
  

  

先
日
、
三
月
二
十
六
日
、
父

（清
聲
院
釋
龍
也
）
の
祥
月

命
日
で
し
た
。 

 

昨
年
、
七
回
忌
を
迎
え
、
家
族

一
同
、
鹿
児
島
の
稱
讃
寺

で
法
要
を
行
う
た
め
、
参
集
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
あ

れ
か
ら

一
年
経
つ
の
で
す
が
、
当
時
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９
の

感
染
の
第

一
波
が
押
し
寄
せ
る
時
期
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
法
要
が
終
わ
っ
て
も
、
姉
は
実
家
に
残
り
、
未
だ
、

東
京
に
は
戻
れ
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。 

 

ま
る

一
年
、
こ
の
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９
の
感
染
ば
か
り
を
気

に
し
て
か
、
今
年
で
、
父
が
往
生
し
て
か
ら
本
当
に
七
年
に

な
る
の
か
と
、
あ
や
ふ
や
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
一
年
は
あ
っ
と
い
う
間
で
あ
り
な
が
ら
、
振
り
返
る

と
、
法
要
は
確
か
に
減
少
は
し
ま
し
た
が
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１

９
の
影
響
、
姉
が
居
な
い
こ
と
で
、
普
段
や
ら
な
い
こ
と
も

し
た
よ
う
で
す
が
、
自
分
の
周
り
の
こ
と
だ
け
に
気
を
取
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

こ
の
三
月
で
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
十
年
、
サ
リ
ン
事
件

か
ら
二
十
六
年
経
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
日
が
近
づ
い
た
こ
ろ

テ
レ
ビ
の
報
道
番
組
を
見
て
い
て
、

〝
あ
ー
、
も
う
そ
ん
な

に
な
る
か
〟
と
改
め
て
意
識
す
る
始
末
で
す
。 

 

こ
の
間
、
宗
門
の
機
関
誌

『
宗
報
』
に
、
二
十
数
年
前
か

ら
の
知
り
合
い
の
僧
侶
の
方

（五
十

一
歳
）
、
全
国
的
に
布

教
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
た
方
の
お
名
前
が
敬

弔
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に
と
ま
り
ま
し
た
。 

 

父
を
は
じ
め
、
ご
縁
の
あ
っ
た
方
々
は
既
に
仏
さ
ま
に
成

ら
れ
て
お
ら
れ
る
、
ま
た
成
ら
れ
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
、
必

ず
成
ら
れ
る
方
な
の
で
し
ょ
う
が
、
普
段
か
ら
そ
の
こ
と
を

念
え
な
い
私
で
あ
り
ま
す
。 

 

標
語
の
ご
和
讃
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
を
念
ず
れ
ば
、
全
て
の

仏
さ
ま
を
念
ず
る
こ
と
に
な
る
と
の
意
味
で
は
な
く
、
仏
さ

ま
と
成
っ
た
父
を
は
じ
め
、
十
方
の
仏
さ
ま
方
が
、
南
無
阿

弥
陀
仏
と
化
し
て
、

〝罪
悪
深
重
の
凡
夫
〟
そ
の
意
識
さ
え

な
い
私
を
念
じ
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。 
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世
俗

せ
ぞ
く

の
君
子

く
ん
し

幸
臨

こ
う
り
ん

し 

 
 

勅
ち
ょ
く

し
て
浄
土

じ
ょ
う
ど

の
ゆ
ゑ
を
と
ふ 

 
 

十
方
仏
国
浄
土

じ
っ
ぽ
う
ぶ
っ
こ
く
じ
ょ
う
ど

な
り 

 
 

な
に
に
よ
り
て
か
西 に

し

に
あ
る 

 

鸞
師

ら
ん
し

こ
た
へ
て
の
た
ま
は
く 

 
 

わ
が
身 み

は
智
慧

ち
え

あ
さ
く
し
て 

 
 

い
ま
だ
地
位

じ
い

に
い
ら
ざ
れ
ば 

 
 

念
力

ね
ん
り
き

ひ
と
し
く
お
よ
ば
れ
ず 

 

『高
僧
和
讃

（曇
鸞
讃
』 

Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９
禍
中 

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

感
染
蔓
延
の
防
止
を
自
然
体
で
出
来
た
ら
と
思
い
ま
す
。 
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三
月
二
十

一
日

（日
）
午
後
二
時
よ
り
、
稱
讃
寺
の
春

季
彼
岸
会
を
お
つ
と
め
い
た
し
ま
し
た
。 

 

あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
、
仏
旗
は
掲
げ
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
調
子
な
ら
ど
な
た
も
お
越
し
に
な
ら
な
い
だ
ろ

う
な
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
二
時
前
で
、
四
名
の
方

が
お
見
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 

前
日
、
私
は
、
千
葉
の
お
寺
さ
ま
の
お
彼
岸
会
法
要
に

出
講
い
た
し
ま
し
た
。
お
天
気
も
良
く
、
お
墓
参
り
の
方

も
多
く
て
、
普
段
よ
り
集
ま
り
ま
し
た
と
、
そ
の
お
寺
さ

ん
も
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
十
名
ほ
ど
の
ご
門
徒

さ
ん
が
ご
聴
聞
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
内
は
明
日
な
ん
で
す

け
ど
、
お
天
気
も
雨
模
様
で
す
か
ら
、
も
し
か
す
る
と
ど

な
た
も
来
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
と
、
お
寺
さ
ん
と
お

話
し
て
い
ま
し
た
。 

 

山
田
昌
三
さ
ん

・
高
橋
八
重
子
さ
ん

・
中
木
原
乃
既
子

さ
ん

・
藪
田
佳
之
さ
ん
、
よ
う
こ
そ
よ
う
こ
そ
、
お
参
り

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

皆
さ
ん
で
、

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
お
つ
と
め
を
致
し

ま
し
て
、
住
職
が
三
十
分
ほ
ど
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き 

「み
ほ
と
け
に
い
だ
か
れ
て
」
を
ご
唱
和
い
た
だ
き
、
終

了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

佐
藤
千
鶴
子
さ
ん
よ
り
、
参
拝
出
来
な
い
か
ら
と
事
前

に
ご
懇
志
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
誠
に
有
り
難
う

ご
ざ
い
ま
す
。 

 

〈住
職
の
話
〉 

  

元
首
相
の
森
氏
が
、
女
性
を
差
別
す
る
発
言
か
ら
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
の
会
長
を
降
り
、
後
継
者
を
誰
に
す
る

か
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
女
性
を
会
長
に
す

れ
ば
良
い
で
、
済
む
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
世

界
で
は
、
男
性
だ
か
ら
、
女
性
だ
か
ら
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
だ
か

ら
と
、
偏
見
を
持
た
ず
、

「多
様
性
」
を
持
た
な
け
れ

ば
、
発
展
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
人
種

・
民
俗

・
出
身
地

・
学
歴

・
宗
教
の
違
い

を
認
め
合
い
、
共
存
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
ま

す
。 

 

そ
ん
な
中
、

「物
語
り
の
多
様
性
」
と
い
う
こ
と
も
い

わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の

〝救
い
〟
の
物

語
り
に
共
感
す
る
こ
と
が
、

「多
様
性
」
を
持
つ
と
い
う

こ
と
な
の
か
と
疑
問
で
す
。 

 

先
ほ
ど
、
ご

一
緒
に
お
つ
と
め
い
た
し
ま
し
た

『
仏
説

阿
弥
陀
経
』
を
は
じ
め
、

『
仏
説
無
量
寿
経
』

『
仏
説
観

無
量
寿
経
』
の

「浄
土
三
部
経
」
は
、
お
念
仏
に
よ
る
救

い
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

「全
て
の
生
き
と
し
生
き
る
も

の
が
、
救
わ
れ
る
と
い
う
物
語
そ
の
も
の
に

「多
様
性
」

が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、

「普
遍
性
」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
で
は
、

「青
色
青
光 

黄
色
黄
光 

赤
色
赤
光 

白
色
白
光 

微
妙
香
潔
」
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。

「青
い
花
は
青
い
光
を
放
ち
、
黄
色
い
花
は
黄
色
い

光
を
放
ち
、
赤
い
花
は
赤
い
光
を
放
ち
、
白
い
花
は
白
い

光
を
放
ち
、
そ
れ

ぞ
れ
が
争
う
こ
と

な
く
、
輝
い
て
い

る
」
と
い
う
の
で

す
。 

 

お
浄
土
に
は
、

樹
木
が
生
え
て
い

ま
す
。

「樹
」
と

は
そ
の
場
を
動
く

こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
。
体
が
不
自
由

に
な
ら
れ
た
浦
上

秀

樹

さ

ん

は

「樹
」
を

「す

べ

て
を
う

け

い
れ

る
」
と
ひ
ら
が
な 

１ 

 
春
季
彼
岸
会
法
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を
お
勤
め
致
し
ま
し
た
。 

二
〇
二

一
年
三
月
二
十

一
日

（
日
） 
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で
表
現
さ
れ
ま
し
た
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
浄
土

は
、

「多
様
性
」
、
つ
ま

り
差
別
す
る
こ
と
な
く
、

平
等
に
、
制
限
、
条
件
も

つ
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の

人
を
そ
の
ま
ま
、
ど
こ
も

否
定
す
る
こ
と
な
く
、
全

て
を
受
け
入
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
説
い

て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。 

 
ま
た
、
お
浄
土
に
は
六

種
類
の
鳥
が
仏
法
を
説
い

て
い
ま
す
。 

 

「か
の
国
に
は

つ
ね
に
種
々
奇
妙
な
る
雑
色
の
鳥
あ

り
。
白
鵠

・
孔
雀

・
鸚
鵡

・
舎
利

・
迦
陵
頻
伽

・
共
命
の

鳥
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
中
、
共
命
の
鳥
と
は
、
頭
が
二
つ
で
体
は

一
つ
の

鳥
で
す
。
こ
の
二
つ
の
頭
は
仲
が
悪
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。

一
方
が
食
べ
物
を
独
り
占
め
し
よ
う
と
し
て
、
も
う

一
方
を
服
毒
死
さ
せ
ま
し
た
。
独
り
占
め
に
成
功
し
た
瞬

間
、
そ
の
頭
も
倒
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
鳥
が

お
浄
土
に
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
何
を
表
わ
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。 

 

私
の

〝
い
の
ち
〟
は
私
独
り
の

〝
い
の
ち
〟
と
思
い
が

ち
で
あ
り
ま
す
が
、

「世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
」
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
会

っ
た
こ
と
も
な
い
、
世
界
中
の
、
世
代

を
超
え
て
、
本
当
は

〝
い
の
ち
〟
は
繋
が
っ
て
い
る
の
で

す
よ
と
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

そ
れ
は
、
自
己
中
心
で
し
か
な
い
私
に
、

〝自
分
だ
け

が
〟
と
思
う
こ
と
自
体
、
実
は
他
か
ら
影
響
さ
れ
、
影
響

し
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

 

続
い
て
、
お
浄
土
に
は
微
風
が
吹
い
て
、
微
妙
の
音
楽

が
流
れ
て
い
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
ご
和
讃

（
『
浄
土
和
讃
』
）
に
、 

 
 

清
風
宝
樹
を
ふ
く
と
き
は 

 
 
 

い
つ
つ
の
音
声
い
だ
し
つ
つ 

 
 
 

宮
商
和
し
て
自
然
な
り 

 
 
 

清
浄
薫
を
礼
す
べ
し 

と
詠
わ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

私
た
ち

の
世
界

で
は
、
本
来
、

「宮
」
の
音
階
と

「商
」
の
音
階
は
、
不
協
和
音
な
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ

が
お
浄
土
で
は
、
自
然
に
和
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。 

 

相
対
す
る
者
、
自
己
主
張
す
る
者
、
孤
独
を
楽
し
む

者
、
思
想
も
主
義
も
違
う
け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
方
も
、
無

理
を
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
居
れ
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。 

 

そ
し
て
、

「六
方
段
」
の
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。
六
方

と
は
東
西
南
北

・
上
下
の
世
界
の
こ
と
で
、
十
方
世
界
と

同
じ
意
味
で
す
。

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
で
は
、
東

の
世

界
、
西
の
世
界
、
南
の
世
界
、
北
の
世
界
、
下
の
世
界
、

上
の
世
界
に
数
え
切
れ
な
い
仏
さ
ま
が
い
ら

っ
し
ゃ
り
、

ど
の
仏
さ
ま
も
、

一
様
に

「あ
な
た
は
必
ず
西
の
阿
弥
陀

さ
ま
に
よ
り
、
救
わ
れ
ま
す
よ
」
と
仰

っ
て
く
だ
さ

っ
て

い
る
と
説
か
れ
ま
す
。 

 

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
六
方
の
世
界
を

一
人
の
人
生
に
例
え
る
と
、
東
は
こ
の
世
に
生
を
受
け
た

誕
生
を
表
わ
し
、
西
は
こ
の
世
で
の
命
を
終
え
る
、
つ
ま

り

〝
死
〟
を
表
わ
し
ま
す
。
南
は
、

一
気
盛
ん
な
状
態
で

あ
り
ま
す
が
、
北
は
、
病
気
に
な

っ
た
り
し
て
、
塞
ぎ
込

ん
で
い
る
状
態
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
下
は
、
何
か
に
失

敗
し
て
、
自
分
を
卑
下
し
て
い
る
状
態
で
、
上
は
成
功
し

て
有
頂
天
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
。

一
生
の
間
、
こ
の
六

方
を
右
往
左
往
し
て
い
る
の
が
、
私
た
ち
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
長
い
短
い
は
あ
り
ま
す
が
、
必
ず
西
に
向

か
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
は
西
に
は
向
か
っ

て
な
い
、
上
を
向
い
て
い
る
と
か
、
昔
を
懐
か
し
み
、
あ

の
頃
に
戻
り
た
い
と
思

っ
た
り
、
若
返
り
た
い
と
思

っ
て

も
、
必
ず

〝
死
ぬ
〟
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

〝
死
〟
と
言
わ
れ
る
と
、
私
は
恐
れ
お
の
の
き
ま
す
。

死
の
方
向
が
何
故
、
西
な
の
か
？
西
と
い
う
漢
字
は
、
鳥

が
自
分
の
巣
で
羽
を
休
め
て
い
る
状
態
が
語
源
に
な

っ
て

い
る
象
形
文
字
で
す
。
私
た
ち
も
自
分
の
部
屋
で
、
他
を

気
に
せ
ず
、
寝
そ
べ
っ
て
い
る
状
態
は
ど
う
い
う
思
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
、
安
心
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

恐
れ
お
の
の
い
て
い
る

〝
死
〟
で
す
が
、
本
当
は
最
も

〝安
心
〟
す
る
世
界
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
自
然
と
向

か
っ
て
い
る
私
た
ち
で
す
。 

 

今
、
私
が
ど
ん
な
状
態
で
あ
ろ
う
と
、
例
え
、
病
気
で

北
の
方
に
居
よ
う
が
、
人
に
嫌
わ
れ
、
下
の
方
で
、
悩
ん

で
い
よ
う
が
、
褒
め
ら
れ
有
頂
天
に
な

っ
て
い
よ
う
が
、

そ
こ
に
は
、
い
つ
も
仏
さ
ま
が
い
ら

っ
し
ゃ
り
、
こ
の
私

に
、

「大
丈
夫
だ
よ
、
必
ず
西
方
浄
土
の
阿
弥
陀
さ
ま
が

あ
な
た
を
仏
さ
ま
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
」
と
呼
び
続
け

て
お
ら
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
物
語
を
世
間
に
当
て
は
め
る
と
、
ど
の
時
代
で

あ
っ
て
も
、
誰
も
が
、
仏
さ
ま
に
な

っ
て
い
く
の
が
真
理

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

思
想
も
主
義
主
張
も
宗
教
も
違
う
け
れ
ど
も
、
生
き
方

も
違
う
け
れ
ど
も
、
生
き
た
時
代
も
違
う
け
れ
ど
も
、

皆
、
仏
さ
ま
に
成

っ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を

「自
然
の
浄

土
」
と
親
鸞
聖
人
は
表
現
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 

自
分
勝
手
に
浄
土
真
宗
か
ら
見
た
解
釈
だ
と
思
い
込
ん

で
、
手
前
味
噌
な
こ
と
を
申
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。 

  

救
い
の
物
語
の
中
に
多
様
性

・
普
遍
性
が
あ
る
の
で
あ

り
、
多
様
な
救
い
の
物
語
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
と

思
っ
て
の
話
に
な
り
ま
し
た
。 



4 ３ 

 
歎
異
抄

（第
四
条
）
に
、

「慈
悲
に
聖
道

・
浄
土
の
か

は
り
め
あ
り
」
と
あ
り
ま
す
。
外
に
慈
悲
を

「大

・
中

・

小
」
に
分
け
て
も
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「小
悲
」
と
は
、
衆
生
縁
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
縁
と

は
対
象
の
意
味
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
同
士
、

生
き
と
し
生
き
る
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
、
情
や
行
為
を

指
し
ま
す
。
そ
の
慈
悲
は
、
最
も
小
さ
な
慈
悲
と
言
わ
れ

ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、

『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
に
、 

 
 

小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て 

 
 
 

有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ 

 
 
 

如
来
ノ
願
船
い
ま
さ
ず
は 

 
 
 

苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き 

と
詠
わ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
人
情
と
か
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
精
神
と
か
、
人
を
愛
す
る
と
か
、
ぬ
く
も
り
と
か
、
素

晴
ら
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

「中
悲
」
と
は
、

「法
縁
」
と
言
い
ま
す
。
教
え
に
基

づ
く
慈
悲
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
教
以
外
に
、

キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
い
ろ
い
ろ

な
宗
教

・
宗
派
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
に
限
ら
ず
、
儒
教
と

か
道
教
、
朱
子
学
、
倫
理

・
道
徳
、
哲
学

・
思
想
な
ど
、

自
分
が
人
生
の
糧
と
す
る
教
え
に
で
あ
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
が
、
中
ぐ
ら
い
の
慈
悲
と
言
わ
れ
る
の
は
、

そ
の
教
え
に
で
あ
わ
な
け
れ
ば
、
意
味
が
な
い
こ
と
か

ら
、
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。 

 

仏
教
も
、
浄
土
真
宗
も
そ
の

一
つ
な
ん
だ
と
思
い
ま

す
。 

 

小
悲

・
中
悲
は
、

『歎
異
抄
』
で
言
わ
れ
る
、

「聖
道

の
慈
悲
」
に
あ
た
る
と
思
い
ま
す
。 

 

「浄
土
の
慈
悲
」
と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
他
力
の

は
た
ら
き
で
あ
る

「大
慈
大
悲
心
」
の
現
わ
れ
で
あ
り
ま

す
。 

 

「大
悲
」
と
は
、

「無
縁
」
と
言
い
ま
す
。
仏
さ
ま
に

し
か
出
来
な
い
か
ら

「大
悲
」
な
の
で
す
が
、
そ
れ
な
の

に

「無
縁
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
？

「無
を
対
象
と
す

る
」
と
言
う
こ
と
は
、
教
え
に
縁
が
あ

っ
て
信
じ
て
い
る

か
ら
救
わ
れ
る
、
教
え
に
縁
が
な
く
、
信
じ
て
な
い
か

ら
、
救
わ
な
い
で
は
な
い
か
ら
で
す
。 

 

縁
が
あ
ろ
う
が
、
な
か
ろ
う
が
、
確
か
に

一
人
ひ
と
り

仏
さ
ま
に
な

っ
て
い
く
存
在
で
あ
り
、
今
、
成
り
つ
つ
あ

り
、
既
に
成

っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
究
極
の

「多
様

性
」
で
あ
り
、

「普
遍
性
」
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

だ
か
ら
、
ど
う
い
う
宗
教
を
信
じ
て
い
よ
う
が
、
思
想

主
義
を
持

っ
て
い
よ
う
が
、
皆
、
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と

が
、
真
理
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
も
、
よ
く
わ
か
ら

な
い
ま
ま
の
私
で
し
か
な
く
、
直
接
的
に
縁
の
あ
る
こ
と

し
か
認
識
で
き
な
い
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
、
自

分
中
心
の
認
識
で
す
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い

こ
と
だ
け
を

〝ご
縁
〟
と
か

〝
お
か
げ
さ
ま
〟
と
言

っ
て

い
る
よ
う
な
私
で
す
。 

 

先
ほ
ど
、
仏
教

・
浄
土
真
宗
も
中
悲
の
一
つ
と
申
し
ま

し
た
。 

 
親
鸞
聖
人
は
、

『御
消
息
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
こ

と
を
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 
 

・
・
・
・
二
縁
と
い
ふ
は
、

一
に
は
無
縁
、
二
に
は 

 

有
縁
な
り
。
い
ま
こ
の
浄
土
は
有
縁
の
教
な
り
。 

と
あ
り
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
大
慈
悲
を
謳
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

浄
土
真
宗
の
教
え
は

「無
縁
」
と
言
う
べ
き
も
の
の
よ
う

に
思
え
た
の
で
す
が
、
仏
で
は
な
い
、
私
た
ち
は
、
無
縁

の
大
慈
悲
な
ど
出
来
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
大
慈
悲
が

は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
、
有
縁
の
方
々
に
伝
え
て
い
く

と
言
う
こ
と
か
ら
、
限
界
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
努

め
る
こ
と
な
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。 

 

昔
か
ら
、
布
教
を
す
る
場
合
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
邪
魔
だ

け
は
す
る
な
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

邪
魔
し
て
い
る
の
か
な
あ
。 

 

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
稱
讃
寺
の
ご
本
尊
さ
ま

に
お
参
り
が
で
き
ま
す
。   

お
手
元

の
ス

マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
、
無
料
ア
プ
リ

「

iD
M

S
S

 L
ite

」
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
き
、

ユ
ー
ザ
ー
名

・
パ
ス
ワ
ー

ド
を
入
力
す
る
だ
け
で
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
視
聴

で
き
ま
す
。 

 

詳
し
く
は
、
こ
の
寺
報

『
稱
讃
』
二
二
〇
号
に
同

封
い
た
し
ま
し
た

マ
ニ
ュ

ア
ル
に
従

っ
て
操
作
し
て
く
だ
さ
い
。

一
同
に
百
二
十
五

名
ま
で
視
聴
で
き
ま
す
。 

 

尚
、
門
信
徒
さ
ん
向
け
に
配
信
し
て
お
り
ま
す
こ
と
を

ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

稱
讃
寺
を 

 
 

覗
い
て
み
ま
せ
ん
か
。 
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『親
鸞
聖
人
と
東
国
の
人
々
』 

 

今
井
雅
晴
氏 

  

は
じ
め
に 

  

最
初
に
、
私
は
こ
の
講
演
で
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で

皆
様
に
お
話
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と

を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず

一
口
で
申
し
上
げ
れ

ば
、
親
鸞
聖
人
は
単
に
八
百
年
も
の
昔
に
活
躍
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
現
代
の
私
た
ち

に
身
近
な
存
在
と
し
て
考
え
て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

私
た
ち
は
現
代
と
い
う
社
会
で
生
き
て
い
ま
す
。
そ

の
な
か
で
、
親
鸞
聖
人
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、

ご
く
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し

私
た
ち
は
現
在
の
時
点
で
学
び
な
お
す
こ
と
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
別
の
い
い
方
を
す
れ

ば
、
今
ま
で
学
ん
で
き
た
こ
と
に
つ
け
加
え
て
、
新
た

に
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
江
戸
時
代
に
生
き
て
い
る
の
で
も
な
け
れ

ば
、
明
治
時
代
に
生
き
て
い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

近
い
と
こ
ろ
と
は
い
え
、
第
二
次
大
戦
直
後
に
生
き
て

い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
前
回
の
七
〇
〇
回
御
遠
忌

が
あ
り
ま
し
た

一
九
六

一
年
に
い
き
て
い
る
の
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
は
そ
れ

ぞ
れ
の
社
会
的

・
家
庭
的
ま
た
個
人
的
課
題
が
あ
り
ま

し
た
。
私
は
そ
れ
ら
の
課
題
が
現
在
に
お
い
て
す
べ
て

解
決
し
て
い
る
と
は
毛
頭
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
だ

ま
だ
解
決
に
向
か
っ
て
努
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
現
在
の
私
ど
も
の
身

の
ま
わ
り
を
見
れ
ば
、
新
た
な
、
深
刻
な
問
題
が
い
く

つ
も
起
き
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
人
間
関
係
の
こ

と
が
あ
り
ま
す
。 

 

夫
婦
や
親
子
の
家
族
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
。
学

校
で
の
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
。
会
社
に
お
い

て
も
そ
の
よ
う
な
問
題
が
多
く
発
生
し
て
い
る
。
鬱
病

に
な
る
人
が
急
増
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
私
が
二
〇
〇

六
年
三
月
ま
で
勤
務
し
て
お
り
ま
し
た
大
学
の
現
場
に

お
い
て
も
、
深
刻
な
問
題
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

で
は
、
こ
の
人
間
関
係
の
問
題
解
決
の
糸
口
を
親
鸞

聖
人
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
き

る
、
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
本
日
の
講
演
の
テ
ー

マ
は
親
鸞
聖
人
と
東
国
の
人
々
と
の
関
係
を
見
る
こ
と

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
解
決
の
糸
口
を
求
め
た
い

と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
二
〇

一
一
年
に
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
の
御

遠
忌

（大
遠
忌
）
を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。
現
代
の
新

し
い
家
庭
的

・
社
会
的
課
題
に
対
し
て
、
私
た
ち
自
身

が
努
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
親
鸞
聖
人
か
ら
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。 

 

な
お
、
引
用
史
料
の
出
典
は
、

『歎
異
抄
』

『
正
像

末
和
讃
』

「夢
告
讃
」

「恵
信
尼
消
息
」
は
日
本
古
典

文
学
大
系

『親
鸞
集 

日
蓮
集
』

（岩
波
文
庫
）
、

『親
鸞
伝
絵
』

『
改
邪
鈔
』

「信
海
等
書
状
」
は

『真

宗
史
料
集
成
』
第

一
巻

（同
朋
舎
）
で
す
。
そ
の
他
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で
説
明
を
し
て
あ
り

ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
の
イ
メ
ー
ジ 

  
 

息
子

・
善
鸞
を
勘
当
し
た
親
鸞
聖
人 

  

い
ま
私
は
、

「私
た
ち
自
身
が
努
力
す
る
こ
と
に
よ

り
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

か
と
い
い
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
の
こ
と
を
も
っ
と
知
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
と
私
自
身
が
強
く
感
じ
て
い
る
こ

と
で
す
。 

 

私
た
ち
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
親
鸞
聖
人
に
つ
い
て
の

知
識
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
た
ろ
う
と

イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、

い
ま
ま
で
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
、

私
た
ち
は
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
親
鸞
聖
人
は
、
家
族
関
係
に
つ

い
て
、
私
た
ち
が
切
望
す
る
課
題
の
答
え
を
与
え
て
く

だ
さ
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

親
鸞
聖
人
の
妻
の
恵
信
尼
さ
ま
や
息
子
の
善
鸞
に
つ

い
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
親
鸞
聖

人
の
よ
き
妻
、
坊
守
の
立
派
な
手
本
と
し
て
の
恵
信
尼

さ
ま
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
私
た
ち
に
妻
の
生
き
方
、
夫
婦

の
あ
り
方
に
答
え
を
示
し
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
か
。 

親
不
孝
者
と
し
て
勘
当
さ
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
善
鸞
か

ら
、
親
子
の
あ
り
方
の
答
え
が
見
い
だ
さ
れ
る
で
し
ょ

う
か
。
現
代
に
お
い
て
、
気
に
入
ら
な
い
息
子

・
娘
、

デ
キ
の
悪
い
息
子

・
娘
は
家
か
ら
追
い
出
せ
ば
問
題
は

解
決
す
る
で
し
ょ
う
か
。
父
親
が

「勘
当
だ
」
と
わ
め

く
こ
と
で
解
決
す
る
と
は
、
も
う
ほ
と
ん
ど
の
人
が

思
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
精
神
的
に

病
ん
だ
息
子

・
娘
も
多
く
な
っ
て
い
る
時
代
で
す
。
親

の
思
う
と
お
り
に
な
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
追
い
出

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
抱
え
込
み
、
抱
き
し
め
し
て

い
か
な
け
れ
ば
問
題
は
解
決
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
家
庭 

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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内
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
全
体
と
し
て
も
そ
う
で
す
。 

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
い
ま
ま
で
の
親
鸞
聖
人

の
イ
メ
ー
ジ
を
も
う

一
度
見
な
お
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
代
の
、
私
た
ち
の
問

題
や
関
心
に
そ
っ
て
見
な
お
す
の
で
す
。
い
ま
ま
で
の

親
鸞
聖
人
像
は
、
真
実
の
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

親
鸞
聖
人
像
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
過
去
の
あ
る
時
代

の
社
会
を
背
景
に
し
た
見
方
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の

で
す
。

「善
鸞
を
勘
当
し
た
親
鸞
聖
人
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
も
、

「勘
当
」
が
家
庭
内
の
教
育
と
、
社
会
の

秩
序
維
持
に
非
常
に
有
効
で
あ
っ
た
時
代
に
強
調
さ
れ

た
こ
と
な
の
で
す
。 

  

悪
人
正
機
説
を
強
調
す
る
親
鸞
聖
人 

  

『歎
異
抄
』
第
三
章
に
次
の
文
章
が
あ
り
ま
す
。 

  
 

一
、

「善
人
な
お
も
ち
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
わ
ん
や
悪 

 

 
 

人
を
や
。
し
か
る
を
、
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、
悪 

 
 

人
な
を
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
」
と
。 

 
 

こ
の
条
、

一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
、
本 

 
 

願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
。

（中
略
）
煩
悩
具
足
の 

 
 

わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ 

 

の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る 

 
 

る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
哀
た
ま
ひ
て
、
願
を
お
こ 

 
 

し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を 

 
 

た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な 

 
 

り
。
よ
り
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人 

 
 

は
」
と
仰
さ
ふ
ら
ひ
き
。 

  

こ
の
文
章
に
よ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
特
色
に

悪
人
正
機
説
が
あ
る
と
し
て
有
名
な
の
で
す
。
親
鸞
聖

人
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
が
ほ
ん
と
う
に
救
い
の
対
象

と
し
て
い
る
の
は
、
悪
人
で
あ
っ
て
善
人
で
は
な
い
。

煩
悩
具
足
の
、
自
分
で
は
ほ
ん
の
少
し
で
も
自
分
自
身

を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
阿
弥
陀
仏
に
救
っ
て
い
た

だ
く
し
か
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
悪
人
こ
そ
、
阿
弥
陀

仏
が
広
大
無
辺
の
慈
悲
を
も
っ
て
救
お
う
と
し
て
お
ら

れ
る
対
象
な
の
で
あ
る
。
自
分
で
自
分
自
身
を
救
え
る

と
考
え
て
い
る
善
人
は
、
主
な
救
い
の
対
象
で
は
な

い
。
悪
人
こ
そ
救
わ
れ
る
、
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
教
え

だ
、
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

た
だ
悪
人
正
機
説
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
考
え
は

『歎

異
抄
』
に
し
か
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に

『歎
異

抄
』
は
親
鸞
聖
人
が
執
筆
し
た
書
物
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
門
弟
の
唯
円
が
親
鸞
聖
人
の
話
を
聞
い
て
ま
と
め

た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
本
書
全

体
が
す
べ
て
親
鸞
聖
人
の
考
え
ど
お
り
と
も
い
え
な

い
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
に
鎌
倉
時
代
の
親
鸞
聖
人
の
い
う
悪
人
と
、
現

代
の
私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
悪
人
と
ま
っ
た
く
同
じ

な
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
多

少
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
、

そ
の
あ
た
り
の
検
証
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
親
鸞
と
い
え
ば
悪
人
正
機
説
を

思
い
浮
か
べ
る
人
が
非
常
に
多
い
こ
と
は
事
実
で
す
。 

  
 

真
宗
の
宗
祖
と
し
て
の
親
鸞
聖
人 

  

真
宗
の
宗
祖
と
し
て
の
親
鸞
聖
人
。
周
知
の
と
お

り
、
親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
仰
ぐ
真
宗
は
諸
派
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
状
態
を
通
称
し
て
真
宗
十
派
と
い
い

ま
す
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
上
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を

真
宗
大
谷
派
と
称
し
た
り
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
と
称

し
た
り
し
ま
す
。
十
派
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
を
総
称
す

る
場
合
、
真
宗
と
い
お
う
か
浄
土
真
宗
と
い
お
う
か
、

た
め
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
だ
い
た
い
、
両

方
を
口
に
い
た
し
ま
す
が
。 

 

そ
の
真
宗
の
宗
祖
と
し
て
の
親
鸞
聖
人
。
当
然
な
が

ら
完
全
無
欠
の
存
在
で
す
。
そ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
自
分
が
正
し
い
と
思
う
信
仰
を
広
め
よ
う

と
し
、
仲
間
で
信
仰
を
守
り
、
さ
ら
に
次
の
時
代
に
伝

え
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
組
織

（教
団
）
は
そ
の

た
め
に
有
効
で
す
。
諸
真
宗
教
団

（諸
派
）
は
、
真
宗

信
仰
の
よ
す
が
を
集
め
、
そ
れ
を
守
り
、
現
代
に
伝
え

て
き
ま
し
た
。

「真
宗
信
仰
の
よ
す
が
」
と
い
う
の

は
、
親
鸞
聖
人
の
真
筆
な
ど
で
す
。 

 

教
団
の
宗
祖
と
し
て
は
完
全
無
欠
で
あ
る
こ
と
は
必

要
で
し
ょ
う
。
た
だ
問
題
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

第

一
に
、
誰
が
、
い
つ
の
時
代
に
、
ど
の
よ
う
な
内
容

を
完
全
無
欠
と
し
て
、
宗
祖
の
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
上
げ

た
か
と
い
う
問
題
で
す
。
時
代
が
変
わ
れ
ば
完
全
無
欠

の
内
容
も
変
わ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
い
っ

た
ん
強
力
に
宗
祖
の
イ
メ
ー
ジ
が
創
り
上
げ
ら
れ
、
文

章
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
何
十
年
も
難
百
年
も
替

わ
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。 

 

第
二
に
、
現
代
は
宗
祖
に
も
人
間
ら
し
さ
が
求
め
ら

れ
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
端
緒

も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
長
所

・
短
所
は

あ
る
に
し
て
も
、
知
る
よ
う
に
し
た
い
。
こ
れ
が
現
代

人
の
考
え
の
傾
向
で
す
。
む
ろ
ん
、
欠
点
が
あ
っ
た
と

し
て
、
そ
れ
を
あ
げ
つ
ら
う
の
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
よ
う
な
欠
点
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を

克
服
さ
れ
、
す
ぐ
れ
た
人
間
そ
し
て
多
く
の
人
々
の
指

導
者
に
な
ら
れ
た
、
と
考
え
て
い
く
の
で
す
。 

 

現
代
か
ら
見
て
、
明
ら
か
に
お
か
し
い
、
不
審
だ
と

い
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ
、
次
の
世
代
に
伝
え
て
い

く
こ
と
は
も
う
で
き
ま
せ
ん
。
次
の
世
代
は
信
じ
て
く

れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
覚
悟
を
定
め
る
べ

き
で
し
ょ
う
。 

５ 

歴
史
を
知
り
、
親
鸞
を
知
る
① 

『親
鸞
聖
人
と
東
国
の
人
々
』
今
井
雅
晴
氏
著 

「自
照
社
出
版
」 
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歴
史
を
知
り
、
親
鸞
を
知
る
① 

『親
鸞
聖
人
と
東
国
の
人
々
』
今
井
雅
晴
氏
著 

「自
照
社
出
版
」 

６ 

  
 

唯
物
史
観
の
親
鸞
聖
人 

  

一
九
六

一
年

（昭
和
三
十
六
）
に
挙
行
さ
れ
た
親
鸞

聖
人
七
〇
〇
回
御
遠
忌
の
こ
ろ
の
雰
囲
気
は
、
現
代
か

ら
見
れ
ば
や
や
異
常
な
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
唯
物
史
観
に
よ
る
親
鸞
聖
人
像
が

幅
を
き
か
し
て
い
た
こ
と
で
す
。 

 

朝
廷

・
貴
族
を
中
心
と
す
る
支
配
者
た
る
古
代
勢
力

が
没
落
せ
ん
と
し
て
い
る
時
代
に
、
辺
境
で
あ
る
関
東

の
荒
野
か
ら
立
ち
上
が
る
親
鸞
。
新
し
く
、
す
ば
ら
し

い
勢
力
で
あ
る
武
士
。
長
い
間
支
配
者
に
虐
げ
ら
れ
て

き
た
武
士
。
彼
ら
は
今
こ
そ
立
ち
上
が
り
、
朝
廷

・
貴

族
を
倒
そ
う
と
し
、
中
世
勢
力
の
代
表
者
と
し
て
の
幕

府
を
作
り
、
誰
に
も
支
配
さ
れ
な
い
被
支
配
者
の
社
会

を
享
受
し
よ
う
と
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
唯
物
史
観
の
な
か
で
、
親
鸞
聖
人
は
そ

の
シ
ン
ボ
ル
に
祭
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
し
た
。
朝
廷
か

ら
弾
圧
さ
れ
て
越
後
に
流
さ
れ
、
関
東
の
荒
野
で
、
難

物
も
何
も
知
ら
な
い
無
知
文
盲
の
人
た
ち
の
間
で
苦
労

し
た
親
鸞
。
彼
は
朝
廷
に
恨
み
骨
髄
で
あ
っ
た
。 

 

『教
行
信
証
』
の
な
か
で
、
朝
廷
の
実
力
者
で
あ
っ

た
後
鳥
羽
上
皇
と
貴
族
た
ち
を
非
難
し
て
い
る
か
に
見

え
る

一
行
の
文
章
を
手
が
か
り
に
、
被
支
配
者
の
希
望

の
星
と
さ
れ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
聖
人
の
出

身
は
貴
族
で
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
。
妻
の
恵
信
尼
さ

ま
も
地
方
で
あ
る
越
後
の
豪
族
の
娘
で
あ
る
方
が
望
ま

し
い
。
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
な
か
で
親
鸞
聖
人
や
恵

信
尼
さ
ま
の
一
生
も
語
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
は

第
二
次
大
戦
後
の
昭
和
二
十
年
代
、
三
十
年
代
か
ら
四

十
年
代
の
政
治
社
会
状
況
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
と

い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
の
こ
ろ
は
保
守
対
革
新
の
図
式
で
政
治
が
激
し
く

争
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
保
守
す
な
わ
ち
資
本
家
と
、
革

新
す
な
わ
ち
労
働
者

・
農
民
の
対
立
。
自
由
党
に
対
す

る
社
会
党

・
共
産
党
。
世
界
で
は
、
旧
勢
力
と
さ
れ
た

資
本
主
義
と
、
新
勢
力
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
社
会
主

義

・
共
産
主
義
と
が
争

っ
て
い
ま
し
た
。
革
新
勢
力

の
、
全
部
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
支
え
る
重
要

な
歴
史
観
が
唯
物
史
観
で
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
は
革
新
勢
力
の
シ
ン
ボ
ル
に
祭
り
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。

一
九
六
九

（昭
和
四
十
四
）
、
政
府
打

倒

・
大
学
改
革
を
叫
ん
で
東
京
大
学
の
安
田
講
堂
に
立

て
籠
も
っ
た
全
学
連
の
一
人
が
、

『歎
異
抄
』
を
持
ち

込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
も
、

一
つ
の
挿
話
と
し
て

残
っ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
時
代
は
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
四
十
数

年
、
親
鸞
聖
人
七
五
〇
御
遠
忌
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
歴
史
学
、
思
想
史
学
、
民
俗
学
な
ど
の
諸
学
問

分
野
は
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
歴

史
学
で
は
す
で
に
、
貴
族
と
武
士
は
対
立
す
る
存
在
で

は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
関
東
も
荒
野
で
あ
っ

た
の
で
は
な
く
、
常
陸
国
な
ど
豊
か
な
経
済
力
が
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
関
東
の
人
々
は
念
仏
を

知
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
当
時
の
日
本
全
国
で
念
仏

と

『
法
華
経
』
、
観
音
信
仰
が
広
ま
っ
て
い
な
い
所
は

な
か
っ
た
の
で
す
。 

 

そ
れ
に
、

一
九
八
九
年
か
ら
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
を
は

じ
め
と
す
る
共
産
主
義
国
家
が
次
々
と
崩
壊
し
た
事
実

を
思
い
起
こ
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
社
会
を
対
立

の
図
式
で
捉
え
る
唯
物
史
観
に
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
唯
物
史
観
が
説
く
よ
う

に
は
世
界
は
動
か
な
か
っ
た
の
で
す
。 

 

私
は
こ
こ
で
唯
物
史
観
を
批
判
し
よ
う
と
い
う
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
同
様
に
、
現
在
で
は
平
成
十

年
代
、
二
十
年
代
の
社
会
情
勢
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の

社
会
情
勢
を
も
と
に
し
て
親
鸞
聖
人
や
そ
の
ま
わ
り
の

こ
と
を
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。 

 

※

「唯
物
史
観
」 

 

「唯
物
論
的
歴
史
観
」
の
略
で
あ
り
、
史
的
唯
物
論
と
同

義
で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
唱
え
た
歴

史
観
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
人
間
社
会
に
も
自
然
と
同
様

に
客
観
的
な
法
則
が
存
在
し
て
お
り
、
無
階
級
社
会
か
ら
階

級
社
会

へ
、
階
級
社
会
か
ら
無
階
級
社
会

へ
と
、
生
産
力
の

発
展
に
照
応
し
て
生
産
関
係
が
移
行
し
て
い
く
と
す
る
歴
史

発
展
感
で
あ
る
。 

 

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
弁
証
法

（矛
盾
か
ら
変
化
が
起
こ
る
）

を
継
承
し
て
お
り
、
人
間
社
会
の
歴
史
に
適
用
さ
れ
た
唯
物

弁
証
法

（弁
証
法
的
唯
物
論
）
と
も
言
え
る

（し
か
し
、
唯

物
史
観
は
弁
証
法
的
唯
物
論
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
も
の
で

は
な
い
、
と
述
べ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
い
る
）
。
ま
た

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
者
た
ち
か
ら
唯
物

論
を
継
承
し
て
い
る
。 

 
 

（ウ

ェ
キ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り
） 

〈考
え
方
〉 

 

資
本
主
義
経
済
の
仕
組
み
を
分
析
し
た
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク

ス
は
、
歴
史
は
そ
の
発
展
段
階
に
お
け
る
経
済
の
生
産
力
に

照
応
す
る
生
産
関
係
に
入
り
、
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾

に
よ
り
進
歩
す
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、
唯
物
史
観
の

概
念
を
発
展
さ
せ
た
。
生
産
関
係
と
は
、
共
同
狩
猟
と
食
料

の
採
集
で
あ
り
、
封
建
領
主
と
農
奴
の
関
係
で
あ
り
、
生
産

様
式
、
搾
取
、
余
剰
価
値
、
過
剰
生
産
、
物
神
崇
拝
、
資
本

の
本
源
的
蓄
積
な
ど
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
で
十
九
世
紀

当
時
の
資
本
主
義
の
論
理
を
厳
密
に
考
察
し
た
の
ち
、
資
本

主
義
は
そ
の
内
在
す
る
矛
盾
か
ら
必
然
的
に
社
会
主
義
革
命

を
引
き
起
こ
し
、
次
の
段
階
で
あ
る
共
産
主
義
に
移
行
す
る

と
考
え
る
。 

 
 

 
 
 

 

（ウ

ェ
キ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り
） 

 

※
こ
の
講
演
は
、
十
年
前
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
さ
ら

に
社
会
情
勢
は
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
蔓
延
、

中
国

（共
産
主
義
）
の
勢
い
、
軍
事
強
化
等
々
。
世
相

に
迎
合
し
な
い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

 

私
の
町
会
で
は
、
毎
月
第
二
・
第
四
日
曜
日
は
、
朝
、
集
団
回
収

（古

紙

・
新
聞
紙

・
段
ボ
ー
ル
等
の
資
源
を
町
会
で
回
収
し
、
区
か
ら
報
奨
金
を

い
た
だ
く
制
度
。

一
月

一
万
円
か
ら
二
万
円
ほ
ど
に
も
な
り
、
町
会
の
資
金

に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
）
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
二
月
の

一
回
目

の
集
団
回
収
が
終
わ
っ
た
日
に
、
町
会
員
の
あ
る

一
人
暮
ら
し
の
ご
高
齢
の

方
か
ら
、
次
の
集
団
回
収
日
に
は
自
分
の
古
紙
も
集
積
所
に
運
ん
で
も
ら
え

な
い
か
と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
以
前
二
回
運
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
で
、
気

軽
に
約
束
し
ま
し
た
。
翌
週
の
日
曜
日
、
そ
の
方
の
資
源
を
運
ば
ね
ば
と
思

い
、
玄
関
を
出
た
と
こ
ろ
で
、
来
週
だ
と
気
付
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
月

二
十
八
日
当
日
、
朝
、
自
分
の
資
源
古
紙
を
集
積
場
所
に
持
っ
て
行
き
、
午

前
中
の
外
勤
に
出
か
け
ま
し
た
。
全
く
そ
の
方
と
の
約
束
は
忘
れ
て
お
り
ま

し
た
。
そ
の
夜
、
お
寺
さ
ん
で
法
名
紙
を
分
け
て
頂
い
た
帰
り
、

〝あ
っ
、

や
っ
ち
ま
っ
た
〟
と
急
に
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
方
の
お
住
ま

い
に
伺
っ
て
み
ま
し
た
。
外
に
は
、
資
源
古
紙
ら
し
き
も
の
が
見
当
た
り
ま

せ
ん
。
ノ
ッ
ク
し
よ
う
か
と
も
思
い
ま
し
た
が
、
夜
も
遅
い
の
で
、
中
に
入

れ
直
さ
れ
た
の
か
今
日
は
連
絡
も
無
か
っ
た
か
ら
、
ご
本
人
も
忘
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
自
分
に
都
合
良
く
解
釈
し
て
、
帰
り
ま
し
た
。 

 

翌
日
、
法
務
か
ら
帰
っ
て
き
た
ら
、
そ
の
方
か
ら
電
話
が
あ
り
、

〝昨
日

は
ど
う
な
さ
っ
た
の
で
す
か
〟
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、

〝申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
、
す
っ
か
り
忘
れ
て
お
り
ま
し
た
〟
と
申
し
ま
し
た
ら
、
え
ら
く
ご
立
腹

で
、

〝先
生
と
あ
ろ
う
人
が
忘
れ
る
な
ん
て
！
も
う
信
頼
で
き
な
い
〟
と
さ

え
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
引
き
取
り
に
参
り
ま
し
ょ
う
か
と
も
申
し
た

の
で
す
が
、

〝も
う
結
構
で
す
〟
と
電
話
を
切
っ
て
終
わ
れ
ま
し
た
。
お
昼

過
ぎ
、
お
詫
び
方
、
資
源
を
引
き
取
り
に
、
そ
の
方
の
と
こ
ろ
を
伺
っ
た
の

で
す
が
、
今
更
何
し
に
来
た
と
い
う
感
じ
で
、

〝先
生
は
、
民
生
委
員
も
さ

れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
よ
ね
。
忘
れ
て
い
た
っ
て
こ
と
あ
る
の
で
す

か
。
も
う
信
用
で
き
ま
せ
ん
。
〟
の
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
た

だ
謝
る
だ
け
で
、
と
り
あ
え
ず
、
資
源
古
紙
を
預
か
り
ま
す
と
言
い
ま
し
た

が
、

〝あ
り
ま
せ
ん
よ
〟
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、

〝ど
う
さ
れ
た
の
で
す

か
〟
と
尋
ね
ま
し
た
が
、

〝お
た
く
が
し
る
こ
と
で
も
な
い
で
し
ょ
う
〟
と

突
っ
返
さ
れ
ま
し
た
。
私
の
弁
解
も
届
か
ず
、
肩
を
落
と
し
て
帰
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
い
人
に
見
ら
れ
よ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
、
信
頼
を

失
っ
て
い
る
よ
う
な
私
で
す
。
こ
ん
な
私
も
来
年
、
還
暦
を
迎
え
ま
す
。

〝あ
ん
た
、
そ
こ
に
救
い
は
あ
る
の
か
え
〟
と
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
。 

二
〇
二
一
年 

三
月
の
行
事
予
定 

 

他
人

た
に
ん

の
過

あ
や
ま

ち
は
見み

や
す
く 

 

お
の
れ
の
過

あ
や
ま

ち
は
見
難

み
が
た

い 
 

  

二
〇
二
一
年

「心
の
と
も
し
び
」
四
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

  
 

四
日
（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

 
 

六
日
（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

兼

：
灌
仏
会
（は
な
ま
つ
り
） 

    

一
一
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

一
六
日
（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

兼

：
立
教
開
宗
記
念
法
要 

  

一
八
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

  

二
五
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

  

二
六
日
（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

二
〇
二
一
年 

五
月
の
行
事
予
定 

二
〇
二
一
年 

四
月
の
行
事
予
定 

  

二
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

  

六
日

（木
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

九
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 

一
六
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

 
 

 
 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 

兼

：
親
鸞
聖
人
降
誕
会 

 

二
三
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 

二
六
日

（水
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

三
〇
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

二
〇
二
一
年 

六
月
の
行
事
予
定 

  

六
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 

 
 

 
 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
三
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
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
）
の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
七
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
七
時 

 
 


