
  

 

目
出
度
さ
も 

ち
う
位
也 

お
ら
が
春 

  

『
稱
讃
』
先
年
末
号

（二

一
六
号
）
に
引
き
続

き
小
林

一
茶
氏
の
俳
句
で
す
。 

 

こ
の
句
は
、

一
茶
氏
の
没
後
、

『
お
ら
が
春
』

の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
、

「と
も
か
く
も
あ
な
た
任

せ
の
と
し
の
暮
」
が
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

『
お
ら
が
春
』
は
、
先
に
長
男
を
亡
く
し
て

お
り
ま
す
が
、
長
女
が
生
ま
れ
て
、
三
人
で
仲
睦

ま
じ
く
、
質
素
に
暮
す
新
し
い
年
を
迎
え
た
日
か

ら
、
そ
の
六
月
頃
、
愛
お
し
い
長
女
が
亡
く
な
り

悲
し
み
の
癒
え
な
い
中
で
の
一
年
間
を
悲
喜
交
々

と
し
た
出
来
事
を
記
し
な
が
ら
、
詠
ん
だ
俳
句
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

「目
出
度
さ
も 

ち
う
位
也 

お
ら
が
春
」
の

前
文
で
も
、

一
茶
は
、

「お
れ
ら
の
俗
人
は
世
俗

の
塵
に
埋
も
れ
て
生
き
る
境
界
に
身
を
置
き
な
が

ら
、
鶴
や
亀
に
な
ぞ
ら
え
て
祝
い
の
限
り
を
尽
す

の
も
、
大
晦
日
に
や

っ
て
く
る
厄
払
い
の
旅
芸
の

挨
拶
の
よ
う
で
胡
散
臭
く
思
う
か
ら
、
空
っ
風
が

吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
あ
ば
ら
屋
は
、
あ
ば
ら
屋
に

相
応
し
い
よ
う
に
、
門
松
は
立
て
ず
、
煤
も
払
わ

ず
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
今
年
の
正
月
も
あ
な
た

・

・

・

任
せ

・

・

・

（阿
弥
陀
さ
ま
任
せ
）
に
迎
え
た
こ
と
よ
。

（現
代
語
訳
）
」
と
記
し
て
お
り
ま
す
。 

 

「あ
な
た
任
せ
」
は

「と
も
か
く
も
あ
な
た
任

せ
の
と
し
の
暮
」
で
も
著
わ
し
て
い
ま
す
。

一
茶

氏
は
こ
の
一
年
、
生
涯
を
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願

を
い
た
だ
き
つ
づ
け
ら
れ
、

「南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
お
念
仏
を
相
続
し
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

「ち
う
位
」
と
は
、
信
州
の
方
言
で
は

「い
い

加
減
」
と
い
う
言
葉
だ
そ
う
で
す
。 

 

今
年
の
正
月
は
、
昨
年
か
ら
の
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１

９
の
感
染
拡
大
の
予
防
の
た
め
、
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ

ン
も
、
初
詣
も
自
粛
さ
れ
、
ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
し

な
い
、
静
か
な
新
年
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
言
う
意

味
か
ら
す
れ
ば
、
新
年
を
迎
え
る
こ
と
は
嬉
し
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、

「歓
喜
」

（身
に
よ
ろ

こ
び
、
こ
こ
ろ
に
よ
ろ
こ
ぶ
）
と
ま
で
は
心
情
的

に
な
れ
な
い
、
世
間
的
に
も

「中
ぐ
ら
い
」
の
お

祝
い
ム
ー
ド
で
あ
り
ま
す
。 

 

で
は
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え

一
人
き
り
で
あ
っ

て
も
、
悲
し
い
と
き
も
、
嬉
し
い
と
き
も
、
必
ず

い
つ
も
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
側
に
居
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
と
思
っ
て
い
か
れ
た
小
林

一
茶
氏
の
よ
う
な

方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
感

嘆
す
る
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
新
年
で
あ
り
ま
す
。 

 

稱
讃 

二
一
七
号 
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日
発
行
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み
仏

ほ
と
け

は 

慕し
た

い
ま
つ
り
て 

 
 

名
号

み

な 

称よ

べ
ば 

     

つ
つ
み
て
い
ま
す 
我わ

が
い
の
ち 

 

つ
つ
み
て
い
ま
す 

我わ

が
い
の
ち 

 
 

 
 

仏
教
讃
歌

「み
ほ
と
け
は
」 

 

謹
ん
で 

新
春
の
お
慶
び
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
と
と
も
に
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９ 

 
 

に
よ
り 

お
慎
み
の
営
み
の
な
か 

お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 



2 

 

日
時 

十
二
月
十
三
日

（日
）
十
二
時
半 

 

お
天
気
に
も
恵
ま 

れ
ま
し
て
、
当
寺

の 

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
報 

恩
講
さ
ん
を
、
今
年 

も
厳
修
す
る
こ
と
が 

で
き
ま
し
た
。
ご
案 

内
で
は
、
午
前
十
時 

か
ら
と
午
後
十
二
時 

半
か
ら
の
二
座
お

つ 

と
め
す
る
予
定
で
お 

り
ま
し
た
。 

 

朝
か
ら
準
備
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
十
時
に
な
っ

て
し
ま
う
、
お
扱
い
を
個
々
に
ま
と
め
て
な
い
、
受
付

の
準
備
が
間
に
合
わ
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
前

田
さ
ん
ご
夫
妻
が
お
訪
ね
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 

十
時
を
少
し
回
っ
た
と
こ
ろ
で
、
他
の
方
が
お
見
え

で
な
い
の
で
、
前
田
さ
ま
か
ら
、
午
後
か
ら
参
り
ま 

し
ょ
う
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 
住
職
は
そ
の
お
言
葉
に
甘
え
て
、
そ
う
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
い
う
こ
と
で
ホ
ッ
と
し
た
こ
と
で
す
。 

 

お
陰
様
で
、
十
分
な
時
間
を
い
た
だ
き
、
お
昼
前
に

は
、
準
備
万
端
整
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

 

正
午
を
過
ぎ
た
頃
、
お
約
束
通
り
、
前
田
直
樹
さ
ん

久
美
子
さ
ん
ご
夫
妻
が
お
出
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

そ
れ
に
引
き
続
き
、
細
川
研

一
さ
ん
、
小
池
優
子
さ

ん
、
中
木
原
乃
既
子
さ
ん
、
髙
橋
八
重
子
さ
ん
が
ご
参

拝
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

午
前
中
に
お
つ
と
め
す
る
予
定
で
あ
り
ま
し
た

『宗

祖
讃
仰
作
法
』
を
お
つ
と
め
し
て
、

『御
俗
姓
』
を
拝

読
し
て
、
事
前
に
お
送
り
し
て
い
た

「親
鸞
聖
人
を
知

ろ
う
」
の
穴
埋
め
問
題
の
解
答
を
し
な
が
ら
、
お
話
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

一
時
間
ほ
ど
で
、
法
要
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
、

「み
仏
に
抱
か
れ
て
」
を
歌
い
、
解
散
と
な
り
ま
し
た 

 

こ
の
度
の
お
供
え
の
お
飾
り
に
は
、
切
り
餅
を
ス
ー

パ
ー
で
購
入
し
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
た
も
の
に
し
ま
し

た
。
そ
の
余
り
を
お
帰
り
に
、
お
渡
し
す
る
つ
も
り
で

祖
師
前
に
お
供
え
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
み
な
さ
ん
が

お
帰
り
に
な
っ
て
か
ら
、
お
渡
し
す
る
の
を
わ
す
れ
て

お
る
こ
と
に
、
気
づ
き
ま
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
晦
日
、
大
晦
日
を
、
そ
し
て
、
新
た
な
年

を
お
迎
え
し
ま
す
。
ど
ち
ら
様
も
、
ご
慈
愛
の
う
え
、

阿
弥
陀
さ
ま
と
、
親
鸞
聖
人
と
共
に
お
過
ご
し
く
だ
さ

い
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、 

 

一
人
居
て 

喜
ば
ば 

二
人
と
思
う
べ
し 

 

二
人
居
て 

喜
ば
ば 

三
人
と
思
う
べ
し 

 

そ
の
一
人
は 

親
鸞
な
り 

と
、
仰
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

ど
う
ぞ
、
こ
の
お
心
を
胸
に
納
め
て
い
た
だ
き
、
ま
た

お
会
い
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

絶
対
に
、
感
染
症
が
出
な
い
よ
う

に
、
万
全
を
期
し
て
、
お
迎
え
い
た

し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
、
ご
安
心
の

う
え
、
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。 

１ 

稱
讃
寺 

 

宗
祖
親
鸞
聖
人 

報
恩
講 

  
 

 
 

 
 

 
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。 

ソーシャルディスタンスを取りましたので、 

８席しかありません。それでも空席が？ 

安
心
し
て
お
つ
と
め
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
揃
え
ま
し
た
。 

 

○
マ
ス
ク

（読
経
用
） 

○
マ
ウ
ス
ブ
レ
ス

（声
を
出
し
て
も
息
苦
し
く
な
い
よ
う
に
） 

○
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド

（顔
を
覆
う
た
め
） 

○
ゴ
ム
手
袋

（経
本
を
手
に
す
る
た
め
） 
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念
仏
申
す
身
と
な
っ
て 

  

さ
て
、
私
は
表
紙
の
こ
と
ば
を
見
た
時
、
甲
斐
和
理

子
さ
ん
の
お
念
仏
を
喜
ぶ
二
首
の
和
歌
、 

 
 

御
仏
を
よ
ぶ
わ
が
こ
ゑ
は
御
仏
の 

 
 
 

わ
れ
を
よ
び
ま
す
御
声
な
り
け
り 

（
『
草
か
ご
』
二
四
四
頁
） 

 
 

み
ほ
と
け
の
御
名
を
称
ふ
る
わ
が
声
は 

 
 
 

わ
が
こ
ゑ
な
が
ら
尊
と
か
り
け
り 

（
『
同
』

一
八
五
頁
） 

が
浮
か
び
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「か
た
じ
け
な
い
」

「も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
思
い
が
続
き
ま
し
た
。 

 

彼
女
の
和
歌
は
、
前
者
が
二
〇

一
三

（平
成
二
十

五
）
年
の
九
月
、
後
者
が
二
〇

一
四

（平
成
二
十
六
）

年
の
一
月
の

「法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
採
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
私
は
、
後
者
の
縁
で

『
心
に
響
く
こ
と
ば
』

（本
願
寺
出
版
社
）
に
こ
れ
ら
の
歌
の
味
わ
い
を
書
か

せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
の
で
、
思
い
合
わ
せ
た
の
で

し
ょ
う
。 

 

「念
仏
」
と
は
、

「私
」
の
口
を
つ
い
て
出
て
く
る

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
声
で
す
。
そ
れ
を

「称

名
」
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
み
仏
が

「私
」
を
喚
び

続
け
る
は
た
ら
き
な
の
で
す
。
こ
れ
を

「名
号
」
と
い

い
ま
す
。 

  
 

「称
名
」
と

「名
号
」 

  

浄
土
真
宗
で
は

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
、

「称
名
」

と
も
い
い
、

「名
号
」
と
も
い
い
ま
す
。
こ
の
両
者
は

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、

「名
」
の
字
の
位
置
が
後

と
前
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。 

 
さ
て
、
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
経
典
は
も
と
も
と
主
に

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら

の
経
典
が
中
国
に
伝
来
し
、
紀
元
前
後
か
ら
多
く
の

方
々
の
苦
労
に
よ
っ
て
、
長
い
年
月
を
か
け
て
漢
字
に

翻
訳
さ
れ
続
け
ま
し
た
。
徒
歩
以
外
に
主
な
交
通
手
段

の
な
い
時
代
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
し
て
イ
ン
ド
の
僧

が
中
国
に
伝
え
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
中
国
の
僧
が
イ

ン
ド
に
求
法
の
旅
を
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し

て
翻
訳
に
携
わ

っ
た
僧
を

「三
蔵
法
師
」
と
呼
び
ま

す
。
そ
の
中
に
は
国
禁
を
犯
し
て
ま
で
仏
典
を
求
め
た

方
が
い
ま
す
。
そ
れ
が
、

「玄
奘
」
と
い
う
三
蔵
法
師

で
す
。
孫
悟
空
の

『
西
遊
記
』
で
知
ら
れ
る
玄
奘
三
蔵

は
実
在
の
人
物
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
漢
訳
さ

れ
た
経
典
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

私
た
ち
日
本
人
は
、
本
堂
や
お
内
仏
で
勤
行
す
る
時

に
、
そ
の
漢
文
を
和
語
と
し
て
読
み
下
し
た
り
し
ま

す
。
漢
文
を
和
語
と
し
て
ど
う
読
み
理
解
す
る
か
で
、

種
々
な
解
釈
と
味
わ
い
が
生
ま
れ
た
り
し
ま
す
。 

 

漢
文
で
は
動
詞
の
目
的
語
は
そ
の
動
詞
の
後
に
置
か

れ
ま
す
の
で
、

「称
名
」
と
は

「名
を
称
す
る

〔こ

と
〕
」
と
読
み
下
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
方
、

「名

号
」
が

「名
を
号
す
る

〔こ
と
〕
」
で
あ
る
な
ら
ば

「号
名
」
と
な
る
べ
き
で
す
が
、
そ
う
な
っ
て
は
い
ま

せ
ん
。
ま
た
、
こ
の

「号
」
は
略
字
で
本
来
は

「號
」

で
す
。
つ
ま
り
、

「號
」
は

「虎
」
に
関
わ
る
も
の

で
、
虎
が
大
声
で
自
分
の
存
在
を
十
方
に
告
げ
る
た
め

に
吠
え
る
様
を
意
図
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、

「名
号
」
と
は
名
告
り
主
が
大
声
で
自
己
存
在
を
告
げ

て
い
る
様
で
す
。
端
的
に
言
え
ば
、

「名
号
」
と
は
名

告
り
で
す
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
如
来
が
十
方
衆
生

に
、
こ
の

「私
」
に
、
自
ら
の
存
在
を

「名
」
を
も
っ

て
名
告
り
続
け
て
い
る
の
で
す
。 

 

ま
あ
、

「名
号
」
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
に

「す
べ

て
の
功
徳
を
名
に
施
す

（全
特
施
名
）
」
と
い
わ
れ
ま

す
。
す
な
わ
し
、
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
は
、
そ
の
智
慧

と
不

一
不
二
の
大
悲
の

「名
告
り
」
を
も
っ
て
衆
生
を

「摂
め
取
る
こ
と

（摂
取
不
捨
）
」
こ
そ
が
、
仏
の
す

べ
て
の
功
徳
、
如
来
の

「い
の
ち
」
を
か
け
た
願
い
で

あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
敢
え

て
漢
語
の

「名
号
」
を
和
語
と
し
て
書
き
下
す
な
ら

ば
、
私
は

「名
を
も
っ
て
号
す

〔こ
と
〕
」
と
な
る
と

味
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
の

「名
号
」

と
は
単
に
名
を
告
げ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

「名
号
」
こ
そ
が
私
に
と
っ
て
は
仏

・
如
来
そ
の
も
の

な
の
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、

「私
」
の
口
に
こ
ぼ
れ
る

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
念
仏
こ
そ
、

「私
」
の

「い
の

ち
」
に
寄
り
添
う
如
来
の
願
い
そ
の
も
の
な
の
で
す
。 

 

さ
て
、
私
た
ち
は
自
分
の
親
を

「お
か
あ
さ
ん
」 

二
〇
二

一
年

（令
和
三
）
年 

 
『
月
々
の
こ
と
ば
』 

 
 

 
 

表
紙
の
こ
と
ば 

念
仏

ね
ん
ぶ
つ

と
な
って 

 
 

 

私
わ
た
し

の
口

く
ち

か
ら 

 

現
あ
ら

わ
れ
て
下

く
だ

さ
る 

 
 

 

み
仏

ほ
と
け

の
は
た
ら
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
野
尾
潮
音
師 

（
一
九
二

一
～

一
九
九
九
） 
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「お
と
う
さ
ん
」
と
呼
び
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
し
て

私
た
ち
は
そ
う
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

れ
は
親
の
側
が
、
赤
ん
坊
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
、

あ
る
い
は
わ
か
ら
な
い
の
を
承
知
の
上
で
、
生
ま
れ
た

ば
か
り
の

「い
の
ち
」
に
向
か
っ
て
、

「お
か
あ
さ
ん

よ
」

「お
と
う
さ
ん
よ
」
と
何
度
も
喚
び
か
け
ず
に
は

お
れ
ず
、
名
告
り
続
け
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
の

名
告
り
、
喚
び
か
け
が

「名
号
」
な
の
で
す
。
そ
の
名

号
は
、

「こ
こ
に
い
る
よ
、
心
配
す
る
な
」
と
い
う
親

心
で
あ
り
、

「お
母
さ
ん
と
よ
ん
で
く
れ
」
と
い
う
思

い
で
あ
り
、

「ど
ん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
見
捨
て

ず
、
必
ず
育
て
る
」
と
い
う
願
い
な
の
で
す
。
そ
の
願

い
が

「私
」
に
至
り
届
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

「私
」

の
声
と
な
っ
て

「カ
ァ
カ
ァ
」

「ト
ォ
ト
ォ
」
と
い
う

よ
う
に
、

「名
を
称
え
る
」
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

 

時
代
が
激
変
し
た
と
し
て
も
、
ま
た
価
値
観
に
断
絶

を
感
じ
て
親
が
子
を

「○
○
世
代
」
な
ど
と
評
し
た
と

し
て
も
、
こ
の
親
心
、
親
の
願
い
は
変
わ
ら
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

  
 

あ
る
出
来
事
を
通
し
て

（中
略
） 

  
 

自
己
を
知
ら
さ
れ
る 

  

さ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
は
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
世
界

を

「娑
婆

（サ
ハ
ー

：
忍
土
）
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
言
葉
は
、
古
今
東
西
、
ど
ん
な
制
度
の
上
で
も
人

間
が
構
築
し
た
社
会

（器
世
間
）
は
苦
悩
を
生
み
出
す

も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ

れ
を
作
り
あ
げ
て
い
る
の
が
、
自
己
中
心
的
な
煩
悩
を

も
つ
人
間

（有
情
世
間
）
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
点
を
、

唯
円
房
が
著
わ
し
た
と
い
わ
れ
る

『歎
異
抄
』
で
は
、 

 

 
 

煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ 

 

 
 

づ
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
そ
ら
ご
と
た
は
ご
と
、 

 
 

ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま 

 
 

こ
と
に
て
お
は
し
ま
す 

（
『
註
釈
版
聖
典
』
八
五
三
～
八
五
四
頁
） 

 

と
い
う
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
自
ら
を

「煩
悩
具
足

の
凡
夫
」
と
い
わ
れ
、
そ
ん
な
自
己
中
心
的
な

「私
」

が
作
り
上
げ
た
世
の
中
は
真
実
で
は
な
く
、
虚
仮
不
実

な
の
で
あ
る
、
と
仏

・
如
来
に
知
ら
さ
れ
、
告
白
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。 

 

先
の

「し
ら
け
世
代
」
や

「新
人
類
」
と
い
う
表
現

も
、
当
時
の
若
者
た
ち
が
他
者
と
の
関
係
を
嫌
い
、
社

会
を
無
視
す
る
生
き
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
か

ら
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
戦
前
の
全
体
主
義

や
安
保
闘
争

へ
の
反
感
や
反
動
だ
と
も
い
え
ま
す
。
身

勝
手
な
私
た
ち
凡
夫
は
、
や
や
も
す
る
と
反
動
に
よ
っ

て
両
極
端
に
揺
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
今
を

生
き
る
自
己
を
見
つ
め
る
視
点
が
欠
落
し
て
い
な
い
で

し
ょ
う
か
。
悲
し
い
か
な
、
人
間
は
自
ら
を
見
つ
め
る

こ
と
が
苦
手
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
無
自
覚
に
、

「間

違

っ
て
い
る
」
の
は
自
分
以
外
の
人
で
あ
り
、
組
織
や

社
会
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て
い
ま
す
。 

 

善
導
大
師
は

『観
経
疏
』

「玄
義
分
」
で
、 

  
 

こ
れ
経
教
は
こ
れ
を
喩
ふ
る
に
鏡
の
ご
と
し
。 

（
『
註
釈
版
聖
典

（七
祖
篇
）
三
八
七
頁
』
） 

 

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「経
」
に
顕
さ
れ
た
仏
の
教
え

（仏
法
）
は
、

「私
」
を
映
し
出
す

「鏡
」
の
よ
う
な

も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

「南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
い
う
仏
の
名
告
り
こ
そ
が
、

「私
」
の
あ
り
様

を
照
ら
し
続
け
る
仏
陀
の

「智
慧
」
の
は
た
ら
き
に
他

な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
如
来
の

「智
慧
」
の
は
た
ら
き

で
あ
り
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も

「私
」
を
見
放
さ
ず
寄

り
添
い
続
け
る
如
来
の

「慈
悲
」
の
は
た
ら
き
に
他
な

ら
な
い
か
ら
で
す
。
如
来
の

「智
慧
と
慈
悲
」
の
は
た

ら
き
の
す
べ
て
が
、

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
名
号

と
な
っ
て
届
い
て
い
ま
す
。 

 

今
を
生
き
る
自
ら
の
姿
を
知
ら
な
い
ま
ま
生
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に

「裸
の
王
様
」
で
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
自
ら
の
あ
り
様
を
知
ら
ず
し
て
、
い
か
に
生
き

る
か
を
考
え
て
も
虚
し
く
な
る
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
お
念
仏
申
す
日
暮
ら
し
の
中
に
如
来
の
願
い
を

聞
き
開
き
つ
つ
、
苦
悩
多
い
人
生
で
あ
っ
て
も
如
来
の

ご
恩
を
知
り
、
感
謝
と
慶
び
を
も
っ
て
生
き
抜
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
私
は
表
紙
の
こ
と
ば

「念
仏
と

な
っ
て 

私
の
口
か
ら 

現
わ
れ
て
下
さ
る 

み
仏
の

は
た
ら
き
」
を
味
わ
い
ま
し
た
。 

 

（内
藤
昭
文
氏
の
原
文
よ
り
抜
粋
） 

 

 

私
た
ち
人
間
の
世
界
の
親
子

は
、
迷
子
に
な
れ
ば
子
は
親

が
ど
こ
に
居
る
か
わ
か
ら
な

い
と
同
時
に
、
親
も
子
が
ど

こ
に
居
る
か
わ
か
ら
な
い
。

で
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
迷
子

の
私
が
ど
こ
に
居
よ
う
と
、

ま
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
こ
と
を

ち
っ
と
も
知
ら
な
く
て
も
、

ど
ん
な
時
で
も
、
私
の
場
所

を
お
わ
か
り
で
、
い
つ
も
見

て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す  

３ 
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『歎
異
抄
』
に
語
ら
れ
た
親
鸞 

 

佐
藤 

正
英 

氏 
  

唯
円

ゆ
い
え
ん

が
は
じ
め
て
親
鸞
に
出
逢

っ
た
の
は
、
東

国
の
門
弟
に
連
れ
ら
れ
て
京
に
上
っ
た
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。
親
鸞
は
七
十
歳
で
、
唯
円
は
念
仏
者

と
な

っ
て
間
も
な
い
二
十

一
歳
で
あ
っ
た
。
親
鸞

は
、
恵
信
尼

え

し

ん

に

や
明
信

み
ょ
う
し
ん

と
別
れ
、
末
娘
の
覚
信
尼

か
く
し
ん
に

一
人
を
伴
い
、
住
み
馴
れ
た
常
陸

ひ

た

ち

国
稲
田

い
な

だ

の
草
庵

を
あ
と
に
し
て
、
七
年
前
に
京
に
戻
っ
て
い
た
。

『
教

行

信

証

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

』
を
よ
り
十
全
な
述
作
と
す
る

た
め
で
あ
っ
た
。 

 

親
鸞
は
、
東
国
の
門
弟
に
向
か
っ
て
、
少
し
の

た
め
ら
い
も
な
く
、
無
造
作
に
こ
こ
ろ
を
開
き
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
語
り
か
け
た
。 

 

ー
末
法
の
世
の
非
僧
非
俗
の
念
仏
者
で
あ
る
わ
た

し
に
は
、
つ
ぎ
の
生

し
ょ
う

に
西
方
極
楽
浄
土

さ
い
ほ
う
ご
く
ら
く
じ
ょ
う
ど

に
往
き

生
ま
れ
る
手
だ
て
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る

だ
け
で
す
。 

 

念
仏
以
外
の
手
だ
て
を
尋
ね
知
り
た
い
の
で
し

た
ら
、
奈
良
の
興
福
寺
や
比
叡
山
の
延
暦
寺
に
学

識
豊
か
な
官
僧
が
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
の
か
た

が
た
に
お
聞
き
に
な
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。 

（
「歎
異
抄
」
第
二
条
） 

  

親
鸞
は
、
高
ぶ
っ
て
も
い
な
い
し
、
激
し
て
も

い
な

い
。
ま
た
、
自
身
を
こ
と
さ
ら

貶
お
と
し

め
て

も
、
卑
下
し
て
も
い
な
い
。
す
べ
て
の
身
構
え
と

は
無
縁
に
、
淡
々
と
語
る
。
そ
こ
に
は
類
ま
れ
な

率
直
さ
が
滲に

じ

ん
で
い
る
。
親
鸞
の
こ
と
ば
は
、
唯

円
を
激
し
く
揺
り
動
か
し
、

『歎
異
抄
』
の
端
緒

が
そ
こ
に
開
け
た
。 

 

ー

「南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
阿
弥
陀
仏
に
救

っ

て
も
ら
う
が
い
い
で
し
ょ
う
」
と
法
然
聖
人
は
説

か
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
法
然
聖
人
の
説
か
れ
た

と
こ
ろ
を
信
じ
て
い
る
だ
け
で
す
。 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
が
、
つ
ぎ
の
生

に
西
方
極
楽
浄
土
に
往
き
生
ま
れ
る
作
為
な
の

か
、
そ
れ
と
も
地
獄
に
堕
ち
る
作
為
な
の
か
、
凡

常
な
衆
生
で
あ
る
わ
た
し
は
知
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

（同
右
） 

  

の
ち
に
、
そ
の
詳
し
い
わ
け
を
、
親
鸞
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
明
か
し
て
く
れ
た
、
と
唯
円
は
伝
え
て

い
る
。 

 

ー
わ
た
し
は
、
善

・
悪
を
知
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
阿
弥
陀
仏
が
善

・
悪
を
知

っ
て
お
ら
れ
る
ほ

ど
に
十
全
に
善

・
悪
を
知

っ
て
い
る
な
ら
ば
、

善

・
悪
を
知

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
煩
悩
愛

欲
に
ま
み
れ
た
凡
常
な
衆
生
で
あ
る
わ
た
し
は
、

善

・
悪
を
十
全
に
知
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。 

（
「歎
異
抄
」
序
） 

  

わ
た
し
の
ど
の
よ
う
な
作
為
が
善
で
あ
る
の

か
、
あ
る
い
は
悪
で
あ
る
の
か
を
知

っ
て
い
る
の

は
、
阿
弥
陀
仏
の
み
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と

称
え
る
作
為
が
善
で
あ
る
か
否い

な

か
は
、
凡
常
な
衆

生
で
あ
る
わ
た
し
に
は
確
言
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
確
言
で
き
る
だ
け
の
十
全
な
知
を
わ
た
し
は

も
っ
て
い
な
い
。
わ
た
し
は
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
知

を
信
じ
、
阿
弥
陀
仏
に
己
れ
を
委
ね
る
だ
け
で
あ

る
、
と
親
鸞
は
い
う
。 

 

こ
と
ば
を
継
い
で
、
親
鸞
は

つ
ぎ
の
よ
う
に

語
っ
た
。 

ー
た
と
え
法
然
聖
人
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
、
南
無

阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
、
つ
ぎ
の
生
に
地
獄
に
堕
ち

た
と
し
て
も
、
わ
た
し
は
後
悔
し
ま
せ
ん
。 

 

と
い
う
の
は
、
念
仏
以
外
の
善
を
つ
と
め
て
作

為
し
、
絶
対
知
を
体
得
し
て
仏
と
な
る
こ
と
の
で

き
る
身
が
、
念
仏
を
称
え
て
地
獄
に
堕
ち
る
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
た
ぶ
ら
か
さ
れ
た
と
い
う
後
悔

も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
わ
た
し
は
ど
の
よ
う
な
善

を
作
為
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
身
で
あ
り
、
つ
ぎ

の
生
に
は
地
獄
に
堕
ち
る
の
は
必
定
で
あ
る
か
ら

で
す
。 

（
「歎
異
抄
」
第
二
条
） 

 

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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親
鸞
が
没
し
て
翌
年

の
弘
長

こ
う
ち
ょ
う

三

（
一
二
六

四
）
年
二
月
、
恵
信
尼
は
、
越
後
か
ら
覚
信
尼
に

宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
親
鸞
の

こ
と
ば
を
伝
え
て
い
る
。 

  

「
（法
然
）
聖
人
の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ

に
は
、
ひ
と
は
い
か
に
も
申
せ
、
た
と
ひ
悪
道
に

わ
た
ら
せ
給
ふ
べ
し
と
申
す
と
も
、
世
々
生
々

せ
せ
し
ょ
う
し
ょ
う

に

も
迷
ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
ま
で
思
ひ
ま

ゐ
ら
す
る
身
な
れ
ば

・
・
・
」 

 

（大
意

：
法
然
聖
人
が

つ
ぎ
の
生
に
生
ま
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
地
獄
に
堕
ち
る
と
ひ

と
が
い
お
う
と
も
、
ど
こ
ま
で
も
わ
た
し
は
つ
い

て
い
き
ま
す
。
わ
た
し
は
、
は
る
か
な
前

生

ぜ
ん
し
ょ
う

か

ら
ず

っ
と
煩
悩
愛
欲
に
ま
み
れ
た
境

界

き
ょ
う
か
い

に
迷

っ

て
き
た
身
で
す
か
ら
。
） 

  

恵
信
尼
の
手
紙
は
、
親
鸞
が
こ
と
あ
る
ご
と

に
、
法
然
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
、
つ
ぎ
の
生
に
地

獄
に
堕
ち
た
と
し
て
も
後
悔
し
な
い
と
語
っ
た
こ

と
を
告
げ
て
い
る
。
煩
悩
愛
欲
に
ま
み
れ
た
己
れ

の
作
為
を
め
ぐ
っ
て
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
己
れ

の
宿
業
を
め
ぐ
っ
て
の
親
鸞
の
深
い
歎
き
が
そ
こ

に
あ
る
。 

 

『教
行
信
証
』
方
便
化
身
土
巻
の
私
釈
に
お
い

て
、
親
鸞
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  

「悲
し
き
か
な
、
垢
障

く
し
ょ
う

の
凡
愚
、
無
際
よ
り
こ

の
か
た

・
・
・
出
離

し
ゅ
つ
り

そ
の
期ご

な
し
。
み
づ
か
ら
流

転
輪
廻
を
は
か
る
に
、
微
塵
劫

み
じ
ん

こ
う

を
超
過
す
れ
ど

も

・
・
・
大
信
海

だ
い
し
ん
か
い

に
入
り
が
た
し
。
ま
こ
と
に

傷
し
ょ
う

磋さ

す
べ
く
、
深
く
悲
歎
す
べ
し
」 

 

（大
意

：
悲
し
い
こ
と
に
、
煩
悩
愛
欲
に
ま
み

れ
た
わ
た
し
は
、
は
る
か
な
前
生
か
ら
現
生
に
至

る
ま
で
煩
悩
愛
欲
の
境
界
を
離
れ
ら
れ
な
か

っ

た
。
自
身
の
生
死
流
転
を
思
念
す
る
に
、
長
大
な

時
間
が
た
っ
た
の
に
、
未
だ
に
阿
弥
陀
仏
の
誓
願

に
出
逢
え
ず
に
い
る
。
） 

  

ど
の
よ
う
な
善
を
作
為
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

身
と
は
、
善
を
作
為
し
よ
う
と
あ
が
き
、

つ
と
め

て
も
、
思
い
ど
お
り
に
作
為
で
き
な
い
力
能
の
限

度
を
己
れ
が
背
負

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
為

に
関
わ
る
己
れ
の
力
能
や
資
質
は
、
現
生
に
お
け

る
努
力
や
思
い
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
限

度
が
あ
る
。 

 

あ
る
と
き
、
親
鸞
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
た
と

唯
円
は
伝
え
て
い
る
。 

 

ー
日
常
茶
飯
事
の
些
末
な
煩
悩
愛
欲
の
生
活
行
為

で
さ
え
も
、
現
生

げ
ん
し
ょ
う

以
前
の
己
れ
の
生
に
お
け
る

生
活
行
為
の
因
果

い
ん

が

の
連
鎖
の
影
を
帯
び
て
い
る
と

知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
凡
常
な

衆

生

し
ゅ
じ
ょ
う

は
、
か
な
ら
ず
し
も
思
い
、
つ
と
め
る
と
お
り
に

作
為
す
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

  

親
鸞
は
こ
と
ば
を
継
ぐ
。 

  

害
せ
じ
と
お
も
ふ
と
も
、
百
人
、
千
人

を
殺
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
。 

（
「異
義
条
々
」
第
三
条
） 

 

ー
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
唯
円
よ
、
そ
な
た
も
、
わ

た
し
も
、
殺
す
ま
い
と
は
思

っ
て
い
て
も
、
百

人
、
千
人
の
ひ
と
を
下
ろ
す
こ
と
が
な
い
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
深
く
、
重
く
煩
悩
愛
欲
に
ま

み
れ
て
い
る
わ
た
し
を
救
い
、
絶
対
知
を
体
得
さ

せ
ず
に
は
お
か
な
い
、
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
あ
わ

れ
み
、
悲
し
み
は
、
な
ん
と
広
大
で
、
深
い
の
で

し
ょ
う
か
。 

５ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「
『歎
異
抄
』
に
語
ら
れ
た
親
鸞
」 

佐
藤 

正
英 

氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 

 

 

 

 

親
鸞
は

つ
ぎ

の
よ
う
に
語

る
。 

 

ー
凡
常
な
衆
生

へ
の
、
広
大

で
、
深
い
あ
わ
れ
み
、
悲
し
み

か
ら
作
為
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
の

誓
願
が
真
に
し
て
実
で
あ
る
な

ら
ば
、
釈
迦
仏
が
阿
弥
陀
仏
の

誓
願
を
め
ぐ
っ
て
説
か
れ
、
伝

え
ら
れ
た
こ
と
が
嘘
い
つ
わ
り

で
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

釈
迦
仏

の
説
か
れ
た
こ
と
が 
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真
に
し
て
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
善
導
の
註
釈
が
嘘

い
つ
わ
り
で
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
善
導
の

註
釈
が
真
に
し
て
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
然
聖
人

の
こ
と
ば
が
嘘
い
つ
わ
り
で
あ
る
は
ず
は
あ
り
ま

せ
ん
。
法
然
聖
人
の
こ
と
ば
が
真
に
し
て
実
で
あ

る
な
ら
ば
、
わ
た
し
の
申
す
と
こ
ろ
も
ま
た
事
実

無
根
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
。 

（
「歎
異
抄
」
第
二
条
） 

  

「阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
真
に
し
て
実
で
あ
る
な

ら
ば
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願

を
疑
い
、
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
と
仮
定

す
る
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
誓

願
を
疑
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
を
め
ぐ
っ

て
己
れ
の
知
に
基
づ
い
て
確
言
す
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
は
、

己
れ
の
知
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い

「不
思
議
」
で

あ
る
。 

 

親
鸞
は
、

『
教
行
信
証
』
行
巻
の
私
釈
に
お
い

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  

「弘
誓

一
乗
海
は
無
碍
、
無
辺
、
最
勝
、
深

妙

・
・
・
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま

へ
り
。
何
を
以

て
の
故
に
、
誓
願
不
可
思
議
な
る
が
故
に
」 

 

（大
意

：
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
は
あ
ら
ゆ
る
衆
生

を
救
い
と
る
、
限
り
な
い
、
も

っ
と
も
す
ぐ
れ

た
、
深
く
き
め
細
か
な
は
た
ら
き
を
な
し
遂
げ

る
。
な
に
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
。
凡
常
な
衆
生
の

知
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
不
思
議
と
し
て
の
阿
弥
陀

仏
の
絶
対
知
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
） 

 

「阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
真
に
し
て
実
で
あ
る
な

ら
ば
」
と
は
、
不
思
議
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
絶

対
知
が
真
に
し
て
実
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
阿
弥

陀
仏
に
身
を
委
ね
る
と
い
う
、

一
途
な
意
志
を
告

げ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。 

 

親
鸞
は
こ
と
ば
を
つ
づ
け
る
。 

 

ー
つ
き
つ
め
た
と
こ
ろ
わ
た
し
の
信
は
こ
の
よ
う

な
も
の
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
を

信
ず
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
捨
て
る
こ
と
を
信
ず

る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
た
が

一
人
の
存

在
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
思
念
す
る
と
こ
ろ
な
の

で
す
。 

 

末
法
の
世
の
非
僧
非
俗
の
念
仏
者
で
あ
る
わ
た

し
に
と

っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と

は
、
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
知
を
信
じ
、
阿
弥
陀
仏
に

身
を
委
ね
る
こ
と
な
の
で
す
。
わ
た
し
は
、
あ
な

た
が
た
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ
と
を
信
ず

べ
き
で
あ
る
と
説
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な

た
が
た
念
仏
者
は
、
わ
た
し
の
門
弟
な
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
現
生
の
世
俗
の
約
束
事
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
煩
悩
愛
欲
に
ま
み
れ
た
わ
た
し
の
知

は
、
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
知
を
捉
え
て
は
い
な
い
か

ら
で
す
。 

 
 

 
 

（
「歎
異
抄
」
第
二
条
） 

  

親
鸞
は
、
日
頃
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
と

唯
円
は
伝
え
て
い
る
。 

 

ー
く
り
返
し
思
念
す
る
に
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
は

わ
た
し

一
人
に
向
け
ら
れ
た
誓
願
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。
は
る
か
な
前
生
以
来
の
、
解
き
が
た
い
因

果
の
連
鎖
と
し
て
の
、
通
約
で
き
な
い
存
在
で
あ

り
、
煩
悩
愛
欲
に
ま
み
れ
た
わ
た
し
を
救
け
よ
う

と
思
い
立
ち
、
五
劫
の
長
き
に
わ
た
る
思
念
と
修

行
を
重
ね
て
、
誓
願
を
成
就
な
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏

の
あ
わ
れ
み
、
悲
し
み
は
、
な
ん
と
広
大
で
深
い

の
で
し
ょ
う
か
。 

（
「歎
異
抄
」
第
二
条
） 

  

煩
悩
愛
欲
に
ま
み
れ
た
わ
た
し
が
、
煩
悩
愛
欲

の
深
さ
、
重
さ
の
ゆ
え
に
、
な
す
す
べ
を
失
い
、

懸
崖
に

一
人
追

い
や
ら
れ
た
と
き
、
阿
弥
陀
仏

は
、
誓
願
を
介
し
て
、
ひ
っ
そ
り
と
わ
た
し
の
前

に
顕
現
す
る
。
阿
弥
陀
仏
は
、
通
約
で
き
な
い
存

在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
人
と
し
て
の
わ
た
し
に
、

あ
ら
ゆ
る
障
碍
を
超
え
て
、
身
近
か
に
対
し
て
い

る
。 

 

親
鸞
は
、
そ
う
語
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
と
い

う
。
親
鸞
は
、
東
国
の
門
弟
に
向
か
っ
て
も
、 

 

ー
阿
弥
陀
仏
が
誓
願
を
介
し
て
対
し
て
い
る
の

は
、
は
る
か
な
前
生
以
来
の
、
解
き
が
た
い
因
果

の
連
鎖
で
あ
る
煩
悩
愛
欲
に
ま
み
れ
、
な
す
す
べ

も
な
い
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

一
人
と
し
て
の

あ
な
た
が
た
な
の
で
す
。
あ
な
た
が
た
は
、

一
人

の
存
在
と
し
て
阿
弥
陀
仏
に
出
逢
う
の
で
す
。
出

逢
い
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か
は
、

一
人
の

存
在
で
あ
る
あ
な
た
が
た
の
思
念
す
る
と
こ
ろ
な

の
で
す
。

（
「歎
異
抄
」
第
二
条
）
と
語
っ
た
。 

６ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「
『歎
異
抄
』
に
語
ら
れ
た
親
鸞
」 

佐
藤 

正
英 

氏 

著 
 

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 
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編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

 

静
か
な
お
正
月
を
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
あ
げ
ま
す
。

今
春
に
は
、
日
本
で
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
り
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
開
催
の
方
向
で
あ
り
ま
す
が

専
門
家
の
方
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
も
う

一
年
は
、
三
密
を

避
け
、
新
し
い
生
活
様
式
で
過
ご
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
喚

起
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
は
、
こ
の
感
染
症
が
蔓
延
す
る

ま
で
は
、
滅
多
に
マ
ス
ク
な
ど
せ
ず
、
花
粉
症
の
方
は
、
難

儀
だ
な
あ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
外
か
ら
帰
っ
て

き
た
ら
姉
か
ら

「手
を
洗
っ
た
ね
、
う
が
い
を
し
な
さ
い
」

と
五
十
過
ぎ
の
私
は
言
わ
れ
て
い
た
の
が
、
今
で
は
、
外
出

に
は
、
二
重
に
マ
ス
ク
し
て
、
帰
宅
後
は
、
ち
ゃ
ん
と
石
鹸

で
指
先
ま
で
洗
い
、
う
が
い
を
欠
か
さ
な
い
生
活
を
し
て
お

り
ま
す
。
周
囲
で
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
も
起
こ
っ
て
い
る
状
況

で
、
年
末
は
鹿
児
島
に
車
で
甥
っ
子
等
三
人
で
帰
省
す
る
計

画
を
立
て
て
お
り
ま
し
た
。
帰
省
の
十
日
ほ
ど
前
に
はP

C
R

 

検
査
を
受
け
、
車
の
手
配
ま
で
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
都
知

事
の

「帰
省
は
控
え
て
く
だ
さ
い
」
の
報
道
に
、
考
え
た
末

帰
省
を
断
念
し
、
近
く
に
甥
っ
子
が
居
る
と
は
い
え
ひ
と
り

正
月
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
昨
年
三
月
末
か

ら

一
人
暮
ら
し
に
な
り
、
思
い
立
っ
た
と
き
ぐ
ら
い
は
、
家

事
を
し
て
い
る
生
活
で
す
。
食
事
も
料
理
ら
し
い
こ
と
は
せ

ず
、
ご
飯
を
炊
く
ぐ
ら
い
で
、
惣
菜
は
買
っ
て
済
ま
せ
る
こ

と
が
多
い
で
す
。
毎
日
数
回
コ
ン
ビ
ニ
通
い
を
し
て
、
食
べ

残
す
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
利
便
性
に
頼
る
生
活
に
慣
れ

す
ぎ
て
自
分
はS

D
G

s

（持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
の

一
環

で
あ
る
食
品
ロ
ス
の
問
題
と
は
全
く
逆
行
の
食
生
活
を
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
報
恩
講
に
切
り
餅
を
四
袋
買
い
お
供
物

と
し
て
飾
り
付
け
し
た
の
で
す
が
、
袋
か
ら
取
り
出
す
と
数

時
間
で
堅
く
ひ
び
割
れ
し
だ
し
ま
し
た
。
参
拝
者
の
方
に
お

裾
分
け
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
勿
体
な
い
こ
と
ば
か
り
し
て

お
り
ま
す
。
人
類
滅
亡
を
テ
ー
マ
と
し
た
映
画
に
は
、
感
染

症
の
次
に
食
糧
危
機
が
訪
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
成
人
病
の
こ
と
も
あ
り
、
も
っ
と
真
剣
に
食
生
活
の
こ

と
を
考
え
な
け
れ
ば
と
思
い
つ
つ
、
マ
ク
ド
に
行
く
私
で
す 

二
〇
二
一
年 

一
月
の
行
事
予
定 

 

合
掌

が
っし
ょ
う 

 

多お
お

く
の
い
の
ち
に 

 
 

 
 

生い

か
さ
れ
て 

 
  

二
〇
二
一
年

「心
の
と
も
し
び
」

一
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

一
日

（金
） 
元
旦
会 

午
前
七
時 

  

三
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

 

六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
〇
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
七
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
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 

二
月
の
行
事
予
定 

二
〇
二
一
年 

三
月
の
行
事
予
定 

  

六
日

（土
）
門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

  

七
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 

一
四
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
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
七
時 

 

二
六
日

（金
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
八
日

（
日
）
親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

   

六
日

（土
）
門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

  

七
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 

一
四
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
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
七
時 

 
 

 
 

 
 

春
季
彼
岸
会
法
要 

午
後
二
時 

 

二
六
日

（金
）
の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
八
日

（
日
）
親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

 


