
  

 

昨
年
二
〇
二
二
年
は
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

１
９
感
染

の
第
六
波
、
二
月
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
に
始
ま
り
ま
し
た
。 

 

感
染
の
第
七
波
が
収
ま
っ
た
昨
秋
よ
り
国
内
外

の
旅
行
も
緩
和
さ
れ
、
外
食
も
制
限
さ
れ
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
円
安
、
物
価
高
騰
で
明
る
い
年

だ
っ
た
と
は
、
と
て
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

十
二
月
の
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
日
本
代

表
の
大
活
躍
に
は
、
寝
る
の
を
惜
し
み
、
テ
レ
ビ

を
見
て
心
躍
っ
た
こ
と
で
し
た
。
ク
ロ
ア
チ
ア
に

負
け
て
、
ニ
ュ
ー
ス
を
視
た
と
き
、
「
各
国
が
ウ

ク
ラ
イ
ナ
へ
の
「
支
援
疲
れ
」
を
危
惧
し
て
い
る

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
自
身
の
生
活

そ
の
も
の
が
困
窮
し
て
い
る
人
が
、
「
こ
れ
以
上

支
援
出
来
な
い
」
と
の
訴
え
を
聞
き
ま
し
た
。
本

当
に
「
疲
れ
て
い
る
」
の
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人

た
ち
で
は
な
い
の
か
と
も
思
い
な
が
ら
も
、
あ
ら

た
め
て
、
自
分
の
生
活
を
振
り
返
る
と
、
昨
春
は

あ
れ
だ
け
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
状
況

を
毎
日
の
よ
う
に
気
に
し
て
い
た
の
に
、
現
在
、

ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
心
配
も
せ
ず
、
生
活
に
困

窮
し
て
い
る
方
の
状
況
も
知
ろ
う
と
も
せ
ず
、
自

分
で
出
来
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
取
り
組
み
も
せ
ず
、
旧

統
一
教
会
へ
の
被
害
者
救
済
新
法
案
の
成
立
も
ど

こ
か
他
人
事
の
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。 

 

養
老
孟
司
氏
は
、
私
の
大
切
な
言
葉
と
の
問
い

に
、
迷
わ
ず
「
蟲
」
と
応
え
て
お
ら
れ
「
だ
い
た

い
人
の
苦
労
っ
て
、
他
人
が
自
分
を
ど
う
思
う

か
っ
て
い
う
「
他
人
の
目
」
で
す
か
ら
と
。 

 

先
の
私
の
反
省
み
た
い
な
こ
と
も
、
他
人
の
目

を
気
に
し
て
の
こ
と
の
よ
う
で
す
。
親
鸞
聖
人
の

「
恥
ず
べ
し
、
傷
む
べ
し
」
に
沿
う
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
傲
慢
な
私
の
心
で

し
た
。 

 

未
だ
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
も
、
第
八
波
の
感

染
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ

仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
お
念
仏
相
続
を
心
得
る
一
年

で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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ま
こ
と

に
知 し

ん
ぬ
。
悲 か

な

し
き
か
な
、 

愚
禿
鸞

ぐ
と
く
ら
ん

、
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

ず
べ
し
傷 い

た

む
べ
し
と
。 
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お
天
気
も
持
ち
こ
た
え
て
、
令
和
四
年
、
最
後

の
恒
例
法
要
で
あ
り
ま
す
報
恩
講
を
お
迎
え
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

早
崎
光
弘
さ
ん
、
高
橋
八
重
子
さ
ん
、
安
達
光

成
さ
ん
、
中
木
原
乃
既
子
さ
ん
、
福
井
恒
彰
さ
ん

が
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
よ
う
こ
そ
、
よ
う

こ
そ
の
お
参
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
当
日
は
来
ら
れ
な
い
と
の
ご
返
事
を
頂

い
た
り
、
事
前
に
お
参
り
く
だ
さ
り
、
ご
懇
志
く

だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

こ
の
度
の
報
恩
講
で
は
、
御
本
典
作
法
（
音
楽

法
要
）
、
正
信
偈
（
行
譜
）
、
六
首
引
き
（
「
釈

迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母
」
か
ら
）
を
お
つ
と
め
い

た
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
住
職
が
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

明
る
い
話
題
に
乏
し
か
っ
た
こ
の
一
年
で
し
た

が
、
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
日
本
代
表
が

大
活
躍
し
た
こ
と
は
、
日
本
中
を
明
る
く
し
て
く

れ
た
気
が
し
ま
す
。
「
ブ
ラ
ボ
ー
」
が
流
行
り
ま

し
た
。
実
況
中
継
の
人
は
、
「
ド
ー
ハ
の
悲
劇
か

ら
ド
ー
ハ
の
歓
喜
」
と
讃
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、

監
督
、
選
手
、
ス
タ
ッ
フ
の
誰
も
が
「
奇
跡
で
は

な
く
、
必
然
だ
」
と
鼓
舞
し
ま
し
た
。 

 

「
必
然
」
と
聞
い
て
、
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
の
は
た
ら
き
で
す
。 

 
 

噫 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 お
く

劫 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 

 

「
必
然
」
の
反
対
は
、
「
偶
然
」
で
す
が
、
ニ

ン
ベ
ン
の
「
偶
」
は
「
た
ま
に
」
と
い
う
ぐ
ら
い 

人
為
で
あ
り
ま
す
が
、
シ
ン
ニ
ョ
ウ
の
「
遇
」
は

「
も
て
な
す
」
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ

ま
の
大
慈
悲
に
私
の
方
か
ら
は
値
え
な
い
、
気
づ

き
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
方
か

ら
は
、
私
が
常
に
ど
こ
で
ど
ん
な
状
況
で
あ
ろ
う

と
、
「
必
然
」
と
し
て
は
た
ら
い
て
お
ら
れ
る
。 

「
遇
」
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
迎
え
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
「
あ
う
」
な
の
か
、

私
が
素
直
に
尊
崇
の
意
を
込
め
て
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
心
を
受
け
入
れ
て
い
る
「
あ
う
」
な
の
か
、
そ

の
両
方
な
の
で
し
ょ
う
。 

 
宗
祖
親
鸞
聖
人
報
恩
講 

  
 

日
時 

十
二
月
十
八
日
（
日
）
午
後
一
時 

１ 
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観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
は
、
脇
士
と
言
っ
て
阿
弥
陀
さ

ま
の
左
右
に
お
ら
れ
る
菩
薩
で
す
。
観
音
・
勢
至
と
、

観
音
の
化
身
で
あ
る
無
数
の
菩
薩
、
勢
至
の
化
身
で
あ

る
無
数
の
菩
薩
と
が
一
緒
に
な
っ
て
、
念
仏
す
る
人
に

影
の
よ
う
に
添
っ
て
片
時
も
離
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い

う
意
味
で
す
。
私
の
影
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
も
私
を

離
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
私
が
歩
い
た
ら
影
も
歩
く
し
、

私
が
止
ま
れ
ば
影
も
止
ま
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
ぴ
っ

た
り
離
れ
ず
に
、
菩
薩
さ
ま
た
ち
が
念
仏
す
る
私
を

護
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。 

 

観
音
さ
ま
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
の
面
の
象
徴
で

す
。
一
方
、
勢
至
菩
薩
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
の
象
徴

で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
ご
自
身
は
、
限
り
な
い
慈
悲
と
限

り
な
い
智
慧
と
の
両
面
を
一
身
に
兼
ね
備
え
て
お
ら
れ

る
の
で
す
。 

 

哲
学
と
い
う
学
問
は
、
理
屈
好
き
で
薄
情
な
人
間
が

す
る
学
問
だ
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
は

根
本
的
な
誤
解
で
す
。
薄
情
な
人
が
考
え
た
哲
学
は
本

当
の
哲
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
の
哲
学
者
の
本

は
、
感
情
が
生
き
生
き
と
し
て
い
て
豊
か
で
す
。
た
と

え
ば
、
大
哲
学
者
の
西
田
幾
多
郎
先
生
に
「
哲
学
と
は

一
体
ど
ん
な
学
問
で
す
か
」
と
尋
ね
た
人
が
い
た
そ
う

で
す
。
皆
さ
ん
も
こ
の
疑
問
を
お
持
ち
か
と
思
い
ま

す
。
物
理
学
や
生
物
学
な
ら
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
哲
学

は
一
体
何
を
研
究
す
る
学
な
の
か
も
う
一
つ
よ
く
わ
か

ら
な
い
と
い
う
の
が
、
正
直
な
印
象
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
西
田
博
士
の

答
え
は
、
「
そ
う
だ
な
ぁ
、
ま
ぁ
人
情
を
研
究
す
る
学

問
か
な
」
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
人
間
存
在
の
核
心
は
情

で
あ
っ
て
知
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
西
田
先
生
は

い
ろ
い
ろ
な
著
書
の
中
に
書
い
て
い
ま
す
。
情
が
正
し

く
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
人
の
考
え
は
ど
こ
か
お
か
し
く

な
っ
て
き
ま
す
。
頭
の
良
い
人
が
正
し
い
こ
と
を
考
え

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
情
の
本
質
は
、
相
手
の
立
場
に

な
っ
て
も
の
を
考
え
る
心
の
働
き
の
こ
と
で
す
。
こ
の

情
が
生
き
生
き
と
し
て
な
か
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
知
的

で
あ
っ
て
も
だ
め
な
の
で
す
。 

 

さ
す
が
に
西
田
幾
多
郎
の
名
言
で
す
。
普
通
の
人
な

ら
、
哲
学
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
根
本
の
学
だ
と
い
う
答

え
で
済
ま
せ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
大
学
の
哲
学
の
授
業

で
は
誰
で
も
聞
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
で
も
誤
り
で

は
な
い
の
で
す
が
、
西
田
は
も
っ
と
端
的
に
哲
学
と
は

人
情
の
研
究
だ
と
言
っ
た
の
で
す
。
数
学
や
物
理
学
は

人
情
を
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
心
理
学
は
人

間
の
心
を
対
象
と
し
て
知
的
に
分
析
し
て
い
る
学
問
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
哲
学
と
い
う
も
の
は
他
の
学
問
で
は

で
き
な
い
、
そ
も
そ
も
人
間
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
、

人
間
精
神
の
本
質
を
研
究
す
る
学
で
す
。
そ
の
方
法

は
、
研
究
す
る
事
柄
そ
の
も
の
に
自
分
が
な
り
切
っ
て

考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
相
手
の
立

場
に
な
り
切
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
で
き
る
の
は
、

何
と
言
っ
て
も
阿
弥
陀
さ
ま
で
す
。
五
劫
の
思
惟
の
本

願
が
成
就
し
て
衆
生
の
苦
し
み
が
自
分
自
身
の
苦
し
み

に
な
っ
た
か
ら
、
衆
生
を
助
け
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い

の
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
智
慧
と
慈
悲
の
両
方
を
兼

ね
備
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
仏
智
は
衆
生
の
こ
と
を
全
部

見
抜
い
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

そ
の
智
慧
の
面
の
勢
至
菩
薩
と
慈
悲
の
面
の
観
音
菩

薩
が
、
化
身
で
あ
る
た
く
さ
ん
の
菩
薩
を
と
も
な
っ

て
、
念
仏
の
人
の
身
に
添
う
よ
う
に
し
て
護
っ
て
く
だ

さ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
和
讃
で
す
。
だ
か
ら
お
念
仏

を
称
え
る
人
は
、
観
音
さ
ま
の
慈
悲
に
染
ま
っ
た
優
し

い
人
で
す
。
そ
し
て
同
時
に
賢
い
人
で
す
。
賢
い
と
い

う
の
は
、
頭
が
良
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
本
当
の

こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ

は
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
助
け
て
い
た
だ
か
な
か
っ
た
ら
自

分
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

「
浄
土
に
往
け
る
か
ど
う
か
、
よ
く
考
え
る
こ
と
に

し
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
人
は
愚
者
だ
と
、
蓮

如
上
人
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
凡
夫
の
分
際
で
わ

か
ら
な
い
次
元
の
こ
と
を
、
わ
か
る
よ
う
に
思
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
仏
法
を
聞
か
な
い
人
は
、
ど
こ

ま
で
行
っ
て
も
愚
者
な
の
で
す
。
反
対
に
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
助
け
を
少
し
も
疑
っ
て
い
な
い
人
は
賢
い
人
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
を
い

た
だ
い
て
い
る
人
だ
か
ら
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
前

は
仏
に
な
る
と
お
っ
し
ゃ
る
言
葉
を
そ
の
ま
ま
い
た
だ

く
こ
と
が
信
心
で
あ
り
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
阿

弥
陀
さ
ま
の
智
慧
を
自
分
に
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
「
信
心
の
智
慧
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
信

心
の
人
は
本
当
の
優
し
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
思
い
や

り
が
あ
っ
て
、
困
っ
て
い
る
人
に
優
し
く
接
す
る
こ
と 

２ 

  
現
世
利
益
和
讃
に
つ
い
て 
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と
が
で
き
る
の
で
す
。
信
心
の
な
い
優
し
さ
は
自
分
中

心
の
思
い
が
混
じ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
本
当
の
優
し
さ

と
は
言
え
な
い
の
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
人
に
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
二
つ
の
徳
で
あ
る
大
智
と
大
悲
が
自
然

に
備
わ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
観
音
・
勢
至
が
影
の
よ

う
に
そ
の
人
に
付
い
て
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
こ
の

観
音
・
勢
至
が
念
仏
者
に
影
の
よ
う
に
ぴ
た
り
と
添
わ

れ
る
と
い
う
表
現
は
、
こ
れ
ま
で
の
神
々
に
護
ら
れ
る

と
い
う
表
現
よ
り
も
、
ぐ
ん
と
内
面
的
で
直
接
的
に
感

じ
ら
れ
ま
す
。 

 
 
 
 

（
『
生
命
環
流-

浄
土
和
讃
を
読
む
下
』 

大
峯 
顕 

氏 

著
） 

  

お
念
仏
に
親
し
ま
せ
て
い
た
だ
く
と
、
そ
れ
ま
で
思

い
も
よ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。 

 

榎
本
栄
一
さ
ん
に
「
ぞ
う
き
ん
の
詩
」
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
「
ぞ
う
き
ん
は
、
他
の
よ
ご
れ
を
、
い
っ

し
ょ
う
け
ん
め
い
拭
い
て
、
自
分
は
、
よ
ご
れ
に
ま
み

れ
て
い
る
」
。
こ
の
詩
を
近
所
の
お
寺
の
掲
示
板
で
見

た
と
き
、
胸
が
熱
く
な
る
の
を
覚
え
ま
し
た
。
ぞ
う
き

ん
は
他
の
よ
ご
ろ
を
拭
い
て
、
自
分
は
よ
ご
れ
に
ま
み

れ
、
し
か
も
自
分
の
働
き
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
期
待

せ
ず
、
や
が
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
り
捨
て
ら
れ
て
い
く
の

で
す
。
そ
こ
か
ら
、
私
た
ち
が
ど
れ
だ
け
捨
て
て
も
、

私
た
ち
を
お
捨
て
に
な
ら
な
い
阿
弥
陀
如
来
や
観
音
菩

薩
の
お
慈
悲
の
す
が
た
を
連
想
し
ま
す
。 

 

私
た
ち
が
お
念
仏
の
教
え
に
親
し
ま
せ
て
い
た
だ
い

た
か
ら
と
い
っ
て
、
ぞ
う
き
ん
の
よ
う
に
わ
が
身
を
捨

て
て
、
他
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
さ

れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
ぞ
う
き
ん
を
拝
め
る
よ

う
な
心
を
起
こ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
る
で

し
ょ
う
。
こ
の
ぞ
う
き
ん
を
拝
む
心
を
起
こ
さ
せ
て
い

る
の
は
、
念
仏
者
の
身
に
観
音
菩
薩
が
よ
り
そ
っ
て
い

て
く
だ
さ
る
か
ら
だ
と
も
味
わ
え
ま
す
。 

 

ま
た
、
私
た
ち
は
綾
や
錦
の
高
価
な
織
物
は
尊
び
ま

す
が
、
木
綿
や
ぞ
う
き
ん
は
価
値
の
低
い
も
の
と
見
下

し
が
ち
で
す
。
け
れ
ど
も
教
え
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い

た
だ
く
と
、
ど
ん
な
も
の
に
も
、
分
け
隔
て
な
い
平
等

の
値
打
ち
を
気
づ
か
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
勢

至
菩
薩
が
つ
い
て
い
て
く
だ
さ
る
か
ら
だ
と
も
味
わ
え

ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー 

浄
土
和
讃
』 

黒
田 

 

覚
忍 

氏 

著
） 

  

こ
の
和
讃
は
、
『
唯
信
抄
文
意
』
の
「
如
来
尊
号
甚

分
明 

十
方
世
界
普
流
行 

但
有
称
名
皆
得
往 

観
音

勢
至
自
来
迎
」
の
解
説
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
が
、
「
ぞ
う
き
ん
の
詩
」
で
思
う
の
は
、
同

じ
く
『
唯
信
抄
文
意
』
の
「
能
令
瓦
礫
変
成
金
」
の
次

の
解
説
で
す
。
（
「
真
筆
本
」
と
「
正
嘉
本
」
が
あ

り
、
「
真
筆
本
」
を
取
り
あ
げ
ま
す
） 

  
 

「
能
令
瓦
礫
変
成
金

の
う
り
ょ
う
が
り
ゃ
く
へ
ん
じ
ょ
う
こ
ん

」
と
い
ふ
は
、
・
・
・ 

 
 

か
は
ら
・
つ
ぶ
て
を
こ
が
ね
に
か
へ
な
さ
し
め
ん 

 
 

が
ご
と
し
と
た
と
へ
た
ま
へ
る
な
り
。
れ
ふ
し
・ 

 
 

あ
き
人 び

と

、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、
み
な
、
い
し
・ 

 
 

か
は
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
。 

 
 

如
来

に
ょ
ら
い

の
御 お

ん

ち
か
ひ
を
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
信
楽

し
ん
ぎ
ょ
う

す 

 
 

れ
ば
、
摂
取

せ
っ
し
ゅ

の
ひ
か
り
の
な
か
に
を
さ
め
と
ら
れ 

 
 

ま
ゐ
ら
せ
て
、
か
な
ら
ず
大
涅
槃

だ
い
ね
は
ん

の
さ
と
り
を
ひ 

 
 

ら
か
し
め
た
ま
ふ
は
、
す
な
は
ち
れ
ふ
し
、
あ
き 

 
 

人
な
ど
は
、
い
し
・
か
は
ら
・
つ
ぶ
て
な
ん
ど 

 
 

を
、
よ
く
こ
が
ね
と
な
さ
し
め
ん
が
ご
と
し
と
た 

 
 

と
へ
た
ま
へ
る
な
り
。
摂 せ

つ

取 し
ゅ

の
ひ
か
り
と
申 も

う

す 

 
 

は
、
阿
弥
陀
仏

あ

み

だ

ぶ

つ

の
御 お

ん

こ
こ
ろ
に
を
さ
め
と
り
た
ま 

 
 

ふ
ゆ
ゑ
な
り
。 

  

「
如
来
の
誓
願
を
疑
い
な
く
ひ
と
す
じ
に
信
じ
れ

ば
、
摂
取
の
光
明
の
中
に
摂
め
取
ら
れ
て
、
必
ず
大
い

な
る
仏
の
さ
と
り
を
ひ
ら
か
せ
る
」
＝
「
漁
猟
を
営
む

者
や
商
い
を
営
む
者
な
ど
は
、
石
や
瓦
や
小
石
な
ど
を

見
事
に
金
に
し
て
し
ま
う
」
と
解
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま

の
摂
取
の
光
明
の
は
た
ら
き
は
、
「
漁
猟
や
商
い
を
生

業
と
す
る
人
は
、
瓦
礫
の
よ
う
な
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で

は
価
値
が
な
い
も
の
を
、
輝
き
あ
る
も
の
に
す
る
よ
う

な
も
の
」
と
解
し
ま
し
た
。 

 

文
法
的
に
は
、
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
河
田
光
夫
氏
の
「
被
差
別
民
の
歴
史
的
存
在
は
、

親
鸞
思
想
の
「
対
象
」
で
は
な
く
根
源
で
あ
り
、
そ
れ

を
人
類
的
存
在
と
し
て
認
識
し
、
普
遍
化
し
た
の
で
あ

る
。
」
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
屠
沽
の
下
類
」
と
言
わ
れ

る
（
親
鸞
聖
人
は
「
愚
縛
の
凡
愚
」
と
同
類
で
「
わ
れ

ら
」
と
お
っ
し
ゃ
る
）
猟
師
・
商
い
人
は
、
人
が
嫌
が

り
や
り
た
が
ら
な
い
こ
と
を
生
業
と
し
て
、
「
人
非
」

と
蔑
ま
さ
れ
な
が
ら
も
、
人
々
の
生
活
を
支
え
て
い
ま

し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
私
に
は
「
ぞ
う
き
ん
の
詩
」
と

重
な
る
思
い
を
持
つ
の
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心

は
、
私
の
心
を
包
ま
れ
て
も
、
雑
巾
の
よ
う
に
汚
れ
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
が
。
現
実
的
に
は
、
空
気
の
よ
う

な
存
在
で
は
な
く
、
私
自
身
が
蔑
む
人
こ
そ
が
、
私
を

仏
に
し
よ
う
と
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
に
心
を
向
け
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
、
知
ら

さ
れ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

３ 
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『
鎌
倉
殿
の
１
３
人
』
も
、
承
久
の
乱
で
後
鳥
羽
上

皇
が
隠
岐
に
流
さ
れ
、
北
条
義
時
が
亡
く
な
っ
て
、
最

終
回
と
な
り
ま
し
た
。
政
権
が
朝
廷
か
ら
武
家
に
変
わ

る
と
き
、
親
・
兄
弟
で
あ
ろ
う
が
、
親
戚
関
係
、
友
人

関
係
で
あ
ろ
う
が
、
（
や
む
を
得
ず
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
）
争
い
の
絶
え
な
い
時
代
が
画
か
れ
て
お
り
ま
し

た
。
特
に
、
主
人
公
の
北
条
義
時
が
、
若
い
頃
は
、
心

優
し
く
人
の
こ
と
を
思
い
や
り
、
人
の
思
い
を
聞
き
、

意
見
を
尊
重
す
る
人
だ
っ
た
の
に
、
だ
ん
だ
ん
と
力
を

得
る
に
従
っ
て
、
形
相
も
心
も
変
わ
っ
て
い
く
模
様
が

画
か
れ
、
時
折
、
若
い
頃
の
心
が
蘇
っ
て
き
て
い
る
よ

う
な
場
面
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

恵
信
尼
さ
ま
の
親
戚
に
あ
た
る
十
三
人
の
御
家
人
の

一
人
の
三
善
康
信
は
、
気
弱
な
優
し
い
お
じ
い
さ
ん
の

イ
メ
ー
ジ
で
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

最
終
回
、
後
鳥
羽
上
皇
を
討
つ
の
に
、
京
に
「
今
す
ぐ

行
く
べ
き
」
と
強
く
進
言
し
ま
し
た
。
最
期
の
最
後

で
、
良
い
か
悪
い
か
、
十
三
人
ら
し
い
？
と
こ
ろ
を
見

せ
ま
し
た
。 

 

承
久
の
乱
で
後
鳥
羽
上
皇
が
隠
岐
に
流
さ
れ
た
の

は
、
一
二
二
一
年
七
月
で
し
た
。
そ
の
一
ヶ
月
後
、
聖

覚
法
印
が
『
唯
信
鈔
』
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
三
年
後

に
、
一
二
二
四
年
、
親
鸞
聖
人
は
、
五
十
二
歳
、
稲
田

草
庵
で
、
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
り
、
晩
年
ま

で
、
校
正
を
重
ね
、
修
正
さ
れ
ま
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
理

由
の
一
つ
に
、
法
然
聖
人
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に

対
し
て
、
一
二
一
二
年
に
、
明
恵
上
人
が
著
わ
し
た

『
改
邪
輪
』
に
対
し
て
、
特
に
「
菩
提
心
」
の
こ
と
に

応
え
る
意
図
の
も
と
、
作
成
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
。 

 

『
教
行
信
証
』
は
、
一
二
二
四
年
か
ら
書
か
れ
た
こ

と
で
は
な
く
、
同
書
「
化
巻
」
に
、
仏
滅
の
算
定
を
解

釈
す
る
と
こ
ろ
で
、
末
法
の
時
期
を
著
わ
す
文
に
次
の

よ
う
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

し
か
れ
ば
穢
悪

え

あ

く

・
濁
世

じ
ょ
く
せ

の
群

生

ぐ
ん
じ
ょ
う

、
末
代

ま
つ
だ
い

の
旨
際

し

さ

い 

 
 

を
知 し

ら
ず
、
僧
尼

そ

う

に

の
威
儀

い

ぎ

を
毀 そ

し

る
。
今 い

ま

の
時 と

き

の
道 ど

う 

 
 

俗 ぞ
く

、
お
の
れ
が
分 ぶ

ん

を
思
量

し
り
ょ
う

せ
よ
。 

 
 

三
時

さ

ん

じ

の

教
き
ょ
う

を
案 あ

ん

ず
れ
ば
、
如
来
般
涅
槃

に
ょ
ら
い
は
つ
ね
は
ん

の
時
代

じ

だ

い 

 
 

を
勘

か
ん
が

ふ
る
に
、
周

し
ゅ
う

の
第
五

だ

い

ご

の
主
穆
王
五
十
三
年

し
ゅ
ぼ
く
お
う
ご
じ
ゅ
う
さ
ん
ね
ん 

 
 

壬

申

み
ず
の
え
さ
る

に
当 あ

た

れ
り
。
そ
の
壬

申

み
ず
の
え
さ
る

よ
り
わ
が
元
仁

げ
ん
に
ん 

 
 

元
年

が
ん
ね
ん 

元
仁

げ
ん
に
ん

と
は
後
堀
川
院
諱
茂
仁

ご
ほ
り
か
わ
い
ん
い
み
な
も
ち
ひ
と

の
聖
代

せ
い
だ
い

な
り 

 

 
 

甲

申

き
の
え
さ
る

に
至 い

た

る
ま
で
、
二
千
一
百
七
十
三
歳

に
せ
ん
い
っ
ぴ
ゃ
く
し
ち
じ
ゅ
う
さ
ん
さ
い

な 

 
 

り
。
ま
た
『
賢
劫
経

け
ん
ご
う
き
ょ
う

』
・
『
仁
王
経

に
ん
の
う
き
ょ
う

』
・
『
涅 ね 

 
 

槃 は
ん

』
等 と

う

の
説 せ

つ

に
よ
る
に
、
す
で
に
も
っ
て
末
法

ま
っ
ぽ
う

に 

 
 

入 い

り
て
六
百
七
十
三

ろ
っ
ぴ
ゃ
く
し
ち
じ
ゅ
う
さ
ん

歳 さ
い

な
り
。 

 

こ
こ
に
、
「
元
仁
元
年
」
（
一
二
二
四
年
）
と
あ

り
、
『
教
行
信
証
』
の
草
稿
本
が
成
立
し
た
と
見
ら
れ

ま
す
。
そ
の
前
か
ら
構
想
が
あ
り
、
書
き
始
め
ら
れ
て

お
ら
れ
る
は
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
、
こ
の
年
を
浄
土
真
宗
の

「
立
教
開
宗
」
と
位
置
づ
け
、
こ
の
度
、
親
鸞
聖
人
御

誕
生
八
五
〇
年
に
併
せ
て
「
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
」
を

期
し
て
慶
讃
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。 

 

覚
如
上
人
は
『
報
恩
講
式
』
の
中
で
、
「
一 

真
宗

興
行
の
徳
を
讃
ず
」
と
も
お
っ
し
ゃ
て
お
り
、
親
鸞
聖

人
は
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
宗
派
を
起
こ
そ
う
と
は
、

微
塵
も
お
思
い
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
後
世
の

私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を

著
述
さ
れ
遺
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
思
う
こ
と

は
大
で
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
『
教
行
信
証
』
の
「
後
序
」
で
、
承
元
の
法

難
の
時
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
最
初
は
、

「
興
福
寺
ノ
学
徒
、
太
上
天
皇
今
上
聖
暦
承
元
丁
卯
ノ

歳
仲
春
上
旬
の
候
、
奏
達
ス
。
主
上
臣
下
、
法
二
背
キ

義
二
違
シ
忿
ヲ
成
シ
怨
ヲ
結
ブ
。
」
と
、
は
っ
き
り
と

後
鳥
羽
上
皇
の
お
名
前
を
明
記
し
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
お
そ
ら
く
、
隠
岐
に
流
さ
れ
て
か
ら
書
き
足
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
法
然
聖
人
か
ら
「
怨
み
は
怨
み
し
か
生
ま

な
い
」
こ
と
を
重
々
お
聞
き
だ
っ
た
親
鸞
聖
人
で
す
。

後
鳥
羽
上
皇
の
お
名
前
を
書
き
残
さ
れ
た
の
は
、
終
生

そ
の
怒
り
を
忘
れ
な
い
が
た
め
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？
後
世
に
伝
え
て
お
き
た
い
が
た
め
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？
時
の
権
力
へ
抗
う
姿
勢
で
お
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
？
ど
う
も
し
っ
く
り
い
き
ま
せ
ん
。 

 

隠
岐
に
流
さ
れ
、
隠
岐
で
六
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
後

鳥
羽
上
皇
は
、
ド
ラ
マ
で
は
、
鎌
倉
幕
府
を
敵
対
視

し
、
時
折
、
蹴
鞠
や
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
場
面
も
あ
り

ま
し
た
が
、
暴
君
の
よ
う
に
画
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

政
治
と
信
仰
を
切
り
離
す
も
の
で
は
な
い
と
は
思
い

ま
す
が
、
院
政
の
時
も
仏
教
を
信
仰
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
で
も
慈
円
和
尚
と
よ
く
つ
る
ん
で

い
ま
し
た
が
、
九
条
兼
実
と
同
じ
よ
う
に
、
法
然
聖
人

の
授
戒
を
受
け
？
法
然
聖
人
の
お
弟
子
で
あ
る
聖
覚
法

印
と
親
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。
慈
円
は
『
愚
管
抄
』
で

後
鳥
羽
上
皇
の
こ
と
は
善
く
は
言
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

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 
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後
鳥
羽
院
『
無
常
講
式
』
に
つ
い
て
、
拙
著
『
親
鸞
物

語
ー
泥
中
の
蓮
華
』
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。 

  

延
応
元
（
一
二
三
九
）
年
、
親
鸞
が
京
に
帰
っ
て
四

年
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
鳥
羽
上
皇
は
、
在
島
一
九

年
に
し
て
六
十
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
わ
ず
か
な
付
き

人
に
見
守
ら
れ
て
の
寂
し
い
最
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し

上
皇
の
内
面
は
外
見
に
反
し
て
豊
か
で
あ
っ
た
。 

 

専
修
念
仏
弾
圧
を
行
っ
た
後
鳥
羽
上
皇
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
、
幾
度
と
な
く
聖
覚
か
ら
専
修
念
仏
の
教

え
を
享
受
し
て
い
た
。
聖
覚
は
上
皇
が
配
流
に
よ
っ
て

世
の
無
常
に
落
涙
す
る
と
、
そ
の
ひ
と
月
後
、
『
唯
信

抄
』
を
著
し
院
の
下
に
送
っ
た
。 

 

「
す
で
に
ひ
と
へ
に
極
楽
を
ね
が
ふ
、
か
の
土
の
教

主
（
阿
弥
陀
仏
）
を
念
ぜ
ん
ほ
か
、
な
に
の
ゆ
ゑ
か
他

事
を
ま
じ
へ
ん
。
電
光
朝
露
（
で
ん
こ
う
ち
ょ
う
ろ
）

の
い
の
ち
、
芭
蕉
泡
沫
（
ば
し
ょ
う
う
た
か
た
）
の

身
、
わ
づ
か
に
一
世
の
勤
修
を
も
ち
て
、
た
ち
ま
ち
に

五
趣
（
し
ゅ
）
（
天
上
・
人
間
・
餓
鬼
・
畜
生
・
地

獄
。
五
趣
。
五
悪
道
）
の
古
郷
を
は
な
れ
ん
と
す
」

（
『
唯
信
抄
』
） 

 

仏
道
に
は
聖
道
門
と
浄
土
門
の
二
門
が
あ
り
、
浄
土

門
こ
そ
が
末
法
の
世
の
衆
生
に
か
な
う
も
の
で
あ
り
、

そ
の
浄
土
門
に
ま
た
諸
行
を
励
ん
で
往
生
を
願
う
諸
行

往
生
と
、
称
名
念
仏
し
て
往
生
を
願
う
念
仏
往
生
と
が

あ
る
。
自
力
の
諸
行
で
は
往
生
を
と
げ
難
い
旨
を
示
し

て
他
力
の
念
仏
往
生
こ
そ
仏
の
本
願
に
か
な
う
道
で
あ

り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
た
だ
念
仏
一
行
を
つ

と
め
る
専
修
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

念
仏
に
は
信
心
を
要
と
す
る
こ
と
を
意
を
尽
く
し
丁
寧

に
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

後
鳥
羽
院
は
配
流
の
縁
を
得
て
、
聖
覚
を
は
じ
め
浄

土
教
の
先
師
に
導
か
れ
て
、
年
来
の
雑
信
仰
と
決
別
し

ひ
と
り
の
念
仏
の
行
人
と
し
て
信
仰
の
味
わ
い
を
深
め

て
い
っ
た
。
そ
し
て
上
皇
は
隠
岐
島
で
『
無
常
講
式
』

を
著
し
て
往
生
し
た
。 

  

「
お
お
よ
そ
は
か
な
き
も
の
は
ひ
と
の
始
中
終
、
ま

ぼ
ろ
し
の
ご
と
く
な
る
一
期
の
す
ぐ
る
ほ
ど
な
り
。
三

界
無
常
な
り
、
い
に
し
え
よ
り
い
ま
だ
万
歳
（
ま
ん
ざ

い
）
の
人
身
（
に
ん
じ
ん
）
あ
る
こ
と
を
き
か
ず
、
一

生
過
ぎ
や
す
し
。
い
ま
に
あ
り
て
タ
レ
か
百
年
の
形
体

を
た
も
つ
べ
き
や
。
わ
れ
や
先
、
人
や
先
、
今
日
と
も

し
ら
ず
、
明
日
と
も
し
ら
ず
、
お
く
れ
さ
き
だ
つ
人
は

も
と
の
し
づ
く
す
ゑ
の
露
よ
り
も
し
げ
し
・
・
」 

 

そ
の
『
無
常
講
式
』
の
最
後
の
結
び
は
、
奇
し
く
も

専
修
念
仏
集
団
弾
圧
の
原
因
と
も
な
っ
た
『
六
時
礼

讃
』
の
御
文
「
こ
の
諸
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
願
は
く
は

命
終
の
時
に
望
み
て
、
無
量
寿
仏
の
無
辺
の
功
徳
身
を

見
た
て
ま
つ
ら
ん
。
わ
れ
お
よ
び
余
の
信
者
、
す
で
に

か
の
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
を
は
り
て
、
願
は
く
は
離
垢

の
眼
を
得
、
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
を
引
い
て
わ
が
信

心
の
帰
す
る
処
を
語
っ
て
い
る
。 

 

上
皇
往
生
の
後
、
洛
中
で
は
後
鳥
羽
院
は
聖
覚
を
沙

如
来
と
し
て
拝
し
て
い
た
と
い
う
噂
が
立
っ
た
。
親
鸞

も
そ
の
噂
を
聞
い
て
「
或
人
ユ
メ
二
ミ
ラ
ク
」
と
そ
の

伝
承
を
書
写
し
た
『
唯
信
抄
』
の
紙
背
に
記
し
た
。 

 

【
無
常
講
式
】 

一
巻
。
後
鳥
羽
上
皇
（
隠
岐
法
皇
）
撰
。
承
久
の
乱
に

伴
う
隠
岐
配
流
後
の
著
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本

文
は
三
段
に
分
け
ら
れ
、
初
段
に
は
五
道
六
道
の
苦
を

厭
い
安
養
の
浄
刹
に
生
ず
る
こ
と
欣
い
、
前
仏
と
後
仏

の
間
に
は
阿
弥
陀
仏
の
悲
願
に
憑
む
べ
き
で
あ
る
と
述

べ
て
世
の
無
常
を
語
り
、
二
段
に
は
上
皇
が
体
験
し
た

無
常
を
語
り
、
三
段
に
は
仏
・
菩
薩
に
帰
依
し
て
弥
陀

の
名
号
を
称
え
て
命
終
に
安
楽
国
に
往
生
す
る
こ
と
を

願
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
仁
和
寺
蔵
写
本
は
国
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

※
上
皇
は
、
承
久
の
乱
（
一
二
二
一
年
）
に
よ
っ
て
隠

岐
島
に
流
罪
と
な
り
、
そ
こ
で
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
後
鳥
羽
上
皇
は
、
世
の
無
常
を
感
じ
最
後

に
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
ま
し
ま
す
浄
土
へ
往
生
し
た
い

と
い
う
意
で
、
こ
の
『
無
常
講
式
』
を
著
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
親
鸞
聖
人
は
『
御
消
息
』
（
第
二
五
通
）

で
、
関
東
で
の
念
仏
禁
止
の
訴
訟
に
つ
い
て
尽
力
し
た

性
信
に
「
こ
の
や
う
は
、
故
聖
人
（
源
空
）
の
御
と

き
、
こ
の
身
ど
も
の
や
う
や
う
に
申
さ
れ
候
ひ
し
こ
と

な
り
。
こ
と
も
あ
た
ら
し
き
訴
へ
に
て
も
候
は
ず
」

と
、
こ
の
弾
圧
事
件
に
ふ
れ
ら
れ
「
さ
れ
ば
と
て
、
念

仏
を
と
ど
め
ら
れ
候
ひ
し
が
、
世
に
曲
事
の
お
こ
り
候

ひ
し
か
ば
」
と
、
念
仏
を
弾
圧
す
る
者
は
当
然
の
報
い

（
曲
事
と
は
、
承
久
の
乱
に
よ
る
後
鳥
羽
上
皇
の
隠
岐

へ
の
遠
島
を
指
す
）
を
受
け
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
念
仏
を
や
め
れ
ば
弾
圧
し
た
者
が
報
い
を
受
け
る

の
で
念
仏
を
止
め
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
る
。 

（
Ｗ
ｉ
Ｋ
ｉ
Ｄ
ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
よ
り
）  

  

親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
の
後
序
に
、
「
も
し
こ

の
書
を
見
聞
せ
ん
も
の
、
信
順
を
因
と
し
、
疑
謗
を
縁

と
し
て
、
信
楽
を
願
力
に
彰
し
、
妙
果
を
安
養
に
顕
さ

ん
と
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
謗
っ
て
い
た
人
々
も
、
そ

れ
が
縁
と
な
っ
て
、
必
ず
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
に

よ
っ
て
、
浄
土
往
生
を
遂
げ
る
と
、
確
信
を
も
っ
て 

お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
後
鳥
羽
上
皇
も
そ
の
お
一
人

で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

５ 

『
親
鸞
物
語
ー
泥
中
の
蓮
華
』
西
原
祐
治
氏
著
（
「
仏
教
を
楽
し
む
」
西
原
祐
治
の
ブ
ロ
グ
よ
り
抜
粋
） 

「
後
鳥
羽
天
皇
御
作
無
常
講
式
」
Ｗ
ｉ
Ｋ
ｉ
Ｄ
ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
よ
り
抜
粋 
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親
鸞
「
教
行
信
証
」
悩
み
考
え
抜
い
て
至
っ
た
逆
説 

大
澤
真
幸
が
読
む 

  

『
教
行
信
証
』
は
、
ほ
と
ん
ど
経
典
等
か
ら
の
引
用
か
ら

成
る
。
が
、
引
用
を
通
じ
て
、
紛
れ
も
な
く
親
鸞
本
人
が
考

え
、
悩
ん
で
い
る
。
何
に
つ
い
て
？
最
も
重
要
な
主
題
は
、

「
信
ず
る
こ
と
」
の
困
難
と
逆
説
で
あ
る
。 

 

親
鸞
が
師
法
然
が
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
普
遍
的

救
済
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て
、
全
て

の
人
が
平
等
に
極
楽
浄
土
へ
と
往
生
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て

い
る
は
ず
だ
。
も
っ
と
も
、
救
済
さ
れ
る
た
め
に
は
人
は
信

じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
阿
弥
陀
の
力
（
他
力
）
を
信
じ
、

浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
心
を
起
こ
し
た
こ
と
を
示
す
行

為
が
必
要
だ
。
そ
の
行
為
は
易
し
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
難
し
い
と
、
そ
れ
が
で
き
る
エ
リ
ー
ト
し
か
救
わ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
こ
こ
か
ら
「
念
仏
一
行
の
選
択

（
せ
ん
ち
ゃ
く
）
と
い
う
思
想
が
出
て
く
る
。
南
無
阿
弥
陀

仏
と
称
え
れ
ば
、
誰
も
が
救
わ
れ
る
。 

 

だ
が
考
え
て
み
る
と
、
信
ず
る
こ
と
こ
そ
難
し
い
。
こ
れ

が
親
鸞
が
ぶ
つ
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。
念
仏
を
称
え
る
救
済

が
確
実
な
ら
、
往
生
し
な
く
て
も
、
今
こ
こ
で
自
然
と
喜
び

が
わ
い
て
く
る
は
ず
だ
。
合
格
通
知
を
も
ら
え
ば
、
入
学
す

る
前
か
ら
嬉
（
う
れ
）
し
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
『
教
行
信

証
』
の
「
信

巻
」
の

中

心

概

念

は
「
信

楽
（
し

ん

ぎ

ょ

う
）
」
で
あ
る
。
信
仰
は
楽
し
い
の
だ
。 

 

そ
れ
な
の
に
、
親
鸞
は
こ
う
も
書
く
。
な
ぜ
か
喜
び
の
感

情
が
出
て
こ
な
い
、
と
。
と
い
う
こ
と
は
自
分
が
真
に
信
じ

て
い
る
の
か
、
信
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
、
疑
わ
し

い
。 

 

こ
こ
か
ら
極
限
の
問
い
が
出
る
。
仏
の
教
え
を
信
じ
ら
れ

な
い
悪
人
、
懐
疑
心
が
消
え
な
い
悪
人
で
も
救
わ
れ
る
の

か
。
父
王
を
殺
し
た
阿
闍
世
王
（
あ
じ
ゃ
せ
お
う
）
や
、
彼

に
殺
人
を
唆
（
そ
そ
の
か
）
し
た
提
婆
達
多
（
だ
い
ば
だ
っ

た
）
で
も
救
わ
れ
る
の
か
。
も
し
救
わ
れ
る
の
な
ら
ば
、
信

じ
て
い
な
く
て
も
信
じ
て
い
る
の
と
同
じ
、
と
い
う
ふ
し
ぎ

な
逆
説
に
至
る
。 

 

私
の
解
釈
で
は
、
こ
の
逆
説
を
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
と
還

相
廻
向
（
げ
ん
そ
う
え
こ
う
）
に
な
る
。
還
相
廻
向
と
は
、

浄
土
に
往
生
し
た
者
が
菩
薩
と
し
て
戻
り
、
衆
生
を
救
う
こ

と
だ
。
死
後
の
幸
福
を
約
束
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
信

じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
幸
な
悪
人
さ
え
も
、
浄
土
に
行
っ

た
と
き
に
得
る
は
ず
の
喜
び
を
こ
の
世
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
こ
の
世
を
変
革
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
還
相
廻
向
だ
。 

（
朝
日
新
聞
二
〇
一
九
年
十
一
月
十
六
日
掲
載
） 

※
原
文
で
は
「
唱
え
る
」
で
す
が
、
あ
え
て
「
称
え
る
」
に

変
え
て
あ
り
ま
す
。 

 

教
行
信
証
を
書
か
れ
た
目
的 

  

親
鸞
聖
人
は
、
『
教
行
信
証
』
の
最
後
、
「
後
序
」
に

『
教
行
信
証
』
を
書
か
れ
た
目
的
を
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。 

  
 

慶
よ
ろ
こ

ば
し
い
か
な
、
心 し

ん

を
弘
誓

ぐ

ぜ

い

の
仏
地

ぶ

つ

じ

に
樹 た

て
、
念 ね

ん

を
難 な

ん 

 
 

思 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
、

良
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
。
こ
れ
に
よ
り
て
真

宗

し
ん
し
ゅ
う

の
詮 せ

ん

を

鈔
し
ょ
う

し 

 
 

浄
土

じ
ょ
う
ど

の
要 よ

う

を
摭 ひ

ろ

ふ
。
た
だ
仏
恩

ぶ
っ
と
ん

の
深 ふ

か

き
こ
と
を
念 お

も

う
て 

 
 

人
倫

じ
ん
り
ん

の

嘲
あ
ざ
け

り
を
恥 は

ぢ
ず
。
も
し
こ
の
書 し

ょ

を
見
聞

け
ん
も
ん

せ
ん
も 

 
 

の
、
信

順

し
ん
じ
ゅ
ん

を
因 い

ん

と
し
、
疑
謗

ぎ

ほ

う

を
縁 え

ん

と
し
て
、
信 し

ん

楽
ぎ
ょ
う

を 

 
 

願
力

が
ん
り
き

に

彰
あ
ら
わ

し
、
妙
果

み
ょ
う
か

を
安

養

あ
ん
に
ょ
う

に

顕
あ
ら
わ

さ
ん
と
。 

  

「
こ
れ
に
よ
り
て
」
と
は
、
こ
の
喜
び
か
ら
で
す
。
「
真

宗
の
詮
を
鈔
し
、
浄
土
の
要
を
ひ
ろ
う
」
と
は
、
絶
対
の
幸

福
に
救
い
摂
ら
れ
た
喜
び
か
ら
、
真
実
の
仏
教
の
、
大
事
な

と
こ
ろ
を
抜
き
出
し
て
、
拾
い
集
め
た
の
が
『
教
行
信
証
』

で
す
。
『
教
行
信
証
』
は
仏
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
な
の
で
す
。

し
か
し
「
大
衆
は
常
に
間
違
う
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
迷

い
の
深
い
私
た
ち
に
は
、
真
実
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ

ま
せ
ん
。
あ
ま
り
に
常
識
破
り
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の

で
、
き
っ
と
非
難
攻
撃
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
だ
が
「
唯
仏
恩

の
深
き
こ
と
を
念
じ
て
、
人
倫
の
嘲
を
恥
じ
ず
」
。
人
か
ら

非
難
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
は
辛
い
け
れ
ど
、
阿
弥
陀
如
来
に
絶

対
の
幸
福
に
し
て
頂
い
た
ご
恩
返
し
が
で
き
な
い
ほ
う
が

も
っ
と
辛
い
、
阿
弥
陀
如
来
の
ご
恩
を
思
え
ば
問
題
に
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
ご
恩
返
し
に
な

る
か
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
如
来
は
、
す
べ
て
の
人
を
本
当
の

幸
せ
に
救
お
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い

を
一
人
で
も
多
く
の
人
に
伝
え
る
こ
と
が
一
番
の
ご
恩
返
し

に
な
り
ま
す
。
も
し
ご
縁
あ
っ
て
『
教
行
信
証
』
を
読
む
人

は
、
「
信
順
を
因
と
為
し
、
疑
謗
を
縁
と
為
し
」
と
は
、

「
あ
あ
尊
い
本
だ
な
」
と
信
ず
る
人
も
あ
る
だ
ろ
う
、
「
と

ん
で
も
な
い
本
だ
」
と
思
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。
信
ず
る
人

は
信
ず
る
こ
と
を
因
と
し
て
助
か
っ
て
も
ら
い
た
い
、
疑
っ

た
り
謗
っ
た
り
す
る
人
は
、
疑
謗
を
縁
と
し
て
助
か
っ
て
も

ら
い
た
い
、
助
か
る
ん
だ
。
信
じ
る
人
も
、
疑
う
人
も
、
す

べ
て
の
人
に
幸
せ
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
幸
せ
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
っ
て
も
、
「
信
楽
を

願
力
に
彰
し
」
で
す
か
ら
、
「
信
楽
」
と
は
絶
対
の
幸
福
の

こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
、
絶
対
の
幸
福

に
な
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
妙
果
を
安
養

に
顕
さ
ん
」
と
は
、
「
妙
果
」
と
は
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
さ
と

り
の
こ
と
、
「
安
養
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
こ
と
で

す
。
生
き
て
い
る
と
き
に
絶
対
の
幸
福
に
な
っ
た
人
は
、
死

ね
ば
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
さ
と

り
を
開
け
る
ん
で
す
よ
、
ど
う
か
生
き
て
い
る
と
き
に
他
力

の
信
心
を
獲
得
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を
書
か
れ
た
目
的

は
、
一
人
で
も
多
く
の
ご
縁
の
あ
る
人
に
本
当
の
幸
せ
に

な
っ
て
も
ら
い
た
い
、
本
当
の
生
き
る
意
味
を
知
っ
て
も
ら

い
た
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 

（
「
浄
土
真
宗
．
Ｊ
Ｐ
」
よ
り
抜
粋
） 

 

６ 
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編
集
後
記
（
愚
案
） 

 

本願寺派では、ロシアの軍事侵攻により避難生活を余儀なくされているウクライナの人々を支援する

ことを目的に、緊急に「たすけあい運動募金」において標記募金の募集を開始いたしました。 

つきましては、募金にご協力いただきますよう、下記の通りお願い申しあげます。      合掌 

記 

１．募金の名称  浄土真宗本願寺派 たすけあい運動募金 

          「ウクライナ緊急支援募金」 

２．受付口座番号 

    〈郵便振替〉 ０１０００－４－６９９５７ 

           加入者名 たすけあい募金 

    〈銀行振込〉 銀行 ゆうちょ銀行 

           店名 一〇九（イチゼロキュウ）店 

           番号 当座 ００６９９５７ 

           名義 たすけあい募金 

※通信欄に「ウクライナ緊急支援」とご記入ください。 

「ウクライナ緊急支援募金」募集について 

 

慈
光 

い
つ
く
し
み
の 

  
 
 

 
 
 

光
につ
つ
ま
れ
て 

  

二
〇
二
三
年
「
心
の
と
も
し
び
」
一
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
三
年 

一
月
の
行
事
予
定 

  

六
日
（
金
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

一
四
時 

 

 

一
六
日
（
月
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

一
四
時 

 

二
六
日
（
月
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

一
四
時 

         

※
住
職
は
、
十
二
月
二
十
九
日
（
木
）
か
ら

一
月
四
日
（
水
）
ま
で
、
鹿
児
島
・
稱
讃
寺

に
滞
在
し
て
お
り
ま
す
。 

『
高
僧
和
讃
』
（
善
導
讃
）
に 

 
 

こ
こ
ろ
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ね
ど
も 

 
 
 

雑
行
・
雑
修
こ
れ
に
た
り 

 
 
 

浄
土
の
行
に
あ
ら
ぬ
れ
ば 

 
 
 

ひ
と
へ
に
雑
行
と
な
づ
け
た
り 

と
の
ご
和
讃
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
間
、
大
谷
翔
平
選
手
の
試
合
中
の

笑
顔
の
純
度
を
測
定
を
テ
レ
ビ
で
放
送
し

て
い
ま
し
た
。
ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
打
者
を
三

振
に
取
っ
た
時
、
打
者
で
ホ
ー
ム
ラ
ン
を

打
っ
た
時
、
ベ
ン
チ
で
談
笑
し
て
い
る
表

情
を
測
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
満
面
の
笑
顔

で
も
１
０
０
％
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
笑
顔

で
も
、
悲
し
み
や
怒
り
が
含
ま
れ
て
い
た

り
す
る
の
で
す
。
私
は
、
私
の
こ
こ
ろ
も

体
も
こ
の
一
つ
と
思
い
が
ち
で
あ
り
ま
す

が
、
顔
の
表
情
で
さ
え
一
瞬
一
刹
那
た
り

と
も
、
ひ
と
つ
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
私

の
こ
こ
ろ
は
た
だ
一
つ
で
は
な
く
、
そ
れ

も
全
て
真
実
清
浄
な
も
の
は
何
一
つ
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
清
く
正
し
く
美
し
く
思

え
る
よ
う
な
こ
こ
ろ
も
あ
り
そ
う
で
す
が

全
て
は
煩
悩
で
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

｢

大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
阿
弥
陀
さ
ま
は

常
に
私
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
私
の
こ
こ
ろ
は
一
つ
で
は
な
い
か

ら
そ
の
一
つ
一
つ
を
包
ん
で
お
ら
れ
る
。

だ
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
私
の
こ
こ
ろ
の

外
か
ら
も
内
か
ら
も
照
ら
し
て
く
だ
さ
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
「
つ
つ
む
」
と
は

そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 


