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名
利
を
求
め
れ
ば
お
念
佛
を
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

名
利
を
求
め
れ
ば
お
念
佛
を
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

旧明日香邸・坊官屋敷の復元も行っています。旧明日香邸・坊官屋敷の復元も行っています。
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本
山
専
修
寺
の
宝
蔵
に
は

今
ま
で
公
開
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
、『
往
生
講
式
』
の
古

写
本
が
伝
存
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
室
町
後
期
以
降
、

江
戸
初
期
以
前
の
書
写
と
見

ら
れ
る
貴
重
な
も
の
で
す

が
、
書
写
し
た
人
、
専
修
寺

へ
の
伝
来
の
経
緯
共
に
不
明

で
す
。
他
写
本
と
比
較
し
て

み
ま
す
と
、
往
生
講
を
始
め

る
に
際
し
て
の
設
え
の
指
示

の
部
分
が
な
く
、各
段
（『
往

生
講
式
』
で
は
門
と
し
て
い

ま
す
）
の
後
の
偈げ

じ
ゅ頌

の
引
用

に
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

ま
ず
、
永よ
う
か
ん観
と
『
往
生
講

式
』
に
つ
い
て
、
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
京
都
の
東

山
に
永え
い
か
ん
ど
う
ぜ
ん
り
ん
じ

観
堂
禅
林
寺
と
い
う

第
94
回
仏
教
文
化
講
座
　
誌
上
再
講

お
寺
が
あ
る
こ
と
は
御
存
知

で
し
ょ
う
。
紅
葉
の
名
所
と

し
て
著
名
で
す
し
、
御
本
尊

の
「
み
か
え
り
の
阿
弥
陀
」

は
他
に
類
例
を
見
な
い
ユ

ニ
ー
ク
か
つ
優
秀
な
作
例
で

す
。
修
行
中
の
永
観
を
「
永

観
遅
し
」
と
振
り
返
っ
て
励

ま
し
た
と
い
う
、
首
を
九
十

度
左
に
曲
げ
た
異
色
の
阿
弥

陀
如
来
像
で
す
。
こ
の
禅

林
寺
の
中
興
の
祖
と
さ
れ

る
の
が
永
観
で
す
。
永
観

（
一
〇
三
三
〜
一
一
一
一
）

は
、
平
安
中
期
の
三さ

ん
ろ
ん
し
ゅ
う

論
宗
の

学
僧
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
の
後
半
生
は
念

仏
の
行
者
と
し
て
の
性
格
が

濃
厚
で
し
た
。
晩
年
に
は
、

称し
ょ
う
み
ょ
う
ね
ん
ぶ
つ

名
念
仏
の
理
論
を
大
成

し
た
『
往
お
う
じ
ょ
う
じ
ゅ
う
い
ん

生
拾
因
』
を
著
し

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
に

念
仏
実
践
の
た
め
の
法
会
で

あ
る
往
生
講
を
創
始
し
、
そ

の
式
次
第
を
定
め
た
も
の
が

『
往
生
講
式
』
に
な
り
ま
す
。

全
七
門
に
及
ぶ
重
厚
長
大
な

講
式
で
す
。
私
共
、
高
田
門

徒
が
慣
れ
親
し
み
、
尊
重
し

て
い
る
覚か
く
に
ょ如

上
人
の
『
お
式

文
』
こ
と
『
報ほ
う
お
ん
こ
う
し
き

恩
講
式
』
も

実
は
、『
往
生
講
式
』
を
模

倣
し
て
い
る
点
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。『
お
式
文
』
の

ル
ー
ツ
と
も
言
え
る
『
往
生

講
式
』
を
き
ち
ん
と
知
っ
て

お
く
こ
と
は
、
高
田
門
徒
に

と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
な
こ

と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

な
お
、『
往
生
講
式
』
の

写
本
と
し
て
は
、
醍だ
い
ご
じ

醐
寺
に

天
永
三
年
（
一
一
一
二
）、

つ
ま
り
永
観
没
年
の
翌
年

の
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い

て
、
こ
れ
が
現
存
最
古
で
す

が
、
非
公
開
で
影
印
本
も
活

字
本
も
な
く
、
そ
の
内
容
を

知
る
こ
と
は
全
く
で
き
ま

せ
ん
。
次
に
古
い
の
が
高

野
山
宝ほ
う
じ
ょ
う
い
ん

城
院
蔵
、
久
安
四

年
（
一
一
四
八
）
源げ
ん
か
く覚
書
写

本
で
す
が
、
こ
ち
ら
も
非
公

開
で
内
容
は
確
認
で
き
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
高
野
山
金こ
ん
ご
う剛

三ざ
ん
ま
い
い
ん

昧
院
、
京
都
勝し
ょ
う
り
ん
じ

林
寺
、
東

大
寺
な
ど
に
も
古
写
本
が
伝

来
し
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
か

い
ず
れ
も
非
公
開
で
す
。
そ

の
よ
う
な
中
、
禅
林
寺
の
末

寺
で
あ
る
、
京
都
市
左
京
区

養よ
う
ふ
く
じ

福
寺
に
近
年
収
蔵
さ
れ
た

室
町
期
頃
の
書
写
本
が
一
昨

年
全
文
影え
い
い
ん
ほ
ん
こ
く

印
翻
刻
さ
れ
て
出

版
さ
れ
、
今
後
の
『
往
生
講

式
』
研
究
に
多
大
な
寄
与
す

る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。

　

そ
れ
で
は
、
昨
年
と
本
年

の
仏
教
文
化
講
座
で
翻
刻
、

　

感
染
症
対
策
の
た

め
、
本
年
の
仏
教
文
化

講
座
は
期
間
を
短
縮
し

て
の
開
催
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
会
場
の
入

場
制
限
も
行
い
ま
し
た

の
で
、
誌
面
に
て
当
日

の
御
親
講
を
再
掲
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。第二会場にはライブ中継にて第二会場にはライブ中継にて

参加いただけるようにしました参加いただけるようにしました

専
修
寺
本
『

専
修
寺
本
『
往往
お
う
じ
ょ
う
こ
う
し
き

お
う
じ
ょ
う
こ
う
し
き

生
講
式

生
講
式
』
と
は

』
と
は　
法
主
殿

　

法
主
殿



高田本山だより(3)　令和 2年 9月 10日 第 123 号

現
代
語
訳
の
上
に
解
説
を
し

た
『
往
生
講
式
』
の
表
ひ
ょ
う
び
ゃ
く白

か
ら
第
五
門
ま
で
を
か
い
つ

ま
ん
で
見
て
ゆ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
通
常
、
表
白
の
最

初
に
あ
る
「
先
西
壁
安
阿
弥

陀
迎
接
像　

次
備
香
華
等
伝

供
」
の
文
言
を
専
修
寺
本
・

養
福
寺
本
共
に
欠
い
て
い
る

の
は
興
味
深
い
所
で
す
。
表

白
で
は
、
お
釈
迦
様
や
阿
弥

陀
如
来
な
ど
、
す
べ
て
の
聖

衆
・
先
達
に
謹
み
敬
っ
て
申

し
上
げ
る
旨
を
示
し
、
私
共

が
奇
跡
的
に
人
身
を
受
け
、

奇
跡
的
に
仏
法
に
出
会
え
た

こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、
今
こ

そ
極
楽
浄
土
を
欣ね

が

い
求
め
、

往
生
講
を
行
う
べ
き
だ
と
し

ま
す
。
続
く
第
一
門
で
は
、

私
共
に
と
っ
て
、
菩ぼ
だ
い
し
ん

提
心
さ

え
発
せ
ば
浄
土
往
生
は
決
し

て
困
難
で
は
な
い
の
に
、
一

時
的
な
名み
ょ
う
り利

を
求
め
る
あ
ま

り
、
六ろ
く
ど
う
り
ん
ね

道
輪
廻
に
転
生
し
て

い
る
の
が
実
状
で
、
そ
れ
ら

を
投
げ
捨
て
て
、
阿
弥
陀
仏

の
建
て
ら
れ
た
第
十
九
願
に

帰
し
、
堅
固
な
道
心
を
持
っ

て
往
生
極
楽
の
道
を
歩
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
き

ま
す
。
第
二
門
で
は
、
菩
提

心
を
発
す
こ
と
と
業ご
っ
し
ょ
う障
を

懺ざ
ん
げ悔
す
る
こ
と
は
表
裏
一
体

だ
と
し
、
懺
悔
業
障
に
励
む

べ
き
こ
と
を
説
き
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
遥
か
昔
か
ら
積
み

重
ね
て
き
た
業
障
は
深
く
、

重
く
、
そ
れ
を
消
し
去
る
こ

と
は
困
難
を
極
め
ま
す
。
阿

弥
陀
仏
を
念
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
こ
そ
、
そ
れ
が
果
た

せ
る
と
し
ま
す
。
第
三
門
で

は
、
善ぜ
ん
ご
ん根

を
随ず
い
き喜

す
る
こ
と

を
勧
め
ま
す
。
私
共
は
前
世

の
善
根
の
深
さ
故
に
、
仏
教

が
流
布
し
て
い
る
世
に
生
ま

れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
喜
ぶ
よ
う
に
と

説
き
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
一
時
の
名
利
に
捉
わ
れ

て
、
再
び
三
悪
道
の
迷
い
の

境
地
に
舞
い
戻
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
か

ら
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う

に
、
法
の
如
く
修
行
し
、
随

喜
す
べ
き
だ
と
し
ま
す
。
第

四
門
は
、
永
観
自
ら
が
「
事

は
こ
れ
至
要
な
り
。
行
者

意
を
留
む
べ
し
。」
と
記
し

て
い
る
よ
う
に
、『
往
生
講

式
』
の
核
心
部
分
で
す
。
こ

こ
で
は
、
念
仏
往
生
を
説
き

ま
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
の

教
説
の
中
で
格
段
に
優
れ
て

い
る
の
が
阿
弥
陀
仏
の
第

十
八
願
で
、
私
共
は
一
心
に

称
念
し
、
来
迎
を
待
つ
べ
き

だ
と
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

永
観
の
進
歩
的
な
念
仏
往
生

思
想
は
特
筆
に
値
す
る
も
の

で
す
。
第
五
門
で
は
、
極
楽

浄
土
の
荘そ
う
ち
ょ
う重
・
華か
れ
い麗
な
様
が

滔と
う
と
う々

と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、

こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
極

楽
浄
土
に
思
い
を
致
す
べ
き

だ
と
説
き
ま
す
。
極
楽
浄
土

の
荘
厳
は
、『
無
量
寿
経
巻

上
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
に
も

説
か
れ
て
い
て
、
あ
ま
り
違

和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
随

所
に
意
味
深
長
な
、
極
楽
浄

土
の
荘
厳
に
あ
ま
り
似
つ
か

わ
し
く
な
い
表
現
が
散
見
さ

れ
る
の
は
興
味
深
い
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
。

法主殿の前にもスクリーンを法主殿の前にもスクリーンを
たてさせていただきました。たてさせていただきました。
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す
で
に
本
紙
で
も
お
伝
え

し
て
い
ま
す
が
、
三
年
後
の

令
和
五
年
五
月
に
「
奉ほ
う
さ
ん讃

法ほ
う
え会
」が
勤
ま
り
ま
す
。「
奉

讃
法
会
」
は
、「
開か
い
さ
ん
し
ん
ら
ん

山
親
鸞

聖し
ょ
う
に
ん人

御
誕
生
八
百
五
十
年
」

「
立
教
開
宗
八
百
年
」「
中
ち
ゅ
う
こ
う興

真し
ん
ね
し
ょ
う
に
ん

慧
上
人
五
百
年
忌
」と「
聖

徳
太
子
千
四
百
年
忌
」
を
合

わ
せ
て
記
念
し
、
勤ご
ん
し
ゅ修
さ
れ

る
も
の
で
、
内
容
が
濃
く
、

極
め
て
宗
教
的
意
味
合
い
の

深
い
法
会
と
言
え
る
も
の
で

す
。

　
「
奉
讃
」
と
い
う
こ
と
ば

は
、
ふ
だ
ん
あ
ま
り
目
に
し

な
い
こ
と
ば
で
す
の
で
、
ど

う
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
疑
問

に
思
わ
れ
る
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。『
広
辞
苑
』
で
調

べ
て
み
ま
す
と
、「
神
社
・

仏
閣
な
ど
の
事
業
に
、
謹
ん

で
賛
助
す
る
こ
と
」
と
あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
で
の
意
味
は

ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
に
思
え

ま
す
ね
。

　

親
鸞
聖
人
は
『
正

し
ょ
う
ぞ
う
ま
っ
ぽ
う

像
末
法

和わ
さ
ん讃

』（
国
宝
本
）
の
第

三
十
八
首
に
、

　

大
だ
い
に
っ
ぽ
ん
こ
く
ぞ
く
さ
ん
お
う

日
本
国
粟
散
王

　
　

仏ぶ
っ
き
ょ
う
ぐ
こ
う

教
弘
興
の
上じ
ょ
う
ぐ
お
う

宮
皇

　
　

恩お
ん
ど
く徳
ふ
か
く
ひ
ろ
く
ま
す

　
　

奉ほ
う
さ
ん讃

た
え
ず
お
も
う
べ
し

と
、ま
た
第
三
十
九
首
に
は
、

　

上じ
ょ
う
ぐ
た
い
し
ほ
う
べ
ん

宮
太
子
方
便
し

　
　

和わ
こ
く国

の
有う
じ
ょ
う情

を
あ
わ
れ
み
て

　
　

如に
ょ
ら
い来
の
悲ひ
が
ん
ぐ
せ
ん

願
弘
宣
せ
り

　
　

慶き
ょ
う
き
ほ
う
さ
ん

喜
奉
讃
せ
し
む
べ
し

と
詠よ

ま
れ
、『
皇こ
う
た
い
し
し
ょ
う
と
く

太
子
聖
徳

奉ほ
う
さ
ん讃
』
第
一
首
に
は
、

　

日に
ほ
ん
こ
く
き
み
ょ
う
し
ょ
う
と
く
た
い
し

本
国
帰
命
聖
徳
太
子

　
　

仏ぶ
っ
ぽ
う
ぐ
こ
う

法
弘
興
の
恩お
ん
ふ
か
し

　
　

有う
じ
ょ
う
く
さ
い

情
救
済
の
慈じ

ひ悲
ひ
ろ
し

　
　

奉ほ
う
さ
ん
ふ
た
い

讃
不
退
な
ら
し
め
よ

と
詠う
た

わ
れ
て
い
ま
す
。「
大

日
本
国
粟
散
王
」「
上
宮
太

子
」
は
聖
徳
太
子
の
こ
と
で

す
か
ら
、
と
も
に
聖
徳
太
子

へ
の
尊
崇
の
思
い
か
ら
書
か

れ
た
和
讃
で
す
。
い
ず
れ

も
、
聖
徳
太
子
を
「
奉
讃
」

す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
前
者
に
は
「
ほ

め
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
な

り
」、
後
者
に
は
「
ほ
め
た

て
ま
つ
る
こ
と
」
と
、
ま
た

二
つ
目
の
和
讃
の
「
慶
喜
奉

讃
」
に
は
、「
よ
ろ
こ
び
て

ほ
め
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
な

り
」
と
左
訓
（
本
文
の
左
に

小
さ
な
文
字
で
書
か
れ
た
説

明
の
こ
と
ば
）
が
附
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
「
奉
讃
」
と
は
、「
ほ
め
た

て
ま
つ
る
こ
と
」
な
の
で

す
。
聖
徳
太
子
が
お
ら
れ
な

か
っ
た
ら
、
日
本
に
仏
教
が

広
が
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
ま
た
、
親
鸞
聖

人
は
聖
徳
太
子
の
夢
の
お
告

げ
に
よ
っ
て
法
然
上
人
を
訪

ね
、
念
仏
一
つ
で
た
す
か
る

み
ち
を
教
え
ら
れ
た
の
で
し

た
。
聖
人
に
と
っ
て
聖
徳
太

子
は
、
ま
さ
に
よ
ろ
こ
び
、

ほ
め
た
て
ま
つ
ら
ず
に
は
お

ら
れ
な
い
存
在
で
あ
り
、
聖

人
か
ら
お
念
仏
の
教
え
を
い

た
だ
い
て
い
る
私
た
ち
に

と
っ
て
は
、
ど
れ
だ
け
よ
ろ

こ
び
、
ほ
め
た
て
ま
つ
っ
て

も
な
お
余
り
あ
る
方
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
た
び
の
法
会
に
「
聖
徳
太

子
千
四
百
年
忌
」
が
含
ま
れ

る
意
味
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
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す
。

　
「
奉
讃
」
と
は
「
ほ
め
た

て
ま
つ
る
こ
と
」
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
開
山
親
鸞
聖
人
、
中
興

真
慧
上
人
と
日
本
の
仏
教
の

祖
聖
徳
太
子
を
ほ
め
た
て
ま

つ
る
の
が
三
年
後
の
「
奉
讃

法
会
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
が
、
で
は
、
具
体

的
に
ど
う
す
れ
ば
こ
れ
ら
の

方
々
を
ほ
め
た
て
ま
つ
る
こ

と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
が
、
こ
の
法
会
の
テ
ー

マ
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
弥

陀
の
よ
び
声
「『
な
も
あ
み

だ
ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
く
」

こ
と
だ
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

　

し
か
し
、
こ
う
思
わ
れ
る

方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

「
聞
く
こ
と
が
ほ
め
た
て
ま

つ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
の
？
」「
そ
も
そ

も
お
念
仏
は
聞
く
も
の
で
は

な
く
て
称と
な

え
る
も
の
な
ん

じ
ゃ
な
い
の
？
」。
も
っ
と

も
な
ご
意
見
で
す
。
次
回
か

ら
の
連
載
で
、
こ
れ
ら
の
疑

問
に
こ
た
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

（
高
田
派
鑑
学
・
誓
元
寺
住
職
）

高
田
本
山
で
は
来
る

令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年

五
月
二
十
一
日
～
二
十
八
日
の
八
日
間

特
別
法
要
と
し
て

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生

　

八
五
〇
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
〇
〇
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
〇
〇
年
忌

　
　
　
　
　
　

奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
忌

　
　
　
　
　

奉
讃
法
会

 

以
上
の
四
法
会
を
執
り
行
い
ま
す
。

　

ご
寺
院
を
通
し
ま
し
て
令

和
五
年
五
月
に
お
勤
め
し
ま

す
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生

八
五
〇
年
奉
讃
法
会
、
立
教

開
宗
八
〇
〇
年
奉
讃
法
会
等

の
特
別
法
要
並
び
に
宝
物
館

の
建
て
替
え
に
向
け
ご
懇
志

を
お
願
い
い
た
し
て
お
り
ま

す
。

　

二
万
円
以
上
の
ご
懇
志
の

方
に
つ
き
ま
し
て
は
お
名
前

を
宝
物
館
に
刻
み
ま
す
（
下

写
真
参
照
）。
ご
懇
志
は
令

和
五
（
二
〇
二
三
）
年
四
月

末
ま
で
受
け
付
け
い
た
し
ま

す
。
お
名
前
に
つ
き
ま
し
て

は
準
備
の
関
係
で
前
年
令
和

四
（
二
〇
二
二
）
年
十
二
月

末
ま
で
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。

　

お
名
前
は
間
違
い
や
す
い

の
で
必
ず
ご
本
人
に
確
認
を

い
た
だ
い
た
上
で
懇
志
簿
に

直
接
に
記
載
い
た
だ
く
か
、

も
し
く
は
電
子
デ
ー
タ
で
も

い
た
だ
い
て
も
か
ま
い
ま
せ

ん
。
新
宝
物
館
の
壁
面
に
寺

院
単
位
で
住
職
様
を
筆
頭
に

お
名
前
を
刻
み
ま
す
。

※
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

文
字
の
大
き
さ
、
書
体
等
変

更
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

特
別
法
要
事
務
局
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「
自
じ
と
う
み
ょ
う
　
ほ
う
と
う
み
ょ
う

灯
明
・
法
灯
明
」釈
尊
シ
リ
ー
ズ
○20

　

釈し
ゃ
く
そ
ん尊
の
長
い
伝
道
の
旅
も

遂
に
そ
の
終
わ
り
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
生
ま
れ

故
郷
で
あ
る
カ
ピ
ラ
城
を

目
指
す
途
中
、
バ
イ
シ
ャ

リ
ー
の
郊
外
で
釈
尊
は
そ
の

老お
い

と
病や
ま
い

に
弱
り
き
っ
た
体
を

横
た
え
ま
し
た
。
釈
尊
は
自

ら
の
死し

き期
が
近
い
こ
と
を
語

り
弟
子
た
ち
は
動ど
う
よ
う揺
し
ま

す
。
特
に
常
に
釈
尊
の
そ
ば

で
仕
え
て
い
た
若
き
阿あ
な
ん難
は

嘆な
げ

き
悲か
な

し
み
、
思
わ
ず
釈
尊

に
「
こ
れ
か
ら
は
誰
を
頼
り

と
し
て
歩
ん
で
行
け
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
」
と
尋た
ず

ね
ま

し
た
。
実
は
阿
難
は
誰
よ
り

も
多
く
釈
尊
の
説せ
っ
ぽ
う法
を
聞
い

て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
時

は
ま
だ
覚さ
と

り
に
至い
た

っ
て
は
い

な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
ん
な

阿
難
を
哀あ
わ

れ
ん
で
釈
尊
は
苦

し
い
息
の
間
か
ら
「
自み
ず
か
ら
を

灯と
も
し
び明
と
し
（
自
灯
明
）・
法ほ
う

を
灯と
も
し
び明
と
せ
よ
（
法
灯
明
）」

と
語
り
ま
す
。

　
（
自
灯
明
）
自
ら
を
灯と
も
し
び明

と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自

ら
学
び
、
自
ら
考
え
る
こ
と

を
怠お
こ
た
る
な
と
い
う
こ
と
で

す
。
ま
た
そ
の
学
び
に
お
い

て
も
自
分
と
は
他た

と
代
わ
る

こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ

り
、
そ
の
自
分
の
身
の
上
に

照
ら
し
合
わ
せ
な
け
れ
ば
生

き
た
学
び
と
は
な
り
ま
せ

ん
。
常つ

ね
づ
ね々

釈
尊
は
修し
ゅ
ぎ
ょ
う
そ
う

行
僧
に

自じ
り
つ立
と
独ど
く
り
つ立
を
求
め
て
き
ま

し
た
。
た
と
え
師
と
仰あ
お

ぐ
人

で
あ
っ
て
も
盲も
う
も
く
て
き

目
的
に
追
つ
い
じ
ゅ
う従

す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
厳き
び

し
く
戒い
ま
し
め
て
き
ま
し
た
。
で

す
か
ら
自
分
の
死
後
、
自
ら

が
神し
ん
か
く
か

格
化
さ
れ
る
こ
と
へ
の

恐
れ
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
多
く
の
優
れ
た
弟
子
た

ち
を
育
て
た
釈
尊
で
し
た

が
、
遂
に
自
分
の
後
継
者
と

し
て
教
団
の
リ
ー
ダ
ー
を
指

名
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
は
自
ら
も
決

し
て
教
祖
で
は
な
い
と
い
う

理
由
だ
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

　
（
法
灯
明
）
法
を
灯
明
と

す
る
と
は
「
法
（
ダ
ル
マ
）」

と
い
う
真し

ん
じ
つ実

を
何
よ
り
大
切

な
こ
と
と
し
、
常
に
真
実
を

見
失
う
こ
と
の
無
い
よ
う
に

励は
げ

み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
時
に
厄や
っ
か
い介
な
の

が
、
私
た
ち
は
そ
の
真
実
を

説
い
た
文
字
や
言
葉
に
囚と
ら

わ

れ
が
ち
な
と
こ
ろ
で
す
。
そ

れ
は
丁ち
ょ
う
ど度

、
月
を
指さ

し
示
す

そ
の
指
先
に
ば
か
り
に
目
が

行
っ
て
し
ま
い
、
肝か
ん
じ
ん心
な
月

を
見
失
っ
て
い
る
よ
う
な
も

の
で
す
。

　

こ
れ
が
釈
尊
の
遺ゆ
い
ご
ん言
と
も

言
わ
れ
る
最
後
の
教
え
で

す
。
そ
の
後
二
千
年
以
上
に

わ
た
っ
て
貫つ
ら
ぬ
か
れ
る
大
き
な

指し
し
ん針
と
な
り
ま
し
た
。
親
鸞

聖
人
も
正ま
さ

に
こ
の
自
灯
明
・

法
灯
明
を
求ぐ
ど
う道
の
上
に
実じ
っ
せ
ん践

さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
。

煩ぼ
ん
の
う
ぐ
そ
く

悩
具
足
の
凡ぼ
ん
ぶ夫
で
あ
る
自

分
の
上
に
、
真
実
な
る
法
が

開
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
難な
ん
だ
い題

に

私
た
ち
に
先
立
っ
て
取
り
組

ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）

本
山
納
骨
受
付
に
つ
い
て

■
感
染
症
対
策
の
た
め
、

納
骨
受
付
は
予
約
制
と
い

た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
受

付
件
数
を
限
定
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

■
翌
月
末
ま
で
の
予
約
が

可
能
で
す
。
ご
予
約
は
お

電
話
に
て
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

■
ご
予
約
・
お
問
い
合
せ
先

　

総
合
案
内
所
・
納
骨
堂

   

電
話 

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
七
二
三
四

多
く
の
研
修
会
が
中
止
さ
れ

る
中
、
仏
教
文
化
講
座
が

八
月
一
日
に
開
講
さ
れ
ま

し
た
。
内
容
は
二
、三
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
歓
喜
会
も
八
月
十
四
日

〜
十
六
日
に
つ
と
ま
り
ま
し

た
。
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今
世
界
中
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響

で
、
数
多
く
の
苦
難
に
苛
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ

ん
な
中
で
も
私
た
ち
は
コ
ロ
ナ
後
の
日
常
を
取
り

戻
そ
う
と
「
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
（
新
常
識
）」
を

コ
ン
セ
プ
ト
に
動
き
始
め
て
お
り
ま
す
。

　

聞
き
な
れ
な
い
言
葉
で
す
が
、
世
界
基
準
で

ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
が
発
生
す
る
の
は
三
度
目
で

す
。
一
度
目
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
の
ネ
ッ
ト
社

会
の
到
来
、
二
度
目
は
二
〇
〇
九
年
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
常
識
の
変
化
、
時
代
を
乗
り
切
る

た
め
の
課
題
、
克
服
へ
の
指
針
が
重
な
り
ニ
ュ
ー

ノ
ー
マ
ル
は
生
ま
れ
世
界
は
そ
れ
を
基
準
に
新
し

い
行
動
を
始
め
ま
す
。

　

個
人
商
店
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
な
ど
は
換

気
、
消
毒
の
徹
底
、
入
口
出
口
を
分
け
距
離
感
の

確
保
な
ど
定
着
し
ま
し
た
。
我
々
も
法
務
時
に
マ

ス
ク
着
用
の
ま
ま
で
の
勤
行
、
堂
内
、
待
合
所

な
ど
の
換
気
、
消
毒
の
徹
底
に
取
り
組
む
な
ど

ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
に
合
わ
せ
た
各
々
の
寺
院
ア
プ

ロ
ー
チ
も
み
ら
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
マ
ス
ク
を
つ
け
る
正
し
い
意
味
を

皆
様
は
御
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
感
染
拡
大
を
防
ぐ

た
め
と
い
う
根
底
に
は
「
私
が
う
つ
ら
な
い
よ
う

に
す
る
」
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
「
誰
か
に
う

つ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
」
こ
と
が
大
き
な
意
味
を

も
ち
ま
す
。

　

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
も
と
距
離
を
保

つ
毎
日
で
す
が
、
自
分
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

相
手
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
そ
え
た
感
染
拡
大
へ

の
防
止
ア
プ
ロ
ー
チ
は
同
じ
で
も
思
い
は
違
い
ま

す
。

　

コ
ロ
ナ
前
の
世
界
に
戻
る
こ
と
は
も
は
や
叶
わ

ぬ
こ
と
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
後
を
前
よ
り
良
く
作
り

上
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
も
私
た
ち
ひ
と
り

ひ
と
り
の
行
動
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
そ
し
て

そ
れ
は
ま
だ
見
ぬ
子
孫
た
ち
へ
も
継
が
れ
て
ま
い

り
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
油
断
で
き
な
い
毎
日
で
す
が
、
皆
様

の
ご
健
康
を
心
よ
り
お
念
じ
申
し
上
げ
ま
す
。
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さ
れ
て
い
て
、
そ
の
一
つ
が
宝
光
院
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
ば
に
は
弥
彦
参
詣
の
折
り
に
泊
ま
っ
た
場
所
と
聖
人
清

水
と
呼
ば
れ
る
親
鸞
聖
人
が
杖
で
突
い
て
湧
き
出
し
た
と
い

わ
れ
る
清
水
が
沸
い
て
い
ま
す
。

　
　

願
は
く
は　

都
の
空
に　

墨
染
の

　
　
　
　
　
　

袖
吹
き
返
せ　

椎
の
下
風 

聖
人
が
詠
ん
だ
と
い
わ
れ
る
歌
も
と
も
に
、
こ
の
地
に
も
聖

人
の
伝
承
が
息
づ
い
て
ま
す
。

　

宝
光
院
へ
は
Ｊ
Ｒ
弥
彦
駅
か
ら
徒
歩
十
五
分
、
聖
人
清
水

へ
は
徒
歩
十
分
ほ
ど
で
す
。　
　
　
　
　
　
（
山
川
蓮
生
）　

三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　
　

２
８
１
９

　

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺
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寺
院
名

※
疾
病
の
拡
散
防
止
の
お
願
い

　

参
詣
の
際
や
、
行
事
等
に
ご
参
加
い
た

だ
く
場
合
に
は
、
引
き
続
き
感
染
防
止
対

策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
状
況
に

よ
り
各
種
行
事
が
中
止
ま
た
は
内
容
が
変

更
さ
れ
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

九
月
十
九
日
～
二
十
五
日

讃
佛
会

十
月
一
日
～
三
日

資
堂
講
法
会

十
一
月
三
日
・
四
日

納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
日
～
十
日

秋
法
会

十
一
月
十
七
日

第
40
回
坊
守
・
婦
人
会
合
同
研
修
会

十
二
月
八
日
～
十
日

中
興
上
人
御
正
当

●
　
行 

事 

案 

内

第
17
回
　
聖
人
刻
み
分
け
の
木
像

　

聖
人
七
不
思
議
の
多
く
が
残
る
中
越
と
流
罪
の
地
と
さ
れ

る
上
越
の
ほ
ぼ
中
間
点
に
弥や
ひ
こ彦

山
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
あ
る
弥
彦
神
社
に
聖
人
も
参
詣
し
た
と
い
う
伝
説

と
共
に
残
さ
れ
て
い
る
の
が
聖
人
刻
み
分
け
の
木
像
で
す
。

自
分
の
木
像
を
半
分
ま
で
彫
っ
た
と
き
に
神
の
化
身
が
現
れ

て
残
り
半
分
を
刻
ん
で
作
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
何
体
か
残

宝光院宝光院

十
月
九
日
～
二
十
五
日

「
浅
田
家
」
パ
ネ
ル
展
を
山
門
に
て
予
定

し
て
お
り
ま
す
。
十
月
二
日
公
開
予
定

の
映
画
「
浅
田
家
」
の
ロ
ケ
は
山
門
付

近
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

聖人清水聖人清水

献
書
展
の
応
募
要
項
は
宗
務
院
（
電
話
０
５
９
・
２
３
２
・
４
１
７
１
）
に
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

ご
希
望
の
方
に
は
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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