
鈴
木
大
拙
館
館
長

　

今
年
も
浄
光
寺
様
、
皆
々
様
の
ご
縁

を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

３
月
11
日
、
大
拙
館
で
国
の
境
を
超
え

た
方
々
が
東
日
本
震
災
を
追
憶
し
掌
を

あ
わ
せ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
時
の
話
を
思

い
出
し
て
お
り
ま
す
。
３
月
10
日
、
72
年

前
に
は
関
東
大
空
襲
に
あ
い
10
万
人
以

上
の
方
が
亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ

の
後
の
ご
家
族
の
生
活
た
る
や
想
像
に

絶
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
３
月
11

日
だ
け
で
な
く
３
６
５
日
、
毎
日
が
ど
な

た
か
の
命
日
と
し
て
手
を
合
わ
さ
ず
に

居
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
こ

が
大
事
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

で
も
ど
う
し
て
春
だ
と
分
か
る
の
か
。
動

植
物
行
動
学
の
先
生
に
よ
れ
ば
、
虫
や
植

物
は
今
年
は
特
別
に
寒
い
と
か
暑
い
と

か
と
い
う
特
別
の
こ
と
問
題
に
し
な
い

と
い
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
ぞ
れ
に
生
き
て

い
け
る
標
準
的
温
度
が
あ
る
。
種
類
に

よ
っ
て
違
う
が
５
度
〜
10
度
位
だ
そ
う

で
す
。
私
達
人
間
は
寒
け
れ
ば
着
込
み
、

暑
け
れ
ば
脱
ぐ
な
ど
し
て
温
度
調
整
を

す
る
の
で
す
が
、
彼
等
は
自
分
の
中
に
測

る
も
の
を
持
っ
て
お
り
、
標
準
的
な
温
度

だ
け
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
っ
て
春
を
知

る
。
動
植
物
は
寒
暖
の
特
別
な
日
を
カ
ウ

ン
ト
し
な
い
。
標
準
的
な
温
度
に
至
ら
な

い
寒
い
日
に
ど
れ
だ
け
卵
を
抱
い
て
も

孵
化
し
な
い
そ
う
で
す
。

　

小
さ
な
虫
と
い
え
ど
も
そ
の
力
に
感

服
し
ま
す
わ
ね
。
そ
れ
に
引
き
換
え
私
達

は
、
今
年
は
特
別
に
暑
い
と
か
、
今
年
は

異
常
に
寒
い
と
か
、
例
外
な
事
に
重
き
を

お
い
て
る
よ
う
で
す
。
当
た
り
前
の
こ

と
は
何
も
い
わ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は

ニ
ュ
ー
ス
に
も
な
ら
な
い
。
周
囲
や
私
に

し
て
も
異
常
の
こ
と
を
声
高
に
言
っ
て

る
に
過
ぎ
な
い
。
普
通
の
こ
と
は
横
に
お

い
と
る
。
今
日
の
ご
和
讃
に

　

久
遠
劫
よ
り
こ
の
世
ま
で

　
　

あ
わ
れ
み
ま
し
ま
す
し
る
し
に
は

　
　

仏
智
不
思
議
に
つ
け
し
め
て

　
　

善
悪
浄
穢
も
な
か
り
け
り

と
あ
り
ま
し
た
が
、
仏
様
の
不
思
議
な
智
慧

を
頂
い
た
ら
、
こ
れ
は
善
い
、
あ
れ
は
悪
い
、

今
日
は
寒
い
暑
い
と
か
、
こ
れ
は
気
に
入
っ

た
、
気
に
食
わ
な
い
と
か
言
っ
て
い
る
。
こ

う
い
う
ふ
う
に
２
つ
に
分
け
て
言
っ
て
ま
す

わ
ね
。
仏
様
の
智
慧
に
遇
う
た
人
は
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
。
先
の
虫
さ
ん
な
ん
か
そ
ん
な

こ
と
に
囚
わ
れ
な
く
在
る
ら
し
い
。
素
晴
ら

し
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
ニ
ュ
ー
ス
で

も
も
っ
と
当
た
り
前
の
こ
と
を
敬
え
る
よ
う

な
内
容
が
多
く
あ
っ
て
欲
し
い
と
こ
で
す
。

　
　
　

諸
悪
莫
作 

衆
善
奉
行

　

聖
徳
太
子
は
、
お
妃
の
橘

た
ち
ば
な
の
お
お
い
ら
つ
め

大
郎
女
に

は
、
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
「
世せ

け

ん

こ

け

間
虚
仮
、

唯ゆ
い
ぶ
つ
ぜ
し
ん

佛
是
真
」
と
い
う
言
葉
を
残
さ
れ
た
。
理

想
の
国
を
と
の
ご
努
力
の
過
程
で
、
対
立
の

種
は
、
自
己
の
正
当
性
を
主
張
し
、
そ
れ
に

執
着
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
と
し
て
、

(  1  ) く さ む す び
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木
村
　
宣
彰

　
　
　

あ
た
り
ま
え
を
尊
ぶ

　
今
日
、
静
岡
に
大
雪
警
報
が
出
て
ま

し
た
ね
。
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
と
い
わ

れ
る
時
期
に
で
す
よ
。
吃
驚
し
ま
し
た

ね
。
あ
れ
ほ
ど
騒
い
で
い
た
金
沢
の
大
雪

は
何
処
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
私
達
人
間
は
カ
レ
ン
ダ
ー
を
見
て

今
日
は
お
彼
岸
だ
、
浄
光
寺
さ
ん
の
お
太

子
さ
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
私
も

手
帳
に
丸
を
付
け
て
あ
る
か
ら
分
か
る

ん
で
す
け
ど
ね
。
土
の
中
に
い
る
虫
さ
ん

た
ち
は
ど
う
し
て
分
か
る
の
か
。
テ
レ
ビ

も
カ
レ
ン
ダ
ー
も
時
計
も
な
い
で
す
よ
。

2019 年（令和元年）11 月 1 日発行

善
悪
浄
穢
も
な
か
り
け
り
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執
着
の
解
放
を
仏
教
に
求
め
ら
れ
た
。

　

ま
た
長
男
、
山や

ま
し
ろ
の
お
お
え
の
お
う

背
大
兄
王
に
は

「
諸し

ょ
あ
く
ま
く
さ

悪
莫
作
、
衆し

ゅ
ぜ
ん
ぶ
ぎ
ょ
う

善
奉
行
、
自じ

じ
ょ
う
ご
い

浄
其
意
、

是ぜ
し
ょ
ぶ
っ
き
ょ
う

諸
仏
教
」
と
い
う
言
葉
を
残
さ
れ
た
。

即
ち
、
あ
ら
ゆ
る
悪
を
為
さ
ず
、
も
ろ
も

ろ
の
善
を
実
行
し
、
自
ら
そ
の
心
を
清
ら

か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
仏
の
教
え

で
あ
る
と
。
要
す
る
に
、
悪
い
事
す
る
な
、

善
い
こ
と
を
し
な
さ
い
と
の
お
言
葉
で

す
。
こ
れ
は
『
七
仏
通
誡
偈
』
と
し
て
ず
っ

と
大
事
に
さ
れ
て
き
た
お
言
葉
で
す
。
こ

れ
が
諸
仏
の
教
え
で
す
よ
、
と
お
っ
し
や

る
。

　

過
去
に
何
回
か
話
し
て
お
り
ま
す
よ
う

に
唐
代
の
白
楽
天
を
思
い
出
し
ま
す
。
彼

は
漢
詩
を
作
る
の
が
お
仕
事
で
は
な
か
っ

た
。
か
れ
は
科
挙
に
受
か
っ
た
高
級
官
僚

で
、
後
に
杭
州
知
事
に
も
な
ら
れ
た
人
で

す
。
よ
く
聞
か
れ
る
鳥ち

ょ
う
か
ど
う
り
ん

彙
道
林
と
白
楽
天

の
有
名
な
問
答
が
あ
る
。
こ
れ
が
諸
悪
莫

作
、
衆
善
奉
行
の
話
で
す
。
木
の
上
で
座

禅
ば
か
り
す
る
名
物
禅
僧
、
道
林
に
興
味

を
持
ち
、
訪
ね
た
際
に
交
わ
さ
れ
た
問
答

を
も
と
に
生
ま
れ
た
も
と
言
わ
れ
る
。

  

道
林
禅
師
が
座
禅
し
て
る
と
い
う
松
の

木
の
下
ま
で
来
て
、
白
楽
天
は
上
を
見
上

げ
た
。
す
る
と
驚
い
た
こ
と
に
道
林
禅
師

が
本
当
に
木
の
上
で
座
禅
を
し
て
い
る
で

は
な
い
か
。

白
楽
天
は
思
わ
ず

　
「
和
尚
さ
ん
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
座
禅
を

し
て
い
て
は
危
な
い
の
で
は
？
」

道
林
禅
師
曰
く

　
「
馬
鹿
を
言
え
、
危
な
い
の
は
地
上
の
方

じ
ゃ
。
欲
の
角
を
突
き
合
わ
せ
、
権
力
の

奪
い
合
い
、
名
誉
争
い
、
妬
み
合
い
、
弱

肉
強
食
、
戦
争
、
八
熱
寒
地
獄
、
ま
さ
に

四
苦
八
苦
の
明
け
暮
れ
や
。
そ
の
点
、
樹

上
は
極
楽
じ
ゃ
」

白
楽
天

　
「
ふ
〜
ん
、
わ
し
は
こ
の
度
、
抗
州
の
長

官
に
赴
任
し
た
白
楽
天
だ
。
こ
の
辺
り
は

山
川
草
木
に
至
る
ま
で
私
の
支
配
下
に
あ

る
。
何
の
危
険
あ
ろ
う
や
」

道
林
禅
師

　
「
い
や
い
や
知
事
さ
ん
よ
、
江
山
を
鎮
圧

す
る
威
力
が
あ
り
、
い
か
に
地
位
が
立
派

で
あ
ろ
う
と
も
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
身
に
ふ
り
か
か
っ
て
来
よ
う
と
も
わ
か

ら
ぬ
。
ま
た
あ
ん
た
の
心
は
、
丁
度
薪
に

火
を
つ
け
た
よ
う
に
煩
悩
妄
想
の
炎
が
燃

え
上
が
っ
て
お
ら
ん
か
な
！
い
や
燃
え
上

が
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
危
険

と
言
わ
ず
し
て
な
ん
と
言
お
う
か
、
ど
う

し
て
危
険
が
な
い
な
ど
言
え
る
の
か
。
早

く
安
心
を
獲
る
こ
と
じ
ゃ
」

一
本
取
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
な
っ
た
知

事
、
白
楽
天
は
た
ず
ね
た
。

　
「
仏
教
の
要
は
な
ん
や
？
」

道
林
禅
師
は
、
言
下
に

　
「
諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉
行
」、
諸
々
の
悪

を
行
わ
ず
、
善
を
行
う
こ
と
だ
と
和
尚
は

言
い
放
っ
た
。

白
楽
天

　
「
そ
の
程
度
の
こ
と
な
ら
、
三
歳
の
子
供

で
も
知
っ
て
る
が
な
」
こ
う
反
発
す
る
。

道
林
禅
師

　
「
確
か
に
三
歳
の
子
供
で
も
た
だ
言
う

だ
け
な
ら
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
い
ざ
行
う

と
な
る
と
、
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
を

積
み
、
あ
ら
ゆ
る
学
識
を
き
わ
め
尽
く
し
、

80
年
生
き
て
き
た
老
翁
で
あ
っ
て
も
、
道

理
に
沿
っ
て
生
き
る
こ
と
は
難
し
い
」
と

諭
さ
れ
た
。

　

道
林
禅
師
に
白
楽
天
は
深
々
と
頭
を
垂

れ
、
礼
拝
し
、
踵
を
返
し
た
と
い
わ
れ
ま

す
。

　　

以
前
、
鈴
木
大
拙
先
生
が
、
仏
法
に
は

念
仏
や
、
座
禅
が
あ
る
が
何
で
尊
い
の
で

す
か
の
質
問
に
、「
す
〜
と
生
き
る
た
め
」

だ
と
言
わ
れ
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。

簡
単
に
言
わ
れ
る
が
難
し
い
で
す
よ
。
そ

こ
が
ね
。
そ
う
は
言
わ
れ
て
も
い
つ
の
間

に
や
ら
善
や
悪
、
損
や
得
の
よ
う
に
２
つ

に
分
け
る
思
い
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
心

が
分
け
て
お
る
。
悪
い
心
を
綺
麗
に
せ
よ

と
言
わ
れ
て
も
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん

わ
。
数
学
者
の
岡
潔
さ
ん
が
言
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
少
し
づ
つ
善
き
事
し
て
お
れ
ば
、

春
に
な
れ
ば
華
が
咲
く
よ
う
に
心
も
少
し

ず
つ
綺
麗
に
な
る
と
。

　
　
一
休
さ
ん

　

こ
う
い
う
話
を
し
て
お
り
ま
す
と
蓮
如

さ
ん
と
同
時
代
、
交
流
の
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
一
休
宗
純
さ
ん
の
こ
と
を
も
思
い
出

す
の
で
す
。
一
休
さ
ん
の
詩
に

( ２  )く さ む す び



　

雨
、
あ
ら
れ
、
雪
や
氷
と
へ
ただ

つ
ら
ん

　

と
く
れ
ば
同
じ
谷
川
の
水　

　

雨
あ
ら
れ
雪
や
氷
を
そ
の
ま
ま
に

　

水
と
知
る
こ
そ
と
く
る
な
り
け
り

　

こ
れ
は
生
老
病
死
を
言
う
と
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。
若
い
人
た
ち
が
一
日
一
日
生

き
る
こ
と
を
成
長
と
言
い
、
私
が
ご
と
き

は
老
い
る
と
言
い
、
成
長
と
は
い
い
ま
せ

ん
わ
ね
。
同
じ
時
間
の
経
過
で
も
、
一
方

で
は
成
長
、
も
う
一
方
で
は
老
い
る
と
。

違
い
ま
す
ね
。
生
き
る
、
老
い
る
、
病
む
、

死
ぬ
も
ば
ら
ば
ら
で
は
な
く
一
つ
だ
と
と

捉
え
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
物
事

が
わ
か
る
と
い
う
事
な
ん
だ
と
、
一
休
さ

ん
は
仰
せ
に
な
っ
て
お
る
ん
で
す
よ
。

　

先
程
、
皆
さ
ん
は
『
正
信
偈
』
を
お
勤

め
さ
れ
た
が
、
最
初
に
「
帰
命
無
量
寿
如

来
」
無
量
寿
、
限
り
な
い
寿
。
如
来
、
真

理
の
世
界
か
ら
や
っ
て
き
た
。
我
々
は
皆
、

限
り
あ
る
有
限
な
世
界
。
そ
う
な
ん
だ
け

ど
思
い
た
く
な
い
な
い
で
す
ね
。

　

先
日
の
平
昌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
金
メ
ダ

ル
を
獲
得
し
た
ス
ケ
ー
タ
ー
の
小
平
奈
緒

さ
ん
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
自
分
の
こ
と

を
「
求
道
者
」、
道
を
求
め
る
人
と
言
わ
れ

た
の
を
覚
え
て
ま
す
。
な
か
な
か
言
え
な

い
で
す
ね
。
ま
た
そ
の
後
に
「
与
え
ら
れ

た
も
の
は
有
限
で
す
。
求
め
る
も
の
は
無

限
で
す
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
私
は
感

動
し
ま
し
た
ね
！
そ
う
い
う
こ
と
を
言
え

る
人
が
求
道
者
な
ん
で
す
よ
。
一
休
さ
ん

も
小
平
さ
ん
も
皆
、
無
限
、
自
然
よ
り
い

た
だ
い
た
、
生
か
さ
れ
て
い
る
有
限
な
る

も
の
な
ん
で
す
よ

　

一
休
さ
ん
の
詩
に

　
　

あ
り
の
実
（
梨
）
も

　
　

な
し
も
一
つ
の

　
　

木
の
実
に
て

　
　

食
う
に
二
つ
の

　
　

味
わ
い
は
な
し

　

ま
た
大
拙
さ
ん
が
好
き
な
仙
厓
和
尚
さ

ん
の

　
　

よ
し
（
葦
）
あ
し
（
葦
）
の

　
　

中
に
こ
そ
あ
れ

　
　

夕
納
涼

今
日
の
御
和
讃
の

　
　

久
遠
刧
よ
り
こ
の
世
ま
で

　
　

あ
わ
れ
み
ま
し
ま
す
し
る
し
に
は

　
　

仏
智
不
思
議
に
つ
け
し
め
て

　
　

善
悪
浄
穢
も
な
か
り
け
り

　
「
善
悪
浄
穢
」
と
あ
る
の
も
同
じ
な
の
で

す
。
私
達
は
分
け
て
言
っ
て
お
る
け
れ
ど
、

分
け
れ
ん
も
の
で
す
よ
、
と
そ
の
人
達
は

言
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
し
か
し
、
私
達
は

不
可
思
議
の
仏
智
じ
ゃ
な
い
か
ら
分
別
、

は
か
ら
い
で
生
き
て
お
る
か
ら
、
あ
れ
が

良
い
こ
れ
が
良
い
と
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も

の
迷
い
の
大
本
な
の
で
す
よ
。

　
「
久
遠
刧
よ
り
こ
の
世
ま
で
」、
ず
っ
と

昔
か
ら
い
ろ
ん
な
仏
様
、
聖
徳
太
子
様
が

生
ま
れ
変
わ
っ
て
観
音
さ
ま
と
し
て
教
え

く
だ
さ
っ
て
る
。「
仏
智
に
つ
け
し
め
て
」、

遇
う
こ
と
に
感
謝
し
て
お
い
で
に
な
る
。

親
鸞
聖
人
は
和
国
の
教
主
と
し
て
崇
め
ら

れ
た
太
子
は
世
に
お
出
ま
し
に
な
り
、
仏

法
を
広
め
ら
れ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
仏
智

に
遇
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
の
こ

と
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
わ
し
は

氷
が
好
き
や
け
ど
雪
は
嫌
だ
と
か
言
わ
ん

で
よ
ろ
し
い
の
。

　

一
休
さ
ん
は
、
耳
に
見
て
、
目
で
聞
き

な
さ
い
と
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、

か
た
ち
の
な
い
も
の
を
見
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。「
如
来
大
悲
の
恩
徳
は
」
と
言
わ
れ

ま
す
が
、
色
が
つ
い
て
ま
す
か
、
見
え
ま

す
か
、
匂
い
が
し
て
ま
す
か
。
か
た
ち
が

あ
り
ま
す
か
。
か
た
ち
あ
る
も
の
は
目
で

聞
か
な
き
ゃ
な
ら
ん
し
、
か
た
ち
な
き
も

の
は
耳
で
見
な
き
ゃ
な
ら
ん
。
子
ど
も
た

ち
は
お
父
さ
ん
の
お
母
さ
ん
愛
な
ん
か
見

え
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
は
耳
で
見
な
け
れ
ば

見
え
な
い
も
の
で
す
よ
、
そ
う
い
う
世
界

く さ む す び(  ３  )
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が
あ
り
ま
す
よ
と
一
休
さ
ん
は
教
え
て
お

い
で
に
な
る
。

　
　

年
寄
り
て

　
　

子
に
あ
き
ら
る
る

　
　

親
の
身
は

　
　

わ
が
愚
痴
ゆ
え
と

　
　

心
た
し
な
め

　

歳
取
っ
て
、
子
供
か
ら
お
母
さ
ん
何

い
っ
て
る
の
と
言
わ
れ
る
の
は
何
で
か
。

愚
痴
を
言
う
心
が
子
供
か
ら
嫌
わ
れ
る
ん

で
す
よ
。
一
休
さ
ん
は
結
婚
も
し
な
い
の

に
よ
く
分
か
る
な
と
不
思
議
に
思
い
ま
す

が
。
さ
ら
に

　
　

子
の
た
め
と

　
　

我
が
身
の
た
め
に

　
　

嫁
取
り
て

　
　

そ
れ
を
憎
む
は

　
　

お
の
が
身
知
ら
ず

　

子
を
思
い
、
自
分
の
老
後
の
た
め
に
と

嫁
を
も
ら
っ
た
が
、
な
ん
か
し
ら
ん
が
嫁

姑
の
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
、
う
ま
く
い

か
ん
の
か
、
そ
れ
は
我
身
の
程
を
知
ら
ん

こ
と
だ
と
言
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
さ
す
が

で
す
な
！

　
　
一
休
さ
ん
と
蓮
如
さ
ん

　

一
休
さ
ん
は
、
蓮
如
さ
ん
と
は
20
歳
程

違
う
ん
で
す
が
、
共
に
室
町
に
生
き
た
人

で
す
。
京
都
の
街
は
応
仁
の
乱
、
寛
正
２

年
の
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
、
そ
れ
こ
そ
多
く

の
屍
が
鴨
川
を
覆
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

真
宗
を
開
か
れ
た
親
鸞
聖
人
の
２
０
０
回

忌
を
８
代
蓮
如
上
人
が
勤
め
ら
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
時
代
を
生
き
る
も
の
と
し
て
、

共
に
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
、
大
徳
寺
の
一
休
さ
ん
が
参
詣
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。（
※
彼
と
の
親
交
の
具

合
は
、
蓮
如
の
留
守
中
に
居
室
に
上
が
り

込
み
、
蓮
如
の
持
念
仏
の
阿
弥
陀
如
来
像

を
枕
に
昼
寝
を
し
た
。
そ
の
時
に
帰
宅
し

た
蓮
如
は
「
俺
の
商
売
道
具
に
何
を
す
る
」

と
言
っ
て
、
二
人
で
大
笑
い
し
た
と
い
う
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
推
察
で
き
る
。）

　

禅
の
人
、
念
仏
の
人
の
枠
を
超
え
大
飢

饉
の
中
に
親
鸞
聖
人
の
お
姿
を
拝
し
て
一

休
さ
ん
は
、

　
　

襟
巻
き
の

　
　

温
か
そ
う
な　

　
　

黒
坊
主　

　
　

こ
い
つ
が
法の

り

は

　
　

天
下
一
な
り

と
詠
ま
れ
た
の
で
す
。
み
ん
な
、
共
に
凡

夫
だ
、
み
ん
な
の
弥
陀
の
本
願
に
よ
り
救

わ
れ
て
い
く
ん
だ
。
悟
っ
た
か
、
悟
っ
と

ら
ん
と
か
拘
ら
ん
で
い
い
。

　
　

お
母
さ
ん
か
ら
の
手
紙

　

蓮
如
さ
ん
の
お
母
さ
ん
の
こ
と
は
あ
ん

ま
り
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
ま
た
一
休
さ

ん
も
、
お
父
さ
ん
は
後
小
松
天
皇
で
あ
り

な
が
ら
、
お
母
さ
ん
は
ど
な
た
か
分
か
ら

な
い
。
互
い
に
よ
く
共
通
し
た
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
ね
。
後
小
松
天
皇
は
本
願
寺
５

代
の
綽し

ゃ
く
に
ょ如

へ
聖
徳
太
子
の
生
涯
を
描
い
た

絵
伝
８
幅
を
送
ら
れ
て
あ
る
。
そ
の
後
小

松
天
皇
は
一
休
さ
ん
の
お
父
さ
ん
で
す
か

ら
、
ま
す
ま
す
の
縁
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

綽
如
上
人
が
お
ら
れ
た
越
中
井
波
の
瑞
泉

寺
で
は
毎
年
、
絵
伝
を
掛
け
、
２
歳
の
太

子
像
を
ご
開
帳
し
て
絵
解
き
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
頃
か
ら
ど
ん
ど
ん
お
太
子
さ

ん
の
信
仰
が
民
衆
の
中
に
広
ま
っ
て
い
っ

た
。
そ
う
し
て
く
る
と
一
休
さ
ん
の
お
父

さ
ん
、
綽
如
さ
ん
の
繋
が
り
で
、
聖
徳
太

子
さ
ま
の
絵
伝
を
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て

絵
解
き
が
今
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
る
。
さ

き
ほ
ど
の
御
和
讃
、
ど
う
で
す
か
、

　

久
遠
刧
よ
り
こ
の
世
ま
で

　
　

あ
わ
れ
み
ま
し
ま
す
し
る
し
に
は

　
　

仏
智
不
思
議
に
つ
け
し
め
て

　
　

善
悪
浄
穢
も
な
か
り
け
り

　

今
日
ま
で
太
子
の
お
徳
を
ず
ー
っ
と
伝

え
て
来
た
。
一
休
さ
ん
の
お
母
さ
ん
は
ね
、

事
情
あ
っ
て
皇
后
様
で
は
な
い
の
で
す

が
、
子
供
の
一
休
さ
ん
へ
の
手
紙
が
残
っ

て
る
。
こ
れ
は
ま
た
凄
い
の
で
す
。

　

我
、
今
娑
婆
の
縁
つ
き
て
、
無
為
の
楽

に
お
も
む
き
候
（
お
浄
土
に
還
え
る
）。

御
身
よ
き
出
家
と
成
り
給
い
、
仏
性
の
見

を
磨
き
（
佛
の
本
性
見
極
め
）、
そ
の
ま

こ
と
よ
り
我
々
地
獄
に
落
つ
る
か
、
落
ち

ざ
る
か
不
断
添
う
か
、
そ
わ
ざ
る
か
を
見

給
う
べ
し
。
釈
迦
、
達
磨
を
も
奴
（
下
僕
）

と
な
し
給
い
候
わ
ば
（
そ
う
す
れ
ば
）、

俗
に
て
も
苦
し
か
ら
ず
候
。（
見
苦
し
く

は
な
い
）

く さ む す び (  4  )
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信
広
開
一
代
教
）
と
は
、
お
釈
迦
様
が
ご

生
涯
に
説
か
れ
た
教
え
の
中
で
、
そ
の
真

髄
は
念
仏
往
生
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
に
お

任
せ
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
広
く
世
に
広

め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、「
ひ
と
え
に
安
養
に
帰
し
て
、

一
切
を
勧
む
」（
偏
帰
安
養
勧
一
切
）
と

言
わ
れ
、
源
信
僧
都
は
お
釈
迦
様
の
一
代

の
教
え
を
広
く
深
く
究
め
ら
れ
た
上
で
、

凡
夫
が
仏
に
な
れ
る
道
は
安
養
世
界
、
つ

ま
り
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る
念
仏

の
教
え
以
外
に
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。

だ
か
ら
安
養
界
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
阿
弥
陀
様
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
と
に
親
鸞

様
は
源
信
僧
都
を
、
懇
切
に
念
仏
の
一
門

く さ む す び

　

そ
れ
、
八
万
の
宝
蔵
を
し
る
と
い
う
と

も
、
後
世
を
し
ざ
る
人
を
愚
者
と
す
。
た

と
い
一
文
不
知
の
尼
入
道
な
り
と
い
う
と

も
、
後
世
を
知
る
を
智
者
と
す
と
い
え
り
。

当
流
の
こ
こ
ろ
は
、
あ
な
が
ち
に
、
も
ろ

も
ろ
の
聖
教
を
よ
み
、
も
の
を
し
り
た
り

と
い
う
と
も
、
一
念
の
信
心
の
い
わ
れ
を

し
ら
ざ
る
人
は
い
た
ず
ら
ご
と
な
り
と
し

る
べ
し
。
本
願
を
信
ぜ
ず
し
て
は
、
ふ
つ

と
た
す
か
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず

　

あ
れ
こ
れ
と
色
ん
な
物
事
を
知
っ
て
い

る
だ
け
で
は
駄
目
で
す
よ
。
肝
心
要
の
仏

法
の
大
本
が
分
ら
な
か
っ
た
ら
、
私
が
書

い
た
手
紙
の
意
味
も
分
か
ら
な
い
で
し
ょ

う
と
。

　
　
源
信
と
母

　

親
鸞
聖
人
は
『
正
信
偈
』
で
、「
源
信
広

開
一
代
教　

偏
帰
安
養
勧
一
切
」、
源
信
広

く
一
代
の
教
を
開
き
て
、
ひ
と
へ
に
安
養

に
帰
し
て
一
切
を
勧
む
（
源
信
は
、
釈
尊

の
説
か
れ
た
教
え
を
広
く
学
ば
れ
て
、
ひ

と
え
に
浄
土
を
願
い
、
ま
た
世
の
す
べ
て

の
人
々
に
も
お
勧
め
に
な
っ
た
）

　
「
広
く
一
代
の
教
え
を
開
か
れ
た
」（
源

　

そ
れ
ほ
ど
の
人
に
な
り
な
さ
い
。
そ
れ

ほ
ど
の
人
間
に
な
れ
ば
娑
婆
に
て
も
見
苦

し
く
な
い
。
娑
婆
に
も
通
じ
る
人
に
な
れ

と
。
お
釈
迦
様
の
悟
り
の
世
界
が
し
っ
か

り
抑
え
ら
れ
ば
娑
婆
に
も
渡
っ
て
生
け

る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
後
に

　

仏
四
十
余
年
説
法
し
給
い
、
つ
い
に

一
字
不
説
（
真
の
実
在
は
説
こ
う
と
し

て
も
説
き
え
な
い
）
と
の
た
ま
い
し
う

え
は
我
と
見
、
我
と
悟
る
が
肝
要
に

候
。
何
事
も
莫
妄
想
、
あ
な
か
し
こ 

　

要
す
る
に
、
自
分
の
こ
と
が
分
ら
な

か
っ
た
ら
だ
め
で
す
よ
、
と
。

　

さ
ら
に

　

不
生
不
死
身　

か
え
す
が
え
す
も
方
便

の
み
を
守
る
人
は
、
糞
虫
と
同
じ
事
に
候
。

八
万
の
諸
経
を
諳
ん
じ
て
も
、
仏
性
の
見

を
磨
か
ず
ん
ば
、
こ
の
文
ほ
ど
の
事
も
解

し
が
た
る
べ
し

　

ま
た
蓮
如
さ
ん
も
御
文
さ
ん
で
同
じ
こ

と
を
言
う
て
ま
す
。

　

　

あ
な
た
を
出
家
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
世

で
苦
し
み
迷
う
人
々
に
生
き
る
喜
び
の

灯
を
と
も
し
、
仏
さ
ま
の
世
界
に
渡
し
て

あ
げ
る
橋
の
役
目
に
な
っ
て
も
ら
え
る
と

思
っ
た
か
ら
で
す
。
お
母
さ
ん
喜
ん
で

下
さ
い
！
そ
ん
な
僧
侶
に
な
り
ま
し
た
と

言
っ
て
く
れ
る
の
な
ら
、
こ
の
母
は
喜
び

も
し
ま
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
は
位
が
上
が
っ

た
、
褒
美
の
品
を
頂
い
た
と
、
我
が
身
の

自
慢
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
そ
れ
で
は
た
だ
の
世
渡
り
の
道
と
変

わ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
世
渡
り
の
た
め
な

ら
比
叡
の
山
で
修
行
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
母
は
こ
の
上
も
な
く
悲
し
み

で
一
杯
で
す
、
と
。

　

も
ち
ろ
ん
源
信
の
母
も
人
の
親
で
す
。

し
か
も
身
を
切
る
思
い
で
手
放
し
た
我
が

子
で
す
。
そ
ん
な
に
立
派
に
な
っ
た
と
聞

か
さ
れ
た
ら
、
心
の
底
で
は
涙
が
出
る
ほ

ど
嬉
し
か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
年

端
も
い
か
ぬ
我
が
子
が
帝
に
褒
め
ら
れ

て
、
喜
ば
な
い
親
な
ど
い
ま
せ
ん
。
喜
ん

で
当
た
り
前
で
す
。
我
が
子
の
嬉
し
そ
う

に
喜
ぶ
姿
を
想
像
す
れ
ば
、
一
言
な
り
と

も
「
よ
く
頑
張
っ
た
ね
」
と
、
誉
め
て
あ

げ
た
か
っ
た
は
ず
で
す
。

を
ひ
ら
き
、
末
代
の
衆
生
を
教
え
ら
れ
た

師
と
崇
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

そ
の
源
信
の
母
の
我
が
子
へ
の
手
紙
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

後
の
世
を

　
　

渡
す
橋
と
ぞ

　
　

思
い
し
に

　
　

世
渡
る
僧
と　

　
　

な
る
ぞ
悲
し
き
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し
か
し
、
も
し
こ
こ
で
我
が
子
に
「
立

派
に
な
り
ま
し
た
ね
。
こ
の
母
も
こ
の
上

な
く
喜
ん
で
い
ま
す
」
と
、
言
葉
を
か
け

て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
我
が
子

は
有
頂
天
に
な
っ
て
、
自
惚
れ
の
強
い
、

他
人
を
見
下
す
よ
う
な
僧
侶
に
成
り
下

が
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で

す
。
我
が
子
の
行
く
末
を
思
え
ば
思
う
ほ

ど
、
母
は
心
を
鬼
に
し
て
、
我
が
子
の
慢

心
を
戒
め
る
歌
を
、
涙
と
共
に
送
ら
ず
に

は
お
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は「
ど

う
か
立
派
な
僧
侶
に
な
っ
て
お
く
れ
。
後

の
世
を
渡
す
橋
に
な
っ
て
お
く
れ
」
と
い

う
、
や
る
せ
な
い
願
い
が
あ
る
だ
け
な
の

で
す
。
こ
の
厳
し
い
母
の
戒
め
は
源
信
の

心
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
後
、
源
信
は
比
叡
山
で
も
最

も
奥
深
い
横
川
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ま
わ

れ
、
終
生
そ
の
地
を
離
れ
る
こ
と
な
く
仏

道
修
行
に
精
進
さ
れ
、
多
く
の
仏
弟
子
を

育
て
、
数
々
の
書
物
を
書
き
残
さ
れ
ま
し

た
。

　

特
に
、
親
鸞
聖
人
は
源
信
僧
都
を
我
が

国
に
初
め
て
お
念
仏
の
み
教
え
を
広
め
ら

れ
た
方
と
し
て
、
浄
土
真
宗
の
七
高
僧
の

一
人
に
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
著
『
往
生
要
集
』

は
我
が
宗
の
重
要
な
聖
典
と
し
て
、
後
の

世
に
生
き
る
私
た
ち
の
大
き
な
灯
火
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
源
信
僧
都

は
「
後
の
世
を
渡
す
橋
」
に
な
ら
れ
た
の

で
す
。
こ
の
母
の
我
が
子
源
信
へ
の
戒
め

の
歌
こ
そ
、
折し

ゃ
く
ぶ
く伏

と
摂
取
の
仏
さ
ま
の
お

心
に
喩
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
は
私
た
ち
に
向
っ
て
「
煩

悩
具
足
の
凡
夫
よ
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
よ
」

と
呼
び
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
阿

弥
陀
さ
ま
の
心
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
お

心
の
底
に
は
「
ど
う
あ
っ
て
も
捨
て
て
は

お
け
な
い
」
と
い
う
摂
取
の
心
が
あ
る
の

で
す
。
慢
心
の
心
が
あ
る
が
ゆ
え
に
「
だ

か
ら
こ
そ
捨
て
て
は
お
け
な
い
ん
だ
よ
」

と
下
が
り
つ
め
る
お
慈
悲
の
中
に
、
間
違

い
な
く
こ
の
私
が
包
ま
れ
て
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
せ
て
も
ら
う
、
そ
れ
が
念
仏
者
の

信
心
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
、
深
い
安

ら
ぎ
の
世
界
で
す
。

　

一
休
さ
ん
、
源
信
さ
ん
の
お
母
さ
ん
、

蓮
如
、
綽
如
、
後
小
松
天
皇
、
太
子
絵
伝
、

絵
解
き
な
ど
を
通
し
て
の
不
思
議
な
深
い

つ
な
が
り
を
思
う
こ
と
で
あ
り
、「
和
国
の

教
主
聖
徳
皇　

広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し
」

と
親
鸞
様
が
戴
か
れ
た
真
実
の
内
を
思
わ

ず
に
は
お
れ
な
い
こ
と
で
す
。

　
　

勝
鬘
経
義
疏

　

聖
徳
太
子
様
は
叔
母
推
古
天
皇
に
代

わ
っ
て
政

ま
つ
り
ご
とを

な
さ
っ
た
。
二
十
歳
の
と
き

「
三
宝
興
隆
の
詔

み
こ
と
の
り」

を
発
布
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
行
く
。『
勝
鬘

経
』
は
勝
鬘
夫
人
が
獅
子
吼
さ
れ
た
も
の

で
叔
母
、
推
古
天
皇
に
講
義
さ
れ
、
注
釈

書
を
就
け
た
も
の
を
『
勝
鬘
経
義
疏
』
と

呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
遣
唐
使
の
手
に
よ

り
唐
に
渡
り
、
唐
の
明
空
さ
ん
が
読
み
、

感
動
さ
れ
、『
勝
鬘
経
義
疏
私
鈔
』
と
い
う

注
釈
書
を
書
か
れ
た
。
こ
の
注
釈
書
を
、

遣
唐
使
と
し
て
留
学
し
て
い
た
天
台
宗
の

円
仁
（
第
三
代
天
台
座
主
慈
覚
大
師
）
が

五
台
山
で
接
し
、
大
い
に
驚
か
れ
た
こ
と

で
す
。
聖
徳
太
子
の
義
疏
が
彼
の
国
で
研

究
さ
れ
て
る
こ
と
が
で
す
。
日
本
に
伝
え

ら
れ
見
直
さ
れ
評
価
さ
れ
た
の
で
す
。

　

ま
た
敗
戦
直
後
、
花
山
信
勝
さ
ん
が
『
勝

鬘
経
義
疏
』
を
み
ん
な
が
分
か
る
よ
う
に

伝
え
、
武
力
で
負
け
た
日
本
を
精
神
文
化

で
補
お
う
と
し
た
。

　

一
切
衆
生
を
供
養
す
る
。
生
き
て
る
衆

生
が
大
事　

共
に
凡
夫
だ
と
、
み
ん
な
が

尊
い
、
み
ん
な
に
大
事
な
人
と
し
て
供
養
す

る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
大
乗
に
な
り
ま
せ
ん

よ
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
明
空
さ
ん
は
『
勝
鬘

経
義
疏
』
を
褒
め
て
い
る
。
親
鸞
さ
ん
も
読

ま
れ
、
あ
れ
だ
け
多
く
の
御
和
讃
を
表
わ
さ

れ
た
。
１
３
０
０
年
も
聖
徳
太
子
さ
ま
を
崇

め
続
け
ら
れ
て
い
る
。
凄
い
こ
と
で
す
。
な

か
な
か
私
た
ち
凡
夫
は
思
う
た
よ
う
に
は
な

ら
ん
の
で
す
が
、
少
し
く
聖
徳
太
子
さ
ま
の

学
び
い
か
れ
た
貴
い
足
跡
を
訪
ね
た
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　
　
　

　《
編
集
後
記
》

◇
本
文
は
平
成
三
十
年
三
月
二
十
一
日
、浄
光
寺「
お

太
子
さ
ん
」
の
法
話
録
で
あ
り
ま
す
。
洵

ま
こ
と
に
勝
手
な

が
ら
紙
片
の
都
合
上
、
割
愛
、
編
集
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
　
　

＊
行
事
の
ご
案
内
＊

「
除
夜
の
鐘
・
修
正
会
」

  

「
除
夜
の
鐘
」
令
和
元
年
大
晦
日
・
午
後
十
一
時
半

  「
修
正
会
」
令
和
二
年
・
元
旦
・
午
前
零
時

除
夜
の
鐘
に
引
き
続
き
、
本
堂
で
修
正
会
の
お
勤
め

を
し
ま
す
。
温
か
い
食
べ
物
を
ご
用
意
し
て
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

「
き
い
こ
ま
い
け
報
恩
講
」

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日
（
木
）

　
　
　
午
後
二
時

　
　

※
十
二
月
～
二
月
は
冬
休
み
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