
Ｋ
「
今
回
は
憎
し
み
・
怨
み
の
こ
と

う
ら

を
問
題
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

ず
人
か
ら
憎
ま
れ
る
場
合
に
ど
う
対

応
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
」

Ｙ
「
人
か
ら
憎
ま
れ
る
こ
と
は
だ
れ

で
も
あ
り
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
や
イ
エ
ス

で
さ
え
人
か
ら
怨
ま
れ
ま
し
た
。
で

も
聖
者
の
場
合
は
怨
ま
れ
る
正
当
な

理
由
が
自
分
の
方
に
な
い
の
に
怨
ま

れ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
」

Ｋ
「
私
た
ち
凡
夫
は
人
か
ら
怨
ま
れ

る
種
が
あ
っ
て
怨
ま
れ
る
わ
け
で
す

ね
」

Ｙ
「
そ
う
い
う
場
合
が
多
い
で
す
ね
。

一
方
的
に
誤
解
さ
れ
て
と
い
う
の
も

あ
り
ま
す
が
」

Ｋ
「
聖
者
で
は
な
い
凡
夫
は
人
か
ら

憎
ま
れ
る
原
因
が
あ
っ
て
憎
ま
れ
る
。

で
は
人
か
ら
憎
ま
れ
た
ら
、
ど
う
対

応
し
た
ら
い
い
で
す
か
」

Ｙ
「
先
ず
は
、
自
分
に
対
す
る
他
者

の
評
価
や
称
讃
や
怨
憎
は
、
自
分
の

し
ょ
う
さ
ん

お
ん
ぞ
う

権
限
外
の
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
私
を
憎
む
か
憎

ま
な
い
か
は
他
者
の
自
由
で
す
。
だ

れ
も
他
者
が
怨
む
の
を
止
め
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
」

Ｋ
「
人
が
私
を
怨
む
か
ど
う
か
は
〈
我

の
こ
と
に
あ
ら
ず
彼
の
こ
と
な
り
〉

と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

Ｙ
「
え
え
そ
う
で
す
。
そ
の
上
で
、

私
自
身
が
人
か
ら
怨
ま
れ
た
時
に
、

そ
れ
を
ど
う
受
け
と
る
か
で
す
。
そ

れ
は
逆
に
〈
彼
の
こ
と
に
あ
ら
ず
我

の
こ
と
な
り
〉
で
す
」

Ｋ
「
Ｙ
さ
ん
は
そ
う
い
う
場
合
ど
う

受
け
と
り
ま
す
か
」

Ｙ
「
私
自
身
は
大
変
お
粗
末
な
人
間

で
す
か
ら
、
人
か
ら
憎
ま
れ
た
り
怨

ま
れ
た
り
し
て
も
仕
方
が
な
い
人
間

だ
と
、
本
当
に
思
っ
て
い
ま
す
」

Ｋ
「
自
分
の
よ
う
な
者
は
人
か
ら
怨

ま
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
程
の
人
徳

の
な
い
人
間
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
す

ね
」

Ｙ
「
え
え
、
身
に
し
み
て
そ
う
思
っ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
憎
ま
れ
た
り

怨
ま
れ
た
り
す
る
こ
と
は
悲
し
い
こ

と
で
す
が
」

Ｋ
「
し
か
し
、
誤
解
さ
れ
て
怨
ま
れ

る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
」

Ｙ
「
え
え
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
誤

解
さ
れ
て
何
と
か
生
き
れ
る
私
で
す
。

私
の
心
の
中
を
正
確
に
知
ら
れ
た
ら
、

そ
の
人
は
私
に
あ
き
れ
て
し
ま
い
、

〈
こ
ん
な
人
と
は
思
わ
な
か
っ
た
〉

と
、
私
を
見
放
す
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
で
す
か
ら
誤
解
さ
れ
て
何
と
か

人
に
つ
き
あ
っ
て
も
ら
え
て
い
る
の

で
す
。
だ
か
ら
少
々
誤
解
さ
れ
憎
ま

れ
て
も
当
然
の
こ
と
で
す
」

Ｋ
「
怨
ま
れ
て
も
憎
ま
れ
て
も
仕
方

の
な
い
人
間
だ
と
感
じ
て
い
る
と
、

怨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り
す
る
人
を
怨
み

返
し
憎
み
返
す
こ
と
は
な
く
な
る
で

し
ょ
う
ね
」

Ｙ
「
な
く
な
る
と
は
言
え
な
い
に
し

て
減
っ
て
く
る
の
は
事
実
で
す
。
で

も
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
す
か
ら
、
憎

ま
れ
た
ら
憎
み
返
す
よ
う
な
思
い
も

そ
の
時
に
は
起
こ
り
え
ま
す
。
が
、

憎
み
続
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

な
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」

Ｋ
「
じ
ゃ
あ
、
あ
な
た
は
現
在
憎
い

人
も
怨
み
に
思
う
人
も
あ
り
ま
せ
ん

か
」

Ｙ
「
今
の
と
こ
ろ
そ
う
い
う
人
は
あ

り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
こ
れ
か
ら
先

は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
私
の

子
供
が
理
不
尽
に
殺
さ
れ
で
も
し
た

ら
、
相
手
を
怨
み
続
け
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
」

Ｋ
「
で
も
〈
罪
を
憎
ん
で
人
を
憎
ま

ず
〉
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
」

Ｙ
「
そ
う
い
う
事
が
本
当
に
で
き
る

る
の
は
聖
者
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

私
が
現
在
憎
い
人
が
い
な
い
の
は
人

を
憎
む
べ
き
ほ
ど
の
縁
が
ま
だ
来
て

な
い
の
で
し
ょ
う
。
も
し
憎
む
べ
き

縁
が
来
れ
ば
凡
夫
で
す
か
ら
憎
悪
を

燃
や
す
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ

自
ら
の
悪
の
深
さ
を
少
し
な
り
と
も

知
ら
し
て
い
た
だ
き
、
先
ほ
ど
言
い

ま
し
た
よ
う
に
、
怨
ま
れ
て
当
た
り

前
の
人
間
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
か
ら
、

怨
ま
れ
て
怨
み
返
す
こ
と
は
ず
い
ぶ

ん
減
少
す
る
の
は
事
実
だ
と
思
い
ま

す
」

Ｋ
「
自
分
の
悪
は
仏
法
に
よ
っ
て
知

ら
さ
れ
る
の
で
す
ね
」

Ｙ
「
え
え
そ
う
で
す
。
仏
法
の
ご
恩

に
よ
っ
て
自
身
の
姿
が
知
ら
さ
れ
て

き
ま
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
大
事
な

こ
と
が
あ
り
ま
す
」

Ｋ
「
な
ん
で
す
か
」

Ｙ
「
自
分
の
悪
の
深
さ
、
お
粗
末
さ

を
知
る
と
い
っ
て
も
、
た
だ
知
ら
せ

て
い
た
だ
く
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
し
た
ら
、
つ
ま
ら
ぬ
自

分
が
イ
ヤ
に
な
り
、
自
分
に
腹
が
立

ち
、
自
分
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
い
ま

す
。
自
分
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
る
の

に
他
者
か
ら
な
じ
ら
れ
た
り
憎
ま
れ

た
り
す
る
と
、
そ
の
相
手
を
受
け
入

れ
る
ど
こ
ろ
か
相
手
を
逆
に
憎
み
返

す
こ
と
は
世
の
常
で
す
」

Ｋ
「
自
分
が
自
分
に
や
り
き
れ
な
い

の
に
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に

他
者
か
ら
責
め
ら
た
り
憎
ま
れ
た
り

す
る
と
、
相
手
に
対
し
て
更
な
る
憎

し
み
が
湧
い
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
」

Ｙ
「
え
え
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

自
分
の
ど
う
し
て
み
よ
う
も
な
さ
、

人
徳
の
な
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
も
、

落
ち
込
ま
ず
、
そ
ん
な
自
分
に
腹
も

立
た
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
う
い

う
自
分
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
」
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Ｋ
「
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
す
か
」

Ｙ
「
阿
弥
陀
仏
が
私
の
全
体
、
お
粗

末
な
私
を
大
悲
し
、
受
け
入
れ
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
阿
弥
陀

仏
の
〈
愚
悪
の
凡
夫
よ
。
私
は
あ
な

た
を
見
捨
て
な
い
。
あ
な
た
を
受
け

入
れ
て
離
さ
な
い
〉
と
い
う
広
大
な

慈
悲
が
身
に
し
み
て
、
お
ぞ
ま
し
い

自
分
で
あ
り
な
が
ら
、
有
難
い
と
い

う
思
い
が
湧
い
て
き
ま
す
」

Ｋ
「
悪
の
深
い
自
分
を
喜
ん
で
承
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
阿
弥
陀

仏
の
大
悲
が
自
分
に
そ
そ
が
れ
て
い

る
か
ら
で
す
ね
」

Ｙ
「
全
く
そ
の
通
り
で
す
。
そ
れ
に
、

他
者
が
あ
さ
ま
し
い
こ
と
を
し
て
も

余
り
責
め
る
気
に
は
な
ら
な
い
の
で

す
」

Ｋ
「
な
ぜ
で
す
か
」

Ｙ
「
私
自
身
を
宿
業
の
身
で
あ
る
と

感
じ
る
か
ら
で
す
。
自
分
で
ど
う
に

も
な
ら
な
い
宿
業
を
抱
え
て
い
る
身

で
あ
る
と
知
る
と
、
他
者
の
宿
業
も

感
じ
ら
れ
て
き
ま
す
。
〈
あ
あ
、
あ
の

人
も
自
分
で
自
分
を
始
末
で
き
な
い

ん
だ
な
あ
〉
と
感
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
す
か
ら
、
相
手
の
非
や
過
失

を
責
め
る
気
持
ち
は
和
ら
い
で
き
ま

す
。
故
藤
原
正
遠
師
が
よ
く
、
〈
相
手

を
責
め
る
気
持
ち
が
起
こ
る
と
き
、

自
分
に
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
あ

の
人
は
そ
う
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

訳
が
あ
る
ん
だ
な
あ
と
思
い
直
す
〉

こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
」

Ｋ
「
そ
の
人
は
そ
う
せ
ず
に
は
お
れ

な
い
訳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

藤
原
師
の
お
言
葉
は
、
人
に
は
人
そ

れ
ぞ
れ
の
宿
業
が
あ
っ
て
、
ど
う
し

て
も
そ
う
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
深
い

因
縁
が
あ
る
と
知
る
こ
と
に
通
じ
る

言
葉
で
す
ね
」

Ｙ
「
え
え
そ
う
で
す
ね
。
自
分
で
自

分
が
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
の
に
、

人
に
は
〈
あ
あ
な
っ
て
欲
し
い
。
こ

う
な
っ
て
欲
し
く
な
い
〉
と
過
度
に

期
待
し
、
相
手
が
自
分
の
期
待
通
り

に
な
っ
て
く
れ
な
い
と
相
手
を
責
め

る
の
は
我
が
身
知
ら
ず
と
も
い
え
ま

す
」

Ｋ
「
と
こ
ろ
で
、
憎
し
み
や
怨
み
を

抱
く
こ
と
が
少
な
い
と
、
生
き
る
の

は
安
ら
か
で
し
ょ
う
ね
」

Ｙ
「
で
き
る
だ
け
そ
う
あ
り
た
い
で

す
ね
。
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
に
は

〈
念
仏
す
る
人
を
に
く
み
そ
し
る
人

を
も
、
に
く
み
そ
し
る
こ
と
あ
る
べ

か
ら
ず
。
あ
わ
れ
み
を
な
し
、
か
な

し
む
こ
こ
ろ
を
も
つ
べ
し
〉

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
法
然
聖

人
の
お
言
葉
だ
と
聖
人
は
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
す
が
」

Ｋ
「
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
に
も

『
怨
み
を
い
だ
い
て
い
る
人
々
の
あ

い
だ
に
あ
っ
て
怨
む
こ
と
な
く
、
わ

れ
ら
は
大
い
に
楽
し
く
生
き
よ
う
。

怨
み
を
も
っ
て
い
る
人
々
の
あ
い
だ

に
あ
っ
て
怨
む
こ
と
な
く
、
わ
れ
ら

は
暮
ら
し
て
い
こ
う
』（
ダ
ン
マ
パ
ダ
）

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
あ
り
た
い
も

の
で
す
ね
」

Ｙ
「
〈
大
い
に
楽
し
く
生
き
よ
う
〉
と

言
わ
れ
て
い
る
の
が
と
て
も
い
い
で

す
ね
。
ツ
バ
を
天
に
向
か
っ
て
吐
け

ば
、
自
分
の
ツ
バ
が
己
の
顔
に
か
か

る
よ
う
に
、
憎
悪
の
感
情
は
憎
悪
さ

れ
る
人
よ
り
、
憎
悪
し
て
い
る
本
人

が
最
も
苦
し
い
し
、
怨
ま
れ
る
人
よ

り
も
、
怨
ん
で
い
る
本
人
が
一
番
苦

し
い
で
す
ね
」

Ｋ
「
そ
れ
に
関
連
し
て
や
は
り
ブ
ッ

ダ
の
言
葉
に

『
「
か
れ
は
、
わ
れ
を
罵
っ
た
。
か

の
の
し

れ
は
、
わ
れ
を
害
し
た
。
か
れ
は
、

わ
れ
に
う
ち
勝
っ
た
。
か
れ
は
、
わ

れ
か
ら
強
奪
し
た
」
と
い
う
思
い
を

ご
う
だ
つ

い
だ
く
人
に
は
、
怨
み
は
つ
い
に
息
や

む
こ
と
が
な
い
』
（
ダ
ン
マ
パ
ダ
）

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
」

Ｙ
「
そ
う
で
す
ね
。
〈
あ
の
人
か
ら
悪

口
を
言
わ
れ
た
〉
と
腹
を
立
て
、
〈
あ

の
人
は
私
を
傷
つ
け
た
〉
と
憎
み
、〈
あ

の
人
に
負
け
た
〉
と
悔
し
が
り
、
〈
あ

の
人
か
ら
損
失
を
蒙
っ
た
〉
と
怨
み

こ
う
む

を
抱
く
。
人
間
は
人
を
憎
ん
だ
り
怨

ん
だ
り
し
よ
う
と
す
れ
ば
材
料
は
い

く
つ
で
も
周
り
に
転
が
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
を
憎
む
か
憎
ま
な
い

か
怨
む
か
怨
ま
な
い
か
は
、
そ
の
人

自
身
の
問
題
で
す
」

Ｋ
「
自
身
の
問
題
と
い
う
の
は
、
そ

の
人
の
受
け
と
り
様
と
い
う
こ
と
で

す
か
」

Ｙ
「
と
い
う
か
、
い
ろ
ん
な
縁
で
人

を
憎
ん
だ
り
怨
ん
だ
り
す
る
私
の
心

の
底
に
あ
る
の
は
我
執
・
我
愛
の
心

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

Ｋ
「
自
分
へ
の
こ
だ
わ
り
（
我
執
）

と
か
我
が
身
を
可
愛
い
と
い
う
思
い

（
我
愛
）
と
い
わ
れ
る
の
で
す
ね
」

Ｙ
「
え
え
。
自
我
愛
が
心
の
中
に
根

を
張
っ
て
い
て
、
そ
の
自
我
愛
か
ら

他
者
と
つ
き
合
う
と
と
か
く

〈
か
れ
は
、
わ
れ
を
罵
っ
た
。
か
れ

は
、
わ
れ
を
害
し
た
。
か
れ
は
、
わ

れ
に
う
ち
勝
っ
た
。
か
れ
は
、
わ
れ

か
ら
強
奪
し
た
〉
と
い
う
思
い
が
何

か
に
つ
け
て
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
思

い
が
ブ
ド
ウ
の
房
の
よ
う
に
我
が
心

に
結
ぼ
れ
て
怨
み
が
た
ま
る
の
で
し

ょ
う
」

Ｋ
「
そ
し
て
私
た
ち
は
人
か
ら
憎
ま

れ
た
ら
憎
み
返
し
怨
ま
れ
た
ら
怨
み

返
し
て
し
ま
う
の
で
す
ね
」

Ｙ
「
え
え
、
そ
れ
で
お
互
い
の
対
立

感
情
が
何
時
ま
で
も
続
く
の
で
す
ね
」

Ｋ
「
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
に

『
実
に
こ
の
世
に
お
い
て
は
、
怨
み

に
報
い
る
に
怨
み
を
以
て
し
た
な
ら

む
く

ば
、
つ
い
に
怨
み
の
息
む
こ
と
が
な

や

い
。
怨
み
を
す
て
て
こ
そ
息
む
。
こ

れ
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る
』
（
同
上
）

と
あ
り
ま
す
。
な
か
な
か
怨
み
を
捨

て
る
の
が
難
し
い
の
で
す
ね
」

Ｙ
「
私
た
ち
凡
夫
に
は
聖
者
の
よ
う

に
憎
ま
ず
怨
ま
ず
常
に
平
和
な
心
で

生
き
る
こ
と
は
と
て
も
出
来
な
い
相

談
で
す
。
け
れ
ど
も
、
お
念
仏
に
よ

っ
て
、
我
が
身
の
煩
悩
の
深
い
事
を

知
っ
て
、
怨
ま
れ
る
の
は
我
が
悪
ゆ

え
と
、
怨
み
返
す
こ
と
な
く
、
ま
た

煩
悩
深
き
我
が
身
に
〈
汝
、
我
が
子

よ
、
私
は
汝
と
共
に
い
る
、
汝
を
見

捨
て
な
い
〉
と
大
悲
を
そ
そ
ぎ
た
も

う
仏
心
に
満
た
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、

他
者
へ
の
憎
し
み
や
怨
み
が
洗
わ
れ

て
い
く
の
を
感
じ
ま
す
。
こ
れ
は
我

が
賢
き
に
あ
ら
ず
、
ひ
と
え
に
仏
の

大
悲
の
お
は
た
ら
き
の
ゆ
え
と
存
じ

ま
す
」

(
了
）

〈〈 〈〈
住

職
住

職
住

職
住

職
つ

れ
づ

れ
つ

れ
づ

れ
つ

れ
づ

れ
つ

れ
づ

れ
日

誌
日

誌
日

誌
日

誌
〉〉 〉〉

今
年
の
夏
も
三
十
五
度
を
越
え
た
日
が
多
く
、

日
本
の
夏
も
南
ア
ジ
ア
並
み
の
極
暑
と
な
っ

た
。
ク
ー
ラ
ー
の
普
及
で
ど
の
お
宅
に
お
参

り
し
て
も
昔
の
よ
う
に
汗
を
か
き
か
き
読
経

を
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
な
っ
た
。
た
だ
ク

ー
ラ
ー
の
部
屋
の
出
入
が
増
え
る
の
で
体
調

を
整
え
る
の
が
難
し
い
の
か
、
何
日
も
夏
風

邪
を
ひ
い
て
し
ま
う
。
夏
の
お
盆
は
関
西
で

は
八
月
十
三
日
に
始
ま
り
十
六
日
に
は
終
わ

る
。
毎
年
こ
の
時
期
は
肉
体
的
に
ハ
ー
ド
に

な
り
、
短
い
期
間
だ
が
体
力
の
な
い
私
に
は

結
構
こ
た
え
る
。
十
五
日
に
念
佛
寺
の
盆
法

要
を
済
ま
せ
、
十
七
日
か
ら
ゆ
っ
く
り
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
二
十
日
ご
ろ
に
よ
う
や
く
疲

労
が
ほ
ぼ
回
復
し
た
。
十
五
日
の
盆
法
要
に

お
参
り
に
来
ら
れ
た
方
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た

が
、
暑
い
中
に
来
て
い
た
だ
く
だ
け
で
大
変

な
ご
苦
労
と
思
わ
ず
に
お
れ
な
い
。

＊
浜
屋
西
宮
店
で
の
聖
典
講
座
を
九
月
か
ら

念
仏
堂
で
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

＊
お
盆
が
済
む
と
時
々
旅
に
出
る
が
、
今
年

は
も
っ
ぱ
ら
家
で
過
ご
す
。
何
か
物
足
り
な

い
気
も
し
な
い
で
は
な
い
が
。

【 電 話 相 談 室 】電 話 相 談 室 】電 話 相 談 室 】電 話 相 談 室 】
（秘密厳守・匿名可・無料）

（時間）
午前８時より午後１０時まで

（電話）
０７９８ｰ４１ｰ５３４６０７９８ｰ４１ｰ５３４６０７９８ｰ４１ｰ５３４６０７９８ｰ４１ｰ５３４６

（相談内容）
人生上のいろいろな悩み・
信仰上の相談・仏事の相談
＊相談員が留守の時がありま
すので予めご承知ください。
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ど
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も
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明
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い
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か

に
い
い
ひ
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か

に
い
い
ひ
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ふ
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ょ
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ず
し
て
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て
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て
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て
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と
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と
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と

ひ
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ど
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ど
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え
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ど
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ど
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て
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て
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て
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な
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お
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く
べ
き
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と
な
り
。。 。。

（
歎
異
鈔
第
十
一
章
よ
り
）

こ
こ
で
あ
る
人
が
「
汝
は
弥
陀
の
誓
願
を
信

じ
る
か
、
そ
れ
と
も
名
号
を
信
じ
る
か
」
と
い

う
質
問
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
内
容
の

質
問
を
す
る
こ
と
自
体
が
、
弥
陀
の
本
願
を
我

が
身
に
信
受
し
な
い
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
本
願

を
観
念
的
思
想
的
に
受
け
と
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
本
願
を
信
じ
る
こ
と
と
名
号

を
信
じ
る
こ
と
は
、
実
際
の
念
仏
生
活
で
は
ま

っ
た
く
一
つ
の
こ
と
で
す
。

弥
陀
の
本
願
、
広
く
言
え
ば
真
宗
の
教
法
を

学
習
し
、
理
解
し
て
、
理
解
し
た
も
の
を
記
憶

す
る
。
そ
の
よ
う
に
記
憶
さ
れ
た
真
宗
の
教
法

は
〈
真
宗
思
想
〉
だ
と
い
え
ま
す
。

真
宗
を
な
る
ほ
ど
思
想
と
し
て
学
ぶ
こ
と
も

で
き
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
意
義
も
あ
り
ま
し

ょ
う
。
し
か
し
、
学
ん
で
お
ぼ
え
た
真
宗
思
想

を
規
範
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
と
、
そ
う
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、

生
き
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、

「
親
鸞
聖
人
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
、
ご
門
徒

を
御
同
朋
と
敬
わ
れ
た
。
だ
か
ら
自
分
を
指
導

者
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
、
ま
わ
り
の
ご
門
徒

を
御
同
朋
と
敬
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

「
人
間
は
す
べ
て
仏
の
子
で
あ
っ
て
、
平
等

に
し
て
尊
い
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
ど
ん
な
人

も
差
別
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」

「
人
間
は
我
執
・
我
愛
の
煩
悩
具
足
の
存
在

で
あ
る
。
お
の
れ
の
罪
の
深
さ
を
自
覚
し
て
、

自
ら
を
善
と
し
他
者
を
悪
と
見
な
す
憍
慢
を
離

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
人
は
お
互
い
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
一
つ
の
い

の
ち
を
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
他
者
と
連
帯
し

て
共
に
生
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

な
ど
と
考
え
て
、
真
宗
思
想
を
実
践
し
よ
う
と

し
て
も
そ
う
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

た
し
か
に
真
宗
の
教
の
中
に
あ
る
人
間
観
や

世
界
観
か
ら
人
間
の
平
等
性
や
尊
厳
な
生
命
観

や
罪
悪
観
や
社
会
倫
理
な
ど
が
導
き
出
さ
れ
ま

す
。そ
し
て
実
際
、
聖
人
は
ご
自
分
を
罪
悪
深
重

の
凡
夫
と
慚
愧
さ
れ
、
ご
門
徒
を
敬
い
、
人
間

ざ
ん
き

の
平
等
感
に
生
き
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に

違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
れ
は
い
た
だ
か
れ
た
真
実
信
心

の
結
果
と
し
て
、
信
心
の
智
慧
（
仏
徳
）
か
ら

の
自
ず
か
ら
な
る
認
識
で
あ
り
態
度
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

で
す
か
ら
真
実
信
心
を
抜
き
に
し
て
私
た
ち

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
真
宗
の
教
え
を
手
本
に
し
た
り
規
範
の
如
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
し
て
、
そ
う
な
ろ
う
と
し
て
も
な
れ
る
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

、
、
、
、
、
、
、
、

明
信
寺
師
と
い
う
名
師
の
言
葉
に

「
善
知
識
の
ご
化
導
を
ご
註
文
の
如
く
思
い
、

教
の
如
く
な
ら
ん
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
れ
ぬ
。

た
と
え
ば
鶴
や
船
で
形
を
折
つ
て
小
供
に
与
え

る
時
は
、
暫
く
眺
め
て
お
っ
て
直
ぐ
解
く
。

し
ば
ら
く

や
が
て
元
の
如
く
折
ら
ん
と
す
る
も
出
来
ぬ
ゆ

え
泣
き
出
す
。
今
も
そ
の
如
く
仰
せ
の
如
く
な

ら
ん
と
す
る
も
金
輪
な
れ
ぬ
。
た
だ
仰
せ
の
ま

ま
を
聞
く
ば
か
り
」

と
あ
り
ま
す
が
、
真
宗
の
教
え
を
学
ん
で
、
そ

の
教
え
を
手
本
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
て
も
、

そ
う
は
な
れ
な
い
と
師
は
言
わ
れ
ま
す
。

出
て
き
た
源
（
信
心
）
に
立
ち
返
ら
ず
に
、

出
て
き
た
〈
結
果
〉
を
聴
い
て
、
そ
の
結
果
を

ま
ね
よ
う
と
し
て
も
、
実
際
に
は
そ
う
は
い
か

な
い
の
で
す
。
信
心
は
認
識
と
行
動
の
源
で
す
。

そ
の
源
に
帰
ら
ず
に
、
認
識
と
行
動
を
ま
ね
る

の
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。

く
り
か
え
し
に
な
り
ま
す
が
、
弥
陀
の
本
願

に
助
け
ら
れ
た
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
た
世
界

観
（
人
間
の
平
等
性
・
尊
厳
性
・
罪
悪
観
・
人

生
の
意
味
な
ど
）
を
学
ん
で
、
直
接
そ
の
世
界

観
に
そ
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
い

わ
ば
真
宗
を
思
想
と
し
て
学
び
、
そ
れ
を
自
己

の
行
動
の
原
理
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

自
己
や
社
会
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
対
し
て
、

真
宗
の
教
え
を
学
ん
で
、
教
の
中
に
問
題
の
答

え
を
見
い
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
動
し
よ
う

と
す
る
の
で
す
が
、
は
た
し
て
そ
れ
は
親
鸞
聖

人
の
思
し
召
し
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

真
宗
の
思
想
や
親
鸞
の
思
想
を
学
習
し
て
、

そ
れ
で
間
に
合
う
の
な
ら
、
真
宗
は
思
想
と
し

て
学
ぶ
だ
け
で
い
い
の
で
あ
っ
て
、
本
願
を
信

ず
る
こ
と
も
念
佛
を
申
す
こ
と
も
い
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
私
は
「
弥
陀
に
助
け
ら
れ
る
」
必
要

も
な
く
、
念
仏
申
す
必
然
も
あ
り
ま
せ
ん
。
弥

陀
を
た
の
ま
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
私
だ
か

ら
で
す
。
け
れ
ど
も
真
宗
〈
思
想
〉
は
自
己
全

体
を
救
わ
な
い
の
で
す
。

真
宗
を
学
ん
で
も
た
ん
な
る
思
想
的
な
知
識

や
観
念
に
安
住
で
き
ず
、
い
よ
い
よ
「
思
想
益

な
し
」（
大
経
下
巻
）
と
な
る
時
、
ゲ
ー
テ
が
「
人

間
と
い
う
も
の
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
っ
て

い
る
が
、
そ
の
人
間
の
知
っ
て
い
る
こ
と
と
い

う
も
の
は
、
い
ざ
と
い
う
場
合
に
は
役
に
立
た

ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
ぶ
つ
か
る

時
、
学
ん
で
記
憶
し
た
真
宗
思
想
も
親
鸞
の
思

想
も
自
分
に
は
無
力
と
な
り
役
立
た
な
く
な
る

時
、
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
救
わ

れ
が
た
き
自
分
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

し
か
し
、
む
し
ろ
そ
こ
に
弥
陀
の
本
願
が
直

接
的
に
響
い
て
き
ま
す
。
ま
さ
に
勅
命
と
し
て

ひ
び
く
。
弥
陀
の
本
願
を
学
ぶ
と
か
、
考
え
る

と
か
、
納
得
す
る
と
か
い
う
手
間
も
ひ
ま
も
い

ら
な
い
。
聞
か
さ
れ
る
本
願
の
仰
せ
が
そ
の
ま

ま
救
い
そ
の
も
の
と
な
り
ま
す
。

明
信
寺
師
は
そ
こ
を
「
た
だ
仰
せ
の
ま
ま
を

聞
く
ば
か
り
」
と
申
さ
れ
た
の
で
す
。

な
お
多
く
の
先
人
が
こ
の
点
に
つ
い
て
、

「
聞
く
ば
か
り
。
聞
い
て
向
こ
う
に
あ
る
も
の

を
取
り
込
む
よ
う
に
思
う
は
違
い
な
り
。
聞
く

ば
っ
か
り
と
い
う
こ
と
ま
こ
と
に
尊
い
」

（
等
覚
寺
師
）

「
信
ず
る
と
は
仰
信
す
る
こ
と
。
聞
い
た
心

が
仏
法
で
は
な
い
。
仰
せ
が
仏
法
と
は
こ
の
こ

と
じ
ゃ
」

（
禿
顕
誠
師
）
、

「
聞
く
ほ
か
に
信
が
な
い
と
は
、
自
分
の
聞

い
た
こ
と
に
用
事
が
な
い
と
い
う
こ
と
」

（
佐
々
木
蓮
麿
師
）

と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

弥
陀
の
仰
せ
が
仏
法
で
あ
っ
て
、
聞
い
て
取

り
込
ん
だ
教
義
や
真
宗
思
想
は
仏
法
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
形
式
で
あ
り
ま
す
。
思
想
で
あ
り

概
念
で
す
。
セ
ミ
の
抜
け
殻
は
セ
ミ
に
そ
っ
く

り
だ
が
セ
ミ
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
知
識
化
し

思
想
化
し
た
本
願
は
生
け
る
本
願
の
抜
け
殻
で

す
。
真
宗
を
思
想
的
に
研
究
す
る
の
は
良
い
と

し
て
も
、
自
分
自
身
の
永
遠
の
救
い
に
で
あ
う

に
は
、
本
願
を
自
分
の
心
に
取
り
込
ん
で
思
想

化
す
る
以
前
の
、
本
願
そ
の
も
の
の
直
接
の
喚

び
声
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
了
）
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信
仰
雑
誌
「
法
雷
」
の
編
集
後
記
に
、
香
港

在
住
の
中
国
人
女
性
二
人
が
真
宗
に
帰
依
し
、

今
般
、
本
願
寺
（
西
）
で
得
度
さ
れ
て
真
宗
僧

侶
に
な
ら
れ
た
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い
ま
し

た
の
で
、
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

一
人
は
も
と
も
と
中
国
本
土
で
中
国
仏
教
の

出
家
者
（
尼
僧
）
だ
っ
た
方
で
す
。
も
う
一
人

は
香
港
の
方
で
在
家
か
ら
真
宗
僧
侶
に
な
ら
れ

ま
し
た
。

後
者
の
女
性
が
真
宗
に
で
あ
わ
れ
た
い
き
さ

つ
は
こ
う
で
す
。

１
９
３
７
年
、
日
華
事
変
が
勃
発
し
、
日
本

に
っ
か

ぼ
っ
ぱ
つ

軍
は
広
州
を
爆
撃
し
ま
し
た
。
そ
の
時
幼
児
だ

こ
う
し
ゅ
う

っ
た
彼
女
は
母
親
の
懐
に
抱
か
れ
て
山
中
を
逃

げ
回
り
ま
し
た
。
母
親
は
幼
児
を
抱
き
か
か
え

な
が
ら
、
終
日
終
夜
〈
南
無
阿
弥
陀
仏
ナ
ム
ア

ミ
ダ
ブ
ツ
〉
と
念
仏
し
続
け
て
い
た
そ
う
で
す
。

母
の
念
仏
が
自
力
念
仏
で
あ
る
か
他
力
念
仏
で

あ
る
か
知
る
よ
し
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
子
供
に

と
っ
て
は
逃
げ
回
る
苦
し
い
日
々
の
中
で
母
の

口
よ
り
流
れ
る
念
仏
の
声
を
幾
日
も
聴
か
さ
れ

た
の
で
し
た
。
そ
う
い
う
幼
い
時
の
体
験
は
彼

女
の
耳
の
底
、
心
の
底
に
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
の

念
仏
の
声
が
知
ら
ず
知
ら
ず
し
み
こ
ん
だ
の
で

し
た
。
そ
れ
か
ら
五
十
数
年
後
、
不
思
議
な
縁

が
あ
っ
て
真
宗
の
教
え
を
聞
く
こ
と
が
き
っ
か

け
と
な
っ
て
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
が
耳
の
底
に

こ
だ
ま
し
て
い
る
の
に
驚
い
た
の
で
す
。
こ
う

し
て
母
の
念
仏
を
通
し
て
心
に
刻
ま
れ
た
念
仏

の
こ
だ
ま
は
、
真
宗
の
教
え
を
通
し
て
「
汝
を

摂
取
し
て
決
し
て
捨
て
ぬ
」
と
の
阿
弥
陀
仏
の

〈
よ
び
声
〉
で
あ
り
、
仏
の
さ
け
び
で
あ
る
と
、

初
め
て
知
ら
さ
れ
た
の
で
し
た
。
彼
女
は

〈
母
の
胸
に
抱
か
れ
て
念
仏
の
声
を
聞
い
た
時

も
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
が
す
で
に
自
分
を
喚
び

よ

た
も
う
声
で
し
た
。
い
な
十
劫
、
久
遠
劫
来
、
喚
よ

び
づ
め
に
喚
ば
れ
て
い
る
私
で
あ
り
ま
し
た
。

今
日
ま
で
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
自
力
作
善
の

さ
ぜ
ん

道
に
走
っ
て
い
た
愚
か
さ
、
我
が
身
知
ら
ず
を

思
い
知
ら
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
に
申
し
訳
な
い
、
愧
は

じ
入
る
ば
か
り
で
す
〉

と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

〈
現
在
の
中
国
仏
教
は
ど
こ
を
尋
ね
て
も
、
「
受

戒
し
て
、
座
禅
し
、
念
仏
し
な
さ
い
」
と
教
え

る
の
み
。
日
本
の
真
宗
の
よ
う
な
他
力
念
仏
を

教
え
て
く
れ
る
人
師
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
日

本
に
は
八
百
年
昔
、
在
家
・
出
家
、
持
戒
・
破

戒
を
問
う
こ
と
な
く
本
願
他
力
念
仏
の
救
い
が

親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
今
も
脈
々
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
実
に
素
晴
ら
し
い
こ
と

で
す
。
今
回
、
中
国
人
の
身
で
本
願
寺
の
僧
侶

と
し
て
得
度
を
受
け
た
の
も
、
単
に
日
本
仏
教
、

本
願
寺
の
組
織
の
中
に
入
る
た
め
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
素
晴
ら
し
い
本
願
他
力
の
伝
統
、

聖
人
一
流
の
ご
勧
化
を
こ
う
む
る
仏
弟
子
と
し

て
の
信
念
、
自
覚
を
一
層
深
め
、
さ
ら
に
、
真

実
の
仏
法
を
求
め
て
止
ま
ぬ
中
国
の
同
朋
に
も

お
す
す
め
し
た
い
の
一
途
で
す
〉

い
ち
ず

と
切
々
と
所
信
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
ド
で
釈
尊
が
お
説
き
に
な
っ
た
本
願
念

仏
の
仏
法
が
、
一
切
の
衆
生
を
救
う
法
と
し
て
、

歴
史
上
に
実
際
に
興
起
し
た
の
は
中
国
で
し
た
。

曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
と
い
っ
た
中
国
浄
土
教
の

ど
ん
ら
ん

祖
師
方
の
ご
恩
に
よ
っ
て
民
衆
の
上
に
根
付
い

て
い
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
善
導
大
師
以
後
は
、

善
導
の
後
継
者
と
し
て
法
照
・
少
康
と
い
っ

ほ
っ
し
ょ
う

し
ょ
う
こ
う

た
方
々
が
出
ら
れ
ま
し
た
が
、
他
力
本
願
念
仏

は
自
力
聖
道
の
念
仏
の
中
に
埋
没
し
て
い
っ
た

ま
い
ぼ
つ

の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
で
起
こ
っ
た
本
願

他
力
の
念
仏
は
、
遠
く
離
れ
た
日
本
の
法
然
お

よ
び
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
た
ば
か
り

か
、
さ
ら
に
自
力
的
色
彩
を
洗
い
落
と
し
て
純

粋
な
本
願
他
力
念
仏
と
し
て
開
顕
さ
れ
て
現
在

ま
で
豊
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
中
国
の
民
衆
は
、
自
力
的
あ
っ
た
と
し

て
も
人
生
の
苦
し
み
の
中
か
ら
連
綿
と
し
て
念

れ
ん
め
ん

仏
を
申
し
て
き
た
の
で
す
。
現
在
の
中
国
本
土

や
台
湾
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
中
国
人
に
念
仏
申

す
人
は
多
い
の
で
す
。
お
念
仏
を
自
力
的
に
し

か
受
け
と
ら
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
中
国
人
が

現
在
に
至
る
ま
で
南
無
阿
弥
陀
仏
の
言
葉
に
親

し
ん
で
き
た
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
す
。

今
年
の
春
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
行
き
ま
し
た
。

に
ぎ
や
か
な
市
場
の
中
に
小
さ
な
Ｃ
Ｄ
専
門
店

が
あ
り
、
そ
こ
に
仏
教
の
教
え
を
映
像
化
し
た

多
く
の
仏
教
Ｃ
Ｄ
が
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
無

量
寿
経
の
音
楽
Ｃ
Ｄ
す
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

Ｃ
Ｄ
は
極
楽
の
情
感
を
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」

の
声
で
歌
い
上
げ
て
い
る
も
の
で
す
。
も
っ
と

も
私
た
ち
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
〈
ナ
ム
ア
ミ
ダ

ブ
ツ
〉
と
発
音
し
ま
す
が
、
中
国
人
は
「
ナ
モ

ア
ミ
ト
ウ
」
と
発
音
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

中
国
の
民
衆
に
深
く
伝
わ
っ
て
い
る
〈
南
無

阿
弥
陀
仏
〉
の
み
言
葉
が
、
釈
尊
の
真
意
で
あ

る
弥
陀
本
願
他
力
の
念
仏
と
し
て
了
解
さ
れ
る

な
ら
、
中
国
に
真
の
在
家
仏
教
・
民
衆
仏
教
が

育
つ
こ
と
は
十
分
可
能
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

現
在
に
至
る
中
国
仏
教
二
千
年
の
歴
史
の
中
に
、

そ
う
い
う
素
地
は
多
分
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

最
近
、
長
年
低
迷
し
て
い
た
中
国
仏
教
は
盛

ん
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
中
国
仏
教
の
復
興

に
と
も
な
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
言
葉
が
民

衆
の
心
の
底
に
流
れ
て
い
る
こ
と
を
素
地
に
、

南
無
阿
弥
陀
仏
の
「
真
実
の
い
わ
れ
」
が
か
の

人
々
に
伝
わ
る
こ
と
を
念
じ
て
止
み
ま
せ
ん
。

欧
米
に
真
宗
を
伝
え
る
こ
と
も
大
事
で
す
が
、

二
十
一
世
紀
は
中
国
が
歴
史
の
表
舞
台
に
立
つ

時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
か
っ
て
中
国

の
祖
師
方
が
起
こ
し
て
耕
し
た
本
願
念
仏
の
浄

た
が
や

土
教
を
、
中
国
民
衆
の
上
に
純
粋
な
形
で
回
復

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
浄
土
真
宗
は
世
界
の

真
宗
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
（
了
）
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①
日
常
生
活
の
中
で
実
際
に
お
念
仏
を
申

し
、
お
念
仏
の
意
味
を
知
る
た
め
に
仏
法

の
お
話
を
出
来
る
だ
け
聞
く
よ
う
に
努
め

ま
す
。
申
さ
れ
る
念
佛
の
い
わ
れ
を
聞
き

開
く
と
き
、
初
め
て
人
生
が
安
定
し
ま
す
。

②
朝
夕
、
お
内
仏
（
お
仏
壇
）
に
お
参
り

し
、
阿
弥
陀
仏
を
礼
拝
し
、
念
仏
し
勤
行

を
し
ま
す
。
お
勤
め
は
そ
の
名
の
通
り
、

た
い
ぎ
な
時
も
い
や
な
時
も
己
を
励
ま
し

て
つ
と
め
る
も
の
で
す
。
（
勤
行
本
や
数

、
、
、
、

珠
は
畳
の
上
に
直
接
置
き
ま
せ
ん
）

③
「
神
だ
の
み
」
「
仏
だ
の
み
」
「
占
い
」

「
厄
除
け
」
「
見
て
も
ら
い
」
「
日
の
良
し

悪
し
」
な
ど
に
か
か
わ
っ
た
り
こ
だ
わ
っ

た
り
し
ま
す
と
、
阿
弥
陀
仏
が
私
ど
も
に

か
け
て
く
だ
さ
る
願
い
（
本
願
）
を
見
失

っ
て
、
生
涯
目
に
見
え
ぬ
も
の
（
霊
や
タ

タ
リ
や
バ
チ
な
ど
）
に
振
り
回
さ
れ
、
縛

ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
主
体
的
な
生
き
方
が

出
来
な
く
な
り
ま
す
。


