
豊
後
の
大
儒
（
儒
学
の
学
者
）

で
あ
っ
た
脇
蘭
室
が
一
文
不
知

の
田
舎
の
女
性
、
妙
喜
尼
の
伝

記
を
書
い
て
永
久
に
そ
の
徳
を

伝
え
た
こ
と
は
儒
者
と
し
て
は

異
例
の
美
挙
と
言
え
る
で
し
ょ

び

き
ょ

う
。
そ
し
て
ま
た
妙
喜
尼
の
信

徳
が
、
如
何
に
高
く
輝
い
て
い

た
か
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と

言
え
ま
し
ょ
う
。

蘭
室
は
、
彼
女
の
伝
記
の
初

め
に
「
厚
く
浄
土
教
を
信
じ
、

日
夜
弥
陀
の
名
を
唱
え
、
事
々

こ
と
ご
と

に
必
ず
仏
恩
と
称
し
た
云
々
」

と
讃
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
日
々
の
生
活
の
中
で
、

善
い
事
に
出
会
う
て
も
、
悪
い

こ
と
に
出
会
う
て
も
、
苦
し
い

と
き
も
楽
し
い
と
き
も
、
必
ず

「
仏
恩
」
を
讃
え
て
念
仏
し
て

い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
日
、
夜
が
ふ
け
て
か
ら

お
寺
に
参
っ
て
拝
跪
し
て
い
た

は
い

き

と
こ
ろ
、
寺
僧
が
気
づ
か
ず
に

走
り
出
た
途
端
に
彼
女
を
踏
み

つ
け
た
の
で
、
妙
喜
尼
は
気
絶

し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
寺
僧

は
驚
い
て
扶
け
起
こ
し
て
お
わ

た
す

び
を
言
っ
た
と
こ
ろ
、
彼
女
は

た
だ
仏
恩
、
仏
恩
と
喜
ん
で
い

る
の
で
、
彼
は
不
思
議
に
思
っ

て
、
「
こ
ん
な
ヒ
ド
イ
目
に
出
会

う
て
何
が
仏
恩
か
」

と
聞
き
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
妙

喜
尼
が
言
う
に
は
、

「
幸
い
に
死
か
ら

免

れ
た
は
御

ま
ぬ
が

恩
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
喜
ん
で
念
仏
し
て
お
っ
た
と

言
わ
れ
ま
す
。

ま
た
あ
る
と
き
は
、
ご
飯
を
炊た

い
て
い
る
と
き
、
あ
や
ま
っ
て

手
を
釜
の
中
に
突
っ
こ
ん
で
ヤ

ケ
ド
を
し
た
と
き
も
、
ま
ず
口

か
ら
出
た
言
葉
は
や
は
り
「
仏

恩
仏
恩
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ

づ
く
も
の
が
念
仏
で
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
を
見
て
い
た
人

た
ち
は
不
思
議
に
思
っ
て
、

「
そ
ん
な
ヤ
ケ
ド
を
し
て
痛
く

て
た
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
に
、
仏

恩
と
喜
ぶ
の
は
ど
う
い
う
わ
け

か
」

と
訊
く
と
、
彼
女
の
言
う
に
は
、

き

「
こ
ん
な
痛
い
目
に
出
会
わ
な

か
っ
た
ら
地
獄
の
苦
を
忘
れ
て

い
る
の
で
、
こ
ん
な
痛
い
目
に

出
会
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
か

げ
で
地
獄
の
苦
を
幾
分
で
も
知

ら
せ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
た
の

は
御
恩
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
答
え
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

あ
る
と
き
人
が
妙
喜
尼
に
向

か
っ
て
、

「
あ
な
た
は
他
人
か
ら
打
た
れ

ぶ

た
り
悪
口
を
言
わ
れ
た
と
き
に

腹
を
立
て
る
か
」

と
尋
ね
る
と
、
妙
喜
尼
は
、

「
い
や
い
や
腹
を
立
て
る
ど
こ

ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
も

忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
る
地
獄

行
き
の
自
分
を
知
ら
せ
て
下
さ

る
か
と
思
え
ば
、
御
恩
さ
ま
と

喜
ぶ
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
答
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
こ
と
に
信
徳
の
な
さ
し
め

か
、
彼
女
は
命
終
わ
る
ま
で
疾や

ま

い
な
く
、
他
人
の
厄
介
に
も
な

や
っ
か
い

ら
ず
、
御
開
山
聖
人
と
同
齢
の

九
十
歳
を
も
っ
て
、
安
ら
か
に

大
往
生
を
遂
げ
た
の
で
あ
り
ま

し
た
。

（
佐
々
木
蓮
麿
『
安
心
清
話
』
よ
り
）

（
了
）
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（8月は休みます）
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○〈「聞名の会」法話・座談〉
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毎月 18 日午後 6 時 30 分始

す
べ
て
は
見
方

佐
々
木
蓮
麿

《
念
佛
寺
永
代
経
法
要
》

四
月
二
十
二
日
（
火
）

午
前
十
時
始

午
後
二
時
始

法
話

住
職

（
ど
な
た
で
も
自
由
に
お
ま
い
り
く
だ
さ
い
）



我
々
が
若
し
将
来
に
立
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
宜

し
く
将
来
を
望
み
将
来
に
憑
る

た
よ

べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
我
々

は
現
在
に
立
っ
て
居
る
。
現
在

に
立
ち
現
在
に
生
き
て
い
る
も

の
が
、
将
来
を
自
分
の
立
場
と

し
て
何
の
益
に
立
つ
か
。
現
在

や
く

が
続
い
て
将
来
と
な
る
。
然
る

に
将
来
を
望
み
て
現
在
に
見
ぬ

も
の
は
、
現
在
を
捨
て
て
将
来

に
立
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
人
の
精
神
は
現
在
に
於
い

て
は
少
し
も
立
場
を
持
っ
て
お

ら
ぬ
。
現
在
に
安
住
す
る
基
礎

を
持
っ
て
居
ら
ぬ
。
然
る
に
世

間
の
事
変
は
現
在
に
襲
来
し
て

止
ま
ぬ
。
そ
の
人
は
ど
う
し
て

之
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。
そ
の
人
は
当
然

躓

き
倒
れ

つ
ま
ず

苦
悩
煩
悶
し
、
遂
に
人
を
怨
み

う
ら

天
を
呪
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く

現
在
に
在
っ
て
苦
悩
し
て
い
る

者
が､

何
時
安
寧
満
足
の
地
に
進

あ
ん
ね
い

む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

極
め
て
覚
束
な
い
こ
と
で
あ
る
。

お
ぼ
つ
か

我
々
は
か
よ
う
な
誤
り
に

陥

ら

お
ち
い

ず
、
脚
下
を
固
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

い
か
に
外
界
の
襲
撃
が
激
し
く

て
も
、
決
し
て
そ
れ
が
た
め
に

崩
さ
れ
な
い
堅
固
な
基
礎
を
固

め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
即
ち
我

々
は
現
在
の
一
念
を
確
固
に
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
『
清
沢
満
之
先
生
の
言
葉
』
よ
り
、

永
田
文
昌
堂
発
刊
）

＊

＊

＊

こ
の
文
は
清
沢
満
之
先
生
の

「
一
念
」
と
い
う
文
章
の
一
節

で
す
。
先
月
の
淸
沢
先
生
の
文

章
は
「
現
在
の
立
脚
地
を
確
立

せ
よ
」
と
い
う
趣
旨
で
し
た
。

今
回
は
同
じ
点
を
も
う
一
度
「
現

在
の
一
念
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

焦
点
を
当
て
て
の
内
容
で
す
。

現
在
の
一
念
と
は
「
現
在
の

ひ
と
お
も
い
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
「
ひ
と
お
も
い
」
を

確
か
な
も
の
に
せ
よ
と
先
生
は

お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

人
が
自
分
の
幸
せ
を
ど
こ
に

求
め
て
い
る

か
と
い
う
時

に
、
「
現
在
は

ま
だ
ま
だ
幸

せ
で
は
な
い
。

ま
だ
途
中
で
あ
っ
て
も
う
何
年

か
す
る
と
幸
せ
に
な
れ
る
、
だ

か
ら
今
が
ん
ば
る
し
か
な
い
」

と
い
よ
う
な
発
想
を
し
や
す
い
。

た
と
え
ば
学
業
の
こ
と
に
し
て

も
、
中
学
で
の
勉
強
は
志
望
校

の
高
校
に
入
る
た
め
で
あ
り
、

高
校
の
勉
強
は
志
望
の
大
学
に

入
る
た
め
、
大
学
の
勉
強
は
い

い
会
社
に
就
職
す
る
た
め
、
と

い
う
具
合
で
、
い
つ
も
将
来
の

希
望
を
実
現
す
る
た
め
の
「
今
」

で
あ
っ
て
、
い
つ
で
も
「
幸
せ

に
な
る
た
め
」
「
希
望
を
実
現
す

る
た
め
」
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

の
「
現
在
」
で
し
か
生
き
て
い

な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
多
い
。

幸
せ
な
状
態
を
未
来
に
夢
見
て
、

現
在
は
「
ま
だ
だ
め
」
で
あ
り

「
満
た
さ
れ
て
い
な
い
現
在
」

で
あ
っ
て
、
将
来
を
ね
ら
っ
て

の
一
日
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

現
在
に
満
足
が
な
く
安
住
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
夢

に
生
き
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、

現
在
に
立
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
自
分
が
描
い
た
よ

う
な
理
想
の
状
態
に
な
れ
な
か

っ
た
ら
、
「
う
ら
め
し
い
」
で
終

わ
る
。
だ
か
ら
、
「
幽
霊
に
足
が

な
い
の
は
、
現
在
に
立
っ
て
お

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
先
輩

か
ら
聴
い
た
こ
と
が
あ
る
。

い
つ
で
も
生
き
て
い
る
現
実

は
今
こ
こ
し
か
な
い
。「
今
こ
こ
」

が
続
い
て
い
く
ば
か
り
で
す
。

将
来
の
こ
と
を
考
え
て
い
る

「
私
」
は
、
「
現
在
た
だ
今
に
い

る
私
」
の
他
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
過
去
を
懐
か
し
く
思
っ
た

り
、
後
悔
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ

思
う
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
過

ぎ
去
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
は
真
の
「

現
実
」
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
本
当
の
現
実
は
「
現

在
の
事
実
」
で
あ
っ
て
、
今
こ

こ
で
経
験
し
つ
つ
あ
る
事
実
こ

そ
、
本
当
の
現
実
で
す
。

こ
の
現
実
の
「
ひ
と
思
い
」
、

い
わ
ゆ
る
現
在
の
一
念
を
確
固

に
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
も
し
も
私
た
ち
の

上
に
次
々
と
湧
い
て
く
る
「
思

い
」
を
支
え
に
し
よ
う
と
す
る

と
不
安
定
に
な
る
の
は
当
然
で

す
。
私
た
ち
の
思
い
は
ほ
と
ん

ど
妄
念
で
あ
っ
て
、
非
常
に
不

確
か
な
も
の
で
す
。
ひ
と
思
い

ひ
と
思
い
、
移
り
変
わ
っ
て
止

ま
な
い
か
ら
で
す
。
迷
い
と
い

う
の
は
、
端
的
に
申
し
ま
す
と
、

自
分
の
「
思
い
」
に
重
き
を
置

き
、
「
思
い
」
を
中
心
に
生
き
、

「
思
い
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し

て
い
る
す
が
た
で
す
。
一
念
を

確
固
に
す
る
と
い
う
の
は
、
自

分
に
起
こ
っ
て
く
る
「
思
い
」

を
固
め
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
一
遍
上
人
の
歌
に
、

心
よ
り

心
を
得
ん
と

心
得
て

心
に
迷
う

心
な
り
け
り

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
自
分

の
人
生
を
安
定
さ
せ
た
い
と
思

っ
て
、
自
分
の
心
を
確
か
に
し
、

揺
る
が
な
い
心
を
得
よ
う
と
思

う
の
は
、
自
分
の
心
に
だ
ま
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
す
る
の
で
は
な
く
て
い

つ
で
も
今
す
で
に
こ
こ
に
来
て

い
る
、
は
か
り
な
い
い
の
ち
（
ア

ミ
ダ
）
と
今
の
私
が
で
あ
う
こ

と
で
す
。
ア
ミ
ダ
仏
と
離
れ
な

い
、
い
つ
で
も
「
ア
ミ
ダ
仏
と

共
に
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
知

る
こ
と
で
す
。
い
つ
で
も
今
こ

こ
に
「
ア
ミ
ダ
仏
は
ま
し
ま
す
」

こ
と
を
実
感
す
る
。
そ
れ
を
真

宗
で
は
「
信
の
一
念
」
と
申
し

清
沢
満
之
先
生
に
学
ぶ
②



ま
す
。
こ
の
一
念
の
信
心
は
ひ

と
た
び
起
こ
る
と
消
え
な
い
の

で
す
。
そ
れ
で
「
金
剛
堅
固
の

信
心
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
要

す
る
に
ア
ミ
ダ
仏
と
で
あ
う
こ

と
が
一
念
を
確
固
に
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
現
在
の
一
念

が
無
限
な
も
の
に
結
び
つ
く
、

そ
う
い
う
「
ひ
と
思
い
」
で
す
。

こ
れ
以
外
の
「
思
い
」
は
流

動
し
づ
め
、
動
き
づ
め
で
す
か

ら
、
非
常
に
不
安
定
な
の
で
す
。

い
つ
で
も
今
こ
こ
の
現
在
の
事

実
は
、
だ
れ
で
も
い
つ
で
も
「
常

に
あ
る
事
実
」
で
す
。
喩
え
て

い
い
ま
す
と
、
川
の
水
は
一
瞬

一
瞬
流
れ
去
っ
て
行
き
ま
す
が
、

川
底
は
流
れ
去
ら
ず
、
い
つ
も

川
の
水
に
離
れ
ず
に
在
る
よ
う

な
も
の
で
す
。
一
瞬
に
流
れ
去

っ
て
行
く
「
思
い
」
の
流
れ
が

成
り
立
っ
て
い
る
の
は
は
か
り

な
い
い
の
ち
の
は
た
ら
き
、
す

な
わ
ち
ア
ミ
ダ
仏
の
い
の
ち
の

は
た
ら
き
に
よ
っ
て
成
立
し
て

い
る
の
で
す
。
こ
の
「
ひ
と
思

い
」
は
根
拠
な
し
に
起
こ
っ
て

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
は

か
り
な
い
力
に
於
い
て
起
こ
っ

て
い
る
の
で
す
。
思
い
だ
け
で

な
く､

私
の
い
の
ち
全
体
が
ア
ミ

ダ
仏
の
は
か
り
な
い
い
の
ち
に

於
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で

す
。
い
わ
ば
い
つ
で
も
ア
ミ
ダ

仏
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は

ど
う
な
ろ
う
と
こ
う
な
ろ
う
と

ア
ミ
ダ
仏
の
い
の
ち
の
中
で
あ

り
、
こ
こ
を
離
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
確
固
た
る
地
盤
に
置

か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を

知
る
こ
と
が
揺
る
ぎ
な
い
一
念
、

確
固
た
る
一
念
と
い
う
こ
と
で

す
。浄

土
真
宗
で
言
う
「
信
の
一

念
」
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な

一
念
で
す
。
要
す
る
に
ア
ミ
ダ

仏
の
は
た
ら
き
に
で
あ
っ
た
一

念
で
あ
り
、
ア
ミ
ダ
仏
は
今
こ

こ
に
私
た
ち
に
で
あ
い
を
求
め
、

私
た
ち
に
「
い
ま
こ
こ
に
汝
と

共
に
い
る
」
「
汝
の
全
分
を
引
き

受
け
て
い
る
」
と
仰
せ
く
だ
さ

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
お

念
仏
の
一
声
で
す
。
一
声
の
念

仏
は
、
ア
ミ
ダ
仏
の
名
の
り
の

声
で
す
。
名
声
で
す
。
こ
の
名

声
で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称

え
聞
く
こ
と
に
お
い
て
ア
ミ
ダ

仏
と
の
で
あ
い
が
起
こ
る
の
で

す
。

（
了
）

（
Ａ
さ
ん
か
ら
の
質
問
）

確
か
に
念
仏
申
し
て
い
る
と
、

気
持
ち
が
す
っ
と
楽
に
な
る
瞬

間
が
あ
る
に
は
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
時
だ
け
の
気
分
の
よ
う
に
感

じ
る
の
で
す
が
如
何
で
し
ょ
う

か
？ま

た
側
で
家
族
が
病
気
の
痛

み
等
で
苦
し
そ
う
な
時
に
念
仏

申
し
て
自
分
だ
け
楽
な
よ
う
に

な
る
事
に
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ

る
の
で
す
が
、
こ
の
点
如
何
で
し

ょ
う
か
？
南
無
阿
弥
陀
仏
。

＊

お
尋
ね
の
件
、
お
念
仏
は
私

の
行
い
（
修
行
）
と
し
て
称
え

る
念
仏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自

分
の
行
い
と
し
て
称
え
て
い
る

念
仏
だ
と
受
け
取
り
ま
す
と
、

「
称
え
て
自
分
を
楽
に
し
よ
う
」

と
か
「
自
分
だ
け
が
楽
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
念
仏
で
は
だ
め

で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
よ

う
な
思
い
や
疑
問
が
湧
い
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
念
仏
は
ア
ミ
ダ
仏
が
、
私

の
と
こ
ろ
に
現
れ
出
て
く
だ
さ

る
行
い
（
大
行
）
で
あ
っ
て
、

私
の
喜
怒
哀
楽
を
超
え
、
私
の

行
い
や
考
え
や
感
情
な
ど
の
善

し
悪
し
を
超
え
て
い
ま
す
。
阿

弥
陀
様
は
私
の
思
い
の
全
分
を

超
え
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
．
私
の
全
体
を
摂
め
と
り
、

私
の
存
在
を
成
立
さ
せ
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
実
在
で
あ
り
広
大

な
は
た
ら
き
で
す
。
そ
の
は
か

り
な
い
い
の
ち
の
は
た
ら
き
が
、

私
に
「
こ
こ
に
汝
と
共
に
い
る
」

「
汝
を
つ
か
ん
で
離
さ
な
い
」

と
お
知
ら
せ
下
さ
る
大
悲
の
仰

せ
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
お
念

仏
で
あ
り
、
声
で
す
。

西
田
幾
多
郎
の
歌
に
、

我
が
心

深
き
底
あ
り

喜
び
も
憂
い
の
波
も

と
ど
か
じ
と
思
う

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

「
心
の
深
い
底
」
と
は
心
の
中

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
を
超
え

て
心
を
成
立
さ
せ
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
実
在
の
は
た
ら
き
の
こ

と
で
す
。

お
念
仏
そ
の
も
の
が
何
で
あ

る
か
を
よ
く
聴
く
こ
と
が
大
事

で
、
お
念
仏
を
称
え
て
い
る
私

の
心
に
浮
か
ぶ
考
え
と
か
思
い

と
か
苦
楽
を
眺
め
る
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
お
念
仏
そ
の
も

の
を
聞
く
の
で
あ
っ
て
、
称
え

て
い
る
我
が
心
を
な
ん
と
か
す

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
南
無

阿
弥
陀
仏
と
口
に
現
れ
耳
に
聞

こ
え
る
、
そ
れ
は
ア
ミ
ダ
仏
の

大
悲
の
は
た
ら
き
に
よ
る
の
で

す
。
ア
ミ
ダ
仏
は
法
蔵
菩
薩
の

時
、
衆
生
を
救
お
う
と
発
願
し

修
行
し
成
就
し
て
、
そ
の
救
い

を
衆
生
に
知
ら
せ
る
事
に
よ
っ

て
衆
生
を
救
い
た
い
と
願
わ
れ

ま
し
た
。
知
ら
せ
て
救
い
た
い

と
い
う
願
は
、
法
蔵
菩
薩
の
四

十
八
願
の
中
の
こ
と
に
第
十
七

願
で
す
。
第
十
七
願
で
す
が
、

そ
の
十
七
願
を
さ
ら
に
重
ね
て

誓
わ
れ
三
誓
偈
の
十
七
願
に
、

「
我
仏
道
を
成
る
に
至
り
て
名

声
十
方
に
超
え
ん
。
究

竟

し
て

く

き
ょ
う

聞
こ
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
は
、
誓

う
、
正
覚
を
成
ら
じ
」

と
、
無
量
寿
経
に
説
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
文
言
は
非
常
に
大

事
な
有
難
い
言
葉
で
す
。
法
蔵

問
い
に
学
ぶ



菩
薩
は
衆
生
に
ご
自
身
と
そ
の

救
い
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
て
、

南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
声
（
名
号
）

と
な
っ
て
十
方
の
衆
生
に
「
聞

か
せ
た
い
」
と
誓
わ
れ
、
こ
の

願
を
成
就
し
て
現
在
は
た
ら
い

て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
大
き

な
ア
ミ
ダ
仏
の
大
悲
の
お
心
が

あ
り
ま
す
。
私
の
方
か
ら
ア
ミ

ダ
仏
に
あ
う
こ
と
は
と
て
も
で

き
ま
せ
ん
が
、
ア
ミ
ダ
仏
の
方

か
ら
、
〈
か
わ
い
そ
う
だ
〉
と
大

慈
悲
の
お
心
か
ら
あ
い
に
来
て

下
さ
っ
て
呼
び
か
け
て
お
ら
れ

る
、
そ
の
大
悲
の
は
た
ら
き
が

今
口
に
称
え
ら
れ
耳
に
聞
こ
え

る
一
声
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お

声
で
す
。

松
並
松
五
郎
さ
ん
は
、
こ
の

お
心
を
、

よ
び
づ
め
た
ち
づ
め

ま
ね
き
づ
め

弥
陀
は
こ
が
れ
て

あ
い
に
き
た

そ
の
お
す
が
た
が

南
無
阿
弥
陀
仏

ま
たい

つ
も
流
れ
る
念
仏
は

こ
こ
に
い
る
ぞ
の
声
な
れ
ば

い
ま
招
か
れ
て

南
無
阿
弥
陀
仏

と
歌
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
お
念
仏
は
ア
ミ
ダ
仏

の
大
悲
の
ご
念
力
に
よ
っ
て
、

口
に
現
れ
耳
に
聞
か
せ
て
く
だ

さ
る
ま
こ
と
に
有
難
い
は
た
ら

き
（
大
行
）
で
す
。
で
す
か
ら

こ
れ
は
私
の
側
か
ら
出
て
き
た

〈
私
の
行
い
〉
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
の
行
い
と
受
け
取
る
か

ら
、
「
こ
の
よ
う
な
お
念
仏
で
い

い
の
か
し
ら
」
と
い
う
疑
問
が

湧
く
の
で
す
。
そ
う
で
な
く
て
、

今
こ
こ
に
図
ら
ず
も
私
に
あ
い

に
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
大
悲

の
阿
弥
陀
様
の
お
心
を
よ
く
聴

く
こ
と
で
す
。

＊

＊

＊

次
に
（
Ｂ
さ
ん
）

先
生
は
、
お
念
仏
の
は
た
ら

き
を
、
言
葉
で
ど
の
よ
う
に
表

現
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？

如
来
の
は
た
ら
き
を
、
ど
の

よ
う
に
感
じ
て
お
ら
れ
ま
す
で

し
ょ
う
か
？

も
し
よ
け
れ
ば
ぜ
ひ
教
え
て

く
だ
さ
い
。

＊

お
尋
ね
の
件
で
す
が
、
南
無

阿
弥
陀
仏
と
口
に
称
え
ら
れ
、

耳
に
聞
こ
え
る
一
声
一
声
の
お

念
仏
は
、
ご
く
端
的
に
言
え
ば

「
（
ア
ミ
ダ
仏
が
私
と
と
も
に
）

こ
こ
に
い
る
、
（
全
分
を
）
引
き

受
け
る
、
（
救
い
な
き
汝
を
）
助

け
る
」
の
大
悲
の
仰
せ
と
知
ら

さ
れ
ま
す
。

元
々
「
南
無
」
を
聖
人
は
「
よ

り
た
の
め
、
よ
り
か
か
れ
」
と

仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
南

無
は
「
た
の
め
、
ま
か
せ
よ
」

の
意
味
。
「
阿
弥
陀
仏
」
は
「
摂

取
し
て
捨
て
な
い
は
た
ら
き
」

で
「
助
け
る
」
「
引
き
受
け
る
」

の
仰
せ
で
す
か
ら
、
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
は
「
助
け
る
か
ら
ま
か

せ
て
く
れ
よ
」
の
大
慈
大
悲
の

ア
ミ
ダ
仏
の
喚
び
声
し
て
伝
統

さ
れ
て
き
ま
し
た
．
そ
の
通
り

だ
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
、
「
ま
か
せ
よ
」
と
仰
せ

ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
ア
ミ
ダ

仏
は
私
た
ち
を
「
行
き
詰
ま
っ

て
救
い
な
き
者
」
と
見
て
お
ら

れ
る
か
ら
で
す
。
自
分
の
罪
や

煩
悩
や
む
な
し
さ
を
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
ず
、
死
へ
と
急
ぐ

者
で
あ
り
、
死
し
て
ど
う
な
る

か
全
く
不
透
明
な
中
に
放
り
出

さ
れ
て
い
る
存
在
だ
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
な
者
を
全
面
的
に

引
き
受
け
て
仏
に
し
、
他
の
衆

生
を
無
窮
に
救
う
者
に
し
た
い

と
い
う
の
が
、
ア
ミ
ダ
仏
の
願

い
で
す
。

（
了
）

【
住
職
雑
感
】

先
月
、
二
階
の
書
斎
で
椅
子
に
座
っ

て
い
る
と
、
頭
に
何
か
落
ち
て
き
た
も

の
だ
か
ら
手
を
当
て
る
と
、
さ
っ
と
首

か
ら
下
に
降
り
て
い
く
ゴ
キ
ブ
リ
を
発

見
、
も
う
こ
れ
で
二
回
目
で
あ
る
。
な

ぜ
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ゴ
キ
ブ
リ
が
来
る

の
か
と
思
い
つ
つ
、
捕
ま
え
て
外
に
出

そ
う
と
思
う
が
と
に
か
く
素
早
い
の
で

ど
こ
か
へ
逃
げ
て
い
っ
た
。
翌
日
二
階

の
踊
り
場
で
弱
っ
て
い
る
ゴ
キ
ブ
リ
を

発
見
、
捕
ま
え
て
庭
に
戻
し
た
が
、
ど

う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
ん

な
こ
と
も
あ
っ
た
。
二
月
の
こ
と
で
あ

る
、
近
く
の
河
原
に
散
歩
に
行
っ
て
の

帰
り
道
、
ど
ー
ん
と
頭
に
重
い
も
の
を

感
じ
て
、
上
を
見
る
と
カ
ラ
ス
が
飛
ん

で
い
っ
た
。
カ
ラ
ス
が
頭
に
止
ま
っ
て

飛
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
初

め
て
の
経
験
で
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
経

験
に
な
っ
た
。
青
色
の
帽
子
を
か
ぶ
っ

て
い
た
の
で
寄
っ
て
き
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
ま
た
こ
の
二
月
に
ご
法
事
の
た

め
、
和
歌
山
行
き
の
南
海
電
車
を
新
今

宮
駅
で
ま
っ
て
い
た
。
寒
い
の
で
自
動

販
売
機
で
ミ
ル
ク
テ
ィ
（
一
四
〇
円
）

を
買
お
う
と
思
い
二
〇
〇
円
を
入
れ
る

と
、
六
〇
円
お
つ
り
が
出
た
が
現
物
が

出
て
こ
な
い
。
ボ
タ
ン
を
何
度
も
お
し

て
も.

出
な
い
、
隣
り
に
い
た
人
も
「
お

か
し
い
で
す
ね
」
と
言
っ
て
い
た
が
、

電
車
が
来
た
の
で
乗
る
。
こ
れ
も
初
め

て
の
経
験
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
非
日
常
的
な
ご

く
小
さ
な
経
験
で
あ
る
が
、
し
か
し
本

当
は
一
日
一
日
が
新
し
い
ま
っ
さ
ら
な

経
験
で
あ
る
。
同
じ
事
は
二
度
と
起
こ

ら
な
い
。
新
鮮
な
一
日
を
新
鮮
な
気
持

ち
で
受
け
取
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し

い
が
、
「
二
度
と
な
い
人
生
」
の
一
日

を
ま
っ
さ
ら
な
感
動
を
も
っ
て
受
け
取

り
た
い
も
の
で
あ
る
。

三
月
二
二
日
、
念
佛
寺
の
彼
岸
会
を

勤
修
。
参
詣
者
は
八
人
。
初
め
て
来
ら

れ
た
方
も
あ
っ
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

見
て
来
ら
れ
る
方
が
最
近
は
時
々
あ
る
。

お
寺
の
法
要
に
参
加
す
る
の
を
大
層
に

考
え
て
い
る
人
が
多
い
が
、
そ
ん
な
こ

と
は
な
い
。
だ
れ
で
も
自
由
に
参
加
し

て
よ
い
。
ど
こ
の
だ
れ
で
あ
ろ
う
と
出

入
り
自
由
で
、
登
録
す
る
こ
と
も
必
要

は
な
い
。
皆
さ
ん
と
共
に
阿
弥
陀
経
を

読
誦
。
そ
の
あ
と
、
「
唯
信
鈔
」
の
お

話
を
一
時
間
あ
ま
り
す
る
。
そ
の
後
、

帰
敬
式
を
申
し
込
ま
れ
て
い
た
三
名
の

方
に
式
を
執
行
す
る
。
帰
敬
式
と
は
仏

教
徒
に
な
る
と
い
う
儀
礼
で
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
教
会
で
い
う
洗
礼
に
似
て
い
る
。

お
か
み
そ
り
を
し
、
法
名
（
釋
○
○
）

を
お
渡
し
し
て
、
少
し
ば
か
り
帰
敬
式

の
意
味
に
つ
い
て
お
話
を
す
る
。
三
誓

偈
を
共
に
勤
行
。
最
後
に
一
緒
に
ス
マ

ホ
で
写
真
を
取
る
。

（
了
）


