
  

  

下
の
写
真
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
誕
生
日

（灌

仏
会

・
花
ま
つ
り
）
の
お
荘
厳
で
す
。 

 

右
脇
に
写

っ
て
い
る
の
は
、
前
日
に
住
職
が 

作

っ
た

〝
誕
生
仏
〟
で
す
。
誕
生
仏
と
い
え
ば
、 

お
釈
迦
さ
ま
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
、
上
半
身
は

裸
で
、
右
手
の
人
差
し
指
を
天

（上
）
に
左
手
の

人
差
し
指
を
地

（下
）
に
指
さ
し
て
い
る
お
姿
を

思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

住
職
は
、
日
本
風
の
僧
侶
を
真
似
て
、
布
袍
は

赤
く
染
め
て
、
五
條
袈
裟
を
掛
け
て
み
ま
し
た
。 

 

も
う
お
気
づ
き
か
と
思
い
ま
す
が
、
袈
裟
の
掛

け
方
が
間
違

っ
て
い
ま
す
。
色
を
塗
る
段
階
で
気

づ
き
ま
し
て
、
や
り
直
す
の
が
面
倒
に
な
っ
て
、

そ
の
ま
ま
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

袈
裟
の
掛
け
違
い
か
ら

「ボ
ダ
ン
の
掛
け
違 

え
」
の
言
葉
を
思
い
出
し
ま
し
た
。 

 

朝
の
挨
拶
運
動
に
出
か
け
る
と
き
、
ウ
イ
ン
ド

ブ
レ
ー
カ
ー
を
着
て
、
ボ
タ
ン
を
留
め
な
が
ら
玄

関
を
出
る
と
、
た
ま
に
最
後
に
ボ
タ
ン
が
ず
れ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
気
づ
け
ば
、
や
り
直

し
で
き
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
、
ど
れ
だ
け
、

ボ
タ
ン
の
掛
け
違
え
を
や

っ
て
き
た
こ
と
か
と
思

い
ま
す
。
掛
け
違
え
し
て
い
る
こ
と
さ
え
も
気
づ

か
ず
に
、
否
、
見
過
ご
し
て
、
自
分
を
正
当
化
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
が
生
き

や
す
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
方
は
、
悩
み
苦
し
ん
で
い
る

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
え
を
、

一
緒

に
探
し
て
い
く
の
だ
そ
う
で
す
。
悩
み
苦
し
む
人

ほ
ど
、
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
い
を
正
直
に
見
よ
う
と

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
味
わ
う
と
言
い
な
が

ら
、

「自
性
唯
心
」
に
沈
ん
で
い
な
い
か
な
あ
？ 

 

 

発
行 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱 

讃 
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二
二
一
号 

二
〇
二
一
年
五
月

一
日
発
行

し
か
る
に
末
代

ま
つ
だ
い

の
道
俗

ど
う
ぞ
く

、
近
世

こ
ん

せ

の 

宗
し
ゅ
う

師 し

、
自
性
唯
心

じ
し
ょ
う
ゆ
い
し
ん

に
沈 し

ず

み
て
浄
土

じ
ょ
う
ど 

の
真
証

し
ん
し
ょ
う

を
貶 へ

ん

す
、
定
散

じ
ょ
う
さ
ん

の
自
心

じ

し

ん

に 

迷 ま
ど

い
て
金
剛

こ
ん
ご
う

の
真
心

し
ん
し
ん

に
昏 く

ら

し
。 

 

『教
行
信
証 

信
文
類 

序
』よ
り 

  

Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９
禍
中 

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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推
し
活
で
は
応
援
対
象
を

「推
し
」
と
呼
び
、

深
く
ハ
マ
る
こ
と
を

「沼
に
落
ち
る
」
と
い
う
。 

 

「推
し
活
動
を
し
て
い
る
」
と
答
え
た
の
は
十

代
で
３
７
・
７
％
、
二
十
代
で
２
６
・
３
％
を
占

め
た
。 

 

「推
し
」
と
い
う
言
葉
が
注
目
さ
れ
始
め
た
の

は
約
十
年
前

の
こ
と
。

「人
類
に
と

っ
て

『推

し
』
と
は
何
な
の
か
、
イ
ケ
メ
ン
俳
優
オ
タ
ク
の

僕
が
本
気
出
し
て
考
え
て
み
た
」
の
著
者
の
横
川

良
昭
さ
ん
は

「推
し
た
い
メ
ン
バ
ー

『推
し
メ

ン
』
の
略
語
。
Ａ
Ｋ
Ｂ
４
８
の
飛
躍
で
二
〇

一
〇

年
頃
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
話
す
。 

 

そ
れ
ま
で
は
ア
イ
ド
ル
や
漫
画
好
き
の
人
は

「オ
タ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
暗
い
イ

メ
ー
ジ
だ

っ
た
が
、

「価
値
観
の
多
様
化
で
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
に
な

っ
た
」
と
横
川
さ
ん
。

情
報
化
の
進
展
で
好
み
の
人
や
モ
ノ
を
見
つ
け
や

す
く
な
り
、
対
象
も
ス
タ
ー
か
ら

ユ
ー
チ

ュ
ー

バ
ー
、
ゲ
ー
ム
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
に
広
が
っ

た
。 

 

「推
し
」
と
い
っ
た
カ
ジ

ュ
ア
ル
な
言
葉
に
促

さ
れ
、
気
軽
に
応
援
で
き
る
雰
囲
気
に
。

ハ
マ
っ

た
後
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通
じ
て
推
し
と
交
流
し
や

す
く
な
り
、

「沼
」
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
人
も
増

え
た
と
い
う
。 

 

こ
こ
数
年
で
急
速
に
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
お

り
、
横
川
さ
ん
は

「ア
イ
ド
ル
を
応
援
す
る
女
子

高
生
を
描
い
た

『推
し
、
燃
ゆ
』
が
今
年
芥
川
賞

を
受
賞
し
た
こ
と
は
推
し
活
が
社
会
的
に
認
知
さ

れ
た
象
徴
」
と
語
る
。 

 

「結
婚
な
ど
が
幸
せ
と
は
限
ら
な
い
。
幸
せ
は

人
そ
れ
ぞ
れ
で
推
し
活
に
生
き
る
意
味
を
見
い
だ

す
人
が
増
え
て
い
る
」 

 

推
し
活
ア
ナ
リ
ス
ト
で
電
通

（東
京
）
の
猿
渡

輝
也
さ
ん
は
力
説
す
る
。
個
性
が
重
ん
じ
ら
れ
る

中
、
好
き
な
人
や
モ
ノ
の
ア
ピ
ー
ル
は
キ
ャ
ラ
付

け
、
自
己
表
現
に
な
る
と
い
う
。 

 

最
近
の
推
し
活
の
特
徴
は
、
従
来
の
フ
ァ
ン
よ

り
も
積
極
的
に
推
し
を
広
報
し
、
有
名
に
し
よ
う

と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
グ
ッ
ズ
を
大
量
に
買
い
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
推
し
の
関
連
用
語
を
ト
レ
ン
ド
入
り
さ

せ
、
推
し
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
新
聞
広
告
に
出
す

こ
と
も
あ
る
。
猿
渡
さ
ん
は

「推
し
が
注
目
さ
れ

る
こ
と
で
自
分
た
ち
も
世
間
か
ら
承
認
さ
れ
た
気

に
な
る
の
で
は
」
と
み
る
。 

 

女
性
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ

「泡
沫
パ
ー
テ
ィ
ー

ズ
」
フ
ァ
ン
の
石
垣
勝
正
さ
ん
も
推
し
の

〝布

教
〟
に
余
念
が
な

い
。

「ラ
イ
ブ
会
場
で
別
グ

ル
ー
プ
の
フ
ァ
ン
に
泡
沫
パ
ー
テ
ィ
ー
ズ
の
ラ
イ

ブ
も
見
る
よ
う
声
を
か
け
ま
す
」
と
話
す
。 

 

多
様
性
が
強
調
さ
れ
る

一
方
、
ネ

ッ
ト
な
ど
で

同
調
圧
力
が
高
ま
り
窮
屈
な
時
代
で
も
あ
る
。
他

人
の
意
見
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
自
己
確
立
の
手
段
と

し
て
推
し
活
に
夢
中
に
な
る
人
が
増
え
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。 

 

推
し
活
を
す
る
人
の
行
動
の
ベ
ー
ス
に

「徳
を

積
む
」
と
い
う
考
え
が
あ
る
。

「
コ
ン
サ
ー
ト
で

い
い
席
が
当
た
る
よ
う
に
」

「推
し
に
ふ
さ
わ
し

い
人
間
に
な
り
た
い
」
と
い
っ
た
願
い
の
た
め
、

日
々
善
行
を
積
む
こ
と
を
指
す
。 

 

牧
さ
ん
は
水
溜
ま
り
ボ
ン
ド
が
二
〇

一
九
年
の

台
風
十
五
号
直
後
に
千
葉
県
で
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ

た
際
、
５
万
円
程
度
寄
付
し
た
。

「今
後
、
イ
ベ

ン
ト
の
チ
ケ
ッ
ト
が
当
選
す
る
な
ど
い
い
こ
と
が

あ
る
か
な
と
思
っ
て
」
。
水
溜
ま
り
ボ
ン
ド
の
一

人
が
同
県
出
身
だ
っ
た
こ
と
も
、

〝社
会
貢
献
〟

を
後
押
し
し
た
。 

 

戦
隊
ヒ
ー
ロ
ー
が
好
き
な
佐
藤
華
奏
さ
ん
も
電

車
で
積
極
的
に
席
を
譲
る
。

「職
場
や
家
で
イ
ラ

イ
ラ
し
て
も

『
せ

っ
か
く
貯
め
た
徳
が
な
く
な 

る
』
と
怒
り
を
抑
え
て
い
ま
す
」 

 

「ラ
イ
ブ
チ
ケ
ッ
ト
の
当
落
を
待
つ
間
は
朝
早

く
出
勤
し
た
り
、
コ
ン
ビ
ニ
で
お
釣
り
を
募
金
箱

に
入
れ
た
り
し
ま
す
」
。
ま
た
、
丁
寧
な
暮
ら
し

が
徳
を
積
む
こ
と
に
つ
な
が
る
と
信
じ
て
い
る
人

も
い
る
。 

 

一
方
ト
ラ
ブ
ル
も
あ
る
。

「グ
ッ
ズ
購
入
や
韓

国
旅
行
な
ど
に
数
十
万
円
使
っ
て
し
ま
い
、
家
賃

の
支
払
い
が
危
う
く
な
っ
た
」

「
コ
ロ
ナ
禍
で
推

し
の
舞
台
を
見
る
、
見
な
い
で
友
人
と
も
め
て
不

仲
に
な
っ
た
」

「フ
ァ
ン
が
殺
到
し
て
、
新
幹
線

の
出
発
が
遅
れ
た
」

「友
人
が
同
じ
推
し
の
ラ
イ

ブ
に
何
度
も
行
っ
て
い
る
の
が
気
に
な
る
」
な
ど 

 

他
人
と
競
わ
ず
、
自
分
の
立
ち
位
置
で
応
援
し

自
分
の
考
え
を
他
人
に
強
要
し
た
り
、
制
限
な
く

推
し
活
に
お
金
を
使
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
気
を

付
け
た
い
も
の
で
す
。 

１ 

 
「推
し
活
」
っ
て
？ 

「推
し
活
の
ス
ス
メ
」

（読
売
新
聞
）
□１
□２
抜
粋 
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「推
」
に
は
、
①
前

へ
押

し
出
す
。
押

し
動
か

す
。
②
押

し
上
げ

る
。
選
ん
で
進
め
る
。
③
移

る
。
移
り
変
わ
る
。
④

い
た
だ
く
。
⑤
推

し
量

る
。
尋
ね
求
め
る
。
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、

「ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
」

「
つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
」
と
か
お

使
い
な
さ

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「推
」
を
お
使
い

な
さ
る
と
き
は
、
自
分
の
考
え
と
い
う
よ
り
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
を

〝
た
だ
、
ほ
れ
ぼ
れ
と
〟

味
わ
っ
て
み
ま
す
と
の
意
味
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

２ 

ト
ピ
ッ
ク 

無料アプリ（稱讃寺カメラ）を取得して、いつでも、どこでも 参拝できます。 

「iDMSSPlus」が「iDMSSLite」より画像が鮮明です。 
 

iDMSSLite iDMSSPlus 

※
機
種
に
よ
っ
て
は
、Lite

で
も 

 
 

鮮
明
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

ま
た
問と

ふ
。
字
訓

じ

く

ん

の
ご
と
き
、
論
主

ろ
ん
じ
ゅ

（天
親
）
の
意

こ
こ
ろ

、
三

さ
ん

を
も

っ
て

一
い
ち

と
せ
る
義ぎ

、 
そ
の
理り

し
か
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
愚
悪

ぐ

あ

く

の
衆

生

し
ゅ
じ
ょ
う

の
た
め
に
阿
弥
陀
如
来

あ

み

だ

に

ょ

ら

い

す
で
に
三
心

さ
ん
し
ん

の
願が

ん

を
発お

こ

し
た
ま

へ
り
。
い
か
ん
が
思
念

し

ね

ん

せ
ん
や
。 

答こ
た

ふ
。
仏
意

ぶ

つ

い

測は
か

り
が
た
し
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
ひ
そ
か
に
こ
の
心し

ん

を
推す

い

す
る
に
、 

一
い
っ

切さ
い

の
群
生
海

ぐ
ん
じ
ょ
う
か
い

、
無
始

む

し

よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時

な

い
し
こ
ん
に
ち

こ
ん
じ

に
至い

た

る
ま
で
、
穢
悪
汚
染

え

あ

く

わ

ぜ

ん

に
し

て

清

浄

し
ょ
う
じ
ょ
う

の
心し

ん

な
し
、
虚
仮
諂
偽

こ

け

て

ん

ぎ

に
し
て
真
実

し
ん
じ
つ

の
心し

ん

な
し
。
こ
こ
を
も

っ
て
如
来

に
ょ
ら
い

、

一
切
苦
悩

い
っ
さ

い
く

の
う

の
衆
生
海

し
ゅ
じ
ょ
う
か
い

を
悲
憫

ひ

び

ん

し
て
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫

ふ

か

し
ぎ

ち

ょ
う
さ

い
よ
う
ご

う

に
お
い
て
、
菩
薩

ぼ

さ

つ

の
行

ぎ
ょ
う

を

行
ぎ
ょ
う

じ
た
ま
ひ
し
と
き
、
三
業

さ
ん
ご
う

の
所
修

し
ょ
し
ゅ

、

一
念

一
刹
那

い
ち
ね
ん
い
っ
せ

つ
な

も

清

浄

し
ょ
う
じ
ょ
う

な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、

真
心

し
ん
し
ん

な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
如
来

に
ょ
ら
い

、

清

浄

し
ょ
う
じ
ょ
う

の
真
心

し
ん
し
ん

を
も

っ
て
、
円
融
無
碍

え

ん

ゆ

う

む

げ

不
可
思
議

ふ

か

し

ぎ 

不ふ

可
称

か
し
ょ
う

不
可
説

ふ

か

せ

つ

の
至
徳

し

と

く

を
成

就

じ
ょ
う
じ
ゅ

し
た
ま

へ
り
。
如
来

に
ょ
ら
い

の
至
心

し

し

ん

を
も
っ
て
、
所
有

し

ょ

う

の

一
切

い
っ
さ
い

煩
ぼ
ん

悩の
う

悪
業
邪
智

あ
く
ご
う
じ
ゃ
ち

の
群
生
海

ぐ
ん
じ
ょ
う
か
い

に
回
施

え

せ

し
た
ま

へ
り
。
す
な
は
ち
こ
れ
利
他

り

た

の
真
心

し
ん
し
ん

を

彰
あ
ら
わ

す
。
ゆ
ゑ
に
疑
蓋

ぎ

が

い

雑ま
じ

は
る
こ
と
な
し
。
こ
の
至
心

し

し

ん

は
す
な
は
ち
こ
れ
至
徳

し

と

く

の
尊
号

そ
ん
ご
う

を
そ
の

体た
い

と
せ
る
な
り
。 

『教
行
信
証 

信
文
類
』
よ
り 



4 ３ 

 
 

ほ
れ
ぼ
れ
と 

  

い
い
季
節
を
迎
え
ま
し
た
。 

 

お
か
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

 

五
月
は
、
子
ど
も
の
日
、
母
の
日
が
あ
り
ま
し

た
。 

 

そ
し
て
二
十

一
日
は
親
鸞
聖
人
の
お
誕
生
日
で

す
。 

 

今
日
は
母
と
子
の
お
話
し
で
す
。 

 

ま
ず
、
子
ど
も
の

「子
」
と
い
う
字
、
も
と
の

形
は
、
丸
の
下
に
棒
を

一
本
縦
に
引
き
ま
す
。
そ

れ
が
頭
と
足
で
す
。
首
の
あ
た
り
か
ら
両
手
を
左

右
の
上
に
伸
ば
し
ま
す
。
そ
の
形
が
変
化
し
て
、

い
ま
の

「子
」
と
い
う
字
に
な
り
ま
し
た
。 

 

足
が

一
本
な

の
は
、
お
し
め
に
包
ま
れ
た
赤

ち
ゃ
ん
の
姿
で
す
。 

 

上
に
伸
ば
し

た
両
手
が
命
誕

生
の
喜
び
を
顕

し
ま
す
。 

 

次
に
母
と
い

う
字
で
す
が
、

二
つ
の
点

々
は

お
乳
を
顕
し
て

い
ま
す
。 

 

あ
る
い
は
両

手
で
赤
ち
ゃ
ん

を
抱
い
て
い
る

か
た
ち
だ
と
も

い
い
ま
す
。 

 

字
引
に
よ
り
ま
す
と
、
母
と
い
う
字
に
は

「慕

わ
し
い
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

 

「母
」
と

「子
」
、
簡
単
な
文
字
で
す
が
、
も

と
の
形
を
眺
め
た
り
書
い
た
り
し
て
い
ま
す
と
、

命
の
暖
か
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

 

お
し
め
が
取
れ
て
、
自
分
で
歩
け
る
よ
う
に
な

る
と
ま
る
で
自
分

一
人
の
命
、
と
言

っ
た
大
き
な

顔
を
い
た
し
ま
す
。
お
し
め
に
包
ま
れ
た
ま
ま
、

母
に
向
か
っ
て
両
手
を
出
し
た
姿
は
、
も
と
、
母

の
方
か
ら
呼
び
続
け
に
呼
ば
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま

す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
、

「
つ
ま
る
と

こ
ろ
、
阿
弥
陀
如
来

の
救
い
に
預
か
る
た
め
に

は
、
す
べ
て
の
計
ら
い
を
や
め
て
、
た
だ
ほ
れ
ぼ

れ
と
弥
陀
の
御
恩
の
深
き
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る

と
よ
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 
「そ
う
す
れ
ば
、
ひ
と
り
で
に
、
南
無
阿
弥
陀

仏
と
、
お
念
仏
も
称
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と

の
仰
せ
で
す
。 

 

「た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
、
弥
陀
の
御
恩
の
深
重
な

る
こ
と
、
つ
ね
は
お
も
ひ
た
だ
し
ま
ゐ
ら
す
べ

し
。
し
か
れ
ば
念
仏
も
申
さ
れ
候
ふ
。
」
と
。 

 

こ
れ
は

『歎
異
抄
』
第
十
六
節

の
お
言
葉
で

す
。 

 

『
あ
た
た
か
く 

 

大
き
な
い
の
ち
に
い
だ
か
れ
て
』 

（清
水 
正
宣
師 

著
） 

２０２１(令和３)年度 讃迎会年会費 

（稱讃寺 門信徒会）のお知らせ 
 

ＣＯＶＩＤ-１９の禍中、なかなかお寺にお参りできない状況でございますが、引き続き、お寺のことも 

お心に留めておいていただきますよう、宜しくお願い申しあげます。 

 

年会費 ￥6,000-（振込手数料別） 

 

振込先 ①城北信用金庫 一ツ家支店 店番 049 口座番号 普通 6176051 

        名義 浄土真宗本願寺派 稱讃寺教会 代表 北村信也 

 

      ②ゆうちょ銀行 店名 四四八（読み ヨンヨンハチ） 店番 448 口座番号 普通 2374851 

        名義 北村信也 

 

※ＪＰに口座のない方は、同封の「電信振込請求書」をお使いください。但し、手数料が５５０円掛かります 



5 

 

『親
鸞
聖
人
と
東
国
の
人
々
』 

 

今
井
雅
晴
氏  

 

親
鸞
聖
人
の
時
代
と
私
た
ち
の
時
代 

  

以
上

（二
二
〇
号
掲
載
）
の
い
く
つ
か
の
親
鸞
聖
人
の
イ

メ
ー
ジ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
で
は
こ
れ
か
ら
は
ど
の
よ

う
に
親
鸞
聖
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私

た
ち
に
は
次
の
世
代
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
く
義
務

が
あ
り
ま
す
。 

 

私
た
ち

（正
確
に
は
、
私
た
ち
の
先
輩
の
方
々
は
、
と
い

う
べ
き
で
し
ょ
う
が
）
は
昭
和
三
十
年
代
、
親
鸞
聖
人
七
〇

〇
回
御
遠
忌

（大
遠
忌
）
を
め
ざ
し
、
必
死
に
親
鸞
聖
人
の

こ
と
を
勉
強
し
ま
し
た
。
伝
記
に
つ
い
て
も
、
教
学
、
歴
史

学
を
は
じ
め
と
す
る
各
分
野
で
研
究
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
結
果
作
り
上
げ
た
イ
メ
ー
ジ
は
大
切
に
さ
れ
今
日
に
至
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
問
題
点
は
、
今
ま
で
に

述
べ
た
と
お
り
で
す
。
い
っ
た
ん
作
り
上
げ
ら
れ
た
イ
メ
ー

ジ
は
、
な
か
な
か
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。
変
え
ら
れ
な
い
の

で
す
。
私
た
ち
が
今
度
の
七
五
〇
回
忌
に
向
け
て
勉
強
し
、

学
ん
で
作
り
上
げ
る
親
鸞
聖
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
お
そ
ら
く

こ
れ
か
ら
数
十
年
間
続
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
責
任
は

重
大
だ
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ま
ず

第

一
に
、
親
鸞
聖
人
の
生
き
た
時
代
と
私
た
ち
が
生
き
て
い

る
現
代
と
を
混
同
し
な
い
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
と
私
た
ち

と
は
、
同
じ
日
本
列
島
に
住
ん
で
い
ま
す
。
時
代
で
い
え
ば

親
鸞
聖
人
は
鎌
倉
時
代
、
私
た
ち
は
現
代
で
す
。
親
鸞
聖
人

は
そ
の
生
き
た
鎌
倉
時
代
の
社
会
か
ら
生
じ
た
問
題
、
課
題

の
解
決
に
努
力
さ
れ
、
そ
の
解
決
方
法
を
示
さ
れ
た
の
で
す

私
た
ち
は
、
私
た
ち
が
生
き
る
現
代
社
会
か
ら
生
じ
る
問
題

課
題
の
解
決
に
向
け
て
努
力
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

私
た
ち
の
社
会
に
は
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
が
あ
っ
て
非

常
に
便
利
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
に
よ
る
弊
害
も
多
方

面
に
わ
た
っ
て
お
り
、
重
大
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す

皆
様
非
常
に
よ
く
お
分
か
り
の
と
こ
ろ
で
す
。
親
鸞
聖
人
の

こ
ろ
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
こ
ろ
と
現
代
と
で
は
全
部

が
異
な
る
と
は
申
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
少
な
く
と
も
異
な
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
と
、
私
た
ち
は
意
識
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
親
鸞
聖
人
が
活
躍
さ
れ
た
時
代
背
景

を
知
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上
で
親

鸞
聖
人
か
ら
学
ん
で
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
そ
れ
ほ

ど
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん 

 

時
代
背
景
と
そ
れ
を
見
る
た
め
に
と
る
べ
き
視
点 

  

親
鸞
聖
人
は
そ
の
九
十
年
の
一
生
の
な
か
で
、
毎
日
の
ど

の
よ
う
な
家
庭
的

・
社
会
的
問
題
に
出
会
い
、
対
処
し
よ
う

と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
広
く
い
え
ば
中
世
、
狭
く
い
え

ば
鎌
倉
時
代
の
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。 

 

そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
、
鎌
倉
時
代
の
社
会
的
環
境
や
習

慣
、
鎌
倉
時
代
の
人
々
の
考
え
方
や
常
識
、
親
子
関
係
や
家

庭
の
あ
り
方
な
ど
を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
二
〇

〇
七
年
の
現
在
か
ら
見
て
、
数
十
年
前
の
学
門
成
果
に
よ
る

の
で
は
な
く
、
つ
い
最
近
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
新
し

い
研
究
成
果
で
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
の
夫
婦
関
係
に
し
て
も
、
そ
う
で
す
。
夫
婦
の

あ
り
方
は
、
現
代
で
こ
そ

一
夫

一
婦
制
が
当
然
の
こ
と
と 

な
っ
て
い
ま
す
。
結
婚
し
た
ら
役
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
男
女
二
人
の
戸
籍
が

一
つ
に
な
り
ま
す

そ
れ
が
通
常
、
入
籍
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。 

 

し
か
し
、
鎌
倉
時
代
に
は
入
籍
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ

も
、
戸
籍
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
男
性

が
女
性
の
家
に
通
う
こ
と
で
結
婚
生
活
が
成
り
立
ち
ま
す
。

複
数
の
女
性
の
家
に
通
う
こ
と
も
、
当
た
り
前
に
あ
り
得
た

の
で
す
。
逆
に
、
複
数
の
男
性
が

一
人
の
女
性
の
家
に
通
う 

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
女
性
は
、
今
日
考
え
る
よ
り
も
、 

ず
っ
と
自
立
し
て
い
ま
し
た
。 

 

よ
く
、
親
鸞
聖
人
の
妻
は
何
人
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
に
な
り
ま
す
。

一
人
で
な
け
れ
ば
お
か
し
い
、
困
る

と
い
う
意
見
を
お
持
ち
の
方
も
依
然
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
そ
ん
な
心
配
は
い
ら
な
い
の
で
す
。
妻
は
複
数
存

在
し
よ
う
が
、
し
ま
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な

い
の
が
鎌
倉
時
代
の
社
会
だ
っ
た
の
で
す
。
現
代
の
一
夫

一

婦
制
の
常
識
で
、
鎌
倉
時
代
の
常
識
の
上
で
生
き
た
親
鸞
聖

人
の
こ
と
を
判
断
す
る
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
こ
と
を
勘
違
い

し
て
し
ま
う
の
で
す
。 

 

も
う

一
つ
、
私
た
ち
が
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
す

そ
れ
は
過
去
の
時
代
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
親
鸞
聖
人
の
一

生
の
こ
と
で
勘
当
、
勘
当
と
騒
ぎ
ま
わ
っ
て
も
、
現
代
の
私

た
ち
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
親

鸞
聖
人
の
一
生
を
見
渡
し
て
、
私
た
ち
は
ど
こ
に
重
点
を
置

け
ば
よ
い
の
か
、
何
を
学
べ
ば
よ
い
の
か
、
数
十
年
前
と
は

変
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

歴
史
は
変
わ
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
学
校
の
歴
史
の
教
科

書
を
見
て
、
あ
あ
、
そ
う
な
の
か
、
日
本
の
、
世
界
の
歴
史

は
こ
う
だ
っ
た
の
か
と
思
っ
て
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
研
究
が
進
み
、
社
会
の
常
識
が

異
な
る
と
、
歴
史
教
科
書
の
内
容
で
変
わ
る
部
分
が
出
て
き

ま
す
。
え
っ
、
そ
の
な
の
か
、
過
去
の
歴
史
は
変
わ
ら
な
い

じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
歴
史
は

変
わ
る
の
で
す
。
早
い
話
、
第
二
次
大
戦
前
の
教
科
書
に
は

神
話
は
事
実
の
こ
と
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
数
十 

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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年
以
上
た
っ
た
現
在
、
い
っ
た
い
日
本
人
の
何
人
が
神
話
は

そ
の
ま
ま
事
実
で
あ
っ
た
と
信
じ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

江
戸
幕
府
を
作
っ
た
徳
川
家
康
だ
っ
て
、
現
在
で
は
す
ぐ

れ
た
人
物
だ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
は
、

豊
臣
氏
の
政
権
を
悪
辣

あ
く
ら
つ

な
手
段
を
め
ぐ
ら
し
て
奪

っ
た
、
嫌

な
タ
ヌ
キ
親
爺
、
と
い
う
評
価
が

一
般
の
家
康
評
だ
っ
た
の

で
す
。
し
か
し
そ
の
評
価
は
昭
和
三
十
年
代
に
山
岡
荘
八
と

い
う
小
説
家
が

『徳
川
家
康
』
と
い
う
大
長
編
小
説
を
書
い

て
か
ら
変
わ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
小
説
に
よ
っ
て
、
歴
史
が

変
わ
っ
た
の
で
す
。
昭
和
三
十
年
代
は
、
第
二
次
大
戦
後
の

混
乱
期
を
よ
う
や
く
脱
し
、
そ
れ
か
ら
の
日
本
を
ど
の
よ
う

に
運
営
し
て
い
く
か
、
大
き
な
視
野
と
実
行
力
を
持
っ
た
指

導
者
が
待
望
さ
れ
た
時
代
で
し
た
。
そ
の
社
会
風
潮
の
な
か

で
、
江
戸
幕
府
二
百
数
十
年
の
基
礎
を
築
い
た
徳
川
家
康
が

見
な
お
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

現
代
社
会
は
私
た
ち
に
何
を
要
請
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
真
宗
に
何
を
求
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
第

一

に
、
人
間
関
係
の
回
復
で
し
ょ
う
。
夫
婦
関
係
、
親
子
関
係

友
人
関
係
、
会
社
で
の
人
間
関
係
。
真
宗
は
そ
れ
に
応
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
、
親
鸞
聖
人
は
ご
自
分
の

夫
婦
関
係
を
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
の
か
。
子
ど
も
た
ち

と
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
門
弟
の
方
々
と
の
関
係
は

ど
う
だ
っ
た
の
か
。
調
べ
な
お
し
、
学
び
な
お
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

 

妻

・
恵
信
尼
さ
ま
と
の
関
係
な
ど
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で

す
ば
ら
し
い
、
よ
い
ご
夫
婦
だ
っ
た
な
ど
と
き
れ
い
ご
と
を

い
わ
ず
に
、
お
互
い
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
や
ご
苦
労
が
あ
っ

た
の
か
と
い
う
観
点
で
見
て
こ
そ
、
今
日
の
私
た
ち
の
導
き

に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

私
た
ち
は
歴
史
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
親
鸞

聖
人
か
ら
学
ぶ
と
い
う
の
も
、
広
く
い
え
ば
そ
の
よ
う
な
こ

と
で
す
。
そ
し
て
先
ほ
ど
歴
史
が
変
わ
る
と
申
し
あ
げ
た
の

は
、
過
去
の
事
実
が
変
わ
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
後
世 

の
私
た
ち
の
視
点
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
が
変 

わ
っ
て
見
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
必

要
な
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
歴
史
か
ら
学
ぶ
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
数
十
年
前
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
人

た
ち
と
ま
っ
た
く
同
じ
視
点
で
歴
史
を
見
て
い
て
も
歴
史
か

ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
現
代
社

会
が
求
め
て
い
る
視
点
で
歴
史
か
ら
学
び
、
親
鸞
聖
人
か
ら

学
ぶ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

で
は
、
親
鸞
聖
人
は
ど
の
よ
う
な

一
生
を
送
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
な
か
で
も
東
国
時
代
の
親
鸞
聖
人
の
こ
と

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
東
国

と
い
う
社
会
の
な
か
で
、
親
鸞
聖
人
は
ど
の
よ
う
な
人
々
を

相
手
に
し
て
教
え
を
説
か
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
間
関

係
を
乗
り
越
え
て
い
か
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

東
国
の
人
々
と
親
鸞
聖
人 

  
 

東
国
の
門
弟 

  

親
鸞
聖
人
は
四
十
二
歳
の
と
き
に
東
国
に
来
ら

れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
十
年
近
く
念
仏
布
教
に

あ
た
ら
れ
、
ま
た

『教
行
信
証
』
と
し
て
結
実
し

た
著
書
を
は
ぼ
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
六
十

歳
の
こ
ろ
に
京
都
に
帰
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。 

 

ち
な
み
に
、
東
国
と
関
東
と
い
う
こ
と
ば
は

ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
国
と

い
う
の
は
、
古
代
で
は
畿
内
の
東
の
地
方
と
い
う

意
味
で
し
た
か
ら
、
だ
い
た
い
滋
賀
県
よ
り
東
の

地
域
を
さ
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
狭
く

な
っ
て
い
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
こ
ろ
は
現
在
の
関

東
地
方
か
ら
東
の
地
域
を
さ
し
て
い
ま
し
た
。
東

北
地
方
の
南
部
の
方
も
入
っ
て
い
る
気
配
で
す
。 

 

関
東
と
い
う
の
は
、
正
確
に
は
関
所
の
東
と
い

う
意
味
で
す
。
実
際
に
は
、
奈
良

・
京
都
か
ら
東

国

へ
行
く
正
統
な
道
で
あ
る
東
山
道
の
、
碓
氷
峠

か
ら
東
で
す
。
渭
水
峠
は
長
野
県
と
群
馬
県
と
の

境
に
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
関
東
と

い
う
の
は
東
海
道
の
箱
根
の
関
所
か
ら
東
の
地

方
、
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
し
た
。 

 

し
か
し
鎌
倉
時
代
に
は
、
関
東
と
い
う
の
は
現

在
の
関
東
地
方
と
い
っ
た
よ
う
な
地
方
名
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
鎌
倉
時
代
に
関
東
と
い
え

ば
、
鎌
倉
幕
府
の
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
す
。
源

頼
朝
ら
の
鎌
倉
将
軍
は
、
鎌
倉
殿
と
称
し
ま
し

た
。 

 

で
は
、
現
在
の
関
東
地
方
に
あ
た
る
地
域
を
意

味
す
る
こ
と
ば
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は

「坂
東
」
と
い
う
こ
と
ば
で

し
た
。
坂
東
こ
そ
、
現
在
の
関
東
地
方
を
意
味
す

る
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
す
。
本
稿
で
は
関
東
地
方

に
東
北
地
方
南
部
も
含
め
て
い
る
と
い
う
意
味
を

こ
め
て
、
東
国
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
ま

す
。 

 

約
十
八
年
の
東
国
生
活
で
、
親
鸞
聖
人
は
多
く

の
人
た
ち
と
接
し
ま
し
た
。
多
く
の
門
弟
も
作
り

ま
し
た
。

『
二
十
四
輩
牒
』
に
は
、
親
鸞
聖
人
に

は
二
十
四
人
の
重
要
な
門
弟
が
い
た
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
名
前
と
住
所
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

試
み
に
最
初
の
十
人
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

（大
洗
願
入
寺
本
）
。 

 
 

性
信
御
房

し
ょ
う
し
ん
お
ん
ぼ
う 

下
総

し
も
う
さ

国
豊
田
庄
横
曽
根

と
よ
だ
の
し
ょ
う
よ
こ
そ
ね 

 
 

真
仏
御
房

し
ん
ぶ
つ
の
お
ん
ぼ
う 

下
野

し
も
つ
け

国
大
内
庄
高
田

お
お
う
ち
の
し
ょ
う
た
か
だ 

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 

 
 

順
信

じ
ゅ
ん
し
ん

御
房 

常
陸

ひ

た

ち

国
富
田

と

み

た 

 
 

乗
然

じ
ょ
う
ね
ん

御
房 

常
陸
国

南

庄

み
な
み
の
し
ょ
う 

 
 

信
楽

し
ん
ぎ
ょ
う

御
房 

下
総
国
大
方
新
堤

お
お
か
た
に
い
つ
つ
み 

 
 

成
然

じ
ょ
う
ね
ん

御
房 
下
総
上
幸
島
市
野
柳

し
も
う
さ
か
み
さ
し
ま
い
ち
の
や
な
ぎ 

 
 

西
念

さ
い
ね
ん

御
房 

武
蔵
野
田

む

さ

し

の

だ 

 
 

性

証

し
ょ
う
し
ょ
う

御
房 

下
野
戌
飼
高
柳

し
も
つ
け
い
ぬ
か
い
た
か
や
な
ぎ 

 
 

善

性

ぜ
ん
し
ょ
う

御
房 

下
総
国
豊
田
飯
沼

と
よ
だ

い
い
ぬ
ま 

 
 

是
信

ぜ

し

ん

御
房 

奥
州
和
賀
郡

お
う
し
ゅ
う
わ
が
の
こ
お
り 

  

ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
門
弟
二
十

四
人
の
設
定
は
覚
如
が
行
っ
た
も
の
で
、
本
願
寺

を
頂
点
と
す
る
信
州
教
団
形
成
と
い
う
目
的
に

よ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。 

 

二
十
四
輩
と
い
う
四
文
字
も
、
も
と
は
二
十

に
じ
ゅ
う

余よ

輩は
い

と
記
し
た
よ
う
で
す
。
同
じ
く
覚
如
の

『
改
邪

か
い
じ
ゃ

鈔
し
ょ
う

』
に
、 

  
 

お
お
よ
す
本
願
寺
の
聖
人
御
門
弟
の
う
ち
に 

 

 
 

を
い
て
二
十
余
輩
の
流

々

り
ゅ
う
り
ゅ
う

の
学
者
達
、
祖 

 
 

師
の
御
口
伝

ご

く

で

ん

に
あ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
禁
制

き
ん
ぜ
い

し 

 
 

自
由
の
妄
義

も

う

ぎ

を
停
廃

ち
ょ
う
は
い

あ
る
べ
き
も
の
を
や 

 

と
あ
る
文
が
語
源
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
文
中
、

「自
由
」
と
い
う
の
は
勝
手
き
ま
ま

と
い
う
意
味
で
す
。

「自
由
」
と
い
う
の
は
、
日

本
人
は
明
治
時
代
に
入
る
ま
で
悪
い
意
味
で
使
っ

て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
時
代
に
入
り
、
英

語
の
リ
バ
テ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
ば
の
訳
語
と
し

て
、
よ
い
意
味
に
変
え
て
使
っ
て

「自
由
」
を

使
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

  
 

山
伏
弁
円 

  

『
二
十
四
輩
牒
』
の
第
十
八
番
目
に
、
次
の
記

事
が
あ
り
ま
す
。 

  
 

明
法
御
房

み
ょ
う
ほ
う
ぼ
う

跡

証
し
ょ
う

信し
ん 

久
慈
西
楢
原

く

じ
さ

い
な

ら

は
ら 

  
こ
れ
は
、

「明
法
房
の
遺
産

（道
場
な
ど
）
を

受
け
継
い
だ
証
信
房
。
そ
の
証
信
は
常
陸
国
久
慈

西
郡
の
楢
原
に
住
ん
で
い
る
」
と
い
う
意
味
で

す
。
こ
の
明
法
房
が
、
も
と
親
鸞
聖
人
に
逆
ら
っ

た
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
山
伏
弁
円

や
ま
ぶ
し
べ
ん
ね
ん

の
後
半
生
の

姿
な
の
で
す
。

『親
鸞
伝
絵

し
ん
ら
ん
で
ん
ね

』
に
親
鸞
聖
人
と

争

っ
た
弁
円
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

ま
す
。 

  
 

聖
人
常
陸
国
に
し
て
、
専
修
念
仏

せ
ん
じ
ゅ
ね
ん
ぶ
つ

の
義
を
ひ 

 
 

ろ
め
給
ふ
に
、

（中
略
）

一
人

い
ち
に
ん

の
僧

【山
臥 

 
 

 
 

云
々

】
あ
り
て
、

動
や
や
も
す
れ

ば
、
仏
法
に
怨あ

だ

を
な 

  
 

し
つ
つ
、
結
句

け

っ
く

害
心
を

挿
さ
し
は
さ

ん
で
、
聖
人
を 

 

 
 

時
々

よ
り
よ
り

う
か
が
ひ
た
て
ま
つ
る
。

（中
略
）
板い

た 

 
 

敷
山

じ
き
や
ま

（中
略
）
に
し
て
度
々
相
待

ど

ど

あ

い

ま

つ

と
い
へ
ど 

 
 

も
、
さ
ら
に
其
の
節
を
と
げ
ず
、

（中
略
） 

 
 

禅
室
に
行ゆ

き

て
尋

申

た
ず
ね
も
う
す

に
、
聖
人
左
右

さ

う

な
く
出い

で 

 
 

会あ
い

た
ま
ひ
に
け
り
。
す
な
わ
ち
尊
顔

そ
ん
げ
ん

に
む
か 

 
 

ひ
た
て
ま
つ
る
に
、
害
心

忽
た
ち
ま
ち

に
消
滅
し
て 

 
 

剰
あ
ま
つ
さ

へ

後
悔
の
涙
禁
じ
が
た
し
。 

  

弁
円
は
山
伏
で
し
た
。
山
伏
と
い
う
の
は
、
深

い
山
岳
に
は
霊
気
が
あ
り
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
祈

祷
を
す
れ
ば
病
気
回
復
、
安
産
、
畠
の
病
虫
害
の

追
い
出
し
、
金
儲
け
な
ど
に
大
き
な
働
き
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
人
々
を
救

う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
修

行
し
た
人
々
の
こ
と
で
す
。
山
の
な
か
で
起
き
伏

し
を
す
る
の
で
、
山
伏
ま
た
は
山
臥
と
い
っ
た
の

で
す
。
そ
の
修
行
を
修
験
道
と
い
い
ま
し
た
。
修

行
中
の
人
あ
る
い
は
修
行
を
な
さ
っ
た
と
さ
れ
た

人
を
、
修
験
者
と
い
い
ま
し
た
。
単
に
修
験
と

い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
真
言

宗
の
密
教
と
日
本
古
来
の
山
岳
信
仰
と
が
結
び
つ

い
て
、

一
種
独
特
の
信
仰
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。 

（
つ
づ
く
） 

 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
で
、
今
も
修
験

者
の
祈
祷
に
頼
る
の
は
、
何
故
な
ん
で
し
ょ
う
ね 
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編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

 

私
な
ど
は
、
つ
い
つ
い
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
と
い

う
よ
り
は
、
自
分
の
思
い
を
推
し
進
め
が
ち

（押
し
つ

け
）
で
あ
り
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
現
代
の

「推
し
活
」
で
言
う
な
ら
ば
、

「阿
弥
陀
さ
ま
」

（
「誠
な
る
か
な
、
摂※

１

取
不
捨
の
真

言
、
超※

２

世
希
有
の
正
法
、
聞
思
し
て
、
遅
慮
す
る
こ
と

な
か
れ
」

『教
行
信
証 

総
序
』
）
を
推
し
て
、
た
だ

惚
れ
惚
れ
と
、
味
わ
い
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
き
な
智
慧

と
慈
悲
を
縁
の
あ
る
方
々
に
伝
え

（布
教
）
な
さ

っ
た

の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

な
ら
ば
、
現
代
の
私
た
ち
、
折
角
、
浄
土
真
宗
と
い

う
教
え
に
出
遇
え
た
の
で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
を
自
身

の

「推
し
」
と
し
て
、

「推
し
活
」
を
し
て
み
て
は
如

何
で
し
ょ
う
か
。 

 

皆
さ
ん
が
、
お

一
人
お
ひ
と
り
、
親
鸞
聖
人
が
お
好

き
に
な
ら
れ
る
よ
う
に
、
私
自
身
、
努
め
て
参
り
た
い

と
思
い
ま
す
。 

 

※
１ 

摂
取
不
捨
の
真
言 

  

「必
ず
救
い
、
決
し
て
見
捨
て
な
い
」
阿
弥
陀
さ
ま

の
お
心
と
お
は
た
ら
き
の
こ
と
で
あ
り
、

「南
無
阿
弥

陀
仏
」

（名
号
＝
念
仏
＝
真
言
＝
弥
陀
の
呼
び
声
）

一

つ
で
彰
わ
し
て
い
ま
す
。 

 

※
２ 

超
世
希
有
の
正
法 

  

「必
ず
仏
に
な
る
と
願
わ
れ
た

〝
い
の
ち
〟
を
も
っ

て
、
あ
な
た
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
」
と
い
う
覆
る
こ

と
の
な
い
真
理
を
言
い
ま
す
。 

二
〇
二
一
年 

五
月
の
行
事
予
定 

  

い
の
ち
の
願ね

が

い
に
よ
って 

  
 

あ
な
た
は
生う

ま
れ
た 

 
  

二
〇
二
一
年

「心
の
と
も
し
び
」
五
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

  

二
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

  

六
日

（木
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

九
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 
午
前
十
時 

 

一
六
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
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
十
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
十
時 

 

※
晨
朝
の
お
つ
と
め 

毎
日
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
十
時 

 
 

 
 

 
 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
三
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
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
十
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
十
時 

 
 

 

二
〇
二
一
年 

七
月
の
行
事
予
定 

  
四
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

  

六
日

（火
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
一
日

（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 

一
六
日

（金
）
の
ん
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