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前
章
の
帰
依
三
宝
の
功
徳
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で

現
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

功
徳
と
い
う
の
は
広
辞
苑
に
よ
り
ま
す
と
、
す
ぐ
れ

た
特
質
・
善
い
行
い
と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
子
供

の
頃
か
ら
よ
く
両
親
か
ら
「
徳
を
積
む
と
か
、
功
徳
の

お
陰
」
と
か
折
々
に
よ
く
聞
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

私
は
特
別
な
行
為
で
は
で
は
な
く
、
日
常
の
帰
依
三
宝

を
拠
り
所
と
し
た
、
誠
実
な
生
き
方
が
素
直
に
結
果
と

し
て
現
れ
る
姿
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

感
応
道
交
と
い
う
の
は
、
感
は
仏
の
姿
無
き
姿
、

声
な
き
声
に
牽
き
よ
せ
ら
れ
る
気
持
ち
、
応
は
そ
の

牽
き
よ
せ
ら
れ
る
慈
悲
（
愛
）
に
答
え
て
い
く
営
み

が
仏
に
抱
か
れ
て
、
我
と
仏
が
一
体
と
な
っ
て
現
れ

る
姿
を
道
交
と
受
け
と
め
て
お
り
ま
す
。

「
設
ひ
天
上
人
間
地
獄
鬼
畜
な
り
と
雖
も
」
と
い

う
の
は
、
人
間
の
迷
い
は
三
界
六
道
「
地
獄
・
餓

鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
」
を
生
ま
れ
変
わ

り
死
に
変
わ
り
し
て
、
流
転
転
生
し
な
が
ら
繰
り
返

し
て
い
る
中
に
あ
る
こ
と
を
略
し
て
申
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
然
り
と
雖
も
感
応
道
交
す
れ
ば
必
ず
帰
依

し
奉
る
な
り
、
と
言
わ
れ
る
の
は
。

人
間
の
迷
い
が
生
死
流
転
す
る
中
で
、
三
宝
帰
依

の
功
徳
に
感
応
道
交
す
れ
ば
、
生
死
流
転
す
る
迷
い

が
変
じ
て
そ
の
功
徳
は
。

「
時
代
や
処
を
問
わ
ず
そ
の
功
徳
は
繁
栄
し
、
功
徳

は
功
徳
を
生
ん
で
、
仏
の
理
想
郷
を
具
現
し
、
三
宝

帰
依
の
功
徳
が
計
り
知
れ
な
い
不
可
思
議
な
智
慧
や

力
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
を
、
お
釈
迦
様
は
証
明
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
諭
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

禅
昌
寺
を
訪
れ
る
皆
さ
ん
が
異
口
同
音
に
お
っ
し
ゃ

る
こ
と
は「
何
時
も
き
れ
い
に
掃
除
さ
れ
て
い
る
、門
に

入
る
な
り
心
が
洗
わ
れ
る
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

私
は
こ
の
よ
う
に
皆
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
て
こ
そ
お
寺
と

し
て
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

禅
昌
寺
が
荘
厳
で
静
寂
な
境
内
を
維
持
で
き
て
い

る
裏
に
は
何
が
あ
る
か
を
、
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
。

禅
の
修
行
で
は
最
初
に
掃
除
の
功
徳
を
う
る
さ
く

仕
込
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
は
掃
除
の
汚
れ
を
清
め
る
と

い
う
行
為
と
禅
の
修
行
で
心
の
執
着
を
は
ら
う
と
い

う
こ
と
と
共
通
す
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

境
内
の
掃
除
を
始
め
境
内
の
静
寂
の
護
持
に
奉
仕
す

る
職
員
の
方
々
が
、「
禅
昌
寺
の
本
尊
様
の
聖
域
に
奉

仕
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
お
参
り
に
こ
ら
れ
る
皆
様
を

清
々
し
く
お
迎
え
す
る
」
と
無
心
に
ご
奉
仕
下
さ
る
か

ら
だ
と
日
頃
よ
り
感
謝
い
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

住
職
が
お
寺
の
職
員
を
採
用
し
た
折
り
に
作
業
の

分
担
を
指
示
は
し
ま
し
た
が
、
作
業
の
仕
方
に
つ
い

て
は
何
の
注
文
も
指
示
も
致
し
て
お
り
ま
せ
ん
、
従

事
さ
れ
る
職
員
の
方
々
は
皆
さ
ん
我
が
こ
と
と
し
て
、

ご
自
身
の
納
得
の
い
く
よ
う
に
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

職
員
の
皆
さ
ん
が
「
三
宝
に
帰
依
す
る
」
と
い
う

特
別
な
意
識
を
持
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
仕
事
に
従
事

さ
れ
て
い
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
感
応
道
交
と
い

う
姿
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
禅
昌
寺
と
い
う
静
寂
な

聖
域
の
護
持
に
携
わ
っ
て
い
る
職
員
の
皆
様
の
お
寺

へ
奉
仕
さ
れ
る
姿
そ
の
も
の
だ
と
申
し
た
い
の
で
す
。

お
寺
の
職
員
と
し
て
奉
仕
下
さ
る
方
々
の
み
な
ら

ず
、
お
寺
の
行
事
・
講
演
会
・
コ
ン
サ
ー
ト
・
そ
の

他
そ
の
度
に
、
朝
早
く
か
ら
遅
く
ま
で
諸
々
の
作
業

に
、
無
心
に
我
が
こ
と
と
し
て
奉
仕
下
さ
る
方
々
が

在
っ
て
こ
そ
、
お
寺
の
面
目
が
保
て
て
い
る
こ
と
を

し
み
じ
み
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

無
心
の
奉
仕
が
何
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
自
然
体
で
営

ま
れ
る
方
々
の
生
き
様
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
そ
の
方

の
個
人
的
特
性
で
は
な
く
、
生
い
立
ち
や
育
っ
た
環
境

ま
で
が
滲
み
出
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
の
で
す
。

御
両
親
始
め
そ
の
方
の
ご
家
庭
に
伝
わ
る
環
境
か

ら
育
ま
れ
て
い
る
も
の
を
感
じ
る
の
で
す
。

こ
れ
も
「
生
生
世
世
在
在
処
処
に
増
長
し
、
必
ず
積

功
累
徳
し
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
な
り
、」

と
諭
さ
れ
る
姿
の
一
端
と
受
け
と
め
て
お
り
ま
す
。

毎
月
お
墓
参
り
に
く
る
人
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、

正
面
の
石
段
を
登
っ
て
山
門
を
く
ぐ
っ
て
本
堂
正
面

で
ご
本
尊
様
に
お
祈
り
し
て
お
墓
へ
お
参
り
す
る
方

は
少
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

帰
依
三
宝
感
応
道
交
の
功
徳
の
庭
で
心
身
共
に
洗
わ

れ
る
お
寺
参
り
を
し
て
下
さ
る
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

此
の
帰
依
仏
法
僧
の
功
徳
、
必
ず
感
応
道
交

か
ん
の
う
ど
う
こ
う

す
る
と
き

成
就

じ
ょ
う
じ
ゅ

す
る
な
り
、
設た

と

い
天
上
人
間
地
獄
鬼
畜

て
ん
じ
ょ
う
に
ん
げ
ん
じ
ご
く
き
ち
く

な
り
と
雖

い
え
ど

も
感
応
道
交

か
ん
の
う
ど
う
こ
う

す
れ
ば
必
ず
帰
依
し
奉
る
な
り
、
巳す

で

に
帰

依
し
奉
る
が
如
き
は
、生
生

し
ょ
う
し
ょ
う世
世

せ

ぜ

在
在

ざ
い
ざ
い

処
処

し
ょ
し
ょ

に
増
長

ぞ
う
ち
ょ
う

し
、

必
ず
積
功
累
徳

し
ゃ
っ
く
る
い
と
く

し
、
阿
耨
多
羅
三
藐

あ
の
く
た
ら
さ
ん
み
ゃ
く

三
菩
提

さ
ん
ぼ
だ
い

を
成
就
す

る
な
り
、
知
る
べ
し
三
帰

さ

ん

き

の
功
徳
其そ

れ
最
尊

さ
い
そ
ん

最
上
甚
深

さ
い
じ
ょ
う
じ
ん
じ
ん

不
可
思
議

ふ

か

し

ぎ

な
り
と
い
う
こ
と
、
世
尊

せ

そ

ん

巳す
で

に
証
明
し
ま
し

ま
す
、
衆
生
当ま

さ

に
信
受

し
ん
じ
ゅ

す
べ
し
。

修
証
義
第
三
章
　
授
戒
入
位

第
十
四
節

禅
昌
寺
住
職
　
横
山

正
賢
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う
ら
ら
か
な
春
の
日
差
し
の
降
り
そ
そ
ぐ
中
を
、
お

釈
迦

し

ゃ

か

さ
ま
は
何
人
か
の
お
弟
子
さ
ん
と
共
に
、
野
中
の

道
を
歩
い
て
お
ら
れ
た
。
冬
の
眠
り
か
ら
醒さ

め
た
草
々

が
、
と
り
ど
り
の
花
を
咲
か
せ
て
い
る
丘
に
立
た
れ
た

お
釈
迦
さ
ま
は
足
も
と
を
指
さ
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
こ
こ
に
お
寺
を
建
て
る
と
よ
い
ね
」

す
る
と
、
お
弟
子
さ
ん
の
中
に
仲
間
入
り
を
し
て
お

伴
を
し
て
い
た
帝
釈
天

た
い
し
ゃ
く
て
ん

（
お
釈
迦
さ
ま
に
帰
依

き

え

し
仏
法

護
持
の
神
と
な
っ
た
天
帝
）
が
、
一
本
の
草
を
手
折
り
、

お
釈
迦
さ
ま
の
指
さ
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
挿
し
、「
お
寺

が
建
ち
ま
し
た
」
と
申
し
上
げ
た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
満

足
げ
に
ニ
ツ
コ
リ
と
ほ
ほ
え
ま
れ
、
何
事
も
な
か
っ
た

か
の
よ
う
に
ま
た
歩
き
出
さ
れ
た
。

『
従
容
録
』
第
四
則
「
世
尊
指
地

せ

そ

ん

し

ち

」
の
本
則
は
、
こ

の
春
の
一
日
の
ほ
ん
の
一
瞬
の
出
来
事
を
、
一
幅
の
絵

の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
が
、
い
っ
た
い
何
を
語
り

か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
「
此こ

の
処

と
こ
ろ

、
よ
ろ
し
く
梵
刹

ぼ
ん
せ
つ

を
建
つ
べ
し
」
の

お
釈
迦
さ
ま
の
一
句
に
参
じ
て
み
よ
う
。

『
法
華
経
』
神
力
品

じ
ん
り
き
ほ
ん

に
次
の
よ
う
な
言
葉
か
あ
る
。

「
も
し
は
園
中

お
ん
ち
ゅ
う

に
お
い
て
も
、
も
し
は
林
中

り
ん
ち
ゅ
う

に
お
い
て

も
、
も
し
は
樹
下

じ

ゅ

げ

に
お
い
て
も
、
も
し
は
僧
房

そ
う
ぼ
う

に
お
い

て
も
、
も
し
は
白
衣

び
ゃ
く
え

の
舎い

え

に
て
も
、
も
し
は
殿
堂
に
あ

り
て
も
、
も
し
は
山
谷
曠
野

せ
ん
こ
く
こ
う
や

に
て
も
、
是こ

の
中
に
皆
ま

さ
に
塔
を
起た

て
て
供
養
す
べ
し
。
ゆ
え
は
い
か
ん
。
ま

さ
に
知
る
べ
し
。
是
の
処
は
即
ち
こ
れ
道
場
な
り
」

要
す
る
に
、「
い
つ
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
、『
今
、
こ

こ
』
に
生
命
を
か
け
る
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
わ
が
人
生

の
建
立
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
人
生
は
、
今
今
今
の
数
珠
つ
な
ぎ
」
と
、
布
巾
に

刺
子

さ

し

こ

で
縫
っ
て
贈
っ
て
く
れ
た
お
婆
ち
ゃ
ん
が
い
た

が
、
ど
の
一
刻
も
「
今
」
で
な
い
時
は
な
く
、「
こ
こ
」

で
な
い
場
所
は
な
い
。
食
事
を
し
て
い
る
「
今
、
こ
こ
」

も
あ
ろ
う
。
お
手
洗
い
で
用
を
た
し
て
い
る
「
今
、
こ

こ
」
も
あ
ろ
う
。
台
所
に
立
っ
て
い
る
「
今
、
こ
こ
」

も
あ
ろ
う
。
喧
嘩

け

ん

か

を
し
た
り
、
愚
痴
を
こ
ぼ
し
た
り
の

「
今
、
こ
こ
」
も
あ
ろ
う
。
ど
の
一
瞬
も
、
一
度

ひ
と
た
び

去
れ

ば
再
び
帰
っ
て
こ
な
い
、
つ
ま
り
や
り
な
お
し
の
き
か

な
い
、
し
か
も
誰
に
も
代
っ
て
も
ら
え
な
い
私
の
生
命

の
歩
み
な
の
で
あ
る
。

少
く
と
も
一
日
二
十
四
時
間
、
分
に
換
算
し
て
一
四

四
〇
分
と
い
う
「
今
、
こ
こ
」
が
す
べ
て
の
人
に
全
く

平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
喜
び
の
一
瞬

も
、
悲
し
み
の
一
瞬
も
、
逃
げ
出
し
た
い
一
瞬
も
あ
ろ

う
。
逃
げ
ず
追
わ
ず
、
ぐ
ず
ら
ず
、
の
ぼ
せ
あ
が
ら
ず
、

お
ち
こ
み
も
せ
ず
、
い
か
な
る
「
今
、
こ
こ
」
に
対
し

て
も
生
き
る
姿
勢
を
く
ず
さ
ず
前
向
き
に
積
極
的
に
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
た
と
き
そ
こ
に
塔
が
建
っ
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
光
か
が
や
く
よ
う
な
雑
巾
が
け
が
で

き
た
と
き
、
皆
が
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
料
理
が

で
き
た
と
き
、
病
気
や
失
敗
を
財
産
に
切
り
か
え
る
こ

と
が
で
き
た
と
き
、
そ
こ
に
寺
を
建
て
る
こ
と
か
で
き

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
釈
迦
さ
ま
が
「
こ
こ
に
寺
を
建
て
る
と
よ
い
な
」

と
お
っ
し
ゃ
り
、
帝
釈
天
か
「
寺
が
建
ち
ま
し
た
」
と

答
え
、
ま
た
、「
神
力
品
」
で
「
是
の
中
に
皆
ま
さ
に

塔
を
起
て
て
供
養
す
べ
し
」
と
語
り
か
け
る
。
い
わ
ゆ

る
の
寺
で
も
塔
で
も
な
く
、
置
か
れ
た
場
所
で
な
す
べ

き
こ
と
を
な
し
得
た
と
き
、
野
っ
原
で
あ
ろ
う
と
そ
こ

で
道
が
行
ぜ
ら
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
大
殿
堂
か
建
ち
、

塔
を
起
て
て
供
養
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

逆
に
い
か
に
壮
麗
な
大
伽
藍

だ
い
が
ら
ん

で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
中

で
つ
ま
ら
な
い
争
い
事
や
、
人
間
の
我
愛
、
我
欲
の
満

足
を
追
っ
て
の
か
け
ひ
き
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
、

愛知専門尼僧堂 堂長　青 山 俊 董 師
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荒
れ
果
て
た
原
野
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
示
衆

じ
し
ゅ
う

」
に
は
「
随
処

ず
い
し
ょ

に
主し

ゅ

と
な
り
、
縁え

ん

に
遇お

う
て

宗し
ゅ
う

に
即そ

く

す
る
底て

い

」
と
あ
る
。
い
つ
い
か
な
る
と
き
も
、

「
や
ら
さ
れ
る
」
と
い
う
従
業
員
的
な
根
性
で
は
な
く
、

積
極
的
に
「
主
人
公
」
と
い
う
姿
勢
で
取
り
組
み
、
し

か
も
そ
の
あ
り
方
は
、
わ
が
ま
ま
気
ま
ま
な
私
の
思
い

通
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
天
地
の
道
理
に
か
な
っ
た

（
宗
に
即
す
る
）
あ
り
方
で
勤
め
よ
、
と
い
う
の
で
あ

る
。

一
つ
の
春
を
い
た
だ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
花
を
咲
か
せ
る

冬
が
去
り
春
が
よ
み
が
え
り
、
地
球
温
暖
化
も
手

伝
っ
て
か
、
日
だ
ま
り
に
は
福
寿
草
や
犬
ふ
ぐ
り
が

咲
き
出
し
た
。
雪
も
し
め
り
を
含
ん
だ
春
雪
と
な
り

窓
辺
に
は
贈
ら
れ
て
き
た
盆
梅
が
、
す
で
に
春
の
香

り
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。

『
従
容
録

し
ょ
う
よ
う
ろ
く

』
第
四
則
の
「
世
尊
指
地

せ

そ

ん

し

ち

」
の
頌じ

ゅ

は
、
こ
の

春
の
景
色
を
借
り
て
、
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
の
価

値
を
、
そ
し
て
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
か
を
説
い
て
い

る
。ま

ず
初
め
に
「
百
草
頭
上
無
辺

ひ
ゃ
く
そ
う
と
う
じ
ょ
う
む
へ
ん

の
春
、
手
に
信ま

か

せ

拈ね
ん

じ
来
た
り
、
用も

ち

い
得
て
親し

た

し
し
」
の
七
言
二
句
が

登
場
す
る
。

地
上
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
、
全
く
平
等

に
一
つ
の
春
が
訪
れ
、
そ
の
春
の
息
吹
に
つ
つ
ま
れ
、

春
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
た
だ
い
て
、
梅
や
辛
夷

こ

ぶ

し

は
丈

高
く
、
し
か
も
春
に
先
が
け
て
咲
き
、
す
み
れ
や
夕

ン
ポ
ポ
は
地
に
は
り
つ
く
よ
う
に
し
て
、
し
か
も
春

な
か
ば
に
咲
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
花
の

開
き
方
に
高
下
あ
り
遅
速
は
あ
ろ
う
と
も
、
全
く
平

等
に
春
の
命
、
春
の
働
き
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
花
を
咲
か
せ
て
い
る
と
い
う
の
が
、「
百
草
頭
上

無
辺
の
春
」
の
心
で
あ
る
。

い
っ
た
い
何
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
春
そ

の
も
の
は
具
体
的
姿
を
持
た
な
い
。
つ
ま
り
、
無
限

定
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、

と
い
う
在
り
方
で
存
在
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
決

ま
っ
た
姿
を
持
た
な
い
も
の
を
絵
に
描
く
こ
と
は
で

き
な
い
。
春
が
梅
を
咲
か
せ
、
す
み
れ
や
タ
ン
ポ
ポ

を
咲
か
せ
る
と
い
う
具
体
的
姿
、
働
き
と
な
っ
て
現

れ
た
と
き
、
初
め
て
絵
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

梅
や
す
み
れ
を
描
く
と
い
う
形
で
、
無
限
定
の
春
を

描
く
こ
と
が
で
き
る
。

仏
の
御
命
、
御
働
き
は
決
ま
っ
た
姿
を
持
た
な
い

か
ら
こ
そ
、
天
地
い
っ
ぱ
い
に
み
ち
み
ち
、
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
と
い
う
在
り
方
で
働
き
か
け
つ
づ
け
て

い
て
下
さ
る
。
そ
の
無
限
定
の
仏
の
御
命
、
御
働
き

を
、
私
は
私
と
い
う
姿
形
を
も
つ
た
人
間
と
し
て
具

体
的
に
い
た
だ
き
、
そ
の
働
き
を
い
た
だ
い
て
、
今

は
筆
を
動
か
し
て
い
る
。

弟
子
の
Ａ
は
、
等
し
く
天
地
い
っ
ぱ
い
の
仏
の
御

命
、
御
働
き
を
い
た
だ
い
て
、
台
所
の
当
番
と
い
う

配
役
で
料
理
に
取
り
組
み
、
Ｂ
は
境
内
の
除
雪
と
い

う
配
役
を
い
た
だ
き
、
Ｃ
は
買
い
物
係
り
と
い
う
お

役
を
い
た
だ
い
て
車
を
走
ら
せ
て
い
る
。

天
地
い
っ
ぱ
い
の
仏
の
御
命
、
御
働
き
を
一
身
に

い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
は
全
く
平
等
（
無

辺
の
春
）
で
あ
り
、
そ
の
平
等
の
命
を
い
た
だ
い
て

の
今
こ
こ
の
働
き
、
配
役
は
皆
違
う
（
百
草
頭
）。

草
木
に
高
下
遅
速
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
等
し
く

春
の
姿
で
あ
る
よ
う
に
、
人
の
姿
や
、
具
体
的
配
役

に
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
と
、
等
し
く
仏
の
御
命
、
御
働

き
と
し
て
の
書
き
も
の
で
あ
り
、
台
所
仕
事
で
あ
り

除
雪
な
の
だ
か
ら
、
択え

り
好
み
せ
ず
、
手
あ
た
り
次

第
、
ど
ん
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
い
た
だ
い
た
仕
事

を
、
配
役
を
、
大
切
に
心
こ
め
て
勤
め
あ
げ
よ
、
と

い
う
の
が
、「
手
に
信
せ
拈
じ
来
た
り
用
い
得
て
親
し

し
」
の
第
二
句
目
の
心
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
凡
夫
は
そ
こ
に
つ
ま
ら
な
い
モ
ノ
サ

シ
を
持
ち
出
し
、
こ
の
仕
事
は
い
い
が
あ
の
仕
事
は

つ
ま
ら
な
い
。
あ
の
人
は
器
量
が
い
い
が
私
は
悪
く

て
損
を
し
て
い
る
、
と
か
。
あ
ら
ゆ
る
時
点
で
背
比

べ
を
し
、
お
ご
っ
て
み
た
り
落
ち
込
ん
だ
り
す
る
。

相
田
み
つ
を
さ
ん
の
詩
に
、

ト
マ
ト
が
ト
マ
ト
で
　
あ
る
か
ぎ
り

そ
れ
は
ほ
ん
も
の

ト
マ
ト
を
メ
ロ
ン
に
　
み
せ
よ
う
と
す
る
か
ら

に
せ
も
の
と
な
る
。

と
い
う
の
が
あ
る
。
ト
マ
ト
よ
り
メ
ロ
ン
の
ほ
う
が

上
等
と
勝
手
に
序
列
を
つ
く
り
、
自
分
は
ト
マ
ト
な

ん
だ
と
い
う
劣
等
感
と
、
け
れ
ど
も
メ
ロ
ン
に
見
せ

た
い
と
い
う
わ
が
身
か
わ
い
い
思
い
か
ら
背
の
び
を

す
る
。
意
識
過
剰
が
邪
魔
を
し
て
ト
マ
ト
の
働
き
さ

え
も
で
き
な
い
と
い
う
、
み
じ
め
な
結
果
を
招
き
か

ね
な
い
。

ト
マ
ト
は
ト
マ
ト
で
百
点
万
点
、
メ
ロ
ン
は
メ
ロ

ン
で
百
点
万
点
。
人
間
の
モ
ノ
サ
シ
、
自
分
の
は
か

ら
い
を
か
な
ぐ
り
捨
て
、
私
が
私
に
落
ち
つ
く
。
天

地
か
ら
の
授
か
り
の
姿
に
落
ち
つ
き
、
悠
々
と
お
の

れ
の
花
を
咲
か
せ
よ
、
の
教
え
、
そ
れ
が
最
後
の

「
触
処
生
涯

そ
く
し
ょ
し
ょ
う
が
い

、
分ぶ

ん

に
随

し
た
が

っ
て
足
る
。
未い

ま

だ
嫌き

ら

わ
ず
、

伎
倆

ぎ
り
ょ
う

の
人
に
如し

か
ざ
る
こ
と
を
」
の
結
び
の
二
句
で

あ
ろ
う
。
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原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。

を
差
し
上
げ
ま
す
。（
古
い
お
札
を
ご

持
参
下
さ
い
）

※
お
寺
の
寺
務
は
一
月
五
日
よ
り
通
常
に

戻
り
ま
す
。

●

日
曜
坐
禅
会

・
毎
月
第
一
日
曜
日
午
前
九
時
よ
り

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

・
毎
月
一
回
　
第
二
又
は
第
四
金
曜
日
の

予
定
　
午
後
一
時
か
ら

お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ

も
り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

・
第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招
い

て
練
習
　
昼
ま
で

◎
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講

師
の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、

お
寺
に
電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
五
時
半
〜
六
時
十
分
ま
で

●

水
曜
坐
禅
会

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
　
終
了
八
時
半

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
終
了
三
時

（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の
後
、
写
経
･
茶
話
会
）

◆
行
事
案
内
◆（
十
一
月
〜
一
月
）

●

お
正
月
前
諸
堂
大
掃
除

・
十
二
月
六
日（
日
）午
後
一
時
よ
り

お
子
さ
ん
お
孫
さ
ん
と
ご
一
緒
に
ご

参
加
下
さ
い
。
掃
除
後
希
望
者
に
よ

り
忘
年
会
（
会
費
千
円
）。

●

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日（
火
）（
朝
か
ら
）

八
日（
火
）（
朝
ま
で
）

午
前
六
時
よ
り
六
時
四
十
分
ま
で

午
後
七
時
よ
り
八
時
三
十
分
ま
で

（
年
内
の
坐
禅
会
は
八
日
の
早
朝
坐
禅
を

も
っ
て
お
休
み
し
ま
す
。）

●

修
正
会
（
年
頭
坐
禅
会
）

・
平
成
二
十
二
年
元
旦
午
前
八
時
よ
り

●

新
年
ご
祈
祷
法
要

・
平
成
二
十
二
年
元
旦
　
午
前
十
時
よ
り

檀
信
徒
皆
様
の
一
年
の
無
病
息
災
を
祈

願
す
る
法
要
で
す
、
お
揃
い
で
お
参
り

下
さ
い
。
お
参
り
の
お
方
に
は
祈
祷
札

●

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

七
月
二
十
六
日（
日
）
午
前
十
時
よ
り

ご
家
族
ず
れ
の
五
十
数
名
の
ご
奉
仕

が
あ
り
ま
し
た
。
参
加
者
に
は
特
製

う
ち
わ
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

●

盂
蘭
盆
依
法
要

八
月
六
日（
木
）
午
前
十
時
半
よ
り

盂
蘭
盆
会
施
食
供
養
法
要
・
法
話

今
年
は
昨
年
に
ま
し
て
ご
家
族
ず
れ

の
参
詣
者
で
賑
わ
っ
た
。

●

研
ぎ
汁
を
植
木
に
や
り
て
と
き
お
か
ず
　

ひ
そ
と
来き

に
け
り
雀
の
一
群

ひ

と

む

れ

●

沿
線
に
立
葵

た
ち
あ
お
い

つ
づ
く
こ
の
路
は
　

兵
士
を
運
ん
だ
過
去
あ
る
宇
品
線

東
区
　
矢
　
野
　
淑
　
子

●

秋
の
渓
魚
を
離
る
る
魚
の
影

●

白
よ
り
も
な
を
し
ろ
き
白
蓮
の
花

●

に
も
な
を
高
き
空
あ
り
に
け
り

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

●

望
の
月
名
演
奏
に
笑
み
給
ふ

●

一
徹
に
生
き
て
悔
い
な
し
鰯
雲

東
区
戸
坂
　
青
笹
　
俊
枝

短
歌

俳
句

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

九
月
三
十
日（
土
）

午
前
午
後
通
し
て
毎
度
の
事
な
が
ら
多
数

の
聴
講
者
が
あ
っ
た
。
遠
く
は
下
関
・
岡

山
か
ら
の
参
加
者
も
あ
り
ま
し
た
。

一
般
聴
講
者
に
比
べ
て
檀
信
徒
の
参
加
が

少
な
い
の
は
寂
し
い
。

●

第
九
回
「Tsu

kim
iin

寺
」

十
月
三
日（
土
）

恒
例
の
エ
リ
ザ
ベ
ト
音
楽
大
学
教
授

大
代
啓
二
先
生
の
フ
ル
ー
ト
と
、
今
年
は

箏
曲
家
沢
口
一
恵
先
生
の
琴
・
ピ
ア
ノ

藤
田
雅
先
生
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
コ
ン
サ
ー
ト

で
し
た
。

丁
度
中
秋
の
名
月
と
重
な
り
、
身
心
と

も
に
洗
わ
れ
た
一
夜
と
な
り
ま
し
た
。

参
加
者
は
三
百
八
十
人
程
で
し
た
。

第9回「Tsukimi in 寺」コンサート（平成21年10月3日）

西国三十三観音霊場巡り（平成21年10月30日 第9番興福寺にて）

●

第
二
回
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
り

十
月
二
十
九
日（
土
）〜
三
十
日（
金
）

二
十
三
人
の
参
加
者
で
第
四
番
札
所

槙
尾
寺
か
ら
第
十
番
札
所
三
室
戸
寺

ま
で
参
拝
し
ま
し
た
。


