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f
j法
語

も
っ

善
人
な
お
以
て
往
生
す

い
わ
ん

況
や
悪
人
を
や
の
事

。

（
醍
醐
本

く
で
ん

口
伝
こ
れ
有
り

。

『
法
然
上
人
伝
記
』
）

現
代
語
訳
ー

善
人
で
さ
え
極
楽
に
往
生
で
き
る

、

ま
し
て
悪
人
は
な
お
さ
ら
で
き
る
と
い
う

事
。

こ
う
い
う
口
伝
が
あ
る
。

解
説こ

れ
は
「法
然
上
人
伝
記
j
と
い
う
、
上
人
没
後

3
0年
(
1
2
4
3
)に
編
硲
さ

れ
た
「
最
初
の
法
然
上
人
全
集
」
に
出
て
く
る
言
薬
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
写
本

が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
編
硲
し
て
か
ら6
7
5

年
後
の
大
正
6

年
(
1
9
1
7
)、

さ
ん
ぼ
う
い
ん

京
都
の
真
言
宗
の
大
本
山
醍
醐
一
―
―
宝
院
の
宝
蔵
か
ら
で
す

。

そ
れ
で
『醍
醐
本
j

と
い
わ
れ
る
の
で
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
おHonen Shonin's Sayings 
Even the good could attain their birth in the 

Paradise, so the bad could do so all the more 
Th.is was passed down to posterity orally. (from 
Daigo Edition of the Biography of Honen 
Shonin) 

Commentary 
This saying appears in the Biography of Honen 

Shonin, his first complete work that was 
compiled in 1243, thirty years after Honen's 
death. This manuscript was discovered in a 
treasure house of Daigo Samboin, the main 
temple of the Shingon sect of Buddhism in Kyoto 
The discovery was made in Taisho 6 (in 1917), 
675 years after the editing. Then, it is called 
Daigo Edition, probably because this remark of 
Honen's was written down in this edition 

＝
ロ

上

゜



梶
村

そ
ら
く
こ
の

言
葉
が
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す。

仏
教
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
悪
い
こ
と
は
す
る
な

、
善
い
こ
と
を
せ
よ
」
と
教

え
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
は
、
そ
の
逆
を

言
っ
て
い
る
よ
う
み
え
ま
す

。

も
し
こ

れ
が
当
時
の
仏
教
界
に
聞
こ
え
れ
ば
、
小
さ
な
法
然
教
団
な
ど
ひ
と
た
ま
り
も

な
く
沿
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す。

そ
こ
で
上
人
は
、
本
当

に
浄
土
教
の
分
か
っ
て

い
る
人
に
だ
け
、
こ
の

言
葉
を
口
伝
と
し
て
伝
え
ま
し
た

。

そ
れ
が
記
録
さ
れ

て
残
っ
た
の
が
、
『醍
醐
本
j
と

「歎
毀
抄
j
で
す
。
『
歎
異抄
』
も
、
こ
れ
を
法
然
上

人
の
言
葉
と
し
て
伝
え
て
い
る
の
で
す
が
、
明
治
時
代
に
、
親
閤
聖
人
(
l
l

7
3
S
1
2
6
2
)

の
言
葉
と
読
み
違
え
て
今
日
に
至
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

。

お
互
い
自
分
を
顧
み
れ
ば
、
仏
教
の
基
本
の
教
え
で
あ
る
「
戒
律
を
守
り
、

心
を
定
め
、
教
え
の

真
意
を
知
る
」
と
い
う

三
つ
の
こ
と
さ
え
守
れ
な
い
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
ま
す。

そ
れ
で
ど
う
し
て
善
人
な
ど
と
言
え
ま
し
ょ
う
か

。

そ

の
善
人
だ
け
が
救
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
守
れ
な
い
悪
人
は
、

ど
う
す
れ
ば
救
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う

。

上
人
は
長
年
苦
闘
の
結
果
、
阿
弥
陀
仏
は
、
一
心
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え

た
人
を
極
楽
に
救
い
と
る
と
誓
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
教
え
を
守
れ

な
い
悪
人
は
、
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
極
楽
に
往
生
す
れ
ば
よ
い
と

い
う
こ
と
で
す

。
換
言
す
れ
ば
、
悪
人
こ
そ
浄
土
に
往
生
で
き
る
人
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す

。

昇
亜
細
亜
大
学
名

誉教
授

Needless to say, Buddhism teaches us "Don't do evil things. Do nght things". Honen in the 
above quotation seems to have said the opposite of this Buddhist teaching. II Honen's remark 
had been overheard by the Buddhist community of those days, the small I lonen religious group 
would have been destroyed irresistibly. Then, Honen delivered these words orally only to those 
who really understood the Pure Land Buddhism. The documents that put the words down in 
writing were Daigo Edition and Tannisho. Tannisho also passed them down to posterity 
regarding them as Honen's words. However, they were misinterpreted as Shinran Shonin's 
(1173-1262) in the Meiji era 叩d, ever since, the interpretation has been handed down as such 
Reflecting on their own selves, all people notice that they caJU1ot obey even the three basic 

Buddhist ways of practice namely, keeping the precepts for good behaviors, keeping the 
concentration of mind, and 由scerning the true intentions of Buddhist teachings. I can see no 
reason why such people are supposed to be good. lf only these good people can be saved, how 
on earth can bad people who caJU1ot obey the Buddhist disciplines find salvation? 
After his bitter struggle over a period of many years, Honen realized that Amida Buddha had 

vowed that He would extricate and bring to the Paradise those who uttered N釘n Amida Butsu 
with single-minded devotion. Amida Buddha's Vow is that, as to bad people who crurnot 
observe the teac血gs, they are allowed to go to the Paradise by virtue of His Original Vow. In 
other words, it is bad people who can attain their birth in the Paradise 

英訳 う可t目5む台 中央大学文学部教授



だ
で
す
る

と
し
て
の

麒
田
一照



「からだでする念仏」 としての坐禅

一
般
的
に
は
、
坐
禅
は
「
禅
仏
教
の
自
力
難
行
」
、
念
仏
は
「
浄
土
仏
教
の
他
力
易
行
」
と
カ
テ
ゴ
リ

ー
的
に
分
類
・
区
別
さ
れ
、
あ
た
か
も
全
く
別
物
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

。

さ
ら
に
は
そ
れ
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
お
互
い
に
対
極
的
・
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
と
す
ら
思
わ
れ
て
い
る
の
で
、
坐
禅
人
は

念
仏
を
す
べ
き
で
は
な
く
、
念
仏
者
は
坐
禅
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
相
互
排
他
的
な
雰
囲

気
さ
え
生
ま
れ
て
い
ま
す

。

と
り
わ
け
日
本
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
の
伝
統
も
「
た
だ
坐
禅
」、
「
た
だ
念

仏
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
て
、
ひ
ら
す
ら
そ
の

一
っ
の
行
だ
け
に
依
拠
す
る
こ
と
を
特
に
強
調
し
て
い

ま
す
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
修
行
は
必
然
的
に
否
定
·
排
除
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す

。

た
と
え
ば
、
最
近
知
り
合
い
に
な
っ
た
真
宗
の
若
い
お
坊
さ
ん
は
、
仏
教
の
坐
禅
や
瞑
想
に
関
心
を
持

っ
て
熱
心
に
学
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
「
真
宗
の
僧
侶
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
こ
と
を
し
て
い
る
」
と
い
う
ま

わ
り
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
陰
に
陽
に
感
じ
て
い
る
そ
う
で
す

。

ま
た
、
わ
た
し
は
縁
あ
っ
て
念
仏
の

お
寺
を
た
ず
ね
た
と
き
は
、
そ
こ
の
み
な
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
…

」
と

お
念
仏
し
ま
す
が
、
そ
ん
な
と
き
「
え
っ
、
禅
宗
の
お
坊
さ
ん
が
お
念
仏
し
て
も
い
い
ん
で
す
か
狩
」
と

よ
く

言
わ
れ
ま
す
。

こ
う
い
う
妙
に
窮
屈
で
堅
苦
し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
坐
禅
に
し
て
も
念
仏
に
し
て
も
、
特

定
の
宗
派
が
独
占
し
て
い
る
宗
派
的
な
行
法
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
し
ま
い
、
宗
派
人
と
し
て

念
仏
を
し
、
宗
派
人
と
し
て
坐
禅
を
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う

。

し
か
し
、
本
来
の
坐
禅
や
念
仏
は
そ
の

坐
禅
と
念
仏
は
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
か
？

5
 



わ
た
し
が
深
く
敬
愛
し
て
い
る
仏
法
者
の

一
人
で
あ
る
良
寛
さ
ん
は
道
元
禅
師
門
下
の
修
行
者
と
し
て

ず
っ
と
坐
禅
を
し
て
こ
ら
れ
た
お
方
で
す

。

し
か
し
、
そ
の
良
党
さ
ん
は
同
時
に

「心
も
る
こ
と
ば
も
遠
く
と
ど
か
ね
ば
は
し
な
く
も
御
名
を
と
な
え
こ
そ
す
れ

」

「
お
ろ
か
な
る
身
こ
そ
な
か
な
か
う
れ
し
け
れ
弥
陀
の
野
い
に
あ
う
と
思
え
ば
」

「
草
の
庵
に
寝
て
も
覚
め
て
も
申
す
こ
と
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
」

「
わ
た
し
に
し
身
に
し
あ
り
せ
ば
今
よ
り
は
か
に
も
か
く
に
も
弥
陀
の
ま
に
ま
に
」

「
良
寛
に
辞
世
あ
る
か
と
人
問
は
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
ふ
と
答
え
よ
」

と
い
っ
た
念
仏
の
歌
を
た
く
さ
ん
残
し
て
い
ま
す

。

そ
れ
は
、
か
れ
の
な
か
で
は
坐
禅
と
念
仏
が
な
ん
の

問
題
も
な
く

―
つ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す

。

念
仏
す
る
よ
う
に
坐
禅
し
、
坐
禅
す

る
よ
う
に
念
仏
で
き
た
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

。

坐
禅
と
念
仏
が
そ
の
よ
う
に
当
た
り
前
に
、
た
っ
た

一

念
仏
と
坐
禅
を
貫
く

つ
の
も
の
と
は
な
に
か
？

よ
う
な

宗
派
根
性
を
超
え
た
、
も
っ
と
深
く
広
々
し
た
と
こ
ろ
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か

。

坐
禅
も
念
仏
も
そ
れ
を
深
め
て
い
っ
た
ら
必
ず
同
じ
と
こ
ろ
で
出
会
う
は
ず
だ
し
、

逆
に
言
え
ば
坐
禅
も
念
仏
も
も
と
も
と
は
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
、
い
わ
ば
根
を
同
じ
く
す
る

宗
教
的
信
行
の
二
つ
の
形
態
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す

。

で
は
、
そ
の
「
同
じ
と
こ
ろ
」
と
は
ど

の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
坐
禅
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
念
仏
が
あ

り
が
た
く
受
け
と
め
ら
れ
、
念
仏
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
坐
禅
を
深
く
う
な
ず
け
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う。

6
 



「からだでする念仏」 としての坐禅

つ
の
こ
こ
ろ
の
両
面
で
あ
り
得
る
よ
う
な
あ
り
か
た
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

よ
う
な
お
お
ら
か
な
宗
教
的
信
行
の
世
界
は
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
開
か
れ
て
ゆ
く
の
で
し

ょ
う
か
？

わ
た
し
の
法
の
上
で
の
祖
父
で
あ
っ
た
内
山
興
正
老
師
(

-
九
―
二
＼

一
九
九
八
）
は
、
坐
禅
と
念
仏

に
つ
い
て
「
坐
禅
は
か
ら
だ
で
す
る
念
仏
、
念
仏
は
口
で
す
る
坐
禅
で
あ
る
」
と
表
現
さ
れ
ま
し
た

。

わ

た
し
は
縁
あ
っ
て
坐
禅
修
行
者
と
な
っ
て
か
ら
は
、
内
山
老
師
が
そ
う言
わ
れ
た
「
か
ら
だ
で
す
る
念
仏
」

に
自
ず
と
成
っ
て
い
る
よ
う
な
坐
禅
へ
と
深
ま
っ
て
い
き
た
い
と
願
い
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
実
参
実
究
を
続

け
て
き
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
普
段
の
自
分
の
行
と
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
唱
え
る
と
い
う
、
普
通

の
意
味
で
の
念
仏
の
行
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
坐
禅
を
通
し
て
念
仏
を
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
者
で
す

。

そ
れ
は
「
坐
禅
と
念
仏
」
と
い
う
ふ
う
に
別
な
も
の
を
二
つ
並
べ
て
そ
の
関
係
を
云
々
す
る
と
い
う
の

で
は
な
く
、
坐
禅
そ
の
も
の
が
と
り
も
な
お
さ
ず
念
仏
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
あ
り
か
た
を
通
し
て
、
念

仏
の
心
を
学
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
す

。

坐
禅
も
素
晴
ら
し
い
、
念
仏
も
素
晴
ら
し
い
、
だ
か
ら
両
方
を

一
緒
に
や
っ
た
ら
も
っ
と
素
晴
ら
し
く

な
る
は
ず
だ
と
い
う
浅
は
か
な
考
え
か
ら
、
坐
禅
を
し
な
が
ら
同
時
に
念
仏
も
す
る
と
い
う
よ
う
な
中
途

半
端
な
こ
と
で
は
な
く
、
純
粋
に
坐
禅
と
い
う

一
行
を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
が
同
時
に
念
仏
に
深

ま
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
学
び
の
道
が
き
っ
と
あ
る
は
ず
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

仏
教
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
行
法
が
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
ま
す

。

そ
れ
ら
を
表
面
的
に
眺
め
て
み
れ
ば
、

そ
の

7
 



合
に
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
バ
ラ
バ
ラ
な
行
法
の
集
ま
り
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

。

し
か
し
、
そ
れ

ら
が
仏
法
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
形
態
上
の
差
異
を
超
え
て
、
あ
る
共
通
の
と
こ
ろ
か
ら
生
ま

れ
て
き
た
宗
教
的
実
践
で
あ
る
は
ず
で
す
。

大
乗
仏
教
の
場
合
、
そ
の
「
共
通
の
と
こ
ろ
」
と
は
、
内
山

な
ま

興
正
老
師
の
表
現
を
借
り
て
言
え
ば
、
「
思
い
で
煮
た
り
焼
い
た
り
す
る
以
前
の
生
の
い
の
ち
を
事
実
と

し
て
す
で
に
生
き
て
い
る
自
己
が
、
そ
の
生
の
い
の
ち
を
も
っ
て
、
今
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
生
の
い
の

き
よ

ち
に
帰
り
続
け
る
（
澄
み
浄
く
な
っ
て
い
く
）
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す。

こ
れ
を
単
な
る
理
屈
に
と

ど
め
て
お
か
な
い
で
、
事
実
「
や
る
」
実
践
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
坐
禅
や
念
仏
が
届
け
ら
れ
て
き
て
い

る
の
で
す
。

坐
禅
と
念
仏
の
よ
う
に
、
一
方
は
黙
っ
て
坐
っ
て
い
る
し

一
方
で
は
口
で
何
か
を
唱
え
て
い
る
と
い
う
具

i

カ

こ
の
実
践
を
一
言
で
表
現
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
拝
む
」
と
い
う
営
み
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

し
か
し
、
そ
れ
は
わ
た
し
が
わ
た
し
と
は
別
の
宗
教
的
対
象
を
向
こ
う
に
立
て
て
、
そ
れ
を
拝
む
と

い
う
普
通
の
二
元
的
な
意
味
で
の
「
拝
む
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

ど
こ
ま
で
も
生
の
い
の
ち
が
、
生
の
い

の
ち
を
も
っ
て
、
生
の
い
の
ち
を
拝
む
の
で
す
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
拝
む
も
の
と
拝
ま
れ
る
も
の
が

一

つ
に
な
っ
た
生
の
い
の
ち
が
そ
こ
に
現
成
し
ま
す

。

こ
れ
が
「
婦
命
（
生
の
い
の
ち
が
生
の
い
の
ち
に
帰

る
）
」
で
あ
り
「
南
無
」
と
い
う
こ
と
で
す。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
「
神
は
霊
な
れ
ば
拝
す
る
者
も

.,,. 

霊
と
真
を
も
っ
て
拝
む
べ
き
な
り
」
（
ヨ
ハ
ネ
四
の二
四
）
と
同
様
の
意
味
合
い
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い

ま
す

。

「
神
」
と言
い
「
仏
」
と
言
う
の
も
実
は
こ
の
「
生
の
い
の
ち
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
す

。

で
す
か
ら
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
宗
教
と
し
て
の
信
行
は
、
表
現
や
形
態
は
多
種
多
様
に
異
な
っ
て
い
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「からだでする念仏」 としての坐禅

南
無
す
る
姿
な
の
か
？
・

て
も
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
、
「
拝
む
」
1
1

「
帰
命
す
る
」
1
1

「
南
無
す
る
」
に
尽
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

。

そ
し
て
坐
禅
と
念
仏
は
そ
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
二
つ
の
拝

し
ょ
う
も
ん
た
い
ぎ
ょ
う

む
形
な
の
で
す

。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
仏
道
の
正
門
」
（
道
元
）
と
か
「
大
行
」
（
親
憫
）
と
呼
ば

れ
る
の
で
す
。

坐
禅
も
拝
み
、

念
仏
で
お
唱
え
す
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
「
帰
命
無
量
寿
（
不
可
思
議
光
）
如
来
」
と
い
う
意
味

で
す
か
ら
、
そ
れ
が
仏
I
I
如
来
1
1

「
生
の
い
の
ち
」
に
帰
命
し
、
南
無
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
拝
む
こ
と
だ

と
い
う
の
は
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
坐
禅
も
ま
た
そ
れ
と
全
く
同
じ
意
味
で
そ
う
な
の
だ
と
い
う
の

は
理
解
に
苦
し
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん

。

し
か
し
、
道
元
禅
師
は

「
た
だ
わ
が
身
を
も心
を
も
、
は
な
ち
わ

す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
ひ
も
て
ゆ
く
と

き
、
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、
こ
こ
ろ
を
も
つ
ひ
や
さ
ず
し
て
」
実
現
さ
れ
る
の
が
仏
祖
正
伝
の
坐
禅
だ
と

言
い
ま
す

。

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
な
ら
、
坐
禅
が
「
（
わ
た
し
が
）
ち
か
ら
を
い
れ
、
こ
こ
ろ
を

つ
い
や
し
て
」
悟
り
を
目
指
し
て
努
力
す
る
自
力
の
難
行
で
あ
る
と
い
う

一
般
の
通
念
は
あ
っ

さ
り
と
捨

て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
す
べ
て
が
仏
の
方
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
、
（
わ
た
し
は
）
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
い
く
だ
け
」
な
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
す
る
」
（
清
沢
満
之
）
他

力
と
い
う
べ
き
だ
し
、
「
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、
こ
こ
ろ
を
も
つ
い
や
さ
な
い
」
と言
わ
れ
て
い
る
の
で

す
か
ら
ま
さ
に
「
安
楽
の
法
門
」
（
道
元
）
の
易
行
と
い
う
べ
き
で
す。

こ
う
見
て
く
る
と
、
実
は
坐
禅

, 



は
常
識
的
理
解
と
は
大
き
く
異
な
っ

て
、
ま
さ
に
他
力
易
行
と
し
て
理
解
さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
行
じ

ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん。

こ
こ
で
気
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
自
や
他
、
難
や
易
を
日
常
語
で
は
な
く
「
仏
法
語
」
と

し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す

。

道
元
禅
師
は
「
し
る
べ
し

。

仏
法
は
ま
さ
に
自
他

の
見
を
や
め
て
学
す
る
な
り

」
（『正
法
眼
蔵
随
聞
記

.
I)と
い
う
非
常
に
重
要
な
原
則
を
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

で
す
か
ら
、
仏
法
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
、
仏
法
語
は
自
と
他
が
二
つ
に
分
か
れ
た
あ
と
の
相
対
·
比

較
の
世
界
（
「
思
い
で
煮
た
り
焼
い
た
り
し
た
以
後
」
）
を
超
え
た
、
自
他
不二
の
絶
待
•
絶
対
の
世
界

（
「
思
い
で
煮
た
り
焼
い
た
り
す
る
以
前
」
）
を
表
す
言
葉
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

。

つ
ま

り
、
こ
こ
で
仮
に
「
他
」
と
さ
れ
て
い
る
「
仏
」
も
自
分
と
区
別
さ
れ
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
何

か
超
越
的
な
存
在
な
ど
で
は
な
く
、
今
こ
こ
で
直
接
に
自
分
に
お
い
て
働
き
自
分
を
事
実
生
か
し
め
て
い

る
無
量
無
辺
の
大
自
然
の
働
き
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
す

。

こ
れ
が
さ
き
ほ
ど
「
生
の
い
の
ち
」
と

呼
ん
だ
も
の
で
す

。

自
と
他
が
二
つ
に
分
か
れ
る
以
前
の
自
他
不二
の
と
こ
ろ
を
仮
に
呼
ん
で

「他
」
と

言
い
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
難
と
異
が
二
つ
に
分
か
れ
る
以
前
の
難
易
不
二
の
と
こ
ろ
を
仮
に
呼
ん
で

「
易
」
と言
っ
て
い
る
だ
け
で
す

。

あ
く
ま
で
も
こ
う
い
う
仏
法
語
的
意
味
で
「
他
力
易
行
」
を
理
解
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

決
し
て
、
人
間
的
な
相
対
的
尺
度
で
自
力
か
他
力
か
、
難
行
か
易
行
か
を
比
較

し
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

さ
て
、
坐
禅
に
お
い
て
は
「
わ
が
身
を
も
心
を
も
、
は
な
ち
わ
す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て」

い
く
こ
と
と
、
「
仏
(
1
1生の
い
の
ち
）
の
か
た
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
い
も
て
ゆ
く
」
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「からだでする念仏」としての坐禅

ち
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
だ
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

ご
う
い

こ
と
が
同
時
同
所
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す

。

前
者
は
自
ら
の
強
為
（
意
思
的
努
力
）
や
は
か
ら
い
に
よ
っ

わ
ざ

て
な
さ
れ
る
人
間
的
業
を
手
放
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
表
面
的
な
自
我
慈
識
を
超
え
た
自
己
の

根
源
的
姿
（
「
本
来
の
面
目
」
1
1
生
の
い
の
ち
1
1
仏
）
が
そ
こ
に
活
き
活
き
と
顕
わ
に
な
っ
て
い
く
こ
と

だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

念
仏
に
引
き
つ
け
て
言
う
な
ら
、
前
者
は
「
南
無
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
阿
弥

陀
仏
」
に
当
た
り
ま
す
。

南
無
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
阿
弥
陀
仏
が
そ
こ
に
現
成
す
る
、
こ
の
二
つ
が
不
即

不
離
の
関
係
で
お
互
い
を
支
え
あ
う
こ
と
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
成
り
立
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
坐
禅
な
の

で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
合
い
に
お
い
て
、
坐
禅
は
南
無
で
あ
り
、
同
時
に
阿
弥
陀
仏
で
も
あ
る
、
す
な
わ

そ
れ
だ
け
で
は
単
な
る
身
体
運
動

そ
れ
が
今
述
べ
た
よ
う
な
南
無
阿

坐
禅
も

坐
る
こ
と
は
、

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
坐
禅
と
い
う
宗
教
的
な
信
行
に
成
る
に
は
、

弥
陀
仏
、
つ
ま
り
念
仏
に
な
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

坐
禅
が
と
り
も
な
お
さ
ず
念
仏
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
拙
い
文
i涅
で
述
べ
て
き
ま
し
た。

念
仏
も
「
生
の
い
の
ち
」
か
ら
の
深
い
よ
び
か
け
（
本
願
回
向
）
に
も
よ
お
さ
れ
て
任
運
に
無
作
に
そ
れ

に
応
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思
い
ま
し
た
が
紙
数
が
尽
き
ま
し
た
の

で
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
ま
す

。

0
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
5
4

年
愛
媛
生
ま
れ
°

灘
高
校
卒

、

東
京
大
学
大
学
院
教
育
心
理
学
専
攻
博
士
課
程
を
中
途
退

学
し
曹
洞
宗
僧
侶
と
な
る
。

8
7年
よ
り
ア
メ
リ
カ
・
ヴ

ァ

レ
ー
禅
堂
で
禅
の
指
導
を
行
い
、
現
在
曹
洞
宗
国
際
セ
ン
タ
ー

所
長
。

著
書

「現
代
坐
禅
講
義
」、
共
著
書

「あ
た
ら
し
い
わ
た
し

」
（と
も
に
佼
成
出
版
社
）
、
「ア
ッ

プ
デ
ー
ト
す
る
仏

教
」
（幻
冬
舎
新
書
）
訳
書
テ
ィ
ク
・
ナ

ッ

ト
・
ハ
ン

「禅
へ
の
鍵
」
な
ど
多
数
。

N
H
K

「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
に
出
演

、

反
響
を
呼
ぶ
。
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会いたい人

し
ん
な
ん
に
ょ
さ
ょ
つ
き

能
の
番
組
を
組
む
と
き
に
、
「
神
男
女
狂
鬼
」
と

い
う
順
に
並
べ
る
、
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
五

番
も
お
能
を
拝
見
し
て
い
た
ら
‘
み
ん
な
ど
う
か
し

て
し
ま
う
。

「
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
こ
と
で
す
ね
。
朝
も
や
の
立

ち
こ
め
る
中
で
ま
ず
『
翁
』
が
ス
タ
ー
ト
し
て
、
こ

れ
は
開
演
の
お
浄
め
の
儀
式
で
す
。
千
歳
‘
三
番
曳

も
と
出
て
、
約
九
十
分
。
そ
れ
か
ら
神
男
女
狂
鬼
と

五
番
能
が
演
じ
ら
れ
て
、
そ
の
合
問
に
狂
言
が
四
番
。

日
が
落
ち
て
終
る
わ
け
で
す
が
、
観
客
は
殿
様
と
取

巻
き
だ
け
で
す
の
で
舞
台
を
よ
く
知
っ
て
ま
す
か

ら
、
と
き
ど
き
居
な
く
な
る
（
笑
）
。
お
茶
を
い
た

だ
い
た
り
、
お
香
を
聞
い
た
り
、
食
事
を
し
た
り
し

て
日
本
文
化
を
全
部
楽
し
ん
で
、
観
た
い
と
こ
ろ
だ

け
戻
っ
て
く
る
。
笛
が
ヒ
ー
ッ
と
鳴
る
の
が
合
図
で
、

あ
、
ス
タ
ー
ト
し
た
と
か
、
次
に
ヒ
ー
ッ
と
鳴
っ
て
、

あ
い

今
、
シ
テ
が
出
た
な
と
か
、
中
入
り
の
問
狂
言
が
あ

っ
て
、
ま
た
ヒ
ー
ッ
と
鳴
る
と
後
シ
テ
が
出
た
な
と

か
。

ブ
ロ
ッ
ク
サ
イ
ン
と
し
て
は
笛
の
音
は

一
番
よ

く
通
る
の
で
、
う
ま
く
で
き
て
ま
す
」

能
の
曲
（
演
目
）
は
二
百
九
番
あ
る
と
い
う
が
、

そ
れ
ぞ
れ
五
つ
の
分
野
に
分
け
ら
れ
て
、
「
神
」
は
、

神
様
が
主
人
公
の
『
高
砂
』
『
老
松
』
『
鶴
亀
』
な
ど

。

「
男
」
は
、
源
平
を
中
心
と
す
る
武
将
を
扱
っ
た

『
安
宅
』
『
鉢
木
』
『
屋
島
』
な
ど
、
こ
れ
は
壮
年
の

男
が
主
人
公
な
の
で
面
を
つ
け
ず
、
そ
の
ま
ま
直
面

で
演
じ
る
。

「
女
」
は
‘
こ
の
世
の
者
で
は
な
い
女
性
が主
人
公

で
、
『
野
宮
』
『
松
風
』
『
井
筒
』
な
ど

。

「
狂
」
は
、
文
字
通
り
の
物
狂
い
で
、
『
隅
田
川
』

『
三
井
寺
』
『
桜
川
』
な
ど
。

「鬼
」
は
、
後
シ
テ
が
鬼
に
な
る
演
目
で
『
道
成
寺
』

『
紅
葉
狩
』
『
船
弁
慶
』
『
大
江
山
』
『
士
蜘
蛛
』
な
ど

。

こ
う
し
て
見
る
と
、
歌
舞
伎
に
は
人
形
浄
瑠
璃
か

ら
導
入
さ
れ
た

「丸
本
物
」

の
ほ
か
‘
ず
い
ぶ
ん

「
能
取
物
」
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る。

何
年
か
前
、
貫
太
さ
ん
の
『
道
成
寺
』
を
観
て
、

歌
舞
伎
舞
踊
の
花
や
か
さ
‘
艶
や
か
さ
と
は
ま
っ
た

＜
雰
囲
気
が
異
な
り
、
優
美
‘
壮
麗
‘
凄
艶
…
…
と
‘
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2
0
1
0

年
4

月
、
中
森
貫
太
さ
ん
、
三
回
目
の
「
道
成
寺
」
。

物
ご
と

襟
を
正
し
た
い
気
分
を
味
わ
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

「
私
は二
十
九
歳
で
、
か
な
り
早
く
披
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
の
曲
の
と
き
は
足
袋
に
徴
が
出
た

り
‘
滑
っ
た
り
な
い
よ
う
に
鹿
皮
の
足
袋
を
履
く
の

で
す
が
、
乱
拍
子
の
と
き
に
突
っ
か
か
り
そ
う
に
な

っ
て
、
か
え
っ
て
や
り
に
く
か
っ
た
。

ら

ん

乱
拍
子
は
、
本
当
は
蘭
拍
子
の
こ
と
で
、

た

に
閑
け
る
‘
盛
り
に
達
す
る
、
つ
ま
り
熟
達
の
リ
ズ

ム
、
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
歌
舞
伎
で
も
最
初
に

ち
ょ
っ
と
白
拍
子
花
子
が
爪
先
を
上
げ
て
乱
拍
子
め

い
た
こ
と
を
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
能
で
は
小
鼓
が

一

人
で
、
物
す
ご
い
気
合
い
を
こ
め
て
『
ハ
ー
ツ
』
と

声
を
掛
け
、
長
い
間
合
い
が
あ
っ
て
『
ポ
ン
』
と
打

っ
と
同
時
に
シ
テ
が
爪
先
を
パ
ッ
と
上
げ
る
。
ま
た

長
い
間
が
あ
っ
て
小
鼓
を
打
つ
と
同
時
に
爪
先
を
パ

ッ
と
伏
せ
る
。
こ
の
気
合
い
を
合
わ
せ
る
稽
古
に
百

日
か
か
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
舞
台

を
ひ
と
巡
り
す
る
の
に
何
十
分
も
か
か
る
わ
け
で
す

か
ら
、
演
者
も
観
客
も
大
変
で
す
（
笑
）
」

乱
拍
子
で
眠
く
な
っ
た
こ
ろ
、
突
然
急
の
舞
に
な

っ
て
、
最
大
の
見
せ
場
「
鐘
入
り
」
と
な
る
。

歌
舞
伎
で
は
鐘
の
裏
側
の
切
り
込
み
の
扉
が
開

き
、
花
子
は
幕
に
隠
さ
れ
て
上
手
へ
引
っ
こ
み
、
何

人
も
の
後
見
が
総
が
か
り
で
着
換
え
さ
せ
る
。

し
か
し
幕
の
な
い
、
い
わ
ば
裸
舞
台
の
能
で
は
‘

シ
テ
は
薄
暗
い
鐘
の
中
で
た
だ

一
人
‘
黙
々
と
後
シ

テ
に
変
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
そ
の
前
に
、
難
関
の
鐘
入
り
が
無
事
に
で
き
た
か

が
問
題
で
す
。
鐘
は
竹
で
で
き
て
て
紫
の
布
を
貼
っ

て
あ
り
ま
す
が
、
下
に
砂
袋
な
ど
で
重
み
を
つ
け
て
、

七
キ
ロ
は
あ
り
ま
す
か
ら
ね
、
そ
れ
が
轟
然
と
落
ち

て
く
る
と
き
に
、
シ
テ
は
鐘
の
中
の
両
脇
に
手
を
か

け
て
ピ
ョ
ン
と
飛
び
上
が
り
ま
す
。
う
ま
く
タ
イ
ミ

ン
グ
が
合
え
ば
、
前
シ
テ
が
鍮
の
中
に
吸
い
こ
ま
れ

た
よ
う
に
見
え
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
よ
く
事
故
が
起
る
ん
で
す
。
跳

ね
飛
ば
さ
れ
て
引
っ
く
り
返
っ
た
足
の
上
に
鍮
が
落

ち
て
骨
折
し
た
り
、
も
ろ
に
頭
に
当
っ
て
気
絶
し
た

り
と
か
、
ひ
と
こ
ろ
続
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

私
の
師
匠
家
で
は
、
鐘
が
落
ち
た
頂
後
に
後
見
が

錨
の
後
ろ
で
ト
ン
ト
ン
と
床
を
叩
く
ん
で
す
。
中
か

ら
ト
ン
ト
ン
無
事
で
す
よ
、
と
い
う
合
図
が
な
け
れ

ば
鐘
は
上
げ
ず
に
、
後
見
が
紋
つ
き
袴
姿
で
後
シ
テ

を
舞
っ
て
、
そ
れ
が
終
る
ま
で
中
で
死
ん
で
な
さ
い
‘

と
な
る
わ
け
で
す
（
笑
）

。

き
ち
ん
と
稽
古
を
受
け

な
い
と
事
故
が
起
き
る
の
で
、
必
ず
稽
古
は
受
け
ま

す
し
、
事
故
は
師
匠
の
責
任
に
な
り
ま
す
」

幸
い
、
中
森
家
で
は
誰
も
そ
う
し
た
事
故
に
は
遭

っ
て
い
な
い
。

「
で
、
無
事
な
ら
ば
暗
い
中
で
孤
独
の
装
束
付
け
が

始
ま
り
ま
す
。
『
茶
の
湯
の
点
前
の
つ
も
り
』
と
い

く
で
ん

ぅ
口
伝
の
通
り
、
手
順
を
徹
底
的
に
頭
に
入
れ
て
、

使
っ
た
も
の
は
必
ず
元
へ
戻
し
て
‘
床
へ
は
何

一
っ

置
か
な
い
よ
う
に
し
ま
す

。

鈍
の
中
に
は
あ
ち
こ
ち

仕
掛
け
の
ポ
ケ
ッ
ト
が
あ
っ
て
、
必
ず
自
分
で
そ
こ

に
後
シ
テ
の
装
束
や
般
若
の
面
や
鋏
や
針
の
道
具
類

を
入
れ
て
お
き
ま
す

。

鐘
が
落
ち
た
ら
ま
ず
面
を
は

ず
し
て
、
所
定
の
場
所
に
し
ま
っ
て
、
タ
オ
ル
で
汗

を
拭
い
て
‘
水
筒
の
水
を
飲
ん
で
ひ
と
落
着
き
し
て

か
ら
‘
唐
織
り
を
ぬ
い
で
、
そ
こ
へ
し
ま
っ
て
…
…

と
い
う
ふ
う
に
。
薄
暗
い
中
で
鏡
も
ぼ
ん
や
り
と
は

見
え
ま
す
が
‘
ガ
ラ
ス
の
だ
と
割
れ
る
と
い
け
な
い

の
で
銅
の
鏡
で
す
か
ら
‘
余
計
ぽ
ん
や
り
と
し
か
見

え
ま
せ
ん
し
ね
」

『
道
成
寺
』
に
は
‘
い
ろ
い
ろ
と
大
変
な
決
め
ご
と

が
あ
る

。

「
前
シ
テ
の
装
束
を
つ
け
る
に
も
、
ど
う
い
う
つ
け
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方
を
し
て
い
る
か
工
夫
が
あ
る
の
で
、
前
に
演
じ
た

人
し
か
見
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
出
の
前
に
幕
の
中
で
特
別
な
足
使
い
が
あ
る

の
で
、
『
道
成
寺
』
だ
け
は
経
験
者
し
か
硲
上
げ
も

で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
き
ち
ん
と
稽
古

を
つ
け
て
も
ら
っ
て
口
伝
を
教
わ
っ
た
と
い
う
デ
モ

ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
‘
だ
か
ら
こ
そ
経
験
し

て
い
な
い
人
に
は
見
せ
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
」

昭
和
六
十

一
年
‘
貰
太
さ
ん
は
二
十
五
歳
。
こ
ん

な
や
や
こ
し
い
世
界
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
モ
ダ
ン

な
お
嬢
さ
ん
と
結
婚
す
る
。
大
学
で
は
西
洋
史
が
専

攻
で
、
そ
れ
ま
で
に

一
度
も
お
能
な
ど
観
た
こ
と
が

な
か
っ
た
女
性
で
、
だ
か
ら
こ
そ
飛
び
こ
め
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

「
友
人
の
お
母
さ
ん
の
紹
介
で
見
合
い
を
し
た
ん
で

す
が
、
私
の
母
親
が
占
い
の
先
生
に
『
あ
、
こ
の
方

で
す
ね
』
と
言
わ
れ
た
ら
し
く
て
、
両
親
が
つ
い
て

き
て
す
ぐ
に
決
ま
り
ま
し
た
。
披
露
宴
は
ホ
テ
ル
・

ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
で
、
主
賓
は
当
時
若
手
議
員
だ
っ

た
小
泉
純

一
郎
元
首
相
で
す

。

鎌
倉
が
選
挙
区
で
し

た
か
ら
ね
。
や
は
り
さ
す
が
に
ス
ピ
ー
チ
は
お
上
手

で
し
た

。

め
で
た
い
祝
言
小
謡
と
し
て
私
の
ほ
う
の
出
席
者

全
員
が
『
高
砂
』
の

一
節
を
謡
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、

ヘ
四
海
波
静
か
に
て
国
も
治
ま
る
時
つ
風
枝

を
鳴
ら
さ
ぬ
御
代
な
れ
や
あ
ひ
に
相
生
の
松

こ
そ
め
で
た
か
り
け
れ
げ
に
や
仰
ぎ
て
も

事
も
疎
か
や
か
か
る
代
に
住
め
る
民
と
て
豊

か
な
る
君
の
恵
み
ぞ
あ
り
が
た
き
君
の
恵

み
ぞ
あ
り
が
た
き

と
、
こ
れ
を
全
員
プ
ロ
の
能
楽
師
が
切
れ
の
い
い

ア
ッ
プ
テ
ン
ポ
で
大
合
唱
す
る
の
は
す
ご
い
迫
力

で
、
感
激
し
ま
し
た
」

み
か三
佳
夫
人
と
の
間
に
二
人
の
男
児
を
授
り
、
長
男

の
健
之
介
さ
ん
は
慶
応
大
学
卒
業
と
同
時
に
中
森
家

の
師
匠
筋
に
当
る
観
世
喜
之
家
に
内
弟
子
と
し
て
入

っ
て
修
行
中
だ
。

「
能
の
世
界
は
、
宗
家
‘
分
家
‘
職
分
家
ま
で
が
弟

子
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
て
‘
中
森
家
は
準
職
分
家
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で
す
か
ら
そ
れ
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
父
の
判
断
で

住
み
込
ま
な
い
で
通
い
の
弟
子
で
し
た
か
ら
、
別
の

勉
強
も
で
き
た
ん
で
す
が
、
正
統
な
ル
ー
ト
を
踏
ん

と
ざ
ま

で
な
い
、
外
様
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
ん
で
す
。
そ
れ

が
今
回
、
長
男
を
五
年
間
喜
之
家
に
お
預
け
す
る
こ

e
9う
こ
う

と
で
、
中
森
家
も
こ
れ
で
は
っ
き
り
九
皐
会
の

一
員

に
な
れ
た
ね
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
ね
」

父
晶
三
師
は
七
十
歳
で
シ
テ
を
引
い
た
。
舞
台
で

ス
ッ
と
立
ち
上
が
る
と
き
に
、
多
少
で
も
前
傾
姿
勢

に
な
る
よ
う
だ
っ
た
ら
引
退
す
る
‘
と
前
か
ら
決
め

て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。

「
引
退
は
健
之
介
が
『
烏
帽
子
折
』
を
や
る
と
き
で

し
た
。
こ
の
曲
は
、
舞
台
上
で
牛
若
が
元
服
し
て
烏

帽
子
を
つ
け
る
の
と
、
能
楽
師
の
家
の
子
が
子
方
を

卒
業
し
て

一
人
前
の
シ
テ
方
に
な
る
第

一
歩
を
踏
み

出
す
の
と
が
重
ね
合
わ
さ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
す

か
ら
こ
の
と
き
の
シ
テ
も
そ
の
子
の
烏
帽
子
親
に
ふ

さ
わ
し
い
人
物
が
つ
と
め
る
の
で
、
健
之
介
の
と
き

は
将
来
の
師
匠
で
あ
る
観
世
喜
之
師
が
シ
テ
の
熊
坂

長
範
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
鞍
馬
山
を
逃
げ

出
し
た
牛
若
丸
が
、
金
売
吉
次
の
財
宝
を
狙
っ
た
熊

坂
長
範
を
天
狗
に
習
っ
た
兵
法
で
退
治
す
る
と
い
う

曲
で
す
。

そ
の
二
年
後
、
今
度
は
『
土
蜘
蛛
』
で
、
私
が
シ

テ
（
土
蜘
蛛
）
、
父
が
源
頼
光
、
長
男
が
胡
蝶
、
次

男
の
慈
元
が
ト
モ
の
独
武
者
を
つ
と
め
て
中
森
家
三

代
が
揃
い
ま
し
た
が
、
父
は
こ
れ
で
装
束
を
着
る
の

を
最
後
に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
地
謡
な
ど
に
は
出

て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
」

父
晶
三
師
は
七
十
九
歳
を

一
期
と
し
て
没
し
た
。

鎌
倉
以
外
の
各
地
に
も
薪
能
を
企
画
‘
定
着
さ
せ
、

能
を
広
く
普
及
し
た
功
績
を
高
く
評
価
さ
れ
、
文
部

省
地
域
文
化
功
労
者
、
神
奈
川
文
化
買
な
ど
数
々
の

表
彰
を
受
け
て
、
満
ち
足
り
た
生
涯
だ
っ
た
。

「
舞
台
に
立
つ
者
は
親
の
死
に
目
に
遭
え
な
い
、
と

言
い
ま
す
が
私
も
そ
う
で
、
父
よ
り

一
年
半
早
く
亡

く
な
っ
た
母
の
と
き
も
、
父
の
と
き
も
問
に
合
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
二
人
は
晩
年
ま
で
本
当
に
仲
が
よ
く

て
、
よ
く
連
れ
立
っ
て
は
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
出

か
け
た
り
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
母
も
幸
せ
だ
っ
た
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能
の
世
界
を
探
索
し
始
め
る
と
面
白
い

話
が
多

く
、
江
戸
庶
民
の
生
活
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
と
て
も
興
味
深
い

。

『
正
尊
』
を
観
た
と
き
は
、
歌
舞
伎
の
よ
う
な
ト
ン

ボ
や
仏
倒
れ
と
い
っ
た
派
手
な
立
廻
り
が
あ
る
の
に

も
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
た

。

お
め

「
立
廻
り
み
た
い
と
い
う
の
は
、
『
喚
き
叫
ん
で
戦
う

た
り
』
の
と
き
、
頼
朝
の
腹
心
の
家
来
、
土
佐
坊
正

尊
側
と
、
義
経
側
と
が
切
り
合
い
に
な
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
若
手
の
腕
き
き
が
揃
う
と
、
ト

ン
ボ
や
仏
倒
れ
の
よ
う
な
趣
向
を
こ
ら
し
て
お
観
せ

す
る
わ
け
で
す

。

こ
の
曲
は
、
正
尊
の
上
洛
を
知
っ
て
疑
い
を
抱
い

た
義
経
が
‘
館
に
呼
び
寄
せ
て
詰
問
す
る
と
、
自
分

は
決
し
て
刺
客
と
し
て
来
た
の
で
は
な
い
、
と
言
っ

き
し
ょ
つ
も
ん

て
起
請
文
を
書
い
て
空
読
み
す
る
ん
で
す

。

そ
れ
で

急
場
は
逃
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
義
経
側
が
な
お
も
油

断
な
く
備
え
て
い
る
と
、
果
し
て
正
尊
は
堀
河
御
所

と
思
い
ま
す
」

ヘ
夜
討
を
か
け
て
く
る
。
し
か
し
弁
慶
た
ち
の
奮
戦

で
‘
寄
せ
手
は
全
滅
‘
正
尊
は
捕
え
ら
れ
る
‘
と
い

う
筋
な
ん
で
す
」

こ
れ
で
面
白
い
の
が
起
請
文
の
話

。

歌
舞
伎
で
も

『
心
中
天
網
島
』
の
恋
人
同
士
‘
小
春
治
兵
衛
が
取

り
交
し
て
大
事
に
持
っ
て
い
る
の
が
起
請
文
だ。

正
式
に
は
熊
野
権
現
の
護
符
に
誓
詞
を
書
き
‘
こ

れ
を
焼
い
て
そ
の
灰
を
飲
む
と
、
も
し
誓
い
を
破
っ

た
と
き
に
は
血
を
吐
い
て
死
に
、
や
が
て
地
獄
に
堕

ち
る
と

言
わ
れ
る
ほ
ど
の
厳
正
な
誓
い
の
立
て
方
。

「
正
尊
は
そ
れ
を
承
知
で
『
討
手
に
ま
か
り
上
る
こ

と
な
し
』
と
書
い
て
そ
れ
を
読
み
上
げ
る
ん
で
す
か

ら
、
内
心
で
は
恐
れ
お
の
の
き
な
が
ら
も

真
実
味
を

こ
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん

。

弁
慶
の
勧
進
帳
読
み

上
げ
に
比
べ
て
ず
っ
と
地
味
で
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た

難
し
い
も
の
な
ん
で
す
」

そ
れ
で
お
か
し
い
の
は
、
上
方
の
大

売
出
し
を

せ
い
も
ん

「誓
文
払
い
」
と
言
い
、
こ
れ
は
神
に
哲
っ
て
掛
値

は
し
て
ま
せ
ん
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
の
神
と
い
う

の
は
、
な
ん
と
商
家
が
信
心
す
る

「正
尊
様
」
な
の
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だ
そ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
、
能
に
は
武
蔵
坊
弁
慶
の
登
場
す
る
曲

が
五
番
あ
る
。
弁
疫
を
こ
ん
な
に
有
名
に
し
た
の
は
、

『
義
経
記
』
と
、
能
の
お
か
げ
ら
し
い
。

あ
ず
拿
か
が
み

「
ま
ぁ
、
公
式
文
書
た
る
『
東
鑑
』
に
は
弁
慶
は
二

か
所
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
屋
島
の
合
戦
と
、

四
国
落
ち
（
『
船
弁
疫
』
）
で
、
さ
し
た
る
派
手
な
働

き
も
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
能
で
は
、
弁
慶
が

若
い
順
に
『
橋
弁
炭
』
（
五
条
の
橋
で
の
牛
若
と
の

出
遭
い
）
、
『
正
尊
』
、
『
船
弁
疫
』
（
義
経
の
愛
妾
静

を
都
に
帰
し
、
船
出
す
る
と
平
知
盛
の
怨
霊
に
悩
ま

さ
れ
る
）
、
『
安
宅
』
（
『
勧
進
帳
』
）
、
『
摂
待
』
（
奥
州

へ
落
ち
た

一
行
が
佐
藤
兄
弟
の
館
に
泊
り
、
老
母
に

継
信
討
死
に
の
様
子
を
物
語
る
）
の
五
番
で
す
。
こ

の
う
ち
弁
炭
が
シ
テ
な
の
は
『
橋
弁
疫
』
と
『
安
宅
』

で
、
あ
と
は
ワ
キ
方
の
役
で
す
が
、
ど
れ
も
シ
テ
に

劣
ら
ぬ
大
役
で
す
。
最
初
に
挙
げ
た
二
番
は
荒
武
者

と
し
て
の
面
、
次
の
二
番
は
知
勇
兼
ね
そ
な
え
た
大

人
物
、
『
摂
待
』
で
は
さ
ら
に
人
情
家
の

一
面
も
加

わ
っ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
」

し
か
し
何
と
言
っ
て
も

一
番
い
い
役
の
弁
疫
は

『
安
宅
』
だ
ろ
う
。
貰
太
さ
ん
が
『
安
宅
』
を
披
い

た
の
は
三
十
二
歳
の
と
き
だ
っ
た
。

「
父
の
代
役
で
、
四
木
の
薪
能
の
と
き
で
し
た
。
周

囲
か
ら
は
ま
だ
早
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
代
役
と

い
う
こ
と
で
父
が
押
し
切
り
ま
し
た

。

弁
慶
は
最
初

か
ら
最
後
ま
で
出
て
い
て
‘
せ
り
ふ
も
多
い
の
で
‘

思
っ
て
い
た
よ
り
何
十
倍
も
大
変
で
し
た
。
力
ん
じ

ゃ
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
緊
張
の
し

通
し
で
、
勧
進
帳
を
読
み
上
げ
る
こ
ろ
に
な
っ
た
ら

声
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
ま
し
た
。
能
に
は
山
伏
問

答
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ま
だ
助
か
る
ん
で
す
が

。

も

っ
と
も
金
剛
流
に
は
『
問
答
』
と
い
う
小
書
が
あ
っ

て
、
歌
舞
伎
を
逆
輸
入
し
て
ま
す
け
れ
ど
も

。

そ
れ
と
、
能
の
『
安
宅
』
で
は
、
富
樫
は
太
刀
持

一
人
を
従
え
て
い
る
だ
け
な
の
に
対
し
て
、
義
経
側

は
弁
慶
と
九
人
の
ツ
レ
（
家
来
）
、
そ
れ
か
ら
間
狂

ご
う
り
き

言
の
強
力
、
全
部
で
十
二
人
と
い
う
の
が
見
た
目
に

ち
ょ
っ
と
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
に
か
く
お
披
き
の
と
き
は
ポ
ロ
ボ
ロ
の
声
の
ま
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定期開催している能知会で、能面の解説をする中森さん。

ま
最
後
ま
で
通
し
ま
し
た
が
、
二
度
目
以
降
は
そ
ん

な
こ
と
も
な
く
な
っ
て
、
今
で
は
何
度
で
も
つ
と
め

た
く
な
る
大
好
き
な
曲
に
な
っ
て
い
ま
す
」

中
森
家
で
は
父
晶
三
師
の
代
か
ら
能
楽
普
及
の
た

め
、
毎
年
秋
に
文
化
庁
の
依
頼
を
受
け
て
小
•
中
十

六
校
を
廻
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
と
こ

ろ
か
ら
要
請
が
あ
っ
て
、
貫
太
さ
ん
は
子
供
た
ち
と

能
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
裾
野
を
広
げ
よ
う
と
懸
命

の
努
力
を
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
私
が
小
•

中
学
生
の
こ
ろ
、
文
楽
や
‘

前
進
座
の
『
ア
ラ
ビ
ア
ン

・

ナ
イ
ト
』
や
‘
コ
ン
サ

ー
ト
形
式
の
オ
ペ
ラ
『
カ
ル
メ
ン
』
な
ど
の
学
校
公

演
が
あ
り
、
鮮
烈
な
印
象
が
残
っ
て
い
る
が
、
つ
い

に
お
能
の
訪
れ
は
な
か
っ
た
。

小
学
生
は
お
行
儀
よ
く
お
能
拝
見
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。

「
最
初
に
よ
く
説
明
し
ま
す
か
ら
小
学一
年
生
で
も

四
十
五
分
、
集
中
し
て
観
て
く
れ
ま
す
。
文
化
庁
関

係
の
学
校
公
演
で
は
『
安
達
原
』
を
舞
う
こ
と
に
し
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会いたい人

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
諸
国
行
脚
の
山
伏
が
奥
州
安
達

原
に
行
き
牲
れ
て
、

一
夜
の
宿
を
乞
う
と
、
老
女
が

親
切
に
も
て
な
し
て
く
れ
て
、
閏
を
見
る
な
と
言
い

骰
い
て
薪
を
採
り
に
山
へ
行
く
。
あ
ま
り
念
を
押
さ

れ
る
の
で
中
を
の
ぞ
く
と
人
の
死
骸
の
山
。

一
行
が

逃
げ
る
と
鬼
は
本
性
を
現
し
て
追
っ
て
き
ま
す
が
、

山
伏
の
祈
り
に
敗
れ
て
消
滅
す
る
、
と
い
う
も
の
で

す
。
こ
の
曲
に
限
っ
て
後
シ
テ
は
黒
般
若
の
面
を
つ

け
る
ん
で
す
が
、
小
学
生
に
は
そ
れ
が
面
白
い
ら
し

く
て
、
『
般
若
が
ん
ば
れ
ぇ
』
な
ん
て
奇
声
が
飛
ぶ

こ
と
が
あ
り
ま
す
（
笑
）
。
寝
て
ら
れ
る
よ
り
は
よ

っ
ぽ
ど
い
い
で
す
ね
。
か
え
っ
て
中
学
生
く
ら
い
な

る
と
、
最
初
か
ら
わ
か
ん
な
い
と
決
め
て
か
か
っ
て

い
る
の
で
‘
興
味
を
持
た
せ
る
の
が
大
変
で
す
」

で
は
、
能
を
興
深
く
鑑
買
す
る
た
め
に
は
、
昔
の

お
殿
様
の
よ
う
に
自
身
で
舞
え
る
よ
う
に
な
る
の
が

一
番
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

「
そ
う
で
す
ね
。
今
お
稽
古
人
口
は
、
男
性
が二
割
‘

女
性
が
八
割
、
以
前
は
も
っ
と
男
性
が
多
か
っ
た
で

す
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。
仕
舞
二
年
、
謡
十
年

と
言
わ
れ
て
い
て
、
仕
舞
は
動
き
の
基
本
を
徹
底
的

に
教
え
こ
め
ば
そ
ん
な
に
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
と

に
か
く
殿
様
が
お
ぼ
え
や
す
い
よ
う
に
、
シ
ン
プ
ル

に
で
き
て
い
ま
す
か
ら
（
笑
）
、
形
よ
く
舞
う
に
は

二
年
も
あ
れ
ば
大
丈
夫
で
す
。
し
か
し
稽
古
は
ま
ず

謡
か
ら
始
め
ま
す
。
謡
え
な
い
人
に
は
舞
え
ま
せ
ん

か
ら
ね
。
ど
う
に
か
耳
節
り
で
な
く
な
っ
て
、
さ
ら

に
、
う
ま
い
ね
、
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、

十
年
は
か
か
り
ま
す
け
ど
‘
教
え
方
次
第
で
し
ょ
う

ね
」謡

曲
の
お
稽
古
は
上
品
で
高
尚
で
、
日
本
古
典
文

学
の
素
茂
も
身
に
つ
い
て
奥
が
深
い

。

健
康
法
に
も

な
る
。

理
論
派
で
情
熱
的
で
心
俊
し
い
貰
太
先
生
は
、
い

つ
で
も
能
楽
普
及
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
惜

し
ま
な
い
。

（
こ
の
項
お
わ
り
）
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人
、
世
間
愛
欲
の
中
に
在
っ
て
‘

ひ
と

し

ょ
う

独
り
生
じ
独
り
死
し
、

色
た

独
り
去
り
独
り
来
る

。

”
も5

人
と
い
う
も
の
は
俗
世
の
営
み
の
中
で
欲
望
の
赴
く
ま
ま
に
生
き
て
い
く
が
‘

結
局
は
独
り
で
生
ま
れ
、
独
り
で
死
に
、

独
り
で
こ
の
世
か
ら
去
り
、
独
り
で
こ
の
世
に
や
っ
て
く
る

。

（浄
土
宗
総
合
研
究
所
編

『現
代
語
訳

「
孤
」
を
生
き
る
こ
と

こ
う
る
じ

っ

ぼ
う

響
流
＋
方

浄
土
三
部
経
』
）

（
『仏
説
無
鼠
寿
経
j
巻
下



響流十方

「
孤
独
」
と
い
う
文
字
が
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
だ
ろ
う

。
ニ

年
前
、
札
幌
の
四
十
代
姉
妹
が
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
亡
く
な
り
、
死
後
だ
い
ぶ
経
っ

て
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
の
報
道
は
、
記
憶
に
新
し
い。

わ
た
し
た
ち
の
国
の
「
今
の
、
現
実

あ
ら
わ

の
ひ
と
つ
」
を
あ
ら
た
め
て
露
に
し
た
出
来
事
だ
っ
た。

こ
う
し
た
い
た
ま
し
い
事
件
は
、
実
は
す
で
に
七
0
年
代
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る

。

各
地

で
都
市
化
が
進
み
、
集
団
よ
り
も
個
を
重
ん
じ
る
傾
向
の
強
ま
り
と
相
侯
っ
て
、
隣
人
同
士

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
稀
薄
化
、
は
な
や
か
さ
や
賑
や
か
さ
、
自
由
を享
受
し
得
た
そ

の
陰
で
、
望
ん
で
い
た
は
ず
の
「
個
」
は
、
い
つ
の
間
に
か
「
孤
」
に
姿
を
変
え
て
い
た
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か

。

今
や
都
市
部
に
限
ら
な
い。

地
方
で
も
、
と
く
に
過
疎
の
進
む

地
域
に
懸
念
は
広
ま
る

。

札
幌
の
出
来
事
の
後
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
「
孤
」
に
関
わ
る
事
件
の
報
道
は
数
を
増

し
て
い
る
よ
う
に
思
う

。

し
か
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
ほ
ん
の

一
部
だ
ろ
う
か
ら
、

実
際
は
ど
れ
ほ
ど
に
な
る
の
か
と
考
え
て
し
ま
う

。

先
輩
や
友
人
の
住
職
ら
と
の
間
に
も
、

最
近
そ
う
し
た
亡
く
な
り
方
を
す
る
壇
信
徒
が
増
え
て
き
た
と
の
話
が
出
る。

ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
番
組
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
官
民
の
取
り
組
み
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
状
況
は

厳
し
そ
う
だ
。
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先
日
観
た
テ
レ
ビ
番
組
に
は
、
複
雑
な
思
い
で
釘
付
け
に
さ
せ
ら
れ
た。

レ
ン
タ
ル
フ
レ

ン
ド
な
る
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
が
活
況
を呈
し
て
い
る
ら
し
い
。

家
事
や
介
助
で
は
な
く
、
「
フ

レ
ン
ド
」
の
名
の
と
お
り
、
話
し
相
手
、
お
茶
飲
み
相
手
か
ら
、
散
歩
や
旅
行
の
パ
ー
ト
ナ

ー
に
い
た
る
ま
で
、
ニ
ー
ズ
は
多
岐
に
わ
た
る
と
い
う

。

取
材
に
応
じ
て
い
た
、
奥
さ
ん
を

亡
く
し
た
と
い
う
初
老
の
男
性
は
鎌
倉
へ
の
日
帰
り
小
旅
行
を
楽
し
ん
で
い
た
。
二
十
代
後

半
の
男
性
は
、
や
わ
ら
か
な
春
の
陽
ざ
し
の
下
、
公
園
で一
時
間
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
に
汗

を
流
し
た

。

相
手
は
前
者
が
三
十
代
、
後
者
が
二
十
代
と
思
し
き
、
い
ず
れ
も
女
性

。

キ
ャ

ッ
チ
ボ
ー
ル
の
相
手
女
性
は
受
け
方
も
投
げ
る
フ
ォ
ー
ム
も
か
な
り
サ
マ
に
な
っ
て
い
た
こ

と
に
妙
に
感
心
し
た

。

「
多
様
な
ご
要
望
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
」
（
経
営
者
）
と
の
企
業
努

力
な
の
だ
ろ
う
か
。
”

業
I
Iで
あ
る
か
ら
対
価
が
発
生
す
る

。

た
し
か

一
時
間

一
万
円
ほ
ど

だ
っ
た
ろ
う
か
。

男
性
は
い
ず
れ
も
そ
の
場
で
支
払
い
を
済
ま
せ
、
女
性
と
笑
顔
で
別
れ
た。

経
営
者
サ
イ
ド
に
対
し
て
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
に
長
け
て
い
る
と
讃
ず
る
こ
と
も
出
来
よ
う

が
、
そ
う
し
た
要
望
が
今
の
社
会
に
は
広
く
、
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
こ

と
も
間
違
い
な
い

。

人
は
「
孤
」
や
「
独
」
に
悩
ん
で
い
る。
老
若
は
関
係
な
い

。

孤
独
が
何
よ
り
辛
い
ー

。

番
組
に
登
場
し
て
い
た
人
は
、
そ
う
漏
ら
す。

に
じ

こ
の
ま
ま
年
老
い
た
ら
、
い
ず
れ
自
分
も
ー

。

そ
ん
な
危
惧
が
滲
み
出
て
い
る

。

24 



響流十方

妻
子
と
と
も
に
あ
り
、
親
戚
や
友
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
に
暮
ら
す
筆
者
な
ど
が
安
易
に

コ
メ
ン
ト
す
る
の
を
、
払
い
の
け
る
か
の
よ
う
な
切
迫
感
が
そ
こ
に
は
あ
る

。

故
郷
に
独
居

す
る
老
母
と
重
な
る
。

第
三
者
的
に
観
ら
れ
る
番
組
で
は
な
か
っ
た

。

よ
し
ん
ば
今
は
そ
う
で
な
く
と
も
、
い
つ
、
ど
ん
な
き
っ
か
け
で
孤
が
訪
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。

こ
れ
は
誰
に
と
っ
て
も
同
じ
だ
。

筆
者
も

。

り
ょ
く
せ
つ
て
き

経
典
に
尋
ね
て
み
る
と
実
に
直
戟
的
表
現
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る。

そ
も
そ
も
人
と
は
、
独
り
な
の
だ

。

な

今
ま
さ
に
、
そ
の
苦
し
み
を
嘗
め
て
い
る
方
に
は
、
傷
口
を
塩
で
も
ま
れ
る
か
の
如
く
に

感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
れ
は
、
実
際
に
そ
ば
に
つ
な
が
り
の
あ
る
人
が
い

な
い
、
と
い
う
物
理
的
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

。

人
間
存
在
に
お
け
る
根
源
的
な

•••• 

こ
と
と
し
て
、
裟
婆
で
は
誰
も
が
「
独
り
同
士
」
と
教
え
て
い
る
。
「悪
趣
な
る
娑
婆
の
真

の
相
に
早
く
気
づ
き
、
善
な
る
道
を
歩
む
こ
と
が
肝
要
」
と
、
経
典
は
続
け
る
。
「仏
の
名

を
と
な
え
、
祈
り
、
毎
日
を
あ
な
た
な
り
に
大
切
に
送
り
な
さ
い

。

や
が
て
安
楽
の
、
先
立

っ
た
方
々
と
再
会
か
な
う
浄
土
に
赴
く
こ
と
を
期
し
て
」。
そ
う
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る

。

祈
ろ
う

。

孤
に
悩
む
人
も
、
ま
だ
、
そ
う
で
な
い
人
も

。

今
夜
は
も
う
遅
い
。

あ
す
朝
、
母
に
電
話
し
よ
う
。

（小
村
正
孝

）
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連載

前
田
和
男

0
快
僧
渡
辺
悔
旭

壷
中
に
月
三
を
求
め
て



壷中に月を求めて

＊
前
号
ま
で
の
あ
ら
す
じ

時
は
明
治
の
中
葉

°

家
業
が
傾
き
寺
に
出
さ
れ
た
渡
辺
芳
蔵
は
、

小
石
川
源
覚
寺
住
職
端
山
海
定
の
下
、
十
五
歳
で
得
度
し
「
海
旭
」

を
名
乗
る
。

オ
気
燦
発
ゆ
え
将
来
の
宗
門
幹
部
と
し
て
浄
土
宗
学

東
京
支
校
｀
同
本
校
へ
進
学
を
許
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
三
十
三
年

（
一
九0
0
)、
浄
土
宗
海
外
留
学
生
と
し
て
、
廃
仏
毀
釈
で
打
撃

を
蒙
っ
た
仏
教
再
生
の
輿
望
を
担
っ
て
、
当
時
印
度
学
の
拠
点
で

あ
っ
た
ド
イ
ツ
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
へ
留
学

。

碩
学
ロ
イ
マ

ン
教
授
の
薫
陶
を
受
け
る
傍
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
改
革
派
、
社
会
主

義
者
ら
と
交
わ
り
、
社
会
福
祉
事
業
な
ど
仏
教
以
外
の
知
見
を
深

め
る
。

留
学
四
年
目
、
ス
イ
ス
は
パ
ー
ゼ
ル
の
万
国
宗
教
歴
史
学

会
で
研
究
発
表
、
そ
こ
で
仏
教
に
造
詣
が
深
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
1
1

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
元
駐
日
代
理
公
使
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ク
ー
デ
ン

ホ
ー
フ
1
1

カ
レ
ル
ギ
ー
伯
爵
と
出
会
い
大
い
に
刺
激
を
受
け
る
。

ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
戻
っ
た
海
旭
は
、
”

半
年
先
輩
“

で
同
じ
宗

門
海
外
留
学
生
の
荻
原
雲
来
か
ら
｀
ヨ
ー
ロ

ッ

バ
初
の
比
丘
で
あ

る
ニ
ャ
ー
ナ
テ
ィ
ロ
カ
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
強
い
興
味
を
覚
え

る
。

一
方
で
、
学
究
面
で
雲
来
に
ま
す
ま
す
引
き
離
さ
れ
て
い
る

と
の
あ
せ
り
が
あ
っ
た
。

当
初
宗
門
か
ら
言
い
渡
さ
れ
て
い
た
留

学
期
限
の
四
年
が
迫
っ
て
お
り
、
ロ
イ
マ
ン
教
授
の
口
添
え
で
延

長
は
叶
っ
た
も
の
の
、
海
旭
も
雲
来
も
そ
ろ
そ
ろ
成
果
が
求
め
ら

れ
て
い
た
。

渡
辺
海
旭
は
回
想
か
ら
銘
め
る
と
、
坊
主
頭
に
無

地
の
衣
姿
の
盟
友
を
見
つ
め
た

。

目
の
前
の
茶
が
半

分
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。

ど
れ
ぐ
ら
い
回
想
の
中
に

い
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。

片
や
わ
が
身
は
長
髪

を
リ
ー
ゼ
ン
ト
に
撫
で
つ
け
洋
装
に
身
を
か
た
め
、

傍
ら
に
は
飲
み
さ
し
の
ま
ま
泡
が
消
え
た
ビ
ー
ル
の

グ
ラ
ス
が
あ
っ
た

。

な
ん
と
も
対
照
的
な

二
人
だ
っ

た
が
、
そ
の
間
に
は
、
し
ば
し
言
築
を
交
わ
さ
な
く

と
も
理
解
し
あ
え
る
暖
か
い
空
気
が
た
ゆ
た
っ
て
い

た
。

海
旭
は
お
も
む
ろ
に
口
を
開
い
た
。

「
ど
、
独

有
。

お
、
お
ぬ
し
の
お
か
げ
だ
。

れ
、
礼
を
い
う
」

荻
原
雲
来
は
す
ぐ
に
は
何
の
こ
と
や
ら
わ
か
ら
ず

首
を
か
し
げ
た
。

海
旭
は
慌
て
て
補
足
し
た

。

「
あ
、
あ
ち
こ
ち
フ

ラ
フ
ラ
し
て
腰
が
定
ま
ら
ぬ
僕
が
、
な
、
な
ん
と
か

学
問
に
踏
み
と
ど
ま
れ
て
い
る
の
は
、
お
ぬ
し
の
お

か
げ
だ
」

学
究
一
途
の

盟
友
に
励
ま
さ
れ
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雲
来
は
手
を
振
る
と
言
っ
た
。

「
い
や
い
や
、
君

に
感
謝
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も
し
て
お
ら
ん

よ
。

君
と
机
を
並
べ
て
ひ
た
す
ら
学
究
に
励
ん
で
い

る
だ
け
だ
」

海
旭
も
手
を
振
り
返
し
た

。

「
い
、
い
や
。

そ
、

そ
の
お
ぬ
し
の
ひ
た
む
き
さ
が
私
に
は
大
い
な
る
励

み
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」

雲
来
は
真
顔
に
な
っ
た

。

「
感
謝
す
べ
き
は
私
の

ほ
う
か
も
し
れ
ん
な
。

君
が

『浄
土
教
報
』
で
私
の

こ
と
を
さ
ん
ざ
ん
持
ち
上
げ
る
も
の
だ
か
ら
、
ま
す

ま
す
励
も
う
と
い
う
気
に
な
る

。

午
前
中
は
大
学
図

書
館
、
午
後
か
ら
は
下
宿
の
部
屋
で
机
を
並
べ
な
が

き

ら
寝
食
を
忘
れ
て
数
日
口
も
利
か
な
い
ほ
ど
原
典
研

究
に
打
ち
込
ん
で
い
る
、
そ
う
書
か
れ
た
ら
怠
け
る

わ
け
に
は
い
く
ま
い
」

「
こ
、
こ
れ
か
」
と言
っ
て
、
海
旭
は
文
机
の
引
き

出
し
を
あ
け
る
と
、
故
国
か
ら
三
四
カ
月
遅
れ
て
届

く

「浄
士
教
報
』
を

一
束
に
綴
じ
た
中
か
ら
め
く
っ

て
示
し
た

。

そ
こ
に
は
、
海
旭
が
留
学
先
の
ド
イ
ツ

か
ら
寄
せ
た
次
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た

。

「
午
前
は
多
く
図
書
館
に
あ
り。

華
厳
の
梵
文
を
読

む
。

大
乗
の
妙
理
は
、
壮
麗
に
し
て
幽
遠
の
趣
に
富

む
。

梵
語
の
間
に
躍
然
と
し
て
、
身
は
毘
慮
遮
那
海

蔵
に
あ
る
の
感
あ
り
。

独
有
は
机
を
隔
て
て
般
若
を

研
む

。

大
品
の
深
趣
、
精
研
力
学
、
彼
が
如
き
を
以

て
す
。

そ
の
造
詣
や
知
る
べ
か
ら
ず

。

同
寓
共
に
食

し
同
室
に
寝
ぬ

。

而
も
往
々
に
し
て
相
話
せ
ざ
る
こ

と
数
日
に
わ
た
る
あ
り
」

さ
ら
に
雲
来
は

言
い
添
え
た
。

「
今
や
当
地
の
学

者
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
者

で
、
帰
国
し
た
ら
日
本

一
の
東
洋
学
者
に
な
れ
る
と

い
う
の
も
、
ほ
め
す
ぎ
だ
ろ
う
」

「
こ
、
こ
れ
か
」
と
海
旭
は
寄
稿
し
た「浄
土
教
報
j

の
次
の
記
事
を
示
し
た
。

「
さ
れ
ど
其
深
き
仏
教
文
学
の
知
識
と
博
覧
大
蔵
経

を
自
由
に
考
証
す
る
の
技
量
は
他
の
到
底
及
ぶ
べ
か

ら
ざ
る
長
技
に
て
、
此
点
に
於
て
は
此
地
の
学
者
等

28 
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も
荻
原
が
我
国
従
来
の
梵
学
者
に
比
し
て
遠
く
数
頭

地
を
超
出
す
る
も
の
た
る
を
認
め
来
し
か
の
如
く
、

Q
が
わ

衷
心
よ
り
嬉
し
く
喜
ば
し
く
候
。

希
く
は
荻
原
の
此

方
面
に
於
て
滸
々
研
究
を
重
ね
て
我
国
に
於
け
る
東

洋
学
者
と
し
て
流
に
立
た
ん
と
は
切
望
の
事
に

候
」雲

来
は
記
事
に
目
を
走
ら
せ
る
と

言
っ
た
。

「
そ

う
、
こ
の
記
事
だ

。

君
の
名
調
子
に
か
か
る
と
、
経

せ
き

典
と
脱
め
っ
こ
の
駆
け
出
し
学
僧
も
、
斯
界
の
碩
学

に
な
っ
て
し
ま
い
、
有
難
い
反
面
、
恐
ろ
し
く
も
あ

る
。

こ
れ
が
宗
門
の
要
路
に
読
ま
れ
て
い
る
と
思
う

と
、
私
も
う
か
う
か
し
て
お
れ
ぬ
」
雲
来
は
戸
惑
気

味
の
海
旭
に
気
づ
い
て

一
息
入
れ
た
。

「
い
や
、
迷

惑
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

こ
こ
ま
で
学
究
を

き
わ
め
ら
れ
た
の
は
、
貴
兄
の
箪
の
お
か
げ
だ
と
言

っ
て
い
る
の
だ
。

こ
っ
ち
こ
そ
毀
兄
に
感
謝
せ
ん
と

。

君
が
私
に
感
謝
す
る
の
は
逆
だ
」

「
な
、
何
と
い
う
こ
と
だ。

お
ぬ
し
を
褒
め
る
こ
と

で
、
巡
り
巡
っ
て
、
ぽ
、
僕
は
僕
自
身
を
は
げ
ま
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
か

。

僕
は
僕
に
感
謝
せ
よ
と

。

な
、
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
か
」
と
海
旭
は
言
っ

て
ビ
ー
ル
の
グ
ラ
ス
を
ぐ
び
り
と
啜
る
と
、
苦
笑
し

こ
°t
 雲

来
も
つ
ら
れ
て
微
苦
笑
を
浮
か
べ
る
と
、
「
そ

れ
に
し
て
も
、
君
は
私
の
こ
と
を
褒
め
す
ぎ
だ
ぞ
」

「
い
、
い
や
い
や
、
お
ぬ
し
の
学
究

一
途
に
感
嘆
し

て
の
こ
と
だ
」
こ
れ
は
海
旭
の
偽
ら
ざ
る
気
持
ち
だ

っ
た
。

「
こ
、
こ
こ
を
見
て
み
ろ
、
と
き
に
は
友
人
と
し
て

辛
口
の
批
評
も
加
え
て
あ
る
」
と
言
っ
て
悔
旭
は
先

程
の

「浄
土
教
報
」
の
記
事
の
祁
入
箇
所
を
指
さ
し

た
。

そ
こ
に
は
海
旭
の
雲
来
評
が
こ
う
記
さ
れ
て
あ

っ
た
。

「
次
第
に
実
際
問
題
に
遠
か
り
哲
学
上
の
思
弁
や
社

会
観
な
ぞ
に
硲
も
頓
粁
せ
ず
、
余
り
に
仏
教
文
献
学

者
（
プ
ッ
デ
ィ
ス
テ
ィ
シ
ェ
・
フ
ィ
ロ
ロ
ゲ
）
た
る

に
傾
か
ん
と
す
る
は
弟
に
は
余
り
面
白
か
ら
ず
」
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雲
来
は
記
事
に
目
を
走
ら
せ
る
と
再
び
苦
笑
を
浮

か
べ
た

。

「
こ
れ
が
ど
う
か
し
た
か。

君
の
見
立
て

の
と
お
り
で
、
よ
く
ぞ
言
っ
て
く
れ
た
と
思
い
こ
そ

す
れ
、
私
に
は
痛
く
も
痒
く
も
な
い
ぞ
」

「
そ
、
そ
う
か
。
「現
実
に
う
と
く
学
者
然
と
し
て

い
て
面
白
く
も
何
と
も
な
い
」
は
お
ぬ
し
に
は
褒
め

言
葉
か
。

こ
、
こ
い
つ
は
参
っ
た
、
参
っ
た
」
と
海

旭
は
リ
ー
ゼ
ン
ト
で
固
め
た
頭
を
叩
い
た

。

雲
来
は
苦
笑
を
消
し
て
衣
を
た
だ
し
た
。

「
私
と

し
て
は
、
そ
い
つ
を
裏
返
し
て
君
に
返
し
た
い
。

す

な
わ
ち
、
実
際
問
題
に
関
心
が
あ
り
、
哲
学
や
ら
社

会
に
頓
滸
し
す
ぎ
な
の
は
、
仏
教
語
学
者
か
ら
遠
ざ

か
る
ば
か
り
で
、
い
か
が
な
も
の
か
と

」

「
こ
、
こ
い
つ
は
参
っ
た。
僕
に
も
っ
と
ま
じ
め
に

勉
強
し
ろ
と

。

こ
れ
は
と
ん
だ
藪
を
つ
つ
い
た
」
と

言
う
と
海
旭
は
腹
を
抱
え
て
笑
い
、
つ
ら
れ
て
雲
来

も
笑
い
声
を
あ
げ
た

。

「
ま
じ
め
に
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
君

だ
け
で
な
く
私
も
だ
」
と
雲
来
は
再
び
真
顔
に
な
っ

た
。

「
そ
ろ
そ
ろ
、
当
地
で
の
学
究
に
区
切
り
を
つ

け
な
い
と
…
」

「
そ
、
そ
の
と
お
り。

せ
っ
か
く
ロ
イ
マ
ン
先
生
の

口
添
え
で
留
学
を
延
長
し
て
も
ら
っ
た
の
だ
か
ら
」

と
海
旭
は
話
題
を
切
り
換
え
た

。

「
お
、
お
ぬ
し
に

は
早
く
ド
ク
ト
ル
（
博
士
号
）
を
と
っ
て
帰
国
し
て

も
ら
い
、
私
の
分
ま
で
宗
門
の
期
待
に
応
え
て
く
れ
」

「
何
を
い
う
か
」
と
雲
来
は
言
い
返
し
た
。

「
君
こ

そ
、
つ
い
こ
の
間
、
ス
イ
ス
は
バ
ー
ゼ
ル
の
万
国
宗

教
歴
史
学
会
で
堂
々
た
る
研
究
発
表
を
し
た
で
は
な

い
か
。

そ
れ
を
も
と
に
ド
ク
ト
ル
を
と
っ
た
ら
ど
う

だ
」「

ぽ
、
僕
に
は
ま
だ
む
り
だ。
ご
案
内
の
と
お
り
、

あ
ち
こ
ち
フ
ラ
フ
ラ
し
て
腰
が
定
ま
ら
ぬ

。

で
、
で

も
、
お
ぬ
し
な
ら
朝
飯
前
と
は
い
わ
ぬ
が
、
そ
れ
ほ

”
ド
ク
ト
ル
＂
を

と
っ
て
帰
国
せ
よ
n
~
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ど
む
ず
か
し
く
は
な
か
ろ
う

。

あ
れ
ほ
ど
学
究

一
途

に
腰
を
す
え
て
い
る
お
ぬ
し
が
な
ぜ
と
れ
ぬ

。

ぽ
、

僕
に
は
不
思
議
で
な
ら
ぬ
が
」
海
旭
は
雲
来
の
顔
を

覗
き
込
ん
だ
が
、
目
を
逸
ら
さ
ら
れ
た

。

「
こ
、
こ

の
間
、
ロ
イ
マ
ン
先
生
に
会
っ
た
ら
、
い
た
＜
心
配

さ
れ
て
、
あ
の
男
な
ら
勉
学
ぶ
り
か
ら
い
っ
て
と
っ

く
に
と
れ
て
い
て
当
然
な
の
に
、
肩
書
き
は
い
ら
ん

の
一
点
ば
り
で
困
っ
た
も
の
だ
と
愚
痴
を
こ
ぽ
さ
れ

た
」「

そ
う
か
…
ロ
イ
マ
ン
先
生
に
は
誠
に
申
し
訳
な
い

と
思
っ
て
い
る
…
」
と
雲
来
は
口
ご
も
っ
た

。

海
旭
は
ビ
ー
ル
を
も
う

一
本
あ
け
る
と
グ
ラ
ス
に

つ
い
だ
。

た
し
な
め
る
よ
う
な
目
つ
き
で
そ
れ
を
見

る
雲
来
に
は
か
ま
わ
ず
続
け
た

。

「
お
、
お
ぬ
し
の

代
り
に
、
ロ
イ
マ
ン
先
生
に
こ
う
答
え
た
。
「そ
、

そ
も
そ
も
、
荻
原
の
よ
う
な
真
正
の
学
者
に
は
ド
ク

ト
ル
な
ん
ぞ
の
看
板
は
要
ら
ん
の
で
す

。

ド
イ
ツ
や

フ
ラ
ン
ス
に
ド
ク
ト
ル
は
い
る
け
れ
ど
、
そ
ん
な
連

中
よ
り
も
力
は
は
る
か
に
上
で
あ
る
こ
と
は
先
生
も

よ
く
ご
存
知
の
は
ず
で
す
j
と
。

あ
、
有
難
迷
惑
だ

っ
た
か
な
」

「
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
雲
来
は
頭
を
振
っ

た
。

「
で
、
先
生
は
ど
う
い
わ
れ
た
」

「『獅
子
賢
の
大
品
般
若
釈
論
の
研
究
は
、
大
蔵
の

知
識
が
な
け
れ
ば
、
到
底
な
し
え
ぬ
も
の
だ。

わ
が

荻
原
な
く
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仏
教
学
者
で
は

一
ペ

ー
ジ
た
り
と
も
読
み
進
む
こ
と
は
で
き
ま
い

』
と
」。

海
旭
は
グ
ラ
ス
の
麦
色
の
液
体
を
喉
に
流
し
込
む
と

続
け
た
。

「
そ
し
て
こ
う
も言
わ
れ
た
。
「ロ
ン
ド
ン

大
学
の
ベ
ン
ド
ー
ル
博
士
や
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
ス
パ

イ
ヤ
ー
博
士
か
ら
、
君
の
と
こ
ろ
に
は
凄
い
弟
子
が

い
て
う
ら
や
ま
し
い
と
誉
め
ら
れ
て
、
私
も
鼻
麻
々

だ
っ
た
よ

」
と
」

「
そ
う
か
、
そ
う
か
」
雲
来
は
い
か
に
も
嬉
し
げ
に

坊
主
頭
を
衣
の
袖
で
撫
で
る
と
、
何
度
も
頷
い
た。

海
旭
は
内
心
で
嫉
妬
に
近
い
も
の
が
沸
い
て
く
る

の
を
、
あ
わ
て
て
抑
え
こ
ん
だ

。

ベ
ン
ド
ー
ル
、
ス
パ
イ
ヤ
ー
両
博
士
は
い
わ
ば
仏

教
梵
語
学
の
大
関
か
横
綱
と
い
う
べ
き
存
在
だ
っ
た

が
、
以
来
、
雲
来
に
は
二
人
か
ら
著
書
が
贈
ら
れ
た
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「
と
、
と
こ
ろ
で
、
こ
の
春
ま
で
お
ぬ
し
が
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
に
行
っ
て
や
り
遂
げ
た
こ
と
、
あ
れ
は
快
挙

と
い
う
他
な
い
」
と
海
旭
は
言
っ
た
。

「
ド
ク
ト
ル

の
三
人
分
の
値
打
ち
は
あ
る
と
思
う
の
だ
が
…
」

と
、
そ
れ
ま
で
ド
ク
ト
ル
話
に
言
葉
を
濁
し
て
い

た
雲
来
は
、
や
お
ら
顔
を
輝
や
か
せ
る
と
、
よ
く
ぞ

聞
い
て
く
れ
た
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
身
を
乗
り
だ
し

た
。
「ま
さ
か
あ
ん
な
す
ば
ら
し
い
も
の
が
見
つ
か

る
と
は
思
わ
な
ん
だ

。

わ
が
人
生
最
大
の
饒
倖
だ

。

雲
来
の
快
挙
！

最
古
の
聖
典
原
文
を
発
見
す

り
、
質
問
が
く
る
よ
う
に
な
っ
た。
荻
原
は
無
冠
•
無

位
で
は
あ
る
が
、
留
学
数
年
に
し
て
、
斯
界
で
は
す

で
に

一
級
の
学
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
博
士
号

な
ど
望
め
ば
即
座
に
授
与
さ
れ
て
も
何
の
不
思
議
も

な
か
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
雲
来
は
ド
ク
ト

ル
を
と
ろ
う
と
し
な
い
の
か

。

海
旭
は
胸
裏
に
蝠
っ

た
ま
ま
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
、
攻
め
口
を
変
え
る

こ
と
に
し
た

。

ほ
ん
に
生
き
て
い
た
よ
か
っ
た
」
冷
静
沈
着
な
男
は

い
つ
に
な
く
昂
布
気
味
に
話
し
は
じ
め
た。

雲
来
が
一
気
に
語
っ
た
の
は
こ
ん
な
概
要
だ
っ

こ
°t
 

ち
ょ
う
ど

一
年
ほ
ど
前
の
秋
の
こ
と
だ
。
雲
来
は

ド
イ
ツ
の
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク
大
学
に
あ
っ
て
、
イ
ギ

リ
ス
は
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
大
学
か
ら
取
り
寄
せ
た
膨
大

な
書
庫
目
録
を
渉
猟
し
て
い
た

。

同
大
学
の
蔵
書
は

五
十
万
巻
。
雲
来
ら
仏
教
学
徒
に
と
っ
て
垂
涎
の
的

と
い
う
べ
き
古
代
珍
奇
の
仏
教
写
本
を
蔵
す
る
こ
と

欧
州
第

一
と
い
わ
れ
て
い
た
。

そ
の
多
く
は
七
つ
の

海
を
支
配
す
る
大
英
帝
国
の
探
検
隊
が
古
代
仏
教
が

伝
播
し
た
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
”

文
化
戦
利
品
“
と
し

て
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
門
外
漢

の
探
検
家
た
ち
に
は
そ
れ
を
精
査
分
類
す
る
能
力
が

あ
る
は
ず
も
な
く
、
と
に
か
く
古
そ
う
な
も
の
な
ら

何
で
も
収
集
し
て
あ
る
た
め
、
ま
さ
に
玉
石
混
消
状

態
だ
っ
た
。

そ
ん
な
膨
大
な
石
の
山
の
中
に
玉
を
訪
ね
求
め
て
、

雲
来
は
来
る
日
も
来
る
日
も
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
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壷中に月を求めて

地
道
な
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
仏
教
の

発
祥
を
知
る
上
で
貴
重
な
仏
教
聖
典

「楡
伽
論
j

「
菩
薩
地
」
を
発
見
し
た
の
で
あ
る

。

そ
れ
は
、
喩

伽
論
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
本
と
し
て
は
お
そ
ら
く

最
古
と
さ
れ
る
大
発
見
で
あ
っ
た

。

雲
来
は
そ
の
饒

倖
に
欣
喜
雀
躍
し
た

。

な
ん
と
し
て
も
現
物
を
こ
の

目
で
確
か
め
て
、
じ
っ
く
り
と
研
究
し
た
い
と
願
っ

た
。

し
か
し
、
目
録
は
取
り
寄
せ
ら
れ
て
も
現
物
は

館
外
不
出
な
の
で
彼
の
地
の
大
学
ま
で
赴
く
ほ
か
な

い
。

そ
こ
で
、
ロ
イ
マ
ン
先
生
に
相
談
す
る
と
、
快

＜
梵
字
学
の
泰
斗
ベ
ン
ド
ー
ル
に
紹
介
の
労
を
と
っ

て
く
れ
、
同
大
学
図
書
館
を
利
用
す
る
許
可
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。

さ
っ
そ
く
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
越
え

て
現
物
を
確
か
め
て
み
る
と
、
や
は
り
本
物
だ
っ
た
。

し
か
し
今
と
違
っ
て
複
写
を
し
た
り
写
真
に
と
る

こ
と
は
叶
わ
な
い

。

雲
来
は

一
字

一
句
を
写
し
と
る

こ
と
に
な

っ
た
。

毎
日
、
図
瞥
館
が
開
く
午
前
九
時

か
ら
閉
館
す
る
午
後
五
時
ま
で
通
い
づ
め
、
昼
食
時

二
十
分
を
除
い
て
、
ひ
た
す
ら
写
本
を
続
け
た

。

日

本
と
は
違
っ
て
大
晦
日
も
元
日
も
開
館
し
て
い
る
の

で
、
年
末
年
始
も
な
か
っ
た

。

お
か
げ
で
世
界
の
中

心
地
の
有
様
を
報
告
で
き
な
い
こ
と
を
故
国
の
家

族
・
知
人
に
こ
う
詫
び
る
は
め
に
な
っ
た。

「
渡
英
以
来
巳
に

一
閲
月
、
未
だ
郊
外
の
み
な
ら
ず

市
内
の
見
物
さ
へ
怠
り
居
る
位
に
て
、
前
條
の
事
業

い
と
虫

に
忙
は
し
く
委
悉
報
道
す
る
に
追
あ
ら
ず。
各
位
乞

ゆ
る

ふ
之
を
恕
せ
」

ま
た
新
年
の
挨
拶
賀
状
を
英
国
か
ら
送
り
、
故
国

の
家
族

・

知
人
を
梵
か
す
こ
と
に
な
っ
た

。

「
一
九
0
三
年
十
二
月
小
生

二
十
八
日
当
地
剣
橋

（
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
）
に
て
越
年
、
其
際
該
地
の
絵
端

書
を
以
て
新
年
の
御
祝
賀
可
申
上
候」（

こ
の
項
続
く
）
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友好の絆

本
多
忠
勝

大
多
喜
城
と
本
多
忠
勝
、
忠
朝
親
子

大
多
喜
城
は
、
御
宿
か
ら
約
八
里
の
山
城
で
あ
る。

今
の
地
勢
で
云
え
ば
、
御
宿
を
出
て
、
西
方
向
に
転

じ
、
千
葉
を
横
断
す
る
大
多
喜
街
道
（
勝
浦
か
ら
東

い
す
み

京
湾
市
原
）
に
出
る

。

こ
れ
を
北
上
し
、
夷
隅
川
の

所
で
（
船
子
交
差
点
）
左
折
、
西
に
転
じ
る。
町
全

体
が
蛇
行
す
る
夷
隅
川
に
包
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
内

側
に
南
北
に
城
下
町
通
り
が
突
っ
切
り
、
こ
こ
を
底

辺
と
し
て
西
へ
迫
り
上
が
る
山
に
築
か
れ
た
城
郭
都

市
。

城
下
町
通
り
沿
い
に
は
、
江
戸
時
代
の
古
民
家
、

宿
、
蔵
屋
な
ど
が
建
ち
並
び
、
今
な
お
歴
史
の
風
情

を
感
じ
さ
せ
る
。

夷
隅
鉄
道
（
外
房
大
原
か
ら
来
る
）

大
多
喜
駅
近
辺
に
来
れ
ば
、
前
方
、
遠
く
に
現
代
の

城
が
聟
え
、
駅
の
左
に
大
き
な
大
手
門
（
歓
迎
門
）

ま
た

が
道
を
跨
い
で
立
っ
て
い
る
。

一
五
九
0
年
、
家
康
江
戸
入
府
と
と
も
に
、
上
総

の
地
は
家
康
の
も
の
と
な
り
、
十
万
石
の
大
多

喜
藩

が
成
立

。

家
康
は
腹
心
の
部
下
、
本
多
忠
勝
を
領
主

に
派
遣
す
る
。

こ
の
地
が
江
戸
を
守
る
重
要
拠
点
と

見
な
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い

。

忠
勝
は
、
周
囲
を
夷
隅
川
に
囲
ま
れ
た
天
然
要
衝

の
山
頂
に
城
を
築
く

。

こ
こ
は
そ
れ
以
前
か
ら
山
城

と
し
て
の
地
形
を
備
え
、
里
見
氏
な
ど
の
重
要
拠
点

で
あ
っ
た
。

忠
勝
は
、
こ
れ
を
利
用
し
、
本
丸
‘
-
―

の
丸
、
三
の
丸
を
設
け
、
ふ
も
と
に
城
下
町
を
整
備

。

本
格
的
な
近
世
城
郭
を
造
る
。

本
多
忠
勝
は
、
徳
川
四
天
王
、
徳
川
十
六
神
将
、

徳
川
三
傑
の

一
人
。

敵
軍
の
武
田
を
し
て
「
家
康
に

過
ぎ
た
る
も
の
は
二
つ
あ
り
。

唐
の
か
し
ら
に
本
多

平
八
」
（
忠
勝
の
別
名
、
平
八
郎。

唐
の
か
し
ら
と

は
、
家
康
の
ヤ
ク
の
尾
毛
飾
り
兜
）
と言
わ
し
め
た
。

本
多
氏
は
三
河
徳
川
本
家
の
譜
代

。

忠
勝
は
、
桶
狭

し
る
し

間
の
前
哨
戦
で
初
陣
、
敵
の
首
を
挙
げ
る

。

姉
川
の

戦
い
で
は
朝
倉
軍

一
万
に
単
騎
駆
け
を
敢
行
。
二
俣

し
ん
が
り

城
の
戦
い
で
は
最
も
危
険
な
殿
を
つ
と
め
、
家
康
の

撤
退
に
成
功
、
三
方
ケ
原
、
長
篠
の
大

一
番
で
は
、

そ
の
戦
い
ぶ
り
に
敵
味
方
を
問
わ
ず
に
炊
賛
さ
れ
、
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友好の絆

い
さ

本
能
寺
の
変
で
は
取
り
乱
し
た
家
康
を
諫
め
、
有
名

な
伊
賀
越
え
を
行
わ
せ
る
。

小
牧
•
長
久
手
の
戦
い

で
は
、
盟
臣
十
六
万
の
前
に
家
康
は
苦
戦
に
陥
っ
た

が
、
五
百
名
の
兵
を
率
い
て
駆
け
つ
け
、
大
軍
の
前

に
立
ち
は
だ
か
り
、
秀
吉
か
ら
も
東
国

一
の
勇
士
と

宜
賛
さ
れ
る
。

こ
の
時
、
秀
吉
は
「
あ
奴
だ
け
は
殺

し
て
は
な
ら
ぬ
、
将
来
、
家
来
に
し
た
い
か
ら
」
と

語
っ
た
と
い
う

。

関
ヶ
原
で
は
、
諸
大
名
に
書
状
を

送
っ
て
東
軍
方
に
つ
け
る
工
作
に
活
躍

。

戦
場
で
は
、

常
に
家
康
の
矢
面
に
立
ち
、
生
涯
に
お
け
る
合
戦
五

十
七
回
で
か
す
り
街

―
つ
追
わ
な
か
っ
た
と
い
う

。

ま
た
、
武
勇
の
人
で
あ
り
な
が
ら
、
大
阪
の
役
後
、

家
康
が
散
々
に
煮
え
湯
を
呑
ま
さ
れ
た
真
田
家
の
存

続
を
嘆
願
し
、
結
果
と
し
て
、
真
田
家
は
、
信
涙
上

田
領
を
江
戸
末
期
ま
で
存
続
。

徳
川
家
に
忠
誠
を
尽

く
す
こ
と
に
な
る

。

こ
う
し
た
断
ト
ツ
の
功
績
か
ら

家
康
の
忠
勝
へ
の
信
頼
は
、
「
極
ま
れ
り
」
と
い
う

こ
と
に
な
る

。

忠
勝
辞
世
の
句
に
「
手
柄
を
立
て
な

く
て
も
、
事
の
難
に
挑
み
て
退
か
ず
、
主
君
と
討
ち

死
に
し
て
も
忠
節
を
守
る
。

こ
れ
ぞ
侍
」
と
い
う

一

節
が
あ
り
、
彼
の
信
条
を
良
く
映
し
出
し
て
い
る

。

世
の
中
が
安
定
し
、
同
じ
本
多

一
族
の
本
多
正
信
が

い
わ
ば
権
謀
術
数
を
も
っ
て
、
秘
府
を
牛
耳
る
こ
と

に
な
り
、
晩
年
不
遇
と
さ
れ
て
い
る
が
、
忠
勝
は
正

信
を
嫌
い
、
「
あ
や
っ
と
の
血
筋
は
全
く
無
関
係
」

と
ま
で
言
い
捨
て
て
い
る
。

そ
こ
に
は
敵
軍
か
ら
も

賞
賛
さ
れ
た
、
清
廉
潔
白
な
武
士
の
姿
が
垣
間
見
え

る
。

こ
う
い
う
人
が
大
多
喜
城
を
築
い
た
の
で
あ
る。

難
攻
不
落
。

城
下
町
も
栄
え
た

。

か
く
て
、
大
多
喜

は
、

一
万
二
千
の
人
口
と
上
総
中
枢
の
重
要
拠
点
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

大
多
喜
藩
初
代
十
年
、
事
が
成

る
と
、
忠
勝
は
桑
名
十
万
石
の
領
主
と
な
る

。

従
っ

て
忠
勝
の
慕
所
は
、
桑
名
浄
七
寺
と
大
多
喜
の
、
彼

が
開
基
し
た
良
玄
寺
に
あ
る
。

そ
し
て
夷
隅
郡
大
多

喜
は
、
忠
勝
の
次
男
、
忠
朝
に
引
き
継
が
れ
る

。

こ

の
人
が
ま
た
父
親
の
清
廉
潔
白
な
武
人
の
血
筋
を
受

け
継
ぎ
、

一
六
0

一
年
、
若
い
な
が
ら
家
康
の
愛
す

る
こ
と
こ
の
上
も
な
い
大
多
嘉
の
二
代
目
当
主
と
な

る
。

こ
う
し
た
お
り
、

一
六
0
九
年
、
ロ
ド
リ
ゴ
は

御
宿
岩
和
田
に
遭
難
源
滸
し
た
わ
け
で
あ
る
。

ロ
ド
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忠
勝
に
は
、
長
男
忠
政
と
次
男
忠
朝
が
い
た

。

忠

政
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
政
治
家
タ
イ
プ
。

忠
勝
の

気
性
を
継
い
だ
の
が
忠
朝
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
、

忠
勝
は
か
わ
い
く
て
し
ょ
う
が
な
い

。

し
か
し
、
死

す
る
に
及
ん
で
、
家
督
は
無
論
、
打
産
も
全
て
長
男

の
忠
政
に
譲
る

。

忠
政
は
桑
名
領
主

二
代
目
と
な
り
、

忠
朝
を
大
多
喜
城

二
代
目
に
指
名
し
た
。

こ
の
時
、

忠
勝
は
、
蓄
え
の
金

一
万
五
千
両
だ
け
は
、
忠
朝
に

と
追
言
し
た

。

し
か
し
、
忠
政
は
こ
れ
も
自
分
の
も

の
と
し
て
蔵
に
し
ま
っ
た

。

周
囲
は
騒
ぐ
。

だ
が
、

忠
朝
は
「
兄
は
多
く
の
将
兵
を
抱
え
、
な
に
か
と
物

入
り
が
か
か
る
」
と
あ
っ
さ
り
こ
れ
を
拒
否

。

こ
の

弟
の
態
度
に
、
忠
政
は
恥
て
、
こ
の
金
を
半
分
に
し
、

忠
朝
に
分
け
与
え
ん
と
す
る
。

す
る
と
忠
朝
は
こ
れ

を
も
固
辞
し
て
受
け
取
ら
な
い
。

忠
政
は
そ
れ
で
は

俺
の
気
持
ち
が
承
知
し
な
い
と
い
う。

し
か
た
な
く
、

忠
朝
は
「
そ
れ
な
れ
ば
、
そ
の
金
を
縛
っ
て
兄
の
蔵

本
多
忠
朝

リ
ゴ
の
幸
運
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
あ
っ
た

。

に
そ
の
ま
ま
保
管
し
て
お
い
て
下
さ
い

。

余
程
の
こ

と
が
あ
っ
た
と
き
の
み
使
わ
せ
て
頂
き
ま
す
」
と
話

を
ま
と
め
た
。

無
論
、
忠
朝
は
そ
の
金
を
生
涯
使
う

こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
う
い
う
高
い
品
格
の
持
ち
主

だ
か
ら
、
御
宿
で
の
異
国
人
の
遭
難
に
、
家
来
の
反

対
を
押
し
切
っ
て
、
助
け
る
ど
こ
ろ
か
そ
の
先
の
友

好
に
繋
げ
得
た
の
で
あ
る

。

忠
朝
は
、
家
康
の
小
姓
と
し
て
育
っ
た

。

だ
か
ら
、

家
康
が
可
愛
く
な
い
は
ず
が
な
い

。

初
陣
は
関
ヶ
原

。

父
親
に
引
け
を
取
ら
ぬ
武
将
に
な
っ
た

。

ロ
ド
リ
ゴ

一
行
を
助
け
、
ス
ペ
イ
ン
の
ヌ
エ
バ
・
イ
ス
パ
ニ
ア
、

首
都
メ
キ
シ
コ
と
の
友
好
の
絆
を
築
く
こ
と
に
な
っ

た

一
六
0
九
年
か
ら
六
年
後
の

一
六

一
五
年
、
家
康

最
後
の
戦
い
と
な
っ
た
大
阪
夏
の
陣

。

淀
君
、
秀
頼

は
、
腹
を
切
り
、
大
阪
城
は
炎
上。

以
後
、
大
き
な

戦
は
明
治
維
新
ま
で
な
か
っ
た
。

敵
将
、
真
田
幸
村

の
活
躍
も
あ
り
、
家
康
の
心
胆
を
寒
か
ら
し
め
た
、

こ
の
戦
で
、
忠
朝
は
獅
子
布
迅
の
活
躍
を
し
、
三
十

三
歳
の
命
を
終
え
る
こ
と
に
な
る

。

黒
田
官
兵
衛
の

子
、
長
政
が
大
阪
の
役
の
戦
勝
記
念
と
し
て
描
か
せ
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友好の絆

た
、
有
名
な
「
大
阪
夏
の
陣
図
屏
風
」
が
あ
る

。

戦

場
で
入
り
乱
れ
て
戦
う
幣
し
い
将
兵
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
こ
の
絵
の
主
人
公
は
、
家
康
で
も
な
け
れ
ば
、

悲
劇
の
英
雄
真
田
幸
村
で
も
な
い
。

屏
風
絵
を
描
か

せ
た
黒
田
長
政
で
も
な
い

。

屏
風
絵
を
眺
め
回
す
と
、

中
央
に
複
数
の
敵
を
相
手
に
布
戦
す
る
騎
馬
武
者
に

目
が
行
く

。

そ
う
そ
れ
が
忠
朝
な
の
で
あ
る

。

こ
の

有
名
な
屏
風
絵
の
主
人
公
は
、
忠
朝
で
あ
る

。

戦
い

終
わ
っ
て
、
数
人
の
家
来
が
彼
の
辿
体
を
台
車
に
乗

せ
て
家
康
の
前
を
通
り
か
か
る
。

家
康
は
家
来
を
止

め
、
し
げ
し
げ
と
忠
朝
を
見
、
頬
に
手
を
触
れ
る
と

号
泣
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
そ
の
場
で
、
そ
の
家
来

達
に
褒
美
を
と
ら
せ
、
忠
朝
の
家
来
で
生
き
残
っ
た

者
が
あ
れ
ば
、

一
人
残
ら
ず
感
状
を
与
え
る
よ
う
に

命
じ
た

。

そ
う
い
う
親
子
が
築
い
た
大
多
喜
城
で
あ

る
か
ら
、
堅
固
な
こ
と
は
、
こ
の
上
も
な
い

。

多
く

の
民
衆
が
こ
の
地
に
集
ま
り
、
城
下
町
は
繁
栄
し
、

あ
た
か
も
房
総
の
中
心
地
の
ご
と
き
活
況
を
呈
す
る

に
至
る
。

大
多
喜
の
殿
、
本
多
忠
朝
は
、
民
衆
の
崇

拝
を
受
け
、
忠
朝
も
領
民
の
幸
せ
に
応
え
る
。

し
か

も
、
江
戸
城
に
い
る
二
代
将
軍
秀
忠
、
駿
府
の
大
御

所
、
家
康
と
密
接
な
連
絡
を
常
に
取
り
合
っ
て
お
り
、

そ
の
信
認
も
原
い
。

領
下
の
御
宿
に
遭
難
し
た
ス
ペ

イ
ン
人
の
報
に
接
し
た
と
き
、
家
来
の
反
対
を
押
し

切
っ
て
ま
で
、
救
助
し
た
御
宿
の
民
衆
に
謝
意
を
呈

す
る
と
共
に
、
支
援
に
踏
み
切
っ
た

。

ま
ず
は
、
彼

の
人
道
的
な
信
念
か
ら

。

そ
れ
に
家
康
が
ス
ペ
イ
ン

と
の
交
易
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

た
こ
と
も
あ
ろ
う

。

ロ
ド
リ
ゴ
の
こ
と
も
逐

一
、
秀

忠
、
家
康
に
知
ら
せ
指
示
を
得
て
い
る

。

大
多
喜
の

殿
は
、
御
宿
で
ロ
ド
リ
ゴ

一
行
と
初
め
て
会
見
し
た

時
に
約
束
し
た
、
遺
難
者
三
百
十
七
名
の
食
料
を
初

め
と
す
る
、
生
活
物
資
支
援
を
始
め
る

。

御
宿
村
民

の
各
家
で
手
厚
い
介
護
を
得
、
人
々
は
元
気
を
取
り

戻
し
、
村
民
と
の
交
流
•
密
箔
度
も
ま
す
ま
す
高
ま

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て

三
十
七
日
間
の
御
宿
で
の
生

活
を
終
え
、
全
員
大
多
喜
城
下
へ
と
引
き
取
ら
れ
る

こ
と
に
な
る

。

ロ
ド
リ
ゴ
を
初
め
と
す
る
彼
等
の
不

安
は
払
拭
さ
れ
、
日
本
の
民
衆
と
、
神
の
加
護
に
感

謝
し
た
。

（
つ
づ
く
）

39 



暑中お見舞申し上げます
平成二十六年

〒

服 法主大訂606 

8225 

倍 部 百
虚 萬
区

法 遍知Ill 
中
門

翡 丸 恩寺
~ 

大
本
山

く
ろ
谷
金戒
光
明
寺

法
主高

橋
弘
次

大
本
山

法
王八

木
季
生

増
上
寺

浄
土
門
主

総
本
山
知
恩
院
門
跡
第
八
卜
八
世

伊
藤
唯
員

鎌
倉
市
材
木
座
六
＇
十
七
＇
卜
九

T
E
L
O

四
六
七
(
-
―
―
-
）
0
六
0
-―
―

大
本
山

光
明
寺

法
主宮

林
昭
彦

大
本
山

善
導
寺

法
主阿

川

文

大
本
山
清
浄
華
院

法
主真

野

龍

" 海

校長 事理長 淑徳S 校学法

麻 C 人
靡淑

生 誓店靡
諦 園

善

〒

長 ＂
174 

邸

! 板 谷
淑
徳

JI( 
学

I 
園

匡 淑
五 徳

俊 大
五 足子

浄
土
宗
宗
務
総
長

誕
生
寺

〒

7
0
9

'

細
岡
山
媒
久
米
郡
久
米
南
町
理
方
八

0
八

（
二
八
）
ニ
ー0
ニ

0
八
六
ヒ

T
E
L
 

F
A
X

（
二八
）
―
―
―
六
ニ

美
作

法
然
上
人
御
誕
生
地

浄
土
宗
特
別
寺
院

豊
岡
鏡
年



暑中お見舞申 l 上げます
平成二十六年

白
静

i 岡

宝 弥
陀

品 台 嬰
野

院上

I 

翌 〒

価 112 

゜
迅. ... ... 

血

山

小H東全

八

偲
• 四ヽ- "

ヒ 通
r 

゜ 『
~ 院

ぷ14 11 賑e 鸞本
i 屈 介.,、 老隠

阻翡 靖
窒甲 彦

浄ヒ｛ぷ檀林呑龍上人祈願所蓮馨寺住戯·浄ヒ宗議会議且粂原恒久-T350磁川越市連雀町ヒ‘一俎話0四JL（ニニニ）00四三FAX0四九(-三六）0六ヒ六
〒 大
302 

金 鹿
血

山

~ ! 田 弘慧胃
也 進 職
九

徳
八

忠
高
山

賓
相
寺

消
水
湊

鶏
頭
山
安
楽
寺

〒

3
9
9
'

血
駒
ヶ
根
巾
上
穂
栄
町
九
＇
五

吋
話
0
二
六
丘

（八
三
）
ニ
―
二4ハ
0

飯
田
賓
雄

-
T
3
6
5

．

碑
埼
玉
県
鴻
巣巾
本
町
八
＇
ニ
・
三
一

霜
活
0
四
八

（五
四
一
）0
ニ
ニ
ヒ

お
骨
仏
の
寺

〒

5
4
3

.
g
大
阪
r
l
i天王
寺
区
逢
阪
二
＇
八
＇
六
九

霞
話
O
六

（六
七
七

一
）
0
四
四
四

‘
じ

ヽ

寺

勝

願

寺

〒 養
194 

田 運
0032 

寺
町; 中
阻

光戻
五
四

成

〒

10, 7 

浄
赤

血
坂,. 

; 港! Iii 土
/¥. 

地

喜

四阿
三 川

五乳寺

l i 
山

祖

平
母

贔
の
旧

陽
地

堀

嬰 院



暑中お見舞申し上げます
平成二十六年

ll ! ~ 天 儡
王
111 

正
--:: I 

光I• 

寺

極
楽
山

西

方

-
T
9
8
9

'

血
仙
台
巾
付
葉
台
大
倉
字
L

下
一

電
話
0
「
二
（
三
九
三
）1101

— 

H
o
m
e
P
a
g
e
:
 http:
/: w
w
w
.johgi
.o
r
.jp 

E
-mail: saihouji
ｮ
johgi
.o
r
.jp 

寺

定
義
如
来

音本月大 公9ヽ 花巻
の 地 廣『

！ 玄
｛ 雅

〒 九

: 浮 品
阿

世 禰

i' 員
陀
如
来

ii,四; 

岱贔 三 寺

ユ徳忍
英面

心
皐r
島

ら
職
r
住

北海追屯蘭 rli

満問寺・善行寺
(0143) 22ｷ4677ｷ44ｷ2695 

梅窓院

住職

中島真成

束）沢都港区·1妬'f山
2-26-38 

紅話 03 (3404) 8447 
ホームベージ

http: ｷ/www.baisouin.or.Jp 

，'〒• " .', 成 大腐住靡
田 田, 
嬰 ロ口四

七

九 憲

-
T
1
4
0

，

血
品
川
区
南
品
川

佐
藤
成
順

願
行
寺

〒

1
4
1
，

血
束
点
都
品
川
区
上
大
崎一
，
五
'
J
O

電
話
0
三
（
三
四
四

一
）
八
三
八
四

大
室
了
皓

光取寺
曲盃 佐 光闊畠
愚石文 藤
翡 良

入 純

鎌
倉
大
仏
殿

-
T
1
5
5

，

畑
世

I
I
l谷区
代
沢
一
＿
一
じ
J
.

I
 

高
穂
院

〒

2
4
8
，
暉
鎌
介
市
長
谷
四'•
一＇
て
八

電
話

0
四
六
t

（
二
ニ
）0
ヒ

〇
三

F
A
X

0
四
六
ヒ

（
二
ニ
）五
0
五
一

加
藤
昌
康

森
巖
寺





会句上
〈
特
選
〉夏
雲
の
俄
か
に
暗
し
児
ら
走
る

誌土浄
●
雲

急
坂
を
ラ
ン
ド
セ
ル
ゆ
く
桜
東
風

井
村

縁
日
な
ど
で
道
に
並
ん
で
い
る
屋
台
と
見
て
も
、

買
っ
て
帰
る
途
中
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う。

何
か
で

転
げ
出
し
た
林
檎
が
坂
を
転
が
っ
て
行
く。

「
衆
目

を
集
め
て
」
は
や
や
大
袈
裟
な
表
現
の
よ
う
に
思
う

が
、
こ
れ
が

一句
を
面
白
く
し
た。

単
足
袋
す
た
す
た
ど
ゆ
く
神
楽
坂

木
村

〈佳
作
〉
夏
燕
斜
め
に
飛
ん
で
坂
の
町

善
也

恵
子

相
沢
登
美
雄

黒
い
雲
が
に
わ
か
に
広
が
っ
て
来
て
、
あ
た
り
は

暗
く
な
っ
て
来
た。

多
分
夕
立
が
来
る
前
の
状
態
だ

ろ
う

。

遊
ん
で
い
る
子
供
達
に
も
、
そ
の
急
な
変
化

旦

衆
目
を
集
め
て
林
檎
坂
転
ぶ

●
坂

森
懐
人

石
原
新
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選者＝増田河郎子

大
鳥
居
常
若
願
い
榊
差
す

初
蝶
に
視
線
こ
ら
せ
ど
見
失
う

〈佳
作
〉
球
音
に
ビ
ー

ル
の
売
り
子
ふ
り
返
る

黄
瀬
鴻

中
村
真

戸
崎
桂

旦

蛸
壷
が
住
み
か
の
描
や
洪
の
春

●
自
由
題

雲
海
夕
染
め
ゆ
く
日

の
出
富
士
の
峰

雲
梯
i
i
る
速
さ

や
夏
来
た
る

〈佳
作
〉
雲
の
影
置
き
し

青
田
に
老
い
二
人

井
村
今
泉
太

佐
藤
雅
子

は
分
か
る
の
だ
ろ
う

。

「
ま
た
あ
し
た
」
な
ど
と言

っ
て
散
り
散
に
別
れ
て
行
く

。

蛸
壷
は
牡
蛎
殻
な
ど
を
落
と
し
て
き
れ
い
に
す
る

と
、
口
を

一方
向
に
向
け
て
栢
ん
で
お
く。
―
つ
だ

け
転
が
っ
て
い
る
の
も
あ
る

。

そ
の
ど
れ
で
も
よ
い

が
猫
が
住
み
つ
い
て
い
る
の
だ。

海
岸
だ
か
ら
食
糧

に
困
る
こ
と
も
な
か
ろ
う

。

善
也

山
口
信
子

45 



" 
卓日

＂
踵

兼
題

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

誌
上
句
会
〈
編
集
部
選
〉

●
坂

わ
け
あ
り
て
坂
下
闇
の
廻
り
道

化
粧
坂
通
う
人
な
し
若
坂
の
花

過
疎
の
街
n

本
一
の
坂
心
淋
し

サ
ル
ビ
ア
の
続
く
坂
道
影
ふ
た
っ

坂
道
を
転
が
り
来
た
り
山
行
風

目
に
優
し
坂
の
途
中
の
氷
旗

上
り
坂
は
じ
ま
る
家
の
濃
紫
賜
花

●
裳

里
育
ち
寺
で
味
継
ぐ
海
裳
和
え

泰
然
と
雲
を
か
ぶ
り
て
夏
木
立

裳
沸
い
て
幅
に
子
ら
の
声
降
ら
す

佐早甜
藤乙問
雅翁あ
子栄さ

了· 了·
........................................ 

森
懐
人

協
問
あ
さ
子

i

飯
島
英
徳
・

早
乙
女
喜
栄
子
~

佐
藤
雅
子

．

大
木
悠
太

小
林
苑
を

締
切
・
ニ
0

1
四
年
八
月
二
十
日

発
表

・

「浄
土
j
二
〇
―
四
年
十
月
号

選
者
・
増
田
河
郎
子
（
「南
風
」
主
宰
）

応
募
方
法

●
い
ず
れ
の
題
と
も
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
特
選
各
1

名
・
佳
作
各
3

名

葉
書
に
俳
句
（何
句
で
も
可
）と
、
住
所
・
氏
名
を
必
ず
お
書
き
下

‘

゜

さ
し宛

先
〒

1
0
5
,
0
0
 
1
1

東
京
都
港
区
芝
公
園
4

ー

7
1
4

明
照
会
館
内

月
刊

「浄
土
j
誌
上
句
会
係

水
の
中
な
る
夏
空
に
g
而
動
く

棚
田
か
ら
棚
田
へ
歩
く
雲
の
鋒

初
夏
や
雲
形
定
規
の
あ
る
教
室

人
生
は
茶
色
の
小
瓶
屯Kの
条

は
た
た
神
蓋
が
空
か
な
い
雲
丹
の
瓶

■
自
由
題

藤
棚
に
か
す
か
に
届
く
笛
太
鼓

麦
秋
を
米
て
石
段
の
昏
さ
か
な

堂
の
隈
窃
の
先
に
上
げ
冥
雀

五
月
雨
や
ジ
ャ
ス
ミ
ン
朽
ち
て
な
ま
め
か
し

鯉
に
餌
与
え
て
寺
は
夏
め
く
や

足
場
組
む
六
人
夏
の
匂
ひ
し
て

友
と
酌
む
ほ
か
は
客
無
き
樺
の
忌

夏
の
夜
の
天
地
無
用
の
大
荷
物

大
菩
薩
峠
全
巻
夏
の
宿

水
無
月
の
黒
猫
眠
り
な
が
ら
笑
う

秩
父
み
な
廿
水
無
月
の
行
の
な
か

森
傾
人

横
山
波
留

岱
問
あ
さ
子

早
乙
女
ッ
築f

佐
藤
雅
子

内
藤
隼
人

山
根
幸
治

柴
田
紀
道

秋
山
冨
美
子

金
井
植

市
川
芙
由
子
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鈴
木
涼
子

鎌
田
幹
彦

相
田
り
ん

吉
池
那
消
子

日
麻
登
志
子
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か
ま
ち
よ
し
ろ
う
先
生
作
新
聞
四
コ
マ
漫
画
「コ
ン
ち

ゃ

ん
」
が
各
地
方
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す

。

（静
岡
新
聞
・
山
梨
日
日
新
聞
•
北
日
本
新
聞
・

福
島
民
報
•
宮
崎
日
日
新
聞
•
新
日
本
海
新
聞
・
神
戸
新
聞
・
岐
阜
新
聞
・
中
国
新
聞
•
四
国
新
聞

）

お
⑬
り

ーー

な
ぢ
」
か

元
尽
が

な
い
れ

u
 

し

ー

一

'

\ 

> 



編集後記

雑誌 『浄土」
特別、維持、賛助会員の方々

飯田実雄（駒ヶ根 • 安楽寺）
巌谷勝正 （目黒 ・ 祐天寺）
魚尾孝久 （三島·願成寺）
大江田博導（仙台・西方寺）
加藤昌康（下北沢·森巌寺）
加藤亮哉 （五反田・専修寺）
熊谷靖彦 （佐賀•本應寺）
粂原恒久（川越・蓮啓寺）
佐藤孝雄（鎌倉 • 高徳院）
佐藤成順（品川 ・願行寺）
佐藤良純（小石川 ・光闘寺）
東海林良雲（塩釜•雲J::寺）
須藤隆仙（函館・称名寺）
高口恭行 （大阪・ 一心寺）
田中光成 （町田 - ~巡寺）
中島真成 （青山 ・ 梅窓院）
中村康雅（消水・実相寺）
中村瑞貴（仙台 ・ 愚鈍院）
野上智徳（静岡 ・ 宝台院）
藤田得三 （鴻巣．勝願寺）
堀田卓文 （静岡・華陽院）
本多義敬 （両国・回向院）
真野龍海（大本山消浄華院）
拙博之（網代 ・ 教安寺）
水科善隆（長野・窃炭寺）
宮林昭彦 （大本山光明寺）
（敬称略•五十音順）

少
し
前
『
み
や
ざ
き
中
央
新
問
』

で
、
「怒

り
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
術
」

と
い
う
安
藤
俊
介

さ
ん
の
六
回
に
わ
た
る
連
載
が
あ
っ
た
。
大
変

お
も
し
ろ
い
連
載
で
‘
寺
の
念
仏
会
で
も
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
い
た

。

怒
り
の
感
情
を
い
か
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
が
、
私
た
ち
の
幸
せ
に

も
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
も
の
だ

。

怒
り
と
い

う
と
、

三
大
煩
悩
の

―
つ
で
、
そ
れ
自
体
が
悪

い
こ
と
で
あ
り
、
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
考

え
て
き
た
。
し
か
し
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
‘

こ
の
三
大
煩
悩
は
貪
欲
も
愚
痴
も
ひ
っ
く
る
め

て
、

ど
ん
な
に
な
く
そ
う
と
し
て
も
な
く
な
ら

な
い
も
の
ば
か
り
だ

。

特
に
怒
り
な
ど
は
抑
え

夏
の
光
に
焦
土
の
に
お
い
駆
け
巡
る
岱
澗

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
余
計
わ
き
上
が
っ
て
く

る
感
情
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
必
要
に
な
っ
て
く
る

。

そ
し
て
冷
静
に
怒

る
べ
き
こ
と
と
‘
怒
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
分

け
る
こ
と
が
肝
心
だ

。

そ
の
境
界
線
を
安
藤
さ

ん
は
後
悔
す
る
か
し
な
い
か
だ
と
言
っ
て
い
る
。

後
で
怒
ら
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
の
な
ら
、

初
め
か
ら
怒
る
な
と
い
う
こ
と
だ
。

た
だ
最
近
の
政
治
の
世
界
‘
怒
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
う

。

革
新
だ

保
守
だ
、
左
翼
だ
右
粟
だ
と
か
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
政
治
の
基
本
的
ル
ー
ル
、
戦
後
多
く
の

犠
牲
か
ら
学
び
作
り
上
げ
て
き
た
、
日
本
の
民

主
主
義
の
基
本
を
壊
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
暴
挙

が
、
国
の
最
高
権
力
者
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ

ホームページ http://jodo.ne.Jp 

メールアドレス hounen@jodo.ne-,1p 

編
集
チ
ー
フ

鷹
ス
タ
ッ

フ

長
谷
川
岱
潤

斎
藤
晃
道

佐
山
哲
郎

青
木
照
惑

村
田
洋

一

よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
仕
方
が
な

い
。
沖
縄
を
、
広
島
、
長
崎
、
そ
し
て
東
京
‘

名
古
屋
、
大
阪
と
い
っ
た
都
市
を
焦
土
と
化
し

た
戦
争
の
‘
六
十
九
回
目
の
終
戦
の
日
を
ま
た

迎
え
る
。
（
長
）

浄
土
八
十
巻
七
・
八
月
号
頒
価
六
百
円

年
会
四
六
千
円

昭
和
十
年
五
月
二
十
日
第
一
ー一種
郵
便
物
認
可

印
刷

平
成
二
十
六
年
六
月

二
十
日

発
行

平
成
―

-＋
六
年
七
月

一日

発
行
人

佐
藤
良
純

編
集
人
大
室
了
皓

印
刷
所
ー

株
式
会
社
シ
ー
テ
ィ
ー
イ
ー

〒

J
O
五
，0
0

1
―

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
＇
七
四
明
照
会
館
内

発
行
所

法
然
上
人
鑽
仰
会

旬
話

0
―二
(
―二五
七
八
）
六J
L四
七

F
A

X
0
三
(
―二五
七
八
）
七0
三
六

振
替

8

―八
O
'

八
＇
八
二
＿
八
七
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文と写真

浄土真宗東京東本願寺派
光徳寺•平井泰雲尼

茶道歴30年

諒一味•鳥取の『大采西瓜』
H ごとに衿さがます季節のもてなしは、涼一味につきます。

縁あって烏取県に親戚ができたことで、 11T:年夏の訪れととも

に世界でも有名プランドになった、鳥取の見 ·Jf な 「大栄西瓜」 が

届き、牡気払いをさせていただいています。

今ln l はこの 「大栄西瓜」 のご紹介です。

全国西瓜生産砿 4 位の烏取県は、人山 （だいせん）の山麓に

広がる火山灰土壌「黒ほく」の大地で、太賜の恵みと大山の雪

解け水をいっばいに浴びて育った 1 「い瑞瑞しい西瓜がたくさん

生産されています。 その中でも北栄町 ( II I 大栄町）の 「大栄ス

イカ 」 は、寒暖の差の大きな気候により糖度12炭以上と大変甘

く、歯ざわりがシャキシャキした大記が特長です。

西瓜が明治40年からこの地で杖培されて」00数年になり、昭

和48年に 「大栄西瓜」 のプランド名が牛まれました。

西瓜はトマトよりリコピンの含イTi如が多く、糖度の高さのわ

りにはカロリーが野菜と同じ、その 1-. カリウムを多いので、美

容と健康の果物として注目されているそうです。

食べ頃は 6 月の中旬-7 月中旬過ぎで、価格は大きさによっ

て巽なりますが、中玉3.000円前後、特大 1~5.000円前後。 注文

時、確認をお願いします。

今夏は是非、 「大栄西瓜」 の甘さ• 瑞瑞しさを堪能してください。

JA烏取中央北栄営農センター 鳥取県東伯郡北栄ll!J妻波1725-2

Tel 0858-49-1147 休日土曜日 営業時間 8:00-16:00

フルーツ平田 鳥取県鳥取市栄ll!J104

Tel 0857-22-4714 休日 年中無休 (1 月 1 日-3日休み ）

営業時間 9:00-18:00 
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発
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佐
藤
良
純
編
集
人
／
大
室
了
皓
編
集
チ
ー
フ
／
長
谷
川
岱
潤

大
好
評
、
在
庫
僅
少
！

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

大
菩
提
寺

山
喜
房
佛
書
林

本
体
2

0
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0

円

ブ
ッ
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ガ
ヤ
の
歴
史

全
貌
が
明
ら
か
に
！

佐
藤
良
純
著
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