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● 

比
叡
山
下
山
と
六
角
堂
参
籠 

 

大
乗
院

だ
い
じ
ょ
う
い
ん

の
夢
告

む

こ

く

の
翌
年
、
正
治
三
年
＝

建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
年
）
、
親
鸞
聖
人
は
、

比
叡
山
で
の
二
十
年
に
お
よ
ぶ
修
行
で
も

魂
の
解
決
が
で
き
ず
、
精
も
根
も
尽
き
果

て
て
、
つ
い
に
二
十
九
歳
の
春
、
天
台
宗

の
教
え
に
絶
望
し
、
下
山
を
決
意
し
ま
す
。 

 

下
山
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
は
、
聖
徳
太
子

が
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
六
角
堂
（
紫

雲
山
頂
法
寺
）
に
百
日
の
参
籠

さ
ん
ろ
う

を
決
意
さ

れ
ま
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
が
六
角
堂
参
籠
を
決
意
さ
れ

た
き
っ
か
け
は
、
お
そ
ら
く
、
法
然
上
人

の
噂
を
聞
か
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
京
都
東
山
の
吉
水
の
地
に
法
然
上
人

と
い
う
方
が
い
て
、
出
家
・
在
家
を
問
わ

ず
、
念
仏
一
つ
で
、
す
べ
て
の
人
が
救
わ

れ
る
道
を
説
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う
噂
で

し
た
。
こ
の
法
然
上
人
を
慕
い
、
多
く
の

人
々
が
集
っ
て
い
ま
し
た
が
、
従
来
の
仏

教
の
教
え
を
守
っ
て
い
る
人
々
は
、
出
家

の
者
も
在
家
の
者
も
、
持
戒
の
者
も
破
戒

の
者
も
、
平
等
に
救
わ
れ
る
な
ど
あ
り
え

な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
教
え
は
、
世
の
中

を
乱
す
、
と
ん
で
も
な
い
邪
説
で
あ
る
と
、

激
し
く
批
難
し
て
い
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
比
叡
山
で
の
修
行
に
行
き
詰

ま
り
を
感
じ
て
い
た
聖
人
は
、
法
然
上
人

の
教
え
に
強
く
引
か
れ
る
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
比
叡
山
を
捨
て
て
、

法
然
上
人
の
も
と
に
行
く
こ
と
は
、
と
て

も
大
き
な
決
心
の
い
る
こ
と
で
し
た
。
そ

の
最
終
判
断
を
、
六
角
堂
参
籠
に
よ
っ
て
、

聖
徳
太
子
の
指
示
を
仰
ご
う
と
さ
れ
た
の

で
し
た
。 

        

こ
の
六
角
堂
参
籠
を
通
し
て
、
親
鸞
聖

人
は
有
名
な
「
女
犯
の
夢
告
」
と
い
う
お

告
げ
を
聖
徳
太
子
よ
り
あ
ず
か
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
次
回
、
詳

し
く
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

親鸞聖人はおよそ八百年ほど前、京都に誕生され、九十歳

でお亡くなりになりました。  

その人生を通してお伝え下さったお念仏の教えは今もな

お、人々の心に響き、生きる勇気と力を与え続けています。 

悪人正機説や肉食妻帯されたということで有名ですが、一

体親鸞聖人とはどのような方だったのでしょうか。  

ここでは親鸞聖人のご人生について共に触れていきたいと

思います。  

紙衣の九十年 
か み こ   くじゅうねん  

六角堂（紫雲山頂法寺） 

http://tencoo.fc2web.com/jinja/ky-rokkaku05.jpg
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【 

禍 か 
福 ふ

く 

】 

 

 

当
寺
は
昭
和
五
十
四
（
一
九
七
九
）
年

開
基
の
全
く
新
し
い
寺
で
あ
る
。
昭
和
五

十
（
一
九
七
五
）
年
一
月
、
先
考
の
勧
め

を
受
け
、
真
宗
寺
院
を
建
立
す
べ
く
、
相

模
原
の
地
に
愚
生
は
訪
れ
た
。 

 

当
地
に
来
て
、
ま
ず
寺
院
建
立
に
必
要

と
思
わ
れ
る
四
百
坪
程
の
土
地
を
捜
す
べ

く
、
有
縁
の
方
々
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

間
無
し
に
三
カ
所
の
物
件
の
照
会
が

齎
も
た
ら

さ
れ
た
。
斡
旋
を
受
け
た
三
件
の
中
、
特

に
二
件
の
物
件
は
、
当
地
に
お
い
て
、
価

格
、
交
通
の
便
等
々
を
鑑
み
て
、
こ
れ
以

上
の
好
条
件
の
土
地
は
な
い
の
で
は
と
考

え
、
話
を
進
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
な

ぜ
か
二
件
と
も
地
権
者
の
方
の
都
合
で
断

念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
人

間
の
心
理
と
い
う
も
の
か
、
頓
挫
し
た
二

件
の
土
地
が
、
寺
を
建
立
す
る
に
は
ま
た

と
な
い
土
地
に
思
わ
れ
、
そ
の
時
は
非
常

に
残
念
で
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
暫
く
し
て
、
ま
た
新
た
に
別
の
土

地
の
紹
介
が
齎
さ
れ
た
。
そ
の
土
地
こ
そ

が
現
在
金
相
寺
が
建
っ
て
い
る
土
地
で
あ

る
。
今
で
も
前
に
求
め
よ
う
と
し
て
断
念

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
処
の
前
を
車
で
通

る
こ
と
が
あ
る
が
、
寺
を
建
立
す
る
環
境

と
し
て
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
程
、
現
在
の

地
は
良
好
で
あ
る
。
最
初
に
紹
介
さ
れ
た

土
地
の
譲
渡
の
話
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
で

い
た
ら
と
思
う
と
、
不
可
思
議
な
因
縁
を

喜
ば
ず
に
い
ら
れ
ぬ
の
も
事
実
で
あ
る
。

ま
た
、
寺
の
裏
に
増
設
さ
れ
た
墓
地
の
件

で
も
、
同
様
の
思
い
が
あ
る
。 

確
か
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
の
春
で

あ
っ
た
と
思
う
が
、
寺
の
東
側
の
現
在
駐

車
場
に
な
っ
て
い
る
処
の
地
権
者
の
方
が

寺
に
来
ら
れ
、
今
ま
で
は
緑
地
保
全
地
区

の
た
め
開
発
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の

度
開
発
許
可
が
お
り
、
資
材
置
場
と
し
て

貸
し
出
す
と
い
う
事
で
あ
っ
た
の
で
、
寺

と
し
て
は
「
荘
厳
仏
事
を
為
す
」
と
い
う

言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
景
観
は
最
も
大
事

な
部
分
で
あ
り
、
何
と
か
景
観
を
守
ら
ね

ば
と
い
う
こ
と
で
、
地
権
者
の
方
に
土
地

を
譲
っ
て
も
ら
い
、
墓
地
と
し
て
景
観
を

守
ろ
う
と
考
え
、
地
権
者
の
方
に
譲
渡
の

話
を
し
た
と
こ
ろ
、
貸
出
し
か
考
え
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
墓
地
の
件
は
断
念

せ
ざ
る
を
え
ず
、
ど
う
し
た
も
の
か
と
悩

ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
寺
の
裏
の
現
在
墓
域

に
な
っ
て
い
る
土
地
の
地
権
者
の
方
か
ら

「
お
寺
が
墓
地
の
計
画
を
お
考
え
な
ら
、

寺
の
裏
の
私
の
土
地
六
百
坪
を
お
譲
り
し

ま
す
よ
」
と
の
お
話
が
あ
り
、
そ
れ
な
ら

お
譲
り
下
さ
る
寺
の
裏
側
の
土
地
を
墓
地

に
し
て
、
東
側
の
貸
し
出
す
と
さ
れ
る
土

地
は
駐
車
場
と
し
て
借
り
入
れ
て
、
廻
り

の
環
境
景
観
を
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
計

画
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
当
処
問

題
と
な
っ
た
現
在
の
駐
車
場
の
土
地
の
当

時
の
地
権
者
の
方
が
、
土
地
は
譲
渡
し
な

い
で
貸
し
出
す
と
い
う
強
い
考
え
が
あ
っ

た
の
で
、
景
観
上
如
何
に
対
処
す
べ
き
か

苦
慮
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と

が
寺
と
し
て
よ
り
よ
い
景
観
環
境
を
守
る

こ
と
が
で
き
る
結
果
を
齎
し
て
く
れ
た
こ

拙 

衲 

愚 

音 
せ
つ 

 

の
う 

 
 

ぐ 
 

お
ん 
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と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
禍
福

か

ふ

く

は

糾
あ
ざ
な

え

る
縄 な

わ

の
如
し
」「
人 に

ん

間 げ
ん

万 ば
ん

事 じ

塞 さ
い

翁 お
う

が
馬 う

ま

」
と

い
っ
た
格
言
が
あ
る
が
、
寺
建
立
の
用
地

の
件
と
い
い
、
墓
地
増
設
に
よ
っ
て
景
観

を
守
ら
ん
と
し
た
件
と
い
い
、
こ
の
格
言

を
彷
彿
さ
せ
る
流
れ
で
は
あ
っ
た
。 

          

し
か
し
、
こ
の
様
な
こ
と
は
、
一
般
社

会
通
念
上
云
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
仏

法
を
通
し
て
見
た
時
、
個
人
の
、
或
い
は

周
の
都
合
の
よ
し
あ
し
で
一
喜
一
憂
す
る

こ
と
は
、
全
く
の
迷
妄
で
し
か
な
い
。
唐

代
の
禅
僧
大
梅
山
法

だ
い
ば
い
さ
ん
ほ
う

常
じ
ょ
う

禅
師

ぜ

ん

じ

に
「
随 ず

い

流
去

る

こ

」

の
一
語
あ
り
と
聞
く
。
我
々
が
健
康
に
留

意
す
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
何
人
も

逃
れ
難
き
は
老
病
死
な
れ
ば
、
年
老
い
た

ら
老
人
に
、
病
を
え
た
ら
病
人
に
徹
す
る

こ
と
だ
。
そ
れ
を
老
い
て
も
な
お
壮
年
の

頃
を
、
病
ん
で
な
お
健
康
な
時
期
を
夢
見

て
い
る
の
が
吾
人
の
常
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
愈
々

い
よ
い
よ

苦
悩
を
募
ら
せ
、
迷
妄
の
底
に
堕

し
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
「
随

流
去
」
の
一
語
は
説
き
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
晩
唐
の
禅
僧
普
化

ふ

け

和
尚

か
し
ょ
う

に
「
明 め

い

頭 と
う

来 ら
い

也 や

明 め
い

頭 と
う

打 だ 

暗 あ
ん

頭 と
う

来 ら
い

也 や

暗 あ
ん

頭 と
う

打 だ

」
の
一
句
あ
り
。
順
境
に
あ
れ
ば
順

境
に
、
逆
境
に
あ
れ
ば
逆
境
に
徹
す
る
と

い
う
こ
と
か
。
吾
人
は
逆
境
に
あ
る
と
、

そ
の
逆
境
か
ら
逃
れ
ん
と
し
て
、
色
々
踠 も

が

く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
苦
境
に
堕

ち
入
る
。
水
に
溺
れ
た
者
が
、
踠
け
ば
踠

く
ほ
ど
、
水
に
沈
む
こ
と
に
な
る
如
く
に
。 

良
寛
さ
ま
に
は
「
災
難
に
遇
う
時
節
に

は
災
難
に
遇
う
が
よ
く
候
。
死
ぬ
時
節
に

は
死
ぬ
が
よ
く
候
。
是
は
こ
れ
災
難
を
の

が
れ
る
妙
法
に
て
候
」
と
、
震
災
で
被
害

を
受
け
た
友
人
に
送
っ
た
と
さ
れ
る
有
名

な
見
舞
い
の
手
紙
が
あ
る
。
法
常
禅
師
の

「
随
流
去
」
と
い
い
、
普
化
和
尚
の
「
明

頭
来
也
明
頭
打 

暗
頭
来
也
暗
頭
打
」
と
い

い
、
相
通
ず
る
も
の
を
感
じ
る
。 

親
鸞
聖
人
は
『

浄
じ
ょ
う

土 ど

文 も
ん

類 る
い

聚 じ
ゅ

鈔
し
ょ
う

』
の

中
で
、「
心 し

ん

を
弘 ぐ

誓 ぜ
い

の
仏
地

ぶ

つ

じ

に
樹 た

て
、
情

じ
ょ
う

を

難 な
ん

思 し

の
法 ほ

う

海 か
い

に
流 な

が

す
」
と
仰
せ
ら
れ
て
あ

る
。
念
仏
に
ご
縁
を
い
た
だ
く
も
の
は
、

軸
足
を
念
仏
の
大
地
に
樹
て
、
万
川
が
一

味
の
潮
に
流
れ
込
む
如
く
、
一
切
の
妄
念

を
念
仏
の
法
海
に
流
す
。「
こ
う
な
れ
ば
好

都
合
だ
。
こ
う
な
っ
た
ら
不
都
合
だ
」「
こ

う
な
っ
た
ら
仕
合
せ
だ
。
こ
う
な
っ
た
ら

不
幸
せ
だ
」
と
い
っ
た
計
ら
い
は
、
全
て

迷
妄
と
振
り
捨
て
、「
禍
福
」
に
と
ら
わ
れ

た
狭
い
穢
土

え

ど

を
超
え
、「
広
大
に
し
て
辺 へ

ん

際 ざ
い

な
き
」
浄
土
往
生
の
大
道
が
、
念
仏
の
一

念
で
開
か
れ
る
。 

 

勝
っ
た
、
負
け
た
。
好
き
だ
、
嫌
い
だ
。

損
だ
、
得
だ
と
い
っ
た
差
別
相
対
の
娑
婆

世
界
に
執
着
す
る
道
は
、
い
よ
い
よ
迷
妄

の
中
に
沈
ん
で
い
く
以
外
に
な
い
。
そ
の

様
な
人
生
で
終
わ
る
と
し
た
ら
、
「
空 く

う

過 か

」

の
一
生
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

成
田 

宣
信
（
金
相
寺
住
職
） 

当寺建設中の様子  
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【 

金
相
寺
と
の
出
会
い 
】 

 
 

 
 

 

畠
山 

省
治
氏 

（
金
相
寺
門
徒
総
代
） 

 

縁
あ
っ
て
相
模
原
の
田
名
に
父
母
と
妻
、

そ
れ
に
二
人
の
子
ど
も
の
六
名
で
移
り
住

ん
だ
の
が
、
今
か
ら
四
十
二
年
前
。
あ
る

時
、
車
で
通
勤
途
中
の
林
の
中
に
お
寺
が

建
ち
始
め
て
い
ま
し
た
。
父
の
岩
手
県
の

菩
提
寺
と
同
じ
、
浄
土
真
宗
の
寺
院
で
し

た
。
そ
の
後
一
年
ほ
ど
で
お
寺
は
完
成
し

た
様
子
で
、
何
と
な
く
気
に
は
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
当
時
は
特
別
ご
縁
を
い

た
だ
い
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
た
だ
、
出
勤
時
の
折
、
山
門
脇
の

掲
示
板
に
書
か
れ
た
法
語
を
見
て
は
、
判

ら
な
い
文
字
が
あ
る
と
、
後
で
辞
書
で
調

べ
た
り
し
て
お
り
ま
し
た
。 

そ
ん
な
あ
る
日
、
三
歳
で
亡
く
な
っ
た

私
の
妹
と
、
十
六
歳
で
亡
く
な
っ
た
弟
の

法
事
を
当
地
（
相
模
原
）
で
勤
め
よ
う
と

い
う
事
に
な
り
、
初
め
て
金
相
寺
の
門
を

く
ぐ
っ
た
次
第
で
す
。
ご
住
職
は
快
く
受

け
て
下
さ
り
、
自
宅
で
執
り
行
い
ま
し
た
。 

暫
く
し
て
金
相
寺
に
ご
挨
拶
に
伺
っ
た

と
こ
ろ
、
ご
住
職
が
寺
の
お
内
仏
に
安
置

さ
れ
て
い
た
阿
弥
陀
如
来
像
を
取
り
出
さ

れ
て
、「
こ
の
如
来
像
は
、
私
が
若
年
の
頃

ご
本
尊
と
し
て
拝
ん
で
い
た
ご
仏
像
で
す

が
、
お
宅
の
お
内
仏
の
ご
本
尊
と
し
て
荘

厳
さ
れ
て
は
」
と
私
に
渡
し
て
下
さ
い
ま

し
た
。
手
に
い
た
だ
い
た
瞬
間
、
涙
が
溢

れ
ま
し
た
。
家
に
戻
り
住
職
か
ら
渡
さ
れ

た
ご
本
尊
を
父
母
に
見
せ
る
と
、
た
だ
た

だ
手
を
合
わ
せ
、
涙
を
流
し
喜
ん
で
お
り

ま
し
た
。
家
の
仏
壇
は
父
の
実
家
か
ら
戴

い
た
親
鸞
聖
人
像
の
お
掛
け
軸
を
ご
本
尊

と
し
て
荘
厳
し
て
い
ま
し
た
が
、
金
相
寺

の
ご
住
職
が
「
真
宗
の
ご
本
尊
は
弥
陀
一

仏
で
す
」
と
言
わ
れ
、
お
渡
し
く
だ
さ
っ

た
の
で
す
。 

そ
の
後
、
母
九
十
三
歳
の
葬
儀
は
母
の

遺
言
通
り
自
宅
で
執
り
行
い
、
ま
た
弟
五

十
歳
の
葬
儀
は
東
京
の
斎
場
ま
で
ご
住
職

に
ご
足
労
い
た
だ
く
と
共
に
、
遺
骨
も
安

置
し
て
い
た
だ
き
、
納
骨
ま
で
見
届
け
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
父
九
十
歳
の

葬
儀
は
相
模
原
の
斎
場
で
執
り
行
い
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
副
住
職
も
お
見
え
に
な
ら

れ
、
お
二
方
で
の
法
要
は
美
事
で
、
厚
く

感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

現
在
私
は
、
金
相
寺
の
法
要
行
事
に
、

ご
案
内
は
必
ず
い
た
だ
き
な
が
ら
参
加
で

き
て
お
り
ま
せ
ん
。
心
苦
し
く
申
し
訳
な

く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
後
で

き
る
限
り
参
詣
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
環
境

を
整
え
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
ま
で
妻
や
子
ど
も
達
と
も
話
を
し
な

が
ら
、
静
か
な
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
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凡
夫

ぼ

ん

ぶ

と
い
う
の
は
、
煩
悩

ぼ
ん
の
う

に
ま
み
れ
た

愚
か
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
だ
と
、
釈

尊
は
教
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
凡
夫

は
、
浅
は
か
な
知
識
に
た
よ
り
、
限
ら
れ

た
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
自
分
本
位
に
も

の
ご
と
を
判
断
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
あ
た
か
も
「
事
実
」
で
あ
る
か
の
よ
う

に
錯
覚
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
要
す
る
に
、

ほ
し
い
ま
ま
に
、
自
分
が
思
い
た
い
よ
う

に
思
い
込
ん
で
い
る
だ
け
で
す
か
ら
、
そ

れ
は
「
事
実
」
で
は
な
い
わ
け
で
す
。 

 

実
在
す
る
の
か
、
実
在
し
な
い
の
か
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
、「
実
在
す
る
」

と
か
、
「
実
在
し
な
い
」
と
か
、
そ
の
よ

う
に
自
分
勝
手
に
思
い
込
ん
で
こ
だ
わ
る
、

そ
の
よ
う
な
「
思
い
」
や
「
こ
だ
わ
り
」

か
ら
、
ま
ず
は
離
れ
る
必
要
が
あ
る
と
、

龍
樹
大
士
は
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
分
が
迷
い
を
深
め

て
混
乱
す
る
ば
か
り
か
、
他
人
を
も
混
乱

さ
せ
て
苦
し
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
と
教
え

ら
れ
る
の
で
す
。 

（
『
正
信
偈
の
教
え
・
中
』
本
文
よ
り
） 

 

～ 

所 

感 

～ 

 

今
回
の
勉
強
会
で
は
、
浄
土
と
は
こ
の

世
に
あ
る
の
か
、
あ
の
世
に
あ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
問
題
で
す
。 

 

私
が
京
都
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
竹

中
智
秀
先
生
は
浄
土
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

念
仏
者
と
し
て
心
境
と
し
て
の
浄
土
を

そ
の
心
に
持
っ
て
、
こ
こ
娑
婆
世
間
の
只

中
に
あ
っ
て
縁
あ
る
人
々
と
御
同
朋

お
ん
ど
う
ぼ
う

と

し
て
出
遇
い
な
が
ら
共
に
生
き
、
や
が
て

い
の
ち
終
わ
る
時
に
は
環
境
と
し
て
の
浄

土
、
そ
れ
は
「
法
性

ほ
っ
し
ょ
う

の
み
や
こ
」
で
あ
る
の

だ
が
、
そ
こ
に
帰
っ
て
「
法 ほ

っ

身 し
ん

と
申
す
仏
」

に
な
る
と
い
う
浄
土
真
宗
独
自
の
三
世

さ

ん

ぜ

観 か
ん

が
あ
る
。 

浄
土
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
思
い

起
こ
す
時
、
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
、
こ

の
娑
婆
世
間
の
た
だ
中
に
開
か
れ
る
世
界

で
あ
り
、
ま
た
い
の
ち
終
え
る
時
に
還
っ

て
い
く
、
存
在
の
故
郷
で
あ
る
と
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

 
 

釋
宣
明 

 

【 

原 

文 

】 

釈
迦
如
来
楞
伽
山

し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
り
ょ
う
が
せ
ん 

為
衆
告
命
南
天
竺

い
し
ゅ
ご
う
み
ょ
う
な
ん
て
ん
じ
く 

龍
樹
大
士
出
於
世

り
ゅ
う
じ
ゅ
だ
い
じ
し
ゅ
っ
と
せ 

悉
能
摧
破
有
無
見

し

つ

の

う

ざ

い

は

う

む

け

ん 

 【 

読
み
方 

】 

 

釈
迦

し

ゃ

か

如
来

に
ょ
ら
い

、
楞
伽
山

り
ょ
う
が
せ
ん

に
し
て
、
衆

し
ゅ
う

の
た

め
に
告
命

ご
う
み
ょ
う

し
た
ま
わ
く
、
南
天
竺

な
ん
て
ん
じ
く

に
、

龍
樹

り
ゅ
う
じ
ゅ

大
士

だ

い

じ

世 よ

に
出 い

で
て
、
こ
と
ご
と

く
、
よ
く
有
無

う

む

の
見 け

ん

を
摧
破

ざ

い

は

せ
ん
。 

 

【 

意 

訳 

】 

 

釈
迦
如
来
は
楞
伽
山
に
お
い
て
、
大
衆

の
た
め
に
お
告
げ
に
な
ら
れ
た
。 

 

南
イ
ン
ド
に
、
龍
樹
と
い
う
菩
薩
が
世

に
出
て
、
こ
と
ご
と
く
、
肯
定
と
否
定

の
こ
だ
わ
り
を
砕
き
破
る
で
あ
ろ
う
。 

正
信
偈
勉
強
会 

 
 

 

学
習
報
告 
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憲
法
問
題
に
つ
い
て
考
え
る 

 
 

今
か
ら
六
年
前
の
第
一
次
安
倍
政
権
時

代
に
、
た
ま
た
ま
縁
あ
っ
て
、
憲
法
学
者

の
伊
藤
真
さ
ん
の
お
話
を
聞
か
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
憲
法
と
は
一
体
何
な
の

か
？
私
た
ち
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を

持
つ
も
の
な
の
か
？
全
く
の
無
知
だ
っ
た

私
に
と
っ
て
、
伊
藤
さ
ん
の
お
話
に
は
と

て
も
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
政
権
は
自
民
党
か
ら
民
主
党

へ
と
変
わ
り
、
憲
法
改
正
問
題
は
い
っ
た

ん
治
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
再
び
自
民
党
が
政
権
を
取
り
戻

し
、
第
二
次
安
倍
政
権
が
始
ま
る
と
、
憲

法
改
正
問
題
は
再
燃
し
、
今
、
私
た
ち
に

大
き
な
問
い
を
投
げ
掛
け
て
い
ま
す
。 

 

伊
藤
真
さ
ん
は
著
書
『
憲
法
の
力
』（
集

英
社
新
書
）
の
冒
頭
で
、
憲
法
と
い
う
私

た
ち
に
と
っ
て
と
て
も
大
切
な
問
題
が
変

え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

国
民
に
関
心
が
あ
ま
り
な
い
の
は
、「
み
ん

な
で
憲
法
の
話
を
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら

だ
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

青
年
会
で
は
こ
こ
数
回
に
わ
た
っ
て
、

参
加
者
か
ら
の
発
題
が
な
い
時
は
、
憲
法

問
題
に
つ
い
て
基
礎
か
ら
学
び
、
語
り
合

う
場
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
考
え
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
ら
を
背
景
に
語
ら
れ
る
相
手
の

声
に
耳
を
傾
け
、
ま
た
自
ら
の
声
を
発
し

な
が
ら
、
議
論
を
重
ね
て
み
る
と
、
今
ま

で
考
え
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
見

え
て
き
た
り
、
発
見
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。 

議
論
す
る
と
い
う
と
、
賛
成
派
と
反
対

派
、
ど
ち
ら
が
勝
つ
か
と
い
う
よ
う
な
縮

図
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く

て
、
自
ら
の
問
題
と
し
て
考
え
、
向
き
合

う
た
め
に
議
論
を
重
ね
る
の
で
す
。 

ま
た
、
憲
法
問
題
と
い
う
と
、
難
し
く

て
自
分
に
は
関
係
な
い
問
題
と
思
い
が
ち

で
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
て
、
私

た
ち
の
身
近
な
問
題
と
し
て
、
向
き
合
い
、

議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で

す
。
簡
単
に
答
え
が
出
る
よ
う
な
問
題
で

は
な
い
か
ら
こ
そ
、
今
後
も
長
い
時
間
を

か
け
て
議
論
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。 
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● 

夏
の
子
ど
も
会
ご
報
告 

 七
月
二
十
八
日
（
日
）
、
夏
の
恒
例
行
事

と
な
り
ま
し
た
、
金
ピ
カ
キ
ッ
ズ
・
夏
の

子
ど
も
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。 

今
年
は
金
相
寺
責
任
役
員
の
森
さ
ん
、

篠
さ
ん
の
お
二
人
か
ら
、
戦
争
体
験
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

          

森
さ
ん
は
、
戦
争
中
は
実
家
の
山
形
で

過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
山
形
市
内
は
軍
事
工

場
な
ど
が
多
く
あ
っ
た
た
め
、
被
害
も
大

き
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
森
さ
ん
が

住
む
村
は
山
間
部
の
農
村
だ
っ
た
た
め
、

空
襲
な
ど
の
被
害
は
受
け
な
か
っ
た
と
の

こ
と
で
す
。
た
だ
、
多
く
の
子
ど
も
達
が

疎
開
し
て
こ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
、
食
糧

難
で
食
べ
る
も
の
が
な
い
中
で
、
疎
開
し

て
き
た
子
ど
も
達
と
野
山
の
木
の
実
や
山

菜
を
採
っ
て
食
べ
た
ご
経
験
な
ど
、
そ
の

当
時
の
様
子
を
詳
し
く
語
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

一
方
、
当
時
実
家
の
あ
っ
た
東
京
の
世

田
谷
に
疎
開
せ
ず
に
残
ら
れ
、
実
際
に
空

襲
な
ど
を
経
験
さ
れ
た
篠
さ
ん
は
、
プ
ロ

の
画
家
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
当
時
の
様

子
、
ご
経
験
を
絵
に
描
い
て
来
て
く
だ
さ

り
、
そ
れ
を
も
と
に
お
話
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

        

副住職の 

実家の山形で疎開してきた子ども

達を迎え、共に過ごした森さん  

 

 

東京で実際に空襲を経験

された篠さん  
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太
平
洋
戦
争
も
末
期
（
昭
和
二
十
年
頃
）

に
入
る
と
、
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
一
般
市

民
を
巻
き
込
む
無
差
別
空
襲
が
行
わ
れ
ま

す
。
東
京
で
も
多
く
の
空
襲
が
行
わ
れ
、

篠
さ
ん
は
五
月
二
十
四
日
、
そ
の
中
の
ひ

と
つ
、
山
の
手
空
襲
に
あ
わ
れ
ま
す
。
そ

れ
ら
の
空
襲
で
投
下
さ
れ
た
焼
夷
弾
に
よ

っ
て
東
京
は
焼
け
野
原
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
そ
う
で
す
。 

           

逃
げ
て
い
る
途
中
、
二
～
三
メ
ー
ト
ル

先
を
逃
げ
る
近
所
の
女
の
子
が
小
型
焼
夷

弾
に
当
た
っ
て
即
死
し
た
こ
と
は
今
で
も

忘
れ
ら
れ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。 

         

 

ま
た
、
終
戦
を
告
げ
る
天
皇
陛
下
の
玉

音
放
送
は
小
さ
い
子
ど
も
も
含
め
、
み
ん

な
泣
き
な
が
ら
直
立
不
動
で
聞
い
た
と
の

こ
と
で
し
た
。
こ
の
一
～
二
時
間
前
に
は

逆
に
日
本
が
戦
争
に
勝
っ
た
と
い
う
噂
が

流
れ
、
大
喜
び
し
て
い
た
そ
う
で
す
。 

ま
た
、
森
さ
ん
も
仰
っ
て
い
ま
し
た
が
、

終
戦
後
は
食
糧
難
の
時
代
で
、
近
所
の
雑

草
ま
で
綺
麗
に
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
ん
な
状
況
の
中
、
空
襲
だ
け
で
な
く
、

栄
養
失
調
で
多
く
の
友
達
を
失
っ
た
と
の

こ
と
で
し
た
。 

最
後
に
、「
戦
争
は
本
当
に
嫌
で
す
。
あ

な
た
た
ち
に
は
決
し
て
こ
の
よ
う
な
思
い

は
し
て
ほ
し
く
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ

た
そ
の
お
言
葉
が
、
と
て
も
心
に
響
き
ま

し
た
。 

子
ど
も
達
に
と
っ
て
私
た
ち
親
の
世
代

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
親
、
つ
ま
り

祖
父
母
世
代
で
す
ら
戦
争
を
知
ら
な
い
世

代
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
貴

重
な
体
験
談
を
お
話
し
い
た
だ
き
、
と
て

も
大
切
で
尊
い
体
験
と
な
り
ま
し
た
。
森

さ
ん
、
篠
さ
ん
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ご
参
加
い
た
だ
い

た
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

次
回
の
子
ど
も
会
は
十
一
月
九
日
に
青

年
会
と
合
同
で
親
鸞
聖
人
御
命
日
の
集

い
・
報
恩
講
を
開
催
致
し
ま
す
。
是
非
有

縁
の
方
々
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
お
気
軽

に
ご
参
加
下
さ
い
。 

※ 

篠
さ
ん
が
お
描
き
下
さ
っ
た
絵
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
報
告
・
日
誌
」
に
て

全
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

アメリカ軍の戦闘機と焼夷弾  

玉音放送を焼け野原の中  

直立不動で聞いた姿  
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「
い
の
ち
は
そ
れ
を
愛
そ
う
と
す
る
者
に
属つ

き
従
う
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
傷
付
け
よ
う
と
す
る
者
に
は
属
き
従
わ
な
い
」 

「
い
の
ち
は
誰
の
も
の
か
」
と
い
う
講
題
で
京
都
の
専
修
学

院
の
竹
中
院
長
先
生
が
話
さ
れ
た
お
言
葉
で
す
。
そ
し
て
、
先

生
は
続
け
て
そ
れ
は
「
い
の
ち
の
法
則
」
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ

ら
れ
ま
し
た
。 

一
方
で
私
た
ち
は
、
そ
の
「
い
の
ち
の
法
則
」
に
背
き
、
常

に
「
我
」
を
立
て
、
他
者
と
対
立
し
、
時
に
「
さ
る
べ
き
業
縁

の
も
よ
お
せ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
」
と
、
他
者

を
傷
つ
け
る
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
二
つ
の
身
の
事
実
と
向
き
合
う
こ
と
な
し
に
、
本
当
の

意
味
で
の
戦
争
問
題
や
憲
法
問
題
の
解
決
は
な
い
の
で
は
な
い

か
と
最
近
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。「
我
」
を
立
て
、
自
ら
の

立
場
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
あ
り
方
か
ら
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ

て
も
対
立
し
か
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
ど
こ
か
の
、
誰
か
の
問
題
で

は
な
く
、
今
こ
こ
の
私
自
身
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と
改

め
て
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
掌 

 

『
遇
～
ぐ
う
～
』
第
五
号 

 

発
行 

浄
土
真
宗 

霊
苔
山 

金
相
寺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

副
住
職 

成
田 

宣
明 

 
 

 
 
 
 

〒2
5
2
-
0
3
2
8
 
 

神
奈
川
県
相
模
原
市
南
区
麻
溝
台
７
２
６-

１ 
 

 
 
 
 
 
T
E
L
&
F
A
X
 

0
4
2
-
7
7
8
-
2
8
7
9
 

 
 

 
 
 
 
e
-
m
a
i
l
 

 
k
o
n
s
o
u
j
i
@
a
r
i
a
.
o
c
n
.
n
e
.
j
p
.
 

U
R
L
 
 
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
6
.
o
c
n
.
n
e
.
j
p
/
~
k
o
n
s
o
u
j
i
/
 

 
 

発
行
日 
二
〇
一
三
（
仏
歴
二
五
五
六
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
日 

 

報
恩
講 

 
勉
強
会
な
ど 

 

十
月
五
日 
午
後
二
時
～ 

 

正
信
偈
を
学
ぶ
会
（
輪
読
・
座
談
会
） 

※ 

以
後
、
偶
数
月
（
六
・
八
・
十
・
十
二
月
）
の 

第
一
土
曜
日
に
開
催
予
定
。 

十
一
月
九
日 

午
後
一
時
～ 

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 

編
集
者
雑
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