
今
回
か
ら
、
法
話
風
に
書
い
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

◎

親
鸞
聖
人
は
九
〇
年
の
御
生
涯

の
中
で
多
く
の
書
物
を
お
書
き
に

。

『

』

な
り
ま
し
た

そ
の
中
に

和
讃

わ

さ

ん

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

和
讃
と
い
う
の
は
、
和
語
に
よ

る
七
五
調
の
仏
教
讃
歌
の
こ
と
で

す
。
聖
人
は
、
こ
う
し
た
和
讃
を

五
〇
〇
首
を
こ
え
る
ほ
ど
作
っ
て

お
ら
れ
、
そ
の
中
の
三
五
〇
首
余

『

』『

』

り
を

浄
土
和
讃

高
僧
和
讃

『
正
像
末
和
讃
』
の
三
冊
に
ま
と

め
ら
れ
ま
し
た

そ
れ
は

三

帖

。

『

じ
ょ
う

和
讃
』
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

今
回
か
ら
聖
人
の
『
三
帖
和
讃
』

を
縁
と
し
て
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

ま
ず
『
浄
土
和
讃
』
の
最
初

に
「
冠
頭
和
讃
」
と
呼
ば
れ
て
い

か
ん
と
う

る
二
首
の
和
讃
が
あ
り
、
こ
れ
は

『
三
帖
和
讃
』
全
体
の
序
分
の
意

味
を
持
つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
次
の
二
首
で
す
。

（
な
お
口
語
訳
は
岩
波
文
庫
「
親

鸞
和
讃
集

（
名
畑
応
順
校
注
）

」

を
参
考
に
し
ま
し
た
）

弥
陀
の
名
号
と
な
え
つ
つ

信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は

憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て

仏
恩
報
ず
る
お
も
い
あ
り

（
念
仏
を
称
え
つ
つ
、
こ
の
念
仏

を
選
び
と
ら
れ
た
仏
の
本
願
の
ま

こ
と
を
疑
い
な
く
信
ず
る
人
は
、

つ
ね
に
心
に
本
願
を
忘
れ
ず
に
、

仏
恩
を
感
謝
す
る
思
い
が
持
続
す

る
）

誓
願
不
思
議
を
う
た
が
い
て

御
名
を
称
す
る
往
生
は

み

な

宮
殿
の
う
ち
に
五
百
歳

く

で

ん

む
な
し
く
す
ぐ
と
ぞ
と
き
た
ま

う
（
名
号
は
仏
の
誓
願
で
あ
る
の
に
、

そ
の
誓
願
の
他
力
を
疑
っ
て
、
自

力
で
念
仏
し
て
い
る
者
は
、
浄
土

の
辺
地
・
胎
宮
に
生
ま
れ
て
、
五

へ

ん

じ

た
い
ぐ
う

百
歳
の
間
意
味
の
な
い
年
時
を
過

ご
す
、
と
大
経
に
説
き
給
う
）

ま
ず
最
初
の
御
和
讃
に
つ
い
て

お
話
し
い
た
し
ま
す
。

「
弥
陀
の
名
号
称
え
つ
つ
」
で

す
が
、
こ
こ
に
、
浄
土
真
宗
の
教

え
に
で
あ
っ
て
念
仏
聞
法
す
る
人

の
、
基
本
的
な
生
活

が
教
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
「
弥
陀

の

名

号

を

称

え

つ

つ
」
日
々
を
送
る
、

一
生
を
送
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
法
然
聖
人
・
親
鸞
聖

人
の
生
涯
の
基
本
は
、
専
修
念
仏

せ
ん
じ
ゅ

で
す
。
す
な
わ
ち
専
ら
称
名
念
仏

を
修
す
る
生
活
で
す
。
称
名
念
仏

と
は
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
阿

弥
陀
仏
の
名
号
（
名
）
を
口
で
称

え
る
行
い
の
こ
と
で
す
。

仏
様
で
な
い
限
り
、
人
生
に
悩

み
の
な
い
人
は
い
な
い
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
悩
み
を
ど
う

か
し
て
解
決
し
た
い
、
道
を
見
出

し
た
い
、
助
か
り
た
い
と
真
剣
に

願
う
人
は
多
く
は
な
く
、
次
々
と

起
こ
る
悩
み
や
苦
し
み
を
そ
の
場

限
り
の
対
策
と
か
気
晴
ら
し
な
ど

で
一
時
的
に
散
ら
し
な
が
ら
、
一

生
を
終
え
て
い
く
人
は
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
〈
悩
み
〉
は
、
無
意

味
で
は
な
く
て

「
汝
の
苦
し
み

、

を
根
本
的
に
解
決
す
べ
く
真
実
を

求
め
よ

「
あ
る
べ
き
状
態
へ
お

」

も
む
い
て
行
け
」
と
の
大
事
な
ご

催
促
（
ご
縁
）
で
あ
る
と
い
え
ま

す
か
ら
、
悩
み
を
一
時
し
の
ぎ
の

頓
服
の
よ
う
に
、
そ
の
場
そ
の
場

の
さ
さ
や
か
な
手
当
で
振
り
払
っ

て
い
く
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い

こ
と
で
す
。

む
し
ろ
苦
し
い
こ
と
や
悲
し
い

こ
と
や
う
っ
と
う
し
い
事
柄
が
起

こ
る
の
を
、
そ
れ
を
仏
法
の
縁
と

さ
せ
て
い
た
だ
く
。
仏
（
釈
尊
）

様
が
説
か
れ
た
真
実
（
法
）
を
聞

き
開
く
大
事
な
縁
と
受
け
と
っ

て
、
お
念
仏
申
さ
せ
て
い
た
だ
く

の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
煩
い

悩
み
の
起
こ
る
そ
の
時
そ
の
都
度

「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
」
の

で
す
。
理
屈
は
ア
ト
で
い
い
の
で

す
。
念
仏
者
の
木
村
無
相
さ
ん
は

ご
縁

ご
縁

み
な
御
縁

困
っ
た
こ
と
も
み
な
御
縁

南
無
阿
弥
陀
仏
に
あ
う
御
縁

と
詠
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
苦
し
み

う
た

や
悲
し
み
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い

う
真
実
に
あ
う
ご
縁
で
す

「
あ

。

う
」
と
は
先
ず
は
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ

ツ
と
称
え
る
こ
と
で
、
難
し
い
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
直
ぐ
に
は

ま
こ
と
の
真
実
（
阿
弥
陀
仏
）
に

で
あ
う
と
い
う
わ
け
に
は
な
か
な

か
い
か
な
い
で
し
ょ
う
が
、
一
声

で
も
称
え
聞
く
処
に

〈
真
実
に

、

あ
う
〉
こ
と
が
成
就
す
る
場
に
い

る
と
い
え
ま
す
。

勿
論
、
苦
し
み
を
本
当
に
解
決

も
ち
ろ
ん

し
た
い
と
思
っ
て
坐
禅
を
す
る
人

も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
心

理
療
法
を
受
け
る
人
も
あ
り
ま
し
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ょ
う
。
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
に

入
っ
て
神
に
祈
る
人
も
あ
り
ま
し

ょ
う
。
念
仏
だ
け
し
か
な
い
な
ど

と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
称
名
念
仏

は
易
行
と
い
い
ま
し
て
、
だ
れ
で

も
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
行
う
こ
と

の
で
き
る
「
行
」
で
あ
り
道
な
の

で
す
。

た
だ
苦
し
み
に
遭
っ
て
ど
う
か

あ

し
た
い
時

「
神
仏
に
祈
る
」
と

、

よ
く
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
と
も

す
れ
ば
、
悩
み
の
解
決
を
求
め
て
、

自
分
の
都
合
良
く
な
る
よ
う
に
と

神
や
仏
や
お
地
蔵
さ
ん
な
ど
に
祈

る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

病
気
に
な
っ
て
苦
し
い
と
き
に

「
病
気
が
治
り
ま
す
よ
う
に
」
と

か
、
お
金
に
困
っ
て
い
る
と
き
に

「

、

商
売
が
繁

盛
し
ま
す
よ
う
に

は
ん
じ
ょ
う

給
料
が
上
が
り
ま
す
よ
う
に
」
と

か
、
子
供
の
受
験
に
不
安
を
覚
え

る
と
き
に
「
受
験
が
パ
ス
し
ま
す

」

「

」

よ
う
に

と
い
う
よ
う
な

祈
り

は
、
と
か
く
自
分
の
願
望
、
も
っ

と
い
え
ば
自
己
中
心
的
な
欲
望
を

叶
え
て
貰
い
た
い
と
い
う
心
情
が

伴
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
元
に
な

っ
て
い
ま
す
と
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
悩
み
は
離
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
自
分
を
苦
し
め
て
い

る
本
は
、
自
分
の
欲
求
を
叶
え
た

い
と
い
う
自
己
中
心
的
な
は
か
ら

い
こ
そ
が
苦
し
み
の
原
因
だ
か
ら

で
す
。
で
す
か
ら
た
と
え
自
分
の

思
い
通
り
に
な
っ
て
も
、
自
分
の

思
い
通
り
に
し
た
い
、
欲
求
を
叶

え
た
い
と
い
う
自
我
的
な
欲
求
は

少
し
も
減
じ
て
い
な
い
ば
か
り

か
、
ま
す
ま
す
自
己
中
心
的
な
ハ

カ
ラ
イ
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま

す
。そ

し
て
逆
に
自
分
の
思
い
通
り

に
い
か
な
い
時
は
、
不
足
不
満
で

自
分
が
苦
し
い
ば
か
り
か
、
邪
魔

し
た
人
を
憎
ん
だ
り
、
怨
ん
だ
り

う
ら

し
て
し
ま
い
ま
す
。
又
思
い
通
り

に
な
っ
て
い
い
目
を
し
て
い
る
人

を
ね
た
ん
だ
り
、
う
ら
や
ま
し
が

っ
た
り
し
て
心
穏
や
か
で
は
な
く

な
り
ま
す
。

話
は
少
し
変
わ
り
ま
す
が

あ
、〈

あ
な
り
た
い
こ
う
な
り
た
い
〉
と

い
う
自
分
の
欲
求
が
、
ど
こ
で
お

さ
ま
っ
て
い
く
か
を
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

多
く
の
場
合
は
、
外
に
求
め
ま

す
。
家
が
欲
し
い
、
車
が
欲
し
い

と
い
う
欲
求
は
、
家
を
手
に
入
れ

車
を
手
に
入
れ
る
と
お
さ
ま
り
ま

し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
を
自
分
の

心
の
外
に
求
め
よ
う
と
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
思
い
ど
う
り
に
手
に
入

る
と
満
た
さ
れ
ま
し
ょ
う
が
、
手

に
入
ら
な
い
場
合
は
欲
求
不
満
が

つ
の
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、

外
に
満
足
を
求
め
る
場
合
は
、
散

髪
屋
さ
ん
の
看
板
の
よ
う
に
青
色

と
赤
色
が
い
つ
ま
で
も
交
互
に
混

じ
る
よ
う
に
、
楽
が
来
た
り
苦
が

来
た
り
で
、
苦
楽
変
転
が
い
つ
ま

で
も
続
い
て
落
ち
着
き
が
あ
り
ま

せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
流
転
す
る
ば
か

り
で
す
。

次
ぎ
に
「
こ
れ
で
は
い
つ
ま
で

も
禍
福
の
状
況
に
振
り
回
さ
れ
る

か

ふ

く

ば
か
り
で
あ
る
」
と
反
省
し
て
、

な
ん
と
か
こ
う
し
た
苦
楽
を
超
え

た
安
ら
ぎ
が
な
い
だ
ろ
う
か
と
願

っ
て
、
仏
教
の
教
え
な
ど
に
救
い

を
求
め
る
よ
う
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
苦
楽
の
元
に

あ
る
の
は
我
欲
だ
と
知
っ
て
、
自

分
の
欲
求
を
減
ら
し
て
い
く
、
い

わ
ば
「
欲
を
少
な
く
し
て
い
く
生

活
」
を
こ
こ
ろ
ざ
す
よ
う
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
真
面

目
な
生
き
方
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
欲
を
少
な
く
し
よ
う

と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
我
欲
が
深

く
離
れ
が
た
い
自
分
で
あ
る
と
逆

に
知
ら
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま

す
。
我
欲
が
離
れ
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
欲
求
不
満
で
あ
る
怒

り
が
離
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
我
欲
の
表
で
あ
る
貪
欲
と
、

裏
で
あ
る
瞋
恚
（
い
か
り

、
い

）

し

ん

に

わ
ゆ
る
貪
瞋
の
煩
悩
が
ど
こ
ま
で

ぼ
ん
の
う

も
つ
き
ま
と
っ
て
く
る
こ
と
を
知

ら
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
貪
瞋
の

と
ん
じ
ん

煩
悩
が
自
分
の
心
の
内
容
で
あ
る

と
次
第
に
知
ら
さ
れ
て
き
ま
す
。

親
鸞
聖
人
も
九
歳
か
ら
二
十
九

歳
ま
で
の
二
十
年
間
、
天
台
宗
の

修
行
僧
と
し
て
比
叡
山
で
修
行
を

さ
れ
て
い
た
時
は
、
な
ん
と
か
貪

瞋
の
煩
悩
を
離
れ
た
い
と
願
っ
て

戒
律
を
保
ち
、
坐
禅
を
し
、
仏
教

の
学
問
を
さ
れ
た
の
で
す
が
、
仏

の
さ
と
り
の
境
地
に
近
づ
こ
う
、

煩
悩
を
浄
化
し
よ
う
、
と
励
め
ば

励
む
ほ
ど
、
自
分
の
心
の
中
の
煩

悩
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ

れ
、
ま
た
そ
れ
を
少
し
も
始
末
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
壁
に

ぶ
つ
か
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

い
わ
ば
一
番
身
近
な
自
分
の
心
に

困
り
果
て
ら
れ
た
の
で
す
。

こ
こ
は
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

浄
土
真
宗
の
教
え
を
聞
い
て
も
分

か
ら
な
い
と
か
、
お
念
仏
が
有
難

い
と
は
思
え
な
い
と
い
う
声
を
よ

く
聞
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
浄
土
真

宗
の
教
え
が
難
解
だ
か
ら
で
も
な

く
、
ま
た
お
念
仏
の
意
味
が
難
し

い
か
ら
で
は
な
く
て
、
自
分
の
心

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
自
分
の
心

が
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
極

め
て
身
近
な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て

い
な
い
か
ら
と
言
え
ま
す
。
自
分

の
心
を
問
題
に
し
て
い
な
い
か
ら

で
す
。

本
当
は
人
生
の
何
に
困
っ
て
い

る
の
か
と
尋
ね
て
い
け
ば
一
番
自

分
を
悩
ま
せ
困
ら
せ
て
い
る
の
は

あ
に
は
か
ら
ん
や
自
分
自
身
の
心

で
あ
り
ま
す
。

手
に
入
れ
た
い
物
が
手
に
入
ら

な
く
て
不
足
不
満
が
た
ま
る
の

は
、
欲
し
い
物
が
手
に
入
ら
な
か

っ
た
か
ら
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
、
ど
こ
ま
で
も
手
に
入
れ
た
い

と
い
う
欲
求
が
苦
し
み
の
一
番
の

因
な
の
で
あ
り
ま
す

〈
あ
ん
な

。

人
と
一
緒
な
の
は
イ
ヤ
だ
〉
と
悩

む
時
、
困
る
の
は
嫌
な
相
手
が
い

る
と
い
う
こ
と
も
苦
し
み
の
縁
で

は
あ
り
ま
す
が
、
一
番
自
分
を
困

ら
せ
て
い
る
原
因
は
そ
の
人
を
嫌

が
る
自
分
の
心
に
困
っ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
、
自
分
の
心
ほ
ど
自

分
を
悩
ま
せ
て
い
る
も
の
は
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
心
を

始
末
す
る
こ
と
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
も
、
浄
化
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

で
き
な
い
。
こ
う
い
う
問
題
に
比

叡
山
に
い
た
頃
の
聖
人
は
悩
ま
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
問
題
は
決
し
て
八
〇
〇
年

前
の
聖
人
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
実
は
何
時
の
時
代
の
ど

ん
な
人
に
も
あ
る
問
題
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
ん
な
大
事
な
問

題
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
問
題



化
せ
ず
に
〈
時
の
流
れ
に
身
を
任

せ
〉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
っ

た
ら
か
し
に
し
た
ま
ま
年
月
が
経

ち
、
死
に
際
に
な
っ
た
と
き
は
す

で
に
〈
時
間
切
れ
〉
で
、
解
決
す

る
時
を
失
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多

い
の
で
す
。

聖
人
は
、
浅
ま
し
い
煩
悩
だ
ら

け
の
自
分
の
心
を
自
分
で
変
え
る

こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
に
ぶ
つ
か

っ
て
、
と
う
と
う
天
台
宗
の
修
行

を
捨
て
て
法
然
聖
人
の
教
え
を
聞

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
二
十
九
歳
の
時
で
す
。

そ
し
て
法
然
聖
人
か
ら
阿
弥
陀

仏
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
聞
か
れ

念
仏
申
す
身
に
な
ら
れ
た
の
で

す
。阿

弥
陀
仏
の
本
願
の
仰
せ
（
第

十
八
願
の
思
し
召
し
）
は
、

「
貪
瞋
煩
悩
の
汝
よ
、
そ
の
煩
悩

と
ん
じ
ん

は
お
前
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら

な
い
。
そ
の
煩
悩
の
心
は
私
の
方

で
浄
化
し
て
仏
に
す
る
か
ら
、
我

が
名
を
称
え
よ
、
そ
れ
だ
け
で
い

い
」
と
の
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
誓

い
で
す
。

私
た
ち
も
こ
の
本
願
の
思
し
召

し
を
我
が
身
の
救
い
と
し
て
聞
か

せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
の
第
十
八
願
が
説
か

れ
た
『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
は
、

第
十
八
願
文
に

「
乃
至
十
念
・

若

不
生

者
・
不

に
ゃ
く

し
ょ
う
し
ゃ

取
正

覚

（
十
念
な
り
と
も
我
が

」

し
ょ
う
が
く

名
を
称
え
よ
、
も
し
汝
が
浄
土
に

生
ま
れ
な
い
よ
う
な
ら
、
こ
の
法

蔵
菩
薩
も
仏
に
は
成
ら
な
い
）

と
あ
り
ま
す
。

こ
の
如
来
法
蔵
様
の
お
誓
い
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
く
時
、
南
無
阿

弥
陀
仏
と
お
の
ず
か
ら
お
念
仏
が

申
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
お
念
仏
の
人
生
生
活

が
始
ま
り
ま
す

「
弥
陀
の
名
号

。

称
え
つ
つ
」
と
い
う
念
仏
生
活
が

始
ま
り
ま
す
。
こ
の
一
行
を
生
涯

た
も
つ
の
で
す
。
真
宗
門
徒
の
日

々
の
実
践
は
、
念
仏
の
一
行
を
行

じ
、
そ
れ
を
持
続
す
る
生
活
で
あ

り
ま
す
。
極
め
て
具
体
的
で
あ
り

実
践
的
で
あ
り
ま
す
。
行
と
は
「

お
こ
な
い
」
で
あ
っ
て
、
観
念
や

思
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す

る
と
お
の
ず
か
ら
自
分
の
耳
に

〈
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
〉
と
聞
こ
え

ま
す
。
こ
れ
が
ま
た
至
極
大
事
な

し

ご

く

こ
と
な
の
で
す
。

お
念
仏
の
声
は
言
葉
で
あ
り
、

声
で
あ
り
、
音
で
あ
り
、
響
き
で

ひ
び

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
思
い
と
か
妄

想
と
か
幻
想
と
か
、
こ
う
し
た
心

の
さ
ま
ざ
ま
な
想
念
を
超
え
て
い

ま
す
。
お
念
仏
は
私
た
ち
の
思
い

や
心
を
超
え
て
い
る
行
で
、
こ
の

こ
と
は
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。

耳
に
聞
こ
え
て
く
る
音
声
が
、
お

念
仏
の
実
際
の
す
が
た
で
あ
り
、

こ
こ
に
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
お
心

を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
が
真
宗

念
仏
の
特
色
で
す
。

お
念
仏
は
易
往
易
行
の
道
で
す

い

お

う
い
ぎ
ょ
う

よ
、
と
親
鸞
聖
人
は
お
勧
め
下
さ

っ
て
い
ま
す
。
易
往
と
い
う
の
は
、

い

お

う

往
き
易
い
道
と
い
う
こ
と
で
、
お

念
仏
を
申
す
道
は
だ
れ
で
も
が
歩

む
こ
と
の
で
き
る
道
で
す
。
ま
た

易
行
と
い
っ
て
、
だ
れ
で
も
が
た

い
ぎ
ょ
う

や
す
く
行
う
こ
と
の
で
き
る
行
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
易
往
易
行
の
道

に
入
る
と
浄
土
の
門
に
入
っ
て
い

る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
「
浄
土

門
の
徒
」
い
わ
ば
門
徒
と
い
い
ま

す
。真

宗
の
家
に
縁
が
あ
っ
て
も
、

お
念
仏
を
申
さ
な
い
な
ら
真
宗
門

徒
と
は
名
ば
か
り
で
実
が
伴
わ
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ん
や
お

念
仏
も
申
さ
ず
、
神
仏
に
自
分
の

願
望
を
叶
え
よ
う
と
祈
願
し
た

か
な

り
、
日
の
良
し
悪
し
や
方
角
を
見

た
り
、

占

い
に
頼
っ
た
り
し
て

う
ら
な

い
る
な
ら
真
宗
門
徒
の
生
活
か
ら

は
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
念
佛
申
す
よ
う
に
な
り
ま

す
と
、
救
い
は
既
に
身
近
に
与
え

ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
こ
こ

が
ま
た
大
事
な
点
で
す
。

お
念
仏
を
申
し
て
、
そ
れ
を
だ

ん
だ
ん
積
み
上
げ
て
い
つ
か
未
来

に
阿
弥
陀
様
の
救
い
に
あ
ず
か
る

の
だ
と
考
え
る
と
、
真
宗
の
本
義

か
ら
そ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ

の
と
こ
ろ
は
間
違
い
や
す
い
の

で
、
よ
く
よ
く
聞
か
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。

お
念
仏
を
称
え
始
め
て
、
ま
だ

ま
だ
先
に
お
救
い
が
あ
る
の
だ
と

思
い
が
ち
で
す
か
、
そ
う
で
は
な

い
の
で
す
。
称
え
る
お
念
仏
の
今

の
一
声
に
、
す
で
に
救
い
が
来
て

救
い
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
仏
の
喚
び
声
、
そ
れ
が
称
え

て
い
る
現
在
の
お
念
仏
の
声
な
の

で
す

「
汝
の
あ
り
べ
の
ま
ま
を

。

引
き
受
け
る

「
助
け
る
」
の
仏

」

さ
ま
の
お
声
な
の
で
す
。
で
す
か

ら
お
念
仏
は
私
の
行
い
で
は
な
く

て
、
阿
弥
陀
仏
が
私
の
口
を
通
し

て
行
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
行
（
は

た
ら
き
）
な
の
だ
と
、
聖
人
は
教

え
て
下
さ
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「

大
行
」
だ
と
。

救
い
は
既
に
今
こ
こ
に
来
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い

私
た
ち
。
そ
ん
な
私
た
ち
に
救
い

が
今
こ
こ
に
来
て
い
ま
す
よ
と
告

げ
知
ら
せ
て
下
さ
る
お
声
が
、
私

の
口
か
ら
出
て
下
さ
る
お
念
仏
の

声
な
の
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
い
え
ば
、
一
切
衆
生

の
救
い
は
今
こ
こ
に
既
に
来
て
い

る
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
に
気
が

つ
か
ず
に
流
転
し
て
き
た
の
で

す
。
無
宗
教
の
人
で
あ
ろ
う
と
天

理
教
の
人
で
あ
ろ
う
と
、
イ
ス
ラ

ム
教
の
人
で
あ
ろ
う
と
、
赤
ち
ゃ

ん
で
あ
ろ
う
と
老
人
で
あ
ろ
う

と
、
善
人
で
あ
ろ
う
と
悪
人
で
あ

ろ
う
と
、
生
き
と
し
生
け
る
者
の

い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
す
で
に
阿

弥
陀
仏
が
共
に
い
て
下
さ
り

そ
、「

の
ま
ま
な
り
で
助
け
る
」
と
、
救

い
を
告
げ
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
た

だ
そ
れ
を
知
ら
ず
に
流
転
を
重
ね

て
き
た
の
で
す
。

阿
弥
陀
仏
の
告
げ
知
ら
せ
る
お

声
が
具
体
化
し
た
の
が
お
念
仏
で

あ
り
ま
す
。
お
念
仏
を
申
す
こ
と

に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
告
知
が
極

め
て
身
近
に
具
体
化
す
る
の
で

す
。お

念
仏
を
称
え
る
、
そ
の
一
声

の
と
こ
ろ
に
救
い
は
表
現
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。
お
念
仏
を
申
す
と

い
う
こ
と
は
、
た
だ
ご
と
で
は
な

く
て
、
驚
く
べ
き
幸
せ
に
寄
り
添そ

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
了
）



（
昭
和
五
十
八
年
七
月
二
十
三
日
の
木
村
無
相

さ
ん
か
ら
私
へ
の
お
手
紙
の
続
き
で
す
）

○

紀
さ
ん
、

ワ
レ
ワ
レ
の
実
機
、
自
性
、
本
性
と
い
う
も

の
は
、
ま
こ
と
に
「
悪
衆
生
、
邪
見
、
無
信
の

者
」
で
、
時
に
は
、
あ
り
が
た
い
と
か
、
う
れ

、

、

し
い
と
か
思
う
こ
と
が
あ
っ
て
も

そ
の
実
は

「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
」
の
が
我
れ
々
々
の
本
性
、

自
性
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
、
如
来

法
蔵
さ
ま
が
、
五
兆
の
御
苦
労
で
念
仏
往
生
、

南
無
阿
弥
陀
仏
を
御
成
就
下
さ
れ
た
の
で
あ
る

、

「

」

、

か
ら

こ
の

ナ
ン
ト
モ
ナ
イ

機
の
ホ
カ
に

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
を
オ
サ
メ
ル
と
こ
ろ
が

無
い
の
で
あ
る
。
如
来
は

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ

、

」

、

「

」

ツ

の
念
仏
と
し
て

こ
の

ナ
ン
ト
モ
ナ
イ

機
の
ワ
レ
ワ
レ
の
ム
ネ
に
ク
チ
に
ナ
ム
ア
ミ
ダ

ブ
ツ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
、
思
い
浮
か
び
、
称

え
あ
ら
わ
れ
て
イ
ヤ
で
も
オ
ウ
で
も

こ
の

ナ

、

「

ン
ト
モ
ナ
イ
」
機
の
我
々
を
し
て
「
念
仏
」
申

、

、

。

し

往
生
し
し
め
ず
ば

止
ま
な
い
の
で
あ
る

我
等
の
「
生
死
出
離
」
を

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ

、

ツ
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
、
決
定
せ
し
め
ず

に
は
止
ま
な
い
の
で
あ
る
。

○

そ
れ
ゆ
え
庄
松
は

『
正
信
念
佛
偈
』
の
ア

、

ト
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
、
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ

、

「

」

と
我
等
が
機
を
ツ
ブ
ヤ
キ

こ
の
機
は

念
佛

よ
り
ホ
カ
に
「
出
離
の
縁
」
あ
る
こ
と
な
い
ゆ

え
に

「
念
佛
」
の
声
が
あ
り
が
た
か
っ
た
と

、

正
味
の
一
番
大
切
な
大
説
教
を
言
っ
た
の
で
あ

る
。

○

そ
こ
で
、
我
等
の
「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
」
機
、

マ
ル
キ
リ
出
離
に
つ
い
て
は
「
ダ
メ
ナ
機

、
」

「
ア
カ
ン
機
」
は
、
凡
夫
の
心
で
は
、
わ
か
ら

ず
、
お
念
佛
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
真
実
信
心
、

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
に
よ
っ
て
、
思
い
知
ら
さ
れ

、「

」

、

た
の
で
あ
る
か
ら

ナ
ン
ト
モ
ナ
イ

機
と

「

」

、「

」

、

マ
ル
キ
リ
ダ
メ
ナ

機

ア
カ
ン
機

と

、

、

、

如
来
の
信
心

念
仏
と
は

ハ
ナ
レ
テ
イ
ナ
イ

如
来
回
向
の
念
仏
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
信
心
に

よ
っ
て

「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
」
機
と
思
い
知
ら

、

さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
」
機
と
思
い
知
ら
さ
れ
た

ら
、
そ
の
上
に
別
に
、
信
心
と
か
、
念
仏
と
か

、

「

」

を
持
っ
て
来
な
く
て

た
だ

ナ
ン
ト
モ
ナ
イ

心
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
だ
け
で
い
い
の
で
あ

る
。た

だ
「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
」
心
の
ま
ん
ま
、
た

だ
「
ナ
ム
マ
ン
ダ
ブ
ツ
、
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」

の
ホ
カ
は
な
い
の
で
あ
る
。

○

そ
の
こ
と
、
又
、
浄
教
寺
は
、
次
の
如
く
オ

サ
ト
シ
下
さ
れ
て
い
る

（
信
者
め
ぐ
り
、
３

。

５
２
ペ
ー
ジ
）

ア
カ
ヌ
機
（

）
を
ア
カ
ヌ

ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
機

機
と
、
知
ら
さ
れ
た
の
も
、
法
か
ら
知
ら
さ
れナ

た
の
じ
ゃ
。
だ
か
ら

「
ア
カ
ヌ
一
つ

（

、

」

）
が
思
い
知
ら
さ
れ
た
ら
、

ン
ト
モ
ナ
イ
一
つ

そ
の
場
へ
オ
ヤ
（

）
を
出
さ
ず
と
も
、

如
来

（

）

ア
カ
ヌ
機
ぞ
よ

ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
機
で
あ
る

ナ

と
知
ら
さ
れ
た
一
つ
の
中
に
、
ア
カ
ヌ
機
（

）
も
、
マ
カ
セ
ル
法
も
、
ア
カ

ン
ト
モ
ナ
イ
機

セ
ル
法
も
一
つ
に
二
つ
が
満
足
し
て
居
る
。

そ
れ
で

「
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
機

「
ナ
ン
ト

、

」

モ
ナ
イ
心
」
と
知
れ
た
ら
何
と
か
し
よ
う
と
す

る
必
要
は
さ
ら
さ
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
紀

さ
ん
が
「
何
と
も
な
い
心
を
な
ん
と
か
し
よ
う

と
、
し
よ
う
と
も
思
え
ず
し
て
、
何
も
な
い
心

の
ま
ま
に
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ

ツ
と
歩
ま
せ
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
、
そ
れ
で

よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「

」

そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ

本
願
相
応
の
お
念
佛

で
あ
り
、
ワ
レ
々
々
凡
愚
と
し
て
は
、
こ
れ
よ

り
ホ
カ
に
生
き
よ
う
、
歩
み
よ
う
が
な
い
の
で

す
。
そ
う
い
う
生
き
方
を
〈
た
だ
念
佛
〉
と
い

う
。こ

れ
だ
け
に
し
ま
す
。
つ
か
れ
ま
し
た
。
ま

た
ア
リ
ノ
マ
マ
を
オ
タ
ヨ
リ
下
さ
い
。
ア
リ
ノ

マ
マ
が
一
番
い
い
で
す
。
眞
由
実
さ
ん
に
よ
ろ

し
く明

廿
四
日
（
日
）
朝
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
聞
き

ま
す
。

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ合

掌

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

《
住
職
遠
方
法
話
日
程
》

四
月
九
日
。
愛
知
県
稲
沢
市
。
岩
本
様
宅

四
月
十
三
日
～
十
四
日
。
広
島
市
内
。
龍
善
寺
様

五
月
十
四
日
。
名
古
屋
市
内
。
谷
口
様
宅

五
月
十
九
日
～
二
十
一
日
。
福
井
市
内
。
福
井
別

院六
月
十
日
。
京
都
東
本
願
寺
の
北
。
大
谷
婦
人
会

館七
月
十
四
日
～
十
五
日
。
石
川
県
穴
水
町
。
清
琳

寺
様

十
月
十
五
日
。
名
古
屋
市
内
。
坪
井
様
宅

十
一
月
十
七
日
～
十
九
日
。
福
井
市
内
。
福
井
別

院十
一
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
四
日
。
金
沢
市
内
。

名
聲
寺
様

十
二
月
十
三
日
～
十
四
日
。
姫
路
市
内
。
西
源
寺

様＊
福
井
別
院
は
申
し
込
め
ば
泊
ま
れ
ま
す
。

詳
し
い
情
報
は
念
佛
寺
の
方
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

木
村
無
相
さ
ん
の
法
信
⑲

》

《
念
佛
寺
永
代
経
法
要

（
火
）
午
後
二
時
始

四
月
二
十
二
日

藤
本
千
穂
美
師

講
師

＊

同

日

（

四

月

二

十

二

日

）

午

前

十

時

勤

行

法

話

（

念

佛

寺

住

職

）

・


