
  

 

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
か
ら
半
年
が
経
と

う
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
一
向
に
改
善
に
向
か
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
夏
と
言
え
ば
、
広
島
・

長
崎
の
原
爆
を
は
じ
め
、
戦
争
の
愚
か
さ
と
悲
惨

さ
を
思
う
と
同
時
に
、
〝
亡
く
し
た
い
の
ち
〟

〝
奪
っ
た
い
の
ち
〟
を
見
つ
め
る
と
き
で
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
世
界
は
、
日
本
も
含
め
て

軍
縮
ど
こ
ろ
か
防
衛
費
増
額
に
む
か
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。
日
本
の
各
家
庭
で
は
、
七
月
～
八
月
に

か
け
て
、
新
暦
旧
暦
の
お
盆
（
盂
蘭
盆
会
）
が
営

ま
れ
ま
す
。 

 

仏
説
で
は
、
目
連
さ
ん
が
亡
き
お
母
さ
ん
を
探

し
た
ら
、
餓
鬼
道
に
落
ち
て
い
て
、
救
わ
ん
と
努

め
る
の
で
す
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
こ
で
、
お
釈
迦
さ
ま
に
尋
ね
、
雨
季

が
あ
が
っ
た
日
に
僧
侶
が
〝
失
っ
た
い
の
ち
・

奪
っ
た
い
の
ち
〟
に
懺
悔
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
お

供
え
を
し
な
さ
い
と
説
か
れ
、
目
連
さ
ん
は
そ
の

と
お
り
に
し
た
ら
、
お
母
さ
ん
を
は
じ
め
、
七
代

前
の
有
縁
の
方
々
が
救
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
後

に
目
連
さ
ん
は
、
お
釈
迦
さ
ま
に
後
の
世
の
人
た

ち
も
私
と
同
じ
よ
う
に
す
れ
ば
、
救
わ
れ
て
い
く

の
で
し
ょ
う
か
と
尋
ね
る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
大

い
に
喜
ば
れ
て
、
頷
か
れ
た
そ
う
で
す
。
（
盂
蘭

盆
会
を
歓
喜
会
と
も
言
わ
れ
る
由
縁
で
す
） 

 

一
見
、
目
連
さ
ん
が
お
母
さ
ん
た
ち
を
救
う
話

に
受
け
取
ら
れ
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
も
う
一
つ
、

実
は
お
母
さ
ん
た
ち
先
人
が
、
仏
さ
ま
と
な
っ
て

目
連
さ
ん
を
諭
し
救
っ
て
い
た
こ
と
が
説
か
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

懺
悔
す
る
僧
侶
に
お
供
え
す
る
行
為
が
、
現
代 
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の
お
盆
や
ご
家
庭
の
ご
法
事
に
形
と
し
て
残
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
先
祖
を
尊
く
思
い
、
感
謝
し
、
幸
せ
で
あ
り

ま
す
よ
う
に
と
願
う
こ
こ
ろ
は
善
き
こ
と
な
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
、
い
つ
い
つ
ま

で
も
生
前
の
そ
の
方
を
思
い
や
っ
て
の
こ
と
で
、

仏
さ
ま
に
成
ら
れ
た
と
は
受
け
取
れ
な
い
で
い
る

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

本
来
、
「
供
養
」
と
は
、
「
仏
さ
ま
に
値
す
る

方
と
し
て
敬
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の
亡
く

な
っ
た
身
内
、
近
し
い
方
、
先
人
先
祖
の
方
々
を

偲
ぶ
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
方
々
が
仏
さ
ま
と
な
っ

て
、
私
を
見
守
り
導
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
方
々
の
仏
さ
ま
と
成
ら
れ
た
い
の
ち

を
通
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
に
遇
わ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
、
ご
法
事
（
仏
事
）
な
の
で

し
ょ
う
。
阿
弥
陀
さ
ま
を
「
大
応
供
」
と
言
わ
れ

る
の
は
、
最
も
供
養
す
る
に
値
す
る
方
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
ど
の
法
要
も
「
仏
徳
讃
嘆
」
と

心
得
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

 

稱
讃
寺
で
は
、
八
月
十
一
日
に
、
旧
暦
の
お
盆

（
盂
蘭
盆
会
）
法
要
を
行
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
秋
季
彼
岸
会
を
左
記
の
よ
う
に
執
り
行

い
ま
す
の
で
、
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。 

  
 
 
 
 
 

記 
  

日
時 

九
月
二
十
五
日
（
日
）
午
後
二
時 

 

講
師 

赤
松
秀
敏
先
生 

 
 
 
 
 

（
東
京
都
済
生
会
病
院
医
師
） 

 

講
題 

グ
リ
ー
フ
・
ケ
ア
に
つ
い
て 

１ 

 永代経法要 ７月１０日（日）  
 〈参拝〉 安達光成さん・高橋八重子さん 

      中木原乃既子さん・早崎光弘さん 

 歓喜会法要 ７月１６日（土）  
 〈参拝〉 安達光成さん・高橋八重子さん 

      中木原乃既子さん・山田昌三さん・住職姉 

旧暦のお盆前ですが、稱讃寺 盂蘭盆会法要 
 日時 8月11日（木）14時～16時 
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【
意
訳
】 

お
念
仏
を
称
え
る
と
、 

地
獄
の
炎
魔
法
王
も
尊
敬
す
る
。 

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
人
間
・
諸
天
な
ど
迷
い
の

世
界
の
在
任
を
と
り
し
ら
べ
る
冥
土
の
役
人
た
ち

も
み
な
共
に
、 

夜
昼
常
に
念
仏
者
を
護
る
の
で
あ
る
。 

 

【
出
拠
】 

『
金
光
明
経
』
巻
三
「
鬼
神
品
」
第
十
三 

釋
提
桓
因
及
び
日
月
天
、
閻
魔
羅
王
・
・
・
常
に

世
間
を
護
り
昼
夜
離
れ
ず 

 

（
『
三
帖
和
讃
ノ
ー
ト
浄
土
和
讃
篇
』
豊
原
太
成
師
編
著
） 

福
岡
市
博
物
館
（
福
岡
市
早
良
区
）
で
九
月
十
五
日
か

ら
十
一
月
四
日
ま
で
、
特
別
展
「
浄
土
九
州
ー
九
州
の

浄
土
教
美
術
ー
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
同
博
物

館
で
、
福
岡
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク
の
一
環
と
し
て

講
演
会
「
地
獄
の
主
役
：
エ
ン
マ
と
地
蔵
菩
薩
ー
九
州

は
浄
土
・
京
都
は
地
獄
ー
」
を
五
月
十
九
日
に
実
施
。

講
師
は
京
都
の
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
教
授
の
石
川
知
彦

さ
ん
。
仏
教
で
説
く
死
後
の
世
界
「
地
獄
」
と
「
浄

土
」
を
テ
ー
マ
に
、
閻
魔
王
の
成
り
立
ち
や
変
遷
、
地

蔵
菩
薩
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に

語
り
ま
し
た
。
石
川
さ
ん
の
お
話
を
要
約
し
て
紹
介
し

ま
す
。 

 

地
獄
は
ま
る
で
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
よ
う
？
！ 

 

「
最
近
地
獄
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
、
地
獄
は
け
っ
こ
う
面
白
い
か
ら
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
極
楽
浄
土
は
つ
ま
ら
な
い
。
地
獄
は
ま
さ
に

テ
ー
マ
パ
ー
ク
。
見
る
分
に
は
絶
対
楽
し
い
」
と
石
川

さ
ん
は
切
り
出
し
ま
す
。 

 

「
キ
リ
ス
ト
教
で
は
地
獄
の
反
対
は
天
国
で
、
仏
教

の
地
獄
の
対
極
は
浄
土
。
い
ろ
ん
な
仏
様
や
菩
薩
が
住

ん
で
い
る
浄
土
へ
行
く
と
い
う
の
が
、
地
獄
に
落
ち
る

こ
と
の
対
極
に
な
る
の
で
す
」
。
仏
教
に
お
い
て
人
間

の
最
終
的
な
目
的
は
、
人
間
と
し
て
悟
り
の
世
界
に
目

覚
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
努
力
し
、
最

終
的
に
は
悟
り
の
世
界
に
入
る
こ
と
だ
と
説
明
し
ま
す 

 

地
獄
は
行
き
た
く
な
い
、
な
ん
と
か
極
楽
往
生
し
た

い
、
と
い
う
の
が
一
般
的
に
日
本
人
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ

か
と
思
い
ま
す
。
「
死
ぬ
と
ど
う
し
て
地
獄
に
行
っ
て

し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
で
死
出
の
旅
路
の
時
に

草
履
を
履
か
せ
た
り
、
杖
を
棺
桶
に
入
れ
た
り
す
る
の

に
は
、
意
味
が
あ
り
ま
す
。
人
が
亡
く
な
る
と
、
ま
ず

死
出
の
山
（
死
天
山
）
を
越
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
越
え
る
こ
と
自
体
が
大
変
な
こ
と
で
、
旅
支
度

が
必
要
に
な
る
の
で
す
」 

 

天
か
地
獄
か
、
死
者
は
十
人
の
王
に
裁
か
れ
る 

 

死
後
の
世
界
で
は
、
十
人
の
王
が
い
て
裁
判
官
の
よ

う
に
裁
く
と
い
う
話
に
は
興
味
津
々
。
「
死
天
山
を
越

え
た
ら
、
さ
っ
そ
く
十
王
の
一
人
が
出
て
き
ま
す
。
一

番
手
は
、
秦
広
王
（
し
ん
こ
う
お
う
）
。
結
果
的
に
極

楽
往
生
す
る
方
も
、
地
獄
に
落
ち
る
方
も
、
こ
こ
か
ら

審
判
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
み
ん
な
が
針
の
山
を
越

え
る
の
で
す
。
こ
の
山
を
越
え
る
た
め
に
草
履
が
必
要

で
す
」
。 

 

こ
の
山
を
越
え
る
と
、
二
番
手
の
初
江
王
（
し
ょ
こ

う
お
う
）
が
出
て
く
る
と
か
。
そ
の
王
の
裁
き
の
前
に

衣
領
樹
（
え
り
ょ
う
じ
ゅ
）
と
い
う
木
が
あ
り
、
そ
の

木
の
元
に
奪
衣
婆
（
だ
つ
え
ば
）
と
懸
衣
翁
（
け
ん
ね

お
う
）
と
い
う
人
間
の
姿
を
し
た
鬼
が
い
て
、
着
て
い

た
服
を
奪
衣
婆
が
剥
ぎ
取
り
、
そ
の
服
を
懸
衣
翁
が
衣

領
樹
の
枝
に
掛
け
る
と
い
い
ま
す
。
「
枝
の
し
な
り
具

合
で
、
罪
の
重
さ
が
測
ら
れ
る
の
で
す
」
。 

 

「
こ
の
後
、
裸
で
三
途
の
川
を
渡
り
ま
す
。
三
つ
の

渡
り
方
が
あ
る
の
で
三
途
と
い
い
ま
す
。
一
番
罪
が
軽

い
人
は
橋
を
、
悪
さ
が
少
な
か
っ
た
ひ
と
は
浅
瀬
を
渡

り
ま
す
。
一
番
罪
深
い
人
は
激
流
。
大
蛇
、
竜
な
ど
が 

２ 

  
現
世
利
益
和
讃
に
つ
い
て 

 
九
首
目 

Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｎ
Ｅ
（
ア
ル
ト
ネ
） 

 

天
か
地
獄
か
、
死
者
は
十
人
の
王
に 

 

裁
か
れ
るｰ

エ
ン
マ
と
地
蔵
菩
薩ｰ

 

 

【
レ
ポ
ー
ト
】
二
〇
二
一
八
年
六
月
七
日 
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う
よ
う
よ
い
る
と
こ
ろ
を
泳
い
で
渡
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
子
ど
も
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
と
き
は
、
賽
の
河

原
に
連
れ
て
行
か
れ
、
そ
こ
で
石
を
永
遠
に
積
み
続
け

ま
す
。
」 

 

三
途
の
川
を
渡
る
と
、
三
番
手
の
宋
帝
王
（
そ
う
て

い
お
う
）
、
四
番
手
の
五
官
王
（
ご
か
ん
お
う
）
が
続

く
と
説
明
。
五
官
王
が
持
っ
て
い
る
の
が
〝
業
の
は
か

り
〟
と
い
う
天
秤
で
す
。
「
一
方
に
重
し
が
付
い
て
い

て
、
も
う
一
方
に
亡
者
が
載
せ
ら
れ
、
地
獄
行
き
か
ど

う
か
が
決
ま
り
ま
す
」 

 

閻
魔
王
は
五
番
目
に
登
場
、
い
わ
ば
地
獄 

 

そ
の
後
、
五
番
手
に
出
て
く
る
の
が
、
私
た
ち
も
知

る
閻
魔
王
。
「
忌
日
と
十
王
は
関
連
が
あ
り
、
一
七
日

（
初
七
日
）
で
秦
広
王
、
五
七
日
で
閻
魔
王
が
登
場
し

ま
す
。
七
七
日
（
四
十
九
日
）
で
極
楽
に
行
く
の
か
、

あ
る
い
は
地
獄
を
含
む
六
道
輪
廻
に
戻
さ
れ
る
か
が
決

定
し
ま
す
。
但
し
、
六
番
手
の
変
成
王
（
へ
ん
じ
ょ
う

お
う
）
、
七
番
手
の
泰
山
王
（
た
い
ざ
ん
お
う
）
は
、

今
の
裁
判
所
に
例
え
る
と
高
裁
と
最
高
裁
。
地
裁
で
最

初
に
判
決
を
下
す
の
が
閻
魔
王
で
す
。
本
来
は
七
七
日

の
法
要
よ
り
も
、
三
十
五
日
目
の
五
七
日
で
き
っ
ち
り

と
法
要
し
な
い
と
、
ま
と
も
な
判
決
だ
出
な
い
こ
と

に
」
。
地
裁
、
高
裁
、
最
高
裁
と
い
う
分
か
り
易
い
説

明
に
、
思
わ
ず
納
得
で
す
。 

 

「
地
獄
は
六
道
の
一
つ
」
と
六
道
絵
を
示
し
、
一
番

悪
い
の
が
地
獄
、
次
が
餓
鬼
、
畜
生
、
阿
修
羅
、
人
、

天
と
説
明
し
ま
す
。
「
天
は
、
天
国
で
は
な
く
天
人
や

天
女
が
住
む
所
で
す
。
天
に
行
っ
た
と
し
て
も
必
ず
衰

え
、
や
が
て
死
を
迎
え
ま
す
。
そ
し
て
一
か
ら
や
り
直

し
で
す
。
動
物
に
生
ま
れ
変
わ
る
の
が
畜
生
、
阿
修
羅

は
人
で
す
が
、
一
生
戦
い
に
明
け
暮
れ
る
。
こ
の
六
つ

を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
る
の
が
、
六
道
輪
廻
、
六
道
輪
廻
か

ら
脱
却
し
て
浄
土
に
行
け
る
か
ど
う
か
決
ま
る
の
が
、

五
七
日
の
閻
魔
王
の
裁
き
。
最
終
判
断
を
下
す
の
が
七

番
目
の
泰
山
王
で
す
」 

 

十
王
の
八
番
目
は
百
か
日
の
平
等
王
、
九
番
目
が
一

周
忌
の
都
市
王
（
と
し
お
う
）
、
十
番
目
は
三
回
忌
の

五
道
転
輪
王
。
「
な
ぜ
居
る
の
か
と
い
う
と
、
再
審
請

求
で
す
ね
。
最
終
的
に
三
回
忌
の
と
き
に
、
行
き
先
が

正
式
に
決
ま
る
の
で
す
。
十
王
の
中
心
に
い
る
の
は
閻

魔
王
で
す
」
。
浄
土
に
行
く
に
も
、
地
獄
を
含
む
六
道

に
行
く
に
も
、
十
王
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。 

 

世
界
最
初
の
人
類
で
最
初
の
死
者
が
閻
魔
？ 

 

一
方
、
閻
魔
王
は
、
中
国
で
生
ま
れ
た
そ
う
で
す
。

「
閻
魔
王
は
、
元
を
た
ど
る
と
、
イ
ン
ド
の
焔
摩
天

（
え
ん
ま
て
ん
）
に
行
き
着
き
ま
す
。
焔
摩
天
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
ヤ
マ
と
い
う
人
で
す
。
ヒ
ン
ズ
ー
教

の
聖
典
リ
グ
・
ベ
ー
ダ
に
出
て
く
る
人
で
、
世
界
最
初

の
人
類
で
、
当
然
世
界
最
初
の
死
者
に
な
っ
た
人
で
す 

死
後
、
死
者
の
国
の
王
と
な
っ
た
の
で
す
」
。 

 

最
初
は
ヤ
マ
の
国
は
死
者
の
楽
苑
で
し
た
が
、
生
前

に
罪
を
犯
し
た
者
を
罰
す
る
神
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
ま
た
ヤ
マ
自
身
が
死
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
「
こ
の
ヤ
マ
が
仏
教
に
取

り
入
れ
ら
れ
、
焔
摩
天
に
な
っ
て
死
の
国
を
支
配
す
る

王
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
天
界
と
地
獄
世
界
の
主
だ
と
イ

ン
ド
の
仏
教
で
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
焔
摩
天

が
中
国
に
渡
り
、
閻
魔
王
と
名
前
を
変
え
て
い
き
ま
し

た
」 

 

優
し
い
顔
立
ち
の
焔
魔
か
ら
怖
ろ
し
い
閻
魔
へ 

 

イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
焔
摩
天
。
こ
れ
が
密
教
で
十
二

天
に
組
み
込
ま
れ
ま
す
。
「
十
二
天
と
は
四
方
八
方
、

そ
れ
に
天
、
地
、
日
、
月
。
こ
れ
ら
を
守
る
そ
れ
ぞ
れ

の
神
様
で
す
。
焔
摩
天
は
、
南
の
方
角
を
守
る
神
様
に

な
り
ま
す
。
代
表
的
な
作
例
が
京
都
の
醍
醐
寺
に
伝

わ
っ
た
木
彫
の
焔
摩
天
で
す
。
絵
画
で
は
よ
り
古
い
も

の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
奈
良
県
の
西
大
寺
の
十
二
天
。

こ
れ
も
水
牛
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
後
期

に
な
る
と
、
同
じ
十
二
天
で
も
全
く
違
っ
た
姿
に
な
り

ま
す
。
鳥
獣
に
ま
た
が
ら
ず
、
台
座
に
変
わ
り
ま
す
」 

 

独
尊
と
し
て
の
焔
摩
天
に
つ
い
て
も
説
明
が
続
き
ま

す
。
「
滋
賀
県
に
あ
る
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
収

蔵
す
る
焔
摩
天
の
独
尊
は
、
牛
の
背
に
片
足
を
踏
み
下

ろ
し
て
座
っ
て
い
ま
す
。
焔
摩
天
が
中
国
に
伝
わ
り
、

そ
し
て
日
本
で
ど
ん
ど
ん
姿
を
変
え
て
い
く
わ
け
で
す

江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
栃
木
県
の
西
明
寺
の
閻
魔
王
座

像
は
、
目
が
白
く
、
髪
は
パ
ス
タ
の
よ
う
に
ね
じ
ね
じ

に
な
っ
て
い
ま
す
」 

 

「
優
し
い
顔
立
ち
を
さ
れ
て
い
た
焔
摩
天
。
日
本
で

は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
を
通
し
て
、
室
町
時
代
、

江
戸
時
代
ま
で
描
き
継
が
れ
る
わ
け
で
す
が
、
焔
摩
天

が
だ
ん
だ
ん
閻
魔
王
に
変
わ
っ
て
い
く
姿
が
見
ら
れ
ま

す
。
曼
荼
羅
で
変
容
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
焔
摩
天
の
部
下
か
ら
だ
ん
だ
ん
姿
が
変
わ
っ
て
い

く
の
で
す
。 

 

テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
よ
う
な
地
獄
の
世
界
に
導
く
の

に
、
閻
魔
王
な
ど
十
人
の
王
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
仏
教
絵
画
や
彫
像
も
た
く
さ
ん
紹
介
さ

れ
、
こ
れ
ら
に
表
現
さ
れ
た
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て

い
く
閻
魔
王
の
姿
は
大
変
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。 

 

※
今
回
は
文
中
「
地
蔵
菩
薩
は
十
王
の
上
に
立
つ
尊

格
」
に
つ
い
て
は
、
省
い
て
お
り
ま
す
。
次
号
に
て

「
閻
魔
王
が
尊
敬
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
と
あ
わ
せ
て

地
蔵
菩
薩
に
つ
い
て
も
掲
載
い
た
し
ま
す
。 

 

３ 
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④
兼
実
と
弟
た
ち 

 

兼
実
が
誕
生
し
た
時
、
父
忠
通
は
す
で
に
五
三

歳
で
し
た
。
以
後
、
二
年
ご
と
に
男
子
が
誕
生
し

ま
し
た
。
道
円
（
ど
う
え
ん
）
、
兼
房
（
か
ね
ふ

さ
）
、
慈
円
で
す
。
す
ぐ
下
の
弟
の
道
円
は
出
家

し
ま
し
た
。
彼
は
当
初
、
兼
実
が
も
っ
と
も
期
待

し
た
弟
で
し
た
が
、
二
〇
歳
で
早
死
に
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
次
の
弟
の
兼
房
は
従
一
位
太
政
大
臣

に
ま
で
昇
り
ま
し
た
。
し
か
し
兼
実
は
兼
房
を
あ

ま
り
評
価
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
兼
房
は
正
治

元
年
（
一
一
九
九
）
に
出
家
引
退
し
ま
し
た
。
兼

実
が
土
御
門
通
親
の
た
め
に
没
落
さ
せ
ら
れ
て
い

る
最
中
で
し
た
。
そ
し
て
建
保
五
年
（
一
二
一

七
）
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
兼
実
は
兼
房

の
息
子
兼
良
を
養
子
と
し
て
引
き
立
て
、
正
二
位

権
大
納
言
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
も
う
一
人
の
息

子
兼
円
を
慈
円
の
門
弟
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
慈

円
は
兼
実
の
六
歳
年
下
の
弟
で
し
た
。
二
人
は

ず
っ
と
仲
が
よ
く
、
兼
実
の
没
後
も
慈
円
は
九
条

家
を
盛
り
立
て
る
こ
と
に
尽
力
し
て
い
ま
す
。 

⑤
慈
円
の
両
親
の
没 

 

保
元
元
年
（
一
二
五
六
）
、
慈
円
は
二
歳
で
母

を
う
し
な
い
ま
し
た
。
そ
し
て
長
寛
二
年
（
一
一

六
四
）
、
今
度
は
一
〇
歳
で
父
を
う
し
な
い
ま
し

た
。
慈
円
の
初
期
の
和
歌
に
、
次
の
よ
う
な
和
歌

が
あ
り
ま
す
。
両
親
に
対
す
る
思
い
を
詠
ん
だ
和

歌
で
す
。 

 

た
ら
ち
ね
も 

又
た
ら
ち
め
も 

う
せ
は
て
て 

 
 

た
の
む
か
げ
な
き 

歎
き
を
ぞ
す
る 

「
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
亡
く
な
っ
て
し
ま

い
、
頼
り
に
す
べ
き
人
た
ち
が
い
な
い
悲
し
い
気

持
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
」
。
ま
た
次
の
和
歌
も
あ

り
ま
す
。 

 

み
な
し
子
の 

た
ぐ
ひ
多
か
る 

世
な
れ
ど
も 

 
 

た
だ
我
の
み
と 

思
し
ら
れ
て 

「
親
を
う
し
な
っ
た
子
の
例
は
、
世
の
中
で
多
い

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
私
の
場
合
だ
け
な
の
で

は
な
い
か
と
思
う
く
ら
い
悲
し
い
で
す
」
。 

⑥
慈
円
の
出
家 

 

永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
、
十
一
歳
の
慈
円
は

覚
快
法
親
王
の
室
に
入
っ
て
道
快
と
称
し
ま
し

た
。
覚
快
は
鳥
羽
天
皇
の
第
七
皇
子
で
、
青
蓮
院

を
開
い
た
行
玄
の
門
弟
で
し
た
。
こ
こ
に
慈
円
と

青
蓮
院
と
の
結
び
つ
き
が
始
ま
り
ま
す
。 

 

慈
円
は
、
翌
々
仁
安
二
年
、
十
三
歳
で
出
家
し

ま
し
た
。
戒
師
は
そ
の
時
の
延
暦
寺
座
主
で
あ
る

明
雲
で
し
た
。
慈
円
は
翌
年
か
ら
三
年
間
、
ま
ず

密
教
を
学
び
ま
し
た
。
そ
の
三
部
の
大
法
と
呼
ば

れ
る
『
大
日
経
』
『
金
剛
頂
経
』
『
蘇
悉
地
経
』

を
受
け
、
護
摩
な
ど
の
行
法
を
行
っ
て
い
ま
す
。

安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
、
二
十
二
歳
の
時
に
は

比
叡
山
の
無
動
寺
で
千
日
入
堂
を
行
い
ま
し
た
。

無
動
寺
の
本
尊
は
不
動
明
王
で
す
。
不
動
明
王
は

大
日
如
来
の
化
身
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
慈
円
は

煩
悩
を
征
服
し
、
乱
れ
る
心
を
抑
え
、
そ
の
上
で

極
楽
往
生
を
願
い
ま
し
た
。
戦
地
に
入
堂
の
時
の

心
境
を
歌
っ
た
和
歌
が
あ
り
ま
す
。 

 

三
年
ま
で 

み
の
り
の
花
を 

さ
さ
げ
つ
つ 

 
 

九
品
（
こ
こ
の
し
な
）
を
も
願
ひ
つ
る
哉 

 

慈
円
は
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
春
三
月

二
十
四
日
、
二
十
五
歳
の
時
に
千
日
入
堂
を
終
え

て
京
都
に
戻
り
ま
し
た
。
以
後
、
翌
年
の
十
二
月

に
至
る
ま
で
、
隠
遁
の
道
に
入
り
た
い
、
聖
と
と

も
に
生
活
し
て
自
分
に
と
っ
て
の
ほ
ん
と
う
の
修

行
を
し
た
い
悩
み
、
兄
の
兼
実
に
訴
え
続
け
ま
し

た
。
し
か
し
周
囲
の
説
得
に
よ
り
、
ま
た
聖
は
し

ば
し
ば
尊
い
よ
う
に
見
え
る
が
実
際
は
そ
う
で
な

か
っ
た
と
理
解
し
た
こ
と
に
よ
り
（
多
賀
宗
隼

『
慈
円
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
）
、
比
叡

山
に
戻
り
ま
し
た
。
自
分
の
た
め
で
は
な
く
、
世

の
た
め
に
生
き
よ
う
と
決
心
し
た
の
で
す
。 

【
連
載 

親
鸞
と
慈
円
と
青
蓮
院
（
３
）
】 

①
慈
円
、
青
蓮
院
の
門
主
と
な
る
。 

 

養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
春
、
親
鸞
は
九
歳
で

出
家
し
ま
し
た
。
が
出
家
し
た
年
で
す
。
『
親
鸞

伝
絵
』
に
「
九
歳
の
春
比
、
阿
伯
従
三
位
範
綱
、

前
大
僧
正
【
慈
円 

慈
鎮
和
尚
是
也
。
法
性
寺
殿

御
息
、
月
輪
殿
長
兄
】
の
貴
坊
へ
相
具
し
た
て
ま

つ
り
て
、
鬢
髪
を
剃
除
し
た
ま
ひ
き
。
」
と
あ
り

ま
す
。
【
】
の
中
は
注
（
割
注
）
で
、
【
「
前
大

僧
正
」
と
は
慈
円
の
こ
と
で
す
。
慈
円
は
藤
原
忠

通
殿
（
法
性
寺
殿
）
の
息
子
さ
ん
で
、
九
条
兼
実

殿
（
月
輪
殿
）
は
一
番
上
の
お
兄
さ
ん
で
す
】
と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
「
月
輪
殿
長
兄
」
は
、

正
し
い
文
法
的
読
み
方
か
ら
す
れ
ば
、
「
九
条
兼 

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 

【
稲
田
禅
房
西
念
寺
（
稲
田
御
坊
）
】
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｔ
市
民
大
学 

「
親
鸞
と
慈
円
と
青
蓮
院
」 

筑
波
大
学
名
誉
教
授 

今
井
雅
晴
氏 
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念
寺
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稲
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御
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）
】
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｔ
市
民
大
学 

「
親
鸞
と
慈
円
と
青
蓮
院
」 

筑
波
大
学
名
誉
教
授 
今
井
雅
晴
氏 

 

実
殿
の
一
番
上
の
お
兄
さ
ん
で
す
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
文
法
的
に
は
誤
り
で
す
が
、
あ
ま

り
考
え
ず
に
文
を
作
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
『
親
鸞
殿
絵
』
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
は
慈
円

の
も
と
で
出
家
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
親
鸞
を
出
家
さ
せ
る
役
、
い
わ
ゆ
る

戒
師
は
慈
円
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ

従
来
か
ら
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
が
慈
円

の
も
と
で
出
家
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

慈
円
が
青
蓮
院
の
門
主
（
住
職
）
と
な
っ
た
の

は
、
親
鸞
出
家
の
半
年
後
で
す
。
二
七
歳
の
時
で

し
た
。
慈
円
は
、
こ
の
年
に
は
僧
侶
の
最
高
位
で

あ
る
法
印
に
叙
さ
れ
、
三
昧
院
と
成
就
院
と
い
う

有
力
じ
い
ん
の
検
校
（
住
職
）
を
兼
ね
ま
し
た
。

そ
の
三
年
前
の
二
四
歳
の
時
に
は
法
性
寺
の
座
主

（
住
職
）
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
父
の
忠
通
が
出

家
し
た
寺
で
す
。
三
二
歳
に
は
宇
治
の
平
等
院
の

執
印
（
住
職
）
と
な
り
、
翌
年
に
は
法
成
寺
（
藤

原
道
長
建
立
の
寺
院
）
の
執
印
と
な
っ
て
い
ま

す
。
西
山
の
善
峰
寺
も
手
に
入
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
は
仲
が
よ
か
っ
た
兄
の
九
条
兼
実
の
尽
力
に

よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
後
、
青
蓮
院
だ
け
で
も
全

国
に
わ
た
る
百
数
十
ヶ
所
も
の
荘
園
・
寺
院
・
神

社
を
配
下
に
収
め
て
い
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
慈
円
は
天
台
宗
と
比
叡
山
延
暦
寺
の
ト
ッ

プ
で
あ
る
天
台
座
主
に
四
回
も
就
任
し
て
い
き
ま

す
。
つ
ま
り
慈
円
は
大
荘
園
領
主
と
し
て
経
済
的

ま
た
政
治
的
に
大
勢
力
を
得
て
い
っ
た
の
で
す
。 

②
慈
円
と
承
元
の
法
難
の
証
空
と
親
鸞 

 

建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）
、
浄
土
真
宗
で
い
う

と
こ
ろ
の
承
元
（
建
永
）
の
法
難
が
起
き
ま
し

た
。
後
鳥
羽
上
皇
が
熊
野
参
詣
中
、
女
官
二
人
が

専
修
念
仏
者
の
念
仏
の
会
に
参
加
し
、
上
皇
に
無

断
で
出
家
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
憤
激
し
て
念
仏

者
四
人
を
死
罪
、
他
の
八
人
を
流
罪
に
し
て
し

ま
っ
た
事
件
で
す
。
こ
の
八
人
の
中
に
は
専
修
念

仏
者
の
責
任
者
と
し
て
の
法
然
や
、
門
弟
の
証
空

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

従
来
、
こ
の
事
件
は
国
家
と
既
成
教
団
が
支
配

体
制
を
揺
る
が
そ
う
と
す
る
専
修
念
仏
者
を
弾
圧

し
た
も
の
だ
、
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
実

際
の
と
こ
ろ
、
原
因
は
そ
ん
な
大
げ
さ
な
も
の
で

は
な
く
、
ま
だ
二
八
歳
と
若
か
っ
た
後
鳥
羽
上
皇

が
、
愛
人
二
人
の
無
断
出
家
に
怒
っ
た
こ
と
で
あ

る
（
上
横
手
雅
敬
「
建
永
の
法
難
に
つ
い
て
」
同

氏
編
『
鎌
倉
時
代
の
権
力
と
制
度
』
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
八
年
）
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で

す
。 

 

こ
の
承
元
の
法
難
で
法
然
は
土
佐
国
に
流
さ

れ
、
親
鸞
は
越
後
国
に
流
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
慈
円
が
証
空
の
身
柄
を
引
き
受
け
、
流
罪
は
免

除
さ
れ
た
形
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
と
後

に
本
願
寺
蓮
如
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

蓮
如
書
写
の
『
歎
異
抄
』
奥
書
で
す
。 

 

幸
西
成
覚
房
、
善
恵
房
二
人
、
同
流
罪
に
さ
だ 

 

ま
る
。
し
か
る
に
無
動
寺
之
善
題
大
僧
正
こ
れ 

 

を
申
あ
づ
か
る
と
云
々
。 

「
成
覚
房
幸
西
と
善
恵
房
の
二
人
は
遠
流
に
決
定

し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
慈
円
（
無
動
寺
之

善
題
大
僧
正
）
が
申
し
出
て
身
柄
を
引
き
取
り
、

流
罪
を
免
れ
ま
し
た
」
と
い
う
の
で
す
。 

 

こ
の
時
代
の
「
あ
づ
か
（
預
る
）
」
と
い
う
の

は
、
現
代
と
は
異
な
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
現
代
で
は
所
有
権
は
移
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の

時
代
は
「
あ
づ
か
る
」
で
所
有
権
が
五
〇
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
移
動
す
る
の

で
す
。
完
全
に
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
荘
園
に
、
上
か
ら
本

家
ー
領
家
ー
地
頭
ま
た
は
領
所
ー
名
主
と
い
う
四

人
の
領
主
が
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
場
合

の
「
領
所
」
も
現
代
的
な
意
味
で
領
地
を
預
か
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
主
と
し
て
収
入
を
得
、

ま
た
年
貢
を
収
集
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
有
力
者
が
「
あ
づ
か
」
れ
ば
刑
を
免
除
さ
れ

る
な
ん
て
、
現
代
か
ら
見
れ
ば
お
か
し
な
法
習
慣

で
す
。
し
か
し
当
時
は
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

証
空
は
慈
円
に
保
護
さ
れ
、
建
暦
二
年
（
一
二

一
二
）
慈
円
の
譲
り
を
受
け
て
京
都
西
山
の
善
峰

寺
北
尾
往
生
院
（
三
鈷
寺
）
に
住
む
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
証
空
が
固
め
た
念
仏
の
教
義

を
西
山
義
と
い
い
ま
す
。 

 

し
か
し
承
元
の
法
難
に
お
い
て
、
慈
円
は
親
鸞

を
「
申
あ
づ
か
」
っ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
分
が
出
家
さ
せ
て
あ
げ
た
人
間
だ
か
ら
、
重
大

な
危
機
に
は
救
う
の
が
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
救

う
こ
と
は
、
慈
円
は
親
鸞
の
戒
師
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。 

③
親
鸞
と
法
兄
聖
覚 

 

吉
水
草
庵
に
お
い
て
の
親
鸞
の
法
兄
に
、
聖
覚
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と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
彼
は
承
久
三
年
（
一
二

二
一
）
に
『
唯
信
鈔
』
を
著
し
ま
し
た
。
法
然
の

専
修
念
仏
説
を
理
解
す
る
た
め
に
は
信
心
が
重
要

で
あ
る
と
い
う
主
張
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞

は
こ
の
書
物
を
と
て
も
重
要
視
し
ま
し
た
。 

 

『
親
鸞
伝
絵
』
に
よ
れ
ば
、
吉
水
草
庵
に
お
い

て
、
親
鸞
は
法
然
の
門
弟
た
ち
に
信
不
退
・
行
不

退
の
二
つ
の
座
に
分
か
れ
て
入
る
よ
う
に
提
案
し

た
と
い
い
ま
す
。
念
仏
は
信
心
に
基
づ
い
て
称
え

る
の
が
重
要
か
、
多
く
称
え
る
こ
と
が
重
要
か
、

と
い
う
問
い
か
け
で
す
。
何
百
人
も
の
門
弟
た
ち

が
決
め
か
ね
て
い
る
中
で
、
聖
覚
は
真
っ
先
に
信

不
退
に
入
っ
た
一
人
で
し
た
。
親
鸞
も
法
然
も
信

不
退
に
入
り
ま
し
た
。
親
鸞
と
聖
覚
は
念
仏
に
つ

い
て
共
通
し
た
理
解
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。 

 

ま
た
聖
覚
は
、
法
然
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
六
七

日
（
四
二
日
）
の
法
要
で
追
善
の
文
章
（
「
表

白
」
）
を
読
み
ま
し
た
。
後
に
親
鸞
は
そ
の
一
部

を
引
用
し
て
恩
徳
讃
を
作
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
親
し
い
親
鸞
と
聖
覚
で
し
た
が
、

聖
覚
は
一
面
で
は
親
鸞
と
か
な
り
異
な
る
世
界
に

住
ん
で
い
ま
し
た
。 

④
聖
覚
、
青
蓮
院
の
慈
円
の
傘
下
に
入
る 

 

聖
覚
の
祖
父
は
少
納
言
藤
原
通
憲
、
出
家
し
て

信
西
入
道
と
名
の
っ
た
人
物
で
す
。
彼
は
後
白
河

天
皇
の
幼
児
の
養
育
に
あ
た
り
、
可
能
性
が
な

か
っ
た
天
皇
即
位
を
実
現
さ
せ
、
保
元
元
年
（
一

一
五
六
）
の
保
元
の
乱
で
後
白
河 

に
不
満
で
挙
兵
し
た
崇
徳
上
皇
を
倒
し
ま
し
た
。

次
の
平
治
の
乱
で
は
討
た
れ
、
乱
が
静
ま
っ
た

後
、
十
七
人
以
上
い
た
息
子
た
ち
の
う
ち
、
十
二

人
が
流
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
後
白
河
は
大
恩
あ
る
通
憲
の
子
弟
を
す
ぐ
赦

免
し
、
そ
の
後
大
い
に
引
き
立
て
ま
し
た
。 

 

聖
覚
の
父
澄
憲
も
信
濃
国
に
流
さ
れ
た
の
で
す

が
、
ま
も
な
く
京
都
に
戻
さ
れ
ま
し
た
。
以
後
、

京
都
の
安
居
院
（
あ
ぐ
い
）
に
住
み
、
唱
導
で
天

下
一
と
さ
れ
ま
し
た
。
唱
導
と
は
、
法
要
の
場
で

の
お
説
教
、
法
話
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
僧
侶
で

は
最
高
位
の
法
印
に
叙
せ
ら
れ
、
権
大
僧
都
に
も

な
り
ま
し
た
。 

 

聖
覚
も
安
居
院
に
住
み
、
父
の
後
を
継
い
だ
唱

導
で
日
本
一
と
さ
れ
ま
し
た
。
法
印
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。
彼
も
後
白
河
法
皇
の
庇
護
下
に
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
す
。
そ
し
て
誰
か
ら
譲
ら
れ
た
の

か
不
明
で
す
が
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
に
は

桜
下
門
跡
領
と
総
称
さ
れ
る
一
〇
ヶ
所
近
く
の
荘

園
・
寺
院
・
神
社
群
を
領
地
と
し
て
持
っ
て
い
ま

し
た
。
聖
覚
は
そ
の
支
配
を
確
実
な
ら
し
め
る
た

め
で
し
ょ
う
、
青
蓮
院
の
慈
円
に
寄
進
し
ま
し

た
。
慈
円
は
そ
の
寄
進
を
受
け
、
改
め
て
聖
覚
に

支
配
を
任
せ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
桜
下
門
跡
領

は
、
青
蓮
院
領
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
聖

覚
領
で
も
あ
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
の
で
す
。

一
般
的
な
支
配
関
係
で
い
え
ば
、
本
家
（
青
蓮

院
・
慈
円
）
ー
領
家
（
聖
覚
）
ー
桜
下
門
跡
領
と

い
う
形
に
な
り
ま
す
（
拙
著
『
親
鸞
聖
人
と
箱
根

権
現
』
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
。
こ
の
場

合
、
実
質
的
な
支
配
権
限
は
聖
覚
が
持
っ
て
い
た

よ
う
な
の
で
、
こ
れ
も
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ

ば
、
桜
下
門
跡
領
の
本
所
は
聖
覚
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
本
所
」
と
は
そ
の
実
質

的
支
配
権
を
有
す
る
存
在
の
こ
と
で
す
。 

 

元
久
二
年
と
い
え
ば
、
こ
の
年
の
四
月
に
親
鸞

が
法
然
か
ら
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
書
写
と
閲

覧
を
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
信
不
退
・
行
不
退
の
で

き
ご
と
の
時
季
は
不
明
で
す
け
れ
ど
も
、
聖
覚
は

も
う
こ
の
元
久
二
年
の
段
階
で
明
確
に
慈
円
の
保

護
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
の
吉
水
草
庵
へ

の
出
入
り
で
あ
り
、
信
に
基
づ
く
念
仏
を
受
け
入

れ
て
い
た
の
で
す
。
当
然
、
親
鸞
も
そ
の
こ
と
は

承
知
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
聖
覚
（
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
）
が
法
然
の
門
に
入
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
は
聖
覚
の
生
活
の
一
部
で
し
か
な
か
っ

た
の
で
す
。 

 

ち
な
み
に
こ
の
桜
下
門
跡
領
の
荘
園
群
に
、
関

東
の
箱
根
権
現
お
よ
び
そ
の
西
に
隣
接
し
た
伊
豆

山
権
現
（
静
岡
県
熱
海
市
）
も
入
っ
て
い
ま
し

た
。 

 

親
鸞
は
、
五
十
五
、
六
歳
の
こ
ろ
に
相
模
国
に

布
教
に
入
り
ま
す
（
拙
著
『
五
十
六
歳
の
親
鸞
・

又
続
ー
相
模
国
へ
の
布
教
ー
』
「
関
東
の
親
鸞
シ

リ
ー
ズ
」
１
２
真
宗
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
五

年
。
拙
著
『
五
十
八
歳
の
親
鸞
ー
相
模
国
へ
の
布

教
・
続
ー
』
同
１
３
、
同
年
）
。
根
拠
地
は
稲
田

草
庵
に
置
い
た
ま
ま
で
す
。
稲
田
か
ら
通
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
中
で
、
親
鸞
は
再
び
聖
覚

に
出
会
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
少
な
く
と
も
強
く

聖
覚
を
意
識
す
る
き
か
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。 

（
次
号
に
続
く
） 

６ 
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編
集
後
記
（
愚
案
） 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

二
〇
二
二
年 

八
月
の
行
事
予
定 

 

こ
の
間
の
参
議
院
選
挙
前
、
安
倍
元
総
理

が
凶
弾
に
倒
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
ま
し

た
。
ま
さ
か
、
こ
の
日
本
で
と
、
驚
い
た
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。
直
後
の
報
道
で
は
政
治

家
は
、
「
民
主
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
す
蛮

行
」
と
犯
人
個
人
を
責
め
て
お
り
ま
し
た
。

安
倍
元
総
理
の
近
親
者
の
方
々
に
と
っ
て

は
、
哀
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
亡
く
な

る
直
前
は
ど
う
お
思
い
に
な
っ
て
お
ら
れ
た

の
か
。
国
政
よ
り
も
自
分
の
健
康
で
す
か

ら
、
「
死
に
た
く
な
い
」
？
「
我
が
自
民
党

は
永
久
に
不
滅
で
す
」
？
「
晋
三
死
す
と
も

自
由
民
主
党
は
死
な
ず
」
？
そ
う
で
あ
っ
て

も
仏
さ
ま
に
成
ら
れ
た
と
思
い
た
い
の
で
す

が
・
・
・
。
議
員
の
「
安
倍
元
総
理
の
意
思

を
継
い
で
い
く
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
末
恐

ろ
し
い
戦
慄
を
覚
え
ま
し
た
。
ま
た
、
犯
人

の
動
機
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
世
界
平

和
統
一
家
庭
連
合
（
旧
統
一
教
会
）
と
政
治

家
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
安
倍
元
総
理
の
森
友
加
計
・
桜
問
題
の

こ
と
を
考
え
る
と
、
旧
統
一
教
会
と
の
繋
が

り
も
頷
け
、
こ
の
宗
教
団
体
か
ら
の
被
害
に

悩
み
苦
し
ん
で
い
る
渦
中
、
そ
の
団
体
の
活

動
を
支
持
す
る
政
治
家
の
無
責
任
さ
に
呆
れ

ま
す
。
以
前
、
よ
く
足
立
で
、
「
フ
ァ
ミ

リ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
］
開
催
の
広
告
を
目

に
し
ま
し
た
。
家
族
の
大
切
さ
を
つ
た
え
よ

う
と
し
て
い
る
ん
だ
な
あ
と
思
っ
た
の
で
す

が
、
同
僚
の
民
生
委
員
さ
ん
よ
り
、
「
統
一

教
会
よ
」
と
言
わ
れ
、
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

〝
平
和
〟
〝
自
由
〟
〝
平
等
〟
〝
安
心
〟
と

い
う
理
想
的
な
言
葉
の
文
字
面
に
弱
く
つ
ら

れ
や
す
い
私
が
あ
り
ま
す
。 
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六
日
（
土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

休
座 

 

一
一
日
（
水
） 

盂
蘭
盆
会 

午
後
二
時 

 

一
六
日
（
火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

休
座 

 

二
六
日
（
火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
二
時 

 

※
八
月
十
二
日
（
金
）
～
十
七
日
（
水
） 

 

鹿
児
島
・
稱
讃
寺
お
盆
法
要
の
手
伝
い
で

帰
省
い
た
し
ま
す
の
で
、
留
守
い
た
し
ま
す

す 亡 な

き
人 ひ

と

が 
  

私
わ
た
し

と
仏
法

ぶっ
ぽ
う

と
の
縁

え
に
し

と
な
る 

 

二
〇
二
二
年
「
心
の
と
も
し
び
」
八
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 


