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 ●
「
最
後
の
学
び
直
し
」
と
ご
縁 

  

昨
年
同
様
、
当
山
を
会
所
と
す
る
、

村
上
門
徒
会
同
朋
の
会
主
催
の
「
聞

法
会
」
を
こ
の
六
月
か
ら
十
月
ま
で

の
計
五
回
行
い
ま
す
。
内
容
に
つ
い

て
は
、
本
山
の
門
徒
連
続
研
修
会
の

課
題
を
取
り
上
げ
ま
す
。 

 

今
回
の
「
西
真
寺
通
信
」
の
内
容

で
も
あ
る
「
葬
儀
や
法
事
は
何
の
た

め
に
や
る
の
で
す
か
」
か
ら
「
わ
た

し
に
と
っ
て
幸
せ
と
は
何
で
し
ょ
う

か
」
や
「
老
い
て
亡
く
な
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
て
も
、
受
け
入
れ
ら
れ

ま
せ
ん
」
、
「
環
境
・
臓
器
移
植
・
格

差
な
ど
の
社
会
問
題
は
、
宗
教
が
入

り
込
む
問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す

が
」
等
、
現
代
社
会
に
潜
む
課
題
を

対
象
に
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
是
非

御
聴
聞
下
さ
い
。 

現
在
も
「
西
真
寺
通
信
」
で
連
載
し

て
い
る
「
私
は
神
さ
ま
も
信
じ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
す
か
」

は
、
昨
年
の
聞
法
会
で
説
明
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
光

済
寺
様
の
門
徒
さ
ん
中
心
に
聴
聞
し
て

頂
い
た
こ
と
は
、
私
の
「
学
び
直
し
」

の
機
縁
と
な
り
ま
し
た
。 

 

課
題
に
対
し
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を

使
い
図
で
説
明
し
た
り
、
生
活
に
即
し

た
内
容
ま
で
深
掘
り
し
な
が
ら
何
と
か

最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
一
回
の
聞
法
会
を
開
催
す
る
に

は
、
か
な
り
の
労
力
と
時
間
が
掛
か
る

為
、
今
年
か
ら
は
別
の
御
寺
院
に
お
願

い
す
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
今
年
も
引

き
続
き
の
依
頼
を
断
る
こ
と
が
出
来
ず

に
当
山
決
定
に
至
り
ま
し
た
。 

 

毎
回
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
に
苦
悩

し
、
試
行
錯
誤
し
て
い
る
中
で
、
光

済
寺
様
の
ご
門
徒
さ
ん
を
通
し
て
、

故
安
冨
先
生
か
ら
の
問
い
を
常
に
感

じ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
故
安
冨
先
生

の
影
響
力
の
残
る
会
の
重
圧
を
抱
え

な
が
ら
、
赴
く
ま
ま
に
安
冨
先
生
の

出
身
校
で
あ
る
大
学
に
今
年
か
ら
編

入
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

 

実
際
は
、
人
工
呼
吸
器
を
付
け
ら

れ
た
状
態
で
亡
く
な
っ
た
実
父
に
ま

つ
わ
る
長
年
に
渡
る
疑
問
に
対
し
、

生
命
倫
理
学
の
研
究
を
求
め
、
そ
の

領
域
の
第
一
人
者
の
教
授
か
ら
学
べ

る
大
学
が
偶
然
に
も
故
安
冨
先
生
の

出
身
大
学
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。 

 

私
自
身
、
修
士
を
含
め
れ
ば
四
つ

目
の
学
位
を
目
指
す
原
動
力
の
背
景

に
は
、
私
に
求
道
精
神
を
植
え
付
け

た
ケ
ネ
ス
田
中
先
生
の
影
響
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
受
験
に
挑
む
次
男
や

イ
ギ
リ
ス
留
学
を
決
め
た
長
男
、
本

願
寺
派
僧
侶
を
目
指
す
坊
守
と
い
う

周
辺
の
「
学
ぶ
姿
勢
」
に
よ
る
影
響

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
う
一
つ

の
ご
縁
が
あ
り
ま
し
た
。
昨
年
の
十
一

月
末
、
所
沢
市
小
手
指
町
と
い
う
狭
山

茶
の
畑
が
周
辺
に
広
が
る
故
安
冨
先
生

の
母
校
の
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
、
編
入

試
験
に
行
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
「
小
手
指
」
は
、
十
年
前
に
癌

で
亡
く
な
っ
た
私
の
親
友
の
実
家
が
あ

り
ま
し
た
。
学
生
時
代
に
は
毎
週
泊
ま

り
に
行
っ
て
テ
ニ
ス
を
し
、
将
来
の
夢

を
互
い
に
語
り
明
か
し
た
思
い
出
の
地

で
あ
り
、
四
十
年
ぶ
り
に
訪
れ
ま
し
た
。 

  

そ
の
当
時
に
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
は
無

か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
は
全
く

変
わ
ら
な
い
原
風
景
、
村
上
と
同
じ
茶

畑
の
田
園
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
頃
か
ら
茶
畑
に
は
縁
が
あ
っ
た
よ
う

で
す
。 

 

亡
き
親
友
、
故
安
冨
先
生
、
亡
き
実

父
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
そ
し
て
「
学

ぶ
姿
勢
」
と
原
風
景
が
相
ま
っ
て
、
私

の
「
最
後
の
学
び
直
し
」
を
、「
仕
合
わ

せ
」
の
縁
と
し
て
、
と
て
も
う
れ
し
く

深
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。
合
掌 
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「
私
は
神
さ
ま
も
信
じ
て
い
ま
す
が
、 

 

そ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
す
か
」
⑫ 

 
‐
親
鸞
の
神
祇
不
拝
か
ら
学
ぶ
戦
争 

 

５
．
人
間
と
神
の
関
係 

 
 

神
道
と
仏
教
の
「
人
間
の
神
化
」 

  
 

神
道
の
特
徴
を
こ
こ
で
今
一
度
整

理
し
て
お
き
ま
す
。
第
一
に
創
唱
者
が

い
な
い
こ
と
。
第
二
に
原
始
的
か
つ
民

族
宗
教
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、
英
雄

像
を
創
る
こ
と
。
第
四
に
社
会
的
権
力

と
融
合
す
る
こ
と
。
第
五
に
教
義
が
中

心
で
な
く
、
閉
鎖
的
な
儀
礼
が
中
心
で

あ
る
こ
と
。
第
六
に
人
間
を
祀
る
と
い

う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。 

  
 

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
、
様
々
な
結
果

を
及
ぼ
し
ま
す
。
為
政
者
に
よ
る
神

は
、
人
種
と
言
語
が
同
一
で
あ
る
こ
と

を
利
用
し
、
絶
対
的
な
理
念
を
生
み
、

英
雄
像
を
美
化
し
、
「
人
間
の
神
化
」

を
す
る
訳
で
す
。
こ
の
条
件
が
揃
え

ば
、
自
ら
を
省
み
る
能
力
を
失
う
こ
と

は
必
然
と
な
り
ま
す
。 

 

６
．
投
影
と
投
影
の
引
き
戻
し 

 
 
 

投
影
と
は 

  

田
代
俊
孝
は
、
神
祇
に
つ
い
て
「
占 

相
祭
祀
の
術
で
あ
る
こ
と
は
、
神
祇
が 

自
ら
の
我
欲
の
投
影
で
あ
り
、
迷
妄
の 

投
影
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
物
語 

っ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
ま
す
。
こ
の 

言
説
は
、
さ
き
の
カ
ミ
ュ
の
英
雄
像
に 

対
す
る
投
影
や
戦
争
を
美
化
す
る
人 

間
の
こ
こ
ろ
の
あ
り
様
を
う
ま
く
説 

明
し
て
い
ま
す
。「
投
影
」
に
は
次
に 

あ
げ
る
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。 

 

① 

人
間
の
無
意
識
に
あ
る
不
安
か

ら
の
防
衛
機
制 

② 

人
間
の
未
熟
さ
を
露
呈
す
る
は

た
ら
き 

③ 

自
分
の
嫌
な
影
の
部
分
を
認
め

な
い 

④ 

自
ら
の
影
を
他
人
に
引
き
当
て

非
難
す
る 

⑤ 

自
分
と
向
き
合
う
こ
と
を
避
け

一
時
的
な
安
心
を
得
る 

⑥ 

自
分
を
省
み
な
い
差
別
的
体
質

を
生
む 

⑦ 

稚
拙
さ
が
肥
大
化
す
る 

 

 

こ
の
内
省
の
能
力
こ
そ
が
仏
教
と
の 

明
確
な
違
い
に
な
り
ま
す
。 

  

こ
れ
ま
で
の
説
明
の
通
り
、
仏
教
に 

は
「
往
相
」
と
「
還
相
」
の
過
程
が
あ 

り
ま
す
。「
人
間
の
神
化
」
を
経
て
「
神 

の
人
間
化
」
に
至
る
過
程
は
、
自
己
の 

内
な
る
煩
悩
（
影
）
を
認
め
る
こ
と
で
、 

自
己
の
全
体
性
、
つ
ま
り
偽
り
の
な
い 

あ
り
の
ま
ま
の
私
を
生
き
る
こ
と
が 

は
た
ら
き
と
し
て
成
立
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
過
程
こ
そ
が
、
主
客
を
超
え
た
、 

超
証
の
道
筋
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の 

愚
か
な
自
己
を
感
得
す
る
こ
と
は
、
自 

尊
心
に
こ
だ
わ
る
人
に
は
理
解
で
き
な 

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

  

一
方
、
歴
史
上
の
強
い
権
力
者
に
自 

己
を
投
影
し
、
英
雄
像
と
同
一
化
す
る 

方
が
愚
か
で
す
。
カ
ミ
ュ
は
「
観
念
の 

た
め
に
死
ぬ
連
中
に
は
も
う
う
ん
ざ
り 

な
ん
で
す
。
僕
は
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
信
じ 

ま
せ
ん
。
英
雄
に
な
る
の
は
容
易
な
事 

だ
と
知
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
が
人
殺
し 

を
行
う
事
だ
と
わ
か
っ
た
か
ら
で
す
」 

と
英
雄
像
の
影
を
認
め
て
い
ま
す
。 
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戦
後
、
経
済
復
興
に
集
中
す
る
こ
と 

で
戦
後
処
理
に
背
を
向
け
て
き
た
結 

果
、
政
教
一
致
に
対
し
、
私
た
ち
は
無 

関
心
で
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
そ 

の
真
実
と
向
き
合
う
こ
と
な
く
、
や
お 

ろ
ず
の
神
は
、
中
東
の
神
と
違
い
、
一 

神
教
で
は
な
い
の
で
、
戦
争
し
な
い
と 

い
う
幻
想
に
縛
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。 

  

も
と
よ
り
兵
を
持
た
ず
、
人
を
殺
さ 

ず
と
い
う
教
義
を
持
つ
仏
教
で
す
が
、 

教
団
を
維
持
防
衛
す
る
為
に
、
国
家
に 

す
り
寄
り
戦
争
に
加
担
し
ま
し
た
。 

  

仏
教
は
、
自
己
の
影
を
認
め
さ
せ
る 

「
還
相
」
と
い
う
自
己
の
真
実
を
映
し 

出
す
「
は
た
ら
き
」
を
持
っ
て
い
る
に 

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
本
質
を
私
た
ち 

は
見
失
っ
て
き
た
の
で
す
。 

  

ニ
ー
チ
ェ
は
「
我
々
は
さ
ら
に
神
の 

影
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と 

言
い
残
し
て
い
ま
す
。 

  

親
鸞
が
、
自
ら
抱
え
る
影
を
そ
の
生 

涯
を
通
し
て
認
め
な
が
ら
生
き
て
き
た 

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。 

 
 

 



3 

ユ
ン
グ
は
、
精
神
疾
患
者
の
臨
床
経

験
か
ら
無
意
識
に
あ
る
元
型
の
一
つ

に
、
「
神
の
像
」
（
内
な
る
神
）
を
発
見

し
、
こ
の
像
を
他
人
に
投
影
す
る
こ
と

で
、
対
象
に
カ
リ
ス
マ
性
が
起
き
る
こ

と
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
「
人

間
の
神
化
」
と
い
う
投
影
の
作
用
で
す
。 

 

私
た
ち
の
「
内
な
る
神
」
と
い
う
こ

こ
ろ
の
元
型
が
無
意
識
に
投
影
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、「
神
は
心
の
中
に
あ
っ
て
は

た
ら
く
力
」
に
な
る
と
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
ろ
と
は
、
無
意
識
の
諸
内
容
（
元

型
）
が
人
格
化
し
た
も
の
で
、
神
も
ま

た
同
様
に
無
意
識
の
内
容
が
人
格
化
し

た
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
神

は
本
質
的
に
こ
こ
ろ
と
同
じ
も
の
で
あ

る
」
と
論
じ
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
一
度
「
客
体
」
と
な
る
対

象
（
他
者
）
に
投
影
し
た
「
内
な
る
神
」

を
「
主
体
」
に
引
き
戻
す
こ
と
で
、
神

は
こ
こ
ろ
に
入
り
、
真
実
を
知
り
最
高

価
値
は
神
で
は
な
く
な
り
（
象
徴
と
な

り
）、
幸
福
で
創
造
的
な
状
態
に
な
る
と

考
え
ま
し
た
。 

 

こ
の
理
論
は
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
は
死

ん
だ
」
と
い
う
課
題
に
心
理
的
な
意
味

を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
の
作
用
は
、
仏

教
で
説
明
す
る
「
還
相
」
で
あ
り
、「
影

の
意
識
化
」
に
つ
な
が
る
こ
と
は
既
に

述
べ
て
い
ま
す
。 
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「
我
ら
の
救
主
な
る
法
蔵
比
丘
は

正
し
く
救
は
る
べ
き
我
と
一
体

に
し
て
、
寧
ろ
此
救
は
る
べ
く
自

己
を
客
観
に
投
影
す
る
真
実
究

竟
の
自
己
の
主
観
で
あ
る
」 

  

「
法
蔵
菩
薩
」
と
は
、
如
な
る
真 

実
浄
土
の
世
界
か
ら
こ
の
現
生
世 

界
に
降
り
て
来
た
還
相
回
向
の
菩 

薩
で
す
。
こ
こ
で
は
、
救
わ
れ
る
主 

体
で
あ
る
我
と
、
救
う
客
体
で
あ
る 

法
蔵
菩
薩
と
の
一
体
が
、
投
影
す
る 

側
の
究
極
の
真
実
を
映
し
出
す
と 

説
明
し
て
い
ま
し
た
。 

  

人
間
は
、
こ
の
「
主
体
」
か
ら
「
客 

体
」
つ
ま
り
「
凡
夫
」
か
ら
「
如 

来
」
を
投
影
す
る
往
相
を
経
て
、「
客 

体
」
か
ら
「
主
体
」
す
な
わ
ち
「
如 

来
」
か
ら
「
法
蔵
菩
薩
」
と
い
う
投 

影
の
引
き
戻
し
に
よ
っ
て
「
主
体
」 

が
「
客
体
」
を
超
え
ら
れ
る
。
こ
の 

「
凡
夫
」
と
「
法
蔵
菩
薩
」
が
一
体 

に
な
り
自
己
に
目
覚
め
る
と
い
う 

過
程
が
曽
我
の
理
論
に
な
り
、
ユ
ン 

グ
の
「
幸
福
で
創
造
的
な
状
態
」
を 

指
す
の
で
す
。（
次
号
に
続
く
） 

 

こ
の
図
は
内
な
る
影
が
他
人
に
引
き

当
て
ら
れ
た
場
合
の
構
造
を
表
し
て
い

ま
す
が
、「
自
分
の
影
」
と
い
う
元
型
を

「
内
な
る
神
」
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、

そ
の
作
用
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
る
と

思
い
ま
す
。 

  

我
々
は
、
こ
の
「
投
影
」
の
作
用
を

知
ら
ず
に
、
「
自
我
」
（
図
の
真
ん
中
）

を
中
心
に
し
て
、「
自
我
」
を
頼
り
に
し

て
も
の
ご
と
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
ま

す
が
、
実
際
は
虚
構
で
す
。
迷
妄
で
あ

り
、
我
欲
の
投
影
な
の
で
す
。
自
分
に

無
明
と
は
こ
の
状
態
の
こ
と
で
す
。 

  

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
投
影
は
仏
教

の
「
往
相
」
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。

ユ
ン
グ
が
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
投
影
し

た
も
の
を
引
き
戻
す
こ
と
、
つ
ま
り
「
還

相
」
に
よ
っ
て
本
当
の
真
実
で
あ
る
自

己
の
影
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。 

  

内
な
る
神
を
投
影
し
た
も
の
（
往
相
）

が
「
如
来
」
を
創
造
す
る
な
ら
ば
、
引

き
戻
し
た
「
還
相
」
は
、
「
法
蔵
菩
薩
」

に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た

の
は
、
曽
我
量
深
の
次
の
言
説
で
す
。 



為
に
葬
儀
を
勤
め
る
の
で
す
。 

  

こ
こ
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
思
想
を
も

と
に
浄
土
真
宗
の
「
葬
儀
」
と
「
法
事
」

の
在
り
方
を
深
堀
し
て
再
考
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

仏
事
の
歴
史
と
「
追
善
供
養
」 

  

平
安
時
代
に
お
い
て
、
天
皇
や
貴
族

は
、
吉
兆
招
福
の
為
の
祈
祷
や
追
善
供

養
を
密
教
に
担
わ
せ
ま
し
た
。
一
方

で
、
穢
れ
を
忌
み
嫌
い
、
庶
民
の
遺
体

は
河
原
や
野
原
に
遺
棄
さ
れ
ま
し
た
。 

 

中
世
の
こ
ろ
の
庶
民
に
は
、
葬
儀
を

す
る
程
の
財
力
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
浄
土
思
想
が
民
衆
の
心

を
捉
え
る
と
、
中
国
化
さ
れ
た
仏
教
に

混
在
し
た
「
十
王
思
想
」
が
禅
宗
を
中

心
に
地
方
に
広
ま
り
、
武
士
や
農
民
に

至
る
ま
で
「
追
善
供
養
」
が
拡
大
し
た

の
で
す
。 

 

そ
し
て
、
庶
民
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た

禅
僧
た
ち
が
、
儒
学
の
朱
子
学
の
影
響

を
受
け
て
位
牌
を
取
り
入
れ
、
様
々
な

儀
礼
作
法
を
生
み
、
葬
儀
が
根
付
い
て

い
っ
た
の
で
す 

  
 

 

 

供
養
と
は
、
三
宝
（
仏
・
法
・
僧
）、

で
あ
る
亡
き
人
（
諸
仏
）
に
供
物
を
供

え
、
私
が
功
徳
を
積
ん
で
回
向
す
る
、

つ
ま
り
功
徳
を
差
し
向
け
る
行
い
を

指
し
ま
す
。 

  

し
か
し
、禅
宗
の
開
祖
と
さ
れ
る
中

国
の
達
摩
大
師
は
、自
ら
を
「
無
功
徳
」

と
し
て
い
ま
す
。仏
教
諸
派
の
開
祖
で

さ
え
「
無
功
徳
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
般
庶
民
が
亡
き
人
に
対
し
、

功
徳
を
差
し
向
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
？ 

  

回
向
を
如
来
回
向
、つ
ま
り「
還
相
」

と
し
て
捉
え
る
浄
土
真
宗
で
は
、わ
が

身
と
心
を
供
え
る
意
味
に
お
い
て
、声

明
を
荘
厳
し
（
し
つ
ら
え
）、
私
自
身

を
こ
の
世
に
存
在
さ
せ
た
諸
仏
に
感

謝
し
、私
自
身
へ
の
如
来
か
ら
の
功
徳

回
向
を
讃
え
、
仏
徳
讃
嘆
す
る
こ
と

が
、私
た
ち
凡
夫
に
で
き
る
勤
め
に
な

り
ま
す
。 

  

天
台
宗
僧
侶
で
仏
教
学
者
の
多
田

孝
正
は
、「
禅
僧
た
ち
が
日
本
に
広
め

た
葬
儀
の
方
法
が
仏
教
の
庶
民
化
を 

は
か
り
、
一
方
で
浄
土
教
は
法
名
に 
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「
葬
儀
や
法
事
は
何
の
た
め
に
す
る

の
で
す
か
」
① 

 
１
・
は
じ
め
に 

「
門
徒
も
の
知
ら
ず
」
？ 

浄
土
真
宗
の
「
葬
儀
」「
法
事
」
に

つ
い
て
は
、
諸
宗
派
に
見
受
け
ら
れ

る
よ
う
な
葬
儀
や
荘
厳
に
比
べ
る

と
、「
門
徒
も
の
知
ら
ず
」
だ
か
ら
楽

で
よ
い
と
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の

風
潮
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。 

 

「
門
徒
も
の
知
ら
ず
」
の
本
来
の

意
味
は
「
門
徒
も
の
忌
知
ら
ず
」
で

あ
り
、
死
に
対
す
る
恐
れ
を
穢
れ
と

し
て
忌
み
嫌
う
、
つ
ま
り
「
蝕
穢
」

を
忌
む
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
意
味

で
す
。
葬
儀
で
塩
を
使
わ
ず
、
友
引

で
も
葬
儀
を
す
る
の
は
浄
土
真
宗
だ

け
で
す
。
そ
も
そ
も
、
亡
く
な
っ
た

人
を
穢
れ
と
し
て
扱
い
、
塩
で
払
う

こ
と
、
友
引
に
よ
り
友
が
死
に
追
い

や
る
の
で
あ
れ
ば
、
亡
く
な
っ
た
人

を
悪
霊
に
し
た
て
る
考
え
に
な
り
ま

す
。
亡
き
人
に
対
し
、
敬
う
気
持
ち

も
感
謝
す
る
思
い
も
皆
無
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
が
、
忌
む
心
で

す
。
門
徒
は
亡
き
人
の
願
い
に
寄
り

添
う
為
の 

 

 
  

よ
っ
て
個
人
の
信
仰
を
保
証
し
て
い
っ

た
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
浄
土
真
宗
は
、

儀
礼
に
こ
だ
わ
る
こ
と
よ
り
、
そ
の
中

身
、
つ
ま
り
信
心
を
得
る
た
め
の
仏
縁
と

し
て
の
葬
儀
で
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。 

 

親
鸞
は
「
信
心
の
定
ま
る
と
き
、
往
生

ま
た
さ
だ
ま
る
な
り
。
来
迎
の
儀
式
を
ま

た
ず
」
（
『
末
燈
鈔
』
）
と
儀
式
よ
り
信
心

決
定
往
生
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
（
神
道

と
の
違
い
で
も
あ
る
） 

 

ま
た
、
「
さ
き
だ
ち
て
滅
度
に
い
た
り

候
ひ
ぬ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
最
初
引
接
の
ち

か
ひ
を
お
こ
し
て
、
結
縁
、
眷
属
朋
友
を

み
ち
び
く
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
」
と
亡
き

人
は
残
し
た
遺
族
を
迷
い
か
ら
救
う
た

め
に
誓
い
を
立
て
、
菩
薩
と
な
っ
て
こ
の

娑
婆
に
戻
り
、
真
実
へ
導
い
て
く
れ
る
と

「
還
相
」
回
向
を
説
明
し
て
い
ま
す
。 

 

功
徳
回
向
（
供
養
）
は
、
私
た
ち
か
ら

亡
き
人
へ
の
方
向
に
あ
ら
ず
、
亡
き
人
か

ら
私
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

諸
仏
と
成
る
亡
き
人
に
感
謝
を
表
現
し
、

そ
の
声
を
聴
く
場
が
葬
儀
で
あ
り
、
法
事

と
成
る
の
で
す
。
（
次
号
に
続
く
） 


