
  

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
あ
げ
ま
す
。 

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
か
ら
三
年
目

を
迎
え
ま
し
た
。
「
Ｗ
ｉ
ｔ
ｈ 

コ
ロ
ナ
」 

ま
で
は
ま
だ
ま
だ
の
よ
う
で
す
。
呉
々
も
、

ご
自
愛
に
て
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。 
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お
陰
様
で
、
こ
の
足
立
に
開
教
し
て
二
十
年
目

を
迎
え
、
四
十
歳
だ
っ
た
私
は
、
今
年
六
十
歳
に

な
り
ま
す
。 

 

つ
い
こ
の
間
、
十
年
に
な
る
な
あ
、
そ
ろ
そ
ろ

宗
教
法
人
取
得
に
取
り
か
か
ろ
う
と
思
い
な
が
ら 

た
だ
し
、
い
ま
論 ろ

ん

ず
る
と
こ
ろ
の 

末 ま
っ

法 ぽ
う

に
は
、
た
だ
名
字

み
ょ
う
じ

の
比
丘

び
く

の
み 

あ
ら
ん
。
こ
の
名
字

み
ょ
う
じ

を
世 よ

の
真
宝

し
ん
ぽ
う

と 

せ
ん
。
福
田

ふ
く
で
ん

な
か
ら
ん
や
。 

た
と
ひ
末 ま

っ

法 ぽ
う

の
な
か
に
持
戒

じ
か
い

あ
ら
ば 

す
で
に
こ
れ
怪
異

け
い

な
り
、
市 い

ち

に
虎 と

ら

あ 

ら
ん
が
ご
と
し
。
こ
れ
た
れ
か
信 し

ん

ず 

べ
き
や
。 

（
『
教
行
信
証
』
化
巻
中
『
末
法
灯
明
記
』
引
用
文
） 

あ
っ
と
い
う
間
に
、
そ
れ
か
ら
十
年
が
経
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。 

 

約
六
十
年
程
前
、
前
々
ご
門
主
様
が
「
形
ば
か
り
の
僧

侶
・
名
ば
か
り
の
門
徒
」
と
言
わ
れ
、
僧
侶
の
資
質
が
問

わ
れ
、
寺
院
の
教
化
活
動
が
推
進
さ
れ
ま
し
た
。 

 

私
は
大
学
卒
業
時
に
得
度
し
て
僧
侶
に
な
り
、
爾
来
、

僧
侶
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
歩
ん
で
き
た
つ
も
り
で
お

り
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
二
十
年
前
に
開
教
に
至
っ
た
わ
け
で
す
が
、

い
つ
の
間
に
か
、
自
分
が
「
世
帯
仏
法
腹
念
仏
」
そ
の
ま

ま
の
営
み
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

末
法
の
時
代
、
既
に
最
澄
さ
ん
が
、
「
無
戒
の
名
ば
か

り
の
僧
侶
こ
そ
が
、
世
の
中
の
真
宝
で
あ
る
」
と
仰
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。
持
戒
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
僧
侶

は
、
「
市
中
に
虎
が
居
る
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
か
ら
誰

も
信
じ
な
い
と
も
仰
い
ま
し
た
。 

 

私
自
身
は
、
形
ば
か
り
名
ば
か
り
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
「
さ
す
が
お
坊
さ
ん
」
「
周
り
と
は
異
な
る
な
あ
」

と
狭
い
地
域
で
、
そ
の
虎
に
成
ろ
う
と
、
驕
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

正
信
偈
の
「
道
俗
時
衆
共
同
心 

唯
可
信
斯
高
僧
説
」

を
味
わ
い
、
ご
一
緒
に
お
念
仏
申
し
な
が
ら
、
歩
ん
で
参

り
た
い
と
思
い
ま
す
。 



2 １ 

 

去
る
十
二
月
十
九
日
に
、
当
寺
の
宗
祖
親
鸞
聖

人
報
恩
講
を
営
み
ま
し
た
。
当
日
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
も
少
し
落
ち
着
い
た
よ
う
に
思
え
ま

し
た
の
で
、
昨
年
よ
り
多
く
ご
参
拝
し
て
く
だ
さ

る
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
お
昼
前
に
、
早
崎

さ
ん
が
、
用
事
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
お
参
り

に
来
ら
れ
帰
ら
れ
、
一
時
に
な
っ
て
も
ど
な
た
も

来
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

『
寺
報
』
に
ご
案
内
を
掲
載
し
た
だ
け
で
は
、

不
親
切
だ
っ
た
か
な
あ
と
反
省
し
ま
し
た
。 

 

ほ
ど
な
く
し
て
、
中
木
原
乃
既
子
さ
ん
と
高
橋

八
重
子
さ
ん
が
参
拝
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

姉
と
合
わ
せ
て
、
四
人
で
お
つ
と
め
い
た
し
ま

し
た
。
今
回
は
、
お
正
信
偈
を
お
唱
え
す
る
前
に

「
御
本
典
作
法
」
を
初
め
て
取
り
入
れ
て
み
ま
し

た
。
「
御
本
典
作
法
」
の
歌
詞
は
、
『
教
行
信

証
』
の
中
、
親
鸞
聖
人
ご
自
釈
の
御
文
を
集
め
た

も
の
で
、
次
の
よ
う
な
作
法
で
あ
り
ま
す
。 

 

〈
念
仏
〉 

南
無
阿
弥
陀

な

も

あ

み

だ

（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
ー
仏

な

も

あ

み

だ

ー

ぶ 

 

〈
宿
縁
〉 

あ
あ 

弘
誓

ぐ
ぜ
い

の
強
縁

ご
う
え
ん 

多
生

た
し
ょ
う

に
も

値
も
う
あ

ひ
が
た
く 

真
実

し
ん
じ
つ

の

浄
信

じ
ょ
う
し
ん 

億
劫

お
っ
こ
う

に
も
獲 え

が
た
し 

遇
た
ま
た
ま 

行
信

ぎ
ょ
う
し
ん

を
獲 え

ば 

遠 と
お

く

宿
縁

し
ゅ
く
え
ん

を
慶

よ
ろ
こ

べ 

〈
念
仏
〉 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
ー
仏 

 

南
無
阿
弥
陀
ー
仏 

 

〈
慶
喜
〉 

慶
よ
ろ
こ

ば
し
い
か
な 

慶
よ
ろ
こ

ば
し
い
か
な 

心
こ
こ
ろ

を
弘
誓

ぐ
ぜ
い

の
仏
地

ぶ
つ
じ

に
樹 た

て 

念
お
も
い

を
難
思

な
ん
じ

の
法
海

ほ
う
か
い

に
流 な

が

す 

深 ふ
か

く
如
来

に
ょ
ら
い

の
矜
哀

こ
う
あ
い

を
知 し

り
て 

誠
ま
こ
と

に
師
教

し
き
ょ
う

の
恩
厚

お
ん
こ
う

を
仰 あ

お

ぐ 

慶
喜

き
ょ
う
き

い
よ
い
よ
至 い

た

り 

至
孝

し
こ
う

い
よ
い
よ
重 お

も

し 

 

〈
悲
歎
〉 

誠
ま
こ
と

に
知 し

ん
ぬ 

悲 か
な

し
き
か
な 

愛
欲

あ
い
よ
く

の
広
海

こ
う
か
い

に
沈
没

ち
ん
も
つ

し 

名
利

み
ょ
う
り

の
太
山

た
い
せ
ん

に
迷
惑

め
い
わ
く

し
て 

定
聚

じ
ょ
う
じ
ゅ

の
数 か

ず

に
入 い

る
こ
と
を

喜
よ
ろ
こ

ば
ず 

真
証

し
ん
し
ょ
う

の

証
さ
と
り

に 

近 ち
か

づ
く
こ
と
を
快 た

の

し
ま
ざ
る
こ
と
を 

恥 は

づ
べ
し 

傷 い
た

む
べ
し 

 
令
和
三
年
度 

稱
讃
寺 

 
 

親
鸞
聖
人
報
恩
講 

 
 

 
 

 
 

 
 



3 ２ 

〈
念
仏
〉 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

 

〈
敬
信
〉 

真
宗

し
ん
し
ゅ
う

の 

真
宗

し
ん
し
ゅ
う

の 

教
行
証

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う

を

敬
信

き
ょ
う
し
ん

し
て 

こ
と
に 

如
来

に
ょ
ら
い

の
恩
徳

お
ん
ど
く 

深 ふ
か

き
こ
と
を
知 し

ん
ぬ 

こ
こ
を
も
っ
て 

聞 き

く
と
こ
ろ
を
慶

よ
ろ
こ

び 

獲 う

る
と
こ
ろ
を
嘆 た

ん

ず
る
な
り 

 

〈
念
仏
〉 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無
阿
弥
陀
（
仏
） 

南
無 

南
無 

南
無 

南
無 

阿
弥
陀
（
仏
） 

阿
弥
陀
仏 

   

〈
回
向
文
〉 

誠
ま
こ
と

な
る
か
な 

誠
ま
こ
と

な
る
か
な 

摂
取
不
捨

せ
っ
し
ゅ
ふ
し
ゃ

の
真
言

し
ん
ご
ん 

超
世
希
有

ち
ょ
う
せ
け
う

の

正
法

し
ょ
う
ぼ
う 

聞
思

も
ん
し

し
て 

聞
思

も
ん
し

し
て 

遅
慮

ち
り
ょ

す
る
こ
と
な
か
れ 

 

と
、
節
付
き
で
詠
い
ま
す
。 

 

今
回
は
、
所
々
音
程
が
外
れ
て
し
ま
い
、
ご
ま

か
し
な
が
ら
の
お
つ
と
め
で
し
た
。 

 

次
回
は
、
も
っ
と
練
習
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
思

い
が
し
ん
み
り
と
伝
わ
る
よ
う
に
、
聞
き
惚
れ
る

よ
う
な
お
つ
と
め
を
心
が
け
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

〈
お
話
の
一
部
〉 

情
念
に
つ
い
て 

 

情
念
の
世
界
で
う
ご
め
い
て
い
る
私
た
ち
で

す
。
「
情
念
」
と
は
、
私
の
感
情
が
強
く
押
し
出

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
正

信
偈
で
「
還
来
生
死
輪
転
家 

決
以
疑
情
為
所

止
」
と
私
ど
も
の
「
こ
こ
ろ
」
を
「
情
」
で
表
現

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
方
「
念
」
は
「
念
仏
」
を

表
わ
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
こ
こ

ろ
を
漢
字
で
表
わ
す
と
き
は
「
心
」
を
お
使
い
の

よ
う
で
す
。
「
聞
と
い
ふ
は
、
仏
願
の
生
起
本
末

を
聞
い
て
、
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
、
こ
れ
を
聞
と

い
ふ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
疑
心
」
に
つ
い

て
、
「
私
ど
も
の
心
に
疑
い
が
な
く
な
る
」
と
訳

さ
れ
る
よ
う
で
す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
「
疑
蓋
無

雑
」
の
お
心
を
表
わ
し
て
お
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
心
に
は
疑
い
偽
り
が
な
い
こ
と
を
信
知
す
る
こ

と
を
「
聞
」
と
い
う
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
先
の
正
信
偈
の
御
文
は
、
法

然
聖
人
の
言
葉
と
し
て
、
「
私
た
ち
の
疑
い
の
心

が
、
迷
い
の
世
界
に
留
め
て
い
る
」
と
訳
さ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
「
還
来
」
の
言
葉
が
加
え
ら
れ
て

い
る
の
で
、
「
仏
様
方
が
、
こ
の
迷
い
の
世
界
に

還
っ
て
く
る
の
は
、
私
た
ち
に
〈
疑
情
〉
が
あ
る

か
ら
こ
そ
」
と
訳
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
が
如
何

で
し
ょ
う
か
。
疑
情
の
「
疑
」
は
煩
悩
の
一
つ
の

「
疑
」
、
疑
う
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
私

た
ち
の
こ
こ
ろ
は
「
疑
情
」
そ
の
も
の
だ
と
言
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
複
雑
に
入
り
乱
れ
た
心
で
し
か

な
い
私
た
ち
で
す
が
、
お
念
仏
申
す
身
に
は
、
常

に
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
に
包
ま
れ
て
い
る
と
「
情

念
」
か
ら
味
わ
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。 
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【
現
代
語
訳
】 

  

比
叡
山
の
伝
教
大
師
最
澄
は
、
こ
の
国
の 

 

人
々
が
様
々
な
災
難
に
遭
遇
し
苦
し
ん
で 

 

い
る
相
を
あ
わ
れ
み
悲
し
ん
で
、
七
種
の 

 

天
災
地
変
の
災
難
を
消
滅
さ
せ
る
『
七
難 

 

消
滅
護
国
頌
』
を
つ
く
り
、
そ
の
な
か
で 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
を
称
え
る
よ
う
勧  

 

め
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

 

欽
明
天
皇
の
時
に
日
本
に
伝
来
し
た
仏
教
は
、

最
澄
と
空
海
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
平
安
仏
教
に

お
い
て
、
し
だ
い
に
日
本
人
の
生
死
観
に
影
響
を

及
ぼ
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
天
台
宗
や
真
言
宗
は

鎮
護
国
家
の
色
彩
の
強
い
仏
教
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
が
修
行
さ
れ
た
比
叡
山
天
台
宗
延
暦

寺
の
開
祖
は
、
伝
教
大
師
最
澄
で
す
。
最
澄
は
、

十
四
歳
で
得
度
、
十
九
歳
で
比
叡
山
に
入
り
草
庵

を
構
え
ま
す
。
延
暦
七
年
（
七
八
八
年
）
根
本
中

堂
を
創
立
、
以
後
、
『
法
華
経
』
『
仁
王
経
』

『
金
光
明
経
』
等
の
護
国
経
典
を
講
じ
て
桓
武
天

皇
の
信
任
を
得
て
、
八
〇
四
年
三
十
八
歳
に
し
て

還
学
生
と
し
て
渡
唐
し
翌
年
帰
朝
。
八
〇
六
年
天

台
年
分
度
者
の
勅
許
を
得
、
更
に
大
乗
戒
壇
の
設

立
に
努
力
し
、
弘
仁
十
三
年
、
五
十
六
歳
で
寂

静
。 

 
先
の
『
法
華
経
』
『
仁
王
経
』
『
金
光
明
経
』

の
三
部
経
を
読
誦
し
て
天
皇
と
人
民
の
幸
せ
を
祈

る
法
要
（
法
会
）
に
読
む
願
文
を
「
誦
文
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
『
法
華
長
講
会
式
』
も

そ
の
一
つ
で
、
そ
こ
に
は
阿
弥
陀
仏
と
記
さ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。 

 

法
然
聖
人
の
『
和
語
灯
録
』
に
「
伝
教
大
師
の

七
難
消
滅
の
法
に
も
念
仏
を
つ
と
む
べ
し
と
み
え

て
候
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
存
覚
さ
ん
（
親
鸞
聖

人
の
曽
孫
の
長
子
）
の
『
持
名
鈔
』
に
は
、 

 
 
 

 
 

嵯
峨
の
天
皇
の
御
時
、
天
下
に
日
て
り
、
雨 

 

 
 

く
だ
り
、
病
お
こ
り
、
戦
い
で
き
て
国
土
お 

 
 

だ
や
か
な
ら
ざ
り
し
に
、
い
づ
れ
の
行
の
ち 

 
 

か
ら
に
て
か
こ
の
難
は
と
ど
ま
る
べ
き
と
、 

 
 

伝
教
大
師
に
勅
問
あ
り
し
か
ば
、
『
七
難
消 

 
 

滅
の
法
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
に
し
か
ず
』
と 

 
 

ぞ
申
さ
れ
け
る 

と
あ
り
ま
す
。
嵯
峨
天
皇
の
問
い
に
対
し
て
、
伝

教
大
師
は
、
日
照
り
、
水
害
、
疫
病
な
ど
の
種
々

の
災
難
（
七
難
）
を
消
滅
す
る
に
は
、
南
無
阿
弥

陀
仏
と
名
号
を
称
え
る
こ
と
が
一
番
だ
と
、
『
金

光
明
経
』
金
陀
羅
尼
品
の
中
の
「
南
謨
（
無
）
西

方
阿
弥
陀
仏
」
を
称
え
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る

説
示
を
基
に
答
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
『
七
難

消
滅
護
国
頌
』
に
は
、 

 
 

大
日
本
国
四
海
の
内
、
有
ら
ゆ
る
一
切
含
識

い
っ
さ
い
が
ん
し
き 

 
 

の
類
、
・
・
・
天
災
地
変
七
難
等
、
皆
悉
く 

 
 

滅
除
し
て
更
に
起
ら
ず
、
十
方
諸
仏
哀
愍
し 

 
 

て
護
り
た
ま
ふ
、
・
・
・
大
日
本
国
人
の
依 

 
 

正
、
国
家
隆
平
に
し
て
人
道
を
求
む
、
依
正 

 
 

安
穏
に
し
て
念
仏
を
修
せ
ん 

と
あ
り
ま
す
。 

 

「
七
難
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
首
で
も
取
り
上

げ
て
お
り
ま
す
が
、
い
く
つ
か
の
経
典
に
説
か
れ

る
「
七
難
」
を
列
挙
し
て
み
ま
す
。 

①
『
仁
王
般
若
経
』
下
「
受
持
品
」 

（
１
）
日
月
失
度
難

に
ち
が
つ
し
つ
ど
な
ん 

（
２
）

星
宿
失
度
難

し
ょ
う
し
ゅ
く
し
つ
ど
な
ん 

（
３
）
災
火
難 

（
４
）
雨
水
変
異
難

う
す
い
へ
ん
い
な
ん

 

（
５
）
悪
風
難 

（
６
）
亢
陽
難

こ
う
よ
う
な
ん 

（
７
）
悪
賊
難

あ
く
ぞ
く
な
ん 

※
伝
教
大
師
の
『
顕
戒
論

け
ん
か
い
ろ
ん

』
に
出
す
。 

３ 

  
現
世
利
益
和
讃
に
つ
い
て 

 
二
首
目 
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従
来
、
こ
の
下
妻
で
の
夢
に
つ
き
ま
し
て
は
、
親
鸞

は
六
角
堂
の
夢
告
に
よ
っ
て
恵
信
尼
の
こ
と
を
観
音
菩

薩
と
思
っ
て
い
た
し
、
恵
信
尼
も
親
鸞
を
観
音
菩
薩
と

知
り
、
夫
婦
お
互
い
に
観
音
菩
薩
と
思
っ
て
尊
敬
し

あ
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
解
釈
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
私
の
考
え
は
、
も
う
少
し
恵
信
尼
寄
り
の
立
場
に

立
っ
て
み
る
と
、
違
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
関
東
の

入
り
口
で
そ
の
よ
う
な
夢
を
見
た
の
か
。
単
に
親
鸞
を

観
音
菩
薩
と
す
る
だ
け
な
ら
、
そ
の
夢
は
結
婚
当
初
京

都
で
見
て
も
よ
か
っ
た
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
「
あ
あ
、
い
い
人
と
結
婚
で
き
て
よ
か
っ
た
」

と
い
う
よ
う
な
気
持
で
す
ね
。
な
ぜ
十
年
も
た
っ
て
か

ら
、
し
か
も
関
東
の
入
り
口
で
こ
の
夢
を
見
た
の
で

し
ょ
う
。 

 

そ
れ
は
や
は
り
、
十
年
も
連
れ
添
え
ば
自
分
の
夫
に

つ
い
て
、
い
く
ら
最
初
に
尊
敬
し
た
と
し
て
も
、
少
し

飽
き
が
き
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。
そ
れ
に
恵
信
尼
の
生
活
の
悩
み
。
関
東

へ
行
っ
て
生
活
で
き
る
の
か
と
い
う
深
刻
な
悩
み
。
し

か
し
そ
れ
ら
の
逡
巡
す
る
気
持
を
一
度
に
変
え
て
し

ま
っ
た
の
が
こ
の
下
妻
で
の
夢
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

自
分
の
意
識
の
な
か
で
軽
く
な
り
始
め
て
い
た
夫
が

尊
敬
す
る
法
然
と
一
緒
に
並
ん
で
い
る
。
し
か
も
観
音

菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
っ
た
。
「
こ
れ
な
ら
一
緒

に
や
っ
て
い
け
る
、
こ
れ
な
ら
一
緒
に
関
東
で
苦
労
し

よ
う
」
と
思
い
直
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自

分
の
夫
を
再
び
自
分
の
意
思
で
選
び
直
し
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
恵
信
尼
三
十
三
歳
の
決
意
の
表
明
。

そ
れ
が
こ
の
夢
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
す
。 

 

恵
信
尼
の
立
場
に
立
っ
て
み
ま
す
と
、
彼
女
は
夫
の

主
導
の
も
と
に
生
活
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の

上
で
、
自
分
自
身
と
し
て
は
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
悩

み
で
す
。
前
に
申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
関
東
へ
行

け
ば
自
分
で
ご
飯
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
育
児
は
ど
う
し
よ
う
。
子
ど
も
が
無
学
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
恵
信
尼
は
京
都
の
貴
族
の
娘
と
し

て
教
育
を
受
け
て
き
た
け
れ
ど
、
関
東
へ
行
っ
た
ら
そ

う
い
う
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
恵
信
尼
と
し
て
は

せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
状
況
で
、
関
東
へ
入
っ
て
か
ら
も
た

め
ら
っ
て
い
た
。
あ
あ
、
と
う
と
う
関
東
へ
来
て
し

ま
っ
た
、
ど
う
し
よ
う
、
と
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
も
う
一
度
決
心
し
直
す

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
決
心
の
き
っ
か
け
が
下
妻
で
の

夢
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
夫
が
観
音
菩
薩
の
生
ま
れ

変
わ
り
と
い
う
の
は
、
ま
あ
、
そ
れ
以
前
か
ら
感
じ
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
思
い
た
い
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
い
ず
れ
に
し
て

も
、
下
妻
で
自
分
の
夫
が
尊
敬
で
き
る
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
で
以
後
親
鸞
と
の
夫
婦
生
活
を
八
十
何
歳
ま

で
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思

う
の
で
す
。 

 

親
鸞
も
偉
い
と
思
い
ま
す
ね
。
十
年
あ
ま
り
恵
信
尼

を
そ
こ
ま
で
見
守
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

親
鸞
の
立
場
か
ら
い
う
と
、
九
歳
年
下
の
妻
が
自
分
に

近
づ
い
て
来
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
、
そ
う
い
っ

た
感
じ
も
い
た
し
ま
す
。 

 

関
東
で
の
生
活 

 

親
鸞
と
恵
信
尼
の
一
家
が
関
東
で
そ
ん
な
所
に
住
ん

で
い
た
か
、
全
部
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
一
番
長
く
住
ん

で
い
た
の
は
笠
間
市
の
稲
田
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
親

鸞
に
は
、
昔
か
ら
親
鸞
聖
人
門
弟
二
十
四
輩
と
申
し
ま

し
て
、
二
十
四
人
の
す
ぐ
れ
た
門
弟
が
い
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
「
二
十
四
」
は
「
二
十
し
」
で
は
な
く

「
二
十
よ
」
と
読
み
ま
す
。
二
十
四
輩
の
伝
統
は
今
日

ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
二
十
四
輩
だ
け
で

は
な
く
、
他
に
も
す
ぐ
れ
た
門
弟
は
い
ま
し
た
。 

 

そ
う
い
っ
た
最
初
の
こ
ろ
の
弟
子
た
ち
の
住
ん
で
い

た
所
は
、
ち
ょ
う
ど
稲
田
を
中
心
に
し
た
三
十
五
、
六

キ
ロ
、
あ
る
い
は
四
十
キ
ロ
く
ら
い
の
円
の
な
か
に
ほ

と
ん
ど
全
部
入
る
の
で
す
。
親
鸞
は
歩
い
て
教
え
を
伝

え
に
行
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
人
間
は
一
時
間
に
ど
の
く

ら
い
歩
け
る
か
と
い
う
と
、
四
キ
ロ
あ
る
い
は
五
キ
ロ

で
す
。
四
キ
ロ
と
す
る
と
目
的
地
ま
で
四
十
キ
ロ
で
十

時
間
か
か
り
ま
す
。
五
キ
ロ
な
ら
八
時
間
、
も
っ
と
早

く
歩
け
ば
七
時
間
。
つ
ま
り
朝
に
稲
田
を
出
て
、
夕
方

に
目
的
地
に
到
着
し
ま
す
。
門
徒
の
人
た
ち
は
昼
間
は

働
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
親
鸞
は
夜
に
教
え
を
説
き
、

翌
朝
見
送
ら
れ
て
帰
る
と
い
う
一
泊
二
日
の
日
程
の
念

仏
布
教
の
活
動
を
し
て
い
た
と
私
は
思
う
の
で
す
。 

 

そ
の
留
守
の
間
、
草
庵
を
守
っ
て
い
た
の
が
恵
信
尼

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
の
ち
の
時
代

風
に
い
え
ば
坊
守
と
し
て
の
恵
信
尼
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
五
人
ほ
ど
の
子
ど
も
を
育
て
る
の
は
な

か
な
か
た
い
へ
ん
で
す
ね
。
い
く
ら
昔
は
ほ
っ
た
ら
か

し
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
う
も
い
き
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
将
来
、
京
都
へ
連
れ
て
い
っ
て
も
大
丈
夫
な
よ
う
に

教
育
も
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
生
ま
れ
た

の
が
「
王
」
と
い
う
名
前
の
覚
信
尼
で
す
。
そ
の
子
ど

も
た
ち
を
育
て
て
二
十
年
と
い
う
と
き
、
親
鸞
が
京
都

帰
る
と
い
う
事
態
に
な
り
ま
す
。 

５ 

 

 
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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常
陸
国
に
残
る
恵
信
尼 

 
六
十
歳
の
こ
ろ
、
親
鸞
は
京
都
へ
帰
り
ま
す
。
親
鸞

に
関
す
る
伝
記
に
は
、
『
善
信
上
人
絵
』
に
、 

 
 

聖
人
、
東
関
の
堺
を
出
て
、
花
城
の
路
に
赴
ま
し 

 
 

ま
し
け
り
。 

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
っ
さ
り
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
京
都
へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
昔
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
人
た
ち
が
推
測
を
加
え
て
い
ま
す
。
親
鸞
が
関

東
へ
来
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
推
測
が
加
え

ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。 

 

恵
信
尼
は
五
十
歳
少
し
過
ぎ
で
す
ね
。
そ
の
と
き
恵

信
尼
が
ど
う
し
た
か
に
つ
い
て
の
確
実
な
こ
と
も
、
依

然
と
し
て
謎
で
す
。
親
鸞
と
一
緒
に
京
都
へ
帰
っ
た
と

い
う
説
と
か
、
常
陸
国
に
残
っ
た
、
越
後
国
へ
移
っ

た
、
な
ど
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
最
終
的
に
は
越
後

国
へ
移
り
ま
す
。
私
は
こ
の
と
き
は
恵
信
尼
は
常
陸
国

に
残
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

笠
間
の
稲
田
草
庵
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
西
念
寺
の
近

く
に
、
見
返
り
橋
の
伝
説
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
親

鸞
が
一
人
で
京
都
へ
帰
る
こ
と
に
な
り
、
恵
信
尼
を
は

じ
め
家
族
や
門
弟
た
ち
が
見
送
っ
て
い
る
。
歩
き
始
め

た
親
鸞
が
振
り
返
っ
て
別
れ
を
惜
し
ん
だ
の
が
小
川
に

か
か
る
橋
の
上
で
あ
る
と
。
い
ま
で
も
西
念
寺
の
西
側

の
た
ん
ぼ
の
な
か
に
見
返
り
橋
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
は

も
う
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
橋
で
す
。
実
は
近
年
に
耕
地

整
理
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
見
返
り
橋
の
位
置
も
少
し
変

わ
り
、
川
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
川
が
完
全

に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
伝
説
を
語
る
に
は
具
合
が
悪

い
か
ら
で
し
ょ
う
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
長
さ
の
「
川
」

が
残
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
図
面
を
見
る
と
、
こ

れ
ま
た
見
返
り
橋
の
位
置
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
最
低

二
回
は
見
返
り
橋
の
位
置
が
解
っ
て
い
る
の
で
苦
笑
い

さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

 

ま
た
恵
信
尼
に
つ
い
て
は
、
中
世
に
描
か
れ
た
古
い

絵
像
が
三
点
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
念
寺
と
水
戸
市
の

善
重
寺
と
、
そ
れ
か
ら
龍
谷
大
学
図
書
館
の
所
蔵
で

す
。
い
ず
れ
も
、
や
さ
し
げ
な
、
年
配
の
尼
さ
ん
の
姿

で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
全
部
、
も
と
は
関
東
に
伝
来

さ
れ
て
き
た
絵
像
な
の
で
す
。 

 

さ
ら
に
、
恵
信
尼
は
関
東
の
門
弟
た
ち
に
ど
の
よ
う

に
思
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
私
の

考
え
で
は
、
恵
信
尼
は
門
弟
に
た
い
へ
ん
親
し
ま
れ
て

い
た
と
思
い
ま
す
。
室
町
時
代
に
書
か
れ
た
『
親
鸞
聖

人
御
因
縁
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
関
東
の

伝
説
を
文
字
に
し
た
も
の
だ
と
宮
崎
円
遵
氏
が
「
『
親

鸞
聖
人
御
因
縁
』
の
な
か
に
、
恵
信
尼
で
は
な
く
玉
日

姫
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
結
婚
し
た
ば
か

り
の
こ
ろ
、
法
然
が
恵
信
尼
を
見
て
、 

 
 

子
細
な
き
坊
守
な
り
、 

「
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
立
派
な
坊
守
で
す
ね
」
と

い
っ
た
と
い
う
話
が
載
っ
て
い
ま
す
。 

 

つ
ま
り
関
東
で
は
、
恵
信
尼
は
た
い
へ
ん
す
ぐ
れ
た

坊
守
さ
ん
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。
も
し
関
東
の
人
間
に
嫌
わ
れ
て
い
た
と
し
た

ら
、
そ
の
よ
う
な
恵
信
尼
に
好
意
的
な
伝
説
は
残
っ
て

い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
で
す
。 

 

や
さ
し
げ
な
年
配
の
尼
さ
ん
姿
の
何
点
か
の
絵
像
。

見
返
り
橋
の
伝
説
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
考

え
ま
す
と
、
こ
こ
か
ら
先
に
ま
っ
た
く
の
推
測
な
の
で

す
が
、
親
鸞
が
京
都
へ
帰
り
た
い
と
い
っ
た
と
き
、
恵

信
尼
は
、
「
え
え
、
ど
う
ぞ
、
私
は
残
り
ま
す
」
と

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
方
が
自
然
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

夫
婦
は
常
に
一
緒
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の

か
と
い
う
非
常
に
微
妙
な
問
題
が
絡
み
ま
す
。 

四 

恵
信
尼
の
信
仰 

 

こ
こ
で
恵
信
尼
の
信
仰
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け
申
し

あ
げ
て
お
き
ま
す
。
恵
信
尼
は
、
極
楽
は
ど
う
い
う
所

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
八
十
七
歳
の
と
き
の
最
後

の
手
紙
に
書
い
て
い
ま
す
。
極
楽
は
、 

 
 

な
に
事
も
暗
か
ら
ず
こ
そ
候
は
ん
ず
れ
。 

「
何
も
暗
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
す
べ
て
明
る
い
所

で
す
」
と
い
う
の
で
す
。
「
な
に
事
も
暗
か
ら
ず
こ
そ

候
は
ん
ず
れ
」
と
い
う
表
現
で
は
、
文
法
的
に
見
る

と
、
暗
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で

す
。
極
楽
は
明
る
い
と
直
接
に
は
い
っ
て
い
な
い
の
で

す
。 

 

恵
信
尼
は
亡
く
な
る
最
後
ま
で
い
ろ
い
ろ
苦
労
し
た

の
で
、
現
世
の
暗
い
部
分
を
数
か
ぎ
り
な
く
見
て
き
た

の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
極
楽
は
明
る
い
と
単
純
に

は
い
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
暗
く
は

な
い
と
い
う
表
現
に
は
、
極
楽
に
高
望
み
を
し
て
い
な

い
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。 

 

五 

お
わ
り
に 

 

今
回
申
し
あ
げ
た
か
っ
た
の
は
、
人
間
と
し
て
自
立

し
た
恵
信
尼
で
す
。
恵
信
尼
は
親
鸞
と
一
緒
に
生
活
を

す
る
と
い
う
道
を
自
分
の
意
思
で
選
び
取
っ
た
。
そ
の

た
め
に
努
力
し
て
人
生
を
過
ご
し
た
人
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。 

 

で
は
そ
の
結
果
、
親
鸞
は
恵
信
尼
か
ら
ど
う
い
う
影

響
を
受
け
た
で
し
ょ
う
か
。
恵
信
尼
を
人
生
の
伴
侶
と

し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
親
鸞
の
信
仰
は
ど
の
よ
う
な

影
響
を
受
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
単
純
に
い
っ

て
、
恵
信
尼
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
あ
る
い
は
子
ど
も
た

ち
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
親
鸞
の
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
信
仰
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。 

 

６ 

『
親
鸞
の
家
族
と
門
弟
』
今
井
雅
晴
氏
著 

「
親
鸞
と
恵
信
尼
ー
京
都
時
代
と
関
東
時
代
に
つ
い
て
妻
の
立
場
か
ら
ー
」
二
〇
〇
二
年
発
行 
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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
一
〇
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
一
〇
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 
休
座 

 
 

 
 

 
 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

御
正
忌
報
恩
講 

 

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

編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

二
〇
二
二
年 

一
月
の
行
事
予
定 

 「
お
か
げ
さ
ま
で」
と 

   
 
 
 

 
 

年 と
し

暮 く

れ
る 

  

二
〇
二
一
年
「
心
の
と
も
し
び
」
十
二
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 
 

 

六
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
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
） 

春
期
彼
岸
会 
午
後
二
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
一
〇
時 

二
〇
二
二
年 

三
月
の
行
事
予
定 

二
〇
二
二
年 

二
月
の
行
事
予
定 

 

「
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
」
っ
て
ご
存
知
で
す
か
。
二

〇
一
七
年
に
、
レ
イ
・
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
と
い
う
方
が
、

「
自
ら
を
改
良
し
続
け
る
人
工
知
能
が
生
ま
れ
、
二
〇

四
五
年
に
は
、
人
間
の
脳
を
超
え
る
、
そ
の
時
が
シ
ン

ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
だ
」
と
提
唱
し
て
い
ま
し
た
。 

 

私
は
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
ま
で
、
そ
の
こ
と
を
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
発
達
は
め

ま
ぐ
る
し
く
、
ど
ん
ど
ん
便
利
に
な
っ
て
良
い
こ
と
だ

と
し
か
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

こ
の
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
は
起
こ
ら
な
い
と
否
定
的

な
専
門
家
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
肯
定
的
な
専
門
家
に

は
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
現
象
は
二
〇
三
〇
年
か
ら
始

ま
る
と
い
う
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
利
便
性
だ
け

で
は
な
く
、
経
済
・
社
会
の
変
化
、
人
間
の
あ
り
方
に

も
影
響
す
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
極
端
な
事

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
Ａ
Ｉ
が
人
間
を
支
配
し
、
Ａ
Ｉ

に
よ
り
、
私
た
ち
は
存
在
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い

と
ま
で
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

今
日
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

で
、
感
染
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
国
と
抑
え
ら
れ
て
い
な

い
国
を
見
る
と
、
圧
倒
的
に
民
主
主
義
の
国
が
感
染
が

収
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
一
方
、
権
威
主
義
と
言
わ
れ
る

国
ほ
ど
収
ま
っ
て
い
る
デ
ー
タ
か
ら
は
外
か
ら
見
る
と

良
い
よ
う
に
さ
え
思
え
ま
す
。 

 

ど
の
国
も
権
力
闘
争
が
あ
り
、
管
理
社
会
に
進
ん
で

い
る
気
が
し
ま
す
。
人
類
が
地
球
を
滅
ぼ
し
て
い
る
こ

と
に
、
漸
く
気
づ
き
だ
し
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
を
提
唱
さ
れ

て
は
い
ま
す
が
。 

 

「
諸
行
無
常
」
と
言
わ
れ
る
け
ど
、
こ
の
世
界
の
未

来
の
有
り
様
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

末
法
一
万
年
は
急
速
に
縮
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 


