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私
が
得
度
し
た
時
の
写
真
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
山

の
外
縁
に
て
直
綴
・
墨
袈
裟
で
口
を
と
が
ら
せ
て
い
ま
す
。
琵

琶
湖
の
遊
覧
船
の
上
で
ふ
て
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
び
わ
湖
タ

ワ
ー
の
下
で
も
、
お
ど
け
る
弟
の
横
で
仏
頂
面
で
す
。
剃
髪
し

た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

当
時
、
九
歳
の
少
年
に
剃
髪
な
ど
と
い
う
言
葉
は
通
用
し
て

お
ら
ず
、
夏
休
み
に
つ
る
っ
パ
ゲ
に
す
る
と
い
う
一
大
事
に

よ
っ
て
、
小
学
校
入
学
以
来
三
年
と
ち
ょ
っ
と
で
積
み
上
げ

て
き
た
地
位
が
、
立
ち
処
が
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
消
え
失
せ
る
と

思
っ
て
い
ま
し
た
し
、
九
月
一
日
ま
で
に
ど
れ
だ
け
髪
が
伸
び

る
の
か
だ
け
が
心
配
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ザ
・
悲
壮
感
を

過
ご
し
た
小
学
四
年
生
の
夏
休
み
で
し
た
。

　

あ
の
漫
談
家
の
フ
レ
ー
ズ
を
拝
借
。
あ
れ
か
ら
四
十
年
。
が

経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
外
縁
で
口
を
と
が
ら
せ
て
い
た
私

で
す
が
、
昨
今
団
体
参
拝
や
、
准
堂
衆
と
し
て
の
参
勤
と
、
上

山
す
る
機
会
を
多
く
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
あ
る
時
、
い
つ
も

の
如
く
御
影
堂
門
を
頭
礼
し
て
く
ぐ
ろ
う
と
し
た
際
に
、
そ
の

敷
石
す
べ
て
の
角
が
柔
ら
か
な
丸
み
を
帯
び
て
い
る
の
が
目

に
入
い
り
ま
し
た
。「
こ
の
堅
い
石
が
、
こ
ん
な
に
な
る
ま
で
、

い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
人
が
こ
の
門
を
く
ぐ
っ
た
ん
だ
ろ
う

…
？
」
と
。
五
劫
の
擦
り
切
れ
の
天
女
さ
ん
も
仰
天
し
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
『
真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）造
営
史
』諸
言
に

東
本
願
寺
は
（
中
略
）
数
多
の
聞
法
者
の
歓
喜
と
謝
念
に

よ
っ
て
、
今
日
ま
で
伝
承
護
持
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
人
そ
こ
を
通
っ
た
か
が
肝
腎
な
こ
と

で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
敷
石
の
角
を
丸
く
し
た

の
は
、
聞
法
者
の
歓
喜
と
謝
念
が
そ
う
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。

　

正
信
偈
の
結
歓
に
は

弘
経
の
大
士
・
宗
師
等
、
無
辺
の
極
濁
悪
を
拯
済
し
た
ま

う

と
あ
り
ま
す
。
三
部
経
の
精
神
を
弘
め
た
の
は
、「
大
士
」「
宗

師
」「
等
」で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。「
大
士
」と「
宗
師
」は
、
七

高
僧
を
指
す
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
は
、
は
た
し
て

「
等
」
と
は
誰
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
以
前
、
真
宗
学
院
の

特
別
講
義
に
て
「
等
」
は
僧
伽
で
あ
る
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
弘
経
し
て
き
た
一
人
一
人
の
七
祖
の
後
ろ
に
は
、
無
数

の
大
衆
が
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
衆
一
人
一
人
が
、

そ
の
教
え
に
う
な
ず
き
、
仰
ぎ
、
立
ち
上
が
っ
た
念
仏
者
の
仲

間
が「
等
」な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

日
々
「
帰
命
無
量
寿
如
来　

南
無
不
可
思
議
光
」と
表
白
し
、

「
弘
経
大
士
宗
師
等　

拯
済
無
辺
極
濁
悪
」
と
勤
め
て
い
る
の

は
形
だ
け
で
、「
等
」と
い
う
殊
更
な
呼
び
か
け
に
無
自
覚
に
い

る
私
が
い
た
の
で
し
た
。「
亀
毛
の
ご
と
し
」（
聖
典
一
六
九
頁
）

と
い
わ
れ
る
実
体
の
な
い
も
の
の
例
え
は
、
ま
さ
に
私
の
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。「
等
」
は
経
典
や
正
信
偈
に
登
場
す
る
ビ
ッ
ク

ネ
ー
ム
な
高
僧
だ
け
で
は
な
く
、
今
を
生
き
て
い
る
君
も
含
ま

れ
る
の
だ
ぞ
。
と
い
う
叱
咤
に
さ
ら
さ
れ
た
思
い
で
あ
り
ま
し

た
。

　

さ
て
、
あ
れ
だ
け
執
着
し
て
い
た
髪
の
毛
も
、
今
と
な
っ
て

は
頭
頂
部
よ
り
自
然
に
グ
ッ
バ
イ
の
日
々
で
あ
り
ま
す
。
亀
の

甲
羅
に
付
着
す
る
コ
ケ
が
う
ら
や
ま
し
い
く
ら
い
で
す
。
そ
れ

で
も
今
は
、「『
等
』は『
私
』の
こ
と
で
す
。」と
言
え
る
よ
う
な

仏
道
を
歩
ん
で
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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で
あ
り
ま
し
た
。

　

学
院
生
活
の
学
び
の
中
で
、「
内
な
る

靖
国
」の
存
在
に
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が

大
き
な
転
換
と
な
り
ま
し
た
。「
靖
国
」と

い
う
名
の
「
感
情
の
錬
金
術
」
に
よ
っ
て

植
え
つ
け
ら
れ
た
『
内
な
る
靖
国
』
が
、

戦
後
に
な
っ
て
も
我
々
生
命
の
流
れ
の

奥
底
の
無
意
識
に
深
く
根
付
い
て
、
そ

れ
が
、
精
神
・
生
命
活
動
の
自
由
を
奪

う
「
差
別
心
」
と
な
っ
て
表
れ
、
現
代
に

「
つ
な
が
り
」
を
失
わ
せ
る
退た

い

嬰え
い

的
苦
悩

の
渦
を
引
き
起
こ
し
、
い
つ
し
か
低
年

齢
層
自
殺
や
官
僚
の
犯
罪
に
ま
で
及
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
心
が
私
の
中

に
す
で
に
染
み
つ
い
て
い
て
、
消
え
て

な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
ん
な
申
し

訳
の
な
い
迷
信
心
を
ひ
き
ず
っ
て
る「
罪

悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
の
私
」
だ
か
ら
こ
そ

「
己
を
問
い

続
け
る
」

大
切
さ
、

そ
ん
な
私

に
寄
り
添

い
た
も
う

お
念
仏
の

喜
び
の
尊

さ
が
思
い

知
ら
さ
れ

ま
し
た
。

 

齊
藤　

優
華

　

仏
法
の
教
え
が
、ど
れ
程
多
く
の
人
々

の
苦
悩
と
、
そ
の
願
い
の
上
に
受
け
継

が
れ
て
き
た
の
か
。
そ
う
い
う
長
く
て

深
い
歴
史
の
重
み
と
、
今
も
変
わ
る
こ

と
の
な
い
人
間
の
本
性
を
、
学
院
で
の

学
び
を
通
し
て
知
ら
さ
れ
た
。
今
、
学
院

へ
通
え
な
い
寂
し
さ
を
感
じ
つ
つ
毎
日

の
日
常
に
追
わ
れ
た
生
活
に
あ
っ
て
も
、

三
年
前
に
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
慶
び

と
問
い
の
中
で
過
し
て
い
る
と
思
う
。

　

寺
に
育
ち
な
が
ら
何
一
つ
知
ら
ず
に

い
た
私
に
は
入
学
し
て
か
ら
の
生
活
に

「
や
っ
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

不
安
と
、
知
ら
な
い
こ
と
へ
の
恥
か
し

さ
や
焦
り
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
授
業
の

中
で
「
法
話
を

よ
く
聞
き
に
来

る
お
ば
あ
さ
ん

が
『
足
の
裏
で

聞
き
ま
し
た
』

と
話
さ
れ
た
」

お
話
し
や
「
出

席
が
大
切
」
と

言
わ
れ
た
言
葉

に
、
私
も
と
に

か
く
身
を
運
ぼ

う
と
、
眠
さ
と

戦
い
な
が
ら
車

を
走
ら
せ
、
意

味
も
分
か
ら
ず

ノ
ー
ト
を
と
っ

た
。
学
院
に
は
、

私
た
ち
の
為
に

時
間
を
作
り
熱
く
指
導
し
て
下
さ
る
先

生
方
や
関
わ
っ
て
下
さ
る
方
々
、
学
院

で
な
い
と
訪
れ
る
こ
と
の
な
い
場
所
。

初
め
て
知
る
教
え
、
人
間
の
姿
や
考
え

方
。
修
練
で
の
仏
道
の
生
活
。
そ
し
て
共

に
学
び
語
る
朋
。
本
当
に
沢
山
の
出
遇

い
が
あ
り
、
大
変
な
こ
と
も
含
め
て
学

院
が
楽
し
み
と
な
っ
た
。
一
方
で
学
べ

ば
学
ぶ
程
迷
い
悩
む
問
い
も
生
ま
れ
た
。

　

学
院
は
学
び
方
を
学
ぶ
場
だ
と
、
た

だ
た
だ
身
を
仏
法
に
浸
し
日
常
と
教
え

を
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
三
年
間
。
休

ま
ず
に
通
え
た
こ
と
も
私
に
仏
の
教
え

を
届
け
て
下
さ
っ
た
様
々
な
必
然
の
上

に
あ
る
の
だ
と
感
じ
る
。
そ
し
て
、
本
当

の
学
び
が
こ
れ
か
ら
始
ま
る
。

　

三
界
に
生
き
る
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
、
一
つ
一
つ
の
気
付
き
を
大
切

に
聞
き
続
け
、
問
い
続
け
て
行
け
た
ら

と
思
う
。
今
を
慶
び
手
を
合
わ
せ
て
い

き
た
い
。
そ
し
て
、
学
院
で
の
出
遇
い
を

ず
っ
と
大
切
に
歩
ん
で
い
き
た
い
。
本

当
に
貴
重
な
三
年
間
を
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

 

藤
原　
　

慈

　

今
年
の
春
、
金
沢
真
宗
学
院
を
卒
業

し
ま
し
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、『
真
宗
門

徒
の
僧
の
始
ま
り
』の
瞬
間
で
も
あ
り
ま

す
。
入
学
し
た
当
時
は
、「
長
時
間
の
正

座
に
耐
え
ら
れ
る
か
」「
難
し
い
漢
字
の

お
経
の
言
葉
を
覚
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、

話
せ
る
だ
ろ
う
か
」と
い
う
不
安
を
抱
え

な
が
ら
入
学
式
に
臨
み
ま
し
た
。
真
宗

宗
歌
を
歌
い
出
し
た
瞬
間
か
ら
、
い
よ

い
よ
始
ま
る
ん
だ
な
と
感
じ
た
こ
と
は

今
で
も
記
憶
の
中
に
あ
り
ま
す
。

　

元
々
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
疎
い

私
で
し
た
が
、
明
る
く
接
す
る
仲
間
と

の
出
遇
い
、
講
義
や
声
名
作
法
で
声
を

高
々
に
語
り
か
け
る
先
生
方
の
法
の
叫

び
、
諸
研
修
や
修
練
の
学
び
は
、
そ
れ
ま

で
に
胸
の
奥
底
に
懐
い
て
い
た
先
入
観

が
打
ち
破
ら
れ
、
真
宗
門
徒
と
し
て
生

涯
を
掛
け
る
決
意
を
固
め
た
尊
い
御
縁

真
宗
学
院
を
卒
業
し
て

卒業式（2018年3月28日）
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め
に
必
ず
響
き
に
よ
っ
て
伝
え
な
け
れ

ば
心
に
届
き
ま
せ
ん
。

　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
葉
は
響

き
と
な
っ
て
人
の
心
の
中
に
浸
透
し
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

口
で
唱
え
、
耳
で
聞
き
、
そ
の
響
き
が

心
の
中
に
浸
透
し
て
受
け
継
が
れ
て
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

自
分
は
こ
れ
か
ら
、
念
仏
の
意
味
と

想
い
を
少
し
づ
つ
理
解
し
、
ま
ず
は
念

仏
を
己
の
心
に
響
か
せ
る
こ
と
が
最
初

の
一
歩
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
ま
だ
幼
い
時
、
念
仏
は
死
者

の
た
め
の
呪
文
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

念
仏
の
響
き
は
、
今
生
き
て
い
る
私

達
の
為
の
問
い
そ
の
も
の
だ
と
気
づ
か

さ
れ
ま
す
。

　

死
を
見
つ
め
生
を
見
つ
め
、
自
分
を

見
つ
め
、
釈
尊
の
言
葉
の
響
き
、
親
鸞
聖

人
の
言
葉

の
響
き
を

聴
く
こ
と

が
、
今
生
き

て
い
る
私
た

ち
に
こ
そ
一

番
必
要
な
も

の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

近
い
将

 

二
年
生　

井
上
ゆ
り
枝

　

先
日
冷
蔵
庫
を
開
け
た
ら
、
メ
ー
プ

ル
シ
ロ
ッ
プ
の
重
た
い
瓶
が
足
の
指
に

落
下
。「
痛
い
、
痛
い
」
と
ギ
ャ
ン
ギ
ャ
ン

騒
い
で
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
と
、
夫
が

キ
ッ
チ
ン
を
覗
き
に
来
た
。「
メ
ー
プ
ル

シ
ロ
ッ
プ
が
、
冷
蔵
庫
か
ら
落
ち
て
き

た
の
だ
」
と
訴
え
る
と
、
床
に
転
が
っ
て

い
た
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
の
瓶
と
、
そ

の
隣
に
あ
っ
た
柚
子
シ
ロ
ッ
プ
の
瓶
を

じ
っ
と
見
て
言
う
。「
も
し
か
し
て
、
メ

ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
の
隣
に
あ
っ
た
柚
子

シ
ロ
ッ
プ
を
引
き
抜
い
て
、
そ
の
せ
い

で
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
が
落
ち
て
き
た

わ
け
じ
ゃ
な
い
よ
ね
？
」
と
。「
ご
明
察
。

柚
子
シ
ロ
ッ
プ
を
取
っ
た
ら
、
メ
ー
プ

ル
シ
ロ
ッ
プ
が
勝
手
に
落
ち
て
き
た
」と

私
は
答
え
た
。「
そ
れ
は
落
ち
て
き
た
の

で
は
な
い
。
落
と
し
た
ん
だ
」「
い
や
、
落

ち
て
き
た
」「
原
因
を
自
身
に
見
つ
け
ら

れ
な
い
限
り
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す

よ
。
そ
の
足
の
指
の
痛
み
は
煩
悩
の
痛

み
だ
」「
ひ
ど
い
。
余
計
に
痛
く
な
っ
て

き
た
」

　

真
宗
と
は
無
縁
だ
っ
た
私
が
、
結
婚

し
て
金
沢
に
来
て
一
年
。
一
年
前
と
は

ま
る
で
違
う
こ
ん
な
日
常
を
送
り
つ
つ
、

寺
に
生
ま
れ
た
夫
と
共
に
真
宗
学
院
に

通
っ
て
い
る
。
た
く
さ
ん
の
ご
縁
を
い

た
だ
き
、
授
業
や
法
話
を
聞
き
な
が
ら
、

自
身
を
振
り
返
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
。

学
歴
、
年
収
、
周
り
か
ら
の
信
頼
…
…
そ

う
い
っ
た
も
の
に
寄
り
か
か
っ
て
い
な

い
と
思
っ
て
い
た
自
分
が
、
い
か
に
そ

れ
ら
に
縋す

が

っ
て
い
た
か
に
気
づ
か
さ
れ

た
。
あ
る
い
は
、
私
と
い
う
存
在
が
以
上

も
以
下
も
な
い
、
た
だ
の
私
で
あ
る
こ

と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
な

お
、
私
で
は
な
く
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ

が
悪
い
の
だ
と
思
い
、
思
い
通
り
に
な

ら
な
い
こ
と
に
腹
を
立
て
る
私
が
い
る
。

一
年
経
っ
て
も
、
私
の
身
勝
手
さ
や
傲

慢
さ
は
少
し
も
薄
ま
ら
な
い
が
、
あ
れ

も
こ
れ
も
当
た
り
前
で
は
な
い
と
感
謝

す
る
こ
と
は
増
え
た
よ
う
に
思
う
。
い

た
だ
い
た
ご
縁
に
感
謝
し
て
、
残
り
の

学
院
生
活
も
歩
ん
で
い
き
た
い
。

 

二
年
生　

図
書　

武
典

　

真
宗
学
院
に
入
学
さ
せ
て
戴
き
二
年

目
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。　

　

入
学
当
初
、
世
界
遺
産
合
掌
造
り
集

落
の
道
場
の
後
を
継
ぐ
為
と
、「
～
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
気
持
ち
だ
け

で
し
た
。

　

し
か
し
、
一
年
間
真
宗
学
院
で
の
授

業
や
、
指
導
の
方
々
や
同
期
の
方
々
と

接
し
、
仏
教
を
少
し
見
つ
め
て
い
く
う

ち
に
、
形
や
物
質
の
外
観
に
と
ら
わ
れ

て
い
る
誤
り
に
気
づ
き
ま
し
た
。

　

建
物
や
形
式
、
世
間
体
を
守
る
の
で

は
な
く　

仏
教
を
通
し
て
自
己
や
死
を

見
つ
め
、
生
き
て
い
る
尊
さ
、
念
仏
の
中

に
こ
め
ら
れ
た
感
謝
の
言
葉
を
子
供
た

ち
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
仏
教
の
最
も

大
切
な
本
質
な
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。

で
は
伝
え
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い

い
の
か
。　

　

ど
ん
な
言
葉
に
も
、
意
味
、
想
い
、
響

き
が
存
在
し
ま
す
。
意
味
、
想
い
だ
け
で

は
相
手
に
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
伝
え
る
た

キ
ャ
ン
パ
ス
レ
ポ
ー
ト

　

こ
の
上
は
、『
内
な
る
靖
国
』と
い
う
名

の
自
力
の
迷
心
と
決
別
し
、
常
に
自
己

の
姿
を
問
い
続
け
て
聞
法
精
進
に
励
み
、

十
方
に
お
念
仏
の
教
え
を
伝
え
て
参
り

ま
す
。

宮森忠利先生の特別講義（2017年7月25日）
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し
、
一
日
一

日
を
大
切
に

学
院
生
活
を

送
ら
さ
せ
て

い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
二
年

生
の
一
年
間

は
ク
ラ
ス
の

世
話
役
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
二
年
生
に
な
っ
て
最
初
の
ク
ラ
ス

の
親
睦
会
は
参
加
人
数
も
正
直
少
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
八
月
の
前
期
修
練
か

ら
ク
ラ
ス
が
一
つ
に
な
っ
て
き
た
様
に

感
じ
、
三
月
の
卒
業
生
を
送
る
会
で
は
、

実
行
委
員
を
中
心
に
ク
ラ
ス
全
員
が
協

力
し
卒
業
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

二
年
間
学
院
生
活
を
送
ら
せ
て
い
た

だ
き
、
授
業
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
頭
に

残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
学
院
生
活

が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
た

だ
い
た
縁
、
そ
の
縁
を
通
し
て
自
分
自

身
へ
の
問
い
の
生
活
が
ス
タ
ー
ト
で
き

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

異
な
っ
た
環
境
下
で
、
年
齢
層
も
幅

広
い
ク
ラ
ス
で
残
り
一
年
、多
く
の
方
々

と
語
り
合
い
、
自
分
自
身
の
問
い
を
深

め
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

来
、
集
落
の
方
々
や
、
子
供
た
ち
の
心
に

響
く
よ
う
に
、
大
き
な
声
で
声
明
を
唱

え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
か
け
が
え
の
な
い
響
き
を
、
頭

と
体
と
心
で
問
う
機
会
を
得
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
こ
と
に
、
只
々
感
謝
で
す
。

 

三
年
生　

齊
藤
美
和
子

　

私
が
こ
の
真
宗
学
院
で
の
学
び
を
選

ん
だ
き
っ
か
け
は『
宗
教
は
本
当
に
必
要

な
の
か
』
と
い
う
疑
問
か
ら
で
し
た
。
や

が
て
授
業
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
『
必
要
不

必
要
で
は
な
く
、
元
々
自
分
の
中
に
あ

る
』
と
い
う
答
え
に
辿
り
着
き
ま
し
た
。

空
気
や
水
の
様
に
生
き
て
ゆ
く
た
め
に

必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば『
感
謝
・
罪
悪
・
尊
敬
』に
近
い
、

元
々
眠
っ
て
い
た
も
の
が
何
か
を
き
っ

か
け
に
起
こ
さ
れ
る
も
の
、
気
付
か
さ

れ
る
も
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
自
分
に

都
合
の
良
い
こ
と
を
さ
れ
る
と「
あ
り
が

と
う
」
と
感
謝
と
い
う
感
情
を
知
り
、
悪

い
行
い
で
罪
悪
を
知
る
。
こ
う
し
て
道

徳
を
覚
え
る
よ
う
に
、
何
か
を
機
に
、
そ

の
時
が
来
た
ら
自
分
の
『
宗
教
心
』
に
気

付
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
そ
の
『
宗
教
心
』
の
表
れ
と
は

何
か
。
感
謝
が
「
あ
り
が
と
う
」
罪
悪
が

「
ご
め
ん
な
さ
い
」
な
ら
ば
、
浄
土
真
宗

は「
お
念
仏
」「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」に
な

る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
、
言
葉
で
は
答
え

ら
れ
ま
す
。で
も
そ
の
言
葉
の
真
意
は
？

　
『
宗
教
心
』
と
は
宗
祖
教
祖
の
教
え
を

信
じ
尊
ぶ
心
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
疑

問
を
抱
い
て
門
を
叩
い
た
こ
の
学
院
で
、

私
は
指
導
し
て
下
さ
っ
た
先
生
方
か
ら

学
び
、
仲
間
か
ら
力
を
貰
い
、
こ
の
浄
土

真
宗
の
教
え
に
悦
び
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
悦
び
こ
そ
が
私
の
宗
教
心
で
す
。

仏
教
、
浄
土
真
宗
の
御
教
え
か
ら
、
今
現

代
を
生
き
る
私
達
の
生
活
の
導
き
に
な

る
お
言
葉
に
出
合
え
ま
し
た
。
日
常
の

生
活
の
中
で
も
、
学
院
関
係
者
の
皆
様

や
仲
間
、
そ
し
て
有
縁
の
方
々
か
ら
の

多
く
の
言
葉
触
れ
合
い
が
私
の
人
生
に

な
っ
て
い
ま
す
。
素
朴
な
疑
問
が
き
っ

か
け
に
な
り
、
私
に
気
付
か
せ
て
く
れ

ま
し
た
。

　

さ
て『
た

だ
お
念
仏

申
す
』の
真

意
と
は
何

で
し
ょ
う
。

多
分
答
え

は
貰
っ
て

い
ま
す
。

し
か
し
そ

の
答
え
が
腑
に
落
ち
な
い
か
ら
答
え
ら

れ
な
い
の
が
現
状
で
し
ょ
う
。
残
り
一

年
の
学
院
生
活
で
出
遇
え
た
ら
嬉
し
い

で
す
。

 

三
年
生　

且
見　
　

健

　

私
は
三
年
前
に
結
婚
が
縁
で
お
寺
に

入
り
、
二
年
前
に
金
沢
真
宗
学
院
へ
入

学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
金
沢
真

宗
学
院
へ
入
学
し
た
年
の
７
月
か
ら
は
、

縁
を
い
た
だ
き
富
山
県
の
南
砺
市
に
あ

る
城
端
別
院
善
徳
寺
で
勤
務
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。　

　

正
直
初
め
の
頃
は
、
職
場
も
お
寺
、
学

校
も
お
寺
、
当
然
家
に
帰
る
と
お
寺
。
激

変
し
た
自
身
の
生
活
に
自
分
自
身
が
付

い
て
行
け
て
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
私
の
話
を
聞
い
て
い
た
だ
き
、

ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
た
だ
け
る
学
院

の
先
生
方
、
学
業
を
最
優
先
に
と
仕
事

を
カ
バ
ー
し
て
く
だ
さ
る
別
院
職
員
の

方
々
、
色
々
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く

だ
さ
る
別
院
へ
布
教
に
来
ら
れ
る
布
教

使
の
先
生
方
、
そ
し
て
家
族
。
沢
山
の

方
々
に
支
え
ら
れ
学
院
生
活
を
送
れ
て

い
る
の
だ
と
今
は
、
感
謝
の
気
持
ち
を

忘
れ
ず
に
ま
た
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ

て
し
ま
い
そ
う
な
日
は
そ
れ
を
問
い
と

報恩講（2018年1月15日）

報恩講法話（2018年1月15日）
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真宗学院一泊研修会
日　時　２０１８年２月１７日（土）午後４時～１８日（日）午前１０時
場　所　真宗会館・東別院会館・教務所
テーマ　現代と真宗　大切な人を亡くすということ～お寺から死別を支える～
講　師　尾角光美 氏（一般社団法人リヴオン代表）

　

グ
リ
ー
フ
と
は
、
大
切
な
人
々
と
の
離
別
や
大
事
な
も
の
を
失
う
こ

と
で
生
ま
れ
て
く
る
反
応
や
感
情
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
表
し
て
い
る
そ

う
で
す
。

　

深
い
悲
し
み
に
よ
る
閉
塞
感
を
破
り
次
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
大

切
な
機
縁
に
な
る
の
は
、
や
は
り
人
と
の
出
遇
い
だ
と
思
い
ま
す
。

　

九
卓
そ
れ
ぞ
れ
六
人
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
皆
さ
ん
活
発
な
意
見

を
交
換
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。
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比
叡
山
延
暦
寺
西
塔
・
常
行
三
昧
堂

　

親
鸞
聖
人
が
こ
の
三
昧
堂
で
「
堂
僧
」
を
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記

録
が
あ
り
ま
す
。
中
国
天
台
よ
り
伝
わ
る
常
行
三
昧
の
行
法
と
は
、

念
仏
を
唱
え
な
が
ら
、
九
十
日
間
、
阿
弥
陀
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
る

堂
内
を
歩
き
廻
り
つ
づ
け
る
も
の
で
す
。
聖
人
は
、
ど
の
よ
う
な
思

い
で
修
行
を
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

学院移動研修会
日　時　２０１７年９月２日（土）
  ～３日（日）
場　所　比叡山延暦寺
テーマ　「宗祖親鸞聖人ご旧跡参拝」

比叡山参拝部の
星野さんより、
仏華のお話を
いただきました。
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も
仏
の
証
り
が
通
ず
る
。
そ
う
い
う
一

面
が
ま
ず
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
仏
と
通
じ
合
っ
た
そ
の
内
容
は
、
他

の
人
々
に
も
通
じ
て
い
く
内
容
を
持
っ

て
い
る
。

　
『
教
行
信
証
』の「
教
巻
」は
、

「
謹つ

つ
し

ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、

二
種
の
回え

向こ
う

あ
り
。
一
つ
に
は
往お
う

相そ
う

、
二
つ
に
は
還げ
ん

相そ
う

な
り
。」

 

（
聖
典
一
五
二
頁
）

　

こ
う
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、

こ
の
仏
と
通
じ
て
い
く
方
向
を
、
伝
統

的
な
言
葉
で「
往
相
」。
そ
の
内
容
は「
自

利
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て

仏
と
通
じ
合
っ
た
そ
の
事
柄
は
、
ま
た

他
の
人
々
と
通
じ
て
い
く
。
こ
れ
が
「
還

相
」、
別
の
言
葉
で
言
え
ば
教
化
。
自
利

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
「
利
他
」
と
い

う
問
題
に
な
り
ま
す
。
仏
と
通
じ
て
い

く
こ
と
が
、
他
の
衆
生
と
も
通
じ
て
い

く
。
そ
し
て
通
ず
る
と
い
う
こ
と
で
形

成
さ
れ
て
い
く
も
の
が
僧
伽
と
言
わ
れ

る
も
の
で
す
。

　
『
末
燈
鈔
』
と
い
う
、
親
鸞
聖
人
の
書

簡
を
集
め
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

八
十
八
歳
の
お
手
紙
に
、

「
故
法
然
聖
人
は
、「
浄
土
宗
の
ひ
と

　

前
回
申
し
上
げ
た
こ
と
で
す
が
、『
教

行
信
証
』
に
は
、
そ
の
撰
述
の
理
由
と
し

て
「
仏
恩
報
謝
」、「
知
恩
報
徳
」
と
い
う

こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
仏
の
恩
を
知
っ
て
、
そ
の
恩
に

報
い
て
い
く
場
と
し
て
、
こ
の
世
の
中

が
見
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。

　

仏
教
の
伝
統
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
世

は
捨
て
去
ら
れ
て
い
く
場
所
と
い
う
捉

え
方
が
あ
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
今

日
で
は
、
そ
れ
と
逆
に
、
自
分
の
夢
や
願

い
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
こ
の
世
の

中
を
生
き
る
態
度
な
の
だ
と
い
う
考
え

方
も
あ
る
。
ど
れ
も
こ
の
世
に
対
す
る

生
活
の
態
度
で
す
。

　

け
れ
ど
も
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
を
見

ま
す
と
、
こ
の
世
は
知
恩
報
徳
を
尽
く

し
て
い
く
世
界
な
の
だ
と
。
そ
う
い
う

宗
祖
の
受
け
止
め
は
、
我
々
に
一
つ
の

生
活
の
指
針
を
与
え
て
く
だ
さ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
そ

こ
に
は
、
仏
教
の
世
界
の
広
ま
り
が
あ

り
ま
す
。

　
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
当
然
伝
え
る
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
仏
法
僧

の
三
宝
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
に
仏
教
が

伝
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
場
合
、
だ
れ
に
、
ど
う
い
う
形
で
伝
わ

っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
表
し
て
い
る

の
が
、
出
家
、
在
家
と
い
う
言
葉
で
す
。

　

仏
教
は
、
最
初
は
出
家
を
生
み
出
す

と
い
う
形
で
伝
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
で

す
か
ら
仏
法
僧
の
僧
と
言
っ
た
と
き
に

は
、
出
家
者
が
構
成
員
で
、
在
家
は
そ
の

な
か
に
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
歴
史

的
、
文
献
的
に
み
て
、
善
導
大
師
（
六
一

三
～
六
八
一
）
の
時
代
に
、
仏
法
僧
の
僧

に
広
ま
り
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

善
導
の
『
帰
三
宝
偈
』
は
「
道
俗
時
衆

等
」（
聖
典
一
四
六
頁
）
と
始
ま
り
ま
す
。

「
道
」は
出
家
、「
俗
」は
在
家
で
す
が
、
そ

の
偈
前
の
文
に
は
、「
ま
ず
大
衆
を
勧
む
、

発
し
て
三
宝
に
帰
し
」
と
あ
っ
て
、
善
導

は
、
仏
法
僧
の
僧
を
、
道
俗
と
も
に
と
い

う
意
味
で
、「
大
衆
」と
了
解
さ
れ
た
。
こ

れ
は
善
導
大
師
が
初
め
て
と
言
っ
て
い

い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

日
本
の
仏
教
も
、
仏
法
僧
の
僧
と
言

え
ば
、
出
家
の
僧
を
中
心
と
し
て
展
開

し
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
に
善
導
大
師
と

同
じ
く
、「
道
俗
と
も
に
」と
い
う
基
礎
を

開
か
れ
た
の
は
法
然
上
人
で
す
。
そ
し

て
そ
れ
を
受
け
て
親
鸞
も
、『
正
信
偈
』の

結
び
で
、「
道
俗
時
衆
共
同
心
」。「
道
で
あ

れ
俗
で
あ
れ
今
の
時
を
生
き
る
人
々
よ
」

と
い
う
意
味
で
す
。

　

つ
ま
り
出
家
だ
け
に
仏
の
教
え
、
仏

の
証
り
が
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た
仏
教
の
歴
史
の
な
か
に
、
在
家
の
う

え
に
も
、
つ
ま
り
ど
う
い
う
生
活
を
し

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
仏
教
が
関
係

す
る
と
い
う
こ
と
を
、「
大
衆
」と
か「
道

俗
時
衆
」が
表
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

仏
法
僧
の
僧
を
「
僧
伽
」
と
言
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
通
じ
合
う
間
柄
を
指
す
言

葉
で
す
。
そ
の
通
じ
合
う
と
い
う
場
合
、

二
つ
の
内
容
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ

は
仏
と
通
じ
合
う
。
出
家
者
だ
け
で
な

く
、
在
家
の
生
活
を
す
る
も
の
の
上
に

『
教
行
信
証
』
入
門
②

 
　
僧  

伽  

の  

仏  

道

平
野
　
　
修
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ら
れ
る
。

　

認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
通
ず
る

と
い
う
意
味
で
す
。
通
じ
な
い
と
い
う

こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
自
分
が
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
認
め
ら
れ
な
い
。
存

在
が
通
じ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
仏
と

通
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
希
有
人
、
最
勝

人
と
認
め
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に

通
じ
て
い
っ
た
と
。

　

あ
と
二
か
所
ほ
ど
見
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
す
が
、『
入
出
二
門
偈
』に
、

「
こ
の
人
は
す
な
わ
ち
凡ぼ

ん

数じ
ゅ

の
摂し
ょ
う

に

あ
ら
ず
、
こ
れ
人
中
の
分ふ

ん

陀だ

利り

華け

な
り
。
こ
の
信
は
最さ
い

勝し
ょ
う

希け

有う

人に
ん

な

り
、こ
の
信
は
妙み

ょ
う

好こ
う

上じ
ょ
う

上じ
ょ
う

人に
ん

な
り
。」

 

（
聖
典
四
六
六
頁
）

　
「
分
陀
利
華
」
と
い
う
の
は
白
蓮
華
の

こ
と
で
す
が
、
そ
の
つ
ぎ
に
「
人
」
と
い

う
こ
と
を
「
信
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し

て
い
ま
す
。
信
と
人
と
い
う
言
葉
が
同

じ
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　

で
す
か
ら
、
我
々
は
信
心
と
い
う
と

心
の
中
の
問
題
の
よ
う
に
考
え
が
ち
で

す
が
、
宗
祖
の
了
解
は
、
信
心
と
い
う
こ

と
を
も
っ
て
人
を
表
す
。
人
と
い
う
こ

と
が
信
心
な
の
だ
と
。
こ
れ
は
随
分
趣

が
違
う
わ
け
で
す
。

は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」と
候
い

し
こ
と
を
、
た
し
か
に
う
け
た
ま

わ
り
候
い
し
う
え
に
、
も
の
も
お

ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま
し
き
人
々
の
ま
い

り
た
る
を
御
覧
じ
て
は
、
往
生
必

定
す
べ
し
と
て
え
（
笑
）
ま
せ
た
ま

い
し
を
み
ま
い
ら
せ
候
い
き
。
ふ

み
ざ
た
（
文
沙
汰
）
し
て
、
さ
か
さ

か
し
き
ひ
と
の
ま
い
り
た
る
を
ば
、

往
生
は
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
、

た
し
か
に
う
け
た
ま
わ
り
き
。
い

ま
に
い
た
る
ま
で
お
も
い
あ
わ
せ

ら
れ
候
な
り
。」 （
聖
典
六
〇
三
頁
）

　
「
も
の
も
覚
え
ら
れ
な
い
あ
さ
ま
し
い

人
た
ち
」、
つ
ま
り
文
字
も
知
ら
ず
、
生

活
に
か
か
り
は
て
、
生
き
る
こ
と
に
す

べ
て
の
時
間
を
費
や
し
て
い
る
も
の
た

ち
。
い
わ
ゆ
る
「
俗
」
で
す
。
そ
う
い
う

人
々
が
や
っ
て
く
る
の
を
見
て
、
に
こ

っ
と
笑
わ
れ
て
、
あ
あ
こ
の
人
た
ち
は

間
違
い
な
く
往
生
な
さ
る
で
あ
ろ
う
と
。

　

そ
し
て
、
文
字
も
読
め
て
、
仏
教
の
教

理
に
つ
い
て
「
さ
か
さ
か
し
く
」、
つ
ま

り
い
か
に
も
賢
そ
う
に
論
議
す
る
人
た

ち
に
は
、
往
生
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
の
で
す
か
ら
、
通
じ
合
っ
た
内
容

は
、
い
ま
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の

と
は
違
う
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

さ
か
さ
か
し
き
人
た
ち
に
了
解
さ
れ

て
い
る
事
柄
は
、
さ
か
さ
か
し
い
人
た

ち
に
は
通
じ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
も
の
も
お
ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま
し
き
人

た
ち
に
は
通
じ
な
い
。
け
れ
ど
も
法
然

が
仏
様
と
通
じ
た
内
容
は
、
も
の
も
お

ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま
し
き
人
た
ち
と
通
じ
て

い
く
内
容
で
あ
っ
た
と
。
こ
れ
は
教
化

の
問
題
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
こ
で
一
つ
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、『
末
燈
鈔
』に
あ
る
よ

う
に
、
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
の
当
時

の
人
た
ち
が
、
辞
書
を
調
べ
、
専
門
的
な

言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
た
末
に

通
じ
た
と
い
う
話
で
は
な
い
わ
け
で
す
。

そ
れ
こ
そ
も
の
も
お
ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま
し

き
人
た
ち
に
通
じ
て
い
っ
た
と
い
う
の

で
す
か
ら
、
我
々
が
考
え
て
い
る
通
じ

方
と
は
違
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
す
る

と
こ
こ
に
、
改
め
て
教
化
と
い
う
問
題

を
考
え
て
い
く
糸
口
が
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

如
来
の
証
り
が
実
現
す
る
新
し
い
仏

法
僧
の
僧
の
意
味
が
確
か
め
ら
れ
て
い

っ
た
わ
け
で
す
が
、
も
う
少
し
一
般
的

な
言
い
方
に
な
る
と
、「
人
」と
い
う
言
い

方
、
人
が
誕
生
す
る
、
人
と
し
て
誕
生
す

る
と
い
う
、
こ
の
「
人
」
と
い
う
こ
と
が

親
鸞
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

仏
と
通
じ
そ
し
て
通
じ
た
も
の
が
他

の
衆
生
に
も
通
ず
る
と
い
う
、
そ
の
通

ず
る
こ
と
で
何
が
出
て
く
る
の
か
と
い

う
と
、
人
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
る
。
人

が
誕
生
す
る
の
だ
と
。

　

こ
れ
は
確
か
め
て
も
ら
い
た
い
と
こ

ろ
で
す
が
、『
教
行
信
証
』の
こ
と
を
、
細

か
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味

で「
広
本
」と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、「
略
本
」

と
呼
ば
れ
る
著
作
が
宗
祖
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
で
す
が
、
そ

こ
に　

「
明
ら
か
に
知
り
ぬ
。
二
尊
の
大

悲
に
縁よ

り
て
、
一
心
の
仏
因
を
獲え

た
り
。
当ま
さ

に
知
る
べ
し
、
こ
の
人
は

希け

有う

人に
ん

な
り
、
最
勝
人
な
り
。」

 

（
聖
典
四
二
一
頁
）

　

つ
ま
り
信
心
が
獲
得
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
を
、
人
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ

れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の「
希
有
人
」と
か「
最
勝
人
」と
い

う
言
葉
は
、
こ
の
世
の
中
で
最
も
よ
く

認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い

ま
す
。
単
に
い
い
人
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
と
認
め
ら

れ
た
。
存
在
が
認
め
ら
れ
た
。
自
分
が
こ

こ
に
あ
る
こ
と
を
希
有
、
最
勝
と
認
め
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レ
ジ
メ
を
用
意
し
て
、
問
題
を
提
起

し
て
あ
り
ま
す
。

　
仏
教
は
行
・
証
が
い
の
ち
で
あ

る
。
行
と
は
証
に
い
た
る
道
で
あ

る
か
ら
行
と
い
う
。
し
か
し
今
日

は
、
行
と
い
え
ば
努
力
し
て
困
難

な
こ
と
を
す
る
こ
と
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
証
と

関
係
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
状
況
の
中
で
い
え
ば
、
浄

土
真
宗
は
行
ら
し
い
行
が
な
い
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
そ
ん

な
ふ
う
に
も
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
浄
土
真
宗

は
仏
教
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

（
イ
）浄
土
真
宗
の
行
・
証
と
は

（
ロ
）賢
・
善
・
精
進
と
念
仏
の
関
係

　

最
初
の
問
題
、
行
・
証
が
仏
教
の
要

だ
と
。
そ
の
場
合
、
仏
教
の
行
と
い
う
の

は
証
に
至
る
か
ら
行
と
い
う
。
た
だ
単

に
難
し
い
こ
と
を
す
る
こ
と
を
行
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ

の
行
と
は
、
証
り
を
開
い
た
人
で
な
け

れ
ば
、
行
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
仏
が
説
か
れ
た
も
の
が

行
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
く
る
。

　

経
典
と
い
う
の
は
教
え
が
説
か
れ
て

　

ま
た
、
こ
れ
は
『
一
念
多
念
文
意
』
で

す
が
、「

ま
た
『
経き

ょ
う

』（
観
経
）
に
の
た
ま
わ

く
、「
若に

ゃ
く

念ね
ん

仏ぶ
つ

者し
ゃ　

当と
う

知ち

此し

人に
ん　

是ぜ

人に
ん

中ち
ゅ
う　

分ふ
ん

陀だ

利り

華け

」
と
の
た
ま
え

り
。（
中
略
）分ふ

ん

陀だ

利り

華け

を
念
仏
の
ひ

と
に
た
と
え
た
ま
え
る
な
り
。
こ

の
は
な
は
、「
人に

ん

中ち
ゅ
う

の
上じ
ょ
う

上じ
ょ
う

華け

な
り
、

好こ
う

華け

な
り
、
妙み
ょ
う

好こ
う

華け

な
り
、
希け

有う

華け

な
り
、
最さ
い

勝し
ょ
う

華け

な
り
（
散
善
義
意
）

と
、
ほ
め
た
ま
え
り
。
光こ

う

明み
ょ
う

寺じ

の
和か

尚し
ょ
う

の
御お
ん

釈し
ゃ
く（
散
善
義
）に
は「
念
仏
の

人
を
ば
、
上じ

ょ
う

上じ
ょ
う

人に
ん

・
好こ
う

上に
ん

・
妙み
ょ
う

好こ
う

人に
ん

・
希け

有う

人に
ん

・
最さ
い

勝し
ょ
う

人に
ん

」
と
、
ほ
め

た
ま
え
り
。」 

（
聖
典
五
三
七
頁
）

と
、「
人
」と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て

い
ま
し
て
、
つ
づ
い
て
同
じ
く
善
導
の

『
観
念
法
門
』の「
常
照
是
人
」と
い
う
言

葉
に
あ
た
っ
て
、

「「
是ぜ

人に
ん

」と
い
う
は
、「
是ぜ

」は
非ひ

に

対た
い

す
る
こ
と
ば
な
り
。
真し
ん

実じ
つ

信し
ん

楽ぎ
ょ
う

の
ひ
と
を
ば
是ぜ

人に
ん

と
も
う
す
な
り
。

虚こ

仮け

疑ぎ

惑わ
く

の
も
の
を
ば
非ひ

人に
ん

と
い

う
。
非ひ

人に
ん

と
い
う
は
、
ひ
と
に
あ
ら

ず
と
き
ら
い
、
わ
る
き
も
の
と
い

う
な
り
。
是ぜ

人に
ん

は
、
よ
き
ひ
と
と
も

う
す
。」 

（
聖
典
五
三
八
頁
）

　

こ
の
「
是
人
」
は
、
こ
れ
が
人
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。
こ
の
人
で
な
く
、
こ
れ
こ
そ

人
だ
と
。
ど
う
い
う
こ
と
が
本
当
に
人

と
い
え
る
の
か
。
真
実
信
楽
の
人
、
こ
れ

こ
そ
人
で
あ
る
と
、
信
心
を
も
っ
て
人

を
表
し
て
い
る
。
仏
と
通
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
が
人
と
い
う
こ

と
な
の
だ
と
。

　

今
日
の
よ
う
に
人
間
で
あ
る
こ
と
が

前
提
に
な
っ
て
い
る
時
代
と
違
っ
て
、

人
間
に
な
る
こ
と
が
絶
え
ず
問
題
に
な

っ
て
い
た
時
代
、
人
間
と
反
対
の
概
念

と
し
て
あ
っ
た
も
の
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・

畜
生
、
三
悪
趣
と
言
わ
れ
る
人
間
を
失

っ
た
あ
り
方
。
ま
た
鬼
神
と
か
魔
と
い

う
、
人
間
以
上
の
強
い
力
を
持
つ
存
在
。

そ
う
い
う
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
に
転
落

し
て
い
く
よ
う
な
あ
り
方
を
離
れ
、
魔

や
鬼
神
、
そ
う
い
う
も
の
に
振
り
回
さ

れ
る
よ
う
な
あ
り
方
も
離
れ
て
、
自
分

と
い
う
存
在
の
意
義
が
よ
く
よ
く
認
め

ら
れ
た
と
こ
ろ
に
人
と
い
う
言
葉
で
語

ら
れ
求
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
と

思
う
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
、
仏
に
認
め
ら
れ
て
自
ら

を
人
と
し
て
名
告
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
他
を
人
と
し
て

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、

僧
伽
と
い
う
こ
と
で
形
成
さ
れ
て
き
た

内
容
で
す
。
そ
う
い
う
僧
伽
の
形
成
と

い
う
こ
と
が
、
宗
祖
が
『
教
行
信
証
』
を

撰
述
さ
れ
た
こ
と
の
中
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
思
う
の
で
す
。
自
ら
が
人

と
な
り
、
そ
し
て
限
り
な
く
人
が
誕
生

し
て
い
く
こ
と
が
願
わ
れ
て
、『
教
行
信

証
』を
お
書
き
に
な
ら
れ
た
か
と
思
う
の

で
す
。

　

こ
こ
ま
で
前
回
申
し
上
げ
ら
れ
な
か

っ
た
点
を
補
充
し
て
お
き
ま
し
て
、
次

に
進
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

｜ 

｜ 

｜ 

｜ 

｜ 

｜ 

｜ 

｜ 

｜ 

｜
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け
も
知
ら
ず
念
仏
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
賢
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
実
践
す
る
と

こ
ろ
に
善
が
言
わ
れ
、
行
住
座
臥
を
問

わ
ず
で
す
か
ら
、
念
仏
も
賢
・
善
・
精

進
が
内
容
に
な
り
ま
す
。念
仏
に
賢
・
善
・

精
進
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
念
仏
の
理

解
で
す
。

　

こ
の
賢
・
善
・
精
進
と
い
う
の
は
、

方
向
で
言
え
ば
、
仏
の
証
り
に
少
し
で

も
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
方
向
で
す
。

よ
く
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
頑
張

っ
て
続
け
る
と
い
う
こ
と
も
、
仏
に
近

づ
こ
う
と
い
う
こ
こ
ろ
で
す
。
と
こ
ろ

が
そ
れ
に
対
し
て
、
念
仏
は
仏
が
我
々

の
ほ
う
に
近
づ
い
て
く
だ
さ
る
方
向
で

い
る
わ
け
で
す
が
、そ
の
意
味
で
は
、行
・

証
が
そ
の
内
容
に
な
っ
て
き
ま
す
。
行

証
を
内
容
と
す
る
言
葉
の
集
合
が
教
え
。

つ
ま
り
経
典
に
は
教
行
証
が
説
か
れ
て

い
る
。

　

で
す
か
ら
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
何
が
説

か
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は

浄
土
の
教
行
証
が
説
か
れ
て
い
る
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
行
は

何
か
と
い
え
ば
、
行
は
念
仏
で
す
。
で
は

証
は
な
に
か
。
証
は
言
う
ま
で
も
な
く

大
般
涅
槃
、
無
上
涅
槃
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
無
上
涅
槃
と
か
大
般
涅
槃
と
い

う
と
我
々
に
は
掴
み
よ
う
の
な
い
言
葉

で
す
が
、『
教
行
信
証
』で
確
か
め
て
み
ま

す
と
、「
信
巻
」に「
真
の
仏
弟
子
」と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、

「
こ
の
信
・
行
に
由よ

っ
て
、
必
ず
大だ
い

涅ね

槃は
ん

を
超ち
ょ
う

証し
ょ
う

す
べ
き
が
ゆ
え
に
、

「
真
仏
弟
子
」と
曰
う
。」

 

（
聖
二
四
五
頁
）

　

そ
し
て
こ
の
「
真
の
仏
弟
子
」
を
結
ぶ

と
こ
ろ
で
、

「
念ね

ん

仏ぶ
つ

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

は
、
横お
う

超ち
ょ
う

の
金こ
ん

剛ご
う

心し
ん

を

窮き
わ

む
る
が
ゆ
え
に
、
臨
終
一
念
の

夕ゆ
う
べ

、
大だ

い

般は
つ

涅ね

槃は
ん

を
超ち

ょ
う

証し
ょ
う

す
。」

 

（
聖
典
二
五
〇
頁
）

　
「
大
涅
槃
」
と
か
「
大
般
涅
槃
」
と
、
親

鸞
は
、
な
ぜ
こ
う
い
う
事
柄
に
こ
だ
わ

る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
我
々
に
は
、

往
生
と
い
う
言
葉
な
ら
多
少
は
身
近
で

す
が
、
無
上
涅
槃
の
証
り
を
得
る
こ
と

な
ど
頭
に
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
往
生
と

大
涅
槃
と
は
ど
う
な
る
の
か
。

　

す
る
と
ど
う
も
往
生
と
い
う
の
は
自

覚
を
表
す
。
必
ず
大
涅
槃
に
至
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
自
覚
を
往
生
と
い
う

言
葉
で
表
し
た
わ
け
で
す
。
も
し
そ
う

い
う
往
生
と
い
う
自
覚
が
な
か
っ
た
ら
、

大
涅
槃
も
分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
点

で
、
無
上
涅
槃
に
必
ず
至
る
と
確
信
で

き
た
。
そ
う
い
う
確
信
を
表
す
た
め
に

往
生
を
出
す
わ
け
で
す
。

　
「
証
巻
」の「
標
挙
」（
聖
典
二
七
九
頁
）

に
「
必
至
滅
度
の
願
」
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
四
十
八
の
願
文
の
第
十
一
願
で
す

が
、「
滅
度
」と
い
う
の
は
無
上
涅
槃
、
大

涅
槃
の
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
「
必
至
滅

度
の
願　

無
上
涅
槃
」と
出
せ
ば
い
い
の

で
す
が
、
親
鸞
は
そ
う
さ
れ
ず
に
「
必
至

滅
度
の
願　

難
思
議
往
生
」
と
、「
往
生
」

と
い
う
言
葉
で
必
至
滅
度
と
い
う
こ
と

を
表
わ
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
往
生
と
い
う
こ
と
が
は
っ

き
り
す
る
な
ら
ば
、
無
上
涅
槃
は
得
ら

れ
た
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

難
思
議
往
生
と
往
生
を
出
し
て
、
自
覚

と
い
う
こ
と
を
表
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

仏
と
同
じ
証
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
確

信
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
真
宗
の
証
は

い
う
ま
で
も
な
く
無
上
涅
槃
だ
が
、
そ

う
い
う
無
上
涅
槃
が
確
信
で
き
る
と
い

う
往
生
を
証
り
と
し
て
、「
証
巻
」で
取
り

上
げ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

つ
ぎ
に
行
・
証
の
行
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
行
は
い
う
ま
で
も
な
く
念
仏
で

す
。
こ
の
念
仏
が
行
だ
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
い
く
う
え
で
、レ
ジ
メ
で
は「
賢
・

善
・
精
進
と
念
仏
」と
問
題
を
出
し
て
あ

り
ま
す
。
賢
・
善
・
精
進
と
い
う
こ
と
も
、

こ
れ
は
行
と
し
て
考
え
ら
れ
る
事
柄
で

す
。

　

経
典
に
は
仏
の
教
行
証
が
説
か
れ
て

い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を

よ
く
理
解
し
て
、
そ
の
う
え
で
説
か
れ

て
い
る
こ
と
を
行
じ
て
い
く
。
そ
の
よ

く
理
解
し
て
と
い
う
部
分
が
賢
。
そ
し

て
行
じ
て
い
く
と
こ
ろ
に
善
と
い
う
意

味
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
続
け
る
と
こ

ろ
に
精
進
が
あ
る
。
で
す
か
ら
賢
・
善
・

精
進
が
行
の
内
容
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
問
題
は
、
念
仏
で
も
同
じ
了
解

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
念
仏
の
意

味
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
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九
〇
頁
の
『
浄
土
論
註
』
の
文
に
な
り
ま

す
。
こ
の
文
章
を
境
に
前
半
の
念
仏
の

歴
史
、
七
高
僧
の
歴
史
と
、
後
半
の
大
乗

と
い
う
問
題
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
ま
と

め
る
形
で『
正
信
偈
』が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
大
乗
と
い
う
こ
と
が
、
通
ず
る

と
い
う
問
題
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
表

し
て
い
る
の
が
、中
間
点
の『
浄
土
論
註
』

の
文
で
す
。

「
か
の
安
楽
国
土
は
、
阿あ

弥み

陀だ

如
来

の
正し

ょ
う

覚が
く

浄じ
ょ
う

華け

の
化け

生し
ょ
う

す
る
と
こ
ろ

に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
同ど

う

一い
つ

に

念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
ゆ
え
に
」

 

（
聖
典
一
九
〇
頁
）

　

こ
こ
は『
論
註
』で「
眷
属
功
徳
」に
つ

い
て
表
す
と
こ
ろ
で
す
が
、こ
の「
眷
属
」

と
い
う
の
は
、
最
も
親
し
い
間
柄
、
血
の

通
い
あ
っ
た
仲
間
の
こ
と
で
す
。
振
り

返
っ
た
ら
す
ぐ
後
ろ
に
い
る
も
の
の
こ

と
を
眷
属
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
七
高
僧
が
伝
え
た
念
仏
は
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
親
し
い
間
柄
に
な
る
。

よ
く
通
じ
合
え
る
関
係
に
な
る
と
い
う

こ
と
を
、「
行
巻
」の
後
半
の
、
大
乗
と
い

う
問
題
で
表
そ
う
と
さ
れ
た
わ
け
で
す

が
、
次
回
こ
の
大
乗
の
意
味
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
平
成
五
年
度　

第
二
回
講
義

 

平
成
五
年
七
月
一
二
日
）

あ
る
と
い
う
の
が
、
親
鸞
聖
人
の
念
仏

の
ご
了
解
で
す
。
ま
っ
た
く
方
向
が
違

う
わ
け
で
す
。

　

で
は
何
を
も
っ
て
近
づ
い
て
く
だ
さ

る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
仏
の
名
号
、

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
の
名
号
を
も

っ
て
、
仏
は
我
々
に
近
づ
い
て
く
だ
さ

る
の
だ
と
。
で
す
か
ら
そ
の
南
無
阿
弥

陀
仏
と
い
う
仏
の
名
号
は
、
そ
の
ま
ま

仏
教
の
教
行
証
と
い
う
意
味
を
持
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い

う
仏
の
名
号
が
、
教
え
と
い
う
意
味
を

持
ち
、
行
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
証
り
に

至
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

念
仏
が
教
え
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、

ま
ず
我
々
に
近
づ
き
呼
び
か
け
る
わ
け

で
す
。
そ
し
て
近
づ
く
だ
け
で
な
く
、

我
々
を
導
き
、
翻
す
と
い
う
意
味
が
出

て
く
る
。
す
る
と
自
分
が
立
っ
て
い
る

立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
そ
の
立
場
が

翻
る
。
こ
う
い
う
内
容
が
、
念
仏
が
行
だ

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
我
々
が
口

に
す
る
か
ら
行
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
。

　

念
仏
が
行
だ
と
い
う
意
味
は
、
南
無

阿
弥
陀
仏
が
持
っ
て
い
る
。
そ
の
南
無

阿
弥
陀
仏
が
我
々
を
導
き
翻
す
と
い
う

こ
と
が
あ
る
か
ら
行
と
い
う
。
我
々
が

努
力
し
て
、
ま
た
こ
こ
ろ
を
込
め
て
口

に
す
る
か
ら
行
と
い
う
の
で
は
な
い
の

だ
と
。
そ
れ
な
ら
念
仏
は
発
音
に
な
っ

て
し
ま
う
。
生
活
に
響
い
て
こ
な
い
わ

け
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
我
々
を
導

き
翻
す
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
に
響
い

て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
念

仏
が
大
事
だ
と
い
う
の
は
、
念
仏
が
生

活
の
指
針
に
な
る
か
ら
な
の
で
す
。

　

念
仏
が
生
活
指
針
と
い
う
意
味
を
は

っ
き
り
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
が
法
然
上

人
で
す
。
法
然
上
人
の
時
代
は
、
仏
教
は

盛
ん
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
比
叡

山
や
奈
良
を
中
心
と
す
る
顕
教
と
、
高

野
山
を
中
心
と
し
た
密
教
。
そ
う
い
う

顕
教
、
密
教
の
考
え
方
が
政
治
や
経
済
、

社
会
の
制
度
と
、
生
活
の
隅
々
ま
で
支

配
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
ど

う
い
う
生
き
方
を
す
れ
ば
い
い
の
か
と

し
た
場
合
、
顕
密
の
考
え
方
が
指
針
に

な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
出
家
者
が
手
本

と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
時
代
に
、
法
然
上
人
は
、

ど
の
よ
う
に
生
活
す
れ
ば
い
い
の
で
す

か
と
い
う
問
い
に
、「
念
仏
で
き
る
よ
う

に
生
活
し
な
さ
い
」と
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ

け
で
す
。
念
仏
を
生
活
の
指
針
と
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

い
わ
く
、「
一
人
で
念
仏
で
き
な
い
な

ら
、
み
ん
な
で
念
仏
し
な
さ
い
。
み
ん
な

と
一
緒
に
で
き
な
い
な
ら
、
一
人
で
念

仏
し
な
さ
い
。
結
婚
し
て
念
仏
で
き
る

な
ら
、
結
婚
し
て
念
仏
し
な
さ
い
」
と
。

法
然
上
人
の
た
だ
念
仏
と
は
、
念
仏
で

き
る
よ
う
に
生
活
し
て
く
だ
さ
い
と
い

う
、
つ
ま
り
念
仏
が
生
活
な
の
で
す
。
発

音
で
は
な
く
、
生
活
の
指
針
だ
っ
た
わ

け
で
す
。

　

そ
し
て
そ
の
こ
と
を
受
け
て
、
宗
祖

は
「
行
巻
」
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏

す
る
こ
と
は
、
我
々
が
賢
・
善
・
精
進

を
尽
く
し
て
如
来
の
こ
こ
ろ
に
近
づ
い

て
い
く
方
向
で
の
行
で
は
な
い
の
だ
。

如
来
の
ほ
う
が
、
我
々
に
近
づ
き
、
我
々

を
導
き
、
そ
し
て
翻
す
と
い
う
意
味
で

行
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
さ
れ

た
か
と
思
う
の
で
す
。

　

こ
の
「
行
巻
」
で
す
が
、
二
つ
の
内
容

に
分
か
れ
ま
す
。
前
半
は
念
仏
の
教
行

証
を
伝
え
た
歴
史
、
つ
ま
り
七
高
僧
の

歴
史
で
す
。
で
す
か
ら
七
高
僧
の
著
作

が
ず
っ
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

後
半
は
念
仏
が
大
乗
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
で
展
開
し
て
い
き

ま
す
。
そ
の
中
間
点
が
真
宗
聖
典
の
一
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● 

真
宗
大
谷
派

  

御
文
拝
読
稽
古
本 

Ｃ
Ｄ
付
き

 

真
宗
大
谷
派
宗
務
所
本
廟
部　

編
集

 

定
価
４
，
５
０
０
円（
税
別
）

　

五
帖
御
文
・
夏
の
御
文
・
御
俗
姓
、

さ
ら
に
所
作
法
の
解
説
を
一
冊
に
収
載

し
ま
し
た
。
お
も
て
表
紙
か
ら
開
く
と

御
文
拝
読
の
稽
古
本
と
し
て
、
う
ら
表

紙
か
ら
開
く
と
所
作
法
の
解
説
本
と
し

て
使
用
で
き
ま
す
。

　

本
文
は
大
谷
派
伝
統
の
読
法
を
可
能

な
限
り
反
映
。
ま
た
拝
読
の
所
作
法
を

オ
ー
ル
カ
ラ
ー
・
写
真
付
き
で
わ
か
り

や
す
く
解
説
し
て
お
り
、
さ
ら
に
代
表

的
な
御
文
十
通
を
収
録
し
た
Ｃ
Ｄ
も
付

属
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
御
文
拝
読

の
練
習
を
始
め
る
方
に
も
、
あ
ら
た
め

て
所
作
法
を

確
認
さ
れ
た

い
方
に
も
お

す
す
め
の
一

冊
。 本

の
紹
介

● 

同
朋
選
書
46

  

聞
法
の
生
活

 

著
者　

藤
井　

慈
等

 

定
価
１
，
０
０
０
円（
税
別
）

　

真
宗
門
徒
が
大
切
に
す
る
「
聞
法
」
と

は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か

…
。

　

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
憶
念
し
な

が
ら
、
師
友
と
の
出
会
い
、
何
気
な
い
日

常
生
活
で
の
出
来
事
を
と
お
し
て
、
我

が
身
を
教
え
ら
れ
て
き
た
著
者
自
身
の

求
道
の
歩
み
、

“
聞
法
の
生
活
”

が
、
日
記
調
の

や
さ
し
い
言
葉

で
つ
づ
ら
れ
た

一
冊
。

● 

伝
道
ブ
ッ
ク
ス
80

  

仏
さ
ま
の
よ
び
か
け

 

著
者　

藤
原　

千
佳
子

 

定
価　

２
５
０
円（
税
別
）

　

仏
法
を
聞
い
て
も
経
済
的
に
得
を
す

る
わ
け
で
も
、
病
気
が
治
る
わ
け
で
も

な
い
の
に
、
仏
法
を
聞
く
必
要
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
…
現
代
社
会
に
生
き
る
私

た
ち
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま

い
が
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
『
教
行
信
証
』「
総
序
」
や
和
讃
な
ど
の

親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
や
、
著
者
自
ら
の

宗
教
的
原
体
験
で
あ
る
お
念
仏
の
教
え

に
生
き
る
人
び
と
と
の
出
会
い
を
と
お

し
て
、
仏
法

を
聞
く
と
は

ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
を

や
さ
し
く
語

り
ま
す
。

● 

あ
な
た
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
③

  

病
に
悩
む
あ
な
た
へ

 

著
者　

田
畑　

正
久

 

定
価　

３
０
０
円（
税
別
）

　

あ
な
た
へ
贈
る
あ
た
た
か
い
メ
ッ
セ

ー
ジ
シ
リ
ー
ズ
第
３
弾
。

　

今
回
は
、
医
師
と
し
て
生
と
死
の
現

場
を
長
年
見
つ
め
続
け
て
き
た
田
畑
正

久
さ
ん
に
よ
る『
病
に
悩
む
あ
な
た
へ
』。

病
と
い
う
現
実
に
直
面
し
た
と
き
、
そ

の
つ
ら
い
事
実
と
ど
う
向
き
合
い
、
生

き
て
ゆ
く
べ
き
か
。
医
師
で
あ
り
仏
教

者
で
あ
る
田
畑
さ
ん
が
、
そ
の
歩
み
を

と
お
し
て
、
病
に
悩
む
人
、
身
近
に
病
に

悩
む
人
が
い

る
方
へ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を

や
さ
し
く
つ

づ
る
。

　

巻
頭
言
は
昨
年
度
ま
で
長
き
に
わ
た
り

学
院
の
声
明
作
法
を
指
導
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
能
浦
先
生
に
お
願
い
い
た
し
ま
し

た
。
正
信
偈
の
結
歓
の
「
弘
経
の
大
士
・

宗
師
等●

」の「
等
」と
は
だ
れ
の
こ
と
か
と

い
う
問
い
に
、
あ
ら
た
め
て
自
分
が
「
等
」

の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
泊
研
修
で
は
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
つ

い
て
学
び
ま
し
た
。
大
切
な
人
を
失
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
お
も
ち
の
方
々
に
対

し
て
僧
侶
は
何
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

講
師
の
先
生
が
、
ご
自
分
の
ご
家
族
を
亡

く
さ
れ
、
悲
し
み
苦
し
み
の
中
で
、
知
人

の
僧
侶
か
ら
「
あ
な
た
の
大
切
な
ご
家
族

は
、
今
、
苦
し
み
の
な
い
浄
土
に
帰
ら
れ

た
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
」。
そ
の
僧
侶

の
言
葉
で
先
生
自
身
が
救
わ
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
僧
侶
で
あ
る
自
分
が
伝

え
語
る
重
み
を
感
じ
ま
し
た
。

　

平
野
修
先
生
の
「
教
行
信
証
」
入
門
で

は
、
ど
の
よ
う
な
生
活
で
あ
ろ
う
と
も
仏

教
は
開
か
れ
、
信
心
と
い
う
こ
と
を
も
っ

て
、
念
仏
を
生
活
の
指
針
と
す
る
人
々
の

関
係
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
教
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
関
係
に
つ
い
て
、
月
忌
参
り
で
九

十
歳
を
超
え
た
お
婆
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
正

信
偈
を
勤
め
る
家
が
あ
り
ま
す
。
一
緒
に

勤
め
る
正
信
偈
は
大
き
く
響
く
声
な
の
で

す（
音
程
は
、ず
れ
る
の
で
大
変
で
す
が
）。

娘
さ
ん
は
、
す
い
ま
せ
ん
う
る
さ
く
て
と

申
し
訳
な
さ
そ
う
に
言
い
ま
す
が
、
お
婆

ち
ゃ
ん
の
正
信
偈
は
娘
さ
ん
た
ち
ご
家
族

の
全
身
に
響
き
わ
た
っ
て
い
る
で
し
ょ

う
。 

（
安
部
）

編

集

後

記


