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「
歎
異
抄
」　

第
十
五
章　

続
き

お
お
よ
そ
、
今こ

ん
じ
ょ
う生
に
お
い
て
は
、
煩ぼ

ん
の
う悩
悪あ

く

障し
ょ
う

を
断
ぜ
ん
こ
と
、
き
わ
め
て
あ
り
が
た

き
あ
い
だ
、
真し

ん
ご
ん言

・
法ほ

っ
け華

を
行
ず
る
浄じ

ょ
う

侶り
ょ

、
な
お
も
て
順じ

ゅ
ん
し
し
ょ
う

次
生
の
さ
と
り
を
い
の

る
。
い
か
に
い
わ
ん
や
、
戒か

い
ぎ
ょ
う行

恵え

げ解
と
も

に
な
し
と
い
え
ど
も
、
弥み

だ陀
の
願
船
に
乗

じ
て
、
生し

ょ
う
じ死

の
苦
海
を
わ
た
り
、
報
土
の

き
し
に
つ
き
ぬ
る
も
の
な
ら
ば
、
煩ぼ

ん
の
う悩

の

黒
雲
は
や
く
は
れ
、
法ほ

っ
し
ょ
う性
の
覚か

く
げ
つ月
す
み
や

か
に
あ
ら
わ
れ
て
、
尽じ

ん
じ
っ
ぽ
う

十
方
の
無む

げ碍
の
光

明
に
一
味
に
し
て
、
一
切
の
衆し

ゅ
じ
ょ
う生
を
利り

益や
く

せ
ん
と
き
に
こ
そ
、
さ
と
り
に
て
は
そ
う

ら
え
。
こ
の
身
を
も
っ
て
さ
と
り
を
ひ
ら

く
と
そ
う
ろ
う
な
る
ひ
と
は
、
釈
尊
の
ご

と
く
、
種
種
の
応お

う

化け

の
身し

ん

を
も
現
じ
、
三

十
二
相
・
八
十
随す

い
ぎ
ょ
う
こ
う

形
好
を
も
具
足
し
て
、

説せ
っ
ぽ
う法

利り
や
く益

そ
う
ろ
う
に
や
。こ
れ
を
こ
そ
、

今こ
ん
じ
ょ
う生
に
さ
と
り
を
ひ
ら
く
本ほ

ん

と
は
も
う
し

そ
う
ら
え
。

�

（
真
宗
聖
典
六
三
六
頁
）

　
『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
に
登
場
す
る
凡

夫
は
、
韋
提
希
夫
人
を
代
表
と
す
る
善
な

る
凡
夫
と
、
か
た
や
、
阿
闍
世
を
代
表
と

す
る
悪
な
る
凡
夫
で
あ
る
。
し
か
し
双
方

と
も
に
凡
夫
に
は
ち
が
い
な
い
。
阿
弥
陀

如
来
の
本
願
は
、
善
人
だ
、
悪
人
だ
と
い

っ
て
分
け
隔
て
を
さ
れ
な
い
。
こ
れ
を
不

簡
善
悪
の
法
と
い
う
。

　

人
間
の
い
の
ち
あ
る
あ
い
だ
と
い
う
の

は
、
欲
望
や
怒
り
、
罪
の
意
識
を
断
つ
と

い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
困
難
な
こ
と
で

あ
る
た
め
、
真
言
や
法
華
に
代
表
さ
れ
る

行
者
で
す
ら
、
次
の
生
で
さ
と
り
を
開
く

こ
と
を
祈
る
の
で
あ
る
。

　

ま
し
て
我
々
の
よ
う
に
、
戒
律
を
保
つ

こ
と
も
で
き
ず
、
行
も
行
じ
ら
れ
な
い
、

ま
た
、
さ
と
り
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
に
は
な
お
さ
ら
困
難
な

こ
と
で
あ
る
。

　

本
願
を
唯
一
の
依
り
処
と
し
て
、
本
願

の
船
に
乗
っ
て
迷
い
の
世
界
か
ら
浄
土
に

到
着
す
る
な
ら
ば
、
黒
雲
の
よ
う
に
覆
う

煩
悩
が
晴
れ
、
月
明
か
り
の
よ
う
に
真
実

が
輝
き
、
阿
弥
陀
の
光
と
ひ
と
つ
に
な
っ

て
、
す
べ
て
の
人
を
救
う
と
い
う
ご
利
益

を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
き
に
こ
そ
、
さ
と
り
だ
と
云
え
る
で

あ
ろ
う
。

　

現
実
の
我
が
身
が
こ
こ
に
あ
る
間
に
、

即
身
成
仏
や
六
根
清
浄
と
い
う
さ
と
り
を

ひ
ら
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
て
い

る
人
は
、
こ
れ
は
、
釈
尊
の
よ
う
に
人
を

導
く
た
め
に
様
々
な
変
化
を
し
て
、
普
通

の
人
間
と
は
違
っ
た
姿
に
な
っ
た
り
、
釈

尊
の
よ
う
に
同
様
に
説
法
を
し
て
、
人
々

を
教
化
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
世
で
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
な
基
準
を
満
た
し
て
こ

そ
云
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々

は
信
心
を
賜
る
こ
と
は
で
き
た
と
し
て

も
、
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
と
云
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
。

　

さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
云
っ
て
い
る
人
も

実
際
は
凡
夫
で
あ
り
、
釈
尊
と
は
違
う
の

だ
と
い
う
こ
と
を
云
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
章
で
は
、
い
く
ら
信
心
を
得
た
か

ら
と
い
っ
て
、
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
と
云

わ
れ
る
の
は
大
間
違
い
な
の
だ
と
、
自
分

自
身
に
気
が
付
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で

あ
る
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住
職

　

釈
徹
照
）
次
回
へ
続
く

子供会はなまつり

誕生仏に甘茶かけ

詳
細
は
四
頁

子
供
会
報
告

詳
細
は
三
頁

推
進
員
後
期
修
了
者
感
想

八
月
十
一
日
（
日
）
厳
修

盂
蘭
盆
会
法
要

詳
細
は
三
頁



信
心
と
い
う
の
は
若

返
る
も
の
で
あ
る
。

死
ぬ
準
備
で
は
な
い

安
田
　
理
深

（『
信
仰
に
つ
い
て
の
対
話
Ⅰ
』）
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真
の
依
り
処

　

今
回
は
「
生
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
何
故
な
ら
ば
、「
往
生
」
の

「
生
」
に
注
目
し
た
い
か
ら
で
す
。

　

浄
土
真
宗
の
教
え
の
究
極
は
「
今こ

ん
じ
ょ
う生

に
往お

う
じ
ょ
う生

が
定さ

だ

ま
り
、
当と

う
ら
い来

滅め
つ

度ど

。」
と

頂
く
。「
今こ

ん
じ
ょ
う生

」
は
、
人
間
と
し
て
こ

の
世
に
生せ

い

を
享
け
、
今
、
現
に
生い

き
て

い
る
身
の
事
実
で
す
。「
今
生
」
の
背

景
に
は
、「
過
去
世
」
を
暗
示
し
ま
す
。

自
分
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
と
思

う
未み

し
ょ
う生

以
前
の
世
界
で
す
。
又
、「
今こ

ん

生じ
ょ
う

」
の
言
葉
の
持
つ
背
景
に
、「
未
来

世
」
を
暗
示
し
ま
す
。

　

こ
の
「
過
去
」、「
現
在
」、「
未
来
」

の
三
世
観
を
憶
う
者
こ
そ
、
人
間
の
人

間
た
る
所
以
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

幼
い
子
が
母
に
、「
自
分
は
ど
こ
か

ら
生
ま
れ
て
来
た
の
」、
と
尋
ね
る
そ

の
素
朴
な
問
い
こ
そ
大
事
な
問
い
で
あ

る
こ
と
で
す
。
又
、
人
間
は
、「
死
ん

だ
ら
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
」、
と

も
フ
ト
感
じ
る
存
在
で
も
あ
る
の
で

す
。

　

若
い
人
が
自
分
探
し
を
す
る
の
も
、

個
と
し
て
の
自
分
を
意
識
す
る
成
長
の

現
れ
で
す
。
若
い
人
だ
け
が
自
分
探
し

を
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
老

い
も
若
き
も
、
意
識
・
無
意
識
に
自
分

探
し
を
し
て
お
る
の
で
す
。

　

自
分
探
し
の
奥
底
に
は
、「
本
当
の

自
分
」
に
出
遇
い
た
い
願
望
が
秘
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
い
を
発
す
る
と

こ
ろ
に
自
我
の
目
覚
め
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
自
我
を
確
立
し
た
い

と
思
う
心
が
、「
自
己
実
現
」
と
歩
ま

せ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

今
か
ら
三
十
年
前
位
の
日
本
経
済
新

聞
社
が
、
定
年
退
職
し
た
人
を
対
象
と

し
て
行
な
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、「
あ

な
た
の
し
て
来
た
仕
事
に
、
あ
な
た
の

能
力
を
生
か
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た

か
」、
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
本
当
に
生

か
す
こ
と
が
出
来
た
と
答
え
た
人
は
ほ

ん
の
僅
か
で
、
多
く
の
人
が
、「
ほ
か

に
自
分
に
は
能
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
」、
と
答
え
ら
れ
て
い
る
記
事
が

印
象
的
に
脳
裏
に
あ
り
ま
す
。「
本
当

の
自
分
と
は
」、「
本
当
の
能
力
を
発
揮

し
て
、
自
分
を
生
か
し
き
れ
た
」、
と

言
い
切
れ
る
使
命
感
の
達
成
を
示
し
て

い
る
様
に
も
思
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
憶
え
ば
、
人
間
は
、
使
命
感
に
燃
え
、

自
己
を
達
成
し
、
社
会
に
貢
献
出
来
た

と
憶
え
る
世
界
を
、
意
識
・
無
意
識
に

持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
「
こ
の
世
に
何
を
し
に
来
た
の
か
」、

の
根
本
的
命
題
を
だ
れ
し
も
が
持
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
命
題
を
求
め

て
人
間
は
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
根
本
的
命
題
を
悟
ら
れ
た
方

が
、お
釈
迦
様
で
あ
る
と
頂
き
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
様
は
、
兜と

率そ
つ

天て
ん

よ
り
マ
ヤ
夫ぶ

人に
ん

の
母も

胎た
い

に
降く

だ

り
、
右う

脇き
ょ
う

よ
り
生し

ょ
う

じ
て

現げ
ん

じ
て
七し

ち

歩ぶ

を
行ぎ

う

じ
、「
吾わ

れ

当ま
さ

に
世よ

に

お
い
て
無む

じ
ょ
う
そ
ん

上
尊
と
な
る
べ
し
」
と
告
げ

ら
れ
、
後
に
、
老
・
病
・
死
を
見
て
世

の
非
常
を
悟
り
、勤ご

ん

苦く

六
年
苦
行
さ
れ
、

山
を
降
り
、
菩
提
樹
の
下
で
魔
を
下
し

悟
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
説
く
に
説
け

な
い
法
を
説
か
れ
、
八
十
年
の
生
涯
を

遂
げ
ら
れ
て
涅
槃
さ
れ
る
。こ
れ
こ
そ
、

人
間
の
「
生
ま
れ
た
意
味
」、
と
、「
生

き
る
意
義
」
を
体
現
し
て
下
さ
っ
た
と

頂
く
こ
と
で
す
。
私
は
、
全
て
の
人
々

が
、
根
本
的
命
題
を
背
負
い
生う

ま
れ
、

そ
し
て
、
生い

き
、
そ
し
て
、
根
源
の
世

界
に
帰
り
生う

ま
れ
て
行
く
、浄
土
の
仏
、

菩
薩
の
化
身
と
頂
き
ま
す
。
そ
し
て
、

未
来
際
を
尽
し
て
、
苦
し
む
者
あ
ら
ん

限
り
は
衆
生
救
済
に
娑
婆
界
へ
還げ

ん

来ら
い

さ

れ
て
い
る
応お

お

化げ

身し
ん

の
方
々
と
頂
き
ま
す
。

�
南
無
阿
弥
陀
仏
。

　

い
ろ
ん
な
場
で
取
り
ざ
た
さ
れ
て

い
ま
す
「
い
じ
め
体
罰
問
題
」
で
す

が
、
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
混
迷
に

入
る
ば
か
り
で
す
ね
。
過
去
に
大
事

に
大
切
に
教
え
ら
れ
た
謙
虚
な
お
蔭

様
と
感
謝
の
あ
り
が
と
う
等
身
に
付

け
な
い
と
自
己
主
張
は
止
ま
ら
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
勝
つ
事
だ

け
が
素
晴
ら
し
い
の
で
は
な
く
、
負

け
た
事
に
よ
っ
て
必
ず
何
か
他
人
に

は
な
い
尊
い
も
の
を
獲
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
す
。
そ
れ
は
人
間
一
人
一
人

が
こ
の
世
で
は
大
切
な
存
在
で
あ
り
、

貴
方
一
人
が
尊
い
の
で
あ
る
と
佛
が

語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
傷
つ
い
て
辛
い

悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
こ
そ
我
を
知

ら
さ
れ
、
す
べ
て
の
者
を
平
等
に
慈

し
ん
で
下
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
佛
に

感
謝
で
す
。
又
、
日
一
日
と
同
じ
も
の

が
な
く
す
べ
て
の
も
の
が
諸
行
無
常

に
変
わ
っ
て
行
く
も
の
と
深
く
感
じ

取
り
受
け
と
め
、
常
に
真
念
誠
実
真

心
に
歩
み
た
い
も
の
で
す
ね
。
合
掌

�

岡
田
ノ
リ
子
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お
盆
は
日
本
の
文
化
と
も
云
え
る
定

着
し
た
仏
教
行
事
で
す
。

　

お
盆
の
期
間
を
日
々
の
忙
し
さ
か
ら

開
放
さ
れ
、
故
郷
に
帰
省
し
て
生
き
る

意
欲
を
回
復
す
る
休
息
と
し
て
と
ら
え

る
の
も
良
い
で
し
ょ
う
が
、
い
の
ち
の

意
味
を
尋
ね
、
根
源
か
ら
生
き
る
力
を

得
る
期
間
と
し
て
と
ら
え
た
ら
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

　

一
口
に
仏
教
と
云
っ
て
も
、
た
く
さ

ん
の
宗
旨
、
宗
派
が
あ
り
、
教
義
が
違

う
が
ゆ
え
に
、
お
盆
の
儀
式
や
捉
え
方

が
様
々
で
す
。

　
「
真
宗
は
簡
単
で
い
い
で
す
ね
」
と
い

花
ま
つ
り
＆
丸
山
公
園
外
あ
そ
び

�

坊
守　

池
田　

邦
子

　

四
月
一
日
（
月
）
此
の
度
、
当
寺
に

お
釈
迦
さ
ま

の
誕
生
仏
を

お
迎
え
し
ま

し
た
。
本
堂

に
花
御
堂
を

荘
厳
し
、
参

加
者
一
人
一

人
誕
生
仏
に

甘
茶
を
か
け

て
お
祝
い
し

ま
し
た
。
勤

行
、
陽
子
さ

ん
の
お
釈
迦

さ
ま
の
誕
生

由
来
の
お
話

の
後
、
丸
山

公
園
へ
移
動
、
満
開
の
桜
の
下
で
の
お

弁
当
タ
イ
ム
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
遊
具

あ
そ
び
、
一
日
た
っ
ぷ
り
か
け
ま
わ
り

楽
し
く
過
ご
し
ま
し
た
。

　

次
回
、
八
月
二
十
日
（
火
）
お
寺
に

て
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
致
し
ま
す
。

う
こ
と
を
耳
に
し
た
り
し
ま
す
。

　

真
宗
は
簡
単
と
い
う
の
は
、
お
盆
の

飾
り
に
お
い
て
手
間
が
無
い
と
い
う
こ

と
で
仰

お
っ
し
ゃ

り
ま
す
。
問
題
は
手
間
が
か
か

ら
な
い
こ
と
で
は
な
く
て
、
亡
き
人
を

「
諸
仏
」
と
し
て
仰あ

お

ぎ
、「
自
己
の
い
の

ち
の
目
覚
め
」
が
要
の
問
題
と
な
り
ま

す
。

　

阿
弥
陀
さ
ん
は
一
切
を
救
う
と
誓
っ

て
い
ま
す
。「
本
当
に
そ
う
な
の
か
」
信

じ
れ
な
い
（
難
信
）。
こ
の
「
難
信
」
の

問
題
が
こ
こ
ろ
の
根
っ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

亡
き
人
を
偲
び
、
お
盆
法
要
を
通
し

て
、
阿
弥
陀
さ
ん
の
お
心
を
感
じ
て
い

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

お
盆
法
要
は
二
部
制
に
て
厳
修
致
し

ま
す
。
多
数
の
ご
参
詣
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

�

（
副
住
職　

釈　

徹
照
）

盂蘭盆会法要

お盆参り

・8月11日（日）
　第一部（午前）9時30分受付
　　　 午前10時～11時30分まで
　第二部（午後）1時受付
　　　 午後1時30分～3時30分まで
・光照寺本堂にて
・勤行・法話

・7月13日から16日の期間
・8月1日から16日の期間
　　　　　　　　　　（11日は除く）

※準備の都合上、出席人数と午前か午後の参詣をご連絡下さい。
　預骨、初盆の方は率先してお参り下さい。
　また、どなたでもお参りできます。
　真宗のお盆に触れて下さい。ご参詣をお待ちしてます。

※ご希望の日にちをお知らせ下さい。
　時間につきましては、こちらで調整して連絡させて頂きます。
　ご自宅か当寺のいずれかで読経いたします。

羅漢：浄
じょうど

土の慈
じ ひ

悲とは如
い か

何に。
「念仏して、いそぎ仏

ぶつ

になりて、大
慈大悲心をもって、おもうがごとく
衆生を利

り

益
やく

するをいうべきなり。
第四章

「念
ねんぶつじょうぶつ

仏成仏これ真
しんしゅう

宗」、凡
ぼん

夫
ぷ

が念
ねん

仏
ぶつ

申
もう

すところに既
すで

に、如
にょ

来
らい

ましましき。
川越喜多院の五百羅漢

子
供
会
「
ポ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
」
報
告

陽子さんのお話

　紙しばい

桜花爛漫の下にて

甘茶かけ
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�

川
澄　

英
明

　

久
し
ぶ
り
の
京
都
行
き
で
し
た
。
東
京

教
区
前
期
教
習
を
昨
年
光
照
寺
か
ら
ひ
と

り
受
講
し
、
後
期
教
習
を
都
合
で
受
け
ら

れ
な
か
っ
た
私
は
、
一
年
ず
れ
込
ん
で
し

ま
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
谷
口
、
平
山
．

藤
原
の
三
氏
と
一
緒
に
な
り
、
大
変
心
強

い
思
い
で
京
都
に
向
い
ま
し
た
。

　

受
講
に
先
立
ち
、
気
を
引
き
締
め
よ
う

と
以
前
立
ち
寄
っ
た
御
影
堂
門
の
対
面
に

あ
る
お
店
で
気
に
入
っ
た
お
数
珠
を
手
に

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

推
進
員
後
期
教
習
を
終
え
て

　

教
習
は
三
日
間
び
っ
し
り
と
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
組
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
僅
か
の
休

憩
時
間
に
は
、
い
つ
も
同
じ
顔
ぶ
れ
の
五

名
ほ
ど
が
喫
煙
室
に
出
会
い
、
教
導
の
中

岡
明
秀
師
（
北
海
道
教
区
）
を
交
え
て
沢

山
の
会
話
が
出
来
た
こ
と
は
と
て
も
楽
し

い
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

印
象
に
残
っ
た
法
話
は
「
親
鸞
聖
人
を

持
て
」
と
い
う
お
話
で
、
自
分
の
心
の
中

に
い
つ
も
聖
人
が
居
る
と
い
う
感
覚
を
持

つ
こ
と
が
た
い
せ
つ
だ
と
い
う
お
話
で
し

た
。
私
の
場
合
は
阿
弥
陀
如
来
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
聖

人
の
教
え
だ
か
ら
、
こ
れ
で
も
い
い
の
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

合
掌

�

谷
口　

正
司

　

今
年
三
月
に
前
期
教
習
と
し
て
「
真
宗

入
門
講
座
‐
自
分
を
生
き
る
‐
」（
真
宗

会
館
）
を
、
四
月
に
後
期
教
習
と
し
て

「
推
進
員
後
期
教
習
」（
真
宗
本
廟
の
同
朋

会
館
）
を
受
講
し
ま
し
た
。

　

前
期
教
習
に
は
、
色
々
な
理
由
で
参
加

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
が
、
私
と
同
様

に
お
寺
か
ら
の
誘
い
と
い
う
方
も
多
か
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

前
期
教
習
の
近
田
昭
夫
先
生
（
東
京
教

区
）
の
講
座
で
は
、「
毎
日
、
勤
行
す
る

に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
目
覚
め

た
と
き
『
南
無
阿
弥
陀
仏
、
お
早
う
ご
ざ

い
ま
す
』
と
念
仏
し
、
寝
る
直
前
に
『
南

無
阿
弥
陀
仏
、
お
休
み
な
さ
い
』
と
念
仏

し
な
さ
い
。」
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

後
期
教
習
で
は
、
蓮
如
上
人
御
影
道
中

の
御
下
向
式
が
行
わ
れ
、
運
良
く
拝
見
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
ご
住
職

に
法
名
を
戴
き
、
御
影
堂
に
て
帰
敬
式
を

受
け
て
参
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
班
の
宣
誓
文
の
作
成
で
は
、

教
導
の
中
岡
明
秀
先
生
（
北
海
道
教
区
）

の
講
義
に
出
て
き
た
言
葉
を
中
心
に
し
て

比
較
的
短
時
間
で
作
成
で
き
、
川
澄
さ
ん

の
清
書
に
よ
り
、
大
変
立
派
な
宣
誓
文
に

な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
宣
誓
文
は
、
以

下
の
通
り
で
す
。

　
　
　
　

宣
誓

　

私
た
ち
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏

申
し
、
聞
法
す
る
生
活
が
す
べ
て
と
の
思

い
で
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
尋
ね
て
参
り

ま
す
。「
宗
祖
を
も
つ
」
こ
と
を
信
条
と

し
て
先
導
的
役
割
を
は
た
し
て
ゆ
く
こ
と

を
、
こ
こ
に
誓
い
ま
す
。
今
後
は
、
生
活

の
中
で
の
念
仏
と
、
積
極
的
に
聞
法
会
に

参
加
す
る
な
ど
、
今
後
も
精
進
し
て
参
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

後
期
教
習
後
は
大
谷
祖
廟
に
お
参
り
し
、

開
化
堂
の
茶
筒
を
土
産
に
、
京
都
を
後
に

し
ま
し
た
。�

合
掌

�

平
山　

正
三

　

真
宗
入
門
講
座
推
進
員
教
習
に
今
回

ご
縁
が
あ
り
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

前
期
教
習
は
東
京
真
宗
会
館
に
て
二
月

二
十
七
日
〜
三
月
一
日
の
二
泊
三
日
で
参

加
者
三
十
名
（
内
光
照
寺
三
名
）、
講
師

は
近
田
昭
夫
先
生
（
東
京
七
組
顯
真
寺
前

住
職
）
で
「
一
日
一
回
御
内
仏
、
一
月
一

回
聞
法
、
一
年
一
回
報
恩
講
、
念
仏
申
す

生
活
」
等
の
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。

　

後
期
は
真
宗
本
廟
同
朋
会
館
（
京
都
）

に
て
四
月
十
六
日
〜
十
八
日
の
二
泊
三
日

東
京
教
区
推
進
員
後
期
教
習
奉
仕
団
と

し
て
二
十
二
名
（
内
ス
タ
ッ
フ
六
名
）
が

参
加
（
内
光
照
寺
四
名
）、
教
導
は
中
岡

明
秀
先
生
（
北
海
道
敬
徳
寺
住
職
）、
補

導
大
橋
氏
（
三
重
教
区
）・
橘
氏
（
山
形

教
区
）
の
も
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
従
い
、

三
回
の
講
義
と
座
談
（
二
班
に
分
か
れ

て
）、
夕
時
勤
行
、
晨
朝
参
拝
、
そ
の
ほ

か
帰
敬
式
（
他
の
奉
仕
団
を
含
め
総
勢
三

十
数
名
）・
法
名
伝
達
式
の
参
列
、
清
掃

奉
仕
（
御
影
堂
の
畳
拭
き
）、
諸
殿
拝
観

と
目
一
杯
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
三
日
間
で

し
た
。
一
番
大
変
だ
っ
た
の
は
二
日
目
の

夜
の
宣
誓
文
作
成
（
翌
朝
親
鸞
聖
人
像
御

前
で
の
宣
誓
式
に
班
員
全
員
で
唱
和
す
る

文
章
）
で
、
班
員
全
員
の
共
通
の
思
い
を

ま
と
め
る
た
め
多
少
時
間
を
要
し
た
こ
と

左から平山氏、谷口氏、中岡師、川澄氏、藤原氏
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で
し
た
。

　

我
が
班
の
宣
誓
は
（
一
）
悲
し
み
悩
み

苦
し
む
私
に
生
き
る
方
向
を
指
し
示
し
て

く
だ
さ
っ
た
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
に
学
び

ま
す
（
二
）
生
き
て
来
た
人
生
と
現
在
の

自
分
を
見
つ
め
て
生
き
生
き
と
生
き
て
い

る
私
に
し
た
い
（
三
）
朝
夕
の
お
勤
め
を

生
活
の
基
本
と
し
ま
す
。

と
し
ま
し
た
。「
宣
誓
文
」
の
清
書
の
役

目
を
光
栄
に
も
引
き
受
け
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

　

ま
た
、
二
日
目
の
午
後
、
蓮
如
上
人
御

影
の
吉
崎
御
坊
（
福
井
県
）
へ
の
御
下
向

式
が
拝
見
で
き
て
感
激
し
ま
し
た
。

　

中
岡
先
生
の
「
推
進
員
と
は
宗
祖
を
持

つ
こ
と
で
あ
る
」
と
の
言
葉
が
印
象
的
で

し
た
。
両
先
生
の
お
言
葉
及
び
宣
誓
を
心

に
刻
み
、
今
後
の
生
活
に
努
め
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

関
係
者
の
皆
様
、
前
・
後
期
あ
わ
せ
て

貴
重
な
六
日
間
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

合
掌

�

藤
原　

自
雄

　

御
縁
あ
っ
て
、
東
京
教
区
推
進
員
後
期

教
習
奉
仕
団
の
一
員
と
し
て
後
期
教
習
に

参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
教
習
は
四
月

十
六
日
か
ら
十
八
日
ま
で
の
三
日
間
、
真

宗
本
廟
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
共
に
同
朋
会

館
に
宿
泊
し
、
全
国
各
地
か
ら
参
集
さ
れ

た
奉
仕
団
の
方
々
と
の
交
流
も
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
有
意
義
な
時
間
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

東
京
教
区
の
後
期
教
習
参
加
者
は
全

員
で
二
十
二
（
内
、
引
率
ス
タ
ッ
フ
が
六

名
）
で
し
た
。
光
照
寺
か
ら
は
四
名
が
参

加
し
ま
し
た
。

　

京
都
に
向
か
う
新
幹
線
の
車
中
で
、

“
歎
異
抄
”
の
中
に
あ
る
親
鸞
聖
人
に
教

え
を
請
う
た
め
「
身
命
を
か
え
り
み
ず
し

て
」
上
京
し
た
方
々
へ
思
い
を
馳
せ
、
少

し
緊
張
し
た
心
持
で
京
都
駅
の
ホ
ー
ム
に

降
り
ま
し
た
。

　

同
朋
会
館
の
玄
関
で
前
期
教
習
（
二
月

二
十
七
日
〜
三
月
一
日
）
で
ご
一
緒
し
た

方
々
と
再
会
い
た
し
ま
し
た
。
教
習
か
ら

わ
ず
か
一
カ
月
半
し
か
た
っ
て
い
な
い
の

に
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
懐

か
し
さ
や
嬉
し
さ
が
湧
い
て
き
て
、「
同

朋
」「
同
行
」
の
意
味
を
肌
で
感
じ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　

教
習
で
は
北
海
道
教
区
の
中
岡
明
秀
先

生
に
ご
指
導
を
う
け
ま
し
た
。
中
岡
先
生

の
穏
や
か
な
語
り
口
で
、
時
に
は
ユ
ー
モ

ア
を
交
え
な
が
ら
の
分
り
や
す
い
講
義
に

思
わ
ず
引
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
常
に
自
己

正
当
性
を
主
張
し
、
自
分
は
間
違
い
な
い

と
信
じ
て
い
る
自
分
。
そ
う
し
た
自
分
と

ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
…
…
。
深
く

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

二
日
目
の
朝
、
帰
敬
式
を
う
け
ま
し
た
。

昨
年
か
ら
自
分
の
心
の
中
で
、
い
ず
れ
は

「
お
か
み
そ
り
」
を
う
け
た
い
と
望
ん
で

お
り
ま
し
た
が
、
帰
敬
式
に
臨
ん
で
、
改

め
て
、
帰
敬
式
を
う
け
る
に
至
ら
せ
た
自

分
を
取
り
巻
く
大
き
な
流
れ
を
思
い
ま
し

た
。

　
「
自
然
と
い
う
は
、
自
は
お
の
ず
か
ら

と
い
う
。
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
、

し
か
ら
し
む
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
然
と

い
う
は
し
か
ら
し
む
と
い
う
こ
と
ば
、
行

者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
、
如
来
の
ち
か

い
に
て
あ
る
が
ゆ
え
に
…
」（
末
燈
鈔
）

　

私
に
先
だ
っ
て
歩
ま
れ
た
多
く
の
縁
あ

る
人
々
の
願
い
に
導
か
れ
て
、
私
は
今
こ

こ
に
い
る
。
親
鸞
聖
人
の
御
真
影
を
仰
ぎ

な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま

し
た
。

　

最
終
日
の
十
八
日
の
朝
、
宣
誓
式
に
臨

み
ま
し
た
。
前
夜
、
同
じ
班
の
方
々
と
長

時
間
か
け
て
宣
誓
文
を
作
成
し
ま
し
た
。

宣
誓
文
の
内
容
は
、

一
、��

悲
し
み
、
悩
み
、
苦
し
む
私
に
、
生

き
る
方
向
を
指
し
示
し
て
下
さ
っ
た

親
鸞
聖
人
の
生
き
方
に
学
び
ま
す
。

一
、��

生
き
て
来
た
人
生
と
現
在
の
自
分
を

見
つ
め
て
、
生
き
生
き
と
生
き
て
い

る
私
に
し
た
い
。

一
、��

朝
夕
の
お
勤
め
を
生
活
の
基
本
と
し

ま
す
。

　

宣
誓
式
の
後
の
中
岡
先
生
の
最
後
の
講

義
で
こ
の
よ
う
な
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

「
生
き
生
き
と
生
き
る
と
は
、
明
る
く
、

楽
し
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
現
在
の
自
分
を
し
っ
か
り
と
見
据

え
。
た
と
え
苦
で
も
、
そ
れ
を
背
負
っ
て

生
き
る
こ
と
を
い
う
の
で
す
」

　

先
生
の
こ
の
言
葉
を
肝
に
銘
じ
て
、

“
今
・
此
処
”
を
生
き
て
行
き
た
い
も
の

だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

解
散
式
の
後
、
希
望
者
の
み
で
御
影

堂
・
阿
弥
陀
堂
屋
根
面
の
見
学
が
あ
り
ま

し
た
。
普
段
は
あ
り
え
な
い
高
い
位
置
で

間
近
に
屋
根
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
匠
の

技
に
感
動
し
ま
し
た
。

　

更
に
感
動
し
た
の
は
工
事
現
場
か
ら
見

え
る
周
り
の
景
色
で
し
た
。
京
都
の
町
並

み
と
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
山
並
み
…
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら
、

何
と
も
言
え
な
い
安
ら
ぎ
と
清
々
し
さ
を

感
じ
て
い
る
自
分
が
い
ま
し
た
。

　

忘
れ
る
こ
と
の
な
い
良
い
思
い
出
に
な

り
そ
う
で
す
。�

合
掌蓮如上人御影道中　御下向式
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私
は
住
職
と
交
代
で
、
大
経
の
会
で
細

川
巌
述
『
正
信
偈
讃
仰
』
を
頂
い
て
い
る
。

正
信
偈
は
私
に
と
っ
て
は
朝
晩
の
勤
行
の

時
に
あ
げ
る
お
聖
教
の
中
で
最
も
親
し
み

の
あ
る
お
聖
教
で
あ
る
。

　

正
信
偈
を
あ
げ
て
い
る
と
若
き
日
の
感

銘
が
よ
み
が
え
る
句
が
あ
る
。

「
極
重
悪
人
唯
称
仏　

我
亦
在
彼
摂
取
中　

煩
悩
障
眼
雖
不
見　

大
悲
無
倦
常
照
我
」

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
句
は
倉
田
百

三
著
『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
の
扉
に
も
書

い
て
あ
っ
た
と
思
う
。

　

現
在
は
、

「
本
願
名
号
正
定
業　

至
心
信
楽
願
為
因　

成
等
覚
証
大
涅
槃　

必
至
滅
度
願
成
就
」

の
句
が
心
に
ひ
び
く
。
先
師
の
最
後
の
講

義
が
こ
の
句
だ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　

光
照
寺
の
聞
法
会
は
楽
し
い
。
そ
し
て

懐
か
し
い
。
集
ま
る
方
々
が
率
直
に
自
分

の
思
い
を
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
又
、

長
く
聞
か
れ
た
方
々
が
多
い
こ
と
。
寺
族

総
出
で
出
席
さ
れ
る
こ
と
。
私
は
こ
の
会

で
多
く
の
友
を
賜
っ
た
。�

〔
玄
〕

敬�
弔　

◦
花
岡
要
様（
元
護
持
会
副
会
長
）、（
平

成
二
五
年
四
月
四
日
命
終�

九
三
歳
）が

浄
土
へ
還
帰
さ
れ
ま
し
た
。生
前
の
ご
功

労
を
偲
び
、念
仏
合
掌
し
て
哀
悼
の
意
を

表
し
ま
す
。

法
要
の
ご
案
内

◦
盂
蘭
盆
会
法
要　

八
月
十
一
日（
日
）、

午
前
・
午
後
の
二
部
厳
修
。

◦
秋
季
彼
岸
会
法
要　

九
月
二
十
三
日

（
月
）午
後
一
時
三
十
分
よ
り
厳
修
。

◦
報
恩
講　

十
月
二
十
七
日（
日
）午
前

十
一
時
よ
り
厳
修
。

光
照
寺
護
持
会
総
会

六
月
三
十
日（
日
）ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
も

あ
り
ま
す
。

光
照
寺
旅
行

九
月
二
十
八
日
〜
二
十
九
日
。
茨
城
方

面
へ
一
泊
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

◦
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会　

毎
月
開
催
。
午
後
一
時
半
〜
四
時
半
ま

で
。
講
師
は
櫟
暁
先
生
。
和
讃
を
学
ん
で

い
ま
す
。
日
程
は
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

◦
大
経
の
会

七
月
二
十
八
日
、九
月
一
日
、十
月
十
四

日
、午
前
十
時
〜
午
後
三
時
ま
で
。
細
川

巌
著
正
信
偈
讃
仰（
四
）を
学
ん
で
い
ま

す
。
お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

◦
我
聞
の
会

七
月
九
日
、九
月
十
日
、十
月
二
十
一
日
、

午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。「
真
宗
の
簡

要
」、サ
ブ
テ
キ
ス
ト「
無
量
寿
経
に
聞

く
」を
学
ん
で
い
ま
す
。
講
師
は
住
職
。

◦
微
風
学
舎

毎
月
開
催
。
午
後
七
時
〜
九
時
ま
で
。

講
師
は
副
住
職
。「
顕
浄
土
」の
教
学
‐

親
鸞
に
お
け
る
現
生
不
退
の
視
座
‐
サ

ブ
テ
キ
ス
ト「
今
日
の
こ
と
ば
」を
学
ん

で
い
ま
す
。
日
程
は
寺
に
お
尋
ね
下
さ

い
。

◦
さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

市
民
公
開
講
座
。
午
後
二
時
〜
四
時
ま

で
。
会
場
は
大
宮
川
鍋
ビ
ル
。
八
月
十

七
日
、
十
月
十
二
日
、十
二
月
十
四
日
、

講
師
は
四
衢
亮
氏
。

お
願
い

ご
自
宅
で
法
事
の
際
は
駐
車
場
を
ご
用

意
下
さ
い
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

�

吉
澤　

光
昭

鎮
魂
の
桜
の
下
の
大お

お
う
た
げ宴　

※
靖
国
神
社

花
い
か
だ
鯉
の
背
に
乗
り
次
の
宴

形
よ
し
名
も
又
宜
し
桜
餅

�
西
木　

順
子

春
り
ん
ど
う
筆
り
ん
ど
う
と
か
が
み
け

り割
れ
は
じ
む
山
し
ゃ
く
や
く
の
花
の
白

そ
の
場
所
に
髭ひ

げ

が
き
ら
き
ら
翁お

き
な
ぐ
さ草

�

（
赤
城
自
然
公
園
の
草
花
よ
り
）

�

山
田　

恒

汗
拭
き
拭
き
余
生
の
風
に
生
か
さ
れ
る

喜
寿
越
え
て
世
間
漸
く
見
え
て
来
る

�

釈　

義
深

願
い
ご
と
成
る
か
成
ら
ぬ
か
は
如
来
意

志

大
勢
の
力
寄
る
か
も
如
来
意
志

夢
の
ご
と
如
来
の
意
志
は
分
か
ら
な
い

�

佐
藤　

セ
ツ
子

こ
ん
こ
ん
と
雪
降
る
町
を
想
う
と
き
鳴な

き
雪ゆ

き

の
音
耳
に
残
れ
り

　

鳴
き
雪
＝�

雪
道
を
長
靴
で
歩
く
時
に
出
る
音

春
寒
き
庭
に
ま
ず
咲
く
満
作
の
花
を
愛

で
お
り
ガ
ラ
ス
戸
越
し
に

学
寮
に
枕
並
べ
て
眠
り
た
る
友
は
も
う

亡な

し
傘
寿
近
づ
く

飛あ
す
か
や
ま

鳥
山
の
空
を
覆
い
て
咲
く
桜
吉
宗
公

も
ま
ぎ
れ
て
い
し
か

　

飛
鳥
山
＝�

徳
川
八
代
将
軍
、
の
作
ら
せ
た
桜

の
山

拾
わ
れ
し
日
を
君
は
覚
え
て
い
る
だ
ろ

う
か
孫
ら
と
暮
ら
す
二は

た

ち

十
才
の
猫
よ

�

赤
秀　

品
枝

去
り
し
人
行
方
い
ず
こ
や
花
ざ
く
ら
深

き
心
を
我
に
残
せ
し

連
休
に
川
沿
い
二
人
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

部
活
の
か
け
声
胸
に
ひ
び
け
り

�

篠
原　

潤
子

腰
ベ
ル
ト
ビ
シ
ッ
と
し
め
て
土
を
ほ
る

遺
跡
の
発
掘
た
だ
土
を
ほ
る

お
さ
な
ご
が
団
地
ベ
ラ
ン
ダ
で
ま
ね
を

す
る
ラ
ジ
オ
体
操
現
場
の
朝
な
り

ヘ
ル
メ
ッ
ト
軍
手
長
ぐ
つ
作
業
服
古
代

の
土
を
掘
っ
て
は
す
て
る

ひ
っ
そ
り
と
現
場
の
片
す
み
タ
ン
ポ
ポ

が
わ
れ
に
向
か
っ
て
さ
さ
や
き
か
け
る

一
輪
車
山
盛
り
に
土
を
の
せ
て
お
す
古

代
の
時
間
つ
ま
り
し
土
を

（
詩
）


