
  

 

春
の
お
彼
岸
が
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。
昨
年
は
、

Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９
の
感
染
症
が
流
行
り
だ
し
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
２
０
２
０
が

一
年
延
期
が

確
定
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
日
本
全
国
で
は
、
感
染
は

二
桁
台
で
、
東
京
は

一
桁
で
し
た
。
春
の
お
彼
岸
を
過

ぎ
て
か
ら
感
染
が
急
速
に
増
え
、
学
校
も
休
校
、
初
め

て
の
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
、
誰
も
が
行
動
を
自

粛
し
ま
し
た
が
、
解
除
後
、
夏
に
は
ウ
イ
ル
ス
は
弱
ま

る
と
予
想
し
て
い
ま
し
た
が
、
第
二
波
が
襲
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
も
感
染
は
、
数
字
上
は
、

一
日
全
国
千
人

規
模
で
、
徐
々
に
減
り
、

一
日
五
百
人
程
度
の
感
染
が

続
き
ま
し
た
。
冬
が
到
来
す
る
と
、
第
三
波
が
凄
い
勢

い
で
ぶ
り
返
し
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
を
気
に
し
て

い
る
間
に
、
感
染
症
は
増
え
続
け
、
今
年

一
月
七
日
か

ら
二
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 

今
の
時
点
で
、
首
都
圏
の
一
都
三
県
の
解
除
は
延
期

さ
れ
る
よ
う
で
す
が
、
感
染
は
減

っ
て
き
て
い
る
と
は

言
え
、
昨
年
と
同
じ
時
期
を
比
べ
る
と
、

一
桁
以
上
の

違
い
が
あ
り
、
予
断
は
許
さ
れ
な
い
状
況
で
あ
り
ま

す
。 

 

東
京
五
輪
２
０
２
０
は
、
復
興
を
掲
げ
た
も
の
で
あ

り
ま
し
た
。
今
年
は
、
東
日
本
大
震
災
発
生
か
ら
十
年

を
迎
え
ま
す
。 

 

お
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
、
も
う
十
年
な
の
か
と
思
う

だ
け
で
、
こ
の
十
年
、
被
災
さ
れ
た
方
々
を
思
い
続
け

て
き
た
か
と
問
わ
れ
る
と
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９
の
よ
う

に
、
そ
の
場
、
そ
の
時
、
自
分
の
周
り
の
こ
と
、
自
分

中
心
の
営
み
し
か
し
て
こ
な
か
っ
た
私
で
す
。
知
り
合

い
の
僧
侶
の
方
の
中
に
は
、
今
も
東
北
の
復
興
の
支
援

を
続
け
て
お
ら
れ
る
方
も
、
熊
本
な
ど
の
支
援
も
行
っ

て
お
ら
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
に
、
そ
れ

を
知
り
な
が
ら
手
伝
う
こ
と
も
せ
ず
、
東
京
五
輪
は
中

止
か
な
あ
と
、
無
責
任
な
こ
と
を
呟
く
ば
か
り
で
す
。 
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こ
の
度
の
春
の
お
彼
岸
で
も
、
た
だ
門
信
徒
の
方
々

が
お
集
ま
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
か
、
き
っ
と
、
い
つ

か
は
以
前
の
よ
う
に
、
少
々
の
密
は
あ
っ
て
も
、
大
し

て
気
に
も
し
な
い
時
が
来
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
節
が

私
の
中
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
頃
、
本
当
は
前
か
ら
の
風
潮
で
は
あ
る
の
で

し
ょ
う
が
、
最
近
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（改
革
）
す
る

に
お
い
て
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

（多
様
性
）
と
い
う
こ

と
が
重
要
視
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
だ
け
で
し
た
ら
、
実
は

三
十
年
ほ
ど
前
、
本
願
寺
で
は

「蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌

法
要
」
が
百
日
間
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
テ
ー
マ

の
一
つ
に

「イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
上
人
が
や

っ
て
来
た
」
と

い
う
も
の
で
し
た
。
門
信
徒

・
僧
侶
の
体
質
や
宗
門
の
あ

り
方
、

・
道

の
あ
り
方
を
、
浄
土
真
宗
で
は

〝
中
興
の

祖
〟
と
し
て
敬
っ
て
参
り
ま
し
た
蓮
如
上
人
に
学
ん
で
い

こ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。 

 

ま
た
、
二
〇

一
一
年
四
月
よ
り

「親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
大
遠
忌
法
要
」
が
六
十
五
日
間
百
十
五
座
厳
修
さ
れ
ま

し
た
。
奇
し
く
も
、
あ
る
意
味
、
お
祝
い
ム
ー
ド
で
あ
っ

た
こ
の
法
要
が
始
ま
る

一
月
前
、
今
年
の
三
月
十

一
日
で

十
年
を
迎
え
ま
す
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
ま
し
た
。 

 

法
要
は
自
粛
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
ご
意

見
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
大
遠
忌
法
要
は
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
で
あ
る

「世
の
な
か
安
穏
な
れ
」
が
テ
ー
マ
で
も
あ
り
、
正
に
こ

の
震
災
時
に
お
い
て
、
平
穏
を
願
わ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
に
被
災
さ
れ
た
方
も
ご
本
山
に
ご

参
集
な
さ
れ
、
ご
法
要
を
続
け
て
ほ
し
い
と
仰
っ
た
こ
と

で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

法
要
の
御
満
座
に
あ
た
り
、
当
時
の
ご
門
主
さ
ま

（即

如
門
主
）
が

「新
た
な
始
ま
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
ご
消

息
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
の
お
念
仏
の
教
え
は
、
日
本
仏
教
だ
け
で
は

な
く
、
日
本
の
社
会

へ
の
一
つ
の
変
革
で
も
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
爾
来
、

「浄
土
真
宗
」
と
い
う
教
え
は
、
常
に

人
び
と
の
心
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
伝
え
よ
う
と
さ

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
蓮
如
上
人
が
ご
門
主
に
な
ら

れ
る
ま
で
は
、
本
願
寺
は
淋
し
い
も
の
で
、
聖
道
の
教
え

こ
そ
、
僧
侶
の
道
で
あ
り
、
在
家
の
人
は
、
そ
の
僧
侶
に

従
っ
て
お
け
ば
良
い
の
だ
と
い
う
考
え
が
当
然
の
よ
う
に

は
び
こ
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

そ
こ
に
蓮
如
上
人
は
、
本
当
に
救
わ
れ
る
道
を
、
わ
か

り
や
す
く
人
び
と
に
伝
え
て
い
か
れ
、
ご
門
徒
が
増
え
、

在
家
仏
教
の
中
心
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す 

 

そ
れ
が
、
五
百
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
り
、
封
建
制

度
の
中
で
は
、
や
は
り
権
威
に
は
対
立
し
き
れ
な
か
っ
た

と
い
う
よ
り
も
、
内
部
で
も
権
威
が
横
行
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
、
真
摯
に
浄
土
真
宗
の
教
義
を
研
鑽

し
て
こ
ら
れ
た
方
も
お
り
、
明
治
に
な
り
、
学
問
的
な
改

革
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
今
も
伝
統
宗
学

・
現
代
教
学
と
分

か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
は
言
え
な

い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。 

 
戦
中
は
、
戦
時
教
学
と
し
て
、
戦
後
、
批
判
の
的
に

な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
戦
中
、
軍
が
お
寺
の
鐘
な
ど
を
押

収
す
る
の
を
、
僧
侶

・
門
徒
が
必
死
に
止
め
よ
う
と
し
た

の
も
事
実
で
す
。 

 

そ
し
て
、
戦
後
も

「形
ば
か
り
の
僧
侶

・
名
ば
か
り
の

門
徒
」
と
内
省
し
、
同
朋
運
動

・
門
信
徒
会
運
動
を
柱

に
、
世
の
中
に
お
い
て
差
別
被
差
別
か
ら
の
解
放
を
め
ざ

し
、
教
化
の
充
実
の
た
め
、
仏
教
婦
人
会
な
ど
教
化
組
織

づ
く
り
に
励
み
ま
し
た
。
そ
の
二
本
柱
が
宗
門
の
基
幹
と

な
り
、
五
十
年
ほ
ど
続
き
ま
し
た
。 

 

現
在
、

「御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

（実
践
運

動
）
」
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
お
り
ま
す
。
本
願
寺
も
常

に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
こ
の

私
自
身
に
胸
を
当
て
る
と
、
心
許
な
い
と
こ
ろ
で
す
。 

 

ご
門
主
も
即
如
門
主
か
ら
ご
子
息
の
専
如
門
主
に
継
承

さ
れ
、
二
〇
二
三
年
に
は
、

「親
鸞
聖
人
八
百
五
十
年
御

誕
生

・
立
教
開
宗
八
百
年
」
の
慶
讃
法
要
を
迎
え
ま
す
。

い
よ
い
よ
準
備
に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

１
９
の
感
染
に
見
舞
わ
れ
、

一
寺
院
と
し
て
も
、
さ
ら
に

変
革
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

今
、
変
革

（改
革
）
に
は
、
多
様
性
が
求
め
ら
れ
い
る

と
言
わ
れ
ま
す
。
特
に
社
会
の
中
で
、
会
社
の
中
で
、
多

様
性
を
持
つ
こ
と
が
、
革
新
を
生
む
の
で
し
ょ
う
。 

 

森

・
元
首
相
の
発
言
は
、
た
だ
五
輪
委
員
会
の
会
長
を

女
性
に
す
れ
ば
済
む
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。 

 

世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
人
種
差
別
は
根
強
く
あ
り
ま

す
が
、
事
に
多
様
性
の
こ
と
に
な
る
と
、
進
ん
で
お
り
、

男
性
だ
か
ら
、
女
性
だ
か
ら
、
Ｌ
Ｄ
Ｇ
Ｂ
だ
か
ら
で
、
評

価
、
偏
見
を
持
た
な
い
こ
と
が
当
然
の
社
会
に
成
り
つ
つ

あ
り
、
日
本
は
、
も
っ
と
も
遅
れ
て
い
る
と
視
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。 

 

で
も
、

〝多
様
性
〟
と
言
う
言
葉
を
よ
く
理
解
し
な
い

ま
ま
、
何
で
も
か
ん
で
も

〝多
様
性
〟
が
大
切
だ
と
言
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
思
想
、
宗
教
の
違
い

を
認
め
合
い
、
共
存
し
、
共
働
し
、
共
創
し
て
い
く
こ
と

は
、
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
時
に

「救
い
の
物

語
の
多
様
性
」
と
な
る
と
、
？
？
？
で
、
私
自
身
、
浄
土

真
宗
が

「宗
教
」
と
い
う
枠
で
し
か
語
り
き
れ
な
い
も
ど

か
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
ど
れ
ほ

ど
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
理
解
し
て
い
る
か
疑
う
と
こ
ろ

で
は
あ
り
ま
す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
は

〝普
遍
〟

で
あ
る
は
ず
な
の
に
。
手
前
味
噌
な
考
え
に
す
ぎ
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
も
蓮
如
上
人
も

〝
お
他
宗
の
批

判
は
し
な
い
よ
う
〟

〝浄
土
真
宗
の
ご
信
心
の
あ
り
よ
う

を
お
他
宗
の
方
に
強
要
し
な
い
よ
う
に
〟
と
仰
っ
て
く
だ

さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
ん
な
私
の
世
界
、
私
た
ち
の

世
界
だ
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀
さ
ま
は

「生
死
の
苦
海
を
尽

く
さ
が
た
め
の
故
な
り
」
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏

を
届
け
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。 

合
掌 

１ 
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親
鸞
の
手
紙 

浅
井 

成
海 

氏 
  
 

念
仏
ひ
ろ
ま
れ
か
し 

  

こ
れ
だ
け
徹
底
し
て
如
来
に
は
か
ら
わ
れ
、
如
来
に

生
か
さ
れ
る
こ
と
を
説
き
つ
つ
、
そ
れ
が
ひ
た
す
ら
仏

の
智
慧
を
受
け
る
こ
と
だ
と
説
く
。
で
は
そ
の
智
慧
を

受
け
入
れ
る
念
仏
者
の
生
き
方
は
、
ど
の
よ
う
な
積
極

性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

親
鸞
三
十
五
歳
、
承
元
元

（
一
二
〇
七
）
年
の
念
仏

停
止
令
に
よ
り
、
越
後
流
罪
と
な
っ
た
。
ま
た
親
鸞
が

関
東
で
生
活
の
お
り
、
嘉
禄
三

（
一
二
二
七
）
年
の
念

仏
弾
圧

（
「嘉
禄
の
法
難
」
）
が
生
じ
、
兄
弟
子
の
隆

寛
が
流
罪
と
な
り
相
模
の
飯
山
で
寂
し
て
い
る
。 

 

親
鸞
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
関
東
の
門
弟
の
人
び
と
に

再
び
念
仏
弾
圧
に
等
し
い
事
実
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。 

 

そ
の
全
体
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

そ
れ
ら
の
事
実
に
対
し
て
、
念
仏
者
と
し
て
ど
の
よ
う

に
対
応
す
べ
き
か
が
示
さ
れ
て
い
る
、
御
消
息
の
第
十

七
通
、
第
二
十
五
通
、
第
二
十
七
通
、
第
四
十
三
通
を

通
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る 

（
一
）
関
東
に
さ
ま
ざ
ま
な
異
義
が
生
じ
た
た
め
に
、

こ
れ
を
正
す
た
め
に
、
京
都
よ
り
関
東

へ
行
っ
た
息
男

の
慈
信
房
善
鸞
が
、
念
仏
の
人
び
と
を
鎌
倉
幕
府
に
訴

え
た
と
い
う
事
実
が
生
じ
た
。
権
力
を
も
っ
た
人
び
と

を
縁
と
し
て
念
仏
を
ひ
ろ
め
よ
と
い
う
こ
と
を
善
鸞
が

主
張
し
た
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
京
都
よ
り
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

指
示
し
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
と
強
く
否
定
し
て
い

る

（第
十
七
通
）
。 

（二
）
鎌
倉
幕
府
で
取
り
調
べ
を
受
け
た
の
は
、
入
信

房
、
性
信
房
な
ど
で
あ
っ
た
。
と
く
に
性
信
房
の
申
し

開
き
に
よ
っ
て
誤
解
が
解
か
れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
、
な

に
よ
り
も
往
生
決
定
の
た
め
に
お
念
仏
申
し
、
さ
ら
に

公
け
の
た
め
、
国
民
の
た
め
お
念
仏
を
申
す
べ
き
こ
と

を
す
す
め
る
。
有
名
な

「世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法

ひ
ろ
ま
れ
」
と
お
念
仏
申
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

帰
す
る
と
こ
ろ
御
報
恩
の
お
念
仏
で
あ
る
と
も
述
べ
て

い
る

（第
二
十
五
通
）
。 

（三
）
こ
れ
ら
の
手
紙
を
通
し
て
、
も
し
権
力
に
よ
る

念
仏
者
に
対
し
て
の
迫
害
や
批
判
が
つ
づ
い
て
、
そ
の

場
に
居
づ
ら
け
れ
ば
、
そ
の
場
の
縁
が
尽
き
た
の
だ
と

思
い
そ
の
場
を
退
き
な
さ
い
。

「余
の
ひ
と
び
と
を
縁

と
し
て
、
念
仏
を
ひ
ろ
め
ん
と
、
は
か
ら
ひ
あ
は
せ
た

ま
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
候
ふ
。
そ
の
と

こ
ろ
に
念
仏
の
ひ
ろ
ま
り
候
は
ん
こ
と
も
、
仏
天
の
御

は
か
ら
ひ
に
て
候
ふ
べ
し
」

（世
間
の
人
び
と
に
取
り

入
っ
て
念
仏
の
教
え
を
広
め
よ
う
と
企
て
る
よ
う
な
こ

と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
土
地
に
念

仏
の
教
え
が
広
ま
る
こ
と
も
、
す
べ
て
仏
の
は
た
ら
き

に
よ
る
の
で
す
。

（第
十
七
通
）
と
述
べ
て
い
る
。

「余
の
ひ
と
び
と
」
を
在
地
の
権
力
を
さ
す
と
の
見
方

も
あ
る
。
そ
の
土
地
に
力
を
も
つ
権
威
に
従
っ
て
念
仏

を
ひ
ろ
め
て
は
な
ら
ぬ
、
と
誡
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
具
体
的
に
は
念
仏
の
ひ
ろ
ま
る
こ
と
を
妨
害

す
る
領
家

（荘
園
領
主
）
、
地
頭
、
名
主
の
人
び
と
に

対
し
て
も
あ
わ
れ
み
を
な
し
て
、
念
仏
を
申
し
、
い
ず

れ
は
念
仏
申
す
身
と
な
っ
て
ほ
し
い

「念
仏
ひ
ろ
ま

れ
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
幾
度
も
の
念
仏
の
弾
圧
や

批
判
に
対
す
る
き
び
し
い
視
点
を
も
ち
つ
つ
、
権
力
に

対
応
す
る
姿
勢
に
柔
軟
な
対
応
が
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

「承
元
の
念
仏
停
止
」
を
語
る

「化
巻
」
後
序
の
文

は
衆
知
の
如
く

「主
上
臣
下
」
に
対
す
る
き
び
し
い
批

判
の
文
と
な
っ
て
お
り
、
生
涯
そ
の
視
点
を
も
ち
つ
づ

け
た
が
、
晩
年
の
手
紙
に
お
い
て
は
、

「念
仏
を
申
し

念
仏
ひ
ろ
ま
れ
」
の
視
点
に
立
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が

念
仏
の
法
に
遇
う
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
同
信
の
人
に
対
す
る
姿
勢
は
、
同
行
同

朋
の
視
点
で
あ
る
か
ら
、
有
阿
弥
陀
仏

へ
の
手
紙
に
は

「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
、
浄
土
に

て
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
ま
ち
ま
ゐ
ら
せ
候
ふ
べ
し
」

（わ
た
し
は
今
は
も
う
す
っ
か
り
年
老
い
て
し
ま
い
、

き
っ
た
あ
な
た
よ
り
先
に
往
生
す
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

浄
土
で
必
ず
あ
な
た
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
第
二

十
六
通
）
と
述
べ
て
い
る
。 

  
 

悪
に
甘
え
て
は
い
け
な
い 

  

親
鸞
の
手
紙
で
ど
う
し
て
も
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
問
題
が
あ
る
。
親
鸞
が
説
い
て
き
た

「極
重
悪

人
」
の
救
い
、

「罪
業
深
重
」
の
救
い
に
つ
い
て
、
関

東
の
人
び
と
の
な
か
に
誤
れ
る
主
張
が
生
じ
、
ど
の
よ

う
な
悪
業
を
重
ね
た
者
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
悪

業
を
な
し
つ
つ
で
も
救
わ
れ
る
と
説
く
、
い
わ
ゆ
る

「増
悪
無
碍
」
の
誤
れ
る
主
張
に
対
し
、
き
び
し
い
批

判
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
手
紙

の
第
二
通
、
第
四
通
、
第
五
通
、
第
二
十
七
通
、
第
二

十
八
通
、
第
三
十
七
通
に
お
よ
ん
で
、
決
し
て
、
悪
に

甘
え
て
ど
の
よ
う
な
悪
を
も
許
し
て
い
く
教
え
で
は
な 

２ 

 

 
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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い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ど
の
よ
う

な
誤
っ
た
主
張
を
な
し
た
か
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。 

  

「師
を
そ
し
り
、
善
知
識
を
か
ろ
し
め
、
同
行
を
も

あ
な
づ
り
な
ん
ど
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
よ
し
き
き
候
ふ
こ

そ
」

（師
を
謗
り
、
善
知
識
を
軽
ん
じ
、
念
仏
の
仲
間

で
も
お
互
い
に
お
と
し
め
あ
っ
た
り
し
て
お
ら
れ
る
と

聴
き
ま
す
。
第
二
通
） 

 

「わ
れ
往
生
す
べ
け
れ
ば
と
て
、
す
ま
じ
き
こ
と
を

も
し
、
お
も
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
お
も
ひ
、
い
ふ
ま
じ

き
こ
と
を
い
ひ
な
ど
す
る
こ
と
は
あ
る
べ
く
も
候
は

ず
」

（自
分
は
往
生
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
、
思
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
思
い
、
い
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
い
う
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
第
四
通
） 

 

「無
明
の
酒
に
酔
ひ
た
る
人
に
い
よ
い
よ
酔
ひ
を
す

す
め
、
三
毒
を
ひ
さ
し
く
好
み
く
ら
ふ
ひ
と
に
い
よ
い

よ
毒
を
ゆ
る
し
て
好
め
と
申
し
あ
う
て
候
ふ
ら
ん
、
不

便
の
こ
と
に
て
候
ふ
」

（無
明
の
酒
に
酔

っ
て
い
る
人

に
、
ま
す
ま
す
酒
を
勧
め
、
三
毒
の
煩
悩
を
久
し
く
好

ん
で
口
に
し
て
い
る
人
に
、
ま
す
ま
す
毒
を
飲
め
と
そ

そ
の
か
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
す
が
、
何
と
も
心
の
痛
む

こ
と
で
す
。
第
五
通
） 

 

「悪
は
お
も
ふ
さ
ま
に
ふ
る
ま
ふ
べ
し
と
仰
せ
ら
れ

候
ふ
な
る
こ
そ
、
か
へ
す
が

へ
す
あ
る
べ
く
も
候
は

ず
」

（悪
い
行
い
は
心
に
ま
か
せ
て
す
る
の
が
よ
い
な

ど
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
決
し
て

あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
第
三
十
七
通
） 

  

こ
の
よ
う
に
、
煩
悩
の
お
も
む
く
ま
ま
に
お
こ
な

い
、
い
か
な
る
悪
い
こ
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
救
わ
れ
て
い

く
教
え
で
あ
る
、
本
能
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
い
、
い
か
な

る
悪
行
の
ま
ま
で
も
救
わ
れ
る
、
と
の
誤
れ
る
主
張
で

あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
が
説
か
れ
る
主
張
は
、 

 

「い
ま
弥
陀
の
ち
か
ひ
を
も
き
き
は
じ
め
て
お
は
し

ま
す
身
に
て
候
ふ
な
り

・
・
・
三
毒
を
も
す
こ
し
づ
つ

好
ま
ず
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
薬
を
つ
ね
に
好
み
め
す
身

と
な
り
て
お
は
し
ま
し
あ
う
て
候
ふ
ぞ
か
し

・
・
・
・

薬
あ
り
、
毒
を
好
め
と
候
ふ
ら
ん
こ
と
は
、
あ
る
べ
く

も
候
は
ず
」

（今
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
き
は
じ
め

る
よ
う
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。

・
・
・
三
毒
も
好
ま
ぬ

よ
う
に
な
り
、
阿
弥
陀
仏
の
薬
を
常
に
好
む
よ
う
に

な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

・
・
・
・
薬
が
あ
る
か
ら

好
き
こ
の
ん
で
毒
を
飲
み
な
さ
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
第
二
通
） 

 

「往
生
は
と
も
か
く
も
凡
夫
の
は
か
ら
ひ
に
て
す
べ

き
こ
と
に
て
も
候
は
ず

・
・
・
た
だ
願
力
に
ま
か
せ
て

こ
そ
お
は
し
ま
す
こ
と
に
て
候

へ
・
・
・
た
だ
こ
の
ち

か
ひ
あ
り
と
き
き
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
あ
ひ
ま
ゐ
ら
せ

た
ま
ふ
こ
そ
、
あ
り
が
た
く
め
で
た
く
候
ふ
御
果
報
に

て
は
候
ふ
な
れ
」

（往
生
は
凡
夫
が
あ
れ
こ
れ
と
思
い

は
か
っ
て
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
・
・
た

だ
本
願
の
は
た
ら
き
に
ま
か
せ
て
お
ら
れ
る
の
で

す
。

・
・
・
た
だ
こ
の
本
願
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞

き
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
あ
う
こ
と
こ
そ
、
た
ぐ
い
ま
れ

な
尊
い
果
報
な
の
で
す
。
第
四
通
） 

 

「も
と
ぬ
す
み
ご
こ
ろ
あ
ら
ん
人
も
、
極
楽
を
ね
が

ひ
念
仏
を
申
す
ほ
ど
の
こ
と
に
な
り
な
ば
、
も
と
ひ
が

う
た
る
こ
こ
ろ
を
も
お
ほ
ひ
な
ほ
し
て
こ
そ
あ
る
べ
き

に

・
・
・
こ
の
世
の
わ
ろ
き
を
も
す
て
、
あ
さ
ま
し
き

こ
と
を
せ
ざ
ら
ん
こ
そ
、
世
を
い
と
ひ
念
仏
申
す
こ
と

に
て
は
候

へ
」

（か
つ
て
盗
み
を
は
た
ら
こ
う
と
し
た

人
で
も
、
極
楽
浄
土

へ
の
往
生
を
願
っ
て
念
仏
す
る
よ

う
に
ま
で
な
っ
た
な
ら
、
も
と
の
誤
っ
た
考
え
も
あ
ら

た
め
も
す
る
は
ず
で
す
が

・
・
・
こ
の
世
の
悪
も
捨

て
、
嘆
か
わ
し
い
行
い
も
し
な
い
よ
う
に
し
て
こ
そ
、

こ
の
迷
い
の
世
界
を
厭
い
、
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。
第
三
十
七
通
） 

  

こ
の
よ
う
に
手
紙
の
な
か
で
、
悪
を
す
す
め
煩
悩
の

思
う
ま
ま
に
悪
行
を
積
み
、
そ
れ
が
本
願
の
救
い
で
あ

る
と
説
い
た
主
張
を
、
具
体
的
に
そ
の
い
ち
い
ち
に
つ

い
て
誤
れ
る
見
解
を
示
し
、
た
だ
本
願
の
は
た
ら
き
に

ま
か
せ
、
念
仏
の
教
え
に
遇
い
、
極
楽
を
願
う
身
と
な

れ
ば
、
従
来
の
悪
な
る
思
い
も
と
ど
め
、
こ
の
迷
い
の

世
界
を
厭
い
、
念
仏
申
す
身
と
な
る
こ
と
を
、
積
極
的

に
説
く
の
で
あ
る
。
臨
終
ま
で
煩
悩
の
身
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
身
を
厭
い
、
本
願
に

従
い
念
仏
申
す
身
が
煩
悩
に
引
き
ず
ら
れ
る
お
こ
な
い

を
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
を
、
こ
れ
も
わ
か
り
や
す
く
く

り
返
し
述
べ
て
い
る
。
悪
に
甘
え
ず
、
悪
を
き
び
し
く

見
据
え
て
悪
を
つ
つ
し
ん
で
い
く
こ
と
が
、
念
仏
者
の

生
き
方
で
あ
る
こ
と
と
示
す
。 

 

な
お
、
親
鸞
の
最
晩
年
の
手
紙
は
、
八
十
八
歳
の
と

き
、
乗
信
房
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
八
十
七
歳
よ
り

八
十
八
歳
に
か
け
て
全
国
的
な
飢
饉
が
生
じ
、
念
仏
者

の
多
く
の
人
び
と
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
悲
し
み
な
が

ら
、
釈
尊
の
説
か
れ
る
生
死
無
常
の
法
を
示
し
て
、
受

け
入
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
乗
り
越
え
る
道
が
あ
る

（あ

ら
ゆ
る
原
因
と
条
件
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
に
よ
っ
て

変
化
の
生
ず
る
事
実
を
見
極
め
）
と
説
き
、
平
生
に
信

心
の
ひ
と
と
な
っ
て
い
る
人
び
と
は
、
臨
終
の
善
悪
は

い
っ
さ
い
い
わ
な
い
と
述
べ
る
。
帰
す
る
と
こ
ろ
、

「故
法
然
聖
人
の
お
お
せ
と
し
て
、
浄
土
宗
の
人
は
愚

者
に
な
り
て
往
生
す
」
と
語
る
愚
者
と
は
、
人
間
の
本

来
も
つ
自
己
中
心
性
、
深
い
闇
を
さ
す
も
の
で
あ
り
、

善
導
、
法
然
と
継
承
さ
れ
て
き
た
機
の
深
信
が
、
法
の 

３ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「親
鸞
の
手
紙
」 

浅
井 

成
海 

氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 
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豊
島
勝
昭
先
生
の
お
話
を
聴
い
て 

 

今
年

一
月
九
日
の

「が
ん
患
者

・
家
族
語
ら
い
の
会
」
オ

ン
ラ
イ
ン
講
座
で
は
、
豊
島
勝
昭
氏

（医
師

・
神
奈
川
県
立

こ
ど
も
医
療
セ
ン
タ
ー
新
生
児
科
部
長
）
に

『
周
産
期
医
療

ド
ラ
マ

「
コ
ウ
ノ
ド
リ
」
の
医
療
監
修
で
伝
え
た
か
っ
た
こ

と

・
気
づ
い
た
こ
と
』
の
ご
講
演
を
頂
き
ま
し
た
。 

講
演
の
冒
頭
、

〝障
が
い
〟
の
定
義
を
問
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で

〝障
が
い
〟
の

「が
い
」
は

「害
」
で
は
決
し
て

な
い
、
差
別
の
言
葉
と
な
ら
な
い
よ
う
に

「不
自
由
さ
」
と

表
現
す
る
こ
と
を
学
ん
で
き
ま
し
た
が
、
先
天
性
疾
患
の
子

ど
も
た
ち
と
自
分
を
比
べ
る
と
応
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

自
分
が
生
ま
れ
た
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
縁
が
あ

っ
て
、

偶
々
、
こ
の
自
分
が
誕
生
し
た
と
理
解
し
て
は
い
ま
し
た

が
、
い
ろ
い
ろ
な
方
が
関
わ
り
、
生
命
を
育
ん
で
く
だ
さ

っ

た
こ
と
に
は
気
づ
こ
う
と
も
せ
ず
、
何
不
自
由
な
く
健
康
に

生
ま
れ
た
と
当
た
り
前
に
思
っ
て
い
た
自
分
が
あ
り
ま
す
。 

豊
島
先
生
の
お
話
で

〝
泣
い
た
ら
死
ん
で
し
ま
う
赤
ち
ゃ

ん
〟
が
お
ら
れ
る
こ
と
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。 

医
学
医
療
の
進
歩
に
よ
り
、
助
か
ら
な
い
生
命
が
助
か
る

よ
う
に
な
り
、
泣
か
な
い
赤
ち
ゃ
ん
を
無
理
矢
理
泣
か
せ
る

と
助
か
る
は
ず
の
そ
の
生
命
が
逆
に
危
ぶ
ま
れ
る
ケ
ー
ス
を

未
然
に
防
げ
る
の
で
す
。 

生
命
に
携
わ
る
お
医
者
さ
ん
を
は
じ
め
、
看
護
師
さ
ん
、

ご
家
族
は
、

一
瞬

一
瞬
、
気
を
抜
か
ず
、
真
摯
に
生
命
に
向

き
あ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。 

し
か
し
、
全
て
が
順
調
に
い
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。 

医
療
の
進
歩
に
よ
り
、
お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
で
生
命
が

誕
生
し
た
時
点
で
、
ダ
ウ
ン
症
な
ど
の
疾
患
が
あ
る
か
が
判

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
医
師
は
親
御
さ
ん

に
説
明
し
ま
す
。
生
む
か
の
判
断
は
親
御
さ
ん
が
決
断
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
初
は
、
そ
れ
で
も
生
ん
で
育
て
て

い
く
と
決
断
し
た
親
御
さ
ん
で
も
、
出
産
が
近
づ
く
に
つ

れ
、
悩
み
苦
し
む
の
で
す
。 

ま
た
、
生
ん
で
か
ら
、
我
が
子
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

ケ
ー
ス
も
あ
り
、
医
療
者
側
は
、
強
制
的
に
受
け
入
れ
さ
せ

よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
温
か
く
見
守
り
、

一
歩

一
歩
、

受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
心
を
配
る
こ
と
に
努
め
て
お

ら
れ
ま
す
。 

医
療
が
発
達
し
て
も
、
全
て
の
生
命
を
助
け
ら
れ
な
い
こ

と
も
現
実
で
あ
り
ま
す
。 

豊
島
先
生
の
新
生
児
集
中
医
療
室

（Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
）
で
は
、

二
四
時
間
、
親
御
さ
ん
が
、
看
護
師
さ
ん
、
お
医
者
さ
ん
が

付
き
添
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
抱
っ
こ
で
き
ず
に
、
お

別
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
細
心
の
注

意
を
は
ら
っ
て
親
御
さ
ん
に
抱
っ
こ
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

る
そ
う
で
す
。 

ま
た
退
院
を
勧
め
、
そ
れ
は

「看
取
る
」
た
め
で
は
な

く
、

「限
り
あ
る
時
間
を

一
緒
に
生
き
る
」
こ
と
に
つ
と
め

て
お
ら
れ
ま
す
。 

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
は
、

「生
命
を
め
ぐ
る
話
し
合
い
」
が
多
い
場

所
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、

「障
が
い
と
は
」
と
い
つ
も
自

問
自
答
し
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。 

こ
の
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９
の
禍
中
、
感
染
し
な
い
よ
う
に
面

会
を
し
な
い
の
が
常
識
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
あ
き
ら
め

ず
、
ご
家
族
が
会
い
触
れ
合
え
る
よ
う
に
、
最
善
の
方
途
を

常
に
摸
索
実
践
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
感
嘆
す
る
ば
か
り

で
し
た
。 

 

私
は
医
療
従
事
者
で
は
な
い
か
ら
何
も
出
来
な
い
な
あ
と

思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
子
ど
も
病
院
周
辺
の
方
が
、
病
院
に

手
指
ア
ル
コ
ー
ル
が
足
り
な
い
こ
と
を
知
り
、
仕
事
の
合
間

に
、
商
店

・
会
社
を
回
っ
て
備
蓄
の
ア
ル
コ
ー
ル
缶
を
分
け

て
も
ら
い
、
病
院
に
届
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
し
て
お
ら   

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「親
鸞
の
手
紙
」 

浅
井 

成
海 

氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 

４ 

の
深
信
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
な
り
、
本
願
力
に
よ
る

救
い
を
最
晩
年
の
手
紙
で
示
す
の
で
あ
る
。 

  
 

む
す
び 

  

そ
の
他
善
鸞
事
件
の
問
題
な
ど
言
及
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
問
題
も
あ
る
が
、
紙
数
の
都
合
も
あ
り
別
の
機
会

に
譲
り
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
親
鸞
は
晩
年
の
手
紙

の
な
か
で
門
弟
の
問
い
に
答
え

つ
つ
、
他
力
の
本
願
に

生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
た
す
ら
本
願
を
信
じ
念
仏

申
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
凡
夫
の
わ
た
し
が

現
実
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
、
浄
土
に
往
生
し
て
い
く 

と
い
う
さ
と
り
の
道
の
完

成
で
あ
る
こ
と
を
説
き

つ

づ
け
る
の
で
あ
る
。
阿
弥

陀
仏
の
救
い
の
道
に
お
い

て
全
仏
教
の
さ
と
り
の
道

が
完
成
す
る
こ
と
を
、
述

べ
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

八
十
八
歳
ま
で
書
き
綴
ら

れ
、
む
つ
か
し
い
表
現
も

あ
る
が
魅
力
に
満
ち
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。 

 

※
今
回
を
も
ち
ま
し
て
、

『親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大

遠
忌
記
念 

親
鸞
』

（別
冊

太
陽
）
か
ら
の
転
載
を
終
了

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
次
号
か

ら
は
別
の
資
料
か
ら

「親
鸞

聖
人
を
知
ろ
う
」
を
企
画
致

し
ま
す
の
で
、
乞
う
ご
期
待

く
だ
さ
い
。 

 

※
前
号
の
掲
載
文
を
少
し
書
き
直
し
、
書
き
加
え
て
み
ま
し
た
。 

 

聖
道
の
慈
悲
と
浄
土
の
慈
悲 
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れ
る
こ
と
も
聞
き
、
感
心
す
る
ば
か
り
で
、
自
分
が
近
く
に

住
ん
で
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
行
動
は
起
こ
せ
な
い
と
思
い

ま
し
た
。 

ま
た
、
豊
島
先
生
は
、
私
た
ち
は
、
と
も
す
る
と
、
山
の

高
嶺

（長
生
き
）
を
め
ざ
し
て
、
足
元
の
花

（今

の
い
の

ち
）
を
見
な
い
、
踏
み
に
じ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
、
日
頃
の
生
活
習
慣
に
心

当
た
り
も
あ
り
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

豊
島
先
生
た
ち
医
療
従
事
者
の
方
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
な
さ

っ
て
お
ら
れ
る
方
々
の
行
い
は
、
と
て
も
私
如
き
が

真
似
も
出
来
な
い
、
損
得
勘
定
の
な
い
、
有
り
難
い
、
素
晴

ら
し
い
営
み
の
お
姿
だ
と
思
い
、
自
然
と
感
涙
し
て
し
ま
い

ま
す
。 

  
 

『歎
異
抄
』
第
四
条
の

「慈
悲
」 

 

『歎
異
抄
』
第
四
条
は
、

「慈
悲
に
聖
道

・
浄
土
の
か
は

り
め
あ
り
。
」
で
始
ま
り
、

「し
か
れ
ば
、
念
仏
申
す
の
み

ぞ
、
す
ゑ
と

ほ
り
た

る
大
慈
悲
心

に
て
候

ふ

べ
き
と

云
々
。
」
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
に

「自
力
の
慈

悲
」
は
終
始

一
貫
し
な
い
か
ら
ダ
メ
で

「他
力
の
慈
悲
」
は

末
通
る
か
ら
良
い
の
だ
と
解
釈
さ
れ
が
ち
で
す
。 

果
た
し
て
、
こ
こ
で
の

「聖
道
」
は
仏
に
成
る
た
め
の
自

ら
の
身
心
の
行
い
だ
け
を
指
し
て
、
単
に

「聖
道
」
＝

「自

力
」
と

「浄
土
」
＝

「他
力
」
と
解
釈
す
る
だ
け
な

の
で

し
ょ
う
か
？ 

ま
た
、

「慈
悲
に
聖
道

・
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
」
の

「か
は
り
め
あ
り
」
と
は

「違
い
が
あ
る
」
と
か

「別
々
で

あ
る
」
と
言
う
意
味
で
し
ょ
う
か
？ 

  
 

「聖
道
の
慈
悲
」 

 

『歎
異
抄
』
で
述
べ
ら
れ
る

「聖
道
」

「浄
土
」
は
、
大

乗
仏
教
で
言
わ
れ
る
自
力
の

「聖
道
門
」

・
他
力
の

「浄
土

門
」
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 

こ
の
場
合
の

「聖
道
」
と
は
、
こ
の
現
世
で
の
私
た
ち
の

慈
悲

（情

・
行
動
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「た

す
け
と
ぐ
る
」
と
は
、
究
極
的
に
は
生
命
そ
の
も
の
を

「救

う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「き
は
め
て
あ
り
が

た
し
」
だ
か
ら
、
大
変
難
し
い
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
す
。 

「あ
わ
れ
み
、
悲
し
み
、
育
み
、
慈
し
み
、
助
け
よ
う
」

と
す
る
こ
と
は
、
本
当
に
人
の
営
み
と
し
て
素
晴
ら
し
く
、

た
と
え
、
助
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
生
業
は
尊

い
情

・
行
い
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

先
の
豊
島
先
生
等
の
お
心

・
行
い
が
、
そ
の

「聖
道
の
慈

悲
」
に
当
た
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
し
、
決
し
て
、
無
駄
な

こ
と
で
は
な
く
、
共
感
を
呼
び
起
こ
す
、
人
と
し
て
素
晴
ら

し
く
尊
い
こ
と
だ
と
思
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。 

 

 
 

慈
悲
は
仏
に
成
る
た
め
で
は
な
い 

 

慈
悲
を
起
こ
す
の
は
、
何
も

「仏
に
成
り
た
い
か
ら
」
で

は
な

い
で
し
ょ
う
。
仏
教
で
は
、
慈
悲
に

「小
悲
」

「中

悲
」

「大
悲
」
と
い
う
分
け
方
が
あ
り
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
は

「小
慈
小
悲
も
な
き
身

に
て
」
と
お

っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、

「小
悲
」
は

「衆
生
縁
」

と
言
わ
れ
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
で
交
わ
さ
れ
る
慈
悲
の

こ
と
で
す
。

「中
悲
」
は

「法
縁
」
と
言
わ
れ
、

「教
え
」

（仏
教
で
言
え
ば
、

「成
仏
道
」
の
こ
と
）
に
基
づ
い
て
行

う
慈
悲
の
こ
と
で
す
。 

「小
悲
」
に
し
て
も

「中
悲
」
に
し
て
も
、
そ
れ
は
有
り

難
く
、
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
全
て

「聖
道
の
慈

悲
」

（自
力
＝
私
の
行
い
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。 だ

っ
た
ら

「浄
土
の
慈
悲
」
と
言
う
こ
と
で
、
医
療
の
専

門
家
で
も
な
い
私
が

「た
だ
念
仏
だ
」
と
言
っ
て
、
お
念
仏

を
と
な
え
る
こ
と
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ

る

「聖
道

の
慈
悲
」
と
同
じ
土
俵
で
し
か
な
い
と
思
い
ま

す
。
も
し
か
し
た
ら
、
慈
悲
と
も
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
相
手

（患
者
さ
ん
）
の
こ
と
を
思

っ
て
お
念
仏
し

た
り
、

「助
か
り
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
り
を
捧
げ
る
な
ら
、

聖
道
の
慈
悲
の
中
で
も
自
己
満
足
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の

で
し
ょ
う
。 

  
 

「浄
土
の
慈
悲
」 

 

『歎
異
抄
』
に
説
か
れ
る

「浄
土
の
慈
悲
」
と
は
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
本
願
力

（本
願
他
力
）
の
こ
と
を
仰

っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
を

「大
悲
」
＝

「無
縁
の
慈
悲
」
と
も
言
わ
れ

ま
す
。

「無
縁
」
の

「無
」
は
単
に

「無
量
」
の
意
味
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
慈
悲
が
与
え
ら
れ
る
側
の
条
件
は
な

く
、
差
別
も
な
く
、
全
て
の
も
の
に
等
し
く
、
忖
度
も
な

い
、
純
潔
な
心
で
あ
り
、

「死
ん
だ
ら
お
し
ま
い

（無
）
」

と
し
か
思
え
な
い
私
を

「仏
」
に
し
て
く
だ
さ
る
、
阿
弥
陀

さ
ま
に
し
か
出
来
な
い
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
の
は
た
ら

き
を

「大
慈
悲
」

「無
縁
の
慈
悲
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。 

ま
た

「聖
道
の
慈
悲
」
が

「た
す
け
と
ぐ
る
」
と
言
わ
れ

る

一
方
、

「浄
土
の
慈
悲
」
で
は

「利
益
す
る
」
と
使
い
分

け
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
生
命
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
と
は

異
な
る
よ
う
で
す
。 

「慈
悲
に
聖
道

・
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
」
と
の

「変
わ
り

目
」
と
は
、
別
々
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
慈
悲
の
も
の

が
ら
、
は
た
ら
く
相
は
同
じ
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

の
同
じ
慈
悲
が

「転
換
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

目
と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
に
遇
っ
た
機
縁
、
あ
え
て

言
う
な
ら
ば
、

「念
仏
申
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
こ
こ
ろ
の
お

こ
る
と
き

（
『歎
異
抄
』
第

一
条
）
」
を
言
う
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。 

『歎
異
抄
』
の

「浄
土
の
慈
悲
」
は
直
訳
す
る
と
、
お
念

仏
申
す
人
生
を
歩
み
、
こ
の
世
の
い
の
ち
が
尽
き
た
と
き
、

即
、
仏
さ
ま
と
な

っ
て
有
縁
の
方
々
に
は
た
ら
く
、
仏
さ
ま

に
し
か
出
来
な
い
大
き
な
慈
悲
こ
そ
を
言
う
の
だ
と
仰
る
。 
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弥
陀
の
本
願
力 

 
今
生
で
は
た
ら
く
私
の
慈
悲
は
、
私
が
起
こ
し
て
い
る
慈

悲
と
思
い
込
ん
で
い
る
間
は
、
自
分
が
亡
く
な
れ
ば
、
そ
の

志
は
つ
い
え
て
し
ま
い
、
恩
愛
の
繰
り
返
し
な
の
か
と
思
い

ま
す
。 「浄

土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
成

り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を

利
益
す
る
を
い
ふ
べ
き
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
身
が

仏
に
成
る
こ
と
が
第

一
と
言
う
の
で
は
な
く
、
称
え
る
そ
の

名
号

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
私
の
意
思
と
は
関
係
な
く
、
阿

弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
が
は
た
ら
い
て
い
る
証
拠
と
味
わ
う
こ
と

と
思
い
ま
す
。 

こ
の
私
が
慈
悲
を
掛
け
て
い
る
と
思

っ
て
い
る
相
手
を
通

し
て
実
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
慈
悲
が
私
を
仏
に
し
よ
う
と
、

こ
の
凡
愚
の
私
の
情

（こ
こ
ろ
）
に

「哀
れ
み
、
悲
し
み
、

育
み
、
慈
し
み
、
助
け
た
い

（仏
さ
ま
の
よ
う
な
）
心
」
を

抱
か
せ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

そ
れ
は
、
慈
悲
を
掛
け
て
い
た
相
手
が
た
と
え
、
亡
く

な

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
方
は
お
浄
土
に
生
ま
れ
、
仏
さ
ま

と
な

っ
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
伝
え
て
く
だ
さ

っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
自
分
が
亡
く

な

っ
て
も
仏
と
成

っ
て
還
っ
て
き
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
慈

悲
を
伝
え
る
。
だ
か
ら
、
お
念
仏
申
す
こ
と
が
、

一
貫
し
た

大
慈
悲
だ
と
仰
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

尚
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
慈
悲
心
と
、
何
か
自
分
を
超
え
た
他

の
力
が
私
の
慈
悲
を
後
押
し
し
て
い
る
と
か
、
ご
信
心
を
頂

い
た
者
の
慈
悲
行
と
か
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。 

  
 

「生
苦
」
に
つ
い
て 

  

先
の
豊
島
勝
昭
先
生
の
お
話
を
聴
き
な
が
ら
、

「慈
悲
」

の
他
に
も
う

一
つ
仏
教
で
言
わ
れ
る
四
苦

（生
老
病
死
）
の

中
の

「生
苦
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。 

 

「生
苦
」
と
は
、

「生
き
る
苦
し
み
」
で
は
な
く
、

「生

ま
れ
る
苦
し
み
」
と
い
う
意
味
が
定
説
に
な
っ
て
お
り
ま
す 

 

私
は
二
〇
年
ほ
ど
前
に
そ
の
こ
と
を
知
り
ま
し
た
が
、
そ

れ
で
も
自
分
が
生
ま
れ
る
と
き
の
こ
と
は
全
く
憶
え
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
の
で
、
懐
疑
的
で
し
た
。 

 

豊
島
先
生
か
ら
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
生
ま
れ
る
赤
ち
ゃ
ん
や
そ
の

ご
家
族
、
出
産
に
関
わ
る
医
療
者
の
お
話
を
聴
く
と
、

「生

ま
れ
る
時
の
苦
し
み
」
と
い
う
の
は
、
生
ま
れ
る
本
人
に
自

覚
が
な
く
て
も
有
る
の
か
な
あ
と
も
思
い
ま
し
た
。 

 

そ
れ
で
も
、
そ
の
思
い
は
客
観
的
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。 

 

志
慶
眞
文
雄
氏
は
、
や
は
り
長
く

「生
苦
」
が
は
っ
き
り

し
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

生
ま
れ
る
時
、
お
母
さ
ん
の
狭
い
産
道
を
通
っ
て
く
る
か

ら
？
居
心
地
の
よ
い
子
宮
か
ら
冷
た
い
世
間
に
無
理
に
押
し

出
さ
れ
る
か
ら
？
思
い
の
ま
ま
に
、
ど
の
時
代
、
ど
こ
の

国
、
ど
の
人
種
、
ど
ん
な
家
族
、
ど
ん
な
個
性
な
の
か
等
、

選
べ
ず
に
生
ま
れ
る
か
ら
？

「生
苦
」
な
の
か
？ 

 

現
段
階
で
は

「
エ
ゴ
」
と
い
う
業
を
背
負

っ
て
生
ま
れ
る

こ
と
が

「生
苦
」
の
意
味
で
は
な
い
か
と
仰
る
。 

 

私
は
、

「生
苦
」

（生
ま
れ
る
苦
し
み
）
の
み
を

「生
ま

れ
る
時
の
苦
し
み
」
と

「時
」
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。 

 

他
の

「老
病
死
」
は

「老
い
る
こ
と
」

「病
む
こ
と
」

「死
ぬ
こ
と
」
と
捉
え
て
い
て
、
同
様
に

「生
ま
れ
る
こ
と

の
苦
し
み
」
と
受
け
取
る
べ
き
な
の
か
と
も
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、

「苦
」
と
は

「思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
こ
と
」

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
仏
教
で
言
わ
れ
る

「苦
」
は
、
何
も
意

識
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
無
明
を
無
明
と
わ
か
ら
な

い
、
そ
の
こ
と
が

「苦
」
と
も
説
か
れ
て
い
ま
す
。

（
一
切

皆
苦
） 

 

そ
し
て
、
何
も

「生
ま
れ
る
」
と
は
肉
体
的
な

「生
」
だ

け
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
も
思
い
ま
す
。 

 

無
垢
な
子
が
、
い
ず
れ
自
我
に
め
ざ
め
る
。
そ
れ
も

「生

ま
れ
る
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

「誕
生
」
の

「誕
」
に
は

「嘘

・
偽
り
」
の
意
味
が
あ
り

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
五
濁
増
の
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
る
と

い
う
の
は
、

「苦
」
の
何
も
の
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
生
ま
れ
て
く
る
子
を
通
し
て
、

阿
弥
陀
さ
ま
の

「あ
な
た
を
必
ず
仏
に
し
ま
す
」
と
の
ご
本

願
の
現
わ
れ
と
味
わ
い
た
い
も
の
で
す
。 

 

赤
ち
ゃ
ん
は

「生
む
」

「産
む
」
で
は
な
く
、
古
来
か
ら

「授
か
る

（預
け
し
め
た
ま
う
）
」
と
頂
い
て
来
た
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

  
 

「あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
」  

  

『歎
異
抄
』
第

一
条
に
は
、

「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
。
」
と

あ
り
ま
す
。

「あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
」
と
は
、
古
語
で
、
私

ど
も
に
は
ま
ど
ろ
っ
こ
し
く
聞
こ
え
ま
す
。 

 

そ
れ
で
、
よ
く

〝
預
か
ら
さ
せ
て
い
た
だ
く
〟
と
解
釈
し

私
が
主
語
に
な
り
、
目
上
の
方
か
ら
、
何
か
物
を
お
預
か
り

す
る
」
と
い
う
行
為
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
し
ま

す
。
が
、
こ
こ
で
は
、

「摂
取
不
捨
の
利
益

〝
を
〟
」
で
は

な
く
、

「摂
取
不
捨
の
利
益

〝
に
〟
」
で
あ
る
こ
と
も
考
え

ま
す
と
、

〝利
益

（す
く
い
）
〟
を
私
に
受
け
さ
せ
て
く
だ

さ
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
の
中
に
、
こ
の

私
を
お
さ
め
さ
せ
て
く
だ
さ
る
と
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 

私
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
そ
の
ま
ま
が
救
い
の

中
に
お
さ
ま
る
、
そ
れ
が
ご
信
心
を
賜
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

 

二
月
二
十
八
日
か
ら
甥
の
綾

一
と
の
二
人
暮
ら
し
が
始
ま
り
ま
し

た
。
引
っ
越
し
て
き
た
そ
の
夜
、
引
越
祝
い
と
し
て
、
引
き
出
物
カ

タ
ロ
グ
か
ら
注
文
し
て
い
た
神
戸
牛
の
ス
テ
ー
キ
を
料
理
し
ま
し

た
。
二
人
暮
ら
し
に
な
る
と
、
対
面
で
の
食
事
も
増
え
る
だ
ろ
う

と
、
前
も
っ
て
、
写
真
の
テ
ー
ブ
ル
用
シ
ー
ル
ド
を
購
入
し
て
お
き

ま
し
た
。
甥
は
、
そ
ん
な
に
使
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
け
ど
と
は
、

言
っ
て
い
ま
し
た
。
甥
は
日
頃
は
夕
食
に
は
ご
飯
を
食
べ
な
い
よ
う

に
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
今
日
は
ご
飯
を
食
べ
よ
う
か
な
と
言
っ

て
く
れ
て
、
元
々
の
食
材
が
良
い
か
ら
で
し
ょ
う
が
、
私
が
適
当
に

味
付
け
し
た
ス
テ
ー
キ
を

〝う
ま
い
、
う
ま
い
〟
と
言
っ
て
、
ご
飯 

も
二
杯
食
べ
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

食
事
が
終
わ
る
と
、
率
先
し
て
、
皿
を
洗
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

内
心
、
こ
れ
か
ら
毎
日
三
食
の
用
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

な
あ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
翌
朝
か
ら
、
私
が
留
守
の
間
に
、
洗

濯
を
し
、
そ
れ
を
干
し
て
、
私
の
分
ま
で
き
ち
ん
と
た
た
ん
で
く
れ

る
し
、
部
屋
の
掃
除
は
し
て
く
れ
る
し
で
、
食
事
も
彼
は
彼
で
、
健

康
を
気
遣
っ
て
、
制
限
し
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
、
自
分
な
り
の
食

事
を
し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
が
毎
日
用
意
す
る
必
要
も
あ

り
ま
せ
ん
。
彼
が
、
シ
ー
ル
ド
は
そ
ん
な
に
使
わ
な
い
だ
ろ
う
と
、

前
に
言
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

 

甥
と
住
む
よ
う
に
な
り
、
ま
だ

一
週
間
で
す
が
、
い
い
加
減
な

一

人
暮
ら
し
を
し
て
き
た
自
分
の
身
が
引
き
締
ま
る
よ
う
な
気
が
し
ま

し
た
。 

 

二
十
八
日
は
、
食
事
が
終
わ
り
、
甥
が
後
片
付
け
を
し
て
く
れ

て
、

一
息
つ
い
た
ら
、
明
朝
の
葬
儀
の
準
備
で
も
そ
ろ
そ
ろ
し
よ
う

か
な
あ
と
思
っ
た
途
端
、

「法
名
紙
」
が
切
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
た
。
慌
て
て
、
同
じ
組
内

の
お
寺
さ
ん
に
電
話
を
し
て
、
法
名

紙
を
分
け
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。
外
出
時
間
の
夜
八
時
は
と
う
に

過
ぎ
て
い
ま
し
た
。
ご
住
職
は
快
く

分
け
て
く
だ
さ
り
、
や
れ
や
れ
と
思

い
な
が
ら
、
帰
り
の
車
中
、
思
い
出 

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

〝や
っ
ち
ま
っ
た
〟
と
い
う
後
悔

し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
こ
と
は

次
号
に
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 

二
〇
二
一
年 

三
月
の
行
事
予
定 

  

聞
思

も
ん
し 

あ
り
の
ま
ま
の 

  
 

 
 

自
分

じ
ぶ
ん

と
向む

き
合あ

う 
 

  

二
〇
二
一
年

「心
の
と
も
し
び
」
三
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

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 

２０２１年 春季彼岸会法要 
 

 日時：３月２１日（日）午後２時～午後３時 

 日程：１４：００ おつとめ（仏説阿弥陀経） 

    １４：４０ 法話（稱讃寺住職） 

    １５：００ 恩徳讃（解散） 
 

※この春のお彼岸には間に合いませんでしたが、いつでもどこでも、稱讃

寺のご本尊（阿弥陀如来さま）にお会いでき、ご参拝いただけるようにな

ります。スマートフォン/タブレット/パソコンのいずれかをご用意になっ

て、ご自宅でお待ちになっててください。 


