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り
び
ん
ぐ
ら
い
ぶ
ず 

令
和
四
年
九
月
第
一
号 

お
姿
こ
そ
は
声
な
ん
で
す 

―
住
立
空
中
尊
は
、
本
願
招
喚
の
勅
命
― 

―
正
覚
寺
秋
の
彼
岸
会
御
法
話
― 

◆
ご
讃
題 

阿
弥
陀
仏
の
御
名
を
き
き 

 
 

 

歓
喜
讃
仰
（
さ
ん
ご
う
）
せ
し
む
れ
ば 

功
徳
の
宝
を
具
足
し
て 

 
 

 
 

一
念
大
利
無
上
な
り 

 

（R
e
f

『
讃
阿
弥
陀
偈
和
讃
』
第
三
十
首
、
註
釈
版p

5
6

1

） 

◆
は
じ
め
に 

歎
異
抄
第
二
条
で
は
、
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に

お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。

仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈
虚
言

し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、

法
然
の
仰
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の
仰
せ
ま

こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
申
す
む
ね
、
ま
た
も
っ
て
む

な
し
か
る
べ
か
ら
ず
候
ふ
か(R

e
f

歎
異
抄
第
二
条)

と

あ
り
ま
す
。 

こ
の
道
行
き
の
最
後
に
如
来
様
の
前
に
ぬ
か
づ

い
た
祖
父
母
・
父
母
の
姿
が
続
く
か
が
課
題
で
す
。 

 
 

 

衆
生
に
は
名
号
讃
嘆
は
で
き
な
い
の
か
。 

第
十
七
願
は
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
が
成
就
し
、

成
就
さ
れ
た
お
名
号
を
諸
仏
が
讃
嘆
な
さ
る
。
そ

の
道
行
き
の
最
後
に
他
力
の
念
仏
者
の
讃
嘆
は
、

続
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
大
き
な
課
題
で
す
。 

◆
浄
土
真
宗
の
こ
れ
か
ら
に
き
く 

平
成
二
十
五
年
四
月
、
御
門
主
と
前
門
様
の
ご

対
談
本
『
浄
土
真
宗
の
こ
れ
か
ら
』
が
刊
行
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
に
は
、
教
学
上
は
、
信
心
正
因  

称

名
報
恩
は
正
し
い
け
れ
ど
も
、
現
代
人
に
は
伝
わ

ら
な
い
。 

現
代
人
に
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
感
謝
の

念
仏
よ
り
も
前
に
、
阿
弥
陀
様
の
お
喚
び
声
だ
と

伝
え
る
方
が
理
解
さ
れ
易
い
。(

私
自
身
も)

そ
の

旨
は
っ
き
り
と
伝
え
た
い
と
明
言
さ
れ
、
伝
道
上
、

ハ
ン
ド
ル
操
作
の
お
念
仏
で
は
な
く
、
エ
ン
ジ
ン

と
な
る
説
き
ブ
リ
が
必
要
、
お
聖
経
の
御
文
を
選

び
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る(
前
門
様)

と
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
平
成
三
十
年
十
一
月
の
専
如
御
門

主
ご
親
教
で
は
本
願
成
就
し
た
お
念
仏
を
働
き

だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。 

◆
浄
土
真
宗
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
可
能
性 

◆1
)

「
称
名
」
↓
「
聞
名
」
の
プ
ロ
セ
ス
ア
プ
ロ

ー
チ
明
確
化
の
為
に
は
、
「
称
名
報
恩
」
に
代
わ
る

新
た
な
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
誕
生
が
待
た
れ
ま
す
。 

 

そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。  

・
①
「
信
心
正
因 

称
名
正
定
業
」
は
、
信
楽 

峻

麿
先
生
達
が
提
起
さ
れ
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
説

き
ブ
リ
で
す
。
こ
れ
を
当
時
の
○
○
寮
は
赦
す
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

・
②
「
念
仏
往
生 

信
心
正
因
」
は
、
法
然
聖
人
か

ら
親
鸞
聖
人
へ
の
み
教
え
の
流
れ
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
歴
史
的
な
流
れ
を
示
し
て
い
ま
す
。 

・
③
「
信
心
正
因 

聞
名
澄
浄
」
は
、
信
心
の
実
体

で
あ
る
「
澄
浄
」
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
典
か
ら

補
っ
て
頂
戴
で
き
る
ご
文
で
す
。
「
聞
名
」
は
、

「
諸
仏
讃
嘆
の
名
号
を
聞
く
」
と
い
う
活
動
で
あ

り
、
「
称
名
」
を
受
け
て
い
ま
す
。
「
信
心
」
と

「
聞
名
」
の
本
質
に
迫
っ
て
頂
戴
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
す
が
、
「
称
名
」
表
現
を
割
愛
し
て
し
ま

う
と
本
願
力
回
向
さ
れ
た
衆
生
の
行
が
無
く
な
っ

て
し
ま
い
親
し
み
難
い
点
が
難
点
で
す
。 
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・
③
「
信
心
正
因 

称
名
讃
仰
」
は
、
曇
鸞
大
師
の

歓
喜
讃
仰
か
ら
戴
き
ま
す
。 

称
名
は
、
第
十
七
願
の
諸
仏
讃
嘆
の
名
号
を
讃
仰

す
る
お
心
で
あ
り
、
称
え
れ
ば
直
ち
に
聞
こ
え
て
下

さ
る
お
名
号
を
お
聞
か
せ
戴
く
聞
名
は
現
実
に
今

生
の
衆
生
に
も
体
験
で
き
ま
す
。 

「
称
名
讃
仰
」
は
、
第
十
七
願
の
名
号
讃
嘆
が
衆

生
に
赦
さ
れ
る
実
践
の
具
体
性
を
担
保
し
ま
す
。 

曇
鸞
大
師
の
お
仕
事
に
よ
っ
て
お
内
仏
様
の
前

に
ぬ
か
づ
き
、
衆
生
（
私
）
に
お
念
仏
す
る
姿
の

尊
さ
を
伝
え
て
く
れ
た
祖
父
母
の
姿
が
続
く
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
利
点
で
す
。 

御
門
徒
様
の
お
逮
夜
参
り
で
の
出
来
事
、
お
爺

ち
ゃ
ん
お
婆
ち
ゃ
ん
と
一
才
に
も
満
た
な
い
女
の

子
が
お
参
り
し
、
住
職
が
終
っ
て
合
掌
し
て
お
念

仏
し
て
い
る
と
、
「
何
を
し
て
い
る
の
」
と
尋
ね

ま
し
た
。
住
職
は
何
と
応
え
た
か
、
「
阿
弥
陀
様

の
お
喚
び
声
を
聞
い
て
い
る
の
」
。 

女
の
子
は
覚
え
て
間
も
な
い
大
和
言
葉
で
「
有
り

難
う
」
と
云
っ
た
の
で
す
。
お
婆
ち
ゃ
ん
は
に
こ

や
か
に
合
掌
礼
拝
し
て
い
ま
し
た
。
上
が
り
が
ま

ち
ま
で
住
職
を
送
り
届
け
た
女
の
子
は
も
う
一
度

「
有
り
難
う
」
と
云
っ
た
の
で
す
。
爾
来
、
日
が

経
ち
、
年
を
経
る
程
に
、
こ
れ
は
本
当
に
あ
っ
た

こ
と
か
と
振
り
返
え
ら
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。 

◆2
)

「
信
心
正
因 

称
名
報
恩
」
は
、
覚
如
上
人
が

浄
土
真
宗
を
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
で
あ
る
こ
と
を

謳
い
た
い
ご
一
心
で
導
入
さ
れ
た
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

ー
で
す
。
宗
祖
を
大
切
に
し
た
い
上
人
の
お
気
持

ち
は
痛
い
程
判
り
ま
す
。 

し
か
し
今
日
で
は
、
嘗
て
定
着
し
て
い
た
念
仏

往
生
の
姿
が
ご
門
徒
さ
ん
達
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
称
名
は
、
信
心
獲
得
後
の

報
恩
感
謝
と
固
定
的
に
捉
え
て
し
ま
い
、
信
心
獲

得
前
の
お
念
仏
を
お
勧
め
で
き
な
い
事
態
を
招
い

て
し
ま
い
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
お
亡
く
な
り
に

な
っ
て
百
年
く
ら
い
の
間
は
、
念
仏
往
生
の
姿
が

ご
門
徒
の
皆
様
方
に
定
着
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、

そ
の
時
代
は
、
何
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

か
ら
、
時
代
的
変
化
の
課
題
だ
と
い
え
ま
す
。 

覚
如
上
人
の
お
勧
め
が
宗
祖
の
ご
法
義
で
は
な

い
以
上
、
宗
門
を
挙
げ
て
論
議
を
尽
く
し
、
取
扱

い
を
明
確
化
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
課
題
は
，
信

心
獲
得
の
エ
ン
ジ
ン
が
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

◆
歓
喜
讃
仰
で
衆
生
の
讃
嘆
行
が
許
さ
れ
る 

(R
e
f

り
び
ん
ぐ
ら
い
ぶ
ず
令
和
元
年5

月
第1

号) 

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
第
三
十
首
は
、
ま
こ
と

に
示
唆
に
富
ん
だ
ご
和
讃
と
窺
わ
れ
ま
す
。 

◆
第
一
に
、
実
践
の
人
、
曇
鸞
大
師
は
、
経
典
の

御
文
「
歓
喜
踊
躍
」
を
「
歓
喜
讃
仰
」
と
展
開
さ
れ

た
の
で
す
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
お
念
仏
が
「
報
恩
感
謝
」
の
平

面
的
な
機
の
受
け
と
め
か
ら
、「
称
名
讃
仰
」
と
言

う
衆
生
に
賜
っ
た
大
行
を
通
し
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

に
信
心
獲
得
に
恵
ま
れ
る
体
験
的
道
行
き
が
明
確

に
な
り
ま
し
た
。 

ご
和
讃
の
出
拠
は
、『
大
経
流

通
分
』
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
乃
至
一
念
」
は
、
衆

生
に
許
さ
れ
る
お
念
仏
と
い
う
「
行
の
一
念
」
だ

っ
た
か
ら
で
す
。 

◆
大
師
が
歓
喜
踊
躍
を
歓
喜
讃
仰
と
展
開
さ
れ
た 

「
歓
喜
踊
躍
」
は
、
曇
鸞
大
師
の
『
讃
阿
弥
陀

仏
偈
』
で
は
、「
も
し
、
阿
弥
陀
仏
の
号
（
み
な
）
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を
聞
き
て
、
歓
喜
し
讃
仰
し
、
心
帰
依
す
れ
ば
、
下

一
念
に
至
る
ま
で
大
利
を
得
。
す
な
は
ち
功
徳
の
宝

を
具
足
す
と
な
す
」
と(R

e
f

七
祖
注
釈
版P

1
6

9
)

あ
り

「
歓
喜
讃
仰
」
と
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。 

経
典
に
「
か
の
仏
の
名
号
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、

歓
喜
踊
躍
し
て
乃
至
一
念
せ
ん
こ
と
あ
ら
ん
」
と
あ

る
の
は
、「
か
の
仏
の
お
名
号
の
お
謂
わ
れ
を
聞
き
、

諸
仏
如
来
が
行
ぜ
ら
れ
る
お
念
仏
の
お
声
を
お
聞

か
せ
に
与
っ
て
、
歓
喜
踊
躍
し
て
自
ら
も
又
こ
れ

に
習
（
随
念
）
っ
て
お
念
仏
し
て
み
た
い
思
い
に

駈
ら
れ
て
「
乃
至
一
念
す
る
（
お
念
仏
す
る
）
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。 

そ
の
お
念
仏
を
曇
鸞
大
師
は
「
歓
喜
讃
仰
」
と
謳

い
上
げ
ら
れ
た
の
で
す
。「
讃
嘆
」
を
「
讃
仰
」
と

展
開
し
て
下
さ
っ
た
意
義
は
甚
大
で
す
。
愚
か
な

衆
生
に
も
赦
さ
れ
る
讃
嘆
の
道
が
開
か
れ
た
か
ら

で
す
。 

そ
れ
は
、
大
経
第
十
七
願
で
は
、 

「
設
我
得
仏 

十
方
世
界 

無
量
諸
仏
不
悉
咨
嗟 

稱
我
名
者 

不
取
正
覚 

（
た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら

ん
に
、
十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
、
悉
く
咨
嗟
し
て
、

わ
が
名
を
称
せ
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
）」
で
し
た

か
ら
、
標
挙
の
「
諸
仏
称
名
の
願
」
の
ま
ま
で
は

讃
嘆
行
は
諸
仏
に
の
み
許
さ
れ
る
行
で
あ
っ
た
も

の
が
、
「
歓
喜
讃
仰
」
と
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
広
く
衆
生
が
賜
る
行
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。 

こ
う
し
て
「
歓
喜
讃
仰
」
と
い
う
お
念
仏
の
性
格

は
、
「
聞
名
」
し
て
信
心
獲
得
に
至
る
精
神
を
最
高

度
に
研
ぎ
澄
ま
せ
て
行
ず
るM

a
n

a
s
ik

ã
ra

（
マ

ナ
シ
カ
ー
ラ
）
と
い
う
三
昧
行
を
意
味
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

 

こ
の
三
昧
行
は
聞
名
を
通
し
て
信
心
獲
得
を
め

ざ
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
論
理
的
に
捉
え
ま
す
と
、 

「
称
え
れ
ば
、
直
ち
に
衆
生
の
場
の
上
で
諸
仏
讃

嘆
の
大
行
が
働
き
出
さ
れ
、
直
ち
に
聞
こ
え
て
下

さ
る
南
無
阿
弥
陀
佛
こ
そ
は
、
阿
弥
陀
如
来
そ
の

お
方
の
お
喚
び
声
（
本
願
招
喚
の
勅
命
）
だ
っ
た

と
捉
え
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。 

◆
「
し
む
」
の
三
義 

曇
鸞
大
師
の
お
仕
事
に
よ
り
、
更
に
は
、
親
鸞

聖
人
の
ご
和
讃
に
よ
り
、「
し
む
」
の
三
義
が
明
ら

か
に
な
り
、
浄
土
真
宗
の
浄
土
真
宗
た
る
お
法
り

の
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

「
し
む
」
の
三
義
と
は
何
か
。 

如
来
様
の
お
育
て
（
使
役
）
に
与
り
、
衆
生
が
自

ら
の
姿
を
顧
み
「
謙
譲
」
、
そ
の
上
で
如
来
様
の
真

実
を
ま
こ
と
よ
の
う
ま
こ
と
ま
こ
と
と
讃
仰
（
尊

敬
）
す
る
二
種
深
信
の
構
造
で
す
。 

私
を
念
仏
す
る
身
に
育
て
上
げ
（
使
役
）
、
お
粗
末

な
私
よ
と
（
謙
譲
）
顧
み
ら
し
め
（
そ
の
よ
う
な

受
け
止
め
に
恵
ま
れ
る
の
は
お
育
て
の
極
致
）、
さ

れ
ば
尊
い
如
来
様
の
「
ま
こ
と
よ
の
う
、
ま
こ
と

ま
こ
と
」（
ま
こ
と
は
、
広
島
弁
）
と
、
つ
い
に
顧

み
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
で
す
の
で
、
こ

れ
を
「
令
（
し
）
む
の
三
義
」
と
申
す
こ
と
を
お
許

し
戴
き
ま
す
。 

お
念
仏
す
る
身
に
ま
で
お
育
て
下
さ
る
如
来
様

の
働
き
を
衆
生
の
側
か
ら
振
り
返
り
ま
す
と
、
お

救
い
の
お
目
当
て
（
衆
生
）
と
如
来
様
の
ま
こ
と

と
を
一
体
的
に
頂
戴
す
る
の
が
他
力
の
み
教
え
の

本
質
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
窺
わ
れ

ま
す
。 
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最
後
に
ご
和
讃
の
意
味
を
お
復
習
い
さ
せ
て
致

き
ま
し
ょ
う
。 

阿
弥
陀
仏
の
御
名
を
き
き 

 
 

 
歓
喜
讃
仰
せ
し
む
れ
ば 

功
徳
の
宝
を
具
足
し
て 

 
 

 
 

一
念
大
利
無
上
な
り 

 

（R
e
f

『
讃
阿
弥
陀
偈
和
讃
』
第
三
十
首
、
註
釈
版p

5
6

1

） 

で
し
た
か
ら
、「
阿
弥
陀
仏
の
御
名
を
聞
き
」
と
は
、

諸
仏
如
来
（
今
生
で
は
お
釈
迦
如
来
）
が
お
説
き

下
さ
る
阿
弥
陀
様
の
本
願
の
物
語
を
お
聞
か
せ
戴

き
、
尊
号
の
お
謂
わ
れ
、
お
釈
迦
様
か
ら
七
高
僧

を
経
て
親
鸞
聖
人
に
お
伝
え
戴
き
、
他
力
の
念
仏

者
、
近
く
は
我
ら
が
父
祖
の
姿
で
伝
え
ら
れ
た
（R

e
f

『
歎
異
抄
』
第
二
条
）
讃
仰
の
お
念
仏
を
お
聞
か
せ
に

与
り
、
歓
喜
讃
仰
し
奉
り
ま
す
。 

す
る
と
、
お
粗
末
な
私
の
胸
の
裡
（
う
ち
）
に
さ

え
、
如
来
様
の
ま
こ
と
の
お
心
が
清
ら
か
な
宝
石

（
信
心
の
本
質
で
あ
る
“
澄
浄
”
）
と
な
っ
て
流
れ

込
ん
で
下
さ
る
の
で
あ
り
、
私
が
称
え
せ
し
め
ら

れ
る
た
っ
た
一
声
の
お
念
仏
に
さ
え
、
こ
の
上
な

い
ご
利
益
を
賜
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。 

「
大
利
」
と
は
、
こ
の
上
な
い
お
悟
り
で
す
か

ら
、
浄
土
往
生
し
て
仏
の
お
悟
り
を
賜
る
こ
と
だ

と
頂
戴
す
る
の
が
本
来
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

今
生
で
お
み
の
り
の
ご
縁
が
開
か
れ
本
願
の
お

念
仏
を
賜
る
と
き
に
は
、
そ
れ
が
た
っ
た
一
声
の

お
念
仏
で
あ
っ
た
と
し
て
も
つ
い
に
浄
土
往
生
し

て
お
悟
り
の
身
が
約
束
さ
れ
る
と
頂
戴
で
き
る
の

で
あ
り
ま
し
た
。 

◆
お
姿
こ
そ
は
声
な
ん
で
す 

ご
本
尊
の
お
姿
に
ま
み
え
る
こ
と
（
こ
れ
を
見
遇

と
申
し
ま
す
）
観
経
第
七
華
座
観
の
「
住
立
空
中
尊
」

の
本
質
は
、
お
名
号
に
遇
わ
せ
て
戴
く
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
お
名
号
は
お
喚
び
声
に
な
っ
て
衆
生

に
届
い
て
下
さ
り
、
喚
び
続
け
て
い
て
下
さ
る
（
衆

生
は
聞
名
三
昧
に
恵
ま
れ
る
）
お
喚
び
声
に
よ
っ

て
衆
生
は
、
終
に
喚
び
覚
ま
さ
れ
る
（
こ
れ
を
聞
遇

と
申
し
ま
す
）
か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

ご
絵
像
・
お
木
像
は
、
お
姿
を
象
（
か
た
ど
）
っ

た
形
像
（
ぎ
ょ
う
ぞ
う
）
本
尊
で
す
。
ご
絵
像
で
は
四

十
八
本
の
光
明
が
直
下
に
も
指
し
て
い
る
こ
と
か

ら
住
立
空
中
尊
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。 

こ
れ
は
、
お
釈
迦
様
が
韋
提
希
夫
人
と
阿
難
尊

者
に
向
っ
て
「
救
い
の
法
を
説
こ
う
」
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
口
を
閉
じ
ら
れ
る
や
否
や
、
空
中
に
現
れ

給
う
た
阿
弥
陀
如
来
の
お
姿
を
指
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
お
姿
こ
そ
は
、
救
い
の
法(

弘

願)

を
指
し
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
弘
願
は
、

名
号
を
聞
か
し
め
る
こ
と
に
よ
る
お
救
い
だ
っ
た

の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
聞
見
一
致
と
申
す
の
で
す
。 

◆
“
さ
せ
て
い
た
だ
く
”
近
江
の
文
化 

如
来
様
に
お
育
て
戴
い
た
近
江
の
文
化
は
、「
“
さ

せ
て
い
た
だ
く
”
お
念
仏
」
で
し
た
。 

六
字
釈
の
「
発
願
廻
向
釈
」
に
「
如
来
す
で
に
発

願
し
て
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
ま
ふ
の
心
な
り
」

(R
e
f

注
釈
版
聖
典p

1
7

0
)

と
示
し
て
「
さ
あ
、
称
え
て

ご
覧
」
と
賜
っ
た
か
ら
で
す
。 

如
来
様
が
願
う
て
い
て
下
さ
る
の
で
す
か
ら
、

衆
生
は
頂
戴
し
て
称
え
さ
せ
て
戴
く
ば
か
り
で
す
。 

如
来
様
の
仰
せ
の
通
り
に
称
え
さ
せ
て
戴
け
ば
、

私
と
い
う
場
の
上
に
直
ち
に
大
行
が
働
き
出
さ
れ
、

南
無
阿
弥
陀
仏
と
聞
こ
え
て
下
さ
い
ま
す
。
お
念

仏
は
、
尊
い
法
の
働
き
だ
っ
た
か
ら
で
す
。 
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私
の
上
に
働
き
出
し
て
下
さ
る
と
云
う
こ
と
は
、

南
無
阿
弥
陀
佛
が
、
如
来
様
そ
の
お
方
の
お
喚
び

声
と
な
っ
て
聞
こ
え
て
下
さ
る
こ
と
を
申
し
ま
す
。 

「
私
に
任
せ
よ
、
私
を
た
の
み
に
せ
よ
」
と
い
う

お
喚
び
声
に
な
っ
て
聞
こ
え
て
下
さ
っ
た
の
で
す

か
ら
、
こ
れ
を
本
願
招
喚
の
勅
命
と
申
し
ま
す
。 

衆
生
は
、
本
願
の
お
心
か
ら
喚
び
続
け
て
い
て

下
さ
る
如
来
様
の
お
心
に
従
い
、
お
念
仏
さ
せ
て

戴
け
ば
良
か
っ
た
の
で
す
。 

仰
せ
の
通
り
に
お
念
仏
を
称
え
れ
ば
、
大
悲
の

願
（
第
十
七
願
）
か
ら
出
て
下
さ
っ
た
諸
仏
如
来

の
讃
嘆
の
お
名
号
が
聞
こ
え
て
下
さ
る
の
で
す
。

こ
の
讃
嘆
の
名
号
を
聞
く
聞
名
三
昧
の
う
ち
に
終

に
喚
び
覚
ま
さ
れ
る
こ
と
が
信
心
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
お
念
仏
の
実
践
的
な
意
義
だ
っ
た
の
で
す
。 

一
方
、
ご
本
山
表
で
言
い
習
わ
さ
れ
て
き
た
お

念
仏
は
、
伝
統
的
な
信
因
称
報
の
ご
法
義
に
基
づ
く

信
心
獲
得
後
の
報
恩
感
謝
の
お
念
仏
で
し
た
。 

そ
の
課
題
は
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
は
信
心
獲

得
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
余
り
、

お
念
仏
（
法
の
働
き
）
と
信
心
（
機
の
受
け
止
め
）

を
切
り
離
し
、
信
心
が
前
で
お
念
仏
は
信
心
獲
得

後
の
報
恩
感
謝
に
限
る
と
し
て
き
た
こ
と
で
し
た
。 

す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
。
信
心

獲
得
が
大
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
信
心
は

一
体
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
頂
戴
で
き
る
の
か
と
の

体
験
的
道
行
き
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
儘
に
終
わ

っ
て
き
た
こ
と
で
す
。 

 

聞
即
信
に
つ
い
て
は
、「
聞
」
と
い
ふ
は
、
衆
生
、

仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
、

こ
れ
を
聞
と
い
ふ
な
り(

注
釈
版
聖
典p

2
5

1

、「
き
く
と

い
ふ
は
、
本
願
を
き
き
て
疑
ふ
こ
こ
ろ
な
き
を

「
聞
」
と
い
ふ
な
り
と(

注
釈
版
聖
典p

6
7

8
)

と

あ
る
通

り
、
聞
と
信
と
の
定
義
文
言
に
差
が
無
い
文
言
解

説
に
終
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
か
、
人
々

に
信
心
獲
得
を
勧
め
る
「
道
行
き
」
明
確
化
に
目

を
塞
い
で
き
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
一

歩
進
め
て
実
践
次
元
か
ら
ど
の
よ
う
に
頂
戴
す
る

べ
き
か
が
重
要
に
な
り
ま
す
。 

お
念
仏
は
、
本
願
力
回
向
の
大
行
だ
と
い
う
こ 

と
を
失
念
し
て
し
ま
え
ば
、
お
念
仏
は
称
え
れ
ば

自
力
だ
か
ら
、
そ
れ
は
辺
地
（
お
浄
土
の
片
隅
）

に
し
か
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
誤
っ

た
解
釈
を
も
も
た
ら
し
か
ね
ま
せ
ん
。 

『
御
消
息
第
二
十
六
通
』
を
拝
読
し
ま
す
と
、
親

鸞
聖
人
ご
在
世
の
頃
、
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
す
る

御
指
南
が
『
御
消
息
第
二
十
六
通
』
に
聖
人
の
息

吹
と
し
て
お
示
し
下
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。 

念
仏
往
生
の
願
と
は
、
第
十
八
願
を
指
し
ま
す
。

至
心
信
楽
の
願
と
い
う
信
心
の
お
心
は
、
そ
の
上

に
立
脚
し
ま
す(

行
中
摂
心)

。 

お
念
仏
は
、
如
来
様
が
発
願
し
成
就
し
衆
生
に

本
願
力
回
向
し
て
下
さ
っ
た
法
の
働
き(

一
乗
の
教

法)

で
あ
る
と
い
う
の
が
重
要
な
押
さ
え
ど
こ
ろ
に

な
り
ま
す
（R

e
f

「
一
乗
海
釈
」
註
釈
版p

1
9

9
)

。 

「
念
仏
往
生
の
願
に
疑
い
が
無
く
な
る
こ
と
、

こ
れ
が
信
心
そ
の
も
の
の
中
味
で
す
」
と
は
、
梯 

實
圓
和
上
の
常
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。
合
掌
。 

 

◆
仏
教
壮
年
会
お
聴
聞
の
会
十
月
二
日(

日)

十
九
時
半
よ
り 

◆
仏
教
婦
人
会
例
会
十
月
十
六
日(

日)

十
九
時
半
よ
り 

◆
正
覚
寺
報
恩
講 

十
月
二
十
九
日
大
逮
夜
十
四
時
よ
り
、
お

初
夜
十
九
時
半
よ
り
、
十
月
三
十
日(

日)

満
日
中 

十
時
よ
り 

著
作
編
集
兼
発
行
元(

本
願
寺
派 

正
覚
寺
内
） 

〒5
2

0
-
0

5
0

1

大

津

市

北

小

松

四

五

二

番

地

℡

0
7
7
-5

9
6
-0

16
6

、FA
X
0
7
7
-5

9
6
-0

19
6

住
職
堅
田 

玄
宥 
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●
乃
至
一
念
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
もAnusm

areyusu

か
ど
う

か
を
確
認
す
る) 

●
精
神
を
最
高
度
に
研
ぎ
澄
ま
せ
て
行
ず
る

M
anasikãra

（マ
ナ
シ
カ
ー
ラ
）
と
い
う
三
昧
行
も
再

確
認
す
る
。 


