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親
鸞
聖
人
は
、
た
く
さ
ん

の
ご
著
書
を
お
書
き
に
な
り

ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
、

何
年
に
も
わ
た
っ
て
改
訂
を

重
ね
、
内
容
の
充
実
を
期
さ

れ
た
書
物
で
、
真
宗
が
立り
っ

教き
ょ
う

開か
い

宗し
ゅ
うの
根
本
聖
典
と
し

て
い
る
『
顕け
ん

浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

実じ
つ

教
き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

証し
ょ
う

文も
ん

類る
い

』
と
い
う
漢
文

の
書
物
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
書
物
の
中
で
、
親
鸞

聖
人
は
中
国
の
善
導
大
師
の

「
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」
に
対
す

る
解
釈
を
あ
げ
、
そ
れ
に
対

し
て
聖
人
自
身
の
解
釈
を
述

べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
善
導
大

師
は
、「
南
無
」
と
は
「
帰き

命み
ょ
う」
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
の
で
す
が
（
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の
「
ナ
モ
ー
」
の

音
写
が「
南
無
」、意
訳
が「
帰

命
」
で
あ
る
こ
と
は
前
回
述

べ
ま
し
た
）、
聖
人
は
さ
ら

に
そ
れ
を
「
帰
」
と
「
命
」

に
分
け
て
詳
し
く
解
説
さ
れ

た
あ
と
、「
こ
こ
を
も
っ
て

『
帰
命
』
は
本ほ
ん

願が
ん

招し
ょ
う

喚か
ん

の
勅
ち
ょ
く

命め
い

な
り
」
と
結
ば
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、「
南
無
」、「
帰
命
」

と
い
う
の
は
、
さ
ら
に
言
え

ば
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い

う
の
は
、「
悩
み
苦
し
む
あ

ら
ゆ
る
人
々
を
自
ら
の
徳
に

お
さ
め
と
っ
て
た
す
け
た
い

と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願

の
、
必
ず
救
う
か
ら
ま
か
せ

よ
と
の
、
い
わ
ば
命
令
の
よ

う
な
喚よ

び
声
で
あ
る
」
と
言

わ
れ
る
の
で
す
。

　

前
回
も
言
い
ま
し
た
よ
う

に
、
普
通
の
理
解
か
ら
す
れ

ば
、「
帰
命
」（
＝
「
南
無
」）

は
、
私
が
「
信
じ
、
敬
い
、

ま
か
せ
る
心
」
で
す
か
ら
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、「
阿

弥
陀
仏
と
い
う
仏
さ
ま
を
心

か
ら
信
じ
、
敬
い
、
お
ま
か

せ
し
ま
す
」
と
い
う
私
の
意

思
表
明
の
言
葉
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
う

で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま

が
、
仏
さ
ま
の
側
か
ら
、「
信

じ
、
敬
い
、
ま
か
せ
よ
」
と

喚
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
、
仏
さ
ま
の
言
葉
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
奉
讃
法
会
」
の
テ
ー
マ

で
あ
る
、「
弥
陀
の
よ
び
声

『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞

い
て
ゆ
こ
う
」
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
よ
う
な
仏
さ
ま
の

こ
の
上
な
い
尊
い
言
葉
を
、

日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
絶

え
る
こ
と
な
く
聞
い
て
ゆ
こ

う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
尊
い
喚
び
声
で
あ
る

仏
の
言
葉
を
聞
き
、
受
け
入

れ
る
と
き
、
そ
の
言
葉
は
私

の
意
思
に
は
た
ら
い
て
、
私

の
称
え
る
「
な
も
あ
み
だ
ぶ

つ
」「
な
ま
ん
だ
ぶ
つ
」
に

な
る
の
で
す
。
私
の
お
念
仏

は
私
が
称
え
よ
う
と
の
意
思

を
も
っ
て
称
え
て
い
る
の
で

す
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
意

思
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
仏
さ
ま

の
本
願
の
お
は
た
ら
き
が
喚

び
声
と
な
っ
て
私
に
届
き
、
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私
の
意
思
を
そ
の
よ
う
に
動

か
し
た
か
ら
な
の
で
す
ね
。

お
念
仏
し
て
い
る
姿
は
、
そ

の
意
味
で
、
仏
さ
ま
の
本
願

を
受
け
入
れ
て
い
る
姿
で
あ

り
、
本
願
を
受
け
入
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は

本
願
を
「
信
ず
る
心
」
を
い

た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

聖
人
は
、『
浄
じ
ょ
う

土ど

和わ

讃さ
ん

』

「
讃さ
ん

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

偈げ

和わ

讃さ
ん

」
第

二
十
九
首
に
、

と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。「
た

と
え
こ
の
世
界
全
体
を
貪む
さ
ぼ

り

や
瞋い
か

り
の
猛
火
が
包
も
う
と

も
、
そ
の
満
ち
満
ち
て
い
る

火
の
な
か
を
も
突
き
進
ん
で

仏
の
御み

名な

で
あ
る
『
な
も
あ

み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
人
は
、

安
ら
か
な
浄
土
に
生
ま
れ
る

こ
と
が
約
束
さ
れ
、
そ
こ
か

ら
決
し
て
退
く
こ
と
が
な

い
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

　
「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
を

聞
き
、
そ
の
お
は
た
ら
き
を

身
に
受
け
入
れ
る
人
は
、
今

の
こ
の
生
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
お
徳
の
力
を
い
た
だ
い
て

ま
こ
と
の
歩
み
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
命
を
終
え
た
あ
か

つ
き
に
は
必
ず
浄
土
に
生

ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

即
、
仏
に
な
ら
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す

ね
。

　
「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
は
、

私
た
ち
に
は
到
底
は
か
り
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
力
を

も
っ
た
、
ま
さ
に
不
可
思
議

な
、
言
葉
の
仏
さ
ま
な
の
で

す
。

（
高
田
派
鑑
学
）

住職補任研修会にて講義をする栗原先生住職補任研修会にて講義をする栗原先生

三
月
十
七
日
〜
二
十
三
日

讃
仏
会

三
月
二
十
日
〜
四
月
四
日

写
生
大
会

四
月
六
日
〜
十
一
日

千
部
法
会

四
月
九
日
・
十
日

十
万
人
講
法
会

四
月
十
一
日

戦
没
者
追
弔
法
会

五
月
六
日
〜
八
日

堯
祺
上
人
御
正
当

五
月
二
十
一
日

親
鸞
聖
人
降
誕
会

●
　
行 

事 

案 

内

※
三
月　

中
学
生
教
化
合
宿

　

中
止
い
た
し
ま
す

※
三
月
十
五
日　

涅
槃
会

　
　

涅
槃
図
の
公
開
は

　
　

十
三
日
か
ら
二
十
一
日

※
四
月
八
日　

釈
迦
三
尊
会

　

涅
槃
会
・
釈
迦
三
尊
会
等　

　

で
は
、
人
数
制
限
等
が
感

　

染
症
対
策
に
よ
り
あ
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
。
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令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
は
、
開
山
親
鸞
聖
人
の

ご
誕
生
か
ら
八
五
〇
年
と
い
う
特
別
な
年
と
な
り
ま

す
。
上
記
の
と
お
り
、
特
別
法
要
を
八
日
間
に
わ
た

り
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
特
別
法
要
の
記
念

事
業
と
し
て
、『
新
宝
物
館
の
建
設
』
を
行
い
ま
す
。

こ
の
新
宝
物
館
は
、
開
山
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
や
貴

重
な
法
宝
物
を
、
次
世
代
の
人
々
に
伝
え
て
い
く
た

め
に
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
切
に
受
け
継
が
れ

て
き
た
聖
人
直
筆
の
史
資
料
等
は
、
未
来
に
向
け
て

確
実
に
受
け
渡
し
て
い
く
必
要
が
ご
ざ
い
ま
す
。
檀

信
徒
の
皆
様
に
は
、
こ
の
趣
旨
を
ぜ
ひ
と
も
ご
理
解

い
た
だ
き
、
切
に
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
『
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
出
会
う
新
宝
物
館
』
を

テ
ー
マ
に
建
設
を
進
め
て
お
り
、『
文
化
財
活
用
室
』

で
は
、
Ｖ
Ｒ
の
活
用
等
に
よ
り
、
聖
人
の
み
教
え
を

わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
と
と
も
に
、
普
段
は
、
見

る
こ
と
の
で
き
な
い
国
宝
『
御
影
堂
』『
如
来
堂
』
の

細
部
に
わ
た
り
ご
覧
い
た
だ
き
、「
文
字
・
こ
と
ば
」

の
情
報
を
超
え
て
、
宗
教
的
体
験
を
し
て
い
た
だ
く

よ
う
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

ご
懇
志
の
ご
芳
名
に
つ
い
て

　

ご
懇
志
を
賜
り
ま
し
た
『
す
べ
て
の
皆
様
の
お
名

前
』
を
芳
名
帳
に
墨
書
し
、
新
宝
物
館
に
長
く
残
し

ま
す
。
ま
た
、『
二
万
円
以
上
の
ご
懇
志
を
賜
り
ま
し

た
皆
様
』
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
名
前
を
宝
物
館
の

出
入
り
口
の
壁
面
の
ガ
ラ
ス
に
、
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー

ン
印
刷
で
お
刻
み
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
お
名
前
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
別
法

要
の
前
年
令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
十
二
月
末
ま
で

に
お
知
ら
せ
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
新
宝
物
館
の
イ
メ
ー
ジ
図
等
に
つ
き
ま
し
て

は
、
次
号
以
降
に
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
の
お
扱

い
と
し
て
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
線
香
「
十
八
香
」

と
、
旧
宝
物
館
の
古

材
を
使
用
し
ま
し
た

「
し
お
り
」
を
ご
用
意

し
て
お
り
ま
す
。
ご

愛
用
く
だ
さ
い
。
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「
高
田
の
佛ぶ
つ
ね
は
ん
ず

涅
槃
図
」釈
尊
シ
リ
ー
ズ
○22

　

遂
に
釈
尊
は
最
期
の
時
を

迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

釈
尊
が
お
亡
く
な
り
に
な

ら
れ
た
こ
と
を
「
涅
槃
に
入

る
（
＝
全
て
の
煩
悩
が
消
滅

し
た
状
態
）」
と
言
い
ま
す
。

そ
の
模
様
は
『
涅ね
は
ん
ぎ
ょ
う

槃
経
』
と

い
う
経
典
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
描

か
れ
た
の
が
佛ぶ
つ
ね
は
ん
ず

涅
槃
図
で

す
。

　

高
田
本
山
に
あ
る
佛
涅
槃

図
は
、
画
の
縦
約
五
メ
ー
ト

ル
五
十
、
横
が
約
四
メ
ー
ト

ル
、
畳
十
八
畳
分
と
い
う
大

き
さ
で
、
表
具
を
入
れ
る
と

高
さ
約
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
た
め
、
如
来
堂
の
梁は
り

か
ら

吊つ

る
し
て
や
っ
と
全
体
を
拝

む
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
、
全

国
的
に
も
珍
し
い
大
き
さ
で

す
。
こ
れ
は
、三
月
十
五
日
、

釈
尊
の
「
涅
槃
会
」
に
合
わ

せ
て
掛
け
ら
れ
ま
す
。
平
成

二
十
年
の
大
修
復
を
機
に
、

絵
解
き
解
説
も
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
佛
涅
槃
図
は
江
戸
時

代
後
期
に
描
か
れ
た
も
の
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
作
者
は
は
っ
き
り
と
は
し

て
い
ま
せ
ん
。
円ま
る
や
ま
お
う
き
ょ

山
応
挙

（
一
七
三
三
～
一
七
九
五
）

の
作
品
で
あ
る
と
も
言
わ

れ
ま
す
が
、
応
挙
門
下
の

長な
が
さ
わ
ろ
せ
つ

沢
蘆
雪
（
一
七
五
四
～

一
七
九
九
）
か
そ
の
一
派
の

者
の
作
品
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

画
の
中
央
に
は
、
沙さ

ら羅

双そ
う
じ
ゅ樹
の
下も
と

、
宝ほ
う
だ
い台
に
横
た
わ

り
完
全
な
涅
槃
に
入
ら
れ

た
釈
尊
が
、
頭
を
北
に
し

て
、
顔
は
西
に
向
け
、
右
脇

腹
を
下
に
し
た
「
頭ず

ほ
く
め
ん

北
面

西さ
い
う
き
ょ
う

右
脇
」
の
姿
勢
を
と
ら
れ

て
い
ま
す
。
釈
尊
の
周
り
に

は
、
沢
山
の
お
弟
子
さ
ん

や
、
菩
薩
さ
ま
、
釈
尊
を
敬

う
人
々
が
集
ま
っ
て
来
て
い

ま
す
。
他
に
も
、
獅
子
、
水

牛
、
象
、
犬
、
ネ
ズ
ミ
、
ネ

コ
、
ニ
ワ
ト
リ
、
ひ
っ
く
り

返
っ
た
馬
、
泣
い
て
い
る
熊

な
ど
、
多
く
の
動
物
た
ち
が

釈
尊
の
も
と
で
悲
し
み
に
く

れ
て
い
ま
す
。
高
田
の
佛
涅

槃
図
で
特
徴
的
な
と
こ
ろ

は
、
手
前
に
池
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
涅
槃
図
に

池
を
描
い
た
例
は
他
に
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
水
鳥
が

泳
ぎ
、
鯉
な
ど
の
魚
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
池
の
畔ほ

と
り

で

は
、
亀
や
カ
ニ
、
ガ
チ
ョ
ウ
・

ア
ヒ
ル
・
白し
ら
さ
ぎ鷺
な
ど
が
集

ま
っ
て
い
ま
す
。
池
の
上
部

に
は
、
バ
ッ
タ
・
カ
マ
キ
リ
・

コ
オ
ロ
ギ
・
ト
ン
ボ
・
蝶
な

ど
も
描
か
れ
て
お
り
、
あ
ら

ゆ
る
生
き
物
が
釈
尊
の
死
を

悲
し
み
集
ま
っ
て
来
て
い
ま

す
。
全
て
の
い
の
ち
が
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
、
全
て
の

い
の
ち
が
尊
い
と
観
ら
れ
た

釈
尊
の
世
界
が
こ
こ
に
生
き

生
き
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。

　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）

令
和
三
年
の
涅
槃
図
の
公
開
は
三
月
十
三
日

か
ら
二
十
一
日
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
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行
事
の
多
く
は
状
況
を
踏

ま
え
て
中
止
と
い
た
し
ま
し

た
が
、
法
要
は
粛
々
と
感
染

症
対
策
を
と
り
な
が
ら
実
施

い
た
し
ま
し
た
。

　

一
月
九
日
か
ら
十
六
日
の

報
恩
講
（
お
七
夜
）
で
は
、

境
内
入
り
口
で
検
温
・
消
毒

を
実
施
、
各
行
事
で
は
密
を

さ
け
る
座
席
間
隔
を
と
っ
て

行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
お
経

を
唱
え
る
僧
侶
も
マ
ス
ク
着

用
で
し
た
。

　

文
化
財
防
火
デ
ー
の
前
日

一
月
二
十
六
日
に
は
防
火
訓

練
も
行
わ
れ
、
特
殊
な
消
火

設
備
の
取
扱
方
法
に
熱
心
に

耳
を
か
た
む
け
て
い
ま
し

た
。

　

二
月
一
日
に
は
昨
年
同
様

に
代
表
者
だ
け
出
席
い
た
だ

い
て
年
賀
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

お七夜新成人のつどいお七夜新成人のつどい

法主褒章法主褒章

山門での検温・消毒の実施山門での検温・消毒の実施お七夜如来堂特別講演お七夜如来堂特別講演

防火訓練防火訓練 お七夜前のおみがきも少人数でお七夜前のおみがきも少人数で

年賀式年賀式

YouTube チャンネルを開
設いたしました。ホーム
ページのリンクからご覧く
ださい。

専修寺
YouTube
チャンネル

　

年
末
の
十
二
月
二
十
四
日
に
は
、
本

山
だ
よ
り
１
２
３
号
表
紙
で
紹
介
し
ま

し
た
坊
官
屋
敷
の
修
復
現
場
見
学
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

旧明日香邸・坊官屋敷旧明日香邸・坊官屋敷
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第
19
回
　
越
後
よ
り
京
都
へ

　

前
回
は
流
罪
赦し
ゃ
め
ん免

後
、
関
東
へ
向
か
う
聖
人
の
ご
旧
跡

を
案
内
い
た
し
ま
し
た
が
、
京
都
に
赦
免
の
お
礼
に
お
戻

り
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
時
に
京
都
山や
ま
し
な科
に
興こ
う
り
ゅ
う
し
ょ
う
ほ
う
じ

隆
正
法
寺
を
作
ら
れ
た
そ
う

で
す
。

　

残
念
な
が
ら
現
在
で
は
そ
の
地
に
お
寺
は
の
こ
ら
ず
、

市
内
中
心
部
の
仏
光
寺
、
興
正
寺
と
な
り
ま
し
た
。
高
田

派
と
同
じ
く
真し
ん
ぶ
つ仏

上
人
を
第
二
世
と
す
る
仏
光
寺
派
、
興

正
派
の
ご
本
山
で
す
。

　

ま
た
、
実
際
に
お
寺
が
あ
っ
た
場
所
は
石
碑
の
た
つ
場

所
よ
り
も
少
し
北
側
の
エ
リ
ア
だ
っ
た
の
で
は
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

ご
旧
跡
の
碑
へ
は
、
京
都
地
下
鉄
東
野
駅
よ
り
徒
歩
８

分
ほ
ど
で
す
。　
　
　
　
　
　

 

（
山
川
蓮
生
）

総
合
案
内
所
に
つ
い
て

　
・
院
号
・
法
名
な
ど
の
申
物
や

　
　
臨
時
読
経
の
申
し
込
み

　
・
進
納
物
（
懇
志
・
永
代
経
）
の

　
　
お
取
り
扱
い

　
・
参
拝
記
念
印
の
お
取
り
扱
い

　
・
帰
敬
式
受
付

　
・
仏
事
相
談

　
・
団
体
参
拝
の
お
申
し
込
み

　
・
各
種
販
売
物
の
お
取
り
扱
い

　
・
納
骨
の
お
申
し
込
み

　
　
■
納
骨
受
付
は
予
約
制
と

　
　
　
な
っ
て
い
ま
す
。
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



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
。

生し
ょ
う
じ死

の
苦く
か
い海

ほ
と
り
な
し

　

ひ
さ
し
く
し
ず
め
る
わ
れ
ら
を
ば

　

弥み

だ陀
の
悲ひ
が
ん願
の
ふ
ね
の
み
ぞ

　

の
せ
て
か
な
ら
ず
わ
た
し
け
る

　

皆
様
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
一
首
か
と

思
い
ま
す
。
こ
の
「
生
死
」
と
は
流る
て
ん
り
ん
ね

転
輪
廻

を
指
し
ま
す
。
今
こ
う
し
て
「
人
」
と
し

て
命
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ

ま
で
幾
度
も
生
死
を
繰
り
返
し
迷
い
苦
し

み
続
け
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
「
生
死
の

苦
海
」
を
泳
ぐ
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
も

が
き
苦
し
み
沈
み
ゆ
く
者
こ
そ
、
凡ぼ
ん
ぶ夫
た

る
私
の
姿
で
あ
る
と
お
示
し
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　

そ
の
こ
と
が
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
顕け
ん
ち
ょ著
に
う
か
が
え
ま

す
。
感
染
者
増
加
の
一
波
を
越
え
る
た
び
に
、
何
も
解

決
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
自
粛
明
け
」
と

い
う
言
葉
が
飛
び
交
い
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
に
踊
ら
さ

れ
、
元
の
生
活
を
取
り
戻
そ
う
と
、
欲
の
ま
ま
に
手
を
伸

ば
す
我
が
身
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
先
地
獄
と
知
り
な
が

ら
、
目
先
の
快
楽
追
い
か
け
て
は
、
自
ら
地
獄
へ
飛
び
込

ん
で
、「
二
度
と
来
る
も
の
か
」
と
後
悔
す
る
。
七
高
僧

の
お
ひ
と
り
、
善ぜ
ん
ど
う
だ
い
し

導
大
師
の
お
言
葉
に
、「
一
た
び
泥な
い
り犂

に
入
り
て
長じ
ょ
う
く苦

を
受
く
る
と
き
、
は
じ
め
て

人に
ん
ち
ゅ
う
中
の
善ぜ
ん
ぢ
し
き

知
識
を
憶お
く

す
」
と
。
現
代
語
訳
し

ま
す
と
、「
地
獄
の
苦
し
み
を
受
け
る
そ
の
と

き
に
、
人
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
佛
法
に
そ
む

い
た
前
世
に
後
悔
す
る
。」
と
、
仰
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
ま
さ
に
こ
れ
が
苦
海
を
沈
み
続
け

る
私
の
本
性
・
本
質
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
私
を
み
て
は
、「
苦
し
み
つ
く
ら
ず

生
き
ら
れ
ぬ
、
汝
を
救
う
佛
と
な
る
ぞ
」
と
、

「
阿
弥
陀
」
と
名
の
り
出
て
く
だ
さ
り
、私
の
も
と
へ
「
南

無
阿
弥
陀
佛
」
の
お
念
佛
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

お
念
佛
に
出
遇
わ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
苦
し
み
の

中
に
い
る
こ
と
す
ら
も
気
づ
け
ぬ
ま
ま
に
、
む
な
し
く
閉

じ
る
こ
の
命
で
あ
り
ま
し
た
。


