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一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
三
十
七
号 

平
成
二
十
八
年
三
月
発
行 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
は
「
持
名
山
一
心
寺
」
で
検
索 

シ
リ
ー
ズ
・
葬
儀
を
考
え
る
③
日
本
仏
教
と
親
鸞
聖
人
の
葬
送 

日
本
に
お
い
て
火
葬
は
仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
が
、

『
続
日
本
記
』
に
よ
る
と
、
仏
教
伝
来
よ
り
約
百
五
十
年
後
の
文
武
天
皇
四
年

（
七
〇
〇
）
、
法
相
宗
（
ほ
っ
そ
う
し
ゅ
う
）
の
祖
・
道
昭
（
ど
う
し
ょ
う
）

が
大
和
の
栗
原
で
荼
毘
（
だ
び
）
に
ふ
さ
れ
、
日
本
で
の
火
葬
は
こ
れ
よ
り
始

ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
三
年
後
に
は
持
統
天
皇
が
火
葬
さ
れ
、
以

後
、
多
く
の
天
皇
が
火
葬
さ
れ
ま
し
た
。
七
五
六
年
に
は
、
東
大
寺
大
仏
を
建

立
さ
れ
、
鑑
真
和
上
（
が
ん
じ
ん
わ
じ
ょ
う
）
に
つ
い
て
法
名
（
沙
弥
勝
満
）

を
授
か
る
な
ど
深
く
仏
法
に
帰
依
さ
れ
た
聖
武
天
皇
の
葬
儀
が
営
ま
れ
、
獅

子
座
、
香
炉
、
金
輪
幢
、
華
幔
な
ど
の
供
具
が
準
備
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
僧
侶
が
葬
儀
に
参
加
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
七

七
忌
に
は
東
大
寺
に
遺
品
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
葬
法
で
あ
る
火

葬
は
天
皇
家
を
規
範
と
し
て
、
貴
族
社

会
に
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
法
隆
寺
の
釈
迦
三
尊
や
天
寿

国
繍
帳
（
て
ん
じ
ゅ
こ
く
し
ゅ
う
ち
ょ

う
・
下
写
真
）
は
聖
徳
太
子
の
供
養
を
目

的
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

仏
教
と
死
者
供
養
の
関
わ
り
と
し
て
は

飛
鳥
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
一
般
に
は
火
葬
は
ま
だ
行

わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
庶
民
の
葬
送
と
仏
教
の
関
わ
り
は
、
平
安
時
代
動

乱
期
に
山
野
に
放
置
さ
れ
た
野
ざ
ら
し
の
遺
体
を
念
仏
聖
（
ね
ん
ぶ
つ
ひ
じ

り
）
が
供
養
し
て
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
仏
教
の
目
的

は
鎮
護
国
家
で
あ
り
、
僧
侶
は
基
本
的
に
官
僧
で
し
た
。
天
皇
、
貴
族
を
中
心

と
し
た
国
家
に
従
事
す
る
た
め
に
存
在
し
、
穢
れ
の
忌
避
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
た
た
め
に
葬
送
に
関
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
官
僧
で

は
な
く
、
そ
こ
か
ら
離
れ
た
遁
世
僧
（
と
ん
せ
い
そ
う
）
の
出
現
に
よ
り
、
次

第
に
仏
教
僧
が
葬
送
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

平
安
中
期
以
降
に
は
、
釈
尊
が
説
い
た
正

し
い
教
え
も
そ
れ
を
行
じ
て
さ
と
る
人
も
お

ら
ず
、
仏
法
が
廃
れ
て
世
の
中
が
乱
れ
る
と

い
う
末
法
思
想
（
ま
っ
ぽ
う
し
そ
う
）
を
背

景
に
浄
土
教
が
流
行
し
ま
し
た
。
地
獄
に
堕

ち
る
の
を
恐
れ
、
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の

行
と
し
て
、
臨
終
行
儀
や
没
後
の
作
法
が
整

え
ら
れ
ま
し
た
。
恵
心
僧
都
源
信
（
え
し
ん
そ
う
ず
げ
ん
し
ん
・
右
写
真
）
の

二
十
五
三
昧
講
を
そ
の
源
流
と
し
、『
往
生
要
集
』
に
は
す
で
に
臨
終
の
作
法

が
見
え
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
無
常
院
や
往
生
院
と
呼
ば
れ
る
建
物
を
寺
域

の
西
辺
に
建
て
、
堂
中
に
は
金
を
塗
っ
た
阿
弥
陀
像
を
西
向
き
に
安
置
し
ま

す
。
そ
の
仏
像
は
右
手
を
あ
げ
、
左
の
手
中
に
五
色
の
幡
を
も
た
せ
、
幡
の
端

は
地
に
垂
ら
し
て
お
き
ま
す
。
病
人
が
出
れ
ば
こ
の
堂
に
と
も
な
っ
て
、
仏
像

の
う
し
ろ
に
座
ら
せ
、
左
手
に
幡
の
端
を
取
り
、
仏
に
し
た
が
っ
て
浄
土
に
行

く
想
い
を
お
こ
さ
せ
ま
す
。
看
病
人
は
焼
香
、
散
華
し
て
病
人
を
荘
厳
し
、
念

仏
を
勧
め
ま
す
。
そ
し
て
亡
く
な
っ
た
者
が
出
た
と
き
は
、
念
仏
し
て
葬
儀
を

営
み
ま
す
。 

こ
の
時
代
は
、
慶
滋
保
胤
（
よ
し
し
げ
の
や
す
た
ね
）
に
よ
っ
て
『
日
本
往

生
極
楽
記
』
が
著
さ
れ
た
頃
で
、
往
生
思
想
が
注
目
を
集
め
は
じ
め
た
時
代
で

し
た
。
時
の
権
力
者
、
藤
原
道
長
も
臨
終
に
あ
た
り
浄
土
の
作
法
を
行
っ
た
と
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さ
れ
、
有
名
な
平
等
院
鳳
凰
堂
（
下
写
真
）
も
藤
原
氏
が

浄
土
を
願
っ
て
建
て
た
も
の
で
す
。 

そ
し
て
鎌
倉
時
代
と
な
り
、
法
然
上
人
の
登
場
も
あ

っ
て
、
浄
土
教
は
一
層
庶
民
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し

た
。
源
信
僧
都
、
法
然
上
人
の
教
え
を
受
け
継
い
だ
の

が
親
鸞
聖
人
で
す
。
そ
の
臨
終
、
葬
送
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

聖
人
の
孫
・
覚
如
が
記
し
た
『
改
邪
鈔
』（
が
い
じ
ゃ

し
ょ
う
）
に
以
下
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。 

「
「
某
親
鸞
閉
眼
せ
ば
、
賀
茂
河
に
い
れ
て
魚
に
あ
た

ふ
べ
し
」
と
云
々
。
こ
れ
す
な
は
ち
こ
の
肉
身
を
軽
ん

じ
て
仏
法
の
信
心
を
本
と
す
べ
き
よ
し
を
あ
ら
は
し

ま
し
ま
す
ゆ
ゑ
な
り
。
こ
れ
を
も
つ
て
お
も
ふ
に
、
い

よ
い
よ
喪
葬
を
一
大
事
と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
も
つ
と
も
停
止
す
べ
し
」。 

親
鸞
聖
人
は
生
前
に
、
「
私
が
死
ん
だ
な
ら
ば
、
こ
の
体
は
鴨
川
（
賀
茂
川
）

に
流
し
て
魚
の
餌
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
と
伝
え
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
遺
体
を
大
事
に
す
る
必
要
は
な
い
、
墓
は
必
要
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。 

 

た
く
さ
ん
の
人
々
が
病
や
飢
え
、
戦
乱
に
よ
っ
て
い
の
ち
を
失
っ
て
い
た

時
代
で
す
。
現
在
の
鴨
川
（
右
下
写
真
）
は
人
々
が
く
つ
ろ
ぐ
川
辺
で
す
が
、
当

時
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
死
体
が
棄
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
聖
人
は
、
川
に
棄
て

ら
れ
て
い
る
方
々
と
私
は
何
ら
変
わ
る
こ
と
が
な
い
、
ど
ん
な
形
で
人
生
を

終
え
よ
う
と
も
浄
土
往
生
に
は
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
か
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
に
は
、
川
に
流
す
、
魚
の
餌
に
な
る
と
い

う
行
為
自
体
を
弔
い
と
考
え
て
お
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人

は
著
作
に
「
海
」
と
い
う
こ
と
ば
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち

が
生
き
る
娑
婆
世
界
を
「
群
生
海
」、
浄
土
を
「
本
願
海
」、「
大
宝
海
」
、「
大

智
海
」
と
表
わ
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
衆
水

海
に
入
り
て
一
味
な
る
が
ご
と
し
」、
ど
の
よ
う
な

川
の
水
も
海
に
入
れ
ば
一
つ
の
味
に
な
る
と
お
っ

し
ゃ
ら
れ
ま
す
。
川
に
入
っ
て
魚
と
一
緒
に
大
き

な
い
の
ち
の
海
（
浄
土
）
に
流
れ
て
い
く
と
い
う
感

覚
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
よ
く
よ
く
考

え
れ
ば
、
命
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
に
、
盛
大
な
葬
儀

を
し
て
ほ
し
い
と
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
放
っ
て
お
け
と
言
う
の
で
は

な
く
、
川
に
入
れ
て
魚
に
与
え
て
ほ
し
い
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
聖
人
は
謙
虚
に
、
し
か
し
き
ち
ん
と
葬

送
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

 

前
号
に
記
載
し
た
よ
う
に
、
釈
尊
は
、
自
身
の
火
葬
の
方
法
を
指
示
し
、
修

行
完
成
者
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
（
墓
）
を
建
て
な
さ
い
と
説
か
れ
ま
し
た
。
一
方
、

親
鸞
聖
人
は
、
墓
は
必
要
な
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し

た
。
で
は
釈
尊
と
親
鸞
聖
人
は
相
反
す
る
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
い
え
、
お
二
人
は
同
じ
思
い
を
持
た
れ
な
が
ら
も
違
う
側
面
か
ら
説
か

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

覚
如
は
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
お
ら
れ
ま

す
。
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
は
、
肉
体
に
執
着
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
お
浄
土

に
生
ま
れ
さ
せ
る
と
誓
っ
て
く
だ
さ
っ
た
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
心
を
大
事
と
す

べ
き
で
、
喪
や
葬
儀
を
一
大
事
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
お
示
し
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で
す
、
と
。 

釈
尊
は
、
正
し
く
さ
と
り
を
開
い
た
も
の
の
墓
だ
と
思
っ
て
礼
拝
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
心
が
浄
ま
る
と
説
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
た
だ
墓
を
、
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遺
骨
を
拝
む
と
い
う
の
で
は
な
く
、
さ
と
り
を
開
い
た
も
の
、
仏
と
し
て
拝
む

と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
の
言
葉
の
真
意
は
、
遺
骨
が
私
な
の
で
は
な
い
、
私
は
浄
土
に
往

生
す
る
。
遺
骨
を
拝
む
の
で
は
な
く
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
浄
土
に
生
ま
れ

る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
伝
え
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
後
に
妙
好
人
と
呼

ば
れ
た
念
仏
者
・
庄
松
同
行
は
、「
お
前
が
死
ん
だ
ら
立
派
な
墓
を
造
っ
て
や

る
か
ら
喜
べ
よ
」
と
言
わ
れ
た
時
、「
そ
ん
な
石
の
下
に
お
ら
ん
ぞ
」
と
返
し

た
そ
う
で
す
。
ま
さ
し
く
聖
人
の
意
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

臨
終
、
葬
送
の
形
は
ど
う
あ
れ
、
さ
と
り
を
開
か
れ
た
方
で
あ
る
仏
を
拝
む

こ
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
を
大
事
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
釈
尊

と
親
鸞
聖
人
は
共
通
し
て
い
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
十
一
月

二
十
八
日
、
九
十
歳
で
京
都
の
三
条
富
小
路
、

弟
・
尋
有
（
じ
ん
う
）
の
寺
で
あ
る
善
法
坊
で
死

去
し
ま
し
た
。
妻
・
恵
信
尼
（
え
し
ん
に
）
は
、

父
か
ら
譲
り
受
け
た
土
地
の
あ
る
越
後
で
四
人

の
子
ど
も
た
ち
と
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
京
都

に
は
子
息
・
即
生
房
（
そ
く
し
ょ
う
ぼ
う
）
と
末

娘
・
覚
信
尼
（
か
く
し
ん
に
）
が
留
ま
り
、
覚
信

尼
が
晩
年
の
親
鸞
聖
人
の
身
辺
の
世
話
を
し
ま

し
た
。
臨
終
に
は
、
尋
有
、
覚
信
尼
な
ど
側
近
の

人
た
ち
が
付
き
添
い
、
ま
た
越
後
か
ら
子
息
・

益
方
入
道
（
ま
す
か
た
に
ゅ
う
ど
う
）
が
駆
け
付
け
ま
し
た
。
翌
日
二
十
九
日

の
葬
儀
に
は
高
田
の
顕
智
、
遠
江
の
専
信
な
ど
近
し
い
念
仏
者
が
参
列
し
、
東

山
の
麓
、
鳥
辺
野
（
と
り
べ
の
）
の
延
仁
寺
で
火
葬
に
し
、
翌
三
十
日
遺
骨
を

拾
い
、
鳥
辺
野
の
北
、
大
谷
に
墓
を
造
り
納
骨
し
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
墓
は
、

一
基
の
墓
石
に
柵
を
め
ぐ
ら
せ
た
簡
素
な
も
の
で
し
た
。
そ
の
お
墓
が
寺
院

化
さ
れ
、
の
ち
に
本
願
寺
に
な
り
ま
す
。 

結
果
的
に
は
、
子
ど
も
や
近
し
い
念
仏
者
た
ち
は
、
親
鸞
聖
人
の
残
さ
れ
た

言
葉
通
り
に
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
お
心
も
、
聖
人
を
慕
わ
れ
た

方
々
が
お
墓
を
建
て
た
心
情
も
理
解
で
き
ま
す
。
形
は
違
い
ま
し
た
が
、
親
鸞

聖
人
の
お
心
は
人
々
に
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
聖
人

の
お
墓
に
お
参
り
さ
れ
た
人
々
、
浄
土
真
宗
の
お
寺
に
お
参
り
さ
れ
た
人
々

は
、
聖
人
を
偲
ば
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
阿
弥
陀
仏
の
お
心
に
触
れ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

さ
て
、
浄
土
系
の
葬
儀
は
当
初
、
念
仏
を
称
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
よ
り
次
第
に
仏
教
に
よ
る
葬
送
儀
礼
が
普
及
し
て
い

き
ま
す
が
、
そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
禅
宗
で
す
。
そ
の
最
も
古
い

形
は
、
宋
に
お
い
て
一
一
〇
三
年
に
編
集
さ
れ
た
『
禅
苑
清
規
』（
ぜ
ん
え
ん

し
ん
ぎ
）
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
真
理
を
体
得
し
た
僧
と
修
行
の
途

中
で
亡
く
な
っ
た
僧
の
二
つ
の
葬
法
よ
り
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
出
家

者
が
対
象
で
、
在
家
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
禅
宗
の
在
家
葬
法
は
、

後
者
に
手
を
加
え
て
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
す
。「
没
後
作
僧
」（
も
つ
ご
さ
そ
う
）

と
称
し
て
、
形
式
上
死
後
で
あ
っ
て
も
出
家
の
形
に
し
た
上
で
、
出
家
の
印
で

あ
る
戒
名
を
与
え
、
本
来
出
家
者
に
対
し
て
行
っ
た
儀
礼
を
行
い
ま
す
。
こ
の

禅
宗
の
葬
儀
の
方
法
は
、
宗
派
を
越
え
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
例
え

ば
、
死
者
の
髪
を
剃
る
（
＝
出
家
の
形
に
す
る
）、
戒
名
を
与
え
る
（
＝
出
家

者
の
し
る
し
）
、
戒
名
を
記
し
た
位
牌
を
安
置
す
る
（
＝
儒
教
起
源
）
な
ど
、

現
在
仏
式
葬
儀
の
典
型
と
思
わ
れ
て
い
る
行
為
の
多
く
が
、
禅
宗
の
葬
法
に

起
源
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

 

応
仁
の
乱
以
降
、
ど
の
宗
派
も
葬
儀
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
広
ま
っ
て
い

き
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
全
国
の
町
や
村
に
多
く
仏
教
寺
院
が
造
ら
れ
、
地
域

社
会
に
お
け
る
一
つ
の
精
神
的
中
心
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
日
本
仏
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教
は
、
伝
道
の
過
程
で
、
日
本
古
来
の
民
俗
信
仰
や
地
方
の
習
慣
な
ど
を
取
り

入
れ
、
結
果
的
に
釈
尊
当
時
の
仏
教
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
の
あ
る
日
本
独
自

の
仏
教
が
成
立
し
て
い
き
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
い
わ
ゆ
る
檀
家
制
度
に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
仏
教
の
葬
儀
が
一
般
化
さ
れ
ま
す
。
現
代
に
見
ら
れ
る
臨
終
や

葬
送
の
儀
式
、
習
俗
も
こ
の
頃
に
す
で
に
見
ら
れ
、
現
代
に
引
き
継
が
れ
て
い

き
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
葬
送
儀
礼
と
、
浄
土
往
生
や
成
仏
を
説
く
日
本

仏
教
と
が
結
び
付
い
た
の
は
自
然
な
こ
と
と
思
え
ま
す
。
続
き
は
次
回
に
。 

仏
教
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
語
⑥
「
迷
惑
」 

「
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
の

「
迷
惑
」
は
、
現
代
で
は
不
利
益
、
不
都
合
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。
し
か
し
、
迷
は
本
当
の
道
に
迷
う
こ
と
を
意
味
し
、
惑
は
途
方
に
く

れ
て
と
ま
ど
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
両
方
の
字
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
言
葉

も
本
来
は
迷
い
と
ま
ど
う
こ
と
を
意
味
す
る
仏
教
語
で
す
。 

 

浄
土
真
宗
七
高
祖
の
一
人
で
あ
る
曇
鸞
大
師
は
、
念

仏
の
真
理
に
帰
し
た
目
覚
め
と
感
動
を
尺
取
虫
の
喩
え

で
語
っ
て
い
ま
す
。
尺
取
虫
（
下
写
真
）
は
、
葉
や
鉢
の

周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
と
ま
わ
り
続
け
ま
す
。
決
し
て
ふ
ざ

け
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
身
体
全
体
を
く
ね
ら
せ
て

一
生
懸
命
で
す
。
し
か
し
、
つ
い
に
は
年
老
い
て
力
尽

き
命
終
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
人
間
の
実
相
に
目
覚
め
た

リ
ア
ル
な
喩
え
で
し
ょ
う
。 

 

ど
こ
ま
で
も
自
我
を
主
張
し
て
生
き
る
人
間
は
、
そ
れ
へ
の
執
着
の
た
め

自
我
を
超
え
た
真
理
に
暗
い
の
で
す
。
だ
か
ら
い
つ
ま
で
も
目
先
の
利
益
に

と
ら
わ
れ
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
一
番
大
切
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚

し
ま
す
。
例
え
ば
、
学
生
で
あ
れ
ば
単
位
を
取
っ
て
卒
業
す
る
こ
と
に
精
を
出

す
。
就
職
を
す
れ
ば
会
社
の
利
益
の
た
め
に
骨
身
を
削
っ
て
働
く
。
そ
の
場
そ

の
場
の
目
的
に
向
か
っ
て
一
所
懸
命
で
す
が
、
人
生
を
貫
く
真
理
が
わ
か
ら

な
い
た
め
に
、
そ
の
全
体
が
空
し
く
い
つ
ま
で
も
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
で

流
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。 

 

曇
鸞
大
師
は
、
お
念
仏
に
よ
っ
て
真
理
に
目
覚
め
、
こ
の
よ
う
な
迷
い
の
人

生
を
教
え
ら
れ
、
念
仏
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
引
き
受
け
て
生
き
て
ゆ
か
れ
た
の

で
す
。
親
鸞
聖
人
も
、「
誠
に
知
り
ぬ
。
悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広

海
に
沈
没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
」
と
語
り
、
深
い
懺
悔
と
共
に
高
ら

か
に
念
仏
し
て
生
き
て
い
っ
た
の
で
す
。 

 

念
仏
の
教
え
が
な
け
れ
ば
、
迷
い
さ
え
気
付
か
ず
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
自
分
を
傷
つ
け
他
人
を
踏
み
つ
け
に
し
て
生
き
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
自
他
を
傷
つ
け
る
と
い
う
意
味
が
転
じ
て
、
こ
の
言
葉
が
不
都

合
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

（『
仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語
』
大
谷
大
学
編
よ
り
編
集
） 

報
恩
講
報
告 

一
月
十
一
日
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
報
恩
講
厳
修
。
法

話
は
古
市
正
幸
師
（
ま
ん
の
う
町
・
福
浄
寺
）。 

 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
の
呼
び
声
。

私
た
ち
が
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
ぶ
の
は
、
お
母
さ
ん

の
方
か
ら
「
私
が
お
母
さ
ん
で
す
よ
」
と
呼
び
か
け

て
く
れ
た
か
ら
。
家
に
帰
っ
て
「
た
だ
い
ま
」
と
い

っ
た
ら
お
母
さ
ん
が
い
て
「
お
か
え
り
」
と
返
し
て

く
れ
た
時
の
安
心
感
。
い
つ
も
私
た
ち
の
こ
と
を
心

配
し
て
く
れ
て
い
る
仏
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
だ

か
ら
間
違
い
な
く
浄
土
へ
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
安
心
を
受
け
止

め
る
の
が
お
念
仏
で
あ
る
、
と
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

当
番
講
中
の
方
々
に
は
、
ご
夫
婦
で
お
手
伝
い
い
た
だ
い
た
方
が
多
く
お

ら
れ
、
大
変
有
り
難
い
こ
と
で
し
た
。 


