の
認
識
の
世
界
に

も
た
ら
さ
れ
る
。

「か
た
ち
を
あ
ら
わ
し

・
な
の
り
た

ま
ひ
て
」

「か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
御
な
を
し
め
し
て
」

と
あ
る
よ
う
に

「な

（名
）
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
言

語
と
し
て
、

「か
た
ち
」
の
な
い
仏
は
人
間
の
認
識
の

世
界
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
が

「阿
弥
陀
仏
」
な
の

だ
。 

 

「言
語
を
超
越
し
、
決
し
て
言
語
表
現
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
仏
の
境
地
」
が
言
語
表
現
さ
れ
た
の
が

「阿
弥

陀
仏
」
な
の
だ
、
と
説
か
れ
る
。
仏
と
わ
れ
わ
れ
を

へ

だ
て
る
深
淵
に
架
橋
さ
れ
る
言
語
表
現
が

「阿
弥
陀

仏
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
人
間
の
認
識
を
超
え
た
仏
が
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
に
し
て
言
語
表
現
さ
れ
、

「名
」
と
し
て
人
間
の

認
識
の
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
。 

  
 

如
来
ノ
功
徳

ハ
仏
ノ
ミ
自
ヅ
カ
ラ
知
セ
リ
。
タ
ダ 

 
 

世
尊

マ
シ
マ
シ
テ
ヨ
ク
開
示
シ
タ
マ
フ
。 

 
 

（仏
の
功
徳
は
仏
だ
け
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

仏
だ
け
が
そ
れ
を
人
び
と
に
示
す
こ
と
が
で
き 

 
 

る
。
） 

（
『教
行
信
証
』
信
巻
、

『無
量
寿
如
来
会
』
巻
下
） 

 

と
あ
る
。
仏
の
境
地
は
仏
に
よ
っ
て
の
み
言
語
表
現
さ

れ
る
の
だ
。
仏
で
あ
る
か
ら
こ
そ
み
ず
か
ら
の
境
地
、

仏
の
境
地
を
言
語
表
現
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。 

 

こ
の
言
語
表
現
は
、 

  
 

大
行
ト
イ
フ
ハ
、
ス
ナ
八
チ
無
礙
光
如
来
ノ
名
ヲ 

 
 

称
ズ
ル
ナ
リ
。 

 
 

（仏
の
偉
大
な
る
行
と
は
、
無
礙
光
如
来

〈阿
弥 

 
 

陀
仏
〉
の
名
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
） 

（
『教
行
信
証
』
行
巻
） 

 

と
あ
る
よ
う
に
、

「仏
に
よ
る
行
為

（大
行
）
」
で
あ

る
。 

 

「阿
弥
陀
仏
」
を
述
べ
る
こ
と
、
言
語
に
よ
っ
て
仏

を
表
現
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
言
語
を
超

え
た
、
仏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
し
う
る
行
為

（大

行
）
で
あ
る
。 

 

仏
の

「名
」
は
仏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
称
え
ら
れ

る
。
仏
み
ず
か
ら
に
よ
る
仏
の
境
地
の
言
語
表
現
で
あ

る
。
こ
れ
が

「仏
の
名
号
」
で
あ
る
。 

  

「名
を
聞
く
」 

  

「聞
く
」
と
い
う
地
点
に
、
親
鸞
の

「信
」
は
成
立

す
る
。 

  
 

「聞
其
名
号
」
と
い
ふ
は
、
本
願
の
名
号
を
き 

 
 

く
、
と
の
た
ま

へ
る
な
り
。
き
く
と
い
ふ
は
、
本 

 
 

願
を
き
き
て
う
た
が
ふ
こ
こ
ろ
な
き
を

「聞
」
と 

 
 

い
ふ
な
り
。
ま
た
、
き
く
と
い
ふ
は
、
信
心
を
あ 

 
 

ら
わ
す
御
の
り
な
り
。 

 
 

（
「聞
其
名
号
」
と
い
う
の
は
、
本
願
の
名
号
を 

 
 

聞
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「聞
く
」
と
い
う
の 

 
 

は
、
本
願
を
聞
い
て
疑
う
心
の
な
い
の
を

「聞
」 

 
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「聞
く
」
と
い
う
の 

 
 

は
、
信
心
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。
） 

  

「名
号
」
を

「聞
く
」
、
そ
こ
に

「信
」
が
成
立
す

る
、
と
さ
れ
る
。
そ
の

「名
号
」

「名
」
こ
そ
仏
に

よ
っ
て
称
さ
れ
た

「名
」
、
仏
み
ず
か
ら
に
よ
る
仏
の

境
地
の
言
語
表
現
、
で
あ
る
。 

 

 
 

十
方
恒
沙
ノ
諸
仏
如
来
、
ミ
ナ
共
ニ
無
量
寿
仏
ノ 

 
 

威
神
功
徳
不
可
思
議
ナ
ル
ヲ
讃
嘆
シ
タ
マ
フ
。
ア 

 
 

ラ
ユ
ル
衆
生
、
其
ノ
名
号
ヲ
聞
キ
テ
、
信
心
歓
喜 

 
 

セ
ム
コ
ト
乃
至

一
念
セ
ム
。
至
心
ニ
回
向
セ
シ
メ 

 
 

タ
マ
ヘ
リ
。
彼
ノ
国
ニ
生
ゼ
ム
ト
願
ゼ
バ
、
ス
ナ 

 
 

八
チ
往
生
ヲ
得
、
不
退
転

ニ
住
セ
ム
。 

 
 

（十
方
恒
沙
の
す
べ
て
の
仏
は
み
な
、
無
量
寿
仏 

 
 

〈阿
弥
陀
仏
〉
の
威
神
功
徳
の
不
可
思
議
で
あ
る 

 
 

の
を
讃
嘆
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
衆
生
は
、
仏
に 

 
 

よ
っ
て
称
え
ら
れ
た
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
し
歓 

 
 

喜
す
る
こ
と
乃
至

一
念
で
あ
ろ
う
。
無
量
寿
仏 

 
 

 
 

〈阿
弥
陀
仏
〉
は
至
心
に
衆
生
に
回
向
し
て
い
る 

 
 

の
だ
か
ら
。
無
量
寿
仏

〈阿
弥
陀
仏
〉
の
国
に
生 

 
 

ま
れ
よ
う
と
願
う
な
ら
ば
そ
の
時
に
、
た
だ
ち
に 

 
 

そ
の
国
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
、
不
退
転
に
住 

 
 

す
る
の
だ
。
） 

（
『無
量
寿
経
』
巻
下
） 

  

「信
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
に
用
い
る
意
味
で

の

「信
」
で
は
な
い
。
親
鸞
の
用
語
と
し
て
は
、

「真

実
」
と
い
っ
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
。
自
己
に
お
い

て
真
実
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

み
ず
か
ら
の
境
地
を
言
語
表
現
す
る
仏
。 

 

言
語
表
現
さ
れ
た
仏
の
境
地

「阿
弥
陀
仏
」
と
い
う

表
現
を
、

「聞
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
仏
の

「真
実
」
を

自
己
に
確
立
す
る
わ
れ
わ
れ
。 

 

言
語
表
現
を
お
こ
な
う
者
と
そ
れ
を
聞
く
者
と
は
、

同
じ
地
平
に
立
つ
の
で
あ
る
。 

  

「南
無
」 

  

名
号
は

「な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
の
か
た
ち
で
示
さ
れ

る
。
現
代
で
は

「な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
さ
れ
る
こ
と 

５ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「名
号
と
は
何
か
」 

出
雲
路 

修 

氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 
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が
多
い
が
、
親
鸞
の
時
代
に
は

「な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」

と
読
ま
れ
た
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、

「南
無
」
と

「阿
弥
陀
仏
」
と
の
ふ
た

つ
の
部
分
よ
り
成

っ
て
い

る
。 

 

「南
無
」
と
は
何
か
。

「阿
弥
陀
仏
」
と
は
何
か
。

「南
無
」
も

「阿
弥
陀
仏
」
も
、
単
に
発
音
を
示
す
た

め
だ
け
に
感
じ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

「南

無
」
は

「南
方
」
や

「無

い
」
と
い
っ
た
意
味
に
は

ま

っ
た
く
関
係
な
い
表
現
で
あ

っ
て
、n

a
m

o

と
い
う

発
音
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

「南
無
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、

「信
順
す
る
」

「敬

礼
す
る
」
と
い
っ
た
意
の
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

n
a
m

o

の
変
化
形
の
ひ
と
つ
がn

a
m

o

で
あ
る
。
中
国
で

は
、
そ
のna

m
o

と
い
う
発
音
を
表
わ
す
た
め
に
感
じ

を
あ
て
て

「南
无
」
と
し
た
。 

 

「无
」
の
音
は

「も
」
で
あ
る
。
だ
が
、

「无
」
に

は

「も
」
の
音
と
と
も
に

「む
」
の
音
も
あ
る
の
で
、

「な
も
」
と
も

「な
む
」
と
も
読
ま
れ
、
さ
ら
に
さ
ま

ざ
ま
な
漢
字
が
あ
て
ら
れ
た
。 

 
n
a
m

o
s

（

n
a
m

o

）
は

「信
順
す
る
」

「敬
礼
す
る
」

と
い
っ
た
意
で
あ
り
、
こ
の
語
の
あ
と
に
信
順
の
対

象

・
敬
礼
の
対
象
を
示
す
語
が

つ
づ
け
る
こ
と
が
多

い
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、

「南
無
」
と
い
う
語
の

あ
と
に
信
順
の
対
象

・
敬
礼
の
対
象
で
あ
る

「阿
弥
陀

仏
」
と
い
う
仏
の
名
を
続
け
た
も
の
。

「阿
弥
陀
仏
」

を
敬
う
気
持
ち
を
表
わ
し
た
も
の
な
の
だ
。 

 

「阿
弥
陀
仏
」
は
、A

m
itā

y
u

s-b
u

d
d

h
a

（限
り
な

き
命

の
仏
）
とA
m

itā
b

h
a
-b

u
d

d
h
a

（限
り
な
き
光
の

仏
）
と
の
、
二
つ
の
意
味
を
含
ん
だ
名
を
も
つ
仏
で
あ

る
。
親
鸞
の
場
合
、

「尽
十
方
無
礙
光
如
来

（す
べ
て

の
方
向
に
遮
る
も
の
の
な
い
光
の
仏
）
」

「不
可
思
議

光
仏

（人
間
の
認
識
を
超
え
た
光
の
仏
）
」
と
い
っ
た

「光
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
訳
語
の
か
た
ち
で
用
い

る
こ
と
が
多
い
。
親
鸞
は

「真
実
」
の
世
界
を

「光
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
叙
述
す
る
の
で
あ
る
。 

 

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
、

「限
り
な
き
命
の
仏

・

限
り
な
き
光
の
仏
に
帰
順
す
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
。 

 
n
a
m

o
s

（

n
a
m

o

）
の
訳
語
と
し
て
は

「帰
命
」
と
い

う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

「帰
命
」

は
、

「命
」
を
生
命
の
意
に
解
し
て

「信
順
す
る
対
象

に
自
己
の
い
の
ち
を
帰
趣
さ
せ
る
」
意
と
さ
れ
た
り
、

「命
」
を
命
令
の
意
に
解
し
て

「信
順
す
る
対
象
の
命

令
に
帰
順
す
る
」
意
と
さ
れ
た
り
す
る
。 

 

親
鸞
の
場
合
は
、

「帰
命
」
の

「命
」
は
命
令
の
意

と
し
て
解
さ
れ
た
。 

  

「南
無
阿
弥
陀
仏
」 

  

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
ふ
た

と
お
り
の
把
握
が
な
さ
れ
る
。 

 
ま
ず
、 

 

是
ヲ
以
テ
、

「帰
命
」
ハ
本
願
招
喚
ノ
勅
命
ナ
リ
。 

（だ
か
ら

「帰
命
」
と
い
う
の
は
、
本
願
か
ら
の
、
わ

れ
わ
れ
を
呼
び
寄
せ
る
命
令
で
あ
る
。
） 

（
『教
行
信
証
』
行
巻
） 

 

は
、

「阿
弥
陀
仏
に
南
無
せ
よ
」

（
「勅
命
」
）
と
し

て
把
握
し
た
も
の
。
仏
か
ら
衆
生

へ
の
は
た
ら
き
か

け

・
呼
び
か
け
と
し
て
の

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
し
て

把
握
し
た
も
の
。 

 

つ
ぎ
に
、 

 

「言
南
無
者
」
と
い
ふ
は
、
す
な
わ
ち
帰
命
と
ま
ふ
す

み
こ
と
ば
也
。
帰
命
は
す
な
わ
ち
釈
迦

・
弥
陀
の
二
尊

の
勅
命
に
し
た
が
ひ
て
め
し
に
か
な
ふ
と
ま
ふ
す
こ
と

ば
な
り
。 

（
「言
南
無
者
」
と
い
う
の
は
、

「帰
命
」
と
い
う
こ

と
ば
で
あ
る
。
帰
命
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
と
阿
弥
陀
仏
の

二
尊
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
召
喚
に
応
じ
る
と
い
う
こ

と
ば
で
あ
る
。
） 

（
『尊
号
真
像
銘
文
』
） 

 

は
、

「阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
」

（
「勅
命
に
遵
ひ
て
召

し
に
か
な
ふ
」
）
と
し
て
把
握
し
た
も
の
。
衆
生
か
ら

仏

へ
の
応
答
と
し
て
の

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
し
て
把

握
し
た
も
の
。 

 

仏
か
ら
衆
生

へ

「阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
な
さ
い
」
と

は
た
ら
き
か
け
、
呼
び
か
け
、
衆
生
が
仏
に

「阿
弥
陀

仏
に
南
無
し
ま
す
」
と
応
答
す
る
、
と
い
う
、
仏
と
衆

生
と
の
関
係
が
、

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
表
現
に

込
め
ら
れ
て
い
る
。
仏
と
衆
生
と
の
そ
の
よ
う
な
関
係

が
成
立
す
る

「場
」
が
、

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う

「名
」
で
あ
る
。 

６ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「名
号
と
は
何
か
」 

出
雲
路 

修 

氏 

著 
 

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 

   

わ
れ
わ
れ
が
仏
に
応
答
し
て
称
え
る

「南
無
阿
弥
陀

仏
」
は
、

「阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
ま
す
」
と
い
う
意
な

の
だ
が
、
そ
れ
を

「阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
な
さ
い
」
と

い
う
仏
か
ら

の
呼
び
か
け
と
し
て
聞
き
と
る
人
に

「信
」
が
成
立
す
る
。
そ
こ
に

「名
号
」
と
し
て
の

「阿
弥
陀
仏
」
が
成
立
す
る
。 

 

仏
と
わ
れ
わ
れ
と
の
呼
び
か
け

・
応
答
の

「場
」
と

し
て
の

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
。 
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編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

 

「朝
日
新
聞
」
十

一
月
二
十

一
日
の

「折
々
の
こ
と
ば
」

に
次
の
こ
と
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
コ
メ
ン
ト
は
、

哲
学
者
の
鷲
田
清

一
氏
で
す
。 

 
 

自
分
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と 

 
 

き
、
む
か
し
の
人
た
ち
は
、
お
ま
じ
な
い
を
と
な
え
て 

 
 

き
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
脇
初
枝 

 
 

「
ま
じ
ゃ
ら
く
ま
じ
ゃ
ら
く
」

「
と
ー
し
ー
と
ー 

 
 

し
ー
」

「ち
ち
ん
ぷ
い
ぷ
い
」

・
・
・
と
、
災
害
や
病 

 
 

苦
に
怯
え
て
思
わ
ず
唱
え
る
お
ま
じ
な
い
が
各
地
に
い 

 
 

ろ
い
ろ
伝
わ
る
。
天
に
す
が
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
音 

 
 

調
に
の
せ
ら
れ
、
怖
く
て
も

一
人
じ
ゃ
な
い
よ
と
誰
か 

 
 

に
言
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
絵 

 
 

本

『
つ
る
か
め 

つ
る
か
め
』

（絵

・
あ
ず
み
虫
）
の 

 
 

あ
と
が
き
か
ら
。 

 

幼
い
と
き
、
転
ん
で
泣
い
て
い
た
ら
、
お
母
さ
ん
か
ら

「
い
た
い
の 

い
た
い
の 

と
ん
で
け
ー
」
と
唱
え
て
も

ら
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
何
の
根
拠
も
な
い
の
に
、
痛
み
が
取
れ
た
気
分
に
な
れ

る
の
は
、
鷲
田
氏
が
お
っ
し
ゃ
る

「
一
人
じ
ゃ
な
い
よ
」
と

寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
る
方
を
肌
で
感
じ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

お
ま
じ
な
い
に
効
果
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の

時
期
、
誰
も
が
不
安
の
中
で
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。
お
ま
じ

な
い
な
ど
、
他
の
力
に
頼
り
た
く
な
り
ま
す
。

「南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
お
念
仏
は
、
お
ま
じ
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
が

「私
は
い
つ
も
、
こ
こ
、
あ
な
た
の

傍
に
い
ま
す
よ
。
安
心
し
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
呼
び
続
け
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
み
声
で
あ
り
、

「
世
の
中
安
穏
な
れ
、
皆

に
本
願
が
届
い
て
」
と
の

〝い
の
り
〟
と
味
わ
い
た
い
で
す

二
〇
二
〇
年 

十
二
月
の
行
事
予
定 

 

生
か
さ
れ
て 

 
 

過
ぎ
ゆ
く
年
に 

 
 

 

あ
り
が
と
う 

 
 

 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
十
二
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

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
～
正
午 

 

                     

午
後

一
二
時
半
～
午
後

一
時
半 

  
 

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 

 
 ※

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
。 

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 

 

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 

み
仏
に
い
だ
か
れ
て 

 

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 


