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恩
と
い
う
字
は
、

因
と
心
か
ら
な
っ
て
い
る
。

今
、
私
が
こ
こ
に
い
る
因
に

心
を
寄
せ
る
と
き
、

数
々
の
恩
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

こ
の
私
が
今
、

こ
こ
に
い
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る

。そ
の
恩
の
膨
大
さ
に
、

頭
が
下
が
る
。
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恩文　

難
波
教
行

書　

畠
中
幸
代

形
声
。
意
符
の
心
と
音
符
の
因（
い
た
む
心
の
意
）

と
か
ら
成
る
。い
た
み
あ
わ
れ
る
意
。ひ
い
て
、「
い

つ
く
し
む
」
意
に
用
い
る
。『

角
川
大
字
源
』
よ
り
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教
区
同
朋
大
会
記
録
誌
を
発
行

教
区
出
版
会
議
で
は
昨
年
12
月
に
、
第
37
回
大

阪
教
区
同
朋
大
会
記
録
誌
を
発
行
し
、
12
月
末
に

参
加
者
数
分
を
全
寺
院
に
配
布
い
た
し
ま
し
た
。

今
回
は
従
来
の
講
演
の
み
の
収
録
か
ら
体
裁
を

変
え
、
同
朋
大
会
の
「
記
録
誌
」
と
し
て
、
養
老

孟
司
氏
の
講
演
録
の
他
に
８
ペ
ー
ジ
の
カ
ラ
ー
グ

ラ
ビ
ア
、
教
務
所
長
・
行
事
部
幹
事
の
あ
い
さ
つ

等
を
掲
載
し
ま
し
た
。
他
に
も
組
同
朋
大
会
紹
介

ビ
デ
オ
の
シ
ナ
リ
オ
や
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
な
ど
の

資
料
も
充
実
さ
せ
て
い
ま
す
。

各
組
で
の
同
朋
大
会
や
学
習
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。今

後
の
教
化
委
員
会
の
主
な
事
業

【
聖
典
講
座
】

「
親
鸞
の
思
想
～
『
教
行
信
証
』「
化
身
土
巻
」
に

学
ぶ
～
」（
第
２
回
目
）

・
日
時　

３
月
10
日(

月)　

午
後
６
時
か
ら

・
会
場　

教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
会
館
研
修
室

・
講
師　

藤
場
俊
基
氏
（
金
沢
教
区 

常
讃
寺
）

【
得
度
準
備
講
習
会
】

・
期
間　

３
月
26
日(

水)

～
28
日(

金)

・
会
場　

教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
会
館
研
修
室
・

難
波
別
院

・
受
講
料　

５
０
０
０
円

【
組
門
徒
会
員
研
修
大
会
】

・
期
日　

３
月
29
日(

土)

・
会
場　

御
堂
会
館
大
ホ
ー
ル

・
対
象　

組
門
徒
会
員 

他

【
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座
】

・
期
日　

４
月
４
日
（
金
）

・
会
場　

教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
会
館
研
修
室

【
部
落
差
別
問
題
に
学
ぶ
講
座
】

・
日
時　

４
月
15
日(

火)　

午
後
６
時
か
ら

・
会
場　

教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
会
館
研
修
室

・
講
師　

片
山
寛
隆
氏
（
三
重
教
区 
相
願
寺
）

【
ハ
ン
セ
ン
病
に
関
す
る
映
画
上
映
と
お
話
の
つ
ど
い
】

・
期
日　

５
月
７
日(

水)

・
会
場　

難
波
別
院
同
朋
会
館
講
堂

【
推
進
員
研
修
大
会
】

・
期
日　

５
月
10
日(

土)

・
会
場　

御
堂
会
館
大
ホ
ー
ル

・
講
師　

宮
戸
道
雄
氏
（
京
都
教
区
慶
照
寺
）

・
対
象　

推
進
員
・
住
職
・「
寺
族
」

【
門
徒
女
性
と
坊
守
の
集
い
研
修
会
】

・
期
日　

５
月
22
日
（
木
）

・
会
場　

同
朋
会
館
講
堂

・
講
師　

川
村
妙
慶
氏
（
大
谷
派
僧
侶
・
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
）

・
対
象　

門
徒
女
性
・
坊
守

【
遠
松
忌
法
要
】

・
期
日　

６
月
21
日
（
土
）

・
講
師　

尾
畑
文
正
氏
（
同
朋
大
学
教
授
）

・
会
場　

第
23
組
浄
泉
寺

み
な
さ
ま
の
ご
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
大
阪
教
務
所
（
担
当
・
藤
政
）

ま
で
。

し
ゃ
ら
り
ん
表
紙
一
文
字
募
集
！

『
し
ゃ
ら
り
ん
』
の
表
紙
の
漢
字
一
文
字
と
、
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
「
詩
」
を
引
き
続
き
募
集
し
て
い

ま
す
。

採
用
さ
れ
た
方
に
は
、
文
字
を
染
筆
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
畠
中
幸
代
氏
直
筆
の
色
紙
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
い
た
し
ま
す
。

前
号
（
15
号
）
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
黒
松
千
鶴

子
さ
ん
（
第
27
組
正
念
寺
門
徒
）
に
は
、
採
用
し

た
「
歩
」
の
色
紙
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

ぜ
ひ
、
み
な
さ
ま
の
思
い
の
こ
も
っ
た
一
文
字

に
詩
を
添
え
て
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
応
募
要
項
】

漢
字
一
文
字
・
そ
の
文
字
に
ま
つ
わ
る
詩
・
お

名
前
・
住
所
・
電
話
番
号
・
所
属
寺
院
名
を
明
記

の
上
、
左
記
ま
で
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ

メ
ー
ル
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

宛
先
／
大
阪
教
務
所
内
『
し
ゃ
ら
り
ん
』
表
紙
漢

字
一
文
字
募
集
係
（
担
当
：
藤
政
）

住
所
／
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
４
‐
１
‐
11

電
話
／
０
６
‐
６
２
５
１
‐
４
７
２
０

フ
ァ
ッ
ク
ス
／
０
６
‐
６
２
５
１
‐
４
７
９
６

Ｅ
メ
ー
ル
／office@

icho.gr.jp

教
化
委
員
会
ニ
ュ
ー
ス
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る
か
と
思
う
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
受
式
者
に
と
っ
て
の
「
帰
敬
式
の

意
義
」
と
い
う
の
は
真
宗
門
徒
の
出
発
、
誕
生
、

言
う
な
ら
ば
「
原
体
験
」
で
す
。
し
か
し
、
執
行

す
る
も
の
に
と
っ
て
は
「
汝
は
真
宗
門
徒
で
あ
る

の
か
」
と
い
う
「
追
体
験
」
で
す
。

亡
く
な
っ
た
和
田
先
生
は
「
君
た
ち
は
寺
に
住

む
真
宗
門
徒
な
ん
だ
よ
」
と
こ
う
い
う
こ
と
を
た

び
た
び
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
に

と
っ
て
「
帰
敬
式
の
意
義
」
と
は
、
真
宗
門
徒
で

あ
る
の
か
と
い
う
そ
の
こ
と
を
帰
敬
式
を
通
し
て

再
確
認
す
る
場
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
私
は
自
坊
で
日
曜
学
校
を
し
て
お
り

ま
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
６
年
生
に
な
り
ま
す
と

本
山
へ
２
泊
３
日
の
子
ど
も
奉
仕
団
に
参
加
し
て

も
ら
い
法
名
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と

伝
統
の
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
帰
敬
式

に
同
席
す
る
と
、
子
ど
も
の
姿
に
感
動
を
す
る
わ

け
で
す
。

あ
る
い
は
門
徒
の
方
の
帰
敬
式
、
推
進
員
養
成

講
座
の
後
期
教
習
で
の
帰
敬
式
、
ま
た
数
は
少
な

い
で
す
が
自
坊
で
の
帰
敬
式
、
そ
う
い
う
場
に
た

び
た
び
同
席
し
て
み
て
も
、
仏
さ
ま
の
前
で
静
か

に
頭
を
下
げ
て
合
掌
す
る
姿
を
み
て
い
ま
す
と
、

本
当
に
「
よ
う
こ
そ
」
と
い
う
感
動
を
覚
え
る
の

で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
自
分
自
身
が
い
か

に
無
自
覚
に
得
度
式
を
受
け
た
か
と
い
う
こ
と
が

私
に
と
っ
て
の
原
体
験
と
し
て
思
い
返
さ
れ
る
の

で
す
。私
た
ち
は
日
常
生
活
の
中
で
俗
名
も
含
め
、

法
名
を
意
識
し
て
、
自
覚
的
に
な
っ
て
い
る
か
と

逆
に
問
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
場
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
を
通
し
て
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
確
認

さ
れ
、
問
い
返
さ
れ
て
く
る
場
が
帰
敬
式
だ
と
思

い
ま
す
。

（
文
責
・
し
ゃ
ら
り
ん
編
集
部
）

 ●
受
講
者
の
声

黒
田
先
生
の
講
義
の
あ
と
、
儀
式
執
行
の
講
習

の
た
め
、
会
場
を
難
波
別
院
本
堂
へ
と
移
し
た
。

執
行
者
・
掛
役
の
実
習
を
す
る
者
は
、
北
広
間
に

て
執
行
者
は
、
直
綴
・
五
条
袈
裟
、
掛
役
は
、
直
綴
・

墨
袈
裟
、
共
に
白
服
に
て
装
束
を
整
え
る
。
聴
講

の
み
と
い
う
方
々
は
本
堂
の
参
詣
席
よ
り
、
儀
式

執
行
の
模
様
を
つ
ぶ
さ
に
見
る
。
そ
ん
な
様
子
の

中
、「
帰
敬
式
執
行
に
関
す
る
実
行
委
員
会
」
の

方
々
に
よ
っ
て
儀
式
講
習
会
は
始
ま
っ
た
。

帰
敬
式
執
行
に
あ
た
り
、
最
少
人
数
で
行
う
と

い
う
こ
と
を
前
提
に
執
行
者
１
人
・
掛
役
１
人
と

い
う
ス
タ
イ
ル
で
の
儀
式
執
行
を
教
わ
っ
た
。

ま
ず
、
実
行
委
員
か
ら
一
通
り
お
手
本
を
見
せ

て
い
た
だ
く
。
執
行
者
の
内
陣
出
仕
、
そ
し
て
掛

「
帰
敬
式
執
行
に
関
す
る
講
習
会
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

レ
ポ
ー
ト

さ
る
、12
月
18
日
に
教
区
教
化
委
員
会
「
儀
式
・
法
要
部
」
と
「
研
修
・
講
座
部
」
の
共
催
に
よ
る
「
帰

敬
式
執
行
に
関
す
る
講
習
会
」
が
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
会
館
研
修
室
と
難
波
別
院
本
堂
を
会
場
に
開
催

さ
れ
、
33
人
が
受
講
し
ま
し
た
。

当
日
は
、「
帰
敬
式
の
意
義
」
と
題
し
、黒
田
進
氏
（
長
浜
教
区
満
立
寺
住
職
）
か
ら
講
義
を
い
た
だ
き
、

そ
の
後
会
場
を
本
堂
に
移
し
、
帰
敬
式
執
行
に
関
す
る
実
行
委
員
の
指
導
の
も
と
、
実
習
を
行
い
ま
し

た
。そ

の
時
の
講
義
要
旨
と
、
実
習
の
レ
ポ
ー
ト
を
お
届
け
し
ま
す
。

●
講
義
要
旨

「
帰
敬
式
の
意
義
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま

す
と
、
受
式
者
に
と
っ
て
は
真
宗
門
徒
と
し
て
の

出
発
、
ま
た
は
誕
生
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
か

と
思
い
ま
す
。

で
は
、
執
行
す
る
私
た
ち
に
と
っ
て
の
意
義
と

は
何
か
。
す
で
に
私
た
ち
は
得
度
式
の
際
に
お
か

み
そ
り
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
執
行

す
る
私
た
ち
の
意
義
と
は
、
式
を
通
し
て
「
汝
は

真
宗
門
徒
で
あ
る
の
か
」
と
再
確
認
す
る
場
で
あ
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役
の
進
行
の
仕
方
、執
行
者
が
法
名
を
手
に
取
り
、

外
陣
へ
と
降
り
る
。
掛
役
の
剃
刀
の
渡
し
方
、
そ

し
て
剃
刀
の
儀
。
掛
役
が
、
受
式
者
の
姿
勢
を
直

す
の
に
続
い
て
、
執
行
者
が
頭
に
剃
刀
を
あ
て
る

動
作
や
、
そ
の
時
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え

る
念
仏
。
そ
し
て
執
行
の
こ
と
ば
、
法
名
伝
達
。

一
連
の
動
き
と
進
行
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
後

に
、
今
回
の
受
講
者
の
実
践
と
な
っ
た
。
参
詣
席

ら
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
緊
張
も
あ
い
ま
っ
て
、

今
見
せ
て
い
た
だ
い
た
通
り
に
な
か
な
か
で
き
な

い
。
歩
く
ス
ピ
ー
ド
や
、
剃
刀
の
所
作
。
ギ
コ
チ

ナ
イ
と
言
え
ば
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
見
て
い
る

の
と
や
っ
て
み
る
の
と
は
大
違
い
で
あ
る
。

た
だ
し
か
し
、今
回
の
こ
の
講
習
会
の
中
で
は
、

実
行
委
員
の
方
が
司
会
（
解
説
）
と
し
て
一
つ
一

つ
の
動
き
を
そ
の
都
度
止
め
て
、
丁
寧
に
解
説

し
、
ど
の
よ
う
に
動
け
ば
い
い
の
か
を
教
え
て
く

れ
た
。
い
わ
ゆ
る
歌
舞
伎
な
ど
の
ち
ょ
っ
と
分
か

り
づ
ら
い
お
芝
居
な
ど
に
よ
く
あ
る
副
音
声
的
な

解
説
と
同
じ
で
、「
今
こ
う
し
て
い
る
」「
そ
れ
は

何
故
か
」
と
い
う
風
に
進
め
て
く
れ
て
い
た
。
こ

の
司
会
（
解
説
）
の
方
が
全
体
を
通
し
て
進
め
て

く
れ
る
方
法
に
よ
っ
て
、
本
当
に
よ
く
分
か
り
ま

た
理
解
で
き
た
。
一
つ
一
つ
動
き
な
が
ら
の
説
明

は
、
一
つ
の
儀
式
の
動
き
が
と
て
も
合
理
的
で
あ

り
、
無
駄
の
な
い
ス
ム
ー
ズ
さ
を
感
じ
と
れ
た
。

こ
の
方
法
が
全
て
の
儀
式
作
法
の
講
習
会
に
適

用
で
き
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、「
帰
敬

式
執
行
に
関
す
る
実
行
委
員
会
」
の
方
々
の
ア
イ

デ
ア
と
工
夫
が
、
他
の
儀
式
の
講
習
に
も
使
え
れ

ば
、
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の

儀
式
が
い
か
に
道
理
に
適
っ
た
動
き
か
ら
な
っ
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な

い
か
。

こ
の
講
習
を
受
け
て
帰
敬
式
が
身
近
に
な
り
、

自
坊
の
報
恩
講
な
ど
で
も
機
会
が
あ
れ
ば
行
っ
て

み
よ
う
と
思
っ
た
。

（
廣
瀬
）

●
講
習
会
の
組
で
の
開
催
に
つ
い
て

本
講
習
会
は
、
数
名
の
講
師
が
会
所
に
出
向
い

て
開
催
い
た
だ
け
ま
す
（
組
で
の
開
催
の
場
合
は

講
習
会
の
み
で
、
講
義
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
事
前

に
帰
敬
式
の
意
義
に
つ
い
て
の
学
習
を
お
す
す
め

し
ま
す
）。

そ
の
際
に
、
組
で
準
備
い
た
だ
き
た
い
お
道
具

は
、
華
籠
棚
・
広
蓋
・
へ
ぎ
・
か
み
そ
り
・
藺
草

履
で
す
。

開
催
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
ら
、
組
長
を
通
じ

て
教
務
所
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、
講
師
の
準
備
の
都
合
上
、
事

前
に
会
所
の
方
に
ご
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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命
を
落
と
し
て
い
か
れ
ま
す
。
そ
の
時
に
父
か
ら
「
敵
を

怨
ん
で
は
な
ら
な
い
。
も
し
怨
み
に
思
え
ば
、
い
つ
ま
で

も
仇
は
尽
き
る
こ
と
が
な
く
、
平
穏
な
世
の
中
に
は
な
ら

な
い
。
だ
か
ら
仇
を
う
つ
の
で
は
な
く
、
怨
み
を
超
え
て

い
け
る
道
を
尋
ね
て
ほ
し
い
」
と
い
う
遺
言
を
聞
く
わ
け

で
す
。
法
然
上
人
は
こ
の
遺
言
を
き
っ
か
け
に
仏
門
に
入

ら
れ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
実
は
仏
教
の
根
本
課
題
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で

す
。
た
と
え
ば
、
法
然
上
人
が
師
と
仰
が
れ
る
善
導
大
師

の
言
葉
で
言
え
ば
、「
自
損
損
他
人
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

お
互
い
に
傷
つ
け
合
う
こ
と
を
ど
こ
で
超
え
て
い
く
の

か
、
そ
こ
に
仏
教
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
決
し
て
個

人
的
な
苦
し
み
を
取
り
除
く
と
い
う
話
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
課
題
の
実
現
が
は

な
は
だ
難
し
い
の
で
す
。
法
然
上
人
も
比
叡

山
で
修
行
に
励
ま
れ
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
が

な
か
な
か
実
現
し
な
い
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
戒
・
定
・
慧
と
い
う
三
学

が
比
叡
山
の
修
行
の
基
本
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
法
然
上
人
は
「
わ
れ
は
こ
れ

三
学
の
器
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
て
お
ら

れ
ま
す
。
戒
を
た
も
と
う
と
し
て
も
一
つ
と
し
て
た
も
つ

こ
と
の
で
き
な
い
我
が
身
を
見
出
し
た
の
で
す
。
お
互

い
に
傷
つ
け
合
う
こ
と
を
超
え
て
い
く
と
い
う
課
題
は
分

か
っ
て
い
て
も
、
具
体
的
な
道
が
見
え
な
か
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
法
然
上
人
が
改
め
て
出
遇
っ
た
言

葉
が
、
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
に
出
る

一
心
に
弥
陀
の
名
号
を
専
念
し
て
、
行
住
坐
臥
、

時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念
念
に
捨
て
ざ
る
を
ば
、

こ
れ
を
「
正
定
の
業
」
と
名
づ
く
、
か
の
仏
願
力
に

順
ず
る
が
ゆ
え
に
。

で
し
た
。「
正
定
の
業
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
迷
い

を
超
え
る
こ
と
が
定
ま
る
行
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ

れ
が
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」、
つ
ま
り｢

た
だ
念
仏
」

で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
称
名
念
仏
が
な
ぜ
「
正
定
の
業
」
と
い
え

る
の
か
と
い
う
と
、「
彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
法
然
上
人
は
こ
の
一
言
に
出
遇
っ
て
涙
が

止
ま
ら
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
直
に
言
う

と
私
は
そ
の
意
味
が
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
一

２
０
０
７
年
11
月
6
日
と
12
月
4
日
の
２
回
に
わ
た
り
、
一
楽　

真
氏
（
大
谷
大
学
准
教
授
）
を
お
招
き
し
、
聖

典
講
座
「『
選
択
集
』
に
学
ぶ
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
講
座
の
抄
録
を
「
親
鸞
の
鼓
動
・
七
」
と
し
て
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。

「
選
択
集
」
に

　
　
　
　

学
ぶ

一
楽　

真
先
生

「
聖
典
講
座
」
よ
り

今
回
は
、
法
然
上
人
の
著
書
で
あ
る
『
選
択
集
』
が
ど

う
い
う
願
い
の
も
と
に
書
か
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
お

話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

法
然
上
人
は
美
作
国
（
現
在
の
岡
山
県
）
の
武
家
の
お

生
ま
れ
で
す
が
、
九
歳
の
時
に
地
侍
と
の
争
い
に
巻
き
込

ま
れ
、
一
家
全
体
が
焼
き
討
ち
に
遭
い
、

父
上
の
漆
間
時
国
さ
ま

も
そ
の
中
で
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の
思
い
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
に
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
の
で
す
。「
彼
の
仏
願
に

順
ず
る
が
故
に
」
と
い
う
の
は
、
仏
道
で
あ
る
か
な
い
か

は
仏
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
な
の
で

す
。
人
間
が
い
く
ら
、
自
分
の
し
て
い
る
の
は
仏
教
だ
と

か
、
自
分
の
実
践
は
仏
道
の
行
だ
と
言
っ
て
み
て
も
、
そ

れ
は
思
い
こ
み
で
し
か
な
い
の
で
す
。

こ
の
意
味
で
、「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」
と
い
う
の
は
、

実
は
阿
弥
陀
仏
が
定
め
て
く
だ
さ
っ
た
道
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
仏
が
私
を
念
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に

よ
っ
て
間
違
い
な
く
迷
い
を
超
え
さ
せ
よ
う
と
教
え
て
い

る
言
葉
な
の
で
す
。
私
の
思
い
が
仏
教
を
決
め
る
の
で
は

な
く
、
阿
弥
陀
仏
が
先
ん
じ
て
行
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
「
彼
の

仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。

こ
の
阿
弥
陀
仏
の
心
を
尋
ね
た
の
が
、『
選
択
集
』
で

い
う
と｢

本
願
章
」
で
す
。
そ
の
中
で
法
然
上
人
は
、
迷

い
を
超
え
る
た
め
の
行
と
し
て
な
ぜ
称
名
念
仏
が
選
び
取

ら
れ
た
の
か
を
丁
寧
に
問
う
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
結
論
的

に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
ま
す
。

ま
さ
に
知
る
べ
し
、
上
の
諸
行
等
を
以
っ
て
本
願

と
為
し
た
ま
わ
ば
、
往
生
を
得
る
者
は
少
な
く
、
往

生
せ
ざ
る
者
は
多
か
ら
ん
。
し
か
れ
ば
則
ち
弥
陀
如

来
、
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、

普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
為
に
、
造
像
・
起
塔
等
の
諸

行
を
以
っ
て
、
往
生
の
本
願
と
な
し
た
ま
わ
ず
、
た

だ
称
名
念
仏
の
一
行
を
も
っ
て
、
そ
の
本
願
と
な
し

た
ま
え
り

往
生
の
た
め
に
何
か
の
条
件
を
立
て
れ
ば
、
そ
の
途
端

に
漏
れ
る
人
が
出
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
戒
律
を
た
も

つ
こ
と
を
条
件
に
す
れ
ば
、
た
も
て
な
い
人
は
漏
れ
て
し

ま
う
。
布
施
を
条
件
に
す
れ
ば
、
で
き
な
い
人
は
漏
れ
て

し
ま
う
。
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
は
誰
も
が
漏
れ
る
こ
と

な
い
称
名
念
仏
の
一
行
を
も
っ
て
本
願
の
行
と
し
て
選
び

取
ら
れ
た
と
押
さ
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
こ
で
い
う
「
選

択
」
と
い
う
の
は
い
く
つ
か
の
行
を
横
並
び
に
し
て
、
造

像
・
起
塔
は
で
き
な
い
が
、
称
名
念
仏
な
ら
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
簡
単
で
安
易
な
行
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
誰
に
で
も
で
き
る
と
い
う
普
遍
性
を
表
し

て
い
ま
す
。
更
に
言
う
な
ら
ば
、
名
を
称
え
る
こ
と
の
大

事
さ
を
勧
め
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
日
頃
、
散
漫
な
心
で
い
ろ
ん
な
こ
と
に
誘
惑

さ
れ
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
私
た
ち
が
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
と
こ
ろ
に
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
引

き
戻
さ
れ
て
く
る
。
無
量
寿
の
世
界
、
物
差
し
で
は
は
か

る
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
を
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
成

立
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
称
名
念
仏
こ
そ
が
迷
い
を
超
え

て
い
く
こ
と
が
定
ま
る
行
い
、
ま
さ
し
く
「
正
定
の
業
」

だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
『
選
択
集
』
は
誰
も
が
迷
い
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
る
、
生
き
て
は
た
ら
く
仏
教
を
明
ら
か
に
し
た

と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
お
仕
事
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

（
文
責
・
し
ゃ
ら
り
ん
編
集
部
）

心
に
弥
陀
の
名
号
を
専
念
す
る
こ
と
が
迷
い
を
超
え
る
行

で
あ
る
、
な
ぜ
か
と
言
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
順
じ
て

い
る
か
ら
だ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る

と
阿
弥
陀
仏
が
言
っ
て
い
る
か
ら
正
し
い
と
い
う
よ
う

な
、
非
常
に
権
威
的
に
感
じ
た
の
で
す
。
お
経
に
書
い
て

あ
る
か
ら
正
し
い
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
だ
か
ら
正
し
い
と

聞
こ
え
た
の
で
す
。
し
か
し
、
あ
る
先
生
か
ら
「
彼
の
仏

願
に
順
ず
る
と
い
う
の
は
、
対
比
し
て
言
え
ば
、
此
の
私
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第
10
組

10
組
で
は
、
昨
年
度
、
親
鸞
聖
人
講
座
と
し
て
、『
法

語
か
ら
読
む
宗
祖
親
鸞
聖
人
』
の
輪
読
会
を
3
回
に
わ
た

り
開
催
し
ま
し
た
。

今
年
度
は
、
昨
年
度
の
活
動
を
継
続
し
、
さ
ら
に
新
た

な
試
み
と
し
て
、『
法
語
か
ら
読
む
宗
祖
親
鸞
聖
人
』
の

著
者
の
お
一
人
で
あ
る
、
梶
原
敬
一
氏
を
講
師
に
迎
え
ご

講
義
を
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

第
１
回
は
去
る
1
月
30
日
、
茨
木
別
院
の
書
院
で
参
加

者
16
名
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

講
義
の
冒
頭
で
は
、『
宗
祖
親
鸞
聖
人
』
の
成
り
立
ち

に
触
れ
ら
れ
、
そ
の
後
、
今
迄
に
学
習
し
た
一
章
か
ら
三

章
ま
で
の
各
法
語
に
つ
い
て
、
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

後
半
は
、座
談
会
の
形
式
と
な
り
、参
加
者
か
ら
の
様
々

な
質
問
に
答
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
に
、
ご
自
身
が
小
児
科
の
医
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
幼
い
命
の
最
後
を
見
て
こ
ら
れ
た
経
験
か
ら
出

る
、
命
の
重
さ
、
残
さ
れ
た
も
の
の
悲
し
み
の
大
き
さ
に

関
す
る
お
話
は
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。

（
第
10
組
是
三
寺
・
北
川
浩
三
）

第
13
組

２
０
０
７
年
６
月
、
組
に
お
き
ま
し
て
、
第
１
回
目
の

親
鸞
聖
人
講
座
を
実
施
し
ま
し
た
。

組
内
住
職
に
講
師
、
司
会
、
助
言
と
ス
タ
ッ
フ
を
お
願

い
し
、
事
前
協
議
会
を
数
回
行
い
、
テ
キ
ス
ト
よ
り
問
題

点
、
課
題
を
整
理
し
、
開
講
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
、
講
師
よ
り
「
親
鸞
聖
人
は
何
を
考
え
、
ど
の

よ
う
に
生
き
た
の
か
」
と
の
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
く
講
話
を

40
分
し
て
い
た
だ
き
、
学
習
会
へ
と
進
み
ま
し
た
。
１
回

目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
進
行
が
考
え
て
い
た
よ
う
に
は

教

区

ア

ラ

カ

ル

ト

親
鸞
聖
人
講
座

↑第 10組親鸞聖人講座の様子

「
親
鸞
聖
人
講
座
」
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
人
一
人
が
宗
祖
と

し
て
の
親
鸞
聖
人
に
出
遇
い
な
お
す
場
と
な
る
こ
と
を
願
い
と
し
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
』・
サ
ブ

テ
キ
ス
ト
『
法
語
か
ら
読
む
宗
祖
親
鸞
聖
人
』
を
用
い
た
輪
読
・
座
談
の
形
式
に
て
実
施
い
た
だ
く
こ
と
を
基
本
と

し
て
い
ま
す
。
今
回
は
教
区
内
の
３
ヶ
組
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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進
ま
ず
、
特
に
座
談
会
で
の
語
り
合
い
で
は
テ
キ
ス
ト
の

問
題
点
か
ら
は
な
れ
、
身
近
な
問
題
と
し
て
、「
寺
族
」

と
し
て
の
日
常
生
活
の
あ
り
方
や
寺
の
あ
り
方
等
へ
と
意

見
が
広
が
り
、
テ
キ
ス
ト
中
心
の
学
習
に
は
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

今
回
の
講
座
に
は
若
い
「
寺
族
」
の
参
加
も
目
立
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
に
意
見
を
交
わ
す
場
と
な
り
、
講
座
が
定
着
し

て
い
け
ば
、
ポ
イ
ン
ト
を
絞
り
込
み
、
有
効
的
な
学
習
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
反
省
す
べ
き
点
は
、
構
成
の
甘
さ

と
座
談
会
で
の
意
見
の
整
理
が
で
き
ず
、
問
題
点
の
確
認

を
明
確
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

（
第
13
組
浄
圓
寺　

山
田
武
司
さ
ん
）

第
15
組

私
た
ち
15
組
で
は
、
親
鸞
聖
人
講
座
を
２
０
０
７
年
３

月
10
日
に
開
き
、
第
４
回
を
11
月
17
日
に
終
え
た
と
こ
ろ

で
す
。
講
座
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
参
加
者
が
少
な
い
中
、

組
長
さ
ん
を
中
心
に
『
法
語
か
ら
読
む
宗
祖
親
鸞
聖
人
』

を
輪
読
し
て
い
ま
す
。

第
１
回
目
の
講
座
は
、
真
宗
学
や
仏
教
学
を
全
く
学
ん

だ
こ
と
の
な
い
私
が
、
住
職
方
と
共
に
参
加
し
て
や
っ
て

い
け
る
の
だ
ろ
う
か
等
と
、
色
々
な
思
い
が
交
錯
し
、
躊

躇
し
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
第
２
回
目
か
ら
大
変

迷
っ
た
の
で
す
が
、
参
加
し
て
い
ま
す
。
元
々
、
人
前
で

話
す
こ
と
が
苦
手
な
私
は
緊
張
し
、
見
慣
れ
な
い
、
聞
き

慣
れ
な
い
言
葉
に
本
を
音
読
す
る
の
も
ま
ま
な
り
ま
せ

ん
。
本
の
内
容
は
、
難
し
い
部
分
も
あ
り
、
全
く
意
味
の

わ
か
ら
な
い
言
葉
も
出
て
き
ま
す
。
恥
ず
か
し
い
な
と
思

い
な
が
ら
、「
こ
こ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」
と
質
問

を
し
ま
す
。
こ
ん
な
状
態
で
す
の
で
、
親
鸞
聖
人
の
教
え

を
身
に
感
じ
、
生
活
を
し
て
い
く
こ
と
は
ほ
ど
遠
い
こ
と

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
歴
史
上
の
遠
い
存
在
で
あ
っ
た

親
鸞
聖
人
が
、
現
存
し
て
お
ら
れ
た
宗
祖
で
あ
り
、
自
ら

の
生
涯
を
も
っ
て
私
た
ち
の
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る

道
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
い
く
機
会

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

（
第
15
組
本
念
寺　

辻
岡　

妙
さ
ん
）

親
鸞
聖
人
講
座
を
実
施
し
た
組
に
お
聞
き
し
た
と
こ

ろ
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
と
の
ご
意
見
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
ご
意
見
や
他
の
組
で
の
取
り
組
み
を
ふ

ま
え
た
上
で
、
組
で
親
鸞
聖
人
講
座
を
実
施
す
る
方
法
案

を
い
く
つ
か
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
参
考
に

し
て
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

（
し
ゃ
ら
り
ん
編
集
部
）

【
親
鸞
聖
人
講
座
を
実
施
し
て
の
問
題
点
】

●
住
職
・「
寺
族
」
同
士
の
語
り
合
い
だ
と
な
か
な
か
質

問
が
し
に
く
い
。

●
参
加
者
全
員
で
音
読
し
た
が
、
語
り
合
い
の
要
点
が
絞

り
き
れ
な
か
っ
た
。

●
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
を
読
み
進
め
る
だ
け
で
、
か
な
り
の
労

力
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
当
日
の
日
程
を
考
え
る
と
事

前
に
十
分
に
読
み
込
む
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
一
人
で

読
み
進
め
る
に
は
や
や
難
解
。

【
親
鸞
聖
人
講
座
実
施
方
法
案
】

●
数
回
、「
寺
族
」
で
テ
キ
ス
ト
・
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
を
輪

読
し
、
座
談
を
す
る
。
そ
の
後
、
組
門
徒
会
員
研
修
大
会

や
組
同
朋
大
会
な
ど
で
講
師
の
前
座
と
し
て
数
名
が
学
ん

だ
こ
と
を
発
表
す
る
。

●
数
回
、「
寺
族
」
で
テ
キ
ス
ト
・
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
を
輪

読
し
、
座
談
を
す
る
。
そ
の
学
習
を
踏
ま
え
、
各
寺
院
・

教
会
の
現
場
に
置
い
て
門
徒
に
法
話
を
す
る
。

●
数
回
、「
寺
族
」
で
テ
キ
ス
ト
・
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
を
輪

読
し
、
座
談
を
す
る
。
問
題
点
、
疑
問
点
を
集
約
し
、
講

師
を
招
聘
し
て
講
師
と
共
に
語
り
合
う
。

●
数
回
、「
寺
族
」
で
テ
キ
ス
ト
・
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
を
輪

読
し
、
座
談
を
す
る
。
そ
の
上
で
寺
報
に
使
え
る
よ
う
み

ん
な
で
ま
と
め
て
新
聞
を
作
る
。
そ
れ
を
各
寺
院
・
教
会

に
お
い
て
門
徒
に
配
布
す
る
。

●
親
鸞
聖
人
講
座
で
学
習
し
た
こ
と
を
劇
に
す
る
。
劇
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
で
セ
リ
フ
を
考
え
な
け

れ
ば
い
け
な
い
こ
と
か
ら
、
よ
り
主
体
的
に
学
び
を
深
め

て
い
く
必
要
性
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
聖
人
の
ご

生
涯
を
自
分
自
身
で
表
現
す
る
と
い
う
大
事
さ
が
あ
る
。サブテキスト『法語から読む宗祖親鸞聖人』
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あ
る
日
、
ぼ
く
は
い
つ
も
の
月
参
り
、
ク
ル
マ

を
停
め
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル

へ
向
か
っ
て
歩
い
て
い
た
。
ホ
ー
ル
で
は
、
幼
稚

園
か
ら
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
の
子
ど
も
た
ち
が
、

制
服
の
ま
ま
走
り
回
っ
て
遊
ん
で
い
た
。

よ
く
あ
る
光
景
で
あ
る
。
し
か
し
ぼ
く
が
そ
の

横
を
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
時
、
そ
の
う
ち
の
ひ

と
り
の
男
の
子
が
立
ち
止
ま
り
、
目
を
ま
ん
丸
に

し
て
ぼ
く
を
見
上
げ
た
の
が
目
に
入
っ
た
。

思
わ
ず
何
か
と
立
ち
止
ま
る
ぼ
く
。
そ
の
男
の

子
は
あ
ま
り
の
驚
き
に
呆
然
と
し
た
様
子
の
ま
ま

呟
い
た
。

「
お
殿と
の

さ
ん
や
…
…
」

今
度
は
ぼ
く
が
面
食
ら
う
番
。「
え
っ
？
」
と

か
な
ん
と
か
言
っ
た
よ
う
に
思
う
。

す
る
と
そ
の
男
の
子
は
改
め
て
、「
お
殿
さ
ん
っ

て
、
ほ
ん
ま
に
お
っ
て
ん
や
…
…
」。

こ
こ
で
断
っ
て
お
く
が
、
ぼ
く
は
ち
ょ
ん
ま
げ

は
結
っ
て
い
な
い
。
特
に
あ
の
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か

ら
垂
直
に
立
ち
上
が
っ
た
ち
ょ
ん
ま
げ
は
。

金
襴
の
七
条
袈
裟
を
付
け
て
い
た
わ
け
で
も
な

い
。
そ
ん
な
格
好
で
月
参
り
に
行
く
や
つ
は
い
な

い
。
普
通
の
間
衣
・
輪
袈
裟
で
あ
る
。
つ
ま
り
ほ

ぼ
真
っ
黒
で
あ
る
。
下
の
着
物
も
地
味
な
紺
色

だ
っ
た
し
、
袴
も
は
い
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、「
余
は
満
足
じ
ゃ
、
は
っ
は
っ

は
っ
ー
」
と
か
高
笑
い
し
な
が
ら
歩
い
て
い
た
わ

け
で
も
な
い
し
、
後
で
鏡
を
見
て
確
認
し
て
み
た

が
顔
も
白
塗
り
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

ぼ
く
の
頭
は
思
考
停
止
で
あ
る
。
今
か
ら
思
え

ば
「
ぼ
く
は
お
坊
さ
ん
な
の
で
す
よ
」
と
男
の
子

の
誤
解
を
き
ち
ん
と
解
い
て
あ
げ
る
の
が
大
谷
派

僧
侶
と
し
て
の
義
務
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の

だ
が
、
そ
の
時
は
何
も
言
わ
ず
に
ま
た
歩
き
出
し

て
し
ま
っ
た
。
人
間
、
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
を

思
い
も
か
け
な
い
人
に
突
然
言
わ
れ
る
と
、
何
も

言
葉
が
出
て
こ
な
く
な
る
ら
し
い
。

我
に
返
っ
て
笑
い
が
こ
み
上
げ
て
き
た
の
は
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。「
殿
様
に

間
違
え
ら
れ
た
…
…
い
く
ら
な
ん
で
も
殿
様
は
な

い
や
ろ
」。

あ
の
興
奮
ぶ
り
な
ら
き
っ
と
男
の
子
は
家
に
帰

る
と
早
速
お
母
さ
ん
に
「
さ
っ
き
お
殿
さ
ん
見
た

で
！
」
と
報
告
し
て
、「
そ
ん
な
ん
お
る
わ
け
な

い
や
な
い
の
！
」と
怒
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

そ
れ
を
想
像
し
た
ら
余
計
に
笑
え
た
。
い
や
ぼ
く

が
誤
解
を
解
か
な
か
っ
た
の
が
悪
い
の
だ
が
。

し
か
し
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
あ
の
５
、６

歳
の
男
の
子
は
「
お
坊
さ
ん
」
を
知
ら
な
い
の
だ
。

彼
の
人
生
に
お
い
て
今
ま
で
出
会
っ
た
こ
と
が
な

い
の
だ
。
街
で
見
か
け
た
こ
と
も
、
テ
レ
ビ
で
見

た
こ
と
も
。
親
か
ら
聞
い
た
こ
と
も
。

そ
う
思
っ
た
ら
、少
し
怖
く
な
っ
た
。面
白
が
っ

て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
の
で
あ
る
。　
　
（
澤
田
）
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ア ト リ エ し ゃ ら り ん
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◆『
し
ゃ
ら
り
ん
』も
早
い

も
の
で
創
刊
し
て
も
う
６

年
で
す
。◆
そ
の
間
、上

の
コ
ラ
ム「
ち
ょ
っ
と
い
こ
か
」も
た
く
さ
ん
の
お
店
を

紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、特
に
最
近
の
南
御
堂
界
隈

の
変
わ
り
ぶ
り
に
は
び
っ
く
り
し
ま
す
。飲
食
店
や

お
し
ゃ
れ
な
服
屋
さ
ん
な
ど
が
突
然
で
き
た
り
、あ

る
い
は
突
然
つ
ぶ
れ
た
り
。し
か
し
全
体
的
に
は
ど

ん
ど
ん
お
店
が
増
え
て
い
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が

し
ま
す
。◆
今
回
紹
介
し
た
お
店
も
、前
回「
ち
ょ
っ

と
い
こ
か
」に
登
場
し
た
時
は
イ
ン
ド
料
理
店
で
し

た
。知
ら
な
い
間
に
イ
ン
ド
人
は
い
な
く
な
り
、気
が

つ
く
と
天
ぷ
ら
屋
さ
ん
に
。諸
行
無
常
と
は
ま
さ
に

こ
の
こ
と
で
す
ね（
違
う
か
）。◆
ぼ
く
も
そ
う
で
す

が
、つ
い
つ
い
、新
し
い
お
店
を
開
拓
す
る
の
が
お
っ
く

う
で
、い
つ
も
の
お
店
へ
行
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。し

か
し
た
ま
に
は
御
堂
さ
ん
で
の
集
ま
り
の
帰
り
、み

な
さ
ん
で
新
し
い
お
店
、新
し
い
お
味
に
挑
戦
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。新
し
い
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。◆
と
い
う
わ
け
で
、い
い
店
見
つ
け
た
ら
、ぜ
ひ

し
ゃ
ら
り
ん
編
集
部
ま
で
ご一
報
を
。（
S
）

編
集
後
記

天ぷら 　介
          s u k e

■南御堂周辺のお店紹介

　今回リサーチした一軒目の店はあるスタッフ
の一言で却下となり、今度こそと気合をいれて
探したお店は天ぷら屋さんです。
　カジュアルな雰囲気のお店構えですが、アツ
アツ揚げたて天ぷらにアツアツ天だし、オニおろ
しの大根おろしと料理はもちろん、こだわりの
強さはメニューにも溢れ、読むだけでも楽しくオーダーに時間がかかって
しまうほど。天ぷらは盛り合わせのほか一種類ずつ紙に書いての注文も
できます。今の季節やはり山菜がお勧めです。そのほか、一品料理も「備

長炭炭火焼き料理」「毎日朝引き
桃太郎鶏の白肝のお刺身」など充
実。なかでも、ゴマ油とタバスコ風
味の「くせになるきゅうり」はほん
まにくせになること請け合い！
　ちょっと一杯のつもりでも「感動
する日本酒」「焼酎」は各450円で
20種類以上、ワイン、シャンパンも

あり、メニューのうまい紹介文句につられて、これもちょっと一杯飲んでみ
たい、人の頼んだのもちょっとお味見を、と飲み過ぎそうなのでご注意を！
ランチメニューの天丼（小鉢・赤だし付き）は680円と親切。
　１Ｆにテーブル席24席、2Ｆにお座敷席26席と使い勝手も良さそうです
ね。　（難波）
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