
聞
法
生
活
が
ど
の
よ
う
な
人
を
生
み
、
念
仏
の
世
界
が
ど
う
伝
わ
っ
て
い
く
か
、

小
山
さ
ん
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
見
開
き
ペ
ー
ジ
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

写
真
は
、
お
そ
ら
く
七
十
二
歳
頃
の
胃
が
ん
手
術
前
後
で
し
ょ
う
。
心
配
が
不

安
や
妄
想
を
絶
え
ず
引
き
起
こ
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
帰
る
確
か
な
世
界
を
持
っ

た
人
の
「光
顔
巍
巍
」た
る
お
姿
と
、
拝
察
し
ま
し
た
。

小山貞子さん

大
谷
暢
裕
御
門
首
は
二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
十
日
の
門
主
継
承
式
で

「
人
生
が
念
仏
に
始
ま
り
、
人
生
を
終
え
る
時
、
念
仏
の
世
界
に
帰
る
。

こ
の
真
宗
の
教
え
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
世
界
中
の
人
々
に
届
け
る
こ

と
が
、
真
宗
に
縁
を
い
た
だ
い
た
私
ど
も
の
大
切
な
使
命
で
す
。」
と
表

白
さ
れ
、
「
世
界
中
の
人
々
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
届
け
、
「
四
海
の

内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」
の
同
朋
の
輪
の
広
が
り
に
微
力
を
尽
く
し

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
ご
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。

真
宗
大
谷
派
講
師
池
田
勇
諦
先
生
は
、
こ
の
ご
門
首
の
一
連
の
お
言

葉
を
受
け
て
「
本
当
に
こ
ん
に
ち
の
問
題
、
課
題
が
何
で
あ
る
か
、
従

っ
て
私
た
ち
は
ど
こ
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
こ
と
を

一
点
、
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
と
て
も
大
切
な
お
示
し

で
あ
っ
た
と
、
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
こ
と
を
い
た
だ
き
ま
す
と
、
来
る
慶
讃
法
要
と
い
う
の
は
、

私
ど
も
が
お
勤
め
す
る
と
い
う
こ
と
に
先
立
っ
て
、
ご
法
要
か
ら
私
た

ち
が
願
わ
れ
て
い
る
、
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
何
が

要
請
さ
れ
て
い
る
か
。
ぞ
れ
こ
そ
は
今
申
し
た
「
回
帰
」
、
南
無
阿
弥
陀

仏
の
こ
の
い
の
ち
に
回
帰
す
る
、
根
源
的
連
帯
に
帰
る
。
こ
の
一
点
で

す
。」
と
「
真
宗
本
廟
お
待
ち
受
け
大
会
・
本
廟
創
立
七
百
五
十
年
大
会
」

（
二
〇
二
一
年
四
月
五
日
）
の
記
念
法
話
で
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

慶
讃
法
要
は
、
二
〇
二
三
年
三
月
～
四
月
に
真
宗
本
廟
（
京
都
東
本

願
寺
）
で
お
勤
め
さ
れ
ま
す
。

勝
善
寺
で
は
、
真
宗
の
教
え
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
伝
え
る
た
め
に
、

次
の
呼
び
か
け
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

一

毎
日
、
御
本
尊
を
礼
拝
し
、
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う
。

一

月
に
一
度
は
、
寺
に
足
を
運
び
聞
法
し
ま
し
ょ
う
。

一

法
名
を
い
た
だ
き
仏
教
徒
の
自
覚
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
今
後
の
聞
法
の
場
で
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
の
い
の
ち
に

回
帰
す
る
。
根
源
的
連
帯
に
回
帰
す
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
を
学
び
考
え
語
り
合
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

今
、
こ
の
法
要
へ
の
参
拝
旅
行
を
計
画
中
で
す
。
座
席
確
保
の
都
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
四
月
中
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
に
よ
り
、
中
止
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

日
本
国
憲
法

「
日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念

願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す

る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国

民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ

れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う

と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を

維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏

狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う

と
努
め
て
い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、

名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
う
。

わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ

と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
を
免
れ
、
平
和

の
内
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
」（「
前
文
」
か
ら
抜
粋
）

ロ
シ
ア
大
統
領
プ
ー
チ
ン
の
行
為

に
よ
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
は
「
安

全
と
生
存
」
が
奪
わ
れ
「
専
制
と
隷

従
、
圧
迫
と
偏
狭
」
に
覆
わ
れ
た
。

今
、
こ
の
事
態
が
お
さ
ま
る
見
通

し
は
、
ま
っ
た
く
無
い
。
こ
れ
に
よ

り
、
世
界
が
そ
し
て
日
本
が
、
ど
う

変
化
し
て
い
く
か
、
不
安
で
あ
り
恐

ろ
し
く
も
あ
る
。

月
曜
朝
の
お
勤
め
で
、
こ
の
こ
と

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

プ
ー
チ
ン
の
暴
挙
に
強
く
憤
り
、

そ
れ
を
止
め
ら
れ
な
い
虚
し
さ
を
感

じ
て
い
ま
す
の
で
、
「
帝
政
ロ
シ
ア
を

倒
し
た
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
国
民
が
プ

ー
チ
ン
政
権
を
倒
す
し
か
な
い
」
と

か
「
プ
ー
チ
ン
が
殺
さ
れ
れ
ば
、
と

い
う
思
い
が
起
こ
り
ま
す
」
な
ど
と

話
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
何
人
か

の
方
が
す
か
さ
ず
「
そ
う
思
う
。」
と

同
調
、
さ
ら
に
正
義
の
旗
を
振
り
「
目

に
は
目
を
歯
に
は
歯
を
だ
。」
と
感
情

が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
ま
す
。

恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。
仏
さ
ま
の

前
で
私
た
ち
は
、
人
殺
し
を
し
よ
う

と
意
気
投
合
し
て
い
た
の
で
す
。

さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
、

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
。

『
歎
異
抄
』

親
鸞
聖
人
は
、
条
件
さ
え
整
え
ば

人
間
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
す
る
と
。

さ
ら
に
「
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
、

こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ

じ
と
お
も
う
と
も
、
百
人
千
人
を
こ

ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
も
仰
い

ま
し
た
。
心
の
善
悪
が
行
為
を
決
め

る
わ
け
で
は
な
い
と
。

こ
の
考
え
は
、
善
行
を
勧
め
悪
行

を
懲
ら
し
め
る
常
識
で
は
、
理
解
で

き
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
が
人

間
存
在
の
事
実
だ
と
、
親
鸞
聖
人
は

教
え
ま
す
。

題
字
下
の
言
葉
は
親
鸞
聖
人
が
、

念
仏
の
是
非
を
め
ぐ
る
争
い
の
矢
面

に
立
た
さ
れ
て
い
た
関
東
の
門
弟
た

ち
の
代
表
に
、
京
都
か
ら
差
し
出
し

た
手
紙
の
言
葉
で
す
。

念
仏
に
は
、
戦
争
を
止
め
る
力
も

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
退
散
さ
せ
る
力

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
「
世
の

な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」

と
思
う
心
が
私
に
起
こ
り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
私
に
起
こ
り
来
る
こ
と

が
、
縁
あ
れ
ば
何
で
も
し
て
し
ま
う

私
で
あ
る
と
、
目
覚
め
さ
せ
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

光といのち
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親
鸞
聖
人

世
の
な
か
安
穏
な
れ
、

仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
、

お
ぼ
し
め
す
べ
し
。

『
御
消
息
集
』

春
彼
岸
会

三
月
二
十
一
日
（
月
）
春
分
の
日

十
時
～
十
一
時
半

「
正
信
偈
」
な
ど
を
お
勤
め
し
た

後
に
住
職
が
法
話
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
限
定
公
開
で
配
信
し

ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
メ
ー
ル

で
「
お
参
り
し
ま
す
」
と
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

境内のサクラの木に

ついた苔を消毒して

いる川名喜昭さん。

－１月１８日(火)－



小
山
貞
子
さ
ん
は
、
曽
我
量

深
師
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
教

え
に
出
遇
い
、
師
の
教
え
を
聞

き
続
け
体
得
さ
れ
た
念
仏
の
人

で
す
。

貞
子
さ
ん
が
二
十
六
歳
の
時

に
亡
く
な
っ
た
夫
の
、
五
十
回

忌
の
記
念
品
と
し
て
編
修
さ
れ

た
『ま
る
も
う
け

ー
み
ん
な
の
本

ー
』
と
い
う
冊
子
の
冒
頭
に
、
右

の
「
主
人
の
遺
言
」
が
あ
り
ま

す
。
貞
子
さ
ん
の
一
生
を
決
定

し
た
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
。

貞
子
さ
ん
が
師
事
し
た
曽
我

量
深
師
は
、
現
在
私
た
ち
を
育

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
先
生
方
や

そ
の
ま
た
先
生
方
が
、
師
と
仰

ぐ
真
宗
大
谷
派
僧
侶
で
す
。

下
の
「
唯
今
に
生
き
る
」
は
、

毎
年
報
恩
講
法
話
を
お
願
い
し

主
人
の
遺
言

い
ろ
い
ろ
つ
ら
い
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
が
、
ど
う
か

念
仏
に
か
へ
て

た
の
む
で
な
・
・
・
と

昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
二
日

三
十
八
才

て
い
る
百
々
海

真

先
生
の
御
尊

ど

ど

み

し

ん

父
百
々
海

怜

師
が
、
そ
の
冊

さ
と
し

子
に
寄
せ
た
も
の
で
す
。

左
頁
の
「小
山
貞
子
記
『ま
る
も

う
け
』」
は
、
池
田
勇
諦
先
生
の
講

義
録
か
ら
の
抜
粋
で
す
。

小
山
貞
子
さ
ん
は
、
あ
と
が

き
に
「曽
我
先
生
は
ご
法
話
の
中

で
、
大
き
な
池
に
石
を
投
げ
込

ん
だ
ら
、
初
め
の
う
ち
は
小
さ

な
輪
で
も
大
き
な
輪
に
な
っ
て

行
き
、
し
ま
い
に
池
い
っ
ぱ
い

の
輪
に
な
っ
て
し
ま
う
と
申
さ

れ
た
こ
と
を
、
今
こ
の
出
版
の

ご
縁
に
よ
っ
て
ほ
ん
と
う
に
そ

お
な
っ
て
い
る
な
あ
と
な
つ
か

し
く
思
わ
れ
ま
す
。
」
と
書
い
て

い
ま
す
。

今
、
私
に
ま
で
、
そ
の
輪
が
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。南無

阿
弥
陀
仏

唯
今
に
生
き
て
い
る
小
山
貞
子
さ
ん

た
だ

小
山
貞
子
さ
ん
と
初
め
て
お
会
い

し
た
の
は
、
平
成
四
年
一
月
五
日
、
東

京
の
法
友
、
山
上
一
宝
さ
ん
宅
で
の

新
年
会
の
席
上
だ
。

顔
を
会
わ
せ
た
と
た
ん
、
早
速
、

「
小
山
さ
ん
、
あ
な
た
は
曽
我
量
深
先

生
か
ら
随
分
と
長
い
間
仏
法
を
聞
い

て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
な
に

を
聞
か
れ
ま
し
た
か
」
と
お
た
ず
ね
し

た
ら
、
即
刻
、

「唯
今
を
頂
戴
す
る
と
い
う
こ
と
を
お

し
え
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
、
す
ば
ら

し
い
答
が
返
っ
て
き
た
。
こ
ん
な
人

に
遇
え
た
こ
と
が
た
ま
ら
な
く
う
れ

し
か
っ
た
こ
と
を
未
だ
に
覚
え
て
い

る
。小

山
さ
ん
の
言
葉
に
は
、
教
学
用

語
も
、
一
切
の
説
明
も
な
い
。

人
間
の
は
か
ら
い
を
こ
え
て
動
い

て
く
る
宗
教
的
直
観
の
ま
ま
が
、
身

を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
く
る
。
小
山

さ
ん
は
よ
く
「私
の
言
葉
を
覚
え
て
い

て
く
れ
た
こ
と
が
う
れ
し
い
」
と
言

う
。
決
し
て
自
惚
れ
で
は
な
い
。
小
山

さ
ん
自
身
が
、
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り

た
る
言
葉
」
と
楽
し
ん
で
い
る
。
だ
か

ら
、
聞
い
て
う
な
ず
い
て
く
れ
る
と
、

如
来
の
言
葉
だ
と

証

し
て
く
れ
た

あ
か
し

と
う
れ
し
い
の
だ
ろ
う
。

初
め
て
お
会
い
し
て
か
ら
既
に
三

年
。
電
話
で
、
葉
書
で
、
ま
た
直
接
小

山
さ
ん
に
お
会
い
す
る
た
び
に
、
な

る
ほ
ど
、
こ
の
人
は
、
私
の
考
え
の
つ

く
り
だ
す
観
念
の
過
去
や
未
来
に
し

ば
ら
れ
ず
、
〝
唯
今
を
頂
戴
し
て
い

る
人
だ
″
と
教
え
ら
れ
る
。

昨
年
の
十
一
月
、
た
ま
た
ま
、
九
州

の
長
仁
寺
に
電
話
を
し
た
ら
、
小
山

さ
ん
が
法
縁
で
来
て
お
ら
れ
る
と
い

う
。
電
話
口
に
出
て
も
ら
い
、
大
病
で

手
術
を
さ
れ
た
あ
と
な
の
で
、
つ
い

世
間
ご
こ
ろ
で
、
「
小
山
さ
ん
、
長
旅

は
大
丈
夫
？
身
体
に
こ
た
え
な
い
？

…
…
」

と
言
っ
た
ら
、

「
の
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
世
界
が
確

か
だ
か
ら
ネ
」
と
言
う
。
臨
機
応
変
の

と
っ
さ
の
明
答
だ
。
内
心
や
ら
れ
た

な
ー
と
頭
を
か
き
か
き
、
ま
た
、
こ
に

く
ら
し
い
バ
ァ
さ
ん
と
も
感
じ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。

小
山
さ
ん
に
は
、
自
分
用
の
畠
が

あ
る
。
小
山
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
畠

は
、
一
切
を
う
け
い
れ
消
化
し
、
野
菜

の
そ
れ
ぞ
れ
を
光
ら
せ
る
浄
土
で
あ

り
、
ま
た
、
い
つ
も
、
大
根
や
に
ん
じ

ん
と
話
を
し
て
い
る
と
い
う
。
故
曽

我
量
深
先
生
の
「宿
業
は
本
能
な
れ
ば

則
ち
諸
仏
と
感
應
道
交
す
」
と
い
う
教

え
を
、
体
感
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

曽
我
量
深
先
生
の
教
え
を
実
に
ね

ん
ご
ろ
に
説
い
て
く
だ
さ
る
先
生
は

あ
り
が
た
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
私

の
よ
う
な
愚
痴
坊
主
に
は
曽
我
先
生

の
教
え
を
生
活
を
通
し
て
実
証
し
て

く
だ
さ
る
方
は
、
実
に
大
切
な
ご
同

朋
で
あ
る
。

「
寺
宝
と
は
、
ホ
ン
モ
ノ
の
一
人
の

念
仏
者
」
と
、
小
山
さ
ん
の
善
知
識
、

福
井
県
武
生
市
浄
秀
寺
の
故
松
原
現

筌
師
に
教
え
ら
れ
る
想
い
に
う
た
れ

る
昨
今
で
あ
る
。

東
京
港
区
了
善
寺
住
職
百
々
海

怜

ど

ど

み

さ
と
し

小
山
貞
子
記
『ま
る
も
う
け
』

『ま
る
も
う
け
ー
み
ん
な
の
本
ー
』に

掲
載
さ
れ
て
い
る
福
井
県
武
生
の
河
野

さ
ん
と
い
う
人
が
書
い
た
亡
夫
の
五
十

回
忌
に
当
た
り
」
と
い
う
文
章
を
読
み

ま
す
。
「も
う
今
か
ら
四
十
何
年
昔
の
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
小
山
さ
ん
と
私
は

浄
秀
寺
の
門
徒
仲
間
で
あ
り
、
聞
法
の

同
志
で
あ
る
の
で
毎
月
の
よ
う
に
話
し

合
い
ま
す
。
あ
る
時
、
曽
我
量
深
先
生

の
講
義
が
浄
秀
寺
で
開
催
さ
れ
た
時
で

し
た
。
休
憩
時
間
に
私
か
ら
問
い
掛
け

た
こ
と
で
す
。
私
曰
く
、
「
小
山
さ
ん
、

子
供
さ
ん
二
人
あ
っ
て
、
夫
に
先
立
た

れ
て
、
な
か
な
か
大
変
で
す
ね
。
し
か

し
、
こ
れ
か
ら
生
涯
送
る
に
つ
い
て
色

々
お
考
え
で
し
ょ
う
が
、
再
婚
と
い
う

こ
と
は
お
考
え
で
な
い
で
す
か
。
そ
の

若
さ
で
は
誰
で
も
考
え
ま
す
が
、
私
も

心
当
た
り
が
あ
る
の
で
お
尋
ね
し
ま
す

が
」と
問
い
掛
け
た
訳
で
す
。
小
山
さ
ん

日
く
、
「有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は

夫
が
先
立
っ
た
こ
と
を
受
け
て
肝
に
銘

じ
た
の
で
す
。
夫
は
単
に
先
立
っ
た
の

で
は
な
く
、
〝
お
前
の
幸
せ
は
教
え
に

遇
う
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
ぞ
〟
と

大
き
な
問
題
を
宿
題
に
し
て
先
立
っ
た

と
私
は
受
け
取
っ
て
い
ま
す
の
で
、
私

の
人
生
は
こ
れ
か
ら
が
本
当
の
人
生
と

し
て
出
直
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の

で
す
。
二
人
の
子
供
も
一
人
前
に
育

て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
私
ほ

ど
の
者
が
計
画
や
段
取
、
分
別
で
幸

福
が
確
実
に
決
ま
る
訳
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
ね
。
自
由
自
在
に
聞
法
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
無
理
な
考
え
方

は
し
な
い
で
、
な
る
が
ま
ま
、
あ
る
が

ま
ま
の
生
き
方
で
分
別
は
出
さ
な
い

こ
と
に
し
て
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は

如
来
様
に
お
ま
か
せ
と
思
い
ま
す
」

と
、
は
っ
き
り
言
い
切
ら
れ
ま
し
た
。

私
は
再
婚
の
話
を
持
ち
か
け
た
己
が

恥
ず
か
し
く
思
っ
た
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
開
法
会
ご
と
に
話
し
合

っ
て
い
ま
す
が
彼
女
は
こ
の
点
を
一

つ
に
し
て
自
覚
の
道
を
一
息
一
息
熱

心
に
開
法
に
直
進
さ
れ
て
い
ら
れ
ま

す
」（
『
ま
る
も
う
け
』八
八
～
八
九
頁
）

と
。
再
婚
を
も
打
ち
捨
て
て
こ
の
道

に
生
き
ら
れ
た
小
山
さ
ん
の
心
構

え
、
態
度
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
一

文
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
の
本
か

ら
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
す
。
「
共
に
」

と
い
う
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
自

分
だ
け
喜
ん
で
い
れ
ば
い
い
の
だ
と

い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ

に
つ
い
て
小
山
貞
子
さ
ん
の
お
孫
さ

ん
が
書
い
た
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
い
つ

ま
で
も
長
生
き
し
て
ね
」
と
い
う
文
章

を
読
み
ま
す
。

「お
ば
あ
ち
ゃ
ん
（
小
山
貞
子
）
と

お
母
さ
ん
（
金
丸
悦
子
）
の
観
点
は
、

い
つ
も
そ
の
世
間
の
常
識
と
は
ズ
レ

た
所
に
あ
る
。
世
間
で
悪
い
と
さ
れ

る
も
の
、
善
い
と
さ
れ
る
も
の
に
決

し
て
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
二

人
の
間
に
共
通
し
て
あ
る
信
念
は
、

時
に
幼
か
っ
た
私
を
苦
し
め
た
。
「
な

ぜ
？
ど
う
し
て
？
悪
い
こ
と
は
悪

い
、
善
い
こ
と
は
善
い
…
そ
れ
以
上

何
が
あ
る
の
？
」
と
。
し
か
し
、
今
よ

う
や
く
私
に
も
解
り
か
け
て
き
た
。

善
悪
の
判
断
を
超
え
た
所
に
あ
る
世

界
の
こ
と
が
・
‥
。
そ
れ
だ
け
で
は

と
て
も
間
に
合
わ
な
い
自
分
自
身
の

こ
と
が
・
‥
。
だ
か
ら
今
、
こ
の
す
ば

ら
し
い
感
動
の
世
界
を
与
え
て
く
れ

た
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん
が

い
て
く
れ
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
思

う
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
私
は
、
私
の
子

供
た
ち
に
そ
ん
な
世
界
が
あ
る
ん
だ

よ
。
と
い
う
こ
と
を
言
葉
で
な
く
態

度
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん

が
そ
う
し
て
く
れ
た
よ
う
に
伝
え
ら

れ
た
ら
い
い
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
、
い
つ
ま
で
も
長
生
き

し
て
ね
」
（
『
ま
る
も
う
け
』一
三
〇
～

一
三
一
頁
）
と
。
小
山
さ
ん
は
ご
晩

年
に
胃
癌
の
手
術
を
受
け
て
養
生
を

し
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
頃
に
お
孫
さ

ん
が
今
の
こ
の
文
章
を
書
い
て
お
ら

れ
る
の
で
す
ね
。
そ
し
て
「
自
分
の
子

供
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
」
と
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。
親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫

へ
、
更
に
‥
と
伝
え
て
い
く
。
そ
う
い

う
責
任
感
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も

の
を
あ
ら
わ
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

こ
と
を
、
私
は
本
当
に
尊
い
な
あ
と

感
じ
る
と
同
時
に
、
学
ば
せ
ら
れ
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

伝
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
形
で
、

小
山
さ
ん
と
い
う
人
の
聞
法
の
確
か

さ
が

証

さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
よ

あ
か
し

ね
。
聞
い
た
教
え
が
、
小
山
さ
ん
の
生

き
方
、
生
活
の
場
に
お
け
る
感
覚
と

発
想
と
し
て
具
体
化
し
て
い
る
わ
け

で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
こ
う

い
う
文
章
を
読
む
と
学
ば
せ
ら
れ
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
小
山
さ

ん
の
聞
法
の
確
か
さ
を
皆
さ
ん
方
に

知
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。

小
山
貞
子
さ
ん
の
実
家
が
福

井
県
武
生
市
浄
秀
寺
と
ご
縁
が

あ
り
、
そ
の
住
職
松
原
現

筌
師

げ
ん
せ
ん

が
時
々
曽
我
量
深
師
を
寺
に
招

き
法
座
を
開
い
て
い
た
の
で
、

そ
の
縁
で
貞
子
さ
ん
は
師
に
出

遇
い
、
大
阪
に
転
居
さ
れ
て
か

ら
も
毎
月
浄
秀
寺
で
開
か
れ
る

法
座
で
聞
法
さ
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。

ま
た
貞
子
さ
ん
は
、
福
井
県

の
聞
法
仲
間
の
家
で
、
仏
法
を

語
り
合
う
場
を
開
き
、
多
く
の

方
が
感
化
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

（
『『教
行
信
証
』
に
学
ぶ
六
』
よ
り
）



小
山
貞
子
さ
ん
は
、
曽
我
量

深
師
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
教

え
に
出
遇
い
、
師
の
教
え
を
聞

き
続
け
体
得
さ
れ
た
念
仏
の
人

で
す
。

貞
子
さ
ん
が
二
十
六
歳
の
時

に
亡
く
な
っ
た
夫
の
、
五
十
回

忌
の
記
念
品
と
し
て
編
修
さ
れ

た
『ま
る
も
う
け

ー
み
ん
な
の
本

ー
』
と
い
う
冊
子
の
冒
頭
に
、
右

の
「
主
人
の
遺
言
」
が
あ
り
ま

す
。
貞
子
さ
ん
の
一
生
を
決
定

し
た
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
。

貞
子
さ
ん
が
師
事
し
た
曽
我

量
深
師
は
、
現
在
私
た
ち
を
育

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
先
生
方
や

そ
の
ま
た
先
生
方
が
、
師
と
仰

ぐ
真
宗
大
谷
派
僧
侶
で
す
。

下
の
「
唯
今
に
生
き
る
」
は
、

毎
年
報
恩
講
法
話
を
お
願
い
し

主
人
の
遺
言

い
ろ
い
ろ
つ
ら
い
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
が
、
ど
う
か

念
仏
に
か
へ
て

た
の
む
で
な
・
・
・
と

昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
二
日

三
十
八
才

て
い
る
百
々
海

真

先
生
の
御
尊

ど

ど

み

し

ん

父
百
々
海

怜

師
が
、
そ
の
冊

さ
と
し

子
に
寄
せ
た
も
の
で
す
。

左
頁
の
「小
山
貞
子
記
『ま
る
も

う
け
』」
は
、
池
田
勇
諦
先
生
の
講

義
録
か
ら
の
抜
粋
で
す
。

小
山
貞
子
さ
ん
は
、
あ
と
が

き
に
「曽
我
先
生
は
ご
法
話
の
中

で
、
大
き
な
池
に
石
を
投
げ
込

ん
だ
ら
、
初
め
の
う
ち
は
小
さ

な
輪
で
も
大
き
な
輪
に
な
っ
て

行
き
、
し
ま
い
に
池
い
っ
ぱ
い

の
輪
に
な
っ
て
し
ま
う
と
申
さ

れ
た
こ
と
を
、
今
こ
の
出
版
の

ご
縁
に
よ
っ
て
ほ
ん
と
う
に
そ

お
な
っ
て
い
る
な
あ
と
な
つ
か

し
く
思
わ
れ
ま
す
。
」
と
書
い
て

い
ま
す
。

今
、
私
に
ま
で
、
そ
の
輪
が
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。南無

阿
弥
陀
仏

唯
今
に
生
き
て
い
る
小
山
貞
子
さ
ん

た
だ

小
山
貞
子
さ
ん
と
初
め
て
お
会
い

し
た
の
は
、
平
成
四
年
一
月
五
日
、
東

京
の
法
友
、
山
上
一
宝
さ
ん
宅
で
の

新
年
会
の
席
上
だ
。

顔
を
会
わ
せ
た
と
た
ん
、
早
速
、

「
小
山
さ
ん
、
あ
な
た
は
曽
我
量
深
先

生
か
ら
随
分
と
長
い
間
仏
法
を
聞
い

て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
な
に

を
聞
か
れ
ま
し
た
か
」
と
お
た
ず
ね
し

た
ら
、
即
刻
、

「唯
今
を
頂
戴
す
る
と
い
う
こ
と
を
お

し
え
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
、
す
ば
ら

し
い
答
が
返
っ
て
き
た
。
こ
ん
な
人

に
遇
え
た
こ
と
が
た
ま
ら
な
く
う
れ

し
か
っ
た
こ
と
を
未
だ
に
覚
え
て
い

る
。小

山
さ
ん
の
言
葉
に
は
、
教
学
用

語
も
、
一
切
の
説
明
も
な
い
。

人
間
の
は
か
ら
い
を
こ
え
て
動
い

て
く
る
宗
教
的
直
観
の
ま
ま
が
、
身

を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
く
る
。
小
山

さ
ん
は
よ
く
「私
の
言
葉
を
覚
え
て
い

て
く
れ
た
こ
と
が
う
れ
し
い
」
と
言

う
。
決
し
て
自
惚
れ
で
は
な
い
。
小
山

さ
ん
自
身
が
、
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り

た
る
言
葉
」
と
楽
し
ん
で
い
る
。
だ
か

ら
、
聞
い
て
う
な
ず
い
て
く
れ
る
と
、

如
来
の
言
葉
だ
と

証

し
て
く
れ
た

あ
か
し

と
う
れ
し
い
の
だ
ろ
う
。

初
め
て
お
会
い
し
て
か
ら
既
に
三

年
。
電
話
で
、
葉
書
で
、
ま
た
直
接
小

山
さ
ん
に
お
会
い
す
る
た
び
に
、
な

る
ほ
ど
、
こ
の
人
は
、
私
の
考
え
の
つ

く
り
だ
す
観
念
の
過
去
や
未
来
に
し

ば
ら
れ
ず
、
〝
唯
今
を
頂
戴
し
て
い

る
人
だ
″
と
教
え
ら
れ
る
。

昨
年
の
十
一
月
、
た
ま
た
ま
、
九
州

の
長
仁
寺
に
電
話
を
し
た
ら
、
小
山

さ
ん
が
法
縁
で
来
て
お
ら
れ
る
と
い

う
。
電
話
口
に
出
て
も
ら
い
、
大
病
で

手
術
を
さ
れ
た
あ
と
な
の
で
、
つ
い

世
間
ご
こ
ろ
で
、
「
小
山
さ
ん
、
長
旅

は
大
丈
夫
？
身
体
に
こ
た
え
な
い
？

…
…
」

と
言
っ
た
ら
、

「
の
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
世
界
が
確

か
だ
か
ら
ネ
」
と
言
う
。
臨
機
応
変
の

と
っ
さ
の
明
答
だ
。
内
心
や
ら
れ
た

な
ー
と
頭
を
か
き
か
き
、
ま
た
、
こ
に

く
ら
し
い
バ
ァ
さ
ん
と
も
感
じ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。

小
山
さ
ん
に
は
、
自
分
用
の
畠
が

あ
る
。
小
山
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
畠

は
、
一
切
を
う
け
い
れ
消
化
し
、
野
菜

の
そ
れ
ぞ
れ
を
光
ら
せ
る
浄
土
で
あ

り
、
ま
た
、
い
つ
も
、
大
根
や
に
ん
じ

ん
と
話
を
し
て
い
る
と
い
う
。
故
曽

我
量
深
先
生
の
「宿
業
は
本
能
な
れ
ば

則
ち
諸
仏
と
感
應
道
交
す
」
と
い
う
教

え
を
、
体
感
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

曽
我
量
深
先
生
の
教
え
を
実
に
ね

ん
ご
ろ
に
説
い
て
く
だ
さ
る
先
生
は

あ
り
が
た
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
私

の
よ
う
な
愚
痴
坊
主
に
は
曽
我
先
生

の
教
え
を
生
活
を
通
し
て
実
証
し
て

く
だ
さ
る
方
は
、
実
に
大
切
な
ご
同

朋
で
あ
る
。

「
寺
宝
と
は
、
ホ
ン
モ
ノ
の
一
人
の

念
仏
者
」
と
、
小
山
さ
ん
の
善
知
識
、

福
井
県
武
生
市
浄
秀
寺
の
故
松
原
現

筌
師
に
教
え
ら
れ
る
想
い
に
う
た
れ

る
昨
今
で
あ
る
。

東
京
港
区
了
善
寺
住
職
百
々
海

怜

ど

ど

み

さ
と
し

小
山
貞
子
記
『ま
る
も
う
け
』

『ま
る
も
う
け
ー
み
ん
な
の
本
ー
』に

掲
載
さ
れ
て
い
る
福
井
県
武
生
の
河
野

さ
ん
と
い
う
人
が
書
い
た
亡
夫
の
五
十

回
忌
に
当
た
り
」
と
い
う
文
章
を
読
み

ま
す
。
「も
う
今
か
ら
四
十
何
年
昔
の
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
小
山
さ
ん
と
私
は

浄
秀
寺
の
門
徒
仲
間
で
あ
り
、
聞
法
の

同
志
で
あ
る
の
で
毎
月
の
よ
う
に
話
し

合
い
ま
す
。
あ
る
時
、
曽
我
量
深
先
生

の
講
義
が
浄
秀
寺
で
開
催
さ
れ
た
時
で

し
た
。
休
憩
時
間
に
私
か
ら
問
い
掛
け

た
こ
と
で
す
。
私
曰
く
、
「
小
山
さ
ん
、

子
供
さ
ん
二
人
あ
っ
て
、
夫
に
先
立
た

れ
て
、
な
か
な
か
大
変
で
す
ね
。
し
か

し
、
こ
れ
か
ら
生
涯
送
る
に
つ
い
て
色

々
お
考
え
で
し
ょ
う
が
、
再
婚
と
い
う

こ
と
は
お
考
え
で
な
い
で
す
か
。
そ
の

若
さ
で
は
誰
で
も
考
え
ま
す
が
、
私
も

心
当
た
り
が
あ
る
の
で
お
尋
ね
し
ま
す

が
」と
問
い
掛
け
た
訳
で
す
。
小
山
さ
ん

日
く
、
「有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は

夫
が
先
立
っ
た
こ
と
を
受
け
て
肝
に
銘

じ
た
の
で
す
。
夫
は
単
に
先
立
っ
た
の

で
は
な
く
、
〝
お
前
の
幸
せ
は
教
え
に

遇
う
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
ぞ
〟
と

大
き
な
問
題
を
宿
題
に
し
て
先
立
っ
た

と
私
は
受
け
取
っ
て
い
ま
す
の
で
、
私

の
人
生
は
こ
れ
か
ら
が
本
当
の
人
生
と

し
て
出
直
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の

で
す
。
二
人
の
子
供
も
一
人
前
に
育

て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
私
ほ

ど
の
者
が
計
画
や
段
取
、
分
別
で
幸

福
が
確
実
に
決
ま
る
訳
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
ね
。
自
由
自
在
に
聞
法
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
無
理
な
考
え
方

は
し
な
い
で
、
な
る
が
ま
ま
、
あ
る
が

ま
ま
の
生
き
方
で
分
別
は
出
さ
な
い

こ
と
に
し
て
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は

如
来
様
に
お
ま
か
せ
と
思
い
ま
す
」

と
、
は
っ
き
り
言
い
切
ら
れ
ま
し
た
。

私
は
再
婚
の
話
を
持
ち
か
け
た
己
が

恥
ず
か
し
く
思
っ
た
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
開
法
会
ご
と
に
話
し
合

っ
て
い
ま
す
が
彼
女
は
こ
の
点
を
一

つ
に
し
て
自
覚
の
道
を
一
息
一
息
熱

心
に
開
法
に
直
進
さ
れ
て
い
ら
れ
ま

す
」（
『
ま
る
も
う
け
』八
八
～
八
九
頁
）

と
。
再
婚
を
も
打
ち
捨
て
て
こ
の
道

に
生
き
ら
れ
た
小
山
さ
ん
の
心
構

え
、
態
度
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
一

文
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
の
本
か

ら
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
す
。
「
共
に
」

と
い
う
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
自

分
だ
け
喜
ん
で
い
れ
ば
い
い
の
だ
と

い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ

に
つ
い
て
小
山
貞
子
さ
ん
の
お
孫
さ

ん
が
書
い
た
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
い
つ

ま
で
も
長
生
き
し
て
ね
」
と
い
う
文
章

を
読
み
ま
す
。

「お
ば
あ
ち
ゃ
ん
（
小
山
貞
子
）
と

お
母
さ
ん
（
金
丸
悦
子
）
の
観
点
は
、

い
つ
も
そ
の
世
間
の
常
識
と
は
ズ
レ

た
所
に
あ
る
。
世
間
で
悪
い
と
さ
れ

る
も
の
、
善
い
と
さ
れ
る
も
の
に
決

し
て
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
二

人
の
間
に
共
通
し
て
あ
る
信
念
は
、

時
に
幼
か
っ
た
私
を
苦
し
め
た
。
「
な

ぜ
？
ど
う
し
て
？
悪
い
こ
と
は
悪

い
、
善
い
こ
と
は
善
い
…
そ
れ
以
上

何
が
あ
る
の
？
」
と
。
し
か
し
、
今
よ

う
や
く
私
に
も
解
り
か
け
て
き
た
。

善
悪
の
判
断
を
超
え
た
所
に
あ
る
世

界
の
こ
と
が
・
‥
。
そ
れ
だ
け
で
は

と
て
も
間
に
合
わ
な
い
自
分
自
身
の

こ
と
が
・
‥
。
だ
か
ら
今
、
こ
の
す
ば

ら
し
い
感
動
の
世
界
を
与
え
て
く
れ

た
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん
が

い
て
く
れ
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
思

う
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
私
は
、
私
の
子

供
た
ち
に
そ
ん
な
世
界
が
あ
る
ん
だ

よ
。
と
い
う
こ
と
を
言
葉
で
な
く
態

度
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん

が
そ
う
し
て
く
れ
た
よ
う
に
伝
え
ら

れ
た
ら
い
い
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
、
い
つ
ま
で
も
長
生
き

し
て
ね
」
（
『
ま
る
も
う
け
』一
三
〇
～

一
三
一
頁
）
と
。
小
山
さ
ん
は
ご
晩

年
に
胃
癌
の
手
術
を
受
け
て
養
生
を

し
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
頃
に
お
孫
さ

ん
が
今
の
こ
の
文
章
を
書
い
て
お
ら

れ
る
の
で
す
ね
。
そ
し
て
「
自
分
の
子

供
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
」
と
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。
親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫

へ
、
更
に
‥
と
伝
え
て
い
く
。
そ
う
い

う
責
任
感
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も

の
を
あ
ら
わ
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

こ
と
を
、
私
は
本
当
に
尊
い
な
あ
と

感
じ
る
と
同
時
に
、
学
ば
せ
ら
れ
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

伝
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
形
で
、

小
山
さ
ん
と
い
う
人
の
聞
法
の
確
か

さ
が

証

さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
よ

あ
か
し

ね
。
聞
い
た
教
え
が
、
小
山
さ
ん
の
生

き
方
、
生
活
の
場
に
お
け
る
感
覚
と

発
想
と
し
て
具
体
化
し
て
い
る
わ
け

で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
こ
う

い
う
文
章
を
読
む
と
学
ば
せ
ら
れ
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
小
山
さ

ん
の
聞
法
の
確
か
さ
を
皆
さ
ん
方
に

知
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。

小
山
貞
子
さ
ん
の
実
家
が
福

井
県
武
生
市
浄
秀
寺
と
ご
縁
が

あ
り
、
そ
の
住
職
松
原
現

筌
師

げ
ん
せ
ん

が
時
々
曽
我
量
深
師
を
寺
に
招

き
法
座
を
開
い
て
い
た
の
で
、

そ
の
縁
で
貞
子
さ
ん
は
師
に
出

遇
い
、
大
阪
に
転
居
さ
れ
て
か

ら
も
毎
月
浄
秀
寺
で
開
か
れ
る

法
座
で
聞
法
さ
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。

ま
た
貞
子
さ
ん
は
、
福
井
県

の
聞
法
仲
間
の
家
で
、
仏
法
を

語
り
合
う
場
を
開
き
、
多
く
の

方
が
感
化
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

（
『『教
行
信
証
』
に
学
ぶ
六
』
よ
り
）



聞
法
生
活
が
ど
の
よ
う
な
人
を
生
み
、
念
仏
の
世
界
が
ど
う
伝
わ
っ
て
い
く
か
、

小
山
さ
ん
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
見
開
き
ペ
ー
ジ
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

写
真
は
、
お
そ
ら
く
七
十
二
歳
頃
の
胃
が
ん
手
術
前
後
で
し
ょ
う
。
心
配
が
不

安
や
妄
想
を
絶
え
ず
引
き
起
こ
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
帰
る
確
か
な
世
界
を
持
っ

た
人
の
「光
顔
巍
巍
」た
る
お
姿
と
、
拝
察
し
ま
し
た
。

小山貞子さん

大
谷
暢
裕
御
門
首
は
二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
十
日
の
門
主
継
承
式
で

「
人
生
が
念
仏
に
始
ま
り
、
人
生
を
終
え
る
時
、
念
仏
の
世
界
に
帰
る
。

こ
の
真
宗
の
教
え
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
世
界
中
の
人
々
に
届
け
る
こ

と
が
、
真
宗
に
縁
を
い
た
だ
い
た
私
ど
も
の
大
切
な
使
命
で
す
。」
と
表

白
さ
れ
、
「
世
界
中
の
人
々
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
届
け
、
「
四
海
の

内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」
の
同
朋
の
輪
の
広
が
り
に
微
力
を
尽
く
し

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
ご
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。

真
宗
大
谷
派
講
師
池
田
勇
諦
先
生
は
、
こ
の
ご
門
首
の
一
連
の
お
言

葉
を
受
け
て
「
本
当
に
こ
ん
に
ち
の
問
題
、
課
題
が
何
で
あ
る
か
、
従

っ
て
私
た
ち
は
ど
こ
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
こ
と
を

一
点
、
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
と
て
も
大
切
な
お
示
し

で
あ
っ
た
と
、
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
こ
と
を
い
た
だ
き
ま
す
と
、
来
る
慶
讃
法
要
と
い
う
の
は
、

私
ど
も
が
お
勤
め
す
る
と
い
う
こ
と
に
先
立
っ
て
、
ご
法
要
か
ら
私
た

ち
が
願
わ
れ
て
い
る
、
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
何
が

要
請
さ
れ
て
い
る
か
。
ぞ
れ
こ
そ
は
今
申
し
た
「
回
帰
」
、
南
無
阿
弥
陀

仏
の
こ
の
い
の
ち
に
回
帰
す
る
、
根
源
的
連
帯
に
帰
る
。
こ
の
一
点
で

す
。」
と
「
真
宗
本
廟
お
待
ち
受
け
大
会
・
本
廟
創
立
七
百
五
十
年
大
会
」

（
二
〇
二
一
年
四
月
五
日
）
の
記
念
法
話
で
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

慶
讃
法
要
は
、
二
〇
二
三
年
三
月
～
四
月
に
真
宗
本
廟
（
京
都
東
本

願
寺
）
で
お
勤
め
さ
れ
ま
す
。

勝
善
寺
で
は
、
真
宗
の
教
え
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
伝
え
る
た
め
に
、

次
の
呼
び
か
け
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

一

毎
日
、
御
本
尊
を
礼
拝
し
、
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う
。

一

月
に
一
度
は
、
寺
に
足
を
運
び
聞
法
し
ま
し
ょ
う
。

一

法
名
を
い
た
だ
き
仏
教
徒
の
自
覚
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
今
後
の
聞
法
の
場
で
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
の
い
の
ち
に

回
帰
す
る
。
根
源
的
連
帯
に
回
帰
す
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
を
学
び
考
え
語
り
合
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

今
、
こ
の
法
要
へ
の
参
拝
旅
行
を
計
画
中
で
す
。
座
席
確
保
の
都
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
四
月
中
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
に
よ
り
、
中
止
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

日
本
国
憲
法

「
日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念

願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す

る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国

民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ

れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う

と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を

維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏

狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う

と
努
め
て
い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、

名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
う
。

わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ

と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
を
免
れ
、
平
和

の
内
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
」（「
前
文
」
か
ら
抜
粋
）

ロ
シ
ア
大
統
領
プ
ー
チ
ン
の
行
為

に
よ
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
は
「
安

全
と
生
存
」
が
奪
わ
れ
「
専
制
と
隷

従
、
圧
迫
と
偏
狭
」
に
覆
わ
れ
た
。

今
、
こ
の
事
態
が
お
さ
ま
る
見
通

し
は
、
ま
っ
た
く
無
い
。
こ
れ
に
よ

り
、
世
界
が
そ
し
て
日
本
が
、
ど
う

変
化
し
て
い
く
か
、
不
安
で
あ
り
恐

ろ
し
く
も
あ
る
。

月
曜
朝
の
お
勤
め
で
、
こ
の
こ
と

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

プ
ー
チ
ン
の
暴
挙
に
強
く
憤
り
、

そ
れ
を
止
め
ら
れ
な
い
虚
し
さ
を
感

じ
て
い
ま
す
の
で
、
「
帝
政
ロ
シ
ア
を

倒
し
た
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
国
民
が
プ

ー
チ
ン
政
権
を
倒
す
し
か
な
い
」
と

か
「
プ
ー
チ
ン
が
殺
さ
れ
れ
ば
、
と

い
う
思
い
が
起
こ
り
ま
す
」
な
ど
と

話
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
何
人
か

の
方
が
す
か
さ
ず
「
そ
う
思
う
。」
と

同
調
、
さ
ら
に
正
義
の
旗
を
振
り
「
目

に
は
目
を
歯
に
は
歯
を
だ
。」
と
感
情

が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
ま
す
。

恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。
仏
さ
ま
の

前
で
私
た
ち
は
、
人
殺
し
を
し
よ
う

と
意
気
投
合
し
て
い
た
の
で
す
。

さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
、

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
。

『
歎
異
抄
』

親
鸞
聖
人
は
、
条
件
さ
え
整
え
ば

人
間
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
す
る
と
。

さ
ら
に
「
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
、

こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ

じ
と
お
も
う
と
も
、
百
人
千
人
を
こ

ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
も
仰
い

ま
し
た
。
心
の
善
悪
が
行
為
を
決
め

る
わ
け
で
は
な
い
と
。

こ
の
考
え
は
、
善
行
を
勧
め
悪
行

を
懲
ら
し
め
る
常
識
で
は
、
理
解
で

き
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
が
人

間
存
在
の
事
実
だ
と
、
親
鸞
聖
人
は

教
え
ま
す
。

題
字
下
の
言
葉
は
親
鸞
聖
人
が
、

念
仏
の
是
非
を
め
ぐ
る
争
い
の
矢
面

に
立
た
さ
れ
て
い
た
関
東
の
門
弟
た

ち
の
代
表
に
、
京
都
か
ら
差
し
出
し

た
手
紙
の
言
葉
で
す
。

念
仏
に
は
、
戦
争
を
止
め
る
力
も

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
退
散
さ
せ
る
力

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
「
世
の

な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」

と
思
う
心
が
私
に
起
こ
り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
私
に
起
こ
り
来
る
こ
と

が
、
縁
あ
れ
ば
何
で
も
し
て
し
ま
う

私
で
あ
る
と
、
目
覚
め
さ
せ
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
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親
鸞
聖
人

世
の
な
か
安
穏
な
れ
、

仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
、

お
ぼ
し
め
す
べ
し
。

『
御
消
息
集
』

春
彼
岸
会

三
月
二
十
一
日
（
月
）
春
分
の
日

十
時
～
十
一
時
半

「
正
信
偈
」
な
ど
を
お
勤
め
し
た

後
に
住
職
が
法
話
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
限
定
公
開
で
配
信
し

ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
メ
ー
ル

で
「
お
参
り
し
ま
す
」
と
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

境内のサクラの木に

ついた苔を消毒して

いる川名喜昭さん。

－１月１８日(火)－
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