
神
力
自
在
な
る
こ
と
は

測

量
す
べ
き
こ
と
ぞ
な
き

し
き
り
ょ
う

不
思
議
の
徳
を
あ
つ
め
た
り

無
上
尊
を
帰
命
せ
よ

（
『

』
）

讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讚

＊

現
代
語
意
訳
（
ア
ミ
ダ
佛
の
浄
土

に
生
ま
れ
、
菩
薩
と
な
っ
て
不
思

議
な
力
を
具
え
、
な
に
も
の
に
も

さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
十

方
の
諸
仏
の
と
こ
ろ
に
至
り
供
養

し
法
を
聞
き
、
ま
た
十
方
世
界
の

苦
悩
の
衆
生
を
教
化
さ
れ
る
こ
と

は
、
私
た
ち
凡
夫
の
お
も
い
は
か

る
こ
と
が
で
き
な
い
偉
大
な
お
働

き
で
あ
る
。
そ
う
い
う
す
ば
ら
し

い
お
徳
が
浄
土
に
生
ま
れ
た
菩
薩

に
具
わ
る
の
は
、
も
と
は
ア
ミ
ダ

如
来
様
が
法
蔵
菩
薩
と
し
て
永
い

ご
修
行
を
な
さ
れ
、
功
徳
を
積
み

集
め
て
、
そ
れ
を
与
え
て
下
さ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
上
な
く
尊

い
ア
ミ
ダ
仏
に
帰
命
し
た
て
ま
つ

れ
）

＊

こ
の
ご
和
讚
は
浄
土
に
往
生
し

た
方
が
還
相
の
菩
薩
と
な
っ
て
活

動
さ
れ
る
、
そ
の
す
ば
ら
し
い
働

「

」

き
は

測

量
す
べ
き
こ
と
ぞ
な
き

し
き
り
ょ
う

で
、
私
た
ち
凡
夫
の
知
性
で
と
て

も
う
か
が
い
知
れ
な
い
不
可
思
議

な
よ
き
お
働
き
で
あ
る
と
、
宗
祖

『

』

は
曇
鸞
大
師
の

讚
阿
弥
陀
仏
偈

の
中
の
文
意
か
ら
う
た
わ
れ
た
も

の
で
す
。

「
測

量
」
と
は
計
測
し
量
る
こ

し
き
り
ょ
う

と
で
、
人
間
の
思
惟
分
別
で
理
解

し
納
得
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
よ

う
な
凡
夫
の
お
も
ん
ば
か
り
が
お

よ
ば
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は

『
讚

、

阿
弥
陀
仏
偈
』
で
は
例
え
ば
、

「
ア
ミ
ダ
如
来
の
安
楽
浄
土
で
の

菩
薩
方
は
、
如
来
の
神
通
力
を
身

に
つ
け
て
、
一
念
と
い
わ
れ
る
短

時
間
に
十
方
諸
仏
に
詣
で
て
、
諸

仏
を
供
養
し
た
て
ま
つ
る
」

と
曇
鸞
様
に
よ
っ
て
讃
え
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
浄
土
の
菩
薩
は
あ
っ

と
い
う
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
仏
た
ち

の
と
こ
ろ
に
お
ま
い
り
し
て
供
養

さ
れ
る
、
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
私

た
ち
の
考
え
お
よ
ぶ
も
の
で
は
な

い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
曇
鸞
様
も

親
鸞
聖
人
も
「
測
量
で
き
な
い
不

可
思
議
な
す
ば
ら
し
い
働
き
だ
」

と
讃
歎
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

分
か
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
幻

想
だ
と
か
空
想
だ
と

か
い
っ
て
、
批
判
さ

れ
る
の
で
は
な
い
の

で
す
。
私
た
ち
は
お

経
様
を
読
ん
で
い
ま

す
と
、
と
て
も
つ
い

て
い
け
な
い
よ
う
な
不
思
議
な
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
読
ん
で
理
解
で
き

な
か
っ
た
り
分
か
ら
な
か
っ
た
り

す
る
と

「
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
も

、

ん
か
」
と
疑
い
捨
て
て
し
ま
う
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

、

し
か
し
親
鸞
聖
人
や
高
僧
方
は

経
典
に
説
か
れ
て
い
る
分
か
ら
な

い
こ
と
や
納
得
で
き
な
い
話
に
対

し
て

「
私
の
よ
う
な
愚
か
な
凡
夫

、

に
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
き
っ
と
深
い
お
ぼ
し
め
し
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。
尊
い
お
心
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う

」
と

〈
仏
の
説

。

、

法
〉
に
対
し
て
頭
を
下
げ
て
謙
虚

に
聞
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
は

「
浄
土
に
生
ま
れ
た

、

浄
土
の
菩
薩
は
ど
う
い
う
お
働
き

を
し
て
下
さ
っ
て
い
る
の
か
」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
仏
の
説
法

を
聞
い
て

「
測
量
す
る
こ
と
は
と

、

て
も
で
き
な
い
が
、
本
当
に
不
思

議
で
有
難
い
こ
と
だ
」
と
受
け
と

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ご
自
分
の
知
恵
や
知
性
は
仏
の

広
大
な
さ
と
り
の
智
慧
に
は
遠
く

お
よ
ば
な
い
と
い
う
限
界
を
ち
ゃ

。

ん
と
自
覚
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す

か
と
い
っ
て
、
お
聞
か
せ
い
た

だ
い
た
仏
説
だ
け
に
固
執
し
て
、

そ
れ
以
外
は
ウ
ソ
で
あ
る
と
か
、

邪
教
で
あ
る
と
か
、
無
価
値
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
、
自
分
の
聞
き

学
ん
だ
も
の
だ
け
が
絶
対
正
し
い

と
固
執
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
自
分
の
信
じ
て
い
る
説
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
に
固
執
し
他
を
否

定
し
て
は
ば
か
ら
な
い
の
は
、
仏

教
で
は
「
見
取
見
」
と
い
っ
て
よ

け
ん
じ
ゅ
け
ん

こ
し
ま
な
見
解
（
煩
悩
）
と
し
て

否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
仏
法
を
学
ぶ
場
合
、

仏
の
説
法
を
聞
い
て
自
分
に
分
か

ら
な
い
個
所
と
か
納
得
で
き
な
い

点
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
否
定
し
て

い
く
態
度
で
は
仏
の
教
え
の
広
大

な
真
理
の
海
に
入
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん

「
仏
法
の
大
海
に
は
信
を

。

も
っ
て
能
入
と
な
す
」
と
古
来
言

わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
仏
法
に

た
い
し
て

〈
今
の
私
に
は
ま
だ
ま

、

だ
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
け
れ

ど
も
、
そ
こ
に
は
尊
い
真
理
が
説

か
れ
て
い
る
ん
だ
〉
と
い
う
信
頼

を
持
つ
こ
と
、
そ
こ
か
ら
仏
法
に

入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。「

聞
い
て
分
か
ら
な
い
か
ら
、

も
う
や
め
た

「
私
に
は
と
て
も
納

」

得
で
き
な
い
か
ら
、
も
う
結
構
」

と
な
る
と
、
入
口
の
と
こ
ろ
で
引

き
返
す
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
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裏
に
は
「
自
分
の
知
性
に
受
け
と

れ
な
い
も
の
は
不
確
で
価
値
の
な

い
も
の
だ
」
と
い
う
自
分
の
知
性

に
対
す
る
過
信
が
あ
る
と
も
言
え

る
で
し
ょ
う
。
自
分
は
真
理
も
真

実
も
ま
だ
ま
だ
分
か
ら
な
い
愚
か

な
者
だ
と
思
え
ば
、
真
実
を
さ
と

ら
れ
た
覚
者
（
仏
）
の
お
言
葉
を

謙
虚
に
聞
こ
う
と
い
う
態
度
に
な

る
の
で
す
。

た
だ
こ
こ
が
難
し
い
と
こ
ろ
な

の
で
す
が
、
世
の
中
に
は
い
ろ
ん

〈

〉

、

な

教
え
な
る
も
の

が
あ
っ
て

「
私
の
説
く
と
こ
ろ
は
真
理
で
あ

る
」
と
い
っ
て
説
か
れ
る
場
合
が

よ
く
あ
り
ま
す
が
、
中
に
は
と
ん

で
も
な
い
間
違
っ
た
教
え
や
い
か

が
わ
し
い
教
え
が
あ
る
の
で
す
。

、

そ
ん
な
教
え
に
入
っ
て
し
ま
っ
て

自
分
の
人
生
の
み
な
ら
ず
他
者
に

も
害
と
な
る
、
そ
う
い
う
場
合
が

と
き
ど
き
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
は

。

皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
な
こ
と
で
す

そ
の
た
め

「
だ
か
ら
も
う
教
え

、

と
か
宗
教
は
お
こ
と
わ
り
だ
」
と

は
じ
め
か
ら
敬
遠
す
る
人
も
で
て

き
ま
す
。

説
か
れ
て
い
る
教
え
な
る
も
の

が
正
し
い
真
理
を
説
い
て
い
る
の

か
、
間
違
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い

る
の
か
が
、
真
理
に
で
あ
っ
て
い

な
い
場
合
に
そ
の
見
極
め
が
で
き

ず
、
そ
の
た
め
に
ゆ
が
ん
だ
教
え

に
入
り
、
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
も

ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。

そ
れ
が
も
と
で
社
会
的
な
事
件

、「

」

な
ど
が
起
こ
る
と

宗
教
ぎ
ら
い

「
宗
教
敬
遠
」
の
人
が
多
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。

し
か
し
、
世
の
中
に
は
ま
こ
と

の
真
理
が
説
か
れ
て
い
る
教
え
が

当
然
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
教
え

に
で
あ
い
、
そ
れ
を
学
び
、
自
分

に
い
た
だ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
な
ら
そ
れ
は
非
常
に
意
味
の
あ

る
こ
と
で
す
。

そ
う
で
は
な
く

「
も
う
教
え
な

、

ん
か
い
ら
な
い
、
自
分
の
考
え
だ

け
で
よ
い
」
と
い
う
人
は
、
一
応

無
難
で
す
が
、
全
人
生
が
や
や
も

す
れ
ば
「
空
過
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
何
一
つ
確
か
な
真
実
に
で

あ
わ
ず
に
、
年
月
が
た
だ
む
な
し

く
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。
ど
れ
だ
け
生
き

て
も
、
人
生
に
豊
か
な
収
穫
が
な

か
っ
た
と
い
う
風
に
お
わ
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

で
は
、
間
違
っ
た
教
え
や
そ
の

集
団
を
ど
う
見
分
け
る
か
。
そ
れ

は
難
し
い
と
い
え
ば
難
し
い
で
す

ね
。
け
れ
ど
も
、
一
応
の
め
や
す

は
あ
り
ま
す
。
注
意
し
な
く
て
は

（

）

い
け
な
い
教
え

あ
る
い
は
教
団

は
、一

つ
は
、
自
分
た
ち
の
教
え
だ

け
が
真
実
で
、
そ
の
ほ
か
は
邪
教

で
あ
る
、
と
説
く
。
そ
し
て
い
っ

た
ん
入
る
と
脱
退
す
る
の
が
難
し

く
、
出
よ
う
と
す
る
と
お
ど
さ
れ

る
。二

つ
に
は
、
寄
附
や
献
金
を
何

度
も
要
求
さ
れ
る
。

三
に
は
、
先
祖
霊
や
神
・
仏
な

、

ど
の
タ
タ
リ
や
バ
チ
を
強
調
し
て

怖
れ
を
い
だ
か
せ
、
ま
た
病
気
直

し
、
商
売
繁
盛
、
家
庭
円
満
な
ど

の
現
世
の
利
益
を
強
調
す
る
。

概
し
て
こ
う
い
っ
た
教
え
は
注

意
が
必
要
で
す
。

そ
し
て
未
だ
教
団
の
歴
史
が
浅

く
、
そ
の
教
が
本
当
に
真
実
で
あ

る
か
ど
う
か
が
歴
史
的
に
ま
だ
ま

だ
証
し
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
教

義
や
団
体
も
注
意
が
必
要
で
す
。

い
わ
ん
や
、
現
代
、
話
題
に
な
っ

て
い
る
よ
う
な
暴
力
を
肯
定
す
る

よ
う
な
教
え
は
非
常
に
危
な
い
で

す
ね
。

、「

、

逆
に

自
分
は
無
宗
教
で
い
い

自
分
は
宗
教
は
い
ら
な
い
」
と
、

無
宗
教
を
知
性
の
あ
る
し
る
し
で

あ
る
か
の
ご
と
く
に
い
う
人
が
よ

く
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
人
生
が

な
ん
と
か
順
調
で
あ
る
場
合
は
、

そ
れ
で
い
け
る
で
し
ょ
う
が
、
何

か
の
縁
で
病
気
が
重
な
っ
た
り
、

借
金
を
抱
え
て
困
窮
す
る
と
か
、

家
族
が
い
が
み
あ
う
と
か
で
、
ど

う
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
く
な
っ

た
り
し
た
と
き
、
あ
る
い
は
自
分

の
人
生
が
な
ん
と
も
空
し
く
な
る

と
か
と
い
う
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス

要
因
が
重
な
る
と
、
ふ
っ
と
こ
う

し
た
よ
こ
し
ま
な
教
え
や
団
体
に

引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
る
の
で
す
。

そ
れ
を
防
ぐ
意
味
に
お
い
て
も

真
実
の
信
心
あ
る
い
は
真
実
の
思

想
を
知
っ
て
お
く
こ
と
、
学
ん
で

お
く
こ
と
、
聞
い
て
お
く
こ
と
は

大
事
な
こ
と
で
す
。
宗
教
と
か
思

想
は
無
関
心
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
済

む
の
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
間
違

っ
た
思
想
・
信
仰
に
は
ま
り
か
ね

な
い
の
で
、
真
実
の
思
想
・
信
仰

を
聞
い
て
お
く
、
知
っ
て
お
く
、

で
き
れ
ば
信
じ
る
こ
と
は
非
常
に

大
事
な
こ
と
で
す
。

世
界
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
思

想
・
信
仰
が
間
違
う
と
極
め
て
悲

惨
な
こ
と
が
過
去
に
何
度
も
起
こ

り
ま
し
た
。

近
年
に
お
い
て
だ
け
で
も
、
ナ

チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
、
共

産
主
義
（
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
）
に

よ
る
反
革
命
分
子
の
大
粛

清
、
カ

し
ゅ
く
せ
い

ン
ボ
ジ
ヤ
の
大
虐
殺
な
ど
の
百
万

単
位
の
殺
害
、
ま
た
最
近
の
オ
オ

ム
真
理
教
事
件
や
イ
ス
ラ
ム
国
に

よ
る
頻
発
す
る
テ
ロ
な
ど
な
ど
、

ひ
ん
ぱ
つ

こ
れ
ら
す
べ
て
に
思
想
や
信
仰
の

ゆ
が
み
や
間
違
い
が
お
お
き
く
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
経
済
的
な
損
得

だ
け
の
問
題
な
ら
殺
害
事
件
が
起

こ
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
思
想
的

に
間
違
っ
て
く
る
と
、
自
分
の
や

、

っ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
と
な
り

多
く
の
人
を
殺
し
て
も
罪
と
感
じ

な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
無
惨
な
こ

と
が
続
く
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
た
と
え
深
い
信
心

は
な
く
て
も
、
真
実
の
思
想
や
信

仰
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が

真
実
で
あ
り
、
何
が
仮
の
も
の
で

あ
り
、
何
が
邪
悪
の
も
の
で
あ
る

か
を
見
極
め
る
眼
を
養
っ
て
お
く

き
わ

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
若
い
人
た

ち
に
伝
え
る
こ
と
は
、
一
人
一
人

の
人
生
の
み
な
ら
ず
、
社
会
や
世

界
の
安
定
に
と
っ
て
非
常
に
大
事

な
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
浄
土
の
菩
薩
の
働
き

は
大
き
く
分
け
て
二
つ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
一
つ
は
諸
仏
の
と
こ

ろ
に
行
っ
て
供
養
し
聞
法
し
て
、

仏
の
智
慧
を
磨
く
こ
と
で
す
。
こ

れ
を
「
供
養
諸
仏
」
と
い
い
、
こ

れ
は
自
利
で
す
。

二
つ
に
は
衆
生
の
と
こ
ろ
に
行

っ
て
、
衆
生
の
苦
を
救
う
て
い
く

こ
と
で
す
。
こ
れ
を
教
化
衆
生
と

い
い
、
こ
れ
は
利
他
で
す
。

浄
土
の
菩
薩
の
不
可
思
議
な
お

働
き
の
内
容
が
供
養
諸
仏
と
教
化

衆
生
で
す
。

こ
の
自
利
利
他
が
限
り
な
く
展

開
し
無
窮
に
行
い
た
も
う
の
が
浄

む
き
ゅ
う

土
の
菩
薩
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。



私
た
ち
が
仏
法
に
あ
う
こ
と
が

で
き
、
仏
法
を
い
た
だ
く
よ
う
に

な
っ
た
の
も
、
す
で
に
浄
土
に
生

ま
れ
た
方
々
が
、
私
た
ち
の
と
こ

ろ
還
っ
て
こ
ら
れ
て
働
き
か
け
て

下
さ
っ
た
浄
土
の
菩
薩
た
ち
の
お

働
き
が
あ
っ
た
か
ら
と
も
言
え
ま

し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
浄

土
の
菩
薩
が
、
還
相
の
お
働
き
が

で
き
る
源
は
如
来
法
藏
様
の
ご
苦

労
（
願
行
）
の
ゆ
え
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

さ
て

「
聞
法
供
養
」
と
い
う
こ

、

と
で
す
が
、
こ
れ
は
娑
婆
の
私
た

し

ゃ

ば

ち
の
聞
法
上
に
お
い
て
も
、
当
然

あ
る
こ
と
な
の
で
す
。
仏
法
の
師

（

）

、

諸
仏

に
で
あ
っ
て
法
を
聞
く

そ
れ
に
よ
っ
て
仏
法
の
大
海
に
入

ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

私
の
場
合
、
最
初
の
師
は
佐
々

木
蓮
麿
師
で
し
た
。
佐
々
木
師
は

お
念
仏
に
生
き
る
人
は
身
が
軽
や

か
に
な
り
、
心
が
自
由
で
あ
る
こ

と
を
身
を
も
っ
て
教
え
て
下
さ
い

ま
し
た
。

次
に
お
で
あ
い
し
た
藤
原
正
遠

師
は
他
者
に
対
す
る
細
や
か
な
や

さ
し
さ
を
こ
と
に
教
え
ら
れ
ま
し

た
。次

に
松
並
松
五
郎
師
に
あ
い
ま

し
た
。
師
は
念
仏
を
聞
く
一
つ
で

助
か
る
こ
と
と
、
常
念
仏
の
尊
い

。

お
姿
を
知
ら
せ
て
下
さ
い
ま
し
た

次
に
木
村
無
相
師
に
あ
い
ま
し

た
。
師
は
、
お
念
仏
は
我
執
我
愛

の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
凡
夫
に
与

え
ら
れ
た
た
だ
一
つ
の
道
で
あ
る

こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

浄
土
の
菩
薩
は
、
供
養
諸
仏
に

よ
る
聞
法
と
利
他
教
化
に
お
い
て

「
神
力
自
在
」
で
、
思
い
お
よ
ば

な
い
ほ
ど
不
可
思
議
な
素
晴
ら
し

い
活
動
を
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

不
思
議
の
徳
を
あ
つ

そ
こ
で
「

」

め
た
り

無
上
尊
を
帰
命
せ
よ

で
、
浄
土
の
菩
薩
が
は
か
り
が
た

い
ほ
ど
の
す
ば
ら
し
い
徳
を
具
え

そ
な

て
お
ら
れ
る
の
は
、
も
と
は
如
来

法
蔵
様
が
永
き
ご
修
行
に
よ
っ
て

積
み
集
め
た
功
徳
、
そ
れ
を
与
え

て
下
さ
っ
た
か
ら
で
す
。

だ
か
ら
、
こ
の
上
な
き
尊
い
阿

弥
陀
仏
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
よ
、

と
宗
祖
は
お
勧
め
に
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。

（
了
）

《
住
職
雑
感
》

お
正
月
の
お
餅
も
お
せ
ち
も
、
み
な
い

た
だ
い
た
も
の
で
、
我
が
家
で
用
意
を
す

る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
家
の
大
掃
除
も
報

恩
講
の
時
に
か
な
り
し
て
し
ま
う
の
で
、

昔
の
よ
う
に
年
末
に
ば
た
ば
た
す
る
ほ
ど

の
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
ま
た

正
月
気
分
は
薄
れ
て
し
ま
っ
た
が
。
敬
虔

な
方
は
京
都
の
ご
本
山
ま
で
修

正

会
に

し
ゅ
し
ょ
う
え

参
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
正
月
二
日
に
は

子
や
孫
が
一
堂
に
会
し
、
お
勤
め
を
す
る

、

、

が

孫
に
ど
う
い
う
話
を
し
た
ら
い
い
か

そ
れ
が
大
変
難
し
い
。

今
年
は
コ
レ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
よ
う
な
義
務
的
な
事
柄
は
な
い
。
た

だ
今
年
は
恩
師
で
あ
っ
た
木
村
無
相
さ
ん

の
三
十
三
回
忌
に
あ
た
る
。
木
村
さ
ん
か

ら
い
た
だ
い
た
お
手
紙
を
集
め
て
本
に
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。
木
村
さ
ん
三
十
三

回
忌
法
要
が
、
藤
枝
宏
寿
師
の
お
世
話
で

福
井
県
越
前
市
の
和
上
苑
で
三
月
六
日

（
午
後
一
時
始
）
に
営
ま
れ
る
。
そ
れ
に

は
是
非
出
席
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
だ

れ
で
も
参
加
で
き
る
の
で
縁
の
あ
る
方
は

参
加
し
て
ほ
し
い
。
昨
年
末
、
大
谷
大
学

の
四
十
二
年
度
卒
業
生
の
同
窓
会
を
四
月

二
日
に
し
た
い
と
い
う
便
り
が
あ
り
こ
れ

も
出
席
し
よ
う
と
思
う
。
東
本
願
寺
前
の

重
信
寮
で
同
室
だ
っ
た
金
沢
の
鳥
越
順
丸

君
ら
が
発
起
人
な
の
で
、
彼
に
も
五
十
年

ぶ
り
に
会
え
そ
う
だ
。
念
佛
寺
の

は
副

ＨＰ

住
職
が
え
ら
く
力
を
入
れ
た
の
で
、
読
み

や
す
く
な
り
美
し
く
な
っ
た
。
近
頃
は
と

き
た
ま

を
見
た
と
い
っ
て
法
要
を
頼
ま

ＨＰ

れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
ネ
ッ
ト
の
時
代
に

（
了
）

な
っ
た
の
を
肌
で
感
じ
る
。

〈

〉

遠
方
法
話
予
定

＊
一
月
二
十
一
・
二
十
二
日
。
福
岡
県
八

女
市
。
明
永
寺
。
午
前
よ
り
。

＊
二
月
十
七
日
。
泉
正
寺
。
愛
知
県
刈
谷

市
東
境
町
児
山
２
２
３
。
十
時
か
ら
午
後

も
。
℡
０
５
６
６
・
３
６
・
５
４
１
０

＊
三
月
三
日
。
名
古
屋
別
院
・
午
前
十
時

始
・
午
後
（
座
談
有
り
）

＊
三
月
十
一
日
。
福
井
別
院
。
午
前
十
時

始
・
午
後
（
座
談
有
）

。

。

＊
四
月
十
日
～
十
一
日

広
島
市
安
芸
区

龍
善
寺
。
午
後
よ
り
。

＊
五
月
十
九
日
～
二
十
一
日
。
福
井
別
院

・
午
前
十
時
始
・
午
後
（
座
談
有
）

＊
六
月
四
日
。
福
井
別
院
。
午
前
十
時
・

午
後
（
座
談
有
）

＊
七
月
九
日
。
福
井
別
院
。
午
前
十
時
・

午
後
（
座
談
有
）

＊
七
月
十
四
日
～
十
五
日
。
石
川
県
鳳
珠

郡
穴
水
町
。
法
琳
寺
。
午
後
よ
り
。詳

し
く

以
上
七
月
ま
で
の
予
定
で
す
。

は
念
佛
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

平成２８年度御年忌年回表

１周忌 平成２７年亡
３回忌 平成２６年亡
７回忌 平成２２年亡
１３回忌 平成１６年亡
１７回忌 平成１２年亡
２３回忌 平成 ６年亡

平成 ４年亡）（２５回忌
２７回忌 平成 ２年亡
３３回忌 昭和５９年亡
５０回忌 昭和４２年亡
時には 住職が葬儀や法話のためお参り（ 、

ができない場合があります。その時は副住
）職又は代理の僧侶の方がお参り致します

《 》真宗入門講座
（お勤め練習と正信偈の学習）

（午後六時半始）毎月十八日

担当 （副住職）土井尚存

《

》

念
佛
寺
同
朋
会

２
時

一
月
二
十
二
日
pm

土
井
尚
存

法
話

副
住
職

・
《

》

お
知
ら
せ

四
月
二
日
の
念
仏
座
談
会

は

ま
す
。

休
み

《

》

お
知
ら
せ

三
月
六
日
の
聖
典
学
習
会

は

（

７
）

三
月
五
日

pm。

に

致
し
ま
す

変
更

テ
キ
ス
ト
は
梯
実
圓
師
の
「
教

行
信
證

（
教
行
の
巻
）
で
す
。

」



松
並
松
五
郎
さ
ん
い
わ
く
。

南
無
阿
弥
陀
仏

こ
の
声
を
聞
い
て
い
る
と
、

〈
お
前
に
相
談
な
し
に
、
お
前
の
南
無
阿
弥
陀
仏

に
成
っ
た
ぞ
や
。
い
や
で
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
度

、

〉

は
こ
の
弥
陀
に
め
ん
じ
て

助
け
さ
せ
て
く
れ
よ

と
、
阿
弥
陀
様
が
、
両
手
を
仕
え
て
、
頭
を
下
げ

つ
か

て
頼
ん
で
御
座
る
御
姿
、
御
声
が
、
今
こ
の
口
に

ご

ざ

現
れ
給
う
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す

れ
ば
念
仏
す
る
と
か
、
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
事

に
離
れ
て
、
唯
、
南
無
阿
弥
陀
仏

南
無
阿
弥
陀

仏
と
聞
く
ば
か
り
。
南
無
阿
弥
陀
仏

（
『

』

）

松
並
松
五
郎
念
仏
語
録

よ
り

＊

＊

＊

ま
ず
、
凡
夫
に
相
談
な
し
に
、
阿
弥
陀
仏
は
本

願
を
建
て
、
一
切
の
衆
生
を
助
け
る
仏
、
助
け
得

る
仏
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の

お
誓
い
は
、
阿
弥
陀
仏
が
私
（
た
ち
）
と
相
談
し

て
交
わ
し
た
約
束
で
は
な
い
。

阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
助
け
よ
う
と
す
る
の
に
、

衆
生
（
私
）
に
相
談
し
て
も
ラ
チ
は
あ
か
な
い
。

何
一
つ
ま
こ
と
が
な
く
、
私
た
ち
の
身
も
心
も
ま

っ
た
く
あ
て
に
な
ら
ず
、
何
が
真
実
で
あ
り
何
が

仮
で
あ
り
何
が
虚
偽
で
あ
る
か
見
分
け
も
つ
か

ず
、
助
か
る
道
に
つ
い
て
西
も
東
も
わ
か
ら
ず
、

ま
っ
た
く
頼
み
に
も
な
ら
ぬ
私
た
ち
。
こ
の
よ
う

な
私
た
ち
に
相
談
し
て
も
全
然
ダ
メ
な
の
で
あ

る
。
俗
な
た
と
え
で
言
え
ば
、
五
つ
や
六
つ
の
子

ど
も
に
大
事
な
土
地
売
買
の
相
談
を
も
ち
か
け
る

人
は
お
ら
な
い
。
衆
生
が
仏
に
な
る
相
談
は
、
迷

い
を
迷
い
と
も
知
ら
ず
、
さ
と
り
の
道
は
何
も
分

か
ら
ぬ
愚
か
な
私
た
ち
に
相

談
は
し
な
さ
ら
な
い
が
、
衆

生
を
我
が
子
と
み
そ
な
わ
し

た
も
う
阿
弥
陀
仏
は
私
た
ち

を
ほ
っ
て
は
お
け
ぬ
。
私
は

仏
に
な
り
た
い
と
も
思
わ

ず
、
娑
婆
が
好
き
で
、
死
に

つ
つ
あ
り
な
が
ら
明
日
も
知
れ
ぬ
い
の
ち
を
ア
テ

に
し
て
い
る
衆
生
。

〈

〉

、

そ
の
衆
生
一
人
一
人
を

我
が
子

と
同
感
し

我
が
子
ゆ
え
に
ど
う
し
て
も
捨
て
ら
れ
ぬ
。
ど
こ

ど
こ
ま
で
も
仏
に
し
た
い
助
け
た
い
と
お
ぼ
し
め

す
阿
弥
陀
仏
。
そ
の
阿
弥
陀
仏
は
、
私
た
ち
の
方

か
ら
「
助
け
て
下
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
」
と
願

う
前
に
、
す
で
に
私
た
ち
を
助
け
る
仏
に
な
っ
て

お
ら
れ
る
。

、

、

如
来
法
藏
様
は

衆
生
を
仏
に
な
ら
し
め
た
い

助
け
た
い
と
お
ぼ
し
め
し
て
五
劫
に
思
案
し
、
永

き
ご
修
行
を
な
し
て

「
助
け
た
い
」
の
願
を
成

、

就
し
て
、
す
で
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
私
た

「

」

。

ち
を

引
き
受
け
る

と
喚
び
続
け
て
お
ら
れ
る

相
談
と
い
え
ば
、
私
た
ち
は
と
か
く
自
分
の
助

か
る
す
べ
を
自
分
の
心
に
相
談
し
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
が
は
や
間
違
い
で
あ
る
。
自
分
の
心
を
い
く

ら
詮
索
し
、
自
分
の
心
を
調
べ
、
助
か
る
証
拠
や

し
る
し
を
求
め
て
も
、
助
か
る
よ
う
な
何
物
も
私

の
心
に
は
あ
り
は
し
な
い
。
あ
る
よ
う
に
思
う
の

は
自
分
の
心
に
だ
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

心
。「

は
万
劫
の
仇
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

浄
土
へ
生
ま
れ
る
道
を
尋
ね
る
の
に
、
地
獄
に

引
き
連
れ
よ
う
と
い
つ
も
し
て
い
る
我
が
心
に
相

談
す
る
と
は
、
敵
に
助
か
る
道
を
相
談
す
る
よ
う

な
も
の
。

往
生
の
道
は
仏
に
相
談
す
れ
ば
い
い
。
南
無
阿

弥
陀
仏
に
相
談
す
れ
ば
い
い
。
す
る
と
答
え
は
即

座
に
出
さ
れ
て
い
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は

「
汝

、

を
助
け
る
仕
事
は
弥
陀
が
全
面
的
に
引
き
受
け
て

い
る
。
汝
は
た
だ
念
佛
申
す
だ
け
で
よ
い
」
と
の

大
悲
の
仰
せ
で
あ
る
。

こ
の
仰
せ
は
古
来
か
ら
変
わ
ら
ぬ
阿
弥
陀
仏
の

決
定
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
真
実
に
し
て
虚
偽
の

な
い
決
定
を
聞
く
。
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
決
定
が

私
に
突
き
通
っ
て
い
る
の
を
信
心
と
い
う
。

自
分
の
心
に
相
談
し

「
真
宗
の
教
え
を
有
難

、

く
思
っ
て
い
る
か
ら
自
分
は
助
け
ら
れ
る
に
違
い

」

「

」

な
い

と
か

自
分
は
喜
べ
て
い
る
か
ら
大
丈
夫

だ
と
か
「
よ
く
真
宗
を
納
得
で
き
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
で
い
い
」
と
か
「
自
分
の
心
は
ス
ッ
キ
リ
し

て
い
る
か
ら
大
丈
夫
」
な
ど
な
ど
、
自
分
の
姿
や

自
分
の
心
の
有
り
様
で
助
か
る
よ
う
に
思
う
の
が

す
で
に
我
が
心
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
る
で
た
よ
り
な
い
自
分
の
心
を
当
て
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
凡
夫
の
心
ほ
ど
心
迷
わ
す
も

の
は
な
い
。

私
た
ち
が
知
ら
ぬ
間
に
す
で
に
私
を
助
け
る
仏

が
ま
し
ま
す
、
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
仏
説
に
聞

か
ね
ば
決
し
て
分
か
る
も
の
で
は
な
い
。
世
間
の

常
識
を
こ
え
た
不
可
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
不
思
議
を
、
人
と
な
ら
れ
歴
史
の
上
に
出

現
さ
れ
た
釈
迦
如
来
様
が
説
い
て
下
さ
っ
て
初
め

て
衆
生
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
お
釈

迦
様
は
す
で
に
弥
陀
の
お
救
い
を
説
き
示
し
て
下

さ
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
こ
と
を
聞
か
ず
、
聞
い

て
も
受
け
い
れ
ず
、
流
浪
し
て
い
る
私
が
こ
こ
に

い
る
。
こ
の
真
実
を
無
視
し
、
如
来
の
ご
恩
を
無

視
し
て
い
る
、
こ
れ
が
罪
の
な
か
の
罪
。

阿
弥
陀
仏
の
お
誓
い
（
第
十
八
願
）
に
「
も
し

」

、

生
ま
れ
ず
は
正
覚
を
取
ら
じ

と
ま
で
誓
わ
れ
て

す
で
に
一
切
衆
生
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
阿
弥
陀

仏
に
な
っ
て
ま
し
ま
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず

信
ぜ
ず
、
阿
弥
陀
仏
の
ご
苦
労
を
無
視
し
続
け
て

。

、「

」

き
た

そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
方
か
ら

助
け
る

と
仰
せ
下
さ
る
の
み
な
ら
ず
「
助
け
さ
せ
て
く
れ

よ
」
と
、
頭
ま
で
さ
げ
て
喚
ん
で
下
さ
る
お
姿
が

口
に
現
れ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
。

で
あ
れ
ば
、
私
が
、
称
え
に
ゃ
な
ら
ぬ
と
か
称

え
な
く
て
も
い
い
と
か
、
ま
た
ど
れ
だ
け
念
仏
し

、

。

た
と
か
し
な
い
と
か

そ
う
い
う
問
題
で
は
な
い

今
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
仰
せ
下
さ
る
阿
弥
陀
仏
の

大
悲
を
聞
く
ば
か
り
で
あ
る
。

い
や
で
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
度
は
こ
の
弥
陀
に

「

」

め
ん
じ
て
、
助
け
さ
せ
て
く
れ
よ

「
い
や
で
も
あ
ろ
う
が

助
け
さ
せ
て
く
れ
よ
」

に
、
や
る
せ
な
い
如
来
の
親
心
を
感
じ
る
。
お
医

者
嫌
い
、
ク
ス
リ
嫌
い
の
病
気
の
子
ど
も
に
、
親

が
「
イ
ヤ
で
あ
ろ
う
、
嫌
い
で
あ
ろ
う
が
」
と
い

や
が
る
子
を
な
だ
め
す
か
せ
て
、
病
院
へ
連
れ
て

行
っ
て
診
察
し
て
も
ら
い
ク
ス
リ
を
の
ま
せ
る
。

こ
れ
み
な
親
心
。
娑
婆
が
好
き
で
仏
法
嫌
い
、
念

仏
嫌
い
の
私
に

「
い
や
で
あ
ろ
う
が
、
親
に
め

、、

」

ん
じ
て
ど
う
か

こ
の
親
に
助
け
さ
せ
て
く
れ
よ

と
ま
で
の
大
悲
の
仏
心
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
と

な
っ
て
現
れ
た
も
う
の
で
あ
る
。

両
手
を
仕
え
て
、
頭
を
下
げ
て
頼
ん
で
御
座
る

「

つ
か

ご

ざ

」
は
、
阿
弥
陀
仏
は
「
も
し
汝
が
浄
土
に
生

御
姿

ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
ら
仏
の
座
に
は

着
か
な
い

（
若
不
生
者
不
取
正
覚
）
と
ま
で
誓

」

い
、
衆
生
が
助
か
ら
な
か
っ
た
ら
こ
の
弥
陀
も
助

か
ら
ぬ
と
の
お
心
。
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
子
ど

も
を
昼
夜
つ
き
っ
き
り
で
看
病
し
て
い
る
親
は
、

病
気
の
子
が
な
お
ら
な
け
れ
ば
同
苦
の
親
の
苦
も

な
お
ら
な
い
、
と
の
大
悲
同
感
の
お
心
。
そ
れ
ゆ

え

「
ど
う
か
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
ク
ス
リ
を

、
飲
ん
で
く
れ
よ
、
い
や
が
ら
ず
に
受
け
と
っ
て
く

れ
よ
、
お
前
が
助
か
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
親
も
助

か
ら
ぬ
の
だ
か
ら
」
と
我
が
子
に
頭
を
下
げ
て
頼

ん
で
お
ら
れ
る
お
姿
、
そ
れ
が
我
が
口
に
ま
で
出

て
下
さ
り
、
今
こ
こ
に
喚
び
か
け
て
下
さ
る
大
悲

の
阿
弥
陀
仏
の
喚
び
声
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
。

、

、

こ
の
声
を
聞
く
ば
か
り

大
悲
を
聞
く
ば
か
り

聞
か
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
、
と
の
お

心
で
あ
ろ
う
。

（
了
）

信

心

夜

話


