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わ
れ
に
来
た
り
て
わ
れ
と

一
つ
に
な
っ
た
こ

と
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

親
鸞
聖
人
は

「
私
が
如
来
の
み
名
を
称
え

る
」
と
い
う
こ
と
は

「
親
を
呼
ぶ
声
」

と
し

て
の
報
恩
の
念
仏
と
、

私
の
日
か
ら
で
て
く

だ
さ
る
「
如
来
の
呼
び
声
、
親
の
呼
び
声
」
と

し
て
の
聴
間
の
念
仏
の
一
う
の
内
容
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。

一　
親
を
呼
ぶ
声

（報
恩
）
の
念
仏
は
、
南
無

一
は
帰
命
，
帰
順
、
教
命
で
あ
る
。

一

「
阿
弥
陀
仏
の
教
命
に
帰
順
す
る
」
仰
せ
に

，
任
せ
る
、　
お
ま
か
せ
し
た
信
心
の
と
こ
ろ
に

一
往
生
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後

一
の
称
名
は
報
恩
行
と
な
る
。

一　
親
の
呼
び
声

（聴
聞
）
と
し
て
の
念
仏
は
、

一
本
典
行
巻
の
六
字
釈
に

「
南
無
の
百
は
帰
命

一
な
り
」
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
と
あ
る
。
そ
れ
に

一
命
は

「
命
に
帰
す
る
」
で
は
な
く

「
帰
す
る
の
命
」

一
と
訳
さ
れ
、　
阿
弥
陀
仏
が

「
ン」の
私
に
ま
か
せ
よ
」

一
と
如
来
か
ら
私
に
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
る
声
で
あ

一
る
。
私
が
称
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
私
の
口
を
通

一
し
て
出
て
く
だ
さ
る
呼
び
声
を
聞
く
聴
間
の
念
仏
で

一
あ
る
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
報
恩
の
念
仏
を
称
え
な
が
ら
、

そ
の
念
仏
の
中
か
ら

「
往
生
は
間
違
い
な
い
ぞ
」

い
う
如
来
の
お
呼
び
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。

耽

馬

の

た

ね

念
仏
本
来
の
意
味
は

「仏
を
念
う
」
念
仏
、
念
法
、
念
一

僧
の
三
念
の
一
つ

「仏
を
慕
い
、
仏
を
念
う
」
こ
と
が
念
一

仏
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
悟
り
を
開
く
方
法
と
し
て
智
慧
を
一

磨
き
、
も
の
の
道
理
を
知
り
、
仏
法
を
念
ず
る
と
い
つ
意
一

味
で
念
仏
が
あ
っ
た
。
即
ち
智
慧
を
磨
く
た
め
の
方
便
と
一

し
て
、
心
を
静
め
仏
や
浄
上
の
立
派
な
お
姿
を
心
に
思
い

浮
か
べ
る
た
め
の
念
仏
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
。
一

道
綽
禅
師
も
末
法
の
悪
時
、
悪
衆
生
に
、
心
を
静
め
る
一

て
す
す
め
た
。

善
導
大
師
は
仏
教
本
来
の
念
仏
は
観
仏
で
あ
り
、
念

仏
は
称
名
の
事
に
限
る
と
さ
れ
て
い
る
。

法
然
上
人
は
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る

と
説
か
れ
た
。

以
後
念
仏
と
は
、
仏
の
み
名
を
称
え
る
称
名
の
こ
と

と
な
る
。

法
然
上
人
滅
後
、
念
仏
往
生
の
こ
と
が
問
題
と
な

り
、
念
仏
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
、
た
だ
仏
の
み
名
を

称
え
る
こ
と
だ
け
が
念
仏
か
と
論
議
さ
れ
た
。

浄
土
宗
西
山
派
の
西
山
上

た
め
に
行
わ
れ

た
称
名
も
念
仏

の
な
か
に
合
め

ムチリンダ竜]1に護為れた仏坐像
 1合

が

誓願寺ホームベージ htt,//、 ww.seiganii tう kyo.ip



お
浄

上

は
古

臭

い
の
か

一，後
生
の

一
人
事

一ヽと
い
２
」と
は

じ
ぱ

し
は
語
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
が

今
日

ヽ
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
「

後
生
と
は
現
世
に
対
す
る
後
世
の
こ
と
で

あ
り
、

わ
れ
わヽ
れ
の
死
後
の
世
界
を
指
し

て
い
る
。
　
一
人
事
と
は
■
度
と
な
い
唯

一

度
の
重
人
間
題
と
で
２

）と
で
あ
る
。

未

一

来
世
に
浄
土
に
往
生
す
る
最
も
重
大
な
問

題
と
い
つ
ンド
いに
な
る
．

蓮
婦
上
人
は

一‘後
生
ア」そ

一
人
事
な
り
」

と
か
、

「
誰
の
人
も
は
や
く
後
生
の

一
一

大
事
を
心
に
か
け
て
」
等
と
仰
せ
ら
れ

，

て
い
る
。

浄
土
真
宗
は
往
生
浄
上
の
教
え
で
あ

一

る
か
ら
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
重

一

大
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

一

な
い
ぅ
と
こ
ろ
が
最
近
は
、
現
実
の
救

一

い
と
い
２

」と
や
、

念
仏
生
活
の
実
践

一

と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
は
な
は
だ

一

し
い
の
は
念
仏
を
生
活
に
生
か
す
、
な

一

ど
と
叫
は
れ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
一

極
端
に
い
う
な
ら
は
、

未
来
浄
土
に

一

生
ま
れ
る
こ
と
な
ど
、

ど
う
で
も
よ
い
一

の
で
あ
っ
て
、

現
実
の
問
題
こ
そ
重
大

．

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

後
生
の

一
大
事
で
は
な
く
、　
現
生
の
・

一
人
事
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ

ろ
う
。

「
後
生
の

一
大
事
」
を
軽
視

一

し
、

一
現
生
の

一
大
事
」
を
強
調
す
る

一

多
く
の
人
た
ち
は
、
唯
物
論
的
思
想
に

一

迎
合
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
　
　
・

今
日
的
偏
向
に
従
う
ア」と
が
、
仏
教
の
一

現
代
化
な
の
で
あ
ろ
う
か
っ

う
っ
か
り
す
る
と
、

仏
教
徒
が
、

仏

・

教
本
来
の
意
趣
を
破
ろ
う
と
し
て
い
一

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

浄
上
に
往
生
す
る
ア
）と
が
、
古
く
さ

一

く
現
代
入
に
相
応
し
な
い
か
ら
、
そ
の
一

こ
と
に
触
れ
な
い
と
い
う
の
な
ら
、　
浄

土
往
生
を
説
く
浄
土
真
宗
で
は
な
く

な
る
わ
け
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
一

往
生
浄
上
を
除
い
て
し
ま
う
な
ら
浄
土

真
宗
は
骨
抜
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。
仏
一

教
に
顔
を
そ
む
け
て
い
る
現
代
人
に
逢

土
真
宗
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、

あ
ら
ゆ
る
手
立
て
が
必
要
な
の
は
い
う
一

ま
で
も
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
骨
抜

き
に
な
っ
た
仏
教
が

（そ
れ
は
も
う
仏

教
で
は
な
い
）
い
く
ら
多
く
の
人
た
ち

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
意
味

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
一

人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
仏

法
が
説
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
迷
え
る

人
々
を
救
い
真
実
に
眼
を
開
か
し
め
る

も
の
こ
そ
仏
法
で
あ
る
。

「
後
生
の

一
人
事
」
が
現
代
人
か
ら

き
ら
わ
れ
る
か
ら
説
か
な
い
と
い
う
の

な
ら
、
そ
れ
は
も
う
親
鸞
の
遺
弟
で
は

な
い
＾́
真
実
の
教
法
を
宣
布
す
る
た
め

に
努
め
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、　
わ
が

身
を
養
う
た
め
に
努
め
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
　
仏

（如
来
）

は
真
実
の
法
を
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
一

親
鸞
聖
人
は
こ
の
真
実
の
法
を
聞
信

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　

．

真
実
の
法
は
、

如
何
な
る
も
の
の
カ

を
も
コ
ゝ
し
て
も
、

ま
た
如
何
な
る
も

の
に
よ
っ
て
も
、
曲
げ
た
り
、

変
更
さ

れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
ぅ

い
つ
、
い
か
な
る
時
代
に
も
変
る
も
の

で
は
なヽ
く
、　
い
つ
わ
り
の
な
い
法
で
あ

れ
ば
こ
そ
真
実
の
法
で
あ
る
。

如
来
の
法
が
真
実
で
あ
る
か
ら
、
浄

土
も
ま
た
真
実
で
あ
る
．

二
■
を
疑

う
自
分
自
身
が
ま
ち
か
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、　
た
し
か
に
浄
土
が
存
在
し

て
い
て
、
そ
ア
」に
必
ず
往
来
出
来
る
と

自
ら
信
じ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
。
如
来

の
教
法
が
、
如
来
の
誓
願
が
真
実
で
あ

る
か
ら
、
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
ず
ヽ
い
た

だ
く
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

後
生
の

一
人
事
は

一
大
事
と
も
し
ら

な
い
も
の
が
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、

如
来
の
光
に
よ
っ
て

一
人
事
と
知
ら
さ

れ
、

如
来
の
顎
力
に
よ
っ
て
ア
一の

一
大

事
を
解
決
し
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
．『
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間

お
金
が
か
か
る
の
で
死
ん
で
も
戒
名
を

付
け
た
く
な
い
と
思
「ンて
い
ま
す
が
、　
そ
れ

で
も
良
い
の
で
し
・ょ
う
か
ら　
戒
名
は
ど
う
し

て
必
要
な
の
で
す
か
．

依
［
あ
な
た
が
仏
式
で
お
葬
式
を
な
さ
る
な

ら
は
、

戒
名
の
意
味
を
熱
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

（初
め
に
糞
断
り
し
ま
す

一か
′
戒
名
に
あ
た
る
も
の
を
教
義
上

「
法

名

一
と
呼
ぶ
宗
派
や

ｒ
民
号
」
と
呼
ぶ
宗
派

か
あ
り
ま
す
か
、
こ
こ
で
は

「
戒
名
」
で
代

表
い
た
し
ま
す
）

仏
式
の
葬
儀
と
は
、
生
き
て
い
る
人
が
仏
一

の
弟
子
と
な
る
際
の
作
法
が
応
用
さ
れ
た
も
一

の
で
し
た
（）
つ
ま
り
没
後
作
僧
Ｌ
い
っ
て
、

人
か
古
く
な
っ
た
直
後
に
故
人
を
仏
弟
子
に

し
て
．　
仏
さ
ま
の
も
と
へ
お
送
り
す
る
形
式

をヽ
踏
ん
で
い
る
の
で
す
。

戒
名
と
い
う
新
し

い
名
前
を
受
け
な
け
れ
ば
弟
子
に
な
れ
な
い

の
で
す
か
ら
、
戒
名
が
な
け
れ
ば
葬
儀
そ
の

も
の
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

・■
二
三
十
ヽ
。

命
日
Ｌ
い
旦
百
葉
が
示
す
と
お
り
、
人
間

は
死
に
よ
っ
ず
無ヽ
に
な
る
の
で
は
な
く
、　
現

世
の
人
間
世
界
よ
り
、
も
っ
と
上
等
な
安
ら

か
な
心
の
世
界
へ
「
往
っ
て
生
ま
れ
る
‐一
の
だ

と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

た
こ
ろ
ネ
、、
あ
な
た
は

「
お
金
が
か

か
る
か
ら
戒
名
は
付
け
た
く
な
い
」
つ

ま
り
、
戒
名
を
付
け
る
と
高
く
つ
く

と
思
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
そ

の
考
え
方
に
は
、　
や
は
り
何
か
大
事

な
も
の
が
抜
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ま
つ
か
。
戒
名
の
代
価
と
し
て
ご
住

し職
個
人
に
お
金
を
払
う
の
だ
と
考
え

て
お
ら
れ
る
の
で
し
た
ら
、
そ
れ
は
間

違
い
な
の
で
す
。

戒
名
と
い
つ
の
は
、
菩
提
寺
の
ご
住

職
の
導
き
に
従
い
、
三
宝

（仏
、
法
、

僧
）
に
帰
依
し
、
敬
い
の
証
と
し
て
本

尊
さ
ま
に

「
お
布
施
」
を
す
る
ア」と
が

あ
っ
て
初
め
て
授
け
ら
れ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
本
尊
さ
ま
へ
の
敬
い
の
気
持

霰́

ち
が
な
け
れ
ば
本
当
の
お
布
施
と
は
い

え
ず
、
そ
れ
は
金
額
の
多
寡
の
問
題
で

は
な
い
の
で
す
。　
心
か
ら
仏
縁
を
幸
い

と
し
て
、
文
字
通
り
の

翼
吾
捨
」
を
す

る
ン
ド
」が
出
来
る
か
と
い
う

，す
」が
肝

心
で
す
。
最
近

「
戒
名
料
」
と
い
２
百

葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
・戒
名
の
代

金
と
受
け
取
っ
て
し
ま
う
と

「
た
っ
た
何

文
字
か
の
名
前
に
、

お
金
が
か
か
る
の

は
納
得
が
い
か
な
い
・ア
い
う
不
満
ば
か

り
が
後
に
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

時
に
は
お
金
と
は
全
く
関
係
な
く
、

菩
提
寺
か
ら
最
高
に
立
派
な
戒
名
を
授

け
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
数
人
が

何
ら
か
の
「
お
金
に
は
代
え
ら
れ
な
い
、

尊
い
貢
献
」
を
菩
提
寺
も
し
く
は
仏
教

界
の
た
め
に
行
っ
た
場
合
で
す
。
、
本
堂

が
雨
漏
り
す
る
と
い
え
ば
、
修
理
や
新

築
の
た
め
に
お
寺
と
檀
家
の
間
の
調
整

役
と
し
て
文
字
通
り
心
を
砕
き
、
時
に

は
憎
ま
れ
役
を
も
厭
わ
な
い
人
も
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
理
屈
抜
き
で
頭
の
下

が
る
思
い
が
し
ま
す
。　
そ
う
い
う
貢
献

に
対
し
て
、
お
寺
が
何
を
も
コ
ヽ
報
い
る

か
と
い
え
ば
、

・立
派
な
戒
名
を
贈
っ
て

尊
敬
と
感
謝
を
表
わ
す
他
に
す
べ
は
な

く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
院
号
、
戒
名
を

贈
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
た
４．
つ
ま
り
、
お
ぶ
だ

け
が
貢
献
つ
ず
べ
て
で
は
な
い
の
で
す
．

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
ど
う
か
「
戒
名
」

の
本
来
の
意
義
を
見
直
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

新
し
い
納
骨
壇

安
心
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
準
鱗

で
す
。

お
寺
の
方
で
永
代
に
供
養

し
ま
す
．
丁
人
用
の
納
骨
漕
で
す
¨

費

用
は
三
十

万
円
と
管

理
費
で

す
。
誓
願
寺
で
供
養
い
た
し
ま
す
。

ま:

颯



先
日
、　
お
寺
に

「番
号
非
通
知
」

で
電

が
　
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。

電
話
に
で
る
と
　
一，お
じ
い
ち
ゃ
ん
僕
だ

よ
僕
、　
わ
か
る
。
」

と
、
　
お
れ
お
れ
詐

欺
か
ら
の
電
話
で
し
た
。　
と

っ
さ
に
声
の

ト
ー
ン
を
少
し
落
と
し
て
ゆ

っ
く
り
　
「
わ

か
ら
ん
よ
。　
誰
？
」

と
話
を
合
わ
せ
る
と

「
お

れ

だ

よ

お

れ

。
　

分

か

ら

な

い

（〃
　
　
・　　　　・　　　　・　
　
」　　　　　「
　
　
・　　　　・　　　　。　
　
」

「
・　
・　
・
」

・　
，
し
ば
ら
く
、　
よ
く

言
わ
れ
て
い
る
内
容
の
や
り
と
り
が
あ
り
ま

し
た
。

途
中
で

「僕
に
は
男
の
孫
は
い
な
い
、

お
れ
お
れ
詐
欺
な
ど
止
め
な
さ
い
」

と
、

余
程
言
お
う
と
思
い
ま
し
た
が
、　
相
手
に

は
こ
ち
ら
の
電
話
番
号
が
わ
か
っ
て
い
る
と

思
う
と
、　
さ
す
が
に
そ
れ
以
上
の
反
撃
は

ち
ゅ
う
ち
ょ
さ
れ
、　
ば
か
ば
か
し
く

な
り
電
話
を
プ

ツ
ン
と

切
り
ま

し
一

た
。　
そ
の
後
の
電
話
は
残
念
な
が
ら
一

あ
り
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

せ
ん
。
　
こ
ち
ら
の
被
害
は
回
避
さ
れ
一

ま
し
た
が
、　
や
は
り
し
ば
ら
く
は
心
一

臓
が
ド
キ
ド
キ
し
て
い
ま
し
た
。
　
　
一

久
し
振
り
の
緊
張
で
体
中
に
血
が
一

駆
け
巡
り
、　
脳
が
活
性
化
さ
れ
た
と
一

思
え
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
が
、
　
い
ろ
一

い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
た
出
来
事
で
し
一

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

折
角
で
す
の
で
、　
考
え
た
今
後

へ
一

の
教
訓
を

記
載
す

る

こ
と

に
し
ま
一

す
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

Ｎ
Ｈ
Ｋ
な
ど
で
も
、　
詐
欺
に
合
わ
一

な
い
た
め
の
具
体
的
な
事
例
を
知
ら
一

せ
て
い
ま
す
が
、　
実
際
に
電
話
が
か
一

か

っ
て
対
応
を
す
る
と
、　
だ
ま
さ
れ
一

な
い
よ
う
に
す
る
事
だ
け
で
精

一
杯
と
な
り
ま
す
。

今
後
ン」の
よ
う
な
事
態
に
遭
遇

し
た
時
に
、　
こ
ち
ら
が
攻
め
の

気
持
ち
を
持
っ
て
対
応
出
来
れ

ば
、
も
っ
と
余
裕
が
出
来
る
と

思
い
ま
す
。
つ
ま
り
「お
れ
お
れ

詐
欺
の
電
話
だ
！
待
っ
て
た
ホ

イ
。
捕
ま
え
て
や
る
ぞ
．
サ
」う

思
っ
て
相
手
に
合
わ
せ
て
対
応

し
、
そ
の
後
、
近
所
の
警
察
に
お
金

な
ど
の
受
け
渡
し
方
法
を
報
告
し
、

警
察
に
任
せ
る
事
で
す
。
あ
と
の
心

配
は
全
く
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。　
　
一◎
昨
年
七
月
病
気
を
し
て
以
来
初
め

「お
れ
お
れ
詐
欺
の
皆
さ
ん
、
い
ユ

て
、
恭
子
と
共
に
本
山
に
参
詣
し
、

で
も
お
電
話
待
っ
て
い
ま
す
。
」
こ
の
一住
職
、
開
教
使
退
任
式
に
出
席
し
、

よ
う
な
余
裕
を
持
つ
こ
と
も
、
身
を
一前
門
様
、
前
裏
方
に
も
お
会
い
で
き

守
る
大
切
な
こ
と
で
し
ょ
つ
。　
　
　
一た
。
比
叡
曲
に
も
小
森
さ
ん
と
共
に

お
か
げ
さ
ま
で
、　
八
月
号
の
原
稿
一参
詣
、
昔
よ
く
曲
に
は
行
っ
た
が
今

が
埋
ま
り
ま
し
た
。
お
れ
お
れ
詐
欺
一
回
は
根
本
中
堂
や
阿
弥
陀
堂
の
中
に

さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
入
っ
て
手
を
合
わ
し
、
さ
す
が
仏
教

九
月
二
十
三
日

（火

・
祝
）
彼
岸
一の
根
本
道
場
だ
と
い
つ
事
を
再
認
識

会
の
時
に
、
婦
人
会
主
催
で
バ
ザ
ー
一し
た
。

を
開
催
の
予
定
で
す
。
販
売
可
能
な
一◎
退
任
式
で
前
門
と
前
裏
方
に
お
会

品
物
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
寄
付
一い
で
き
親
し
く
お
話
で
き
た
の
も
い
い

下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
一思
い
出
に
な
り
ま
し
た
‥

す
。
品
物
は
い
つ
で
も
受
け
入
れ
致
一

し
ま
す
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
　
　
　
一

十

　

日

正
午

　

　

健
乗ヽ
相
談

講
師
　
佐
藤
公
彦
医
師

十
七
日

（
日
）
午
前
十
時
　
な
か
よ
し
く
ら
ぶ

十
九
日

（
夫
）
午
前
十

一
時
　
歎
異
抄
の
会

二
十

四
口

（
日
）
午
前
十
時
　
聖
典
講
座

■
凰
驚
白

午
前
十
時
　
　
聖
典
講
座

上 前F]と前裏方

下 住職と開教使退任式


