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関
係
性
に
つ
い
て
の
再
考 

  

今
年
度
の
行
事
と
し
て
、
４
年
間

総
代
と
寺
族
だ
け
で
勤
め
て
参
り
ま

し
た
報
恩
講
は
、
通
常
に
戻
す
形
で

厳
修
い
た
し
ま
す
。
現
状
、
他
の
法

中
寺
院
の
中
で
中
止
し
て
い
る
寺
院

も
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
影
響
は

未
だ
に
残
っ
て
い
る
状
態
で
の
お
勤

め
に
な
り
ま
す
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
村
上
門
徒
会
同

朋
の
会
主
催
の
西
真
寺
で
の
聞
法
会

は
昨
年
か
ら
通
常
通
り
開
催
し
て
お

り
、
前
回
８
月
の
聞
法
会
で
は
、
西

真
寺
総
代
の
方
々
に
も
御
聴
聞
し
て

頂
き
ま
し
た
。 

 

光
齋
寺
様
の
ご
門
徒
と
西
真
寺
の

ご
門
徒
同
士
の
中
で
、
同
級
生
が
居

た
こ
と
も
あ
り
、
仏
縁
に
よ
る
懇
親

が
深
ま
る
聞
法
会
と
な
り
ま
し
た
。 

 

一
方
、
コ
ロ
ナ
禍
を
通
じ
て
、
益
々
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が
減
り
、
唯
で

さ
え
人
間
同
士
の
関
り
が
疎
か
に
さ
れ
る

現
状
は
、
私
た
ち
に
何
を
も
た
ら
す
の
で

し
ょ
う
か
。 

 

孤
立
死
や
孤
独
死
、
お
骨
さ
え
引
き
取

ろ
う
と
し
な
い
遺
族
な
ど
は
、「
原
関
係
」

の
喪
失
を
示
し
て
い
ま
す
。
相
手
の
心
を

想
像
す
る
能
力
の
低
下
か
ら
、「
関
係
性
の

喪
失
の
病
」（
河
合
隼
雄
）
に
至
り
ま
す
。 

 

人
間
関
係
の
構
築
は
一
層
難
し
く
な

り
、
関
係
性
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
人
間
は

常
に
不
安
を
抱
え
る
状
態
で
い
ま
す
。
し

か
し
、
関
係
性
に
守
ら
れ
る
身
は
安
心
が

維
持
さ
れ
、
お
互
い
に
支
え
合
い
、
お
か

げ
様
で
生
か
さ
せ
て
頂
く
輪
が
繋
が
っ
て

い
く
の
で
す
。 

こ
の
お
金
で
買
え
な
い
関
係
性
の

輪
を
福
祉
で
は
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ

ピ
タ
ル
」
と
称
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
築
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
は
、

既
に
欧
米
で
地
域
活
性
化
の
資
源
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
持
続
可
能
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
築
が
、
経
済
的

と
社
会
的
な
発
展
か
つ
人
間
の
成
長

の
為
の
財
産
で
あ
る
こ
と
が
共
通
認

識
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

自
己
に
有
益
で
な
け
れ
ば
関
心
も

興
味
も
な
い
と
い
う
自
動
思
考
を
持

つ
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
人
と
関
わ

る
こ
と
よ
り
、
自
分
の
利
益
の
為
に

行
動
、
生
活
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

は
、
誰
し
も
が
否
定
で
き
ま
せ
ん
。 

  
ま
た
、
他
人
よ
り
お
金
が
信
用
で

き
る
、
と
い
う
生
き
方
は
、
持
続
可

能
な
関
係
性
に
繋
が
ら
な
い
こ
と
も

否
定
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
金
の

切
れ
目
が
縁
の
切
れ
目
で
あ
る
こ
と

も
真
実
で
あ
る
か
ら
で
す
。 

 

お
金
で
は
得
ら
れ
な
い
、
人
間
同
士

に
よ
る
関
係
性
は
、
面
倒
な
こ
と
も
多

い
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
人
間
を
育
み
、

癒
し
、
活
性
化
す
る
上
で
有
益
性
が
大

き
く
勝
る
こ
と
も
周
知
の
事
で
し
ょ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
関
係
性
の
中

で
生
ま
れ
、
育
ち
、
関
係
性
の
中
で
死

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
生
き

物
だ
か
ら
で
す
。 

  

関
係
性
は
、
血
筋
や
遺
伝
子
で
十
分

「
築
け
る
」
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
間
が
本
当

に
成
長
す
る
「
気
づ
き
」
を
も
た
ら
す

他
者
は
、
遺
伝
子
に
限
ら
な
い
場
合
の

方
が
多
い
の
で
す
。
環
境
に
よ
り
遺
伝

子
の
構
造
自
体
変
化
し
ま
せ
ん
が
、
質

は
変
化
す
る
こ
と
が
、
遺
伝
子
の
メ
チ

ル
化
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

本
来
お
寺
が
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ

タ
ル
」
を
「
築
き
」、
自
己
に
「
気
づ
く
」

と
い
う
人
間
の
成
長
の
為
の
有
益
な
構

造
機
関
で
あ
る
こ
と
は
既
に
ご
存
じ
の

通
り
で
す
。
お
寺
は
、
こ
れ
か
ら
も
他

者
と
の
関
係
性
を
「
築
き
」、
自
己
に
「
気

づ
く
」
場
を
提
供
し
続
け
ま
す
。 
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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
」
⑭
最
終
回 

 
‐

親
鸞
の
神
祇
不
拝
か
ら
学
ぶ
戦
争 

 

７
．
機
法
一
体 

 

信
楽
峻
麿
は
親
鸞
の
信
心
の
内
実
を
、

絶
対
的
自
己
矛
盾
の
「
目
覚
め
」
と
し
て

以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。 

 

信
心
体
験
、「
め
ざ
め
」
体
験
の
内
実
と 

は
、
暗
黒
の
世
界
と
光
明
の
世
界
、
地 

獄
の
生
命
と
如
来
の
生
命
の
、
絶
対
的 

に
矛
盾
対
立
す
る
二
種
の
事
態
が
、
ま 

っ
た
く
相
即
し
て
自
覚
さ
れ
て
く
る 

こ
と
と
な
り
ま
す
。
私
の
現
実
存
在
と 

は
、
そ
の
心
の
深
淵
に
、
地
獄
の
生
命 

と
如
来
の
生
命
と
を
、
ま
っ
た
く
絶
対 

矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
宿
し
て
い
る 

こ
と
で
あ
っ
て
、
親
鸞
さ
ま
に
お
け
る 

真
実
信
心
が
、
ま
さ
し
く
「
め
ざ
め
」 

体
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
ゆ 

う
私
の
心
の
奥
底
に
ひ
そ
む
と
こ
ろ 

の
、
地
獄
の
生
命
と
如
来
の
生
命
に
つ 

い
て
、
同
時
に
即
一
し
て
「
め
ざ
め
」 

て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
自 

覚
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
い
う
の
で
す
。

（『
真
宗
の
本
義
』） 

６
．
回
向 

 

人
間
は
、「
主
体
か
ら
客
体
」
を
経
て
、

「
客
体
か
ら
主
体
」
と
い
う
投
影
の
は
た

ら
き
を
繰
り
返
し
、
自
己
を
明
ら
か
に
す

る
過
程
を
得
な
が
ら
成
長
で
き
る
。
こ
れ

を
示
し
た
の
が
、
親
鸞
の
「
如
来
回
向
」

で
す
。
回
向
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
と
い
い
、 

「
転
変
す
る
こ
と
」 

「
形
を
変
え
て
現
れ
る
こ
と
」 

「
あ
る
も
の
が
熟
し
て
別
の
も
の
に
転 

ず
る
」 

「
識
の
転
変
」 

「
方
向
転
換
」（
内
容
転
換
、
振
り
替
え 

る
こ
と
）
を
意
味
し
ま
す
。 

 

主
体
か
ら
客
体
、
客
体
か
ら
主
体
と
い

う
「
方
向
転
換
」
に
よ
っ
て
「
識
の
転
変
」

が
起
こ
り
、
そ
れ
ま
で
客
体
で
あ
っ
た
如

来
は
、
法
蔵
菩
薩
に
「
形
を
変
え
て
現
れ

る
」
の
で
す
。
そ
し
て
、
如
来
は
法
蔵
菩

薩
の
本
願
と
な
っ
て
主
体
（
私
）
を
明
ら

か
に
し
、
主
体
は
信
心
を
賜
る
の
で
す
。 

 

こ
の
主
体
か
ら
客
体
の
方
向
性
に
つ

い
て
は
、
親
鸞
が
出
現
す
る
ま
で
の
回
向

の
考
え
方
で
、
客
体
か
ら
主
体
の
方
向
性

を
如
来
回
向
と
し
て
示
し
た
の
が
親
鸞

の
革
新
性
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
両
方
向

性
に
は
た
ら
く
、
信
心
を
も
た
ら
す
力
を

他
力
と
呼
ん
だ
の
で
す
。 

 

 

 

犯
罪
人
の
人
格
や
、
一
般
的
な
人
格

の
持
ち
主
が
残
虐
な
人
格
に
変
化
す

る
条
件
と
は
何
な
の
か
？
と
い
う
疑

問
か
ら
ミ
ル
グ
ラ
ム
の
実
験
は
行
わ

れ
ま
し
た
。 

 

実
験
の
内
容
は
、
ま
ず
命
令
を
下
す

権
威
者
（
Ｅ
）
と
教
師
役
（
Ｔ
）
が
同

じ
部
屋
に
お
り
、
教
師
役
は
別
室
に
控

え
る
生
徒
役
（
Ｌ
）
に
対
し
問
題
を
与

え
、
間
違
う
度
に
権
威
者
か
ら
指
示
さ

れ
た
通
り
に
「
体
験
」
と
称
し
て
４
５

ボ
ル
ト
の
電
流
を
生
徒
役
に
流
す
の

で
す
。
実
際
は
生
徒
役
と
権
威
者
は
演

技
を
し
て
い
る
サ
ク
ラ
で
、
教
師
役
の

み
が
実
験
の
対
象
者
で
し
た
。 

 

権
威
者
（
Ｅ
）
と
結
託
し
て
い
る
生 

徒
役
（
Ｌ
）
は
、
電
流
が
流
さ
れ
る
度

に
苦
し
む
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

徒
が
間
違
え
る
た
び
に
電
流
の
量 

は
増
や
さ
れ
（
実
際
は
流
し
て
い
な

い
）
、
苦
痛
を
訴
え
る
声
が
イ
ン
タ
ー

フ
ォ
ー
ン
越
し
に
聞
こ
え
て
く
る
の

で
す
。
し
か
し
、
教
師
役
（
Ｔ
）
は
、

そ
の
苦
し
み
の
叫
び
声
を
よ
そ
に
最

大
４
５
０
ボ
ル
ト
の
ス
イ
ッ
チ
を
入

れ 

 

来
と
人
間
で
あ
る
凡
夫 

と
の
一
体
性
に
対
す
る
疑
問
に
対
し
、 

説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

  

次
の
章
で
は
、
凡
夫
と
如
来
の
一
体 

性
な
ど
、
凡
夫
で
あ
る
以
上
お
こ
が
ま 

し
い
な
ど
と
、
二
分
す
る
世
界
を
考
え 

る
人
に
対
し
、
不
二
か
つ
主
体
性
の
世 

界
を
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ア
ミ
ダ
の
還
相
の
根
源
で
あ
る
法
蔵

菩
薩
は
、
凡
夫
と
矛
盾
し
、
相
反
す
る
性

質
（
救
う
側
と
救
わ
れ
る
側
：
両
価
性
）

を
持
つ
も
の
に
一
体
性
が
あ
っ
て
信
心

の
内
実
は
成
立
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
還
相
回
向
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
投
影
の
引
き
戻
し
を
経
て
い
る
為
に
、

あ
く
ま
で
も
優
れ
た
超
人
を
投
影
す
る

方
向
性
（
往
相
）
と
は
異
な
り
ま
す
。
こ

の
往
相
の
方
向
性
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
熱

心
な
信
者
が
神
と
の
距
離
を
お
く
関
係

性
に
示
さ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
場
合
、
自
分
よ
り
遠
く
強
い
対
象

が
崇
め
る
対
象
と
な
り
、
ど
ん
ど
ん
神
聖

化
が
進
み
ま
す
。
そ
の
分
肥
大
化
さ
れ
た

神
像
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
主
体
性
の
無
い

人
間
を
作
り
、
自
ら
も
神
聖
化
し
（
同
一

化
）
、
正
義
の
為
に
神
の
力
を
借
り
て
、 

つ
ま
り
ト
ラ
の
威
を
借
り
て
、
平
気
で
人

を
殺
し
ま
す
。 

 

主
体
性
の
無
い
人
間
の
残
虐
性
は
、
関

東
大
震
災
で
の
朝
鮮
人
の
虐
殺
行
為
や
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
虐
殺
に
見
ら
れ
る
人

間
に
お
け
る
残
虐
性
の
本
質
を
示
し
て

い
ま
す
。 

   

哲
学
者
の
量
義
治
は
、「
信
を
持
た
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が
、
そ

の
人
と
と
と
も
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
一

般
的
に
言
え
ば
、
人
間
が
持
つ
信
と
は
、

人
間
が
絶
対
者
と
共
に
あ
る
と
い
う
意

識
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
け
っ
し
て
対
象

意
識
で
は
な
い
」
と
論
じ
て
い
ま
す
。 

 

量
は
、
親
鸞
の
信
心
も
ル
タ
ー
（
キ
リ

ス
ト
教
の
宗
教
改
革
者
）
の
信
心
も
己
に

よ
る
「
信
」
で
は
な
く
、
賜
る
「
信
」
と

説
明
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
西
田
幾
多
郎
が
、「
も
し
対
照

的
に
仏
を
見
る
と
い
う
ご
と
き
な
ら
ば
、

仏
法
は
魔
法
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
ま

す
。
こ
の
指
摘
か
ら
も
、
対
象
を
信
ず
る
、

す
な
わ
ち
主
体
か
ら
客
体
の
方
向
性
を

否
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 
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ミ
ル
グ
ラ
ム
実
験
に
見
ら
れ
る
人

間
の
残
虐
性
は
、
別
名
ア
イ
ヒ
マ
ン
実

験
と
言
わ
れ
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
最
も
忠

実
な
腹
心
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
名
が
付
け

ら
れ
る
ほ
ど
で
す
。
こ
の
実
験
の
内
容

に
つ
い
て
次
に
説
明
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

 

８
．
ミ
ル
グ
ラ
ム
実
験
と
ス
タ
ン
フ
ォ

ー
ド
監
獄
実
験 

 
 

ア
メ
リ
カ
の
イ
エ
ー
ル
大
学
に
お

い
て
、1

9
6

3

年
に
社
会
心
理
学
者
ス

タ
ン
リ
ー
ミ
ル
グ
ラ
ム
は
、
閉
鎖
的
状

況
に
お
か
れ
た
人
間
が
権
威
者
の
も

と
、
究
極
の
命
令
に
従
う
ま
で
の
心
理

状
況
を
実
験
し
ま
し
た
。 

 
 

 

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
率
い
る
、
ナ
チ
ス
ド
イ

ツ
に
お
い
て
、
数
百
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
を

収
容
所
に
送
る
責
任
者
で
あ
っ
た
、
ア

ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
裁
判
は
、
ど

ん
な
残
虐
な
人
格
を
持
つ
人
間
か
と

い
う
想
像
か
ら
、
当
時
は
大
変
注
目
さ

れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
裁
判

に
現
れ
た
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
職
務
に
忠

実
に
励
む
小
心
者
の
小
男
で
し
た
。 

 

ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
の
翌
年
に
、
戦
争 
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れ
て
も
権
威
者
の
命
令
通
り
に
躊
躇
な

く
電
流
を
上
げ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

 
そ
し
て
三
度
続
け
て
電
流
は
流
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
電
気
量
は
人
間
に
対
す

る
致
死
量
以
上
の
数
値
に
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
こ
の
ミ
ル
グ
ラ
ム
実
験 

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、1

9
7

1

年

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
行
わ
れ
た

監
獄
実
験
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
実

験
用
の
刑
務
所
を
創
り
、
新
聞
広
告
で

二
十
一
人
の
被
験
者
を
集
め
、
十
一
人

を
看
守
役
、
十
人
を
囚
人
役
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
演
じ
さ
せ
た
の

で
す
。 

 

結
果
は
、
囚
人
は
受
刑
者
ら
し
く 

看
守
は
看
守
ら
し
く
変
化
し
、
実
際
の

刑
務
所
よ
り
も
非
人
道
的
に
受
刑
者

を
扱
い
ま
し
た
。
暴
力
は
エ
ス
カ
レ
ー

ト
し
、
囚
人
役
は
恐
怖
を
覚
え
、
屈
辱

感
を
与
え
、
演
技
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増

し
、
六
日
間
で
実
験
は
中
止
さ
れ
ま
し

た
。 

 
 

役
職
が
人
間
を
つ
く
る
と
い
う
考
え

は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
人
間
の
役
割

は
次
第
に
内
在
化
さ
れ
、
集
団
と
一
体

と
な
っ
て
独
善
性
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
集
団
と
自
己
が
一
致
し
て
い
く

過
程
に
お
い
て
、
そ
の
残
虐
的
な
体
質

を
生
ん
で
往
く
の
で
す
。 

 

細
江
達
郎
は
服
従
の
心
理
過
程
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
ま
す
。 

 

残
酷
な
結
果
と
な
る
服
従
行
動
は
突 

然
に
は
起
き
な
い
。
人
は
こ
れ
ま
で 

の
社
会
化
過
程
を
通
し
て
、
上
位
者 

（
親
や
教
師
な
ど
）
か
ら
の
命
令
に 

従
う
規
範
を
学
習
し
て
い
る
。
そ
う 

し
た
先
行
条
件
を
も
っ
た
個
人
は
集 

団
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の 

集
団
の
権
威
者
の
確
認
や
集
団
規
範 

の
習
得
を
行
う
。
そ
う
し
た
直
接
的 

西真寺通信 令和５年冬号 

 

 

仏
様
と
神
様
の
お
参
り
の
違
い
に

関
し
て
、
仏
教
は
個
人
的
主
体
的
に

生
き
る
為
の
教
え
で
あ
り
、
神
道
に

関
し
て
は
、
全
体
に
習
う
べ
き
社
会

化
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
詳

し
く
述
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
特
質
に
は
、
権
威
者
の
代
理

人
が
、
集
団
理
念
の
忠
実
な
実
践
者

で
あ
る
先
行
条
件
を
有
し
て
い
る
こ

と
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
権
威
者

の
代
理
人
と
し
て
私
た
ち
は
何
時
で

も
、
忠
実
に
人
を
殺
せ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
人
間
を
残
虐
に
さ
せ
る
か

否
か
は
、
そ
の
人
の
条
件
次
第
で
す

が
、
ど
ん
な
に
ま
じ
め
で
誠
実
な
人

で
も
、
残
虐
性
を
発
願
し
殺
人
を
犯

す
こ
と
は
、
次
の
通
り
で
す
。 

 

さ
る
べ
き
業
縁
を
も
よ
う
せ
ば
、 

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し 

（『
歎
異
抄
』） 

愛
憎

あ
い
ぞ
う

違
順

い
じ
ゅ
ん

す
る
こ
と
は 

高
峰

こ

う

ぶ 

岳
山

が
く
ざ
ん

に
こ
と
な
ら
ず
（
愛
執
す
る 

心
は
増
長
し
、
憎
怨
は
ま
す
ま
す 

高
ま
っ
て
い
く
「
高
僧
和
讃
」） 

      ７
．
機
法
一
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

私
が
こ
の
人
間
と
神
、
凡
夫
と
如

来
の
関
係
性
に
つ
い
て
説
明
し
た

際
、
研
修
会
会
長
は
、
全
て
を
阿
弥

陀
仏
に
委
ね
る
の
が
凡
夫
で
あ
り
、

南
無
阿
弥
陀
仏
と
、
阿
弥
陀
仏
に
全

て
を
お
任
せ
す
る
の
が
凡
夫
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
と
い
う
疑
問

を
私
に
投
げ
か
け
ま
し
た
。
こ
の
疑

問
は
、
阿
弥
陀
仏
を
対
照
的
に
捉
え
、

我
々
凡
夫
と
二
分
す
る
世
界
観
を
持

ち
、
主
体
性
が
な
い
考
え
の
よ
う
に

も
受
け
取
れ
ま
す
。 

 

「
機
」
は
、
衆
生
の
信
心
を
指
し
、

「
法
」
は
衆
生
を
救
う
本
願
の
は
た

ら
き
を
示
し
、
衆
生
の
信
心
と
仏
法

の
教
法
が
ぴ
っ
た
り
合
う
こ
と
は
、

南
無
（
機
）
阿
弥
陀
仏
（
法
）
が
、

名
号
と
し
て
当
て
は
ま
る
。
こ
の
論

は
、
蓮
如
の
機
法
一
体
論
で
あ
り
、

お
任
せ
す
る
信
心
、
任
せ
よ
必
ず
助

け
る
と
し
た
如
来
と
の
「
相
反
す
る

相
が
一
体
と
な
る
目
覚
め
」、
二
種
深

信
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。 石

田
慶
和
は
、
二
種
深
信
に
つ
い

て
、
「
親
鸞
の
到
達
し
た
究
極
的
境

地
」（『
親
鸞
の
思
想
』）
と
述
べ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
二
種
深
信
は
、
鈴
木

大
拙
の
「
即
非
の
論
理
」、
西
田
幾
多

郎
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
小

坂
国
継
の
「
逆
対
応
」（
対
立
し
た
も

の
が
対
立
し
た
ま
ま
で
自
己
否
定
的

に
対
応
し
合
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な

関
係
）
と
同
様
に
、
宗
教
的
体
現
の

境
地
を
示
す
も
の
で
す
。 

 

蓮
如
が
用
い
た
機
法
一
体
論
は
、

会
長
の
言
う
通
り
、
た
の
む
心
（
信

心
）
を
機
と
し
て
い
ま
す
。
一
方
、

蓮
如
以
前
の
機
法
一
体
論
は
、
浄
土

宗
西
山
派
善
恵
房
証
空
上
人
や

『
安
心
決
定
鈔

あ
ん
じ
ん
け
つ
じ
ょ
う
し
ょ
う

』（
作
者
不
明
）
に

あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
衆
生
の
往
生

と
仏
の
正
覚
が
一
体
不
二
で
あ
る
と

い
う
道
理
を
示
し
、
仏
凡
一
体
を
表

す
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
鈴
木
大
拙

は
、
こ
の
凡
夫
と
如
来
の
相
の
原
理

の
一
体
性
を
説
い
て
お
り
、
蓮
如
の

解
釈
と
は
異
な
り
ま
す
。 

 

蓮
如
の
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

正
当
派
が
神
を
無
限
に
高
い
存
在
と

し
て
位
置
付
け
、
自
ら
の
神
を
自
ら

の
無
意
識
の
世
界
に
追
い
や
る
関
係

に
似
て
い
ま
す
。
こ
の
人
間
と
如
来

の
関
係
は
、
人
間
が
神
を
祀
る
信
仰

と
同
じ
二
分
す
る
世
界
観
が
あ
り
ま

す
。 

 

鈴
木
大
拙
は
ア
メ
リ
カ
人
に
対

し
、
英
語
で
真
宗
を
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
際
に
、
仏
教
用
語
を
出
来
る
だ
け

使
わ
ず
に
一
体
性
を
説
明
し
て
お
り

ま
す
。 

 

ア
ミ
ダ
は
ホ
ウ
（
法
）
で
あ
り
、

こ 

ち
ら
の
凡
夫
は
キ
（
機
）
で
す
。

法 

と
機
は
翻
訳
の
非
常
に
困
難
な
言

葉 

で
す
。
法
は
む
こ
う
に
あ
り
、
機

は 

こ
ち
ら
に
あ
っ
て
、
宗
教
的
教
え

は 

機
と
法
が
関
係
す
る
と
こ
ろ
か
ら

出 

て
き
ま
す
。
法
は
神
も
し
く
は
キ

リ 

ス
ト
に
相
当
す
る
と
考
え
て
も
い

い 

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
機
は
こ
の
罪

深 

い
人
間
で
す
。
他
力
と
自
力
は
対

象 

を
な
し
て
お
り
、
浄
土
に
生
ま
れ

る 

た
め
に
は
、
自
力
が
去
ら
れ
、
他

力 

が
受
け
容
れ
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ 

ん
。（
中
略
）
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と

称 

え
る
と
き
、
ナ
ム
は
自
力
、
機
を 

表
わ
し
ま
す
。
ア
ミ
ダ
は
法
、
他 

力
で
す
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
は
、 

機
と
法
、
ア
ミ
ダ
と
凡
夫
、
自
力 

と
他
力
の

合

一

ユ
ニ
フ
イ
ケ
イ
シ
ョ
ン

を
象
徴
し 

て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
娑 

婆
と
浄
土
も
一
つ
に
な
り
ま
す
。 

だ
か
ら
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
が
称 

え
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
句
は
二
者 

の
合
一
を
象
徴
す
る
の
で
す
。 

 

 

一
方
、
曽
我
量
深
に
よ
れ
ば
、「
法 

蔵
比
丘
の
御
相

す
が
た

が
そ
の
ま
ま
機
法 

一
体
の
御
相

す
が
た

で
あ
ら
せ
ら
る
る
」 

と
述
べ
て
い
ま
す
。 

  

さ
ら
に
、
法
蔵
菩
薩
は
さ
と
り
の 

世
界
か
ら
こ
の
現
実
界
へ
還
相
回 

向
さ
れ
た
菩
薩
で
あ
る
と
し
て
、 

「
法
界
荘
厳
に
よ
っ
て
衆
生
を
摂 

取
し
、
衆
生
を
助
け
よ
う
と
い
う
願 

を
成
就
せ
ん
が
た
め
に
、
法
界
か
ら 

法
蔵
菩
薩
と
い
う
位
に
さ
が
っ
て 

く
れ
た
の
で
あ
る
」
と
還
相
回
向
を 

説
明
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
機
法 

一
体
、
仏
凡
一
体
を
象
徴
す
る
の
が 

法
蔵
菩
薩
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に 

な
り
ま
す
。（
次
号
に
続
く
） 

先
行
条
件
を
前
提
に
し
て
、
権
威
者 

の
命
令
を
徐
々
に
実
行
し
、
権
威
者 

の
代
理
人
と
し
て
義
務
、
規
律
、
忠 

誠
と
い
っ
た
徳
目
を
重
視
し
た
集
団 

の
理
念
の
忠
実
な
実
践
者
と
な
る
。 

 

人
間
の
主
体
性
と
知
恵
の
無
さ
（
無
明
）

は
、
こ
れ
ほ
ど
簡
単
に
残
虐
性
を
生
む
の

で
す
。
こ
の
残
虐
性
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や

ル
ワ
ン
ダ
虐
殺
な
ど
の
悲
劇
を
生
ん
だ

こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
ま
た
、
虐
待
は
精

神
的
に
も
肉
体
的
に
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
て
い
く
こ
と
も
理
解
で
き
ま
す
。
そ
し

て
、
権
威
者
が
絶
対
化
（
＝
神
聖
化
）
す

る
こ
と
で
地
獄
の
世
界
が
展
開
さ
れ
る

の
で
す
。 

 

無
明
こ
そ
「
絶
対
化
さ
れ
た
人
神
」
に

全
て
を
委
ね
る
自
己
の
あ
り
方
で
あ
り
、

こ
こ
に
、
人
間
の
純
粋
性
（
聖
な
る
も
の

へ
の
衝
動
）
を
利
用
す
る
権
威
者
の
意
図

が
あ
り
、
親
鸞
聖
人
が
最
も
恐
れ
た
世
界

観
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。 

 

後
鳥
羽
上
皇
が
下
し
た
宗
教
的
権
威

に
よ
る
行
為
は
、
こ
の
人
間
の
根
本
的
な

無
明
さ
が
犯
す
最
大
レ
ベ
ル
の
「
罪
悪
」

で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。 

 

 



 

し
か
し
、
蓮
如
上
人
以
降
の
本
願
寺

教
団
は
、
真
俗
二
諦
の
「
真
諦
」
を
仏

法
、「
俗
諦
」
を
王
法
と
し
て
理
解
し
、

権
威
者
を
王
法
と
し
て
習
い
、
戦
争
に

加
担
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。 

 

仏
法
と
王
法
は
、
「
王
法
は
ひ
た
い

に
あ
て
、
仏
法
は
内
心
に
蓄
え
よ
」（
蓮

如
）
や
、
「
車
の
両
輪
の
ご
と
し
、
鳥

の
双
翼
の
ご
と
し
」（
存
覚
）
と
し
て
、

権
力
者
に
対
し
、
門
徒
に
そ
の
忠
実
さ

を
求
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

  

一
向
一
揆
以
来
、
門
徒
の
集
団
的
暴

走
を
抑
え
る
為
に
、
本
願
寺
教
団
は
、

「
真
俗
二
諦
」
の
教
学
を
捻
じ
曲
げ
た

こ
と
は
、
否
定
で
き
ま
せ
ん
。 

親
鸞

聖
人
が
、
「
真
俗
二
諦
」
に
つ
い
て
言

及
し
た
文
章
は
あ
り
ま
せ
ん
。
に
も 

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
中
心
と
し
た 

蓮
如
以
降
の
本
願
寺
教
団
は
、
大
戦
に

至
る
ま
で
戦
争
協
力
を
し
た
の
で
す
。 

 

時
の
権
威
者
に
従
っ
た
正
し
い
戦

争
は
、
聖
な
る
戦
争
で
あ
り
、
人
神
で

あ
る
天
皇
に
身
を
捧
げ
る
こ
と
で
浄

土
に
往
生
で
き
る
と
し
て
仏
法
と
王

法
を
結
び
付
け
教
化
し
た
の
で
す
。 

 諸
派
は
、
先
祖
棚
（
崇
拝
）
を
基
に
し
た

「
仏
壇
」
で
す
。
し
か
し
門
徒
は
、
阿
弥

陀
仏
の
智
慧
の
光
に
照
ら
さ
れ
、
護
ら

れ
る
い
の
ち
の
中
心
を
「
お
内
仏
」
と
い

い
ま
す
。
こ
の
「
お
内
仏
」
は
、
家
族
ひ
と

り
ひ
と
り
の
こ
こ
ろ
の
拠
り
所
で
あ
り
、

こ
こ
ろ
の
中
に
は
た
ら
き
続
け
る
仏
様

を
表
現
し
た
も
の
で
す
。 

 

２
．
家
族
葬
に
つ
い
て 

  

私
た
ち
は
周
り
に
迷
惑
を
か
け
な
い

で
生
き
る
こ
と
は
不
可
能
な
生
き
も
の

で
す
。
も
し
、
今
ま
で
周
り
の
人
に
支
え

ら
れ
て
生
き
て
こ
ら
れ
た
と
思
う
の
で

あ
れ
ば
、
遺
族
が
代
わ
り
に
な
っ
て
、
支

え
て
も
ら
っ
た
人
た
ち
に
感
謝
の
気
持

ち
を
伝
え
る
場
が
葬
儀
の
場
で
あ
る
は

ず
で
す
。 

 
 

 

も
し
家
族
に
対
し
て
気
を
使
っ
て
い
る

な
ら
ば
、
誰
に
対
し
て
気
兼
ね
な
く
本

音
を
話
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
ま
た
、
身

近
な
死
か
ら
、
自
分
の
死
後
の
こ
と
を

誰
に
委
ね
ら
れ
る
の
か
を
確
か
め
る
場

も
葬
儀
の
場
で
す
。
感
謝
の
気
持
ち
を

伝
え
る
場
、
機
会
を
放
棄
し
て
し
ま
う

家
族
葬
で
本
当
に
よ
か
っ
た
の
か
、
再
度

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

様
で
あ
り
、
そ
の
為
の
お
寺
で
あ
る

故
、
「
家
族
葬
」
よ
り
「
寺
葬
」
が
最
適
。 

周
り
に
迷
惑
を
か
け
な
い
で
生
き
る
こ
と

は
不
可
能
。 

 

②
今
ま
で
周
り
の
人
に
助
け
ら
れ
て
生

き
て
こ
れ
た
と
思
う
な
ら
ば
、
遺
族
が
代

わ
り
に 

 
 

な
っ
て
「
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
て

ほ
し
い
」
と
願
う
は
ず
。 

 

③
家
族
に
対
し
て
気
を
使
っ
て
い
る
関

係
性
な
ら
ば
、
誰
に
気
兼
ね
な
く
本
音
を

話
せ
る 

 
 

の
か
？
ま
た
、
死
後
の
こ
と
を
委
ね

ら
れ
る
の
か
？ 

 

④
も
し
家
族
以
外
に
誰
の
お
陰
も
な
く

成
長
し
て
こ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
「
お
陰
さ

ま
」
を
伝
え 

 
 

る
こ
と
が
出
来
な
い
生
き
方
を
し
て

き
た
こ
と
に
な
る
。 

 

⑤
も
し
葬
儀
費
用
と
面
倒
を
家
族
に
委

ね
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
為

の
阿
弥
陀 

 
 

様
で
あ
り
、
そ
の
為
の
お
寺
で
あ
る

故
、
「
家
族
葬
」
よ
り
「
寺
葬
」
が
最
適
。 

 

こ
の
教
団
及
び
日
本
全
体
が
築
い

た
負
の
遺
産
を
私
た
ち
は
、反
面
教
師

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
、

自
己
の
闇
を
知
る
人
は
、民
衆
操
作
の

為
に
、
権
威
者
が
都
合
よ
く
創
作
し
た

神
様
（
人
神
）
に
迎
合
癒
着
す
る
こ
と

な
く
、
主
体
的
安
心
を
得
ら
れ
ま
す
。 

 

杉
本
顕
俊
は
、 

 

「
こ
の
世
の
ご
利
益
は
神
さ
ま
に
」

「
後
生
の
こ
と
は
阿
弥
陀
さ
ま
に
」

そ
ん
な
信
心
が
流
行
っ
て
い
る
。で

も
現
世
で
救
わ
れ
て
い
な
い
者
が

死
後
に
助
か
る
は
ず
が
な
い
。 

 

と
説
い
て
い
ま
す
。 

 

も
し
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
世

界
を
神
様
が
実
現
す
る
な
ら
、（
＝
ご

利
益
）
自
分
と
神
と
が
同
一
化
さ
れ
、

自
分
が
絶
対
と
な
り
、自
分
以
外
は
差

別
し
、
排
除
さ
れ
、
正
義
の
名
を
借
り

た
地
獄
が
続
く
の
で
す
。 

 

そ
ん
な
自
分
だ
け
が
利
益
を
生
む

こ
と
を
委
ね
る
為
の
神
や
、そ
れ
を
実

現
す
る
正
義
な
る
世
界
は
、絶
対
に
作

っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。 
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と
親
鸞
上
人
が
説
い
た
悪
人
像
は
、

私
達
が
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
私
自
身
に
振
り
向
け
ら
れ
た
真
実

の
言
葉
な
の
で
す
。 

 

二
つ
の
実
証
実
験
の
根
本
に
は
、

人
間
の
持
つ
純
粋
な
信
仰
が
罪
悪
で

は
無
く
、
人
間
の
持
つ
罪
悪
性
、
罪

障
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
の
本
質
が
人
間
を
戦
争
に
駆

り
立
て
る
傾
向
、
煩
悩
を
示
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

親
鸞
の
み
教
え
は
、
我
々
に
潜
む

闇
は
勿
論
の
事
、
そ
の
闇
を
引
き
起

こ
す
社
会
的
「
構
造
」
に
も
問
題
が

あ
る
こ
と
は
、
次
の
「
真
俗
二
諦
」

が
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。 

 ９
．
真
俗
二
諦

し
ん
ぞ
く
に
た
い

と
神
祇
不
拝 

  

真
俗
二
諦
と
は
、
本
来
言
葉
に
で

き
な
い
真
理
を
「
真
諦
」
と
し
、
そ

の
「
真
諦
」
を
言
葉
で
表
現
し
た
も

の
を
「
俗
諦
」
と
し
ま
す
。
ま
た
、

「
諦
」
と
は
明
ら
か
に
す
る
と
い
う

意
味
に
な
り
ま
す
。 

 

 

法
事
と
は
、
亡
く
な
っ
た
人
々
の

想
い
を
聞
い
て
往
く
、
お
浄
土
に
い

る
そ
の
諸
仏
（
お
お
い
な
る
い
の
ち
）

か
ら
の
願
い
を
受
け
止
め
て
確
か

め
、
相
続
し
て
往
く
こ
と
で
す
。 

  

浄
土
真
宗
の
聴
聞
の
三
次
元
と
し

て
、
第
一
に
生
前
の
故
人
の
言
葉
を

思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し

て
第
二
と
し
て
、
お
浄
土
に
生
ま
れ

た
故
人
の
想
い
を
想
像
し
て
く
だ
さ

い
。
第
三
に
、
成
仏
し
た
故
人
か
ら

の
願
い
を
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
の
三
つ
の
過
程
に
つ
い
て
、

法
事
を
通
し
て
、
亡
き
人
と
出
遭
い

続
け
る
場
が
創
造
さ
れ
る
の
で
す
。 

  

ま
た
仏
壇
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
世

界
観
、
浄
土
の
世
界
を
映
す
荘
厳
を

備
え
て
い
る
「
お
内
仏
」
を
意
味
し

ま
す
。 

  

と
向
き
合
い
、
仏
法
を
聴
聞
す

る
為
の
対
象
世
界
。 

・
何
々
家
の
先
祖
に
限
ら
ず
、
阿

弥
陀
仏
を
中
心
に
し
た
七
高
僧
、
聖

徳
太
子
、
親
鸞
聖
人
、 

 

諸
仏
に
至
る
ま
で
、「
四
海
の
内

み
な
兄
弟
」
と
の
縁
を
結
ぶ
対
象
で

あ
る
。 

・
諸
派
は
、
先
祖
棚
（
崇
拝
）
を

基
に
し
た
「
仏
壇
」
で
あ
り
、
門
徒

は
、
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
の 

 

光
に
照
ら
さ
れ
、
護
ら
れ
る
い

の
ち
の
中
心
を
「
お
内
仏
」
と
い
い
、

家
族
ひ
と
り
ひ
と
り
の 

 

こ
こ
ろ
の
拠
り
所
で
あ
り
、
心

の
中
の
仏
様
を
表
現
し
た
も
の
。 

 

日
本
人
は
、
他
人
と
同
じ
で
あ
れ
ば
一

時
的
に
安
心
す
る
一
方
で
、
全
体
性
に
飲

み
込
ま
れ
や
す
い
体
質
を
も
ち
ま
す
。
こ

れ
は
独
裁
国
家
に
従
属
す
る
脆
弱
性
、
つ

ま
り
、
戦
争
の
先
行
条
件
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
神
道
に
よ

っ
て
培
わ
れ
た
そ
の
日
本
人
の
政
教
一

致
の
体
質
を
利
用
し
、
人
心
さ
え
も
支
配

下
に
置
こ
う
と
す
る
権
威
者
に
よ
る
社

会
的
「
構
造
」
は
ま
だ
続
い
て
い
ま
す
。 

 

日
本
が
先
進
国
七
か
国
で
一
番
自
殺

者
が
多
い
理
由
は
、
そ
の
社
会
的
「
構
造
」

が
生
み
出
す
安
心
が
一
時
的
に
し
か
過

ぎ
ず
、
利
用
さ
れ
る
側
の
私
た
ち
が
、
す

ぐ
見
捨
て
ら
れ
る
側
に
転
ず
る
先
行
条

件
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

 

本
当
の
自
分
を
知
る
と
そ
の
背
景
に

あ
る
社
会
的
「
構
造
」
が
相
対
的
に
見
え

て
き
ま
す
。 

 

闇
を
抱
え
た
本
当
の
自
分
を
知
る
、
自

分
に
目
覚
め
る
生
き
方
に
は
、
神
に
頼

る
、
す
が
る
と
い
う
主
体
性
の
な
い
生
き

方
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
真
実
を

親
鸞
は
「
神
祇
不
拝
」
と
し
て
、
私
た
ち

に
教
え
て
く
れ
る
の
で
す
。（
終
わ
り
） 

  
 私

が
、
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
は
、
私
が
、

死
ん
で
か
ら
の
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。
私
が
死
ん
で
か
ら
の
、
こ
の
現
実

世
界
こ
そ
が
、
私
が
生
き
た
影
響
力
や
証

を
残
し
た
次
の
世
界
観
で
も
あ
る
か
ら

で
す
。 

 

生
き
て
い
る
世
界
で
は
神
様
で
、
死
ん

で
か
ら
の
世
界
が
仏
さ
ま
の
世
界
で
あ

る
と
い
う
理
屈
は
、
人
に
言
わ
れ
る
ま
ま

の
主
体
性
の
な
い
世
界
観
を
創
造
し
た

結
果
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。 

 

本
当
の
自
分
を
知
る
と
そ
の
背
景
に

あ
る
社
会
的
構
造
が
相
対
的
に
見
え
て

き
ま
す
。 

 

闇
を
抱
え
た
本
当
の
自
分
を
知
る
、
自

分
に
目
覚
め
る
生
き
方
に
は
、
神
に
頼

る
、
す
が
る
と
い
う
主
体
性
の
な
い
生
き

方
は
、
必
要
無
く
な
る
。
こ
の
真
実
の
信

仰
を
私
た
ち
に
親
鸞
は
教
え
て
く
れ
た

の
で
す
。（
終
わ
り
） 

「
葬
儀
や
法
事
は
何
の
た
め
に
す
る
の
で

す
か
」
② 

  

を
つ
な
ぎ
留
め
る
再
生
の
場
で
も
あ
る
の

で
す
。
竹
橋
太
は
、
「
儀
式
は
、
分
離
が

も
た
ら
す
、
孤
独
感
を
癒
し
、
満
足
感
を

与
え
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。
亡
き
人
の
人
間
性
を
全
て
受

け
容
れ
、
死
を
受
け
入
れ
た
人
間
こ
そ
が
、

自
己
の
成
長
の
節
目
に
至
る
過
程
を
得
ら

れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

宗
教
社
会
学
者 

櫻
井
義
秀
は
、「
人
は

生
き
て
き
た
よ
う
に
死
ん
で
い
く
も
の
だ

と
い
わ
れ
ま
す
。
看
取
り
の
時
間
を
豊
か

に
持
て
た
家
族
は
、
可
能
な
範
囲
で
相
応

の
葬
儀
を
も
っ
て
故
人
を
送
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
葬
儀
な
し
で
は
送
れ
ま

せ
ん
。（
中
略
）
葬
儀
を
や
ら
ず
に
、
遺
族

は
故
人
と
結
ん
で
き
た
感
情
の
整
理
や
、

故
人
が
生
前
に
世
の
人
々
と
結
ん
で
き
た

関
係
を
遺
族
に
つ
な
い
で
い
け
な
い
で
し

ょ
う
。
臨
終
行
儀
は
当
人
の
魂
の
た
め
で

す
が
、
葬
儀
は
明
ら
か
に
遺
族
と
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
た
め
に
執
行
さ
れ
る
の
で
す
」

と
、
葬
儀
は
故
人
の
為
で
は
な
く
、
遺
族

と
そ
の
関
係
性
に
あ
る
人
々
の
為
の
儀
式

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

（
次
号
に
続
く
） 


