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自
ら
仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。

　
　

ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
、

　
　

大
道
を
体
解
し
て
、

　
　

無
上
意
を
発
さ
ん
。

自
ら
法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。

　
　

ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
、

　
　

深
く
経
蔵
に
入
り
て
、

　
　

智
慧
海
の
ご
と
く
な
ら
ん
。

自
ら
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。

　
　

ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
、

　
　

大
衆
を
統
理
し
て
、

　
　

一
切
無
碍
な
ら
ん
。
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大
谷
大
学
同
窓
会

　
大
谷
大
学
同
窓
会
で
は
、
年
1
回
、
難

波
別
院
を
会
場
と
し
て
支
部
総
会
・
講
演

会
を
開
い
て
い
ま
す
。

大
阪
府
を
大
阪
市
、
大
阪
北
、
大
阪
東
、

大
阪
南
の
４
つ
の
支
部
に
分
け
て
い
ま
す

が
、
支
部
総
会
は
４
支
部
合
同
で
の
開
催

と
な
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
９
月
の
第
１
も

し
く
は
第
２
金
曜
日
の
夕
方
か
ら
、
総
会

を
、
続
い
て
講
演
会
を
開
き
ま
す
が
、
講

演
会
に
は
大
谷
大
学
の
教
授
を
招
き
、
一

般
公
開
し
て
い
ま
す
。
講
演
会
の
後
、
先

生
と
役
員
と
で
懇
親
会
を
設
け
、
講

演
を
め
ぐ
っ
て
歓
談
を
し
て
い
ま

す
。
同
時
期
に
、
全
国
で
48
講
と
い
う
大

規
模
な
催
し
で
も
あ
り
ま
す
。

大
阪
府
下
の
同
窓
生
は
、
現
在
５
千
人

近
く
い
ま
す
が
、
実
際
の
参
加
者
は
30
人

程
度
と
い
う
状
況
で
、
し
か
も
活
動
と
し

て
は
、
年
１
回
の
こ
の
催
し
だ
け
と
い
う

頼
り
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
何
と
か

大
学
と
絆
を
持
っ
て
も
ら
お
う
と
、
本
部

で
は
会
報
の
発
行
と
と
も
に
、「
ホ
ー
ム

カ
ミ
ン
グ
デ
ー
」
を
設
け
て
、
学
園
祭
中

の
大
学
で
、
恩
師
や
学
生
と
の
触
れ
合
い

の
場
を
持
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
難
波
別
院
の
御
堂
筋
沿
い
に
、
大

谷
大
学
の
広
報
掲
示
板
を
設
置
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
注
目
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ま
で
府
下
の
同
窓
生
全
員
に
講
演

会
の
案
内
を
出
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
今

後
会
計
上
の
制
約
も
あ
り
、
困
難
な
状
況

に
な
っ
て
お
り
、頭
の
痛
い
と
こ
ろ
で
す
。

一
人
で
も
多
く
の
同
窓
生
が
集
ま
り
、
絆

を
深
め
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

(

第
２
組
法
山
寺　

藤
原　

憲)

大
阪
宗
教
者

九
条
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

「
大
阪
宗
教
者
九
条
の
会
」
は
２
０
０
５

年
１
月
27
日
、「
憲
法
九
条
を
守
ろ
う
」

と
宗
教
・
宗
派
の
違
い
を
超
え
、カ
ト
リ
ッ

ク
大
阪
大
司
教
会
に
集
ま
り
、
発
足
し
ま

し
た
。
賛
同
者
は
数
年
で
５
０
０
人
を
越

え
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
府
下
に
は
大
谷

派
九
条
の
会
、
念
仏
者
九
条
の
会
、
キ
リ

ス
ト
教
九
条
の
会
な
ど
も
う
ま
れ
、「
憲

法
九
条
『
改
正
』
反
対
」
を
決
議
す
る
教

団
も
あ
り
ま
し
た
。

「
憲
法
九
条
を
守
る
」
の
一
点
で
府
下
の

宗
教
・
宗
派
九
条
の
会
、
教
団
に
も
呼
び

か
け
、
さ
ら
に
運
動
を
広
げ
る
た
め
交
流

会
を
開
き
ま
し
た
。
第
一
回
交
流
会
は

２
０
０
９
年
３
月
14
日
、
南
御
堂
で
開
き

ま
し
た
。
そ
の
後
、
何
回
か
交
流
会
を
開

く
う
ち
に
、
共
同
で
２
０
０
９
年
９
月
９

日
９
時
９
分
（
９
９
９
９
９
）
に
九
条
の

会
の
活
動
を
府
民
に
訴
え
る
取
り
組
み
を

進
め
ま
し
た
。

当
日
は
20
カ
寺
で
鐘
が
つ
か
れ
、
４
つ

の
教
会
で
祈
り
の
集
会
が
開
か
れ
ま
し

た
。
ま
た
国
際
法
律
協
会
、
フ
ラ
ン
ス
法

律
家
協
会
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
憲
法

九
条
を
守
ろ
う
」
と
い
う
声
明
を
発
表
、

　

大
阪
教
区
内
に
は
、
寺
院
・
教
会
の
枠
を
越
え
、
志
を
同
じ
く
す
る
僧
侶
や
門
徒

が
集
ま
り
、
教
化
活
動
や
教
学
、
声
明
の
研
鑽
を
お
こ
な
う
様
々
な
団
体
が
活
動
し

て
い
ま
す
。

　

今
回
『
し
ゃ
ら
り
ん
』
で
は
各
種
団
体
の
活
動
や
願
い
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

団
体
の
代
表
の
方
か
ら
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
お
、
教
区
内
で
活
動
す
る

全
て
の
団
体
を
把
握
し
き
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
ま
ず
は
難
波
別
院
の
施
設
を
使

用
し
て
活
動
し
て
い
る
団
体
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。（
五
十
音
順
）

教
区
内
の
各
種
団
体
の
活
動
紹
介

↓
講
師
を
囲
ん
で
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ま
す
。

教
学
研
修
院
設
立
時
に
当
時
教
化
セ
ン

タ
ー
主
幹
で
あ
っ
た
本
夛
惠
先
生
が
以
下

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
教
義
の
宣
布
と
儀
式
の
執
行
を
、
現
に

行
っ
て
い
る
我
わ
れ
に
お
い
て
は
、
そ
の

こ
と
に
自
信
を
も
っ
て
主
体
的
に
関
わ
る

意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
ま
ず
、
仏
教
に
学
ば
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
単
な
る
教
義
、
知
的
満

足
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真

宗
学
徒
と
は
言
い
が
た
い
。
常
に
、

人
間
同
士
の
対
話
を
通
し
て
、
人
間

で
あ
る
こ
と
の
悲
し
み
を
実
感
し

つ
つ
、
そ
れ
を
原
動
力
と
し
て
教
義

に
心
の
耳
を
傾
け
て
い
く
。
そ
の
教

学
す
る
姿
勢
こ
そ
、
親
鸞
を
宗
祖
聖

人
と
仰
ぎ
、
親
鸞
聖
人
と
歩
み
を
共

に
し
よ
う
と
す
る
真
宗
門
徒
の
生

命
で
あ
ろ
う
。
こ
の
姿
勢
が
お
の
ず

か
ら
他
に
響
い
て
い
き
、
そ
こ
に

共
存
す
る
友
が
見
出
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
こ
と
が
、
真
の
意
味
で
の
教
化

で
あ
る
」

こ
の
願
い
に
育
ま
れ
、
押
し
出
さ

れ
、
継
続
し
て
学
ん
で
い
く
場
が
、

私
た
ち
継
続
聞
思
の
会
で
す
。

来
春
、
大
阪
教
区
・
難
波
別
院
宗
祖
親

鸞
聖
人
７
５
０
回
御
遠
忌
が
厳
修
さ
れ
ま

す
。
当
会
で
は
、「
共
学
」
を
基
本
テ
ー

マ
に
、
教
化
セ
ン
タ
ー
教
化
研
究
班
と
の

共
催
で
『
ま
ん
が
宗
祖
親
鸞
聖
人
』(

難

波
別
院
発
行)

を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、
座

談
会
を
取
り
入
れ
た
学
習
会
を
、
教
区
内

寺
院
及
び
ご
門
徒
を
対
象
に
讃
仰
事
業
と

し
て
開
催
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
是
非
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

（
第
８
組
受
西
寺　

西
受
秀
文
）

世
界
に
訴
え
て
く
れ
ま
し
た
。
カ
ナ
ダ
で

は
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
九
条
の
会
が
寺
院
や

教
会
に
協
力
を
訴
え
、
雨
の
中
、
祈
り
の

つ
ど
い
を
開
き
ま
し
た
。
メ
イ
ン
会
場
の

南
御
堂
で
は
、
午
前
９
時
９
分
か
ら
鐘

撞
き
を
は
じ
め
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
の

６
つ
の
教
団
と
府
下
の
九
条
の
会
が
11
団

体
、
計
80
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
ブ
ッ
ト

ン
く
ん
も
特
別
出
演
で
鐘
を
つ
き
、
盛
り

上
げ
て
く
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
運
動
を
発
展
さ
せ
る
た
め
、
宗

教
・
宗
派
九
条
の
会
、
教
団
も
参
加
し
て

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
、
２
０
１
０
年
２
月
27
日
、
大
阪
宗
教

者
九
条
の
会
結
成
５
周
年
記
念
の
つ
ど
い

を
北
御
堂
で
開
き
、
南
御
堂
で
「
大
阪
宗

教
者 

九
条
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
発
足
の
つ

ど
い
を
開
き
ま
し
た
。
参
加
者
は
98
人
で

し
た
。

毎
年
秋
に
は
九
条
を
守
る
つ
ど
い
を
南

御
堂
で
開
い
て
い
ま
す
。
参
加
し
た
キ
リ

ス
ト
教
徒
、
新
興
宗
教
の
方
、
様
々
な
方

に
お
寺
の
雰
囲
気
を
感
じ
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。

（
第
１
組
最
勝
寺　

佐
野
彰
義
）

　

継
続
聞も

ん

思し

の
会

私
た
ち
「
継
続
聞
思
の
会
」
は
、
教
学

研
修
院
修
了
者
を
対
象
に「
共
に
聞
法
し
、

学
習
す
る
継
続
し
た
場
」
と
し
て
、
毎
月

１
回
の
学
習
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

「
聞
法
・
学
習
・
発
表
」
を
基
本
理
念
に

取
り
組
ま
れ
て
い
る
教
学
研
修
院
は
現
在

９
期
（
１
期
３
年
）
に
及
ん
で
い
ま
す
が
、

そ
の
第
１
期
生
の
方
々
が
３
年
間
の
学
び

を
終
え
ら
れ
た
時
に
、
こ
れ
で
終
わ
る
の

で
は
な
く
継
続
し
て
共
学
す
る
場
を
と
い

う
願
い
の
も
と
発
足
し
た
「
三
研
の
会
」

が
当
会
の
始
ま
り
で
す
。
こ
の
願
い
は
決

し
て
第
１
期
生
の
方
々
だ
け
の
も
の
で
は

な
く
、
根
源
的
な
願
い
で
も
あ
る
と
思
い

↑
２
０
０
９
年
９
月
９
日
９
時
９
分
、
南
御
堂
に
て

↑
毎
月
の
学
習
会



�

　

迎げ
い

仏ぶ
つ

の
会

「
迎
仏
の
会
」
は
、
大
阪
教
区
教
学
研
修
院

第
６
期
修
了
者
の
有
志
が
、
月
一
度
難
波
別

院
に
集
ま
り
、
聖
典
や
諸
先
生
方
の
著
書
を

輪
読
し
、
座
談
を
す
る
会
で
す
。

初
転
法
輪
の
地
、鹿
野
苑
近
く
の
丘
に「
迎

仏
塔
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
建
物
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
は
悟
り
を
開
い
た
釈
尊
が
、
か
つ
て
一

緒
に
苦
行
を
積
ん
で
い
た
５
人
の
修
行
者
に

会
い
に
行
っ
た
と
き
、
彼
ら
が
釈
尊
を
迎
え

た
場
所
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

初
め
彼
ら
は
、
釈
尊
は
苦
行
か
ら
落
伍
し
た

者
だ
か
ら
歓
迎
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
い
ざ
釈
尊
に
相
対
す
る
と

そ
の
姿
、
そ
の
言
葉
の
威
厳
に
感
銘
し
、
最

初
の
弟
子
に
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
仏
教
が
始
ま
っ
た
と
い
う
処
で
す
。

そ
の
「
迎
仏
塔
」
に
ち
な
ん
で
「
迎
仏
の
会
」

と
名
付
け
ま
し
た
。

学
習
会
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
安
心
し

た
い
、
仲
間
の
顔
が
見
た
い
、
世
間
話
が
し

た
い
、
懇
親
会
が
楽
し
み
等
々
、
参
加
す
る

動
機
や
想
い
は
色
々
で
す
が
、
そ

の
よ
う
な
私
た
ち
を
「
仏
」
は
ち
ゃ

ん
と
追
い
か
け
て
き
て
私
た
ち
の

前
に
い
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
気
持

ち
で
、
聖
教
や
先
輩
方
の
言
葉
に

触
れ
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
と

輪
読
会
を
し
て
い
ま
す
。

毎
回
の
出
席
者
は
数
人
程
で
す

が
、
時
々
参
加
す
る
人
や
、
久
し

ぶ
り
に
顔
を
出
し
て
く
れ
る
人
な

ど
、
い
ろ
ん
な
仲
間
が
い
ま
す
。

気
持
ち
の
上
で
は
6
期
生
み
ん
な

で
、
そ
し
て
有
縁
の
方
々
と
共
に

学
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
思
い
で

続
け
て
い
ま
す
。

（
第
22
組
満
泉
寺　

長
谷
俊
成
）

　

獅し

し

く
子
吼
の
会

私
ど
も
「
師
子
吼
の
会
」
は

10
年
前
、
当
時
30
～
40
代
の
僧

侶
有
志
で
結
成
し
ま
し
た
。
真

宗
寺
院
を
聞
法
の
道
場
へ
と
回

復
す
る
こ
と
を
願
い
、
法
話
を

中
心
に
す
え
、
研
鑽
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。

活
動
内
容
と
し
て
、「
聞
法
・

学
習
・
発
表
」
を
三
本
柱
に
、

自
ら
聞
法
の
場
と
し
て
「
師
を

訪
ね
て
」
と
題
し
、
各
方
面
で

活
躍
さ
れ
て
お
ら
れ
る
諸
師
を

招
き
、
多
く
の
方
々
と
共
に
自

ら
の
聞
法
の
場
を
開
い
て
お
り

ま
す
。

難
波
別
院
同
朋
会
館
の
講
堂

に
て
、
２
０
１
１
年
宗
祖
親
鸞

聖
人
７
５
０
回
御
遠
忌
を
お
迎
え
す
る
に

あ
た
り
、「
三
夜
連
続　

法
話
の
会
」
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
自
信

教
人
信
と
い
う
言
葉
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
宗
祖
の
ご
生
涯
か
ら
現
代
の
私
た
ち

の
問
題
を
見
つ
め
直
す
た
め
に
、
各
会
員

が
そ
れ
ぞ
れ
を
受
け
持
ち
、
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
多
く
の
ご
門
徒
、

住
職
、
坊
守
、「
寺
族
」
の
方
々
、
の
べ

３
０
０
人
の
参
加
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。２
０
１
２
年
に
は
我
々
に
身
近
な
、

宗
祖
の
顕
さ
れ
た
「
正
信
偈
・
依
経
段
」

を
講
題
に
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
照
ら
し

出
さ
れ
る
私
た
ち
の
問
題
を
各
会
員
が
発

表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
引
き
続
き

２
０
１
３
年
に
は
「
正
信
偈
・
依
釈
段
」

を
講
題
に
し
た
発
表
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。

↑
イ
ン
ド
・
迎
仏
の
塔

↓
三
夜
連
続　

法
話
の
会
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同
じ
志
を
持
つ
若
い
方
々
に
も
加
わ
っ

て
い
た
だ
き
、
一
層
の
幅
広
い
「
聞
法
・

学
習
・
発
表
」
の
場
と
な
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。
今
後
も
「
師
子
吼
の
会
」
は
、

多
く
の
方
々
と
共
に
念
仏
の
み
教
え
に
出

遇
わ
せ
て
い
た
だ
く
機
縁
と
な
る
活
動
を

し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

(

第
22
組
蓮
正
寺　

三
好
泰
紹)

　

難な
ん

度ど

会

「
難
度
会
」
は
平
成
元
年
か
ら
『
教
行
信

証
』を
輪
読
し
て
い
る
輪
読
聞
法
会
で
す
。

会
が
で
き
る
き
っ
か
け
は
、
あ
る
研
修

会
の
折
、
講
師
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い

た
大
谷
大
学
の
延
塚
知
道
先
生
か
ら
「
大

学
時
代
は
勉
強
を
し
て
も
、

卒
業
す
る
と
全
く
学
ば
な

く
な
る
者
が
い
る
。
君
た
ち

も
学
び
を
怠
る
こ
と
な
く

深
め
て
い
き
な
さ
い
」
と

叱
咤
激
励
さ
れ
た
こ
と
で

し
た
。

何
を
学
ん
で
い
こ
う
か

と
発
足
当
時
の
メ
ン
バ
ー

で
相
談
し
た
結
果
、
親
鸞
聖

人
の
主
著
で
あ
る
『
教
行

信
証
』
の
輪
読
会
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
会

の
名
前
は
「
総
序
」
の
「
難

思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度

す
る
大
船
」
よ
り
い
た
だ

き
、
難
度
会
と
す
る
こ
と

に
決
め
ま
し
た
。

以
来
20
数
年
、
新
し
い

会
員
も
増
え
、
現
在
「
化

身
土
巻
」
ま
で
読
み
進
め

て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
間
、
有

縁
の
先
生
、
諸
先
輩
方
に
疑
問
点

を
問
い
、
学
び
の
視
点
の
大
切
さ

を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
激
動
の
文

明
開
化
の
時
代
を
生
き
抜
か
れ

た
、
清
沢
満
之
先
生
に
求
道
の
歩

み
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の

視
点
を
灯
火
と
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
清
沢
先
生
の
ご
遺
徳

を
偲
び
、
16
年
前
よ
り
「
臘
扇
忌

法
要
」
を
勤
め
て
い
ま
す
。
こ
の

法
要
で
は
難
波
別
院
の
後
援
の
も

と
、
清
沢
先
生
に
ゆ
か
り
の
あ
る

方
を
記
念
講
演
の
講
師
に
招
き
、

参
詣
の
皆
様
と
共
に
求
道
の
歩
み
を
聴
聞

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

難
度
会
は
月
に
一
度
、
当
番
が
担
当
箇

所
を
調
べ
発
表
す
る
ス
タ
イ
ル
の
輪
読
会

で
す
。
発
表
者
の
意
見
を
尊
重
し
、
議
論

を
ぶ
つ
け
合
う
ス
タ
イ
ル
の
良
さ
を
今
後

も
活
か
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
息
の
長
い

会
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

（
第
21
組
浄
得
寺　

松
井　

聡
）

　

八は
ち

起き

会

我
々
「
八
起
会
」
は
、
大
阪
教
区
教
学

研
修
院
８
期
修
了
者
の
22
名
を
主
と
し
て

構
成
し
て
い
ま
す
。
研
修
院
修
了
時
に
、

多
く
の
修
了
者
か
ら｢

こ
れ
か
ら
も
教
学

の
研
鑽
、
普
段
の
生
活
の
中
で
の
悩
み
、

各
々
の
自
坊
で
の
課
題
や
取
り
組
み
の
意

見
交
換
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
聞
法
、
学

習
、
発
表
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い｣

と

い
う
意
見
が
で
ま
し
た
。そ
こ
で
、「
聞
法
・

学
習
・
発
表
」
の
場
を
つ
く
る
こ
と
に
な

↑
２
０
１
２
年
の
臘
扇
忌

↓
定
例
会
で
の
語
り
合
い
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り
、
八
起
会
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

会
の
発
足
か
ら
２
年
。
こ
れ
ま
で
難
波

別
院
や
メ
ン
バ
ー
の
自
坊
を
会
所
と
し

て
、「
か
つ
て
の
自
分
と
今
の
自
分
」
と

い
う
題
目
で
発
表
や
座
談
を
し
た
り
、『
和

讃
に
学
ぶ
』（
宮
城
顗
著
）
の
輪
読
及
び

攻
究
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
月
に
一
度

集
ま
り
、
年
一
度
は
講
師
を
招
き
講
座
を

行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
2
年
間
で
、
一
番
の
課
題
と
な
っ
て

い
る
の
が
「
自
己
」
で
す
。
普
段
の
生
活
の

中
で
い
き
詰
ま
る
自
己
。
い
つ
の
ま
に
か
聞

法
・
学
習
で
偉
く
な
っ
た
と
思
い
込
む
自
己
。

ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
と
思
い
込

む
自
己
。
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
「
自
己
」
に
直

面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
自
己
」
を
隠
し
、飾
っ

た
り
す
る
こ
と
な
く
課
題
を
共
有
で
き
る
仲

間
、
同
朋
が
い
る
こ
と
に
同
時
に
感
謝
し
て

い
ま
す
。

今
後
の
取
り
組
み
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
（
京
都
な
ど
）
も
計
画
中
で
す
。
そ

し
て
、「
発
表
」
の
場
づ
く
り
に
も
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

八
起
会
で
は
、
新
し
く
僧
侶
や
ご
門
徒

の
皆
様
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
と
も

に
学
び
を
深
め
て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い

ま
す
。

（
第
14
組
専
念
寺　

速
水　

泰
）

　

微み

風ふ
う

の
会

私
た
ち
の
会
は
約
30
年
前
に
「
子
ど
も

連
れ
で
も
気
兼
ね
な
く
お
話
が
聞
き
た

い
」
と
い
う
願
い
の
も
と
に
発
足
し
た
会

で
す
。
初
め
は
「
女
ば
か
り
の
聞
法
会
」

と
い
う
女
性
だ
け
の
会
で
し
た
。
子
ど
も

や
赤
ち
ゃ
ん
連
れ
で
も
、
月
に
一
度
先
生

の
お
話
に
耳
を
傾
け
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ

て
い
る
悩
み
等
も
話
し
、
心
が
解
放
さ
れ

る
ひ
と
と
き
を
す
ご
し
ま
し
た
。そ
の
後
、

「
女
性
だ
け
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
よ
い

の
で
は
？
」
と
会
の
名
前
を
「
微
風
の
会
」

と
し
ま
し
た
。

今
ま
で
『
歎
異
抄
』『
御
文
』『
本
願
文
』

『
正
信
偈
』
等
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
現

在
は
、
山
陽
教
区
光
明
寺
住
職
・
玉
光
順

正
氏
を
講
師
に
、
今
一
度
『
歎
異
抄
』
に

学
ん
で
い
ま
す
。

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
、「
時
代
背

景
や
そ
の
時
の
女
性
の
あ
り
方
が
ど
う

だ
っ
た
の
か
」「
今
、
親
鸞
聖
人

が
い
ら
し
た
ら
…
…
」「
現
代
の

社
会
問
題
に
照
ら
し
あ
わ
せ
て

聞
法
し
て
い
く
」
と
い
う
思
い

で
す
。

そ
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

愛
生
園
を
訪
れ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、
年
に
一
度
一
泊
研
修

会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

水
俣
で
緒
方
正
人
さ
ん
の
お
話

を
聞
い
た
り
、
新
宮
市
（
和
歌

山
県
）
で
の
高
木
顕
明
師
の
遠

松
忌
に
お
参
り
し
た
り
し
ま
し

た
。
流
罪
八
百
年
の
年
に
は
、

居
多
ヶ
浜
か
ら
竹
之
内
草
庵
に

向
か
い
、
７
５
０
回
忌
の
時
は
、

関
東
二
十
四
輩
を
巡
り
ま
し
た
。

昨
年
は
、
被
災
地
の
岩
手
県
山

田
町
を
訪
ね
、
ミ
ニ
夏
祭
り
を
開
催
し
ま

し
た
。
そ
し
て
今
年
は
、
東
京
で
の
「
さ

よ
な
ら
原
発
10
万
人
集
会
」
に
行
き
、
デ

モ
に
も
参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
他

教
区
の
坊
守
さ
ん
た
ち
を
訪
問
し
、
多
く

の
課
題
を
語
り
合
い
ま
し
た
。
そ
の
度
、

た
く
さ
ん
の
出
会
い
が
あ
り
、
そ
の
地
の

方
々
と
交
流
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。（
い
つ
も
か
な
り
の
珍
道
中
で
す
が
）

こ
れ
か
ら
も
こ
の
会
を
大
切
に
し
、
聞

法
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
会

に
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、
ぜ
ひ
一
度
の

ぞ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
今
は
も
う
孫
が

い
る
年
代
に
な
り
ま
す
が
、
男
性
も
若
い

方
も
大
歓
迎
で
す
。

（
第
14
組
護
念
寺　

本
多
敦
子
）

　

今
回
は
難
波
別
院
の
施
設
を
使
用
し
て

活
動
し
て
い
る
８
つ
の
団
体
を
紹
介
い
た

し
ま
し
た
。
教
化
・
学
習
・
研
鑽
等
の

活
動
を
行
っ
て
い
る
教
区
内
の
団
体
で

「
し
ゃ
ら
り
ん
」
へ
の
掲
載
を
希
望
さ
れ

る
団
体
は
、
６
０
０
文
字
程
度
の
原
稿
と

活
動
の
様
子
が
わ
か
る
写
真
2
枚
を
大
阪

教
務
所
『
し
ゃ
ら
り
ん
』
編
集
委
員
会
担

当
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

↑
水
俣
で
の
研
修
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僧
侶
と
門
徒
が
共
々
に
親
鸞
聖
人
の
生

涯
と
そ
の
教
え
を
学
ぶ
と
い
う
主
旨
で
親

鸞
聖
人
学
習
講
座
（
大
阪
教
区
教
化
委
員

会
「
研
修
・
講
座
」
部
）
が
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。

当
講
座
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
と

そ
の
教
え
を
6
回
に
分
け
て
学
ば
れ
て
い

ま
す
。

第
1
回　

幼
少
時
代　
　
（
1
～
9
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

10
月
24
日

第
2
回　

比
叡
山
時
代　
（
9
～
29
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

11
月
21
日

第
３
回　

吉
永
時
代　
　
（
29
～
35
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

12
月
19
日

第
４
回　

越
後
時
代　
　
（
35
～
42
歳
）

　

 

1
月
18
日

第
5
回　

関
東
時
代　
　
（
42
～
60
歳
）

 

2
月 

8
日

第
６
回　

晩
年
時
代　
　
（
60
～
90
歳
）

 

3
月 

8
日

第
１
～
3
回
を
廣
瀬 

惺
氏
（
同
朋
大

学
特
任
教
授
）
が
、
第
4
～
6
回
を
池
田

勇
諦
氏
（
同
朋
大
学
名
誉
教
授
）
が
、
そ

れ
ぞ
れ
担
当
さ
れ
ま
す
。

そ
の
第
１
回
（
10
月
23
日
）
と
第
２
回

（
11
月
21
日
）
を
受
講
し
ま
し
た
。

第
1
回
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を
学

ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
単
に
そ
の
こ
と
だ
け

に
と
ど
ま
ら
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た

ち
の
生
き
方
を
学
び
明
ら
か
に
し
て
い
く

こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
、
そ
の
学
び
の

意
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
。

聖
人
が
、
教
化
者
と
し
て
で
は
な
く
、

生
涯
法
然
の
弟
子
と
し
て
ど
の
よ
う
に
本

願
に
出
遇
い
生
き
た
の
か
、
真
実
を
探
究

し
続
け
た
そ
の
足
跡
が
、
私
た
ち
の
生
涯

を
通
し
て
の
道
し
る
べ
に
な
っ
て
い
る
、

そ
ん
な
方
を
宗
祖
に
い
た
だ
い
て
い
る
と

い
う
、
か
け
が
え
の
な
さ
を
思
う
。
そ
ん

な
宗
祖
に
、
自
分
の
生
き
様
に
照
ら
し
出

会
っ
て
い
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
信
不
具

足
の
、
つ
ま
り
信
不
充
分
な
信
心
に
な
っ

て
し
ま
う
。

私
の
う
え
に
、
す
で
に
道
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
道
は
、
意
の
ご
と
く
な
ら
な

い
、
苦
悩
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

苦
悩
を
ど
う
克
服
し
て
い
く
か
、
そ
の
道

を
求
め
て
い
く
あ
り
方
を
守
っ
て
い
く
象

徴
が
、
寺
・
教
団
（
僧さ
ん

伽が

）
で
あ
る
。
迷

え
る
衆
生
が
仏
縁
を
い
た
だ
く
出
発
点
に

立
つ
上
で
、そ
の
存
在
の
意
義
は
大
き
い
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
私
自
身
が
生
き
る
わ

が
寺
の
現
実
こ
そ
が
、
私
が
学
ぶ
拠
点
で

あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
あ
ら
た
め
て
認
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。

そ
の
上
で
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て

大
切
な
こ
と
は
、
有
縁
の
知
識
た
る
、
生

涯
導
か
れ
て
い
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
人
と

の
出
会
い
で
あ
る
。
人
で
あ
れ
、
知
識
で

あ
れ
、
自
分
の
思
い
を
超
え
る
も
っ
と
大

き
な
も
の
に
巡
り
合
え
る
か
ど
う
か
で
あ

る
。第

２
回
の
講
義
で
は
、
聖
人
の
比
叡
山

時
代
を
通
し
て
、
そ
の
苦
悩
、
悪
人
正
機

に
つ
い
て
の
考
察
が
さ
れ
た
。
磯
長
の
聖

徳
太
子
廟
で
得
た
と
伝
え
ら
れ
る
、「
自

力
の
命
が
あ
と
10
年
余
り
で
終
わ
り
、
清

浄
土
に
入
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
夢
告
を
、

19
歳
の
聖
人
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た

の
だ
ろ
う
か
。比
叡
山
で
学
び
な
が
ら
も
、

ど
の
よ
う
な
仏
道
を
歩
ん
で
い
く
べ
き
か

と
い
う
苦
悶
を
抱
き
続
け
、
そ
れ
が
つ
き

つ
め
ら
れ
結
集
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
ろ

う
。そ

の
後
29
歳
に
な
っ
て
深
い
苦
悩
の
中

で
比
叡
山
を
下
り
た
聖
人
は
、
救
い
を
求

め
て
六
角
堂
で
の
１
０
０
日
間
の
参
籠
の

す
え
、
崇
敬
す
る
聖
徳
太
子
の
語
り
か
け

と
も
い
う
べ
き
、
救
世
観
音
の
夢
告
を
得

る
。
凡
夫
の
ま
ま
に
開
か
れ
た
道
こ
そ
往

生
浄
土
の
道
で
あ
る
と
う
な
ず
け
る
そ
の

夢
告
に
導
か
れ
、
念
仏
者
と
し
て
歩
む
べ

く
法
然
上
人
の
も
と
へ
赴
い
た
の
で
あ

る
。ど

こ
ま
で
も
求
め
続
け
、
教
え
を
い
た

だ
く
立
場
で
生
き
た
聖
人
は
、
指
導
者
の

歴
史
に
は
不
思
議
と
残
ら
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
聖
人
を
宗
祖
と
仰
い
で
そ
の
教
え

を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
い
た
だ
い
て
き
た

人
た
ち
の
、
迷
い
や
苦
し
み
や
出
会
い
の

喜
び
が
道
に
な
り
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
上

に
連
綿
と
続
い
て
き
て
い
る
こ
と
に
、
あ

ら
た
め
て
感
慨
を
新
た
に
す
る
。
聖
教
を

繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
聞
法
を
心
が
け
た

う
え
で
の
「
時
節
到
来
」
は
、
廣
瀬
氏
が

言
わ
れ
る
と
お
り
、
珠
玉
の
こ
と
ば
で
あ

ろ
う
。

次
回
以
降
も
楽
し
み
で
あ
る
。（

藤
林
）

「
宗
祖
親
鸞
聖
人
講
座
」
レ
ポ
ー
ト
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帰敬式
大
阪
教
区
で
は
、
こ
こ
５
年
で
60
ヶ
寺

に
お
い
て
、
住
職
が
剃
刀
の
儀
を
行
い
、

７
２
５
名
の
方
が
法
名
を
い
た
だ
き
、
仏

弟
子
と
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
第
７
組
の
教
應
寺
（
建
部
智
宏

住
職
）
に
お
い
て
、
帰
敬
式
が
執
行
さ
れ

ま
し
た
。
執
行
に
あ
た
り
、
教
化
委
員
会

（
専
門
部
会
「
儀
式
・
法
要
」
部
）
が
展

開
す
る「
帰
敬
式
執
行
に
関
す
る
講
習
会
」

を
受
講
さ
れ
、帰
敬
式
に
臨
ま
れ
ま
し
た
。

各
寺
院
・
教
会
で
の
帰
敬
式
執
行
へ
の

参
考
と
な
る
こ
と
を
願
い
、
取
材
を
行
い

ま
し
た
。

帰
敬
式
執
行
に
関
す
る
講
習
会

ま
ず
は
事
前
の
講
習
会
。
こ
れ
は
名
前

の
と
お
り
受
式
さ
れ
る
門
徒
さ
ん
の
事
前

講
習
会
で
は
な
く
、
執
行
す
る
側
の
儀
式

執
行
・
作
法
の
講
習
会
で
す
。
い
ざ
帰

敬
式
を
自
ら
執
行
し
よ
う
と
思
い
立
っ
て

も
、「
剃
刀
の
儀
の
作
法
は
ど
う
だ
っ
た
っ

け
？
」、「
式
で
は
勤
行
が
あ
る
の
か
？
」

な
ど
な
ど
、
も
し
私
が
帰
敬
式
を
執
行
す

る
と
な
る
と
、
不
安
に
な
り
ま
す
。
そ
ん

な
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
け
る
の
が
、
こ

の
講
習
会
で
す
。

↑式のリハーサル ↑映像で確認
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教
化
委
員
会
「
儀
式
・
法
要
」
部
よ
り

依
頼
さ
れ
、
教
應
寺
へ
出
向
さ
れ
た
講

師
は
廣
澤
信
彦
さ
ん
（
第
7
組
願
力
寺
住

職
）。
ま
ず
は
帰
敬
式
の
作
法
や
手
順
を

ビ
デ
オ
を
見
な
が
ら
確
認
し
た
後
、
実
際

に
執
行
の
練
習
に
入
り
ま
す
。
特
に
剃
刀

の
儀
の
作
法
は
、
係
か
か
り

役や
く

の
藤
政
朋
宏
さ
ん

（
第
９
組
徳
用
寺
）
と
共
に
、
念
入
り
に

練
習
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
式
全
体
の
流
れ
を
、
講
師
か

ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が
ら
、
何
度

か
リ
ハ
ー
サ
ル
。
ほ
ぼ
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で

講
師
か
ら
ご
指
導
を
い
た
だ
く
こ
の
よ
う

な
形
式
は
、
と
て
も
練
習
に
な
る
な
と
感

じ
ま
し
た
。

帰
敬
式

講
習
会
の
約
３
週
間
後
、
い
よ
い
よ
本

番
の
帰
敬
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
当

日
は
教
應
寺
さ
ん
の
報
恩
講
。
帰
敬
式
の

受
式
を
呼
び
か
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、

希
望
者
が
多
く
、
２
日
間
に
分
け
て
執
行

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

門
徒
さ
ん
た
ち
は
や
は
り
少
し
堅
い
面

持
ち
。
ご
住
職
や
進
行
役
の
み
な
さ
ん
も

や
は
り
同
じ
。
そ
ん
な
い
い
意
味
で
の
緊

張
感
の
中
、
式
は
厳
粛
に
進
行
し
て
い
き

ま
し
た
。
剃
刀
の
儀
、
法
名
伝
達
式
が
無

事
終
わ
り
、
最
後
に
ご
住
職
の
、
新
た
に

仏
弟
子
と
な
ら
れ
た
方
々
へ
の
ご
法
話
が

あ
っ
て
式
は
無
事
終
了
し
ま
し
た
。
そ
の

後
は
記
念
の
お
斎
を
み
な
さ
ん
揃
っ
て
い

た
だ
か
れ
ま
し
た
。

受
式
者
の
み
な
さ
ん
に
感
想
を
お
聞
き

し
ま
し
た
が
、「
感
動
し
た
」、「
身
が
引

き
締
ま
っ
た
」
と
の
声
が
多
く
聞
か
れ
ま

し
た
。

☆
☆　

帰
敬
式
を
よ
り
多
く
の
方
々
に
受
け
て

い
た
だ
こ
う
と
思
え
ば
、
執
行
で
き
る
人

間
が
た
く
さ
ん
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
す
。
極
端
な
こ

と
を
言
え
ば
、
大
阪
教
区
の
僧
職
に
あ
る

も
の
全
員
が
、
き
ち
ん
と
帰
敬
式
を
執
行

で
き
る
知
識
を
持
つ
こ
と
が
必
要
な
の
で

は
な
い
か
。そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
も
、
こ
の
よ
う
な
講
習
会

を
活
用
し
、
ひ
と
り
で
も
多
く
の
仏
弟
子

が
誕
生
す
る
よ
う
に
、
一
人
の
住
職
と
し

て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
し

た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
澤
田
）

↑受式されたみなさんとの記念撮影↑

↑
法
名
伝
達
式

↑
剃
刀
の
儀
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私
は
友
人
に
誘
わ
れ
て
気
軽
に
応
募
し

ま
し
た
が
、
練
習
初
日
、
北
広
間
に
入
る

と
、
大
変
綺
麗
に
間
衣
を
着
て
居
ら
れ
る

方
が
ち
ら
ほ
ら
…
…
。
一
瞬
「
も
し
か
し

て
私
、
場
違
い
か
も
（
汗
）」
と
思
い
ま

し
た
が
、
教
え
て
く
だ
さ
る
先
生
が
優
し

そ
う
な
方
で
少
し
ホ
ッ
と
し
て
い
ま
す
。

『
正
信
偈
』
真
四
句
目
下
は
、
拙
寺
や
出

仕
さ
せ
て
頂
い
た
お
寺
で
の
報
恩
講
で
お

勤
め
し
て
い
ま
す
し
、
慣
れ
て
い
る
と
い

え
ば
慣
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
男
声
に
合

わ
せ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
音
程
を
取

る
の
に
、
正
直
、
苦
労
し
て
い
ま
す
。

で
す
が
今
回
は
女
性
ば
か
り
、
と
い
う

事
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
苦
労
は
し
な
く

て
良
さ
そ
う
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
…
…
今
更
な
ん
で
す
が
、
最

近
、
少
し
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、『
正
信

偈
』
を
現
代
語
訳
し
た
も
の
を
時
間
が
あ

れ
ば
読
む
よ
う
に
し
て
る
ん
で
す
。
漢
文

と
違
っ
て
ス
ッ
と
入
っ
て
く
る
の
で
、
ダ

イ
レ
ク
ト
に
心
に
響
い
て
く
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。

来
年
４
月
の
本
番
で
は
、
そ
の
意
味
を

噛
み
し
め
な
が
ら
お
勤
め
を
し
、
先
生
が

仰
っ
て
い
た
よ
う
に
、
回
向
が
終
わ
っ
た

後
自
然
に
手
を
合
わ
せ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
な
「
諸
仏
」
に
な
れ
る
よ
う
、
練
習
に

励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
無
阿
弥
陀
仏

（
第
４
組
利
福
寺　

山
本
亜
矢
子
）

本
山
に
て
聖
人
の
７
５
０
回
忌
に
あ
わ

せ
て
い
た
だ
け
た
喜
び
が
未
だ
醒
め
な
い

折
、
私
の
住
む
大
阪
の
地
、
南
御
堂
で
教

区
御
遠
忌
が
厳
修
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、

「
何
か
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
」
と

思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
矢
先
、
女
性

僧
侶
に
よ
る
法
要
出
仕
募
集
の
案
内
が
届

き
、
自
分
の
実
力
も
省
み
ず
、
す
ぐ
に
申

し
込
み
ま
し
た
。

日
頃
は
男
性
僧
侶
の
方
々
と
唱
和
し
て

お
り
、
音
程
が
高
い
と
言
わ
れ
続
け
、
自

分
の
声
を
低
く
す
る
努
力
を
し
て
お
り
ま

し
た
。
し
か
し
、１
回
目
の
講
習
の
と
き
、

北
広
間
に
清
ら
か
に
高
く
響
く
女
性
ば
か

り
の
声
明
を
耳
に
し
た
感
動
に
、
声
が
止

ま
り
、聞
き
入
っ
て
る
私
が
い
る
の
で
す
。

先
生
よ
り
、「
声
明
は
お
浄
土
の
言
葉
、

音
楽
、
再
現
で
す
」
と
ご
指
導
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
な
る
ほ
ど
と
頷
け
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
何
回
か
の
練
習
に
励
み
、
当

日
多
く
の
皆
様
と
共
に
唱
和
し
て
本
堂
に

お
浄
土
が
再
現
で
き
ま
す
よ
う
精
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。

来
年
４
月
25
日
が
待
ち
遠
し
い
で
す
。

（
第
４
組
眞
證
寺　

田
路
信
子
）

「
女
性
で
あ
る
こ
と
」「
得と
く

度ど

を
し
て
い

る
こ
と
」
そ
の
2
点
が
合
致
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
出
仕
願
い
を
出
し
た
私
で
し

た
。第

1
回
習
礼
に
参
加
し
て
、
こ
の
法
要

は
と
て
も
稀
有
な
こ
と
と
知
り
ま
し
た
。

明
年
４
月
25
日
の
法
要
ま
で
に
、
私
が
僧

侶
と
し
て
の
意
識
を
高
め
、
ま
た
、
お
荘

厳
と
な
り
う
る
お
声
明
を
勤
め
ら
れ
る
よ

う
努
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま

し
た
。

ひ
と
り
で
は
う
ま
く
お
勤
め
に
な
ら
な

　

こ
の
た
び
の
大
阪
教
区
・
難
波
別
院
宗
祖
親
鸞
聖
人
７
５
０
回
御
遠
忌
法
要
で
は
、

期
間
中
、
女
性
僧
侶
の
み
出
仕
す
る
法
要
が
一
座
勤
ま
り
ま
す
。
女
性
僧
侶
が
法
要
に

出
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
寺
族
」
女
性
の
益
々
の
意
識
高
揚
を
図
り
、
寺
院
・
教
区
・

宗
門
の
発
展
興
隆
に
寄
与
で
き
れ
ば
と
願
わ
れ
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
２
０
１
２
年
11

月
20
日
よ
り
毎
月
、
難
波
別
院
を
会
場
に
お
勤
め
の
お
稽
古
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
女
性
僧
侶
に
よ
る
法
要
に
出
仕
す
る
方
々
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
と
感
想
を

寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
女
性
僧
侶
に
よ
る
法
要
」
レ
ポ
ー
ト
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い
と
こ
ろ
、
お
稽
古
す
る
方
々
と
共
に
で

は
ス
ム
ー
ズ
に
声
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。「
法
要
の
日
、
本
堂
に
お
集
ま
り

の
門
徒
の
方
々
が
、自
然
と
手
を
合
わ
せ
、

お
念
仏
を
称
え
ら
れ
る
よ
う
な
お
勤
め
に

し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
先
生
の
お
言
葉
に

そ
え
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
の
習
礼
に
臨
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
第
７
組
因
順
寺　

深
澤
和
美
）

習し
ゅ

礼ら
い

が
始
ま
る
と
ま
ず
、
女
性
僧
侶
が

集
ま
り
、
森
川
徹
先
生
の
ご
指
導
の
下
に

法
要
時
の
装
し
ょ
う

束ぞ
く

や
式
次
第
、
そ
れ
ぞ
れ

が
依
用
で
き
る
衣え

体た
い

に

つ
い
て
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
習
礼
は

法
要
ま
で
に
７
回
あ
る

よ
う
で
す
。『
正
信
偈
』

真
四
句
目
下
げ
が
始
ま

り
ま
す
と
、
女
性
ら
し

い
綺
麗
で
や
さ
し
く
、

そ
し
て
逞
し
い
声
で
そ

ろ
っ
て
い
て
う
っ
と
り

し
ま
し
た
。
森
川
先
生

の
丁
寧
な
声
で
、
は
っ

き
り
と
教
わ
る
中
で
、

「
こ
れ
は
大
谷
派
の
決

ま
り
で
す
。
こ
れ
が
大

谷
派
の
声
し
ょ
う

明み
ょ
うで

す
。
大

谷
派
の
声
明
は
教
学
か

ら
き
て
い
ま
す
」
の
言

葉
に
身
が
引
き
締
ま
り

ま
す
。

回
向
「
我
説
彼
尊
功

徳
事
」
で
は
「
司
会
者

が
合
掌
と
言
わ
な
く
て
も
」、
先
生
は
ニ

コ
ッ
と
笑
顔
で
「
参
詣
者
が
、
回
向
が
来

た
ら
合
掌
す
る
よ
う
な
お
勤
め
を
」
と
言

わ
れ
た
の
が
闡せ
ん

明め
い

で
し
た
。

こ
れ
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
お
世

話
に
な
っ
て
法
要
が
勤
め
ら
れ
る
こ
と
に

感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

今
回
の
法
要
を
知
っ
て
、
東
日
本
大
震

災
に
遭
わ
れ
た
方
々
、
悩
め
る
衆
生
が
生

き
て
い
く
喜
び
、
勇
気
と
元
気
を
持
っ
て

く
だ
さ
れ
ば
、
な
お
う
れ
し
い
の
に
な
と

思
い
ま
し
た
。

習
礼
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
、
各
自
お
付

き
合
い
が
あ
っ
て
、
お
し
ゃ
べ
り
に
花
が

咲
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
合
掌
。

（
第
23
組
徳
明
寺　

木
全
満
知
子
）

「
大
阪
教
区
・
難
波
別
院　

宗
祖
親
鸞
聖
人
７
５
０
回
御
遠
忌
法
要
」

                 

晨
朝（
お
朝
事
）
参
拝
へ
の
ご
案
内

２
０
１
３
年
4
月
24
日
（
水
）
か
ら
28

日
（
日
）
に
か
け
て
、
難
波
別
院
（
南
御

堂
）
に
お
い
て
、「
大
阪
教
区
・
難
波
別

院　

宗
祖
親
鸞
聖
人
７
５
０
回
御
遠
忌
法

要
」
が
厳
修
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
教
区
御

遠
忌
委
員
会
並
び
に
難
波
別
院
で
は
、
み

な
さ
ま
に
各
法
座
へ
参
詣
い
た
だ
け
る
よ

う
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
１
日
の
始
ま
り
に
晨
朝
（
お

朝
事
）
に
参
詣
し
ま
せ
ん
か
。「
お
あ
さ

じ
」、「
お
ゆ
う
じ
」
の
お
勤
め
は
真
宗
門

徒
の
た
し
な
み
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
一

昔
前
に
は
、
ど
の
ご
門
徒
の
家
庭
で
も
朝

夕
に
は
「
正
信
偈
」
を
お
勤
め
す
る
声
が

響
い
て
お
り
ま
し
た
。

50
年
に
１
度
の
御
遠
忌
を
機
会
に
『
正

信
偈
』（
同
朋
奉
讃
式
）
を
一
緒
に
お
勤

め
し
、
真
宗
門
徒
と
し
て
の
生
活
を
見
直

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

な
お
、
難
波
別
院
に
お
け
る
平
常
の
晨

朝
（
お
朝
事
）
は
午
前
7
時
か
ら
の
お
勤

め
で
す
が
、御
遠
忌
法
要
中
の
25
日（
木
）、

26
日
（
金
）、
27
日
（
土
）
の
３
日
間
は

午
前
８
時
か
ら
お
勤
め
と
な
り
ま
す
。（
但

し
、
28
日
は
午
前
７
時
か
ら
）

ま
た
、
境
内
で
は
晨
朝
（
お
朝
事
）
の

後
、
あ
ず
き
粥
が
振
舞
わ
れ
ま
す
。

勤
行
本
と
お
念
珠
を
お
持
ち
に
な
っ
て

ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

↑
第
一
回
の
習
礼
の
様
子



今
年
平
成
二
十
五
年
に

私
は
五
十
歳
に
な
り
ま

す
。昭
和
を
二
十
五
年
、

平
成
を
二
十
五
年
と
２
つ
の
時
代
を
ち
ょ
う
ど
半

分
ず
つ
生
き
て
き
た
か
と
思
う
と
何
か
不
思
議
な

感
慨
を
覚
え
ま
す
♦
そ
の
よ
う
な
話
を
子
供
に

し
た
と
こ
ろ「
五
十
歳
か
ぁ
。信
長
や
っ
た
ら
死
ん

ど
る
な
。」と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。確
か
に
か

つ
て
は
人
生
五
十
年
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
自
分
も
終
わ
り
に
近
づ
い
て
い
る
の
か
な
、い
や
い

や
、う
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
百
歳
ま
で
生
き
た

ぞ
。そ
れ
を
考
え
れ
ば
ま
だ
ま
だ
半
分
、こ
れ
か
ら

や
！
」な
ど
と
考
え
て
自
分
を
励
ま
し
た
り
も
し

ま
す
♦
し
か
し
、今
ま
で
生
き
て
き
た
年
数
を
積

み
上
げ
て
喜
ん
だ
り
、残
り
何
年
く
ら
い
か
な
と

数
え
て
心
が
揺
ら
ぐ
こ
と
こ
そ
自
分
の
命
を
自
分

の
物
、手
持
ち
の
物
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。日
々
新
た
な
命
を「
今
を
も
ら
っ
て
生
き
て
い

る
」と
喜
び
、感
動
を
持
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
こ

そ
念
仏
者
の
在
り
方
な
の
で
し
ょ
う
♦
論
語
に
は

「
四
十
に
し
て
迷
わ
ず
、五
十
に
し
て
天
命
を
知

る
」と
孔
子
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、天
命
ど
こ
ろ

か
迷
い
の
真
っ
た
だ
中
に
い
る
私
で
す
。（
K
）

編
集
後
記
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　真宗大谷派大阪教区

出版会議では、遊びを通

して真宗の教えに触れ

るとともに、宗祖親鸞聖

人のご生涯に親しんで

いただきたいとの願いか

ら『真宗かるた』を製作し

ました。大阪教区内の全

寺院・教会には１セットお

送りいたしております。ご

家族で、あるいはお寺の

子ども会等で使っていた

だければと思います。

  『真宗かるた』へのみな

さまのご意見、ご感想を

お寄せください。

教区出版物のご案内

「
道
徳
は
い
く
つ
に
な
る
ぞ
。道
徳
、念
仏
も
う
さ
る
べ
し
」（『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』）
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