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お
か
げ
さ
ま 

お
か
げ
さ
ま 

あ
れ
を
見
よ 

深
山
の
桜 

咲
き
に
け
り 

真
心
尽
く
せ 

人
知
ら
ず
と
も 

 
 

 
 

 

（
詠
み
人
知
ら
ず
） 

と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。
誰
の
目
に
つ

く
こ
と
も
な
く
山
奥
で
咲
き
、
そ
し
て

散
っ
て
い
く
桜
の
こ
と
で
す
。
誰
か
に

見
ら
れ
よ
う
と
も
見
ら
れ
ま
い
と
も
、

春
に
な
る
と
桜
は
咲
き
、
そ
の
と
き
を

一
生
懸
命
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
当

た
り
前
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
の
姿
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
大
き
い
よ

う
に
思
え
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
年
始
の
恒
例
行
事
は
「
箱

根
駅
伝
」
と
い
う
方
が
多
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
快
調
に
走
り
抜
く

選
手
が
い
る
反
面
、
様
々
な
要
因
で
思

い
通
り
の
走
り
が
で
き
な
い
選
手
も
い

ま
す
。
そ
れ
で
も
フ
ラ
フ
ラ
に
な
り
な

が
ら
「
前
へ
」
と
懸
命
に
、
自
分
に
与
え

ら
れ
た
区
間
を
走
り
抜
け
、
倒
れ
込
む

よ
う
に
中
継
点
で
襷
を
繋
ぐ
選
手
の
姿

が
あ
り
ま
す
。
感
動
と
共
に
、
大
切
な
こ

と
を
教
え
ら
れ
る
気
が
し
ま
す
。 

こ
こ
一
番
、
最
も
大
切
な
と
き
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

思
い
通
り
の
走

り
が
で
き
な
い

中
、
沿
道
か
ら

の
大
き
な
声
援
を
な
ん
と
か
力
に
変
え

て
、
懸
命
に
自
分
の
区
間
を
走
り
抜
い

た
選
手
に
心
か
ら
拍
手
を
送
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
勝
手
に
思
う
こ
と

は
、
こ
の
先
の
人
生
で
ど
ん
な
状
況
に

直
面
し
て
も
、
あ
の
選
手
な
ら
き
っ
と

現
実
に
真
摯
に
向
き
合
い
、
地
に
足
を

付
け
て
乗
り
越
え
て
い
く
だ
ろ
う
な
と

思
う
の
で
す
。 

私
た
ち
も
毎
日
の
生
活
の
中
で
、

様
々
な
形
で
ど
の
よ
う
に
考
え
て
受
け

い
れ
た
ら
良
い
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う

な
、
苦
悩
や
悲
し
み
に
満
ち
た
場
面
を

迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
大
き
な
山
に
直
面

し
た
と
き
、
一
人
で
乗
り
越
え
る
こ
と

は
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
周
り
の
人
た

ち
の
支
え
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
な
ん
と
か

乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
の
と
き
、
大
き
な
お
育
て
と
大
切
な

ご
縁
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
ま
す
。 

新
た
な
一
年
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

平
坦
な
道
ば
か
り
で
は
な
い
一
年
と
理

解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
な

か
に
あ
っ
て
、
何
度
か
「
お
か
げ
さ
ま
」

と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

で
き
る
こ
と
で
あ
れ
ば
「
お
か
げ
さ
ま
」

と
ま
わ
り
の
人
か
ら
言
っ
て
い
た
だ
け

る
場
面
に
関
わ
れ
る
私
で
も
あ
り
た
い

と
思
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
て
共
々
に

前
に
進
ん
で
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

本
願
寺
長
野
別
院 

 
 
 
 
 
 
 

 

輪
番 

齋
藤 

英
明 

最
近
の
西
本
願
寺 

 

修
復
が
行
わ
れ
て
い
た
本
願
寺
本
堂

(

阿
弥
陀
堂)

内
陣
に
つ
い
て
、
３
月
に

完
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で

外
陣
と
の
間
に
あ
っ
た
大
き
な
壁
は
外

さ
れ
て
、
巻
き
障
子
が
閉
ま
っ
て
い
る

状
態
で
す
。
４
月
に
は
ご
本
尊
御
遷
座
、

ご
真
影
ご
動
座
の
法
要
が
勤
ま
り
ま
す

ま
た
、
唐
門
も
き
れ

い
に
修
復
が
さ
れ
て

お
り
、
多
く
の
方
が

写
真
に
収
め
て
い
ま

し
た
。 

気
づ
い
た
こ
と 

「
自
分
の
こ
と
は
一
番
自
分
が
知
っ
て

い
る
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
先

日
、
鼻
水
が
出
て
、
鼻
づ
ま
り
と
頭
痛
が

ひ
ど
い
こ
と
か
ら
検
査
し
て
も
ら
っ
た

と
こ
ろ
、
鼻
の
左
右
の
穴
を
隔
て
る
壁

が
曲
が
っ
て
お
り
、
副
鼻
腔
炎
が
繰
り

返
さ
れ
て
鼻
茸
（
ポ
リ
ー
プ
）
が
あ
る
と

診
断
さ
れ
ま
し
た
。
鏡
を
見
て
も
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
鼻
の
中
が
曲
が
り
、
キ
ノ

コ
栽
培
し
て
い
た
の
で
す
。 

そ
の
処
置
の
た
め
に
大
き
な
病
院
を

紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
晨
朝
後
に

出
か
け
、
受
付
で
必
要
な
手
続
を
済
ま

せ
、
診
察
の
順
番
を
待
ち
ま
す
。
い
よ
い

よ
呼
び
出
し
の
番
号
が
で
ま
し
た
。
し

っ
か
り
診
て
も
ら
っ
て
、
す
べ
て
済
ん

だ
こ
と
が
伝
え
ら
れ
、
会
計
で
支
払
を

済
ま
せ
ま
す
。
す
べ
て
済
ま
せ
て
帰
る

頃
は
お
昼
で
し
た
。
す
で
に
ク
タ
ク
タ

で
す
。 

大
き
な
病
院
、
た
く
さ
ん
の
患
者
さ

ん
。
お
年
寄
り
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
あ

る
意
味
「
元
気
」
じ
ゃ
な
い
と
来
ら
れ
な

い
場
所
だ
と
思
い
ま
し
た
。 
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春
季
彼
岸
会  

物
故
者
追
悼
法
要
・永
代
経
法
要 

３
月
21
日(

月) 

午
後
１
時
30
分  

墓
地
・
納
骨
堂
を
ご
使
用
の
皆
さ
ま
、
数

年
の
間
に
大
切
な
方
を
亡
く
さ
れ
た
方
、

有
縁
の
方
々
に
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

 

ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

御
命
日
法
要
・常
例
法
座 

１
月
16
日(

日)

・
17
日(
月) 

講
師 

井
上 

慶
真 

師 

（
長
野
県
飯
山
市 

正
行
寺
住
職
） 

 

２
月
16
日(

水)

・
17
日(

木) 

講
師 

三
嵜 

霊
証 

師 

(

福
井
県
勝
山
市 

西
宮
寺
住
職)

 
 

３
月
16
日(

水)

・
17
日(

木) 

講
師 

未
定 

(
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
)
 

 

※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら 

お
晨
朝
（
朝
の
お
つ
と
め
） 

毎
朝
７
時

30
分
か
ら
８
時
頃
ま
で 

 

毎
月
16
日
は
親
鸞
聖
人
の
御
命
日

と
し
て
、
職
員
全
員
出
勤
し
て
お
つ
と

め
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
お
参

り
く
だ
さ
い
。
朝
７
時
30
分
か
ら
『
正

信
偈(

行
譜)

』
を
お
つ
と
め
。 

聖
徳
仏
婦
例
会 

毎
月
17
日
の
常
例
法
座
に
あ
わ
せ

て
開
催
し
て
い
ま
す
。
ど
な
た
で
も
ど

う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。（
13
時

30
分
～
） 

 

別
院
仏
壮
例
会 

 

２
月
２
日(

水) 

18
時
か
ら 

 

３
月
２
日(

水) 

18
時
か
ら 

テ
ー
マ
『
ひ
ら
が
な
正
信
偈
』 

講 

師 

嶋
倉 

崇
雄
さ
ん(

圓
長
寺
住
職) 

 

寺
小
屋 

～
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
～ 

お
寺
を
開
放
し
て
の
信
大
生
ら
に
よ

る
「
ま
た
あ
い
こ
」
の
子
ど
も
の
居
場
所

づ
く
り
「
寺
小
屋
」
活
動
で
は
、
お
子
さ

ま
を
預
か
り
ま
す
。 

子
ど
も
た
ち
に
は
、
遊
ん
だ
り
勉
強

し
た
り
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
過
ご
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
ご
一
緒

で
過
ご
し
て
い
た
だ
い
て
も
大
丈
夫
で

す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

１
月
29
日(

土)
  

２
月
12
日(

土)
  

※
13
時
か
ら
17
時
ま
で 

  

墓
地
の
通
路
を
歩
き
や
す
く 

予
定
し
て
い
た

墓
地
の
通
路
の
整

備
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
。
古
い
お
墓

の
跡
が
残
っ
て
お

り
、
そ
れ
を
手
作

業
で
砕
い
て
平
ら

に
し
、
砕
石
を
敷

い
て
い
く
作
業
が

進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
本
年
度
と
来

年
度
を
か
け
て
全

面
整
備
し
て
い
く
予
定
で
す
。 

本
堂
の
階
段 

 

最
近
、「
本
堂
に
上
が
る
の
に
、
階
段

が
大
変
」
と
い
う
声
を
聞
き
ま
す
。
若
い

頃
は
な
ん
と
も
な
か
っ
た
が
、
年
を
と

る
と‥

‥

。
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
17

段
の
階
段
が
本
堂
に
向
か
う
た
め
の
大

き
な
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。
皆
さ

ん
な
ら
ど
う
対
処

し
ま
す
か
。
ご
意

見
を
寄
せ
て
く
だ

さ
い
。 

 

お
葬
儀
の
場
所 

お
寺
で
葬
儀
を
営
む
と
い
う
こ
と 

 

以
前
に
も
書

き
ま
し
た
が
、
最

近
、
「
お
寺
の
本

堂
で
葬
儀
は
で

き
な
い
の
か
」
と

い
う
声
を
寄
せ

て
い
た
だ
い
た

の
で
、
あ
ら
た
め
て
書
い
て
み
ま
し
た
。 

お
寺
に
は
す
で
に
必
要
な
道
具
が
そ

ろ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
「
お
寺
」

を
会
場
に
、
大
切
な
方
の
お
葬
儀
を
お

つ
と
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

気
に
な
る
費
用
に
つ
い
て
も
、
間
違

い
な
く
負
担
が
軽
く
な
る
は
ず
で
す
。 

気
に
な
る
こ
と
、
具
体
的
な
こ
と
に

つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

本
堂
横
ト
イ
レ
改
修
工
事
完
了 

で
き
る
限
り
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保

で
き
る
よ
う
に
、
壁
で
囲
ん
で
個
室
と

し
ま
し
た
。
床
や
天
井
、
壁
紙
を
新
し
く

し
、
明
る

く

な

り

ま
し
た
。 
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ア
ッ
と
い
う
間 

あ
る
法
話
集
だ
っ

た
か
、
何
か
で
読
ん

で
書
き
留
め
た
も
の
を
思
い
出
し
な
が

ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

年
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
時
間
が
経
つ

の
を
速
く
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
の
頃
は
、
お
正
月
や
夏
休
み
な

ど
、
ま
だ
か
ま
だ
か
と
待
っ
て
い
ま
し

た
が
、
最
近
は
も
う
正
月
が
来
る
の
か

と
思
う
こ
の
頃
で
す
。
そ
う
し
た
な
か
、

先
輩
方
な
ど
知
人
の
ご
逝
去
の
知
ら
せ

が
届
き
ま
す
。
今
ま
で
親
し
く
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
た
方
が
亡
く
な
ら
れ
、
も

う
二
度
と
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
か

と
思
う
と
大
変
さ
び
し
く
な
り
ま
す
。

誰
も
が
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
な
が
ら
も
、
つ
い
目
先
の
こ
と

に
追
わ
れ
な
が
ら
日
々
を
送
っ
て
い
る

の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
こ
の
世
に
自

分
で
希
望
し
て
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
、

す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し

て
、
自
分
で
男
が
い
い
と
か
、
女
が
い
い

と
か
、
そ
の
よ
う
な
希
望
な
ど
も
ま
っ

た
く
自
分
の
選
択
や
意
志
は
入

っ
て
い
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、

成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
学
校
や

仕
事
、
配
偶
者
な
ど
、
自
分
自
身
で
選
ん

で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
多
く

な
り
ま
す
。「
運
命
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
あ
た
か
も
決
め
ら
れ
た
レ

ー
ル
の
上
を
進
め
ら
れ
て
い
る
か
の
よ

う
な
表
現
で
用
い
ら
れ
ま
す
が
、「
運
命
」

と
は
「
命
」
を
「
運
ぶ
」
と
書
き
ま
す
。

自
分
の
「
い
の
ち
」
を
ど
う
い
う
方
向
へ

運
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
人

生
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

生
ま
れ
て
か
ら
年
を
重
ね
て
い
く
。

そ
の
中
に
学
校
や
仕
事
、
結
婚
な
ど
の

生
き
て
い
る
上
で
の
出
来
事
を
織
り
交

ぜ
な
が
ら
人
生
を
完
成
さ
せ
て
い
く
の

で
す
。
ダ
ン
マ
パ
ダ
『
法
句
経
』
と
い
う

古
い
経
典
の
言
葉
に
「
頭
髪
が
白
く
な

っ
た
か
ら
と
て
長
老
な
の
で
は
な
い
。

た
だ
年
を
と
っ
た
だ
け
な
ら
ば
、“
む
な

し
く
老
い
ぼ
れ
た
人
”
と
い
わ
れ
る
」
と

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
大
事
な
こ
と
は
、
ど

れ
だ
け
長
生
き
す
る
か
で
は
な
く
、
ど

う
い
う
生
き
方
を
し
た
か
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 

今
一
度
、
自
分
が
こ
の
世
に
生
ま
れ

て
、
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
何
を
す
る
た

め
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る

た
め
に
「
ど
う
い
う
生
き
方
を
す
る
の

か
」
を
考
え
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖

人
の
ご
和
讃
に
「
本
願
力
に
あ
ひ
ぬ
れ

ば
、
む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き‥

」

と
あ
り
、
お
葬
儀
で
は
必
ず
い
た
だ
く

ご
和
讃
で
す
。
精
一
杯
に
様
々
な
生
き

方
が
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
阿
弥
陀
如

来
の
大
き
な
願
い
の
は
た
ら
き
の
中
に

あ
っ
た
こ
と
を
お
念
仏
申
さ
れ
る
な
か

で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

私
た
ち
も
同
じ
大
き
な
願
い
の
中
に

あ
る
の
で
す
。 

発
見 

「
こ
れ
よ
り
西
方

に
十
万
億
の
仏
土

を
過
ぎ
て
、
世
界

あ
り
、
名
づ
け
て
極
楽
と
曰
う
。
そ
の
土

に
仏
ま
し
ま
す
、
阿
弥
陀
と
号
す
。
い
ま

現
に
ま
し
ま
し
て
法
を
説
き
た
ま
う
」

と
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
あ
り
ま
す
。 

 

お
彼
岸
に
際
し
て
は
、
お
浄
土
に
往

生
さ
れ
た
亡
き
方
を
偲
び
、
真
西
に
沈

み
往
く
太
陽
に
人
生
を
重
ね
、
帰
す
べ

き
西
方
極
楽
浄
土
に
思
い
を
い
た
し
、

今
、
こ
こ
に
精
一
杯
生
き
る
我
が
身
を

ふ
り
返
り
つ
つ
お
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う

と
表
現
す
る
私
が
い
ま
す
。
こ
れ
は
こ

れ
で
間
違
い
で
は
な
い
の
で
す
が
、
秋

の
お
彼
岸
で
実
感
し
た
の
で
す
。 

 

お
晨
朝
の
と
き
、
す
で
に
太
陽
の
光

が
本
堂
に
差
し
込
ん
で
い
ま
し
た
。
別

院
の
本
堂
は
ご
本
尊(

阿
弥
陀
如
来)

が

東
を
向
い
て
い
ま
す
の
で
、
お
浄
土
の

方
角
で
あ
る
西
に
向
い
て
合
掌
礼
拝
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
両
手
を
合
わ
せ

て
正
面
を
見
る
と
、
差
し
込
ん
だ
光
で

金
箔
が
貼
ら
れ
た
内
陣
は
光
り
輝

き
、
そ
の
真
ん
中
に
ご
本
尊
が
お

立
ち
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

な
る
ほ
ど
、
お
浄
土
は
「
西
」
だ
と

思
う
の
と
同
時
に
、
光
り
輝
く
光

景
が
一
日
の
活
力
を
与
え
て
く
れ

た
感
じ
で
す
。 

毎
年
２
回(

春
秋)

、
こ
の
よ
う
な
チ

ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
秋
の
お

彼
岸
で
初
め
て
気
づ
き
ま
し
た
。 



長野別院からの手紙 2025(令和 7)年は、別院創立 100周年にあたります。 

2024(令和 6)年 10月 26 日(土)・27 日(日) 

親鸞聖人ご誕生 850 年・立教開宗 800 年慶讃法要に併せ、創立 100 周年法要を予定しています。 

 

                             

                          

                         

仏
教 

 

「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。「
方
針
や
意
図
を
広
く
多
数
の

者
に
向
か
っ
て
知
ら
せ
る
た
め
の
文
書

や
演
説
。
声
明
文
・
宣
言
を
意
味
す
る
外

来
語
」
で
、
転
じ
て
選
挙
の
折
に
は
政
権

公
約
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
も
使
わ

れ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
場
合
、
わ
か
り
や

す
く
言
え
ば
「
約
束
事
」
と
言
え
ま
す
。 

政
治
家
の
皆
さ
ん
が
そ
の
道
を
歩
む

に
あ
た
り
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
公
言
さ
れ
、

そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
「
ど
う
か
私

に
ま
か
せ
て
く
れ
」
と
頭
を
下
げ
て
ま

で
お
願
い
さ
れ
て
、
自
分
（
本
人
）
以
外

の
人
の
た
め
に
頑
張
ら
れ
る
の
で
す
。 

 

阿
弥
陀(

如
来)

と
い
う
仏
さ
ま
も
実

は
、
法
蔵(

菩
薩)

の
位
の
と
き
、
仏(

如

来)

を
め
ざ
し
て
修
行
す
る
身
に
あ
る

と
き
、
同
じ
よ
う
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を

示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
四
十
八
願
で

す
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
「
ご
本
願
」

と
呼
ば
れ
る
十
八
番
目
の
願
い
で
す
。 

余
談
で
す
が
、
絶
対
に
み
ん
な
の
期

待
を
裏
切
ら
な
い
と
い
う
意
味
か
ら
背

番
号
「
18
」
が
エ
ー
ス
番
号
と
言
わ
れ

ま
す
。
ま
た
、
得
意
中
の
得
意
を
「
十
八

番(

お
は
こ)

」
と
言
い
ま
す
が
、
関
係
が

あ
る
よ
う
で
す
。 

話
が
そ
れ
ま
し
た
が
、
本
願
は
す
べ

て
の
も
の
を
阿
弥
陀
如
来(

仏)

と
等
し

い
「
仏
」
に
仕
上
げ
た
い
と
い
う
も
の
で

す
。
そ
れ
を
必
ず
成
し
遂
げ
る
た
め
の

決
意
が
『
讃
仏
偈
』（『
無
量
寿
経
』）
の

ご
文
と
味
わ
い
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
が
師

と
仰
ぐ
世
自
在
王
仏
の
よ
う
に
「
無
明

欲
怒 

世
尊
永
無
（
無
明
と
欲
と
怒
り
と

は
仰
ぐ
仏
に
た
え
て
な
し
）」
と
私
た
ち

の
姿(

凡
夫
の
身)

を
世
自
在
王
仏
と
重

ね
ら
れ
、
凡
夫(

私)

で
は
ど
う
頑
張
っ

て
も
仏
に
は
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
あ

り
よ
う
を
見
抜
か
れ
て
、
な
ん
と
し
て

で
も
願
い
を
果
た
す
と
「
仮
令
身
止 

諸

苦
毒
中 

我
行
精
進 

忍
終
不
悔
（
道
を

求
め
て
た
と
い
身
は
、
苦
難
の
毒
に
沈

む
と
も
、
ね
が
い
果
た
さ
ん
そ
の
日
ま

で
、
し
の
び
励
み
て
悔
い
ざ
ら
ん
）」
と

覚
悟
を
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
上
で
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
四
十
八
願

で
す
。
そ
の
大
き
な
願
い
の
中
に
今
、
私

た
ち
は
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
生

き
方
を
問
う
教
え
が
「
仏
教
」
で
す
。 

「浄
土
真
宗
の
み
教
え
」
に
つ
い
て 

昨
年
４
月
に
京
都
・
本
山
西
本
願
寺
で
の
立
教
開
宗
記
念
法
要
（
春
の
法
要
）
に

お
け
る
ご
門
主
様
の
ご
親
教
「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」
は
仏
恩
報
謝
の
道
を
歩
ま
れ

た
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
に
学
び
、
次
の
世
代
に
ご
法
義
が
伝
わ
る
よ
う
、
そ
の
肝
要

を
お
示
し
に
な
ら
れ
た
も
の
で
す
。
本
願
寺
長
野
別
院
で
は
、
み
教
え
が
よ
り
多
く

の
方
々
へ
伝
わ
る
よ
う
に
と
の
ご
門
主
様
の
お
心
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
こ
の
た
び

の
「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
多
く
の
人
々
に
唱
和
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
そ
の
普
及
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
「
長
野
別
院
か
ら
の
手
紙
」
へ
の
掲
載
を
も
ち
ま
し
て
、

有
縁
の
皆
さ
ま
へ
の
奨
励
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 


