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【 
 

青 

蓮 

院 
 

】 
 

 

（
京
都
市
東
山
区
粟
田
口
三
条
坊
町
） 

 

松
若
丸
（
親
鸞
聖
人
）
は
満
九
歳
の
時
に

出
家
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
理
由
に
つ
い
て
諸
説
あ
り
ま
す
。
父

は
四
歳
の
時
に
亡
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
母
が
八
歳
の
時
に
病
死

し
、
独
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
大

き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
平
家
が
凋
落
し
源
氏
が
台
頭
す
る
時

代
に
あ
っ
て
、
藤
原
氏
の
分
派
で
あ
る
日
野

家
に
も
そ
の
混
乱
の
影
響
が
響
き
、
実
は
父

も
亡
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
身
を
隠
し
て
い

た
事
が
史
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
生
活
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、

松
若
丸
は
出
家
を
勧
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

結
果
的
に
そ
れ
が
、
大
き
な
仏
縁
と
な
っ
た

の
で
し
た
。

青
し
ょ
う

蓮れ
ん

院い
ん

は
比
叡
山
延
暦
寺
に
所

属
す
る
天
台
宗
の
寺
院
で
す
。 

春
の
夕
方
、
暗
く
な
る
頃
に
青
蓮
院
を
訪

れ
た
松
若
丸
に
、
住
持
で
あ
っ
た
慈 じ

鎮 ち
ん

和
尚

（
後
の
天
台
座
主 

慈
円
）
は
、
「
今
日
は
遅

い
か
ら
明
日
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
時
に
松
若
丸
は
、 

 

明
日
あ
り
と 

思
う
心
の
仇 あ

だ

桜
ざ
く
ら 

 

夜 よ

半 わ

に
嵐
の 

吹
か
ぬ
も
の
か
は 

 

と
無
常
観
を
詠
ま
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
志
に
打
た
れ
た
慈
鎮
和
尚
は
、
そ

の
日
の
う
ち
に
松
若
丸
を
剃
髪
し
、
得
度
式

を
執
行
し
た
の
で
し
た
。 

こ
こ
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
求
道
の
日
々
が

始
ま
っ
た
の
で
す
。 

   

       

  

 

親鸞聖人はおよそ八百年ほど前、京都に誕生され、その後関東でのご教化を経て

九十歳でお亡くなりになりました。そんな聖人を想う人々が、その実像を追い求

め史実を探し、史実の空白のなかから伝承が生まれ、そこから新たな旧跡が現れ

てきました。ここでは、そんな聖人のゆかりの地を訪ねていきたいと思います。 

親鸞聖人 
ゆかりの地を訪ねて 
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親鸞聖人ご得度  

    

【 

捨 
離 

】 

 

「
ゾ
リ
ゾ
リ
、
パ
サ
。
ゾ
リ
ゾ
リ
、
パ
サ
」
。

初
め
て
剃
刀
で
頭
髪
を
剃
っ
て
も
ら
っ
た
六

十
年
以
上
も
前
の
こ
と
な
が
ら
、
何
故
か
耳

の
底
に
鮮
明
に
残
っ
て
い
る
。 

昭
和
三
十
一
年
、
愚
生
十
二
才
の
夏
、
先

考
（
父
）
に
連
れ
ら
れ
て
京
都
本
願
寺
に
於

い
て
得
度
式
を
受
け
た
。
得
度
式
を
受
け
る

折
に
は
、
剃
髪
が
定
め
と
い
う
こ
と
で
、
東

本
願
寺
の
向
か
い
の
路
地
を
入
っ
た
処
の
小

さ
な
旅
館
の
浴
室
で
、
先
考
に
剃
っ
て
も
ら

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
こ
と
が
昨
日

の
こ
と
の
よ
う
に
脳
裏
に
泛
ん
で
く
る
の
で

あ
る
。
後
で
聞
い
た
話
で
は
、
得
度
式
を
受

け
る
多
く
の
人
は
、
散
髪
屋
さ
ん
へ
行
っ
て

剃
髪
し
て
も
ら
う
と
の
こ
と
。
京
都
の
散
髪

屋
さ
ん
も
、
夏
の
得
度
の
時
期
に
は
何
人
も

の
人
を
剃
髪
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
馴
れ
た

も
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
愚
生
は
直
接
先
考
の

手
で
剃
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
鮮
明
に
記
憶

に
残
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
愚
生

が
得
度
の
た
め
に
京
都
へ
赴
い
た
時
、「
得
度

式
」
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
意

味
の
あ
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
考

え
る
こ
と
も
な
く
、「
真
宗
の
寺
に
生
ま
れ
た

の
で
、
小
坊
主
に
な
る
た
め
に
本
山
へ
行
っ

て
そ
の
儀
式
を
受
け
る
の
だ
」
く
ら
い
の
認

識
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

           

浄
土
真
宗
の
開
祖
と
さ
れ
る
親
鸞
聖
人
は
、

僅
か
九
歳
の
春
、
伯
父
の
日
野
範
綱
に
導
か

れ
て
粟
田
口
の
青
蓮
院
で
慈
円
和
尚
を
戒
師

と
し
て
得
度
せ
ら
れ
た
。
そ
の
折
、
慈
円
和

尚
が
「
す
で
に
日
も
暮
れ
た
故
、
得
度
の
式

は
明
朝
に
い
た
そ
う
」
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
応
え
て
九
才
の
親
鸞
聖
人

が
「
明
日
あ
り
と
思
ふ
心
の
仇
桜
、
夜
半
に

嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か
は
」
と
和
歌
を
も
っ
て

訴
え
ら
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
折
し
も
青

蓮
院
の
境
内
は
桜
が
見
事
に
咲
き
誇
っ
て
い

た
と
想
像
さ
れ
る
。「
明
日
、
桜
の
花
見
を
愉

し
み
に
し
て
い
て
も
、
夜
中
に
嵐
が
吹
い
て

桜
の
花
は
散
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ぬ
。
私

と
て
明
日
を
待
た
ぬ
い
の
ち
か
も
し
れ
ま
せ

ぬ
。
是
非
今
、
得
度
の
式
を
あ
げ
て
く
だ
さ

い
」
と
和
歌
を
も
っ
て
心
の
内
を
宣
べ
ら
れ

た
。
そ
れ
を
聞
か
れ
た
歌
人
と
し
て
も
名
の

あ
る
慈
円
和
尚
は
「
僅
か
九
才
の
童
児
で
あ

り
な
が
ら
、
こ
れ
ほ
ど
の
歌
を
詠
ま
れ
る
と

は
徒
人
で
は
な
い
」
と
思
わ
れ
て
、
そ
の
訴

え
に
応
え
て
、
そ
の
場
で
「
得
度
の
式
」
を

執
り
行
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

祖
師
聖
人
は
僅
か
九
才
で
「
真
に
人
間
が

救
わ
れ
る
道
」
を
仏
道
に
求
め
る
と
云
っ
た

崇
高
な
志
願
を
も
っ
て
青
蓮
院
の
門
を
く
ぐ

ら
れ
た
。 

祖
師
聖
人
と
愚
生
を
比
べ
見
る
こ
と
な
ど

拙 

衲 

愚 

音 
せ
つ 

 

の
う 

 
 

ぐ 
 

お
ん 
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畏
れ
多
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
聖
人
の
得
度

に
対
す
る
お
心
の
向
き
姿
勢
の
崇
高
さ
を
思

う
に
つ
け
、
愚
生
の
場
合
、
得
度
を
受
け
る

こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
な
の
か
と
云
っ
た
聢

か
な
自
覚
も
な
く
、
本
願
寺
の
門
を
く
ぐ
り

「
得
度
式
」
を
受
け
た
こ
と
を
顧
み
る
時
、

た
だ
た
だ
慙
愧
に
堪
え
な
い
。 

得
度
は
本
来
出
家
と
同
義
で
、
頭
髪
を
剃

り
落
と
す
と
同
時
に
、
内
面
の
俗
心
も
剃
り

落
と
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
「

名
み
ょ
う

聞も
ん

・
利り

養よ
う

・

勝
し
ょ
う

他た

」
を
心
の
髻
と
し
、
こ
の

三
つ
の

髻
も
と
ど
り

を
切
り
落
と
し
、
捨
離
す
る
こ
と

が
得
度
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
名
聞

は
社
会
的
評
判
、
利
養
は
経
済
的
利
潤
、
勝

他
は
他
と
競
っ
て
、
よ
り
上
に
つ
か
ん
と
す

る
欲
望
。
「
名
聞
・
利
養
・
勝
他
」
を
三
つ
の

髻
と
表
現
さ
れ
る
が
、
吾
人
は
こ
の
三
つ
の

髻
を
よ
り
よ
く
結
び
上
げ
、
吾
身
を
飾
り
よ

り
美
し
く
見
せ
よ
う
と
、
日
々
苦
心
惨
憺
し

て
い
る
の
が
現
実
で
は
な
い
か
。「
名
聞
・
利

養
・
勝
他
」
が
地
位
、
名
誉
、
財
に
係
る
問

題
と
す
れ
ば
、
地
位
、
名
誉
、
財
を
得
る
こ

と
が
人
生
の
目
的
の
如
く
争
奪
戦
を
演
じ
て

い
る
の
が
、
人
間
社
会
の
現
実
と
思
わ
れ
る
。 

吾
人
は
地
位
、
名
誉
、
財
を
無
上
の
宝
の

如
く
追
い
求
め
て
止
ま
ぬ
が
、
幼
少
の
頃
、

大
事
な
宝
物
の
如
く
抽
き
出
し
の
奥
に
仕
舞

い
込
ん
で
い
た
も
の
を
、
大
人
に
な
っ
て
た

ま
た
ま
見
つ
け
出
し
て
、「
な
ん
で
こ
ん
な
も

の
を
宝
物
の
如
く
大
事
に
仕
舞
い
込
ん
で
い

た
の
だ
ろ
う
」
と
苦
笑
い
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
最
近
マ
ス
コ
ミ
で
「
ゴ
ミ
屋
敷
」
な

る
も
の
が
話
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
廻
り

の
人
か
ら
見
れ
ば
ゴ
ミ
と
し
か
思
わ
れ
な
い

物
を
、
ゴ
ミ
屋
敷
の
主
は
ゴ
ミ
で
は
な
く
大

事
な
資
源
と
主
張
し
、
隣
近
所
に
如
何
な
る

迷
惑
が
か
か
ろ
う
が
、
片
付
け
よ
う
と
し
な

い
と
云
っ
た
問
題
が
あ
る
。
近
隣
の
方
々
に

諸
々
の
迷
惑
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
大

変
問
題
で
は
あ
る
が
、
ゴ
ミ
屋
敷
と
云
わ
れ

る
家
の
主
人
が
、
資
源
だ
と
主
張
し
て
い
る

も
の
を
ゴ
ミ
だ
と
断
定
し
て
よ
い
も
の
か
ど

う
か
。
現
代
社
会
は
ま
だ
ま
だ
使
用
で
き
る

も
の
、
食
せ
る
も
の
を
ゴ
ミ
と
し
て
廃
棄
し

て
い
な
い
か
と
云
う
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。 

仏
教
の
唯
識
の
方
に
「
一い

っ

水す
い

四し

見け
ん

」
と
い

う
譬
喩
が
あ
る
。
一
鏡
四
見
と
も
云
わ
れ
る

譬
え
で
、
同
じ
水
で
も
天
人
は
甘
露
と
見
、

人
間
は
浄
水
と
見
、
魚
は
宮
殿
と
見
、
餓
鬼

は
火
焔
と
見
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
仏
教
に

は
業
力
所
感
、
業
感
縁
起
の
教
え
が
あ
る
。

同
じ
人
間
で
も
そ
れ
ぞ
れ
に
業
が
違
う
た
め

に
、
同
じ
も
の
を
見
て
い
て
も
各
々
違
っ
た

認
識
を
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
多

く
の
人
が
ゴ
ミ
だ
と
す
る
も
の
を
大
事
な
資

源
だ
と
す
る
人
が
居
て
も
何
の
不
思
議
も
な

い
。 多

く
の
人
が
三
つ
の
髻
「
名
聞
、
利
養
、

勝
他
」
、
つ
ま
り
地
位
、
名
誉
、
財
を
勝
ち
取

ら
ん
と
、
身
心
を
極
限
ま
で
駆
使
し
て
い
る

相
を
、
仏
や
名
だ
た
る
高
僧
の
目
に
は
ど
う

映
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
夏
の
夜
の
外
灯
に
群

が
り
突
進
す
る
虫
の
如
く
、
三
つ
の
髻
を
追

い
求
め
る
道
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪

道
に
つ
な
が
る
道
だ
。
そ
の
邪
道
を
捨
離
し

て
、
心
の
眼
を
仏
道
に
、
彼
岸
浄
土
に
向
け

よ
と
慈
悲
の
眼
を
以
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
に

違
い
な
い
。「
溺
れ
る
者
は
藁
を
も
掴
む
」
と

云
う
が
、
人
間
社
会
に
流
さ
れ
、
溺
れ
て
い

る
吾
人
は
藁
ど
こ
ろ
か
何
で
も
掴
み
取
っ
て

放
す
ま
い
と
身
を
堅
く
し
て
い
る
。
藁
に
も
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縋
る
思
い
を
捨
離
し
て
、
水
に
身
を
任
せ
ば

泛
く
の
で
あ
る
。 

吾
人
は
、
日
常
何
か
得
る
こ
と
ば
か
り
を

考
え
て
身
心
を
用
し
て
い
る
の
が
偽
ら
ぬ
相

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
自
分
の
力
で
今
望

ん
で
い
る
こ
と
が
望
み
通
り
に
進
ま
ぬ
と
、

寺
参
り
を
し
て
仏
に
縋
っ
て
願
い
を
叶
え
て

も
ら
お
う
と
す
る
。
仏
に
己
の
欲
望
成
就
を

祈
る
と
云
っ
た
行
為
は
、
水
に
溺
れ
て
い
る

者
が
藁
に
も
縋
る
以
上
に
、
愚
痴
顛
倒
と
云

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
寺
院
に
参
っ
て
仏

さ
ま
に
願
成
就
を
祈
る
と
云
う
こ
と
は
、
一

般
通
念
の
様
で
あ
る
が
、
各
寺
院
に
安
置
さ

れ
て
い
る
み
仏
は
、
阿
弥
陀
如
来
、
大
日
如

来
、
薬
師
如
来
、
釈
迦
如
来
等
々
、
御
尊
号

は
異
な
っ
て
も
仏
陀
如
来
は
同
義
で
、
真
実

の
道
理
に
覚
め
證
ら
れ
た
お
方
で
あ
れ
ば
、

如
何
な
る
仏
さ
ま
も
煩
悩
に
迷
惑
す
る
衆
生

を
、
差
別
な
く
真
実
の
世
界
へ
救
い
導
か
ん

と
さ
れ
る
の
が
本
義
で
あ
る
。 

然
れ
ば
、
己
の
欲
望
成
就
を
願
っ
て
寺
院

参
拝
し
御
本
尊
に
祈
る
行
為
は
、
例
え
て
云

え
ば
「
胃
病
を
患
い
、
常
に
空
腹
感
に
苦
し

む
人
が
、
病
院
へ
行
っ
て
食
を
乞
う
」
と
云

っ
た
様
な
も
の
か
。
病
院
の
医
師
は
そ
の
患

者
に
食
を
与
え
る
こ
と
な
ど
な
く
、「
貴
方
は

胃
病
だ
。
そ
の
病
気
を
治
さ
な
い
限
り
空
腹

の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
」
と
忠
告
す

る
で
あ
ろ
う
。
己
の
欲
望
成
就
の
た
め
に
寺

へ
参
っ
て
御
本
尊
に
祈
願
す
れ
ば
、
仏
さ
ま

は
祈
願
者
に
「
そ
の
願
い
は
迷
い
だ
。
苦
し

み
の
も
と
だ
。
そ
の
欲
心
を
捨
離
す
る
こ
と

が
救
い
の
道
だ
」
と
仰
せ
ら
れ
る
に
違
い
な

い
。 地

位
が
、
名
誉
が
、
財
が
、
学
歴
が
、
健

康
が
、
よ
き
伴
侶
が
欲
し
い
と
利
己
的
な
ご

利
益
を
求
め
て
寺
へ
参
拝
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
大
変
な
思
い
違
い
で
、
寺
の
存
在
は

諸
々
の
欲
心
に
限
ら
ず
、
怒
り
や
妬
み
心
の

捨
て
処
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
妄
念
な

る
が
故
。
然
し
な
が
ら
一
切
の
俗
心
を
捨
離

し
悟
っ
た
思
い
で
い
て
も
、
生
身
で
あ
る
以

上
、
煩
悩
の
根
ま
で
截
ち
切
る
こ
と
は
難
く
、

縁
が
催
す
れ
ば
欲
や
怒
り
妬
み
心
は
湧
き
水

の
ご
と
く
湧
き
出
し
て
止
め
よ
う
も
な
い
の

で
は
。 

僧
を
出
家
と
云
う
。
出
家
と
は
一
切
の
俗

心
を
捨
離
し
て
生
き
る
道
で
あ
る
。
併
し
俗

界
に
生
き
な
が
ら
俗
心
を
離
れ
る
と
云
う
こ

と
は
、
難
中
の
難
で
あ
る
。
故
に
親
鸞
聖
人

は
「
非
僧
非
俗
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
一
切
の

欲
心
煩
悩
を
捨
離
で
き
な
い
な
ら
ば
、
す
で

に
僧
で
は
な
い
。
し
か
し
、
俗
生
活
を
そ
の

ま
ま
肯
定
し
て
生
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
故
、

俗
に
非
ず
と
、
肉
食
妻
帯
の
生
活
を
慙
愧
さ

れ
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
仏
道
を
歩
ま
れ
た
の

で
あ
る
。 

川
柳
に
「
世
の
人
に
欲
を
捨
て
ろ
と
語
り

つ
つ
、
後
か
ら
拾
う
寺
の
住
職
」
と
あ
る
。 

恥
ず
可
し
傷
む
可
し
。 

 
 

 
 

合
掌 

成
田 

宣
信
（
金
相
寺
住
職
）  
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冒
頭
の
唯
円
の
問
い
は
、
信
仰
に
関
わ
る
ほ

と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
、
避
け
て
は
通
れ
な

い
問
題
で
す
。
ど
ん
な
信
仰
で
も
、
「
初
体
験

の
感
動
」
が
な
け
れ
ば
入
信
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
れ
が
長
続
き
し
な
い
の
も
必
然
の

問
題
で
す
。(

中
略)

 
 

親
鸞
以
前
の
仏
教
は
、
お
念
仏
を
喜
べ
な
い

の
は
、
修
行
不
足
や
聞
法
不
足
、
ま
た
は
能
力

が
劣
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。

唯
円
も
そ
う
思
っ
て
い
た
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
煩
悩
が
作
用
し
て
、
念
仏
を
喜

べ
な
く
さ
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
喜
べ
な
い
の

も
他
力
な
の
だ
と
親
鸞
は
み
て
い
る
の
で
す
。

煩
悩
は
自
力
で
「
起
こ
せ
る
」
も
の
で
な
く
、

他
力
で
「
起
こ
る
」
も
の
で
す
。
「
起
こ
す
」

の
も
「
起
こ
さ
な
い
」
の
も
自
分
の
力
で
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
思
い
が
あ
る
た
め

に
、
「
起
こ
る
」
の
は
自
分
の
ほ
う
に
問
題
が

あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
す
。 

「
菩
提
心
」
と
言
っ
て
き
た
こ
こ
ろ
を
「
自

力
」
と
見
抜
い
た
の
が
親
鸞
の
凄
さ
で
す
。
そ

こ
で
親
鸞
以
前
の
仏
教
は
死
ん
だ
の
で
す
。
そ

こ
か
ら
他
力
の
仏
教
が
初
め
て
誕
生
し
た
の

で
す
。
弟
子
・
唯
円
に
そ
の
こ
と
の
〈
ほ
ん
と

う
〉
が
腑
に
堕
ち
た
か
ら
こ
そ
、
第
九
条
が
歴

史
に
残
っ
た
の
で
す
。 

（
本
文
よ
り
抜
粋
） 

 

～ 

所 

感 

～ 

 

 

教
え
に
出
会
い
、
ま
さ
に
真
っ
暗
闇
の
な

か
に
光
が
さ
し
、
目
の
前
が
パ
ッ
と
光
り
輝

き
開
け
て
く
る
よ
う
な
救
済
体
験
を
「
光
明

体
験
」
と
い
い
ま
す
。
著
者
武
田
定
光
氏
の

い
う
「
初
体
験
の
感
動
」
の
こ
と
で
す
が
、

こ
れ
は
長
続
き
し
な
い
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。 

 

こ
の
時
に
、
光
明
体
験
に
執
着
し
て
し
ま

う
と
、「
も
う
あ
の
時
の
よ
う
な
感
動
が
生
ま

れ
な
い
こ
の
教
え
は
、
や
は
り
ホ
ン
モ
ノ
で

は
な
か
っ
た
の
だ
」
と
言
っ
て
、
宗
教
を
転
々

と
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
感
動
が
薄
れ
て
し

ま
う
よ
う
な
私
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀

如
来
は
救
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
と
親
鸞
聖
人

は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
こ
に
阿
弥
陀
如
来

と
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
の
徹
底
し
た
関
係
性

が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

釋
宣
明 

《 

第
九
条 
》
～
現
代
語
訳
～ 

「
念
仏
を
称
え
て
い
ま
し
て
も
、
か
つ
て
の
よ
う

に
お
ど
り
上
が
る
よ
う
な
喜
び
が
感
じ
ら
れ
な

い
の
は
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
？(

中
略)

」

と
親
鸞
聖
人
に
お
尋
ね
し
ま
し
た
ら
、
「
私(

親

鸞)

も
、
こ
の
こ
と
が
疑
問
で
あ
り
ま
し
た
。
唯

円
房
、
あ
な
た
も
同
じ
疑
問
を
も
た
れ
た
の
で
す

ね
。(

中
略)

教
え
の
道
筋
か
ら
い
え
ば
、
喜
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
喜
び
の
感

情
が
起
こ
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
よ
り
い
っ
そ
う
弥

陀
の
浄
土
へ
の
往
生
は
間
違
い
な
い
と
い
た
だ

く
べ
き
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
喜
ぶ
は
ず
の

こ
こ
ろ
を
喜
ば
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
は
、

煩
悩
が
は
た
ら
く
か
ら
で
す
。
如
来
は
永
劫
の
昔

か
ら
私
達
を
見
通
さ
れ
て
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫

よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
弥
陀
の

他
力
の
悲
願
は
、
こ
の
よ
う
私
た
ち
の
た
め
な
の

だ
と
受
け
止
め
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
頼
も
し
く
感

じ
ら
れ
る
の
で
す
。(

後
略) 

 

同 ど
う

朋 ぼ

う

会 か

い 

～
歎
異
抄
勉
強
会
～ 
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【 

「
東
京
大
空
襲
」
雑
記 

】 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金
相
寺
責
任
役
員 

篠 

正
美 

氏 

 

年
齢
を
増
す
ご
と
に
記
憶
力
が
衰
退
し
、

点
の
状
態
の
そ
れ
ら
が
な
か
な
か
繋
が
ら
な

く
な
っ
た
が
、
か
な
り
強
い
印
象
と
し
て
今

も
心
に
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。 

 

昭
和
十
八
年
四
月
に
、
母
に
手
を
引
か
れ

期
待
と
不
安
を
抱
え
な
が
ら
明
大
前
駅
近
く

の
本
願
寺
幼
稚
園
（
本
願
寺
和
田
堀
廟
の
附

属
幼
稚
園
で
、
九
条
武
子
や
樋
口
一
葉
の
墓

地
が
あ
り
、
地
元
で
は
有
名
な
寺
で
子
ど
も

の
格
好
の
遊
び
場
だ
っ
た
）
の
入
園
式
に
向

か
っ
た
。
ク
ラ
ス
分
け
で
私
は
赤
組
と
な
り
、

桜
型
の
セ
ル
ロ
イ
ド
型
抜
き
の
マ
ー
ク
を
配

布
さ
れ
、
当
時
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
ハ
ン
カ
チ
に
住
所
、
氏
名
、
血
液
型

を
書
い
た
も
の
と
一
緒
に
胸
に
つ
け
、
誇
ら

し
気
に
帰
宅
し
た
の
を
憶
え
て
い
る
。 

         

昭
和
十
六
年
十
二
月
の
真
珠
湾
へ
の
奇
襲

攻
撃
を
き
っ
か
け
に
、
昭
和
十
七
年
に
第
二

次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
そ
の
頃
は
連
日
の

よ
う
に
米
軍
の
小
規
模
な
空
襲
が
あ
り
、
結

局
私
の
在
延
期
感
は
そ
の
一
日
限
り
だ
っ
た
。 

 

昭
和
十
九
年
四
月
に
世
田
谷
区
立
松
原
国

民
学
校
に
入
学
。
授
業
ら
し
い
も
の
は
な
く
、

空
襲
警
報
の
サ
イ
レ
ン
が
鳴
る
度
に
近
所
の

上
級
生
が
ロ
ー
プ
の
先
端
を
持
ち
、
低
学
年

の
私
た
ち
を
誘
導
し
、
安
全
な
場
所
に
避
難

し
た
。
授
業
ら
し
い
授
業
は
で
き
ず
に
そ
の

年
の
末
か
ら
翌
年
の
初
め
頃
に
学
童
疎
開
が

開
始
さ
れ
た
。
資
格
は
三
年
生
以
上
で
、
行

き
先
は
茨
城
、
福
島
の
寺
な
ど
で
、
上
級
生

を
見
て
い
る
と
遠
足
に
で
も
行
く
か
の
よ
う

で
と
て
も
羨
ま
し
か
っ
た
。 

 

父
は
召
集
さ
れ
て
い
て
、
留
守
家
族
（
ほ

と
ん
ど
の
家
庭
も
そ
う
だ
っ
た
）
の
我
が
家

は
兄
二
人
と
母
、
母
方
の
祖
父
の
五
人
で
、

長
兄
は
中
学
二
年
、
次
兄
は
六
年
生
だ
っ
た

が
、
学
童
疎
開
に
は
行
か
せ
て
貰
え
な
か
っ

た
。
母
の
「
死
ぬ
と
き
は
家
族
一
緒
に
死
ぬ

の
よ
」
と
い
う
一
言
に
全
員
が
納
得
し
て
い

た
の
だ
。
無
論
そ
ん
な
状
況
で
死
へ
の
恐
怖

心
な
ど
な
か
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
年
三
月
十
日
未
明
に
来
襲
し
た

B
2

9

の
大
編
隊
（
一
説
に
は
三
四
四
機
と
い

わ
れ
て
い
る
）
の
無
差
別
攻
撃
に
よ
っ
て
大

量
の
爆
弾
、
焼
夷
弾
が
投
下
さ
れ
、
発
生
し

た
火
災
は
半
時
間
足
ら
ず
で
下
町
全
域
に
及

ん
だ
。
焼
失
家
屋
二
十
五
万
戸
、
四
十
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
死
者
約
十
万
人
の
被
害
を

生
じ
た
。
私
の
家
か
ら
南
東
方
面
の
空
が
真

っ
赤
だ
っ
た
の
が
鮮
烈
に
脳
裏
に
焼
き
付
い

て
い
る
。 

 

同
年
の
四
月
十
三
日
か
ら
十
四
日
に
は
東

京
西
部
地
域
が
同
様
の
大
規
模
な
空
襲
を
受
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け
、
五
月
二
十
四
日
に
は
東
京
山
の
手
地
域

（
世
田
谷
、
渋
谷
、
目
黒
区
な
ど
）
と
三
次

に
わ
た
り
大
空
襲
を
受
け
た
。
こ
の
二
十
四

日
に
我
が
家
も
消
失
し
た
。 

          
 

  

 

当
日
、
祖
父
は
脚
が
不
自
由
で
あ
っ
た
た

め
、
兄
二
人
が
木
製
の
雨
戸
を
担
架
代
わ
り

に
し
、
明
大
前
と
永
福
町
の
間
に
あ
っ
た
和

泉
田
圃
に
避
難
さ
せ
た
。
母
と
私
は
明
大
前

駅
近
く
に
あ
っ
た
軍
馬
訓
練
場
に
逃
れ
た
。

そ
こ
は
小
さ
な
川
が
流
れ
て
い
て
、
分
厚
い

防
災
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
い
る
者
に
は
熱
さ
を

凌
ぐ
の
に
好
都
合
だ
っ
た
。
道
端
の
焼
死
体

や
遺
体
を
避
け
な
が
ら
、
避
難
の
途
中
数
メ

ー
ト
ル
先
に
学
校
で
私
と
隣
り
合
わ
せ
だ
っ

た
磯
山
愛
子
ち
ゃ
ん
の
家
族
も
逃
げ
て
い
て
、

そ
の
家
族
の
と
こ
ろ
に
小
型
焼
夷
弾
が
直
撃

し
、
彼
女
だ
け
即
死
し
た
。
梅
ヶ
丘
駅
近
く

に
あ
っ
た
根
津
山
（
今
は
梅
の
名
所
で
、
世

田
谷
区
立
羽
根
木
公
園
）
は
陸
軍
の
高
射
砲

陣
地
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
近
所
の
人
の
大

半
が
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
。 

            

祖
父
は
翌
日
五
月
二
十
五
日
に
亡
く
な
っ

て
い
た
。
八
十
二
歳
と
い
う
当
時
と
し
て
は

長
命
で
あ
っ
た
が
、
近
所
の
方
々
の
協
力
に

よ
り
、
焼
跡
の
木
々
を
集
め
て
火
葬
に
し
、

骨
を
拾
っ
て
葬
っ
た
。 

八
月
六
日
に
廣
島
、
九
日
に
長
崎
に
「
新●

型●

爆●

弾●

」
が
投
下
さ
れ
た
こ
と
を
ラ
ジ
オ
ニ
ュ

ー
ス
で
聞
い
た
。 

こ
れ
は
戦
争
の
地
獄
図
の
ほ
ん
の
一
部
だ

が
、
と
も
か
く
戦
争
が
終
わ
り
を
迎
え
、
子

ど
も
心
に
も
安
堵
し
た
。 

何
と
い
う
人
間
の
愚
か
さ
・
・
・
。
若
い

人
た
ち
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
生
を
授
か
る
で

あ
ろ
う
人
々
が
、
い
つ
ま
で
も
「
平
和
」
を

享
受
し
て
ほ
し
い
。 

       ※
 

今
年
も
夏
の
子
ど
も
会
で
戦
争
体
験
を
語

っ
て
く
だ
さ
っ
た
篠
さ
ん
。
貴
重
な
場
を

い
た
だ
き
、
ス
タ
ッ
フ
及
び
参
加
者
一
同
、

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 
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子どもたちに語りかける篠さん。 
子どもたちはもちろん、保護者の

方々も真剣に耳を傾けていました。 

                        

● 

夏
の
子
ど
も
会
ご
報
告 

 夏
の
恒
例
行
事
「
夏
の
子
ど
も
会
」
を
創

志
館
～
相
模
原
て
ら
こ
や
～
主
催
で
八
月
六

日
（
月
）
に
開
催
い
た
し
ま
し
た
。 

今
年
は
、
平
成
最
後
の
年
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
戦
争
体
験
を
当
寺
責
任
役
員
の
篠
さ

ん
よ
り
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

          

篠
さ
ん
に
子
ど
も
会
で
戦
争
体
験
の
お
話

を
い
た
だ
く
の
は
、
今
回
で
三
度
目
で
す
が
、

毎
回
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

す
。
戦
後
七
十
三
年
が
経
ち
、
年
々
戦
争
体

験
を
語
れ
る
方
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
な
か
、

生
の
声
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
は
非

常
に
貴
重
で
あ
り
が
た
い
経
験
で
す
。
私
た

ち
保
護
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
の
お
祖
父
ち
ゃ
ん

お
祖
母
ち
ゃ
ん
で
す
ら
、
す
で
に
戦
後
生
ま

れ
で
す
。
ま
た
、
携
帯
ゲ
ー
ム
機
や

Y
o

u
T

u
b

e

な
ど
の
普
及
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
身

近
に
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
の
世
界
が
溢

れ
、
戦
争
と
い
う
も
の
が
現
実
に
起
こ
っ
た

こ
と
と
は
感
じ
ら
れ
ず
、
悲
し
い
歴
史
を
汲

み
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。 

し
か
し
、
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
に
も
、
篠

さ
ん
の
お
話
は
し
っ
か
り
と
届
い
た
よ
う
で
、

平
和
な
世
の
中
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
対
す
る

感
謝
の
言
葉
な
ど
も
子
ど
も
た
ち
の
間
か
ら

聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
今
後
と
も
こ
の
よ
う

な
場
を
少
し
で
も
開
い
て
い
け
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
さ

ん
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

次
回
の
子
ど
も
会
は
十
二
月
二
日
に
、
秋

の
子
ど
も
会
・
親
鸞
聖
人
御
命
日
の
集
い
「
こ

ど
も
報
恩
講
」
を
開
催
予
定
で
す
。
是
非
、

有
縁
の
方
々
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

副住職の 
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オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
に
関
わ
っ
た
十
三
名
の
死
刑
囚
の
刑
が
執

行
さ
れ
た
。
あ
の
日
以
来
、「
本
当
に
こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
」

と
い
う
問
い
が
頭
か
ら
離
れ
な
い
。
私
た
ち
は
子
ど
も
の
頃
か
ら

「
い
の
ち
は
大
切
に
」
と
教
え
ら
れ
、
ま
た
縁
あ
る
人
々
に
も
そ
の

よ
う
に
教
え
る
が
、
そ
の
こ
と
と
死
刑
制
度
と
は
、
果
た
し
て
矛
盾

し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
死
刑
は
国
に
よ
る
殺
人
と
は
言
え
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
よ
く
「
阿
弥
陀
如
来
は
一
切
衆
生
を
み
な
平
等
に
救
い
と

げ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
で
は
重
犯
罪
者
も
等
し
く
救
わ
れ
る
の
か
」

と
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
と
向
き
合
う
時
、
被

害
者
感
情
や
自
己
の
見
解
で
物
事
を
判
断
す
れ
ば
、
重
犯
罪
者
が
救

わ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
如
来
は
私
た
ち
の
モ
ノ
サ
シ
で
考
え
る
よ

う
な
善
悪
や
優
劣
で
は
な
く
、
い
の
ち
の
本
来
性
、
す
な
わ
ち
「
み

な
等
し
く
尊
い
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
い
の
ち
あ
る
も
の
は
み

な
等
し
く
救
い
と
げ
る
と
は
た
ら
き
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
簡
単
に
善
し
悪
し
を
口
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
少
な
く
と
も
仏
教
的
眼
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
皆
さ
ん
は
ど
う
お
感
じ
だ
ろ
う
か
。 
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発
行
日 
二
〇
一
八
（
仏
歴
二
五
六
一
年
）
年
九
月
一
日 

今後の予定 

法 

要 

九
月
二
十
三
日 

秋
彼
岸
会 

十
一
月
十
一
日 

報
恩
講 

 
勉
強
会
な
ど 

 

十
月
六
日 
午
後
二
時
～ 

 

同
朋
会 

～
歎
異
抄
学
習
会
～ 

（
輪
読
・
座
談
会
） 

※ 

偶
数
月
（
二
、
四
、
六
・
八
・
十
・
十
二
月
）

の
第
一
土
曜
日
に
開
催
予
定
。 

十
二
月
二
日 

 

秋
の
子
ど
も
会 

（
子
ど
も
会
・
青
年
会
報
恩
講
） 

※ 

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い 

 

毎
月
一
回 

仏
教
青
年
会 

※ 

毎
月
の
開
催
日
等
、
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
い
た
だ
く
か
電
話
・
メ
ー
ル
に
て
お
問

合
せ
下
さ
い 

 

予
定
は
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま

す
。
詳
細
は
随
時
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
い
た

だ
く
か
、
電
話
・
メ
ー
ル
に
て
お
問
合
せ
下
さ
い 
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