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一
、
こ
こ
ろ
す
で
に
つ
ね
に
浄
土

　
　
　
に
居
す

お
念
仏
の
パ
ワ
ー
は
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
る
人
を
「
正

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

定
聚
・
不ふ

退た
い

の
く
ら
い
」

に
つ
か
せ
て
く
だ
さ
る
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
く
ら
い
に
つ
い
た
人
は
、
お
釈
迦

様
の
次
に
仏
に
な
る
こ
と
が
約
束
さ
れ

た
弥み

勒ろ
く

菩ぼ

薩さ
つ

と
同
じ
で
あ
る
と
聖
人
が

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
前
々
回
、

前
回
と
考
え
て
き
ま
し
た
。

聖
人
は
、
関
東
の
門
徒
に
あ
て
ら
れ

た
お
手
紙
の
な
か
で
、

　
　

善ぜ
ん
ど
う導

和か

し
ょ
う

尚
の
『
般は

ん
じ
ゅ
さ
ん

舟
讃
』
に
は
、

　
　
「
信し

ん

心じ
ん

の
人
は
、
そ
の
こ
こ
ろ
す
で　
　

　
　

に
つ
ね
に
浄
土
に
居こ

す
」
と
釈
し

　
　

て
お
ら
れ
ま
す
。「
居
す
」
と
い
う

     

の
は
、
信
心
の
人
の
こ
こ
ろ
は

     

常
に
浄
土
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

       
す
。

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も

自
己
中
心
的
で
む
さ
ぼ
り
、
い
か
り
の

こ
こ
ろ
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
愚
か
な
身

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
お
念
仏
の
パ
ワ
ー

を
い
た
だ
き
、
信
心
を
得
れ
ば
、
如
来

の
お
徳
に
つ
つ
ま
れ
て
、
こ
こ
ろ
は
浄

土
に
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う

で
あ
る
と
、
信
心
の
よ
ろ
こ
び
を
、
善

導
和
尚
の
言
葉
を
と
お
し
て
語
っ
て
お

ら
れ
る
の
で
す
。

で
は
、
信
心
の
人
の
こ
こ
ろ
が
居
す

お
浄
土
、
こ
の
世
の
命
を
終
え
れ
ば
ま

い
ら
せ
て
い
た
だ
く
そ
の
お
浄
土
と
は

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

二
、
浄
土
の
風
光

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
四
回
（
一
二
六

号
）
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
浄
土
は
、

法
蔵
菩
薩
の
本
願
が
成
就
し
た
世
界
で

す
。『
無

 
 
む

り
ょ
う量

寿じ
ゅ
き
ょ
う

経
』
に
は
、
釈
尊
が
阿

難
に
対
し
て
、「
法ほ

う
ぞ
う藏

菩ぼ

薩さ
つ

は
す
で
に
願

い
を
成
し
遂
げ
、
今
は
無む

量
り
ょ
う

寿じ
ゅ
ぶ
つ仏

（
阿

弥
陀
仏
）
と
い
う
仏
と
な
っ
て
、
現
に

西さ
い
ほ
う方

に
お
ら
れ
る
。
そ
の
仏
の
国
は
こ
こ

か
ら
十
万
億
の
国
々
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ

に
あ
っ
て
、
名
を
安あ

ん
ら
く楽

と
い
う
」
と
お

説
き
に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

釈
尊
は
さ
ら
に
、
法
蔵
菩
薩
が
さ
と

り
を
開
か
れ
て
か
ら
お
よ
そ
十
劫
の
時

が
経
っ
て
い
る
と
伝
え
、
浄
土
の
風
光

を
お
説
き
に
な
り
ま
す
。

「
安
楽
国
は
金
・
銀
・
瑠る

り璃
・
珊さ

ん

瑚ご

・

琥こ

珀は
く

・
硨し

ゃ

磲こ

・
碼め

碯の
う

な
ど
の
七
つ
の
宝
で

で
き
て
い
て
広
さ
に
限
り
が
な
い
。
宝

は
ま
ば
ゆ
く
光
り
輝
い
て
美
し
く
、
そ

の
う
る
わ
し
く
清
ら
か
な
様
子
は
す
べ

て
の
世
界
に
超
え
す
ぐ
れ
て
い
る
。
他

の
仏
が
た
の
光こ

う
み
ょ
う明

と
は
比
べ
よ
う
も
な

い
無
量
寿
仏
の
光
明
は
あ
ら
ゆ
る
世
界

「なもあみだぶつ」を聞くということ（９）
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を
照
ら
し
、
す
べ
て
の
も
の
に
安
ら
ぎ

を
与
え
る
。
樹
々
の
間
を
吹
き
抜
け
る

風
の
音
や
池
の
さ
ざ
波
が
奏
で
る
音
は
、

教
え
の
声
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
仏
が

た
の
世
界
に
響
き
わ
た
る
。
こ
の
世
界

は
、
苦
し
み
の
世
界
で
あ
る
地
獄
や
餓

鬼
や
畜
生
の
名
さ
え
な
く
、
た
だ
美
し

く
快
い
音
だ
け
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
国

の
名
を
安
楽
と
言
う
の
で
あ
る
」。

短
く
ま
と
め
ま
し
た
が
、
実
際
に
は

言
葉
を
尽
く
し
て
「
安
楽
（
国
）」
の
風

光
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
『
阿あ

み

だ

弥
陀
経き

ょ
う』

で
は
、
釈
尊
は

舎し
ゃ

利り

弗ほ
つ

に
対
し
て
、「
こ
こ
か
ら
西
の
方

へ
十
万
億
も
の
仏
が
た
の
国
々
を
過
ぎ

た
と
こ
ろ
に
極ご

く
ら
く楽

と
名
づ
け
ら
れ
る
世

界
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
阿
弥
陀
仏
と
申

し
あ
げ
る
仏
が
お
ら
れ
て
、
今
現
に
教

え
を
説
い
て
お
い
で
に
な
る
。
そ
の
国

の
人
々
は
、
何
の
苦
し
み
も
な
く
、
た

だ
い
ろ
い
ろ
な
楽
し
み
だ
け
を
受
け
て

い
る
か
ら
、
極
楽
と
い
う
の
で
あ
る
」。

と
説
か
れ
、
極
楽
の
風
光
が
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
、

「
こ
の
国
に
は
白び

ゃ
っ
こ
う鵠

・
孔く

雀じ
ゃ
く・

鸚お
う

鵡む

・

舎し
ゃ

利り

・
迦か

り
ょ
う
び
ん
が

陵
頻
伽
・
共

 
 
ぐ

み
ょ
う
ち
ょ
う

命
鳥
な
ど
の

色
と
り
ど
り
の
美
し
い
鳥
が
い
て
、
優

雅
な
声
で
鳴
い
て
い
る
が
、
そ
の
鳴
き
声

は
尊
い
教
え
の
声
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

鳥
は
罪
の
報
い
と
し
て
生
ま
れ
た
鳥
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
国

に
は
地
獄
や
餓
鬼
や
畜
生
が
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鳥
は
、
阿
弥
陀

仏
が
教
え
を
説
き
広
め
る
た
め
に
、
い

ろ
い
ろ
と
形
を
変
え
て
あ
ら
わ
さ
れ
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」。

と
説
か
れ
て
い
る
の
は
、「
安
楽
国
」
に

は
地
獄
や
餓
鬼
や
畜
生
の
名
が
な
い
と

い
う
『
無
量
寿
経
』
の
言
葉
に
重
な
り

ま
す
。

三
、
阿
弥
陀
仏
の
国
の
呼
び
名

お
気
づ
き
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
阿

弥
陀
仏
の
お
ら
れ
る
国
は
、『
無
量
寿
経
』

に
も
『
阿
弥
陀
経
』
に
も
「
浄
土
」
と

は
言
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。『
無
量
寿
経
』

で
は
、「
安
楽
（
国
）」
や
「
安

あ
ん
に
ょ
う
こ
く

養
国
」
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
』
で
は
、

「
極
楽
」
か
「
極
楽
国
土
」
で
す
。
ま
た
、

『
観
無
量
寿
経
』
で
は
、「
極
楽
世
界
」「
極

楽
国
」「
極
楽
国
土
」「
極
楽
国
地
」「
西

方
極
楽
世
界
」「
西
方
極
楽
国
土
」
と
、

多
様
な
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
の
国
を
「
清

し
ょ
う
じ
ょ
う

浄
な
国
土
」

の
意
味
で
「
浄
土
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、

曇ど
ん
ら
ん鸞

大た
い

し師
で
す
。
曇
鸞
大
師
は
天て

ん
じ
ん親

菩ぼ

薩さ
つ

の
『
浄

じ
ょ
う

土ど

論ろ
ん

』
を
註
釈
し
た
『
浄

じ
ょ
う

土ど

論ろ
ん

註ち
ゅ
う』

を
著
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の

中
で
、「
浄
土
」
や
「
安
楽
浄
土
」
と
い

う
表
現
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。「
浄

土
」
は
、
他
に
も
薬や

く

師し

如に
ょ
ら
い来

の
東と

う
ほ
う方

浄
じ
ょ
う

瑠る

り璃
浄

じ
ょ
う

土ど

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
浄
土
が

仏
典
に
は
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

曇
鸞
大
師
以
降
、
道

ど
う
し
ゃ
く綽

禅ぜ
ん

師し

や
善ぜ

ん
ど
う
た
い

導
大

師し

等
に
よ
っ
て
浄
土
教
が
い
よ
い
よ
展

開
し
て
い
く
な
か
で
、
次
第
に
「
浄
土
」

は
阿
弥
陀
仏
の
「
西
方
極
楽
浄
土
」
を

意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

経
典
に
説
か
れ
て
い
る
「
浄
土
」
の
風

光
を
概
観
し
て
き
ま
し
た
が
、
親
鸞
聖

人
は
「
浄
土
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、

私
た
ち
に
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

次
回
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「なもあみだぶつ」を聞くということ（９）



聖
徳
太
子
シ
リ
ー
ズ

聖
徳
太
子
シ
リ
ー
ズ
４

日
本
の
基
十
七
条
の
憲
法
２

も
と
い

じ
ゅ
う
し
ち
じ
ょ
う

け
ん
ぽ
う

「
凡
夫
よ
」

4

佛
教
を
深
く
学
ん
で
、
佛
教
精
神
に

も
と
づ
く
政
治
を
目
指
さ
れ
た
の
が
聖

徳
太
子
で
す
。
前
回
の
「
十
七
条
憲
法
」

の
第
二
条
「
篤あ

つ

く
三さ

ん
ぼ
う宝

を
敬
え
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
そ
の
こ
と
が
窺

う
か
がえ

ま
す
。

　
　
　
　
　

第
十
条
冒
頭
で
は
、

忿
こ
こ
ろ
の
い
か
りを

絶
ち
、

瞋

お
も
え
り
の
い
か
りを

棄す

て
て
、

人
の
違た

が

ふ
を
怒い

か

ら
ざ
れ
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
心
に
憤

い
き
ど
おり

を
抱

い
た
り
、
そ
れ
を
顔
に
表
し
た
り
す
る

こ
と
を
や
め
、
人
が
自
分
と
違
っ
た
こ

と
を
し
て
も
、
怒
ら
な
い
よ
う
に
せ
よ
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
集
合
写
真
を
見
る
と

き
真
っ
先
に
自
分
の
顔
を
探
す
よ
う
に
、

人
間
は
無
意
識
に
自
分
を
中
心
に
も
の

を
考
え
る
た
め
、
常
に
自
分
が
正
し
い

と
思
い
が
ち
で
す
。
そ
し
て
他
者
が
自

分
と
違
う
考
え
だ
と
腹
が
立
つ
の
で
す
。

佛
教
で
は
そ
の
腹
立
ち
が
起
こ
る
原
因

は
「
煩ぼ

ん
の
う悩

」
の
せ
い
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。

煩
悩
と
は
、
命
終
わ
る
ま
で
消
す
こ

と
の
で
き
な
い
心
と
身
体
の
悩
み
で
す
。

除
夜
の
鐘
を
撞
く
と
き
に
よ
く
「
百
八

つ
（
た
く
さ
ん
）
の
煩
悩
が
あ
る
」
と

い
い
ま
す
が
、
そ
の
た
く
さ
ん
あ
る
煩

悩
の
中
で
も
三
大
煩
悩
と
い
わ
れ
る
煩

悩
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

「
貪と

ん
よ
く欲

（
底
な
し
の
欲
）」

「
瞋し

ん

恚に

（
い
か
り
）」

「
愚ぐ

ち痴
（
真
理
に
暗
い
愚
か
さ
）」

の
三
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
猛
毒
に
例

え
て
「
三さ

ん
ど
く毒

の
煩ぼ

ん
の
う悩

」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

二
番
目
の
「
瞋
恚
（
い
か
り
）」
と
は
、

憎
し
み
、
怒
り
、
腹
立
ち
、
心
が
安
ら

か
で
な
い
こ
と
、
と
い
っ
た
意
味
が
あ

り
、
第
十
条
冒
頭
で
は
ま
さ
に
こ
の
「
瞋

恚
」
と
い
う
煩
悩
に
対
し
て
の
自
覚
と

戒
め
が
促
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
次

に
太
子
は

我
必
ず
し
も
聖

ひ
じ
り

に
非あ

ら

ず
。
彼
必
ず
し

も
愚

お
ろ
か

に
非あ

ら

ず
。

共
に
こ
れ
凡ぼ

ん

夫ぶ

な
ら
く
の
み
。

と
い
う
言
葉
を
続
け
ら
れ
ま
す
。「
凡
夫
」

と
は
、
仏
様
が
ご
覧
に
な
っ
た
人
間
の
真

の
姿
で
、
生
涯
に
お
い
て
煩
悩
を
離
れ

る
こ
と
が
で
き
ず
、
浅
は
か
な
知
恵
し

か
持
て
な
い
私
自
身
を
表
す
言
葉
で
す
。

常
日
頃
、
自
分
の
こ
と
は
棚
上
げ
し
、

他
者
の
こ
と
を
批
判
し
て
腹
を
立
て
て

は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
自
分
が

正
し
い
と
考
え
て
や
っ
て
い
る
と
思
っ

て
も
、
そ
れ
は
本
当
に
絶
対
正
し
い
事
な

の
で
し
ょ
う
か
。
自
分
は
正
し
い
、
自
分

は
善
と
い
う
思
い
込
み
が
危
険
な
の
で

す
。
そ
れ
が
す
べ
て
を
歪ゆ

が

め
、
争
い
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。
家
庭
で
も
、
国
家

で
も
そ
れ
は
同
じ
こ
と
で
し
ょ
う
。
佛

教
は
そ
の
よ
う
な
私
の
姿
を
あ
わ
れ
ん

で
「
凡ぼ

ん

夫ぶ

よ
」
と
呼
び
掛
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
仏
様
の
視
点

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
十
七

条
の
憲
法
の
大
き
な
特
色
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

   （
教
学
院
第
三
部
会
）

聖徳太子シリーズ「十七条の憲法」

如来堂　聖徳太子
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基
本
設
計
と
し
て
、
第
一
に
必
要
な

の
は
法
宝
物
を
守
り
、
管
理
し
て
い
く

環
境
づ
く
り
で
す
。

宝
物
館
に
収
め
ら
れ
た
法
宝
物
の
多

く
が
書
物
や
掛
軸
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

故
に
、
湿
気
や
虫
、
紫
外
線
に
弱
く
、

対
策
を
せ
ず
に
放
置
し
て
お
く
と
す
ぐ

に
カ
ビ
や
シ
ミ
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

第
二
に
火
災
や
自
然
災
害
へ
の
対
策

で
す
︒

高
田
本
山
自
体
二
度
の
大
火
に
見
舞

わ
れ
、本
堂
が
延
焼
し
た
こ
と
が
あ
り
、

火
災
へ
の
対
策
は
今
現
在
で
も
行
っ
て

お
り
ま
す
。

宝
物
館
で
も
同
様
の
対
策
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

ま
た
、
将
来
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震

も
予
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
備
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
に
新
宝
物

館
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
Ｒ
Ｃ
構
造

を
基
本
と
し
た
耐
久
性
と
温
度
や
湿

度
、
紫
外
線
、
雨
漏
り
な
ど
か
ら
収
蔵

さ
れ
て
い
る
法
宝
物
を
守
る
保
存
性
で

す
。

収
蔵
庫
の
周
り
を
二
重
コ
ン
ク
リ
ー
ト

壁
構
造
と
し
、
壁
と
壁
の
間
の
空
間
を

確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
空
調
を
整
え
、

収
蔵
庫
が
直
接
外
気
に
触
れ
な
い
よ
う

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
茶
箱
の
よ
う
な
高
い
気
密
性

を
持
た
せ
て
、
庫
内
の
温
度
や
湿
度
の

変
化
を
少
な
く
し
、
必
要
と
な
る
空
調

費
用
の
軽
減
を
計
っ
て
お
り
ま
す
。

新
宝
物
館
で
は
展
示
内
容
を
時
期
に
よ

り
、
随
時
変
更
し
て
い
く
こ
と
を
考
え

て
お
り
ま
す
。
何
度
訪
れ
て
い
た
だ
い

て
も
新
し
い
発
見
や
体
験
が
出
来
る
よ

う
な
施
設
と
な
り
ま
す
。。

ぜ
ひ
、
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

文
化
財
活
用
（
Ｖ
Ｒ
）
室
で
は
、
最

新
技
術
で
あ
る
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ

テ
ィ
（
Ｖ
Ｒ
）
を
体
験
で
き
ま
す
。

収
容
人
数
は
約
40
名
と
な
っ
て
お

り
、
極
楽
浄
土
の
世
界
を
Ｖ
Ｒ
（
仮
想

現
実
）
と
し
て
映
像
表
現
さ
れ
、
視
覚

的
に
真
宗
の
教
え
を
分
か
り
や
す
く
、

後
世
に
伝
え
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
国
宝
で
あ
る
如
来
堂
や
御
影

堂
の
文
化
財
を
ド
ロ
ー
ン
や
３
D
技

以
前
に
も
お
伝
え
い
た
し
ま
し
た
通
り
、
新
し
い
宝
物
館
は
高
田
本
山

が
所
有
す
る
多
数
の
法
宝
物
を
未
来
へ
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
。
そ
し
て

親
鸞
聖
人
の
教
え
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
建
設
を
し
て

お
り
ま
す
。

特
別
法
要

事
務
局
だ
よ
り

第
四
回

宝
物
舘
の
基
本
設
計
と
し
て

ど
の
よ
う
な
機
能
が
必
要
な
の
か‥

特別法要・事務局だより「宝物舘の設計」

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）
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名
古
屋
市
西
区
那
古
野
に
あ
り
ま
す

人
情
味
あ
ふ
れ
る
円
頓
寺
商
店
街
。
そ

の
界
隈
に
た
た
ず
み
、「
御
本
坊
」
と

親
し
み
を
こ
め
て
呼
ば
れ
て
い
る
お
寺

が
、
真
宗
高
田
派
専
修
寺
名
古
屋
別
院

で
す
。

正
保
４
年(

１
６
４
７
年)

。
義
越

玄
恕
和
尚
が
、
現
在
の
別
院
の
場
所
か

ら
少
し
離
れ
た
皆
戸
町
に
「
信
行
院
」

と
い
う
お
寺
を
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
信
行
院
が
、
那
古
野
の
「
順
正
寺
」

と
合
併
す
る
と
と
も
に
移
転
し
て
、
現

在
の
名
古
屋
別
院
の
前
身
と
な
り
ま
し

た
。信

行
院
は
、
元
文
４
年(

１
７
３
９

年)

に
「
高
田
山
高
田
本
坊
」
と
名
称

を
改
め
、
１
８
５
４
年
に
庫
裏
と
書
院

を
建
築
。
ま
た
、
１
９
１
０
年
に
鐘
楼

お
よ
び
布
教
所
の
建
築
を
完
成
さ
せ
ま

す
。
そ
の
頃
に
、
下
野
高
田
山
の
一
光

三
尊
佛
御
開
扉
法
要
を
行
い
、
そ
の
様

子
は
「
未
曽
有
の
参
拝
で
あ
っ
た
」
と

『
神
社
誌
』
に
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時

の
別
院
の
充
実
具
合
を
窺
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

そ
ん
な
名
古
屋
別
院
に
、
最
大

の
苦
難
が
訪
れ
ま
す
。
昭
和
20
年

(

１
９
４
５
年)

、
第
二
次
世
界
大
戦

下
に
お
け
る
空
襲
の
災
禍
に
よ
っ
て
、

山
門
、
鐘
楼
、
土
蔵
、
水
屋
以
外
は
全

焼
。
そ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
別
院
の
大

部
分
が
鳥
有
に
帰
す
こ
と
と
な
っ
た
の

で
す
。

元
別
院
職
員
で
あ
っ
た
方
の
話
に
よ

り
ま
す
と
、
こ
の
火
災
を
目
の
当
た
り

に
さ
れ
た
女
性
が
、
そ
の
日
そ
の
時
の

こ
と
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
そ

う
で
す
。

「
焼
夷
弾
が
い
く
つ
も
本
堂
屋
根
に

落
と
さ
れ
、
燃
え
上
が
り
、
数
人
の
僧

侶
の
方
が
、
境
内
水
屋
の
桶
と
柄
杓
を

使
っ
て
、
必
死
に
な
っ
て
下
か
ら
屋
根

に
水
を
掛
け
て
い
た
」
と
。

「
届
く
は
ず
が
な
い
、
消
せ
る
は
ず

が
な
い
と
思
い
、
震
え
が
止
ま
ら
な
い

中
で
、
不
謹
慎
に
も
、
何
故
だ
か
わ
か

り
ま
せ
ん
が
笑
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
」
と
、
涙
な
が
ら
に
語
ら
れ
て
い
た

と
。

〜
御
本
坊
と
親
し
ま
れ
る
〜

名
古
屋
別
院

真
宗
高
田
派
専
修
寺

特別法要・事務局だより「宝物舘の設計」・「御本坊」真宗高田派専修寺名古屋別院

術
を
駆
使
し
、
立
体
的
か
つ
未
知
（
普

段
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
高
い
位
置
に

あ
る
彫
り
物
な
ど
）
の
意
匠
を
体
感
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
　

●　
　

●　
　

●　
　

只
今
、
特
別
法
要
事
務
局
で
は
本
事

業
の
ご
懇
志
を
受
け
付
け
て
お
り
ま

す
。ご

志
納
頂
き
ま
し
た
方
の
お
名
前
を

墨
書
し
て
宝
物
館
に
献
納
い
た
し
ま

す
。ま

た
、
２
万
円
以
上
ご
志
納
さ
れ
た

方
の
お
名
前
は
宝
物
館
の
廊
下
壁
面
に

記
銘
い
た
し
ま
す
。

記
銘
に
は
作
業
時
間
が
必
要
な
た

め
、
記
銘
を
ご
希
望
さ
れ
ま
す
方
は
、

令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で
に
、
ご
所
属

の
寺
院
も
し
く
は
特
別
法
要
事
務
局

（
０
５
９‒

２
３
２‒

４
１
７
７
）
ま
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

廊下に映し出された二河白道
文化財活用（VR）室へ向かう廊下は、善導
大師が説かれた「二河白道」のたとえを表現
しています。
向かって右の荒れ狂う水は底なしの欲望、
左の燃え盛る炎は怒りという、人間の煩悩を
表します。
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火
災
後
は
、
境
内
の
焼
け
跡
に
、
空

襲
に
よ
っ
て
住
む
家
を
失
く
し
た
人
達

の
急
造
バ
ラ
ッ
ク
が
建
ち
並
び
、
そ
の

数
は
53
戸
に
も
及
び
ま
し
た
。

終
戦
後
、混
乱
極
ま
る
社
会
の
中
で
、

当
時
輪
番
で
あ
っ
た
三
井
稔
淳
氏
や
、

山
田
音
一
氏
、
坂
久
吉
氏
、
坂
常
作
氏
、

佐
野
亮
三
氏
ら
の
粉
骨
砕
身
の
尽
力
に

よ
っ
て
、
バ
ラ
ッ
ク
群
の
立
ち
退
き
を

実
現
さ
せ
、
ま
た
本
堂
、
庫
裏
の
再
建

を
成
し
遂
げ
、
昭
和
27
年(

１
９
５
２

年)

に
落
慶
法
要
を
行
う
に
至
っ
た
の

で
す
。

昭
和
36
年(

１
９
６
１
年)

に
は
、

戦
争
下
の
金
属
不
足
で
供
出
さ
れ
て
し

ま
っ
た
梵
鐘
の
代
わ
り
と
し
て
、
一
山

会
（
坂
種
報
徳
会
の
姉
妹
財
団
）
の
寄

進
に
よ
る
梵
鐘
が
備
え
ら
れ
、
一
時
は

失
わ
れ
て
い
た
別
院
と
し
て
の
機
能

が
、
一
つ
一
つ
と
取
り
戻
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。

そ
し
て
、今
日
に
至
り
ま
す
。
現
在
、

名
古
屋
別
院
は
、
主
に
僧
侶
の
研
鑽
の

場
と
し
て
、
ま
た
は
布
教
伝
道
の
場
と

し
て
の
意
義
を
持
ち
つ
つ
日
々
営
ま
れ

て
い
ま
す
。

毎
月
16
日
に
は
定
例
法

話
会
が
行
わ
れ
、
人
生
の
依
り
処
と
な

る
み
教
え
を
、
多
く
の
檀
信
徒
の
方
々

が
聴
聞
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

定
例
法
話
会
は
、会
費
な
ど
も
な
く
、

ど
な
た
で
も
参
詣
し
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
多
く
の
方
々
が
命
を
賭

し
て
護
ら
れ
て
き
た
こ
の
歴
史
あ
る
名

古
屋
別
院
に
、
み
な
さ
ま
お
誘
い
あ
わ

せ
の
上
、
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

（
記
、
名
古
屋
別
院
承
仕

戸
田
栄
信
）

「御本坊」真宗高田派専修寺名古屋別院

本堂内 ( 平成 28 年に行われた一光三尊佛御開扉法要 )

︻
参
考
資
料
︼

・『
高
田
の
寺
々
』
３
頁
~
４
頁

真

宗
高
田
派
宗
務
院1980

・『
愛
知
県
歴
史
全
集
・
寺
院
篇
』
31

頁

愛
知
県
史
誌
出
版
委
員
会

名古屋別院　戦前の別院の絵図
観経曼荼羅（横写真）
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●
讃
佛
会
＝
九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日
　
　
　
　

●
資
堂
講
法
会
＝
十
月
一
日
〜
三
日

●
教
学
院
研
究
発
表
大
会
＝
十
月

三
十
一
日

●
納
骨
堂
法
会
＝
十
一
月
三
日
〜
四
日

●
秋
法
会
＝
十
一
月
五
日
〜
十
日

●
中
興
上
人
御
正
当
＝
十
二
月
八
日

〜
十
日

※
開
催
予
定
の
行
事
に
つ
き
ま
し

て
も
、
感
染
症
対
策
の
た
め
異

な
る
運
営
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
︒
詳
し
く
は
高
田
本
山
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

︵http://w
w
w
.senjuji.or.jp

︶

行

事

案

内

第
九
十
六
回

佛
教
文
化
講
座

      

　
　
　
　
　
　
　
八
月
一
日
〜
五
日
　
　

初
日

法
主
殿

御
親
講

　
　﹁
宇
都
宮
氏
の
成
立
と
展
開
﹂

二
日

三
木
彰
円

先
生

﹃
教
行
信
証
﹄
の
願
い

三
日

蒲
池
勢
至

先
生

現
代
葬
儀
と
真
宗
門
徒
の
生
死

観
︲
亡
き
人
の
ゆ
く
え
︲

四
日

木
村
清
孝

先
生

安
穏
の
世
に
向
か
う
道

五
日

栗
原
廣
海

先
生

親
鸞
聖
人
の
回
向
論

八
月
一
日
か
ら
五
日
ま
で
、
毎

年
恒
例
の
仏
教
文
化
講
座
が
高
田

会
館
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
︒
感
染
症
対
策
を
な
さ
れ
た
中
、

皆
様
熱
心
に
聴
講
さ
れ
ま
し
た
︒

歓
喜
会
＝
八
月
十
四
日
〜
十
六
日

境
内
一
面
に
咲
き
誇
る
蓮
の

中
、
ご
家
族
で
お
御
堂
や
納
骨
堂

こんな行事が
　　　ありました

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
話
し
合
う

高
田
派
青
年
の
集
い

福
島
大
会

寺
院
名

行事報告とお知らせ

六
月
二
十
六
日
（
日
）、
高
田
派
青
年
の
集
い
福

島
大
会
が
二
度
の
延
期
を
経
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
会
津
地
方
の
太
子
信
仰
と
高

田
派
」
と
し
、
福
島
県
南
会
津
の
南
泉
寺
、
自
源
寺

を
参
拝
し
ま
し
た
。
南
泉
寺
で
は
開
会
式
を
行
な
っ

た
あ
と
、
会
津
地
方
の
太
子
信
仰
に
つ
い
て
お
話
い

た
だ
き
ま
し
た
。
自
源
寺
で
は
福
島
の
高
田
派
寺
院

の
現
状
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
い
た
あ
と
、
閉
会
式

を
行
い
ま
し
た
。

感
染
症
対
策
の
た
め
大
幅
に
日

程
を
変
更
し
て
の
開
催
と
な
り
ま

し
た
が
、
参
加
者
も
久
し
ぶ
り
の

大
会
で
、
交
流
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
閉
会
式
で
は
長
年
、
青

年
会
長
を
お
勤
め
い
た
だ
い
た
法

主
殿
が
会
長
職
を
ご
退
任
さ
れ
、

法
嗣
殿
が
会
長
に
ご
就
任
い
た
だ

く
と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

に
お
参
り
さ
れ
る
姿
が
数
多
く
見

受
け
ら
れ
ま
し
た
︒

■
お
七
夜
献
書
展

作
品
募
集

下
記
の
課
題
で
第

52
回
お
七
夜
献
書
展

の
応
募
作
品
を
募
集

し
て
お
り
ま
す
。
詳

細
は
高
田
本
山H

P

を
参
照
、
も
し
く

は
宗
務
院
（
電
話

０
５
９
｜
２
３
２
｜

４
１
７
１
）
ま
で
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

﹃
本
山
だ
よ
り
﹄
題
字
に
つ
い
て

※
法
主
殿
の
御
染
筆
を
、
新
た
に
本
山
だ
よ
り
の
題
字
と
し

て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。




