
1

は
じ
め
に

　
二
〇
二
三
年
は
親し

ん

鸞ら
ん

聖し
よ
う

人に
ん

の
ご
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
、
ま
た
、
翌
二
〇
二
四
年
は
浄
土
真
宗
が
開

か
れ
て
か
ら
八
百
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
節
目
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
西
本
願
寺
）
で

は
、「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶き

よ
う

讃さ
ん

法ほ
う

要よ
う

」
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
こ
の
法
要
を
機
縁
と
し
て
、
念
仏
者
と
し
て
生
き
る
意
義
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
仏

法
が
現
代
社
会
の
問
題
や
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
ど
う
貢
献
し
て
い
け
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
示
し
、
こ

れ
ま
で
仏
教
に
ご
縁
の
な
か
っ
た
方
を
は
じ
め
、
広
く
宗
門
内
外
に
発
信
す
る
た
め
、
本
書
『
新
時
代
の

浄
土
真
宗
』
の
発
刊
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。

　
本
書
は
三
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
で
は
、
西
本
願
寺
第
二
十
五
代
大
谷
光こ

う

淳じ
ゆ
ん（

専せ
ん

如に
よ

）
門も

ん

主し
ゆ

が
示
さ
れ
た
「
念
仏
者
の
生
き
方
」、「
私
た
ち
の
ち
か
い
」、
新
し
い
「
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教

え
）
を
い
た
だ
き
、
念
仏
者
で
あ
る
私
た
ち
が
、
人
び
と
の
苦
し
み
に
共
感
し
、
積
極
的
に
社
会
に
か
か

わ
っ
て
い
く
姿
勢
を
表
し
ま
す
。

　
第
二
部
で
は
、
そ
の
基
本
姿
勢
の
も
と
、
現
在
に
至
る
ま
で
宗
門
が
取
り
組
ん
で
き
た
、
平
和
、
い
の
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2

　新
時
代
の
浄
土
真
宗
　
目
次

は
じ
め
に
　

1

第
一
部

　み
教
え
に
生
き
方
を
問
い
聞
く

　満み
つ

井い

秀し
ゆ
う

城
じ
よ
う

第
一
章

　「
生
き
方
」を
課
題
と
す
る
こ
と
の
意
味
と
意
義

浄
土
真
宗
と
い
う
生
き
方
　
14

他
人
と
比
べ
な
い
幸
せ
　
20

内
面
か
ら
変
わ
っ
て
い
く
も
の
　
21

ち
、
環
境
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
課
題
に
対
す
る
現
状
と
、
課
題
を
通
し
て
仏
法
に
基
づ
き
、
自
他
共

に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

　
第
三
部
は
、
宗
教
学
者
と
し
て
強
い
発
信
力
と
影
響
力
の
あ
る
釈

し
や
く

徹て
つ

宗し
ゆ
うさ
ん
、
評
論
家
・
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で
活
躍
す
る
宮み

や

崎ざ
き

哲て
つ

弥や

さ
ん
を
お
招
き
し
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
お

い
て
仏
教
・
浄
土
真
宗
が
果
た
し
う
る
意
義
や
可
能
性
、
期
待
、
要
望
か
ら
、
仏
教
・
真
宗
が
各
界
と
協

働
し
何
を
成
し
え
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
念
仏
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
学
び
を
深
め
て

い
き
ま
す
。

　
本
書
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
宗
教
を
考
え
、
仏
法
と
と
も
に
生
き
る
ひ
と
つ
の
指
針
に
な
れ
ば
、
望

外
の
喜
び
で
す
。
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着
実
な
歩
み
へ
と
　
50

第
二
節

　「
私
た
ち
の
ち
か
い
」に
学
ぶ

第
三
節

　新
し
い「
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）に
学
ぶ

第
三
章

　「
生
き
方
」を
問
う
と
は
？

「
非
僧
非
俗
」の
生
き
方
　
76

過
去
の
先
人
た
ち
の
営
み
を
知
る
　
78

「
出
家
主
義
」で
は
な
い
こ
と
の
意
味

─
第
二
部
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
　
80

悪
を
つ
つ
し
む
身
へ
　
23

返
し
て
も
返
し
き
れ
な
い
　
26

煩
悩
の
暴
走
を
止
め
る
も
の
　
28

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
は
た
ら
き
　
30

第
二
章

　ご
門
主
の
教
示

第
一
節

　「
念
仏
者
の
生
き
方
」に
学
ぶ

仏
教
が
伝
え
る
こ
と
　
36

あ
り
の
ま
ま
の
姿
　
38

真
実
に
気
づ
か
な
い
の
は
な
ぜ
か
　
40

親
鸞
聖
人
の
求
道
　
41

生
き
方
が
変
え
ら
れ
る
　
44

煩
悩
と
と
も
に
歩
む
　
46

現
代
社
会
の
課
題
　
48
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地
球
の
未
来
の
た
め
に
、私
た
ち
が
で
き
る
こ
と

　─
環
境
問
題
と
い
か
に
向
き
合
う
か

　髙た
か

橋は
し

一い
ち

仁じ
ん

　103

地
球
温
暖
化
問
題
の
現
状
　
103

な
ぜ
地
球
温
暖
化
の
解
決
は
難
し
い
の
か
　
105

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
と
、お
寺
の
役
割
　
108

お
わ
り
に
　
109

同
性
婚
と
浄
土
真
宗
の
歴
史
　藤
丸
智
雄

　111

同
性
婚
を
め
ぐ
る
動
向
　
111

同
性
婚
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
浄
土
真
宗
の
先
進
的
取
組
　
113

ジ
ョ
ー
ジ
・
タ
ケ
イ
さ
ん
の
同
性
婚
　
114

十
方
衆
生
の
倫
理
　
116

築
地
本
願
寺
で
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
婚
　
118

第
二
部

　宗
門
の
い
ま

序
に
か
え
て
─「
と
も
に
」と「
ま
ま
」か
ら
考
え
る
仏
教
の
実
践

　藤ふ
じ

丸ま
る

智と
も

雄お

　84

屋
根
を
修
理
す
る
僧
侶
た
ち
　
84

「
と
も
に
」と
い
う
言
葉
　
86

実
践
は
死
後
に
も
続
く
　
87

「
ま
ま
」と
い
う
言
葉
　
89

「
あ
り
の
ま
ま
」の
仏
教
的
な
意
味
　
92

諸
行
無
常
と
い
う「
あ
り
の
ま
ま
」　
93

基
準
を
求
め
つ
づ
け
て
や
ま
な
い
心
　
95

自
ら
作
り
出
す
価
値
観
に
縛
ら
れ
る
　
96

「
死
に
た
い
」と
い
う
あ
り
の
ま
ま
　
97

方
言
と
な
っ
た
仏
教
語
　
100
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「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
沖
縄
戦
」に
込
め
ら
れ
た
願
い

　─
世
界
の
恒
久
平
和
を
め
ざ
し
て

　香か

川が
わ

真し
ん

二じ

　139

「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
沖
縄
戦
」の
反
響
　
139

託
さ
れ
た
願
い
　
140

沖
縄
の
方
々
と
の
出
会
い
　
141

平
和
を
願
い
、と
も
に
歩
む
　
144

語
り
継
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
　
146

自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
へ
　
148

平
和
に
向
け
た
宗
門
の
歩
み
　冨と

み

島し
ま

信の
ぶ

海み

　150

浄
土
真
宗
と「
平
和
」　
150

戦
争
協
力
　
151

戦
後
の
取
り
組
み
　
152

戦
後
五
十
年
〜「
戦
後
問
題
」へ
の
取
り
組
み
　
153

戦
後
七
十
年
〜「
平
和
」を
語
り
継
ぐ
た
め
に
　
154

孤
独
死
を
問
い
直
す
─
望
ま
ぬ
孤
独
と
、“
宗
活
”の
す
す
め

　加か

茂も

順じ
ゆ
ん

成じ
よ
う

　120

す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
孤
独
死
　
120

孤
独
死
の
何
が
問
題
な
の
か
？
　
121

都
会
と
田
舎
、ど
ち
ら
が
孤
独
？
　
122

独
居
高
齢
者
を
見
守
る
寺
院
・
僧
侶
　
123

孤
独
死
対
策
と
し
て
の「
終
活
」　
124

“
宗
活
”で
孤
独
感
を
や
わ
ら
げ
る
　
127

自
死・自
殺
の
苦
悩
に
関
わ
る
現
場
か
ら
　安あ

部べ

智ち

海か
い

　129

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
取
り
組
み
　
129

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

京
都
自
死
・
自
殺
相
談
セ
ン
タ
ー（
愛
称Sotto

）　
132

仮
設
住
宅
居
室
訪
問
活
動
の
こ
と
　
133

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
社
会
貢
献
と
は
　
136
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第
三
部

　

�

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
お
け
る

仏
教
、浄
土
真
宗
が
果
た
し
う
る
こ
と（
鼎
談
）

伝
灯
奉
告
法
要 

ご
親
教「
念
仏
者
の
生
き
方
」に
見
る
こ
れ
か
ら
取
り
組
む
べ
き
こ
と
　
193

仏
教
者
、念
仏
者
ら
し
い
自
己
抑
制
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
　
200

社
会
の
隅
々
に
入
り
込
ん
で
い
く
気
風
を
持
っ
た
宗
派
　
208

時
代
に
即
し
た
新
し
い
中
間
共
同
体 

重
所
属
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
　
216

孤
独
に
も
耐
え
う
る「
個
」の
強
い
心
を
育
て
て
い
く
　
222

世
間
を
相
対
化
す
る
、異
物
性
を
失
わ
な
い 

浄
土
真
宗
の
考
え
方
こ
そ
仏
教
の
本
義
　
225

仏
教
徒
が
連
綿
と
抱
く
ゆ
る
や
か
な
同
盟
が 

戦
い
を
阻
み
平
和
を
育
む
　
230

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
、経
済
成
長
と
格
差
、山
積
す
る
問
題
に
ど
う
対
処
す
べ
き
な
の
か
　
237

ご
先
祖
に
思
い
を
は
せ 

こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
生
命
に
心
を
延
ば
す 

そ
れ
が
人
間
の
責
務
　
239

小
結
　
158

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
の
た
め
に
─
貧
困
克
服
に
向
け
た
歩
み

　岡お
か

崎ざ
き

秀ひ
で

麿ま
ろ

　161

基
幹
運
動
か
ら
実
践
運
動
へ
　
161

貧
困
の
克
服
に
向
け
て
　
165

実
践
目
標
と
具
体
的
な
活
動
　
169

こ
れ
か
ら
の
葬
送
儀
礼
　渓た

に

　
英ひ
で

俊と
し

　172

お
葬
式
は
要
ら
な
い
の
か
？
　
172

浄
土
真
宗
の
お
葬
式
と
は
　
175

亡
き
人
を
ご
縁
と
し
て
　
179

こ
れ
か
ら
の
浄
土
真
宗
の
お
葬
式
　
180

結
び
に
か
え
て
─「
つ
な
が
り
」を
問
い
返
し
て
い
く
た
め
に

　寺て
ら

本も
と

知と
も

正ま
さ

　182
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み
教
え
に
生
き
方
を
問
い
聞
く

第
一
部

─
満み

つ

井い

秀し
ゆ
う

城じ
よ
う

本
文
中
、『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』（
本
願
寺
出

版
社
）
の
引
用
に
つ
き
ま
し
て
は
、『
註
釈
版
聖
典
』
と
略
記

し
て
お
り
ま
す
。
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1415

第一部　み教えに生き方を問い聞く

い
て
も
、
と
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
話
で
す
。

　
念
仏
者
と
な
っ
て
も
、
何
も
変
わ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
「
煩ぼ

ん

悩の
う

具ぐ

足そ
く

」
の
身
で
あ
る
こ
と

は
、
死
ぬ
ま
で
同
じ
で
し
ょ
う
。「
具
足
」
と
は
、
何
ひ
と
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、「
煩
悩
」
と
名
の
つ
く
も
の
は
、
す
べ
て
持
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
言
わ
ば
「
煩
悩
の
総
合
デ
パ
ー
ト
」
で
す
。
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
『
一い

ち

念ね
ん

多た

念ね
ん

文も
ん

意い

』

と
い
う
お
書
物
に
、

無む

明み
よ
う

煩ぼ
ん

悩の
う

わ
れ
ら
が
身み

に
み
ち
み
ち
て
、
欲よ

く

も
お
ほ
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た

む
こ
こ
ろ
お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨り

ん

終じ
ゆ
うの
一い

ち

念ね
ん

に
い
た
る
ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え

ず�

（『
註
釈
版
聖
典
』
六
九
三
頁
）

わ
た
し
ど
も
の
身
に
は
無
明
煩
悩
が
満
ち
み
ち
て
お
り
、
欲
望
も
多
く
、
怒
り
や
腹
立
ち
や
そ
ね
み

や
ね
た
み
の
心
ば
か
り
が
絶
え
間
な
く
起
り
、
ま
さ
に
命
が
終
ろ
う
と
す
る
そ
の
と
き
ま
で
、
止
ま

る
こ
と
も
な
く
、
消
え
る
こ
と
も
な
く
、
絶
え
る
こ
と
も
な
い

（『
一
念
多
念
文
意
（
現
代
語
版
）』
三
七
頁
）

「
生
き
方
」を

課
題
と
す
る
こ
と
の
意
味
と
意
義

  

浄
土
真
宗
と
い
う
生
き
方  

　
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
の
生
活
規
範
に
つ
い
て
、「
〜
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す

る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
念
仏
者
が
何
も
変
わ
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。
あ
る
青
年
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。「
う
ち
の
お
婆
ち
ゃ
ん
は
、
よ
く
お

寺
に
お
参
り
し
て
い
る
の
に
、
家
で
は
お
母
さ
ん
に
ひ
ど
く
当
た
る
。
だ
か
ら
僕
は
念
仏
が
嫌
い
だ
」

と
。
息
子
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
お
母
さ
ん
へ
の
身
び
い
き
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
差
し
引

第
一
章
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1617

第一部　み教えに生き方を問い聞く

て
厳
し
く
見
つ
め
る
方
で
し
た
。
仏
さ
ま
の
真
実
に
気
づ
い
た
身
と
し
て
は
、
自
ら
の
い
た
ら
な
さ
、
恥

ず
か
し
さ
に
悲
歎
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
主
著
で
あ
る
『
顕け

ん

浄
土
真
実
教き

よ
う

行ぎ
よ
う

証し
よ
う

文も
ん

類る
い

』（『
教
行
信
証
』
と
も
通
称
）
は
、
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の
は
た
ら

き
（
仏
力
・
仏
徳
）
を
、
ほ
め
讃
え
る
こ
と
を
目
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
私
た
ち
衆
生
の
側
（
機

受
）
の
記
述
は
多
く
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
例
え
ば
、「
信
文
類
」
に
は
、「
現
生
十
益
」
と
し

て
、
信
心
恵
ま
れ
た
者
の
利
益
に
つ
い
て
、
次
の
十
種
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
（『
註
釈
版
聖
典
』
二
五
一

頁
）。

　
・
冥
み
よ
う

衆し
ゆ

護ご

持じ

…「
冥
衆
」
と
は
、
直
接
的
に
は
「
天
地
の
神
々
」
を
指
し
ま
す
が
、「
冥
」
は
「
暗
い
」

と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
目
に
見
え
な
い
も
の
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
私
た
ち
は
、
何
か
原
因
の
わ
か
ら
な
い
不
幸
に
出
合
う
と
、「
罰
で
は
な
い
か
」、

「
祟
り
で
は
な
い
か
」
と
、
目
に
見
え
な
い
も
の
の
せ
い
に
し
て
怯お

び

え
て
し
ま
い
ま
す

が
、
迷
信
を
含
め
、
そ
う
い
う
も
の
へ
の
恐
怖
に
怖
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
利
益
で

す
。

科
学
が
発
達
し
て
い
る
現
在
で
も
、「“
４
”
は
縁
起
が
悪
い
」、「
友
引
に
葬
式
を
し
て

は
い
け
な
い
」
な
ど
の
迷
信
に
縛
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
迷
信
に
縛
ら
れ
な
い
の

と
お
述
べ
に
な
る
と
お
り
で
す
。
し
か
し
、
本
当
に
、
何
も
変
わ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
法ほ

う

然ね
ん

聖
人

は
、
ご
自
身
の
こ
と
を
、「
極
悪
最
下
の
凡ぼ

ん

夫ぶ

」
と
仰
っ
て
い
ま
す
が
、
客
観
的
に
は
、
そ
ん
な
は
ず
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
願
寺
の
第
八
代
宗
主
・
蓮れ

ん

如に
よ

上
人
の
語
録
で
あ
る
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
の
中
に
、

尼あ
ま

入に
ゆ
う

道ど
う

の
た
ぐ
ひ
の
た
ふ
と
や
あ
り
が
た
や
と
申も

う

さ
れ
候そ

う
ろふ
を
き
き
て
は
、
人ひ

と

が
信し

ん

を
と
る

（『
註
釈
版
聖
典
』
一
二
六
二
頁
）

文
字
も
知
ら
な
い
尼
や
入
道
な
ど
が
、
尊
い
こ
と
だ
、
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
、
み
教
え
を
喜
ぶ
の

を
聞
い
て
、
人
々
は
信
心
を
得
る
の
で
あ
る�

（『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
（
現
代
語
版
）』
六
八
頁
）

と
の
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
念
仏
を
喜
ぶ
、
そ
の
姿
を
他
人
が
見
た
時
、「
お
念
仏
と
は
、
な
ん
と
尊
い

生
き
方
な
ん
だ
」
と
感
銘
を
与
え
、
そ
れ
が
、
人
々
に
信
心
を
届
け
る
は
た
ら
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
を

述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
先
ほ
ど
の
親
鸞
聖
人
の
言
葉
に
戻
し
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
は
、
ご
自
身
の
こ
と
を
、
極
め
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に
報
い
る
報
謝
の
身
へ
と
育
て
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
欲
望
に
は
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
「
あ
れ
が
足
り
な
い
」、「
あ
れ
が
欲
し
い
」
と
い
う
不

平
・
不
満
の
毎
日
で
す
が
、
ご
恩
を
知
る
身
に
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
あ
り

が
た
い
」、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
日
々
に
変
わ
る
の
で
す
。

　
・
常

じ
よ
う

行ぎ
よ
う

大だ
い

悲ひ

…
私
た
ち
は
、
日
頃
、
自
分
勝
手
で
自
分
中
心
の
生
き
方
し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
念
仏

申
す
こ
と
で
、
念
仏
の
尊
さ
を
体
現
し
、
阿
弥
陀
仏
の
よ
う
な
大
慈
悲
の
は
た
ら
き
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

　
・
入

に
ゆ
う

正し
よ
う

定じ
よ
う

聚じ
ゆ

…
念
仏
者
は
、
い
つ
ま
で
も
永
久
に
迷
い
続
け
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
命
を
終
え

た
時
に
は
、
必
ず
さ
と
り
を
得
る
と
い
う
安
心
が
恵
ま
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
念
仏
者
に
は
、
こ
の
身
こ
の
世
に
お
い
て
、
多
く
の
利
益
が
恵
ま
れ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
世
間
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
現
世
利
益
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
現
世
利
益
の
多
く
は
、
自
分
中
心
の
欲
望
充
足
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
か

ら
で
す
。
自
分
の
望
む
幸
せ
は
、
え
て
し
て
他
人
と
比
べ
た
上
で
感
じ
て
い
る
も
の
で
す
。
あ
る
人
の
譬

え
に
、
次
の
よ
う
な
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
人
は
別
の
内
容
で
使
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
私
に
は
、

こ
の
場
面
の
ほ
う
が
適
切
か
と
思
い
、
次
の
譬た

と

え
に
用
い
ま
す
。

も
念
仏
者
の
特
権
で
す
。

　
・
至し

徳と
く

具
足
…
念
仏
者
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
念
仏
申
す
身
に
な
れ
た
の
で
す

か
ら
、
そ
こ
に
は
自
ず
と
阿
弥
陀
仏
の
、
こ
の
上
な
い
功く

徳ど
く

が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
・
転て

ん

悪あ
く

成じ
よ
う

善ぜ
ん

…
私
た
ち
は
、
自
分
で
悪
を
消
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
、
善
へ
と
変
え
為
さ
れ
ま
す
。

　
・
諸し

よ

仏ぶ
つ

護ご

念ね
ん

…
念
仏
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
仏
に
、
つ
ね
に
護
ら
れ
て
い
ま
す
。
諸
仏
に
と
っ
て
、
阿
弥
陀

仏
は
ま
こ
と
に
尊
い
か
ら
で
す
。

　
・
諸
仏
称し

よ
う

讃さ
ん

…
念
仏
者
の
こ
と
を
、
あ
ら
ゆ
る
仏
が
、
ほ
め
讃
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
諸
仏
は
阿
弥

陀
仏
を
讃
え
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
私
を
通
し
て
活
動
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
・
心し

ん

光こ
う

常じ
よ
う

護ご

…
念
仏
者
は
、
常
に
阿
弥
陀
仏
の
光
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
護
ら
れ
て
い
ま
す
。
普

段
、
こ
の
こ
と
を
実
感
す
る
の
は
少
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
悲
し
い
時

や
、
つ
ら
い
時
、
あ
る
い
は
腹
が
立
っ
た
時
な
ど
に
、
お
仏
壇
の
ま
え
で
静
か
に
手
を

合
わ
せ
る
と
、
な
ぜ
か
心
が
和や

わ

ら
ぐ
、
そ
う
い
う
経
験
を
お
持
ち
の
方
も
多
い
か
と
思

い
ま
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
安
ら
ぎ
の
居
場
所
が
、
こ
の
お
慈
悲
の
中
な
の
で
す
。

　
・
心し

ん

多た

歓か
ん

喜ぎ

…
念
仏
者
に
は
、
歓
喜
の
心
が
恵
ま
れ
ま
す
。

　
・
知ち

恩お
ん

報ほ
う

徳と
く

…
念
仏
者
は
、
阿
弥
陀
仏
の
広
大
な
お
徳
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
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