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お念仏と共に ～ 如来に念じられて生きていこう ～

我
が
家
に
は
、
二
匹
の
犬
と
二
匹
の
猫
が
い
る
。
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
そ
ろ
っ
と
身
を
す
り
寄
せ
て
き
て
、
我
が
家
に
住
み
つ
い
た
。

は
じ
め
は
遠
慮
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
、
こ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
の

だ
と
い
う
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
。

そ
の
四
匹
に
は
、
申
し
訳
な
い
こ
と
だ
が
、
避
妊
と
去
勢
を
し
て
も
ら
っ

た
。
そ
の
せ
い
で
も
あ
ろ
う
、
彼
ら
の
関
心
は
食
べ
る
こ
と
に
あ
る
よ
う

だ
。
犬
は
そ
の
気
配
を
感
じ
る
と
、
エ
サ
が
出
る
ま
で
30
分
近
く
も
吠
え

続
け
る
し
、
猫
は
エ
サ
の
準
備
を
す
る
掌
を
下
か
ら
突
き
上
げ
た
り
、
足

に
か
ら
み
つ
い
て
く
る
。

準
備
が
で
き
て
エ
サ
を
置
く
と
、
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
も
言
わ
ず
、

ガ
ツ
ガ
ツ
と
食
べ
る
。
見
て
い
て
気
持
ち
が
い
い
ぐ
ら
い
真
剣
に
食
べ
る
。

そ
し
て
食
べ
終
え
た
ら
、
も
う
、
私
た
ち
の
方
を
振
り
向
き
も
し
な
い
。

勝
手
き
わ
ま
り
な
い
態
度
に
、
つ
い｢

ご
ち
そ
う
さ
ま｣

ぐ
ら
い
言
っ
た
ら

ど
う
か
と
怒
っ
て
み
て
も
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
、
馬
耳
東
風
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
の
場
合
は
、
ど
う
だ
ろ
う
。
掌
を
合
わ
せ
て
か
ら
お
っ

ぱ
い
を
飲
む
赤
ち
ゃ
ん
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、｢

い
た

だ
き
ま
す
」
も｢

ご
ち
そ
う
さ
ま｣

も
、
教
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
犬
や
猫
と
同

じ
よ
う
に
、
た
だ
食
べ
散
ら
か
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
お

金
が
万
能
と
錯
覚
さ
れ
る
よ
う
な
世
に
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
、
そ
ん
な
人

が
増
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
、｢

食
べ
散
ら
か
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
食
べ
物
だ
け
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
、
人
生
を
生
き
る
心
の
姿
勢
の
表
れ
で
あ
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
人
は
必
ず
、
人
間
関
係
も
、
自
分
の
都
合
で｢

食
べ
散

ら
か
し｣

、
与
え
ら
れ
た
自
分
の
い
の
ち
や
人
生
の
時
間
を
、
気
分
で｢

食

べ
散
ら
か
し｣

て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
若
い
人
の
虚
し
さ
も
、
老
人
の

淋
し
さ
も
、
そ
う
し
た
罪
深
い
生
き
方
か
ら
必
然
し
た
罰
で
な
か
ろ
う
か
。

眼
前
の
食
事
、
ご
縁
の
人
々
、
今
日
の
一
日

…
、
与
え
ら
れ
た
そ
の

一
つ
一
つ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
深
い
願
い
に
想
い
を
寄
せ
、
そ
れ
を
学
び
、

そ
の
心
を
育
む
こ
と
が
、｢

仏
法
を
聞
く｣

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仏
法
を
聞
い
て
、
人
生
を
成
就
し
て
い
こ
う
。

（

釋

知
道

）

キ
ミ

か
げ
丸

母（かあ）べぇ
マル
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本
日
の
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
が
、

「
老
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ど

の
よ
う
に
自
分
で
受
け
止
め
て
い
っ

た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と

を
、
目
の
前
の
問
題
と
し
て
、
ど
う

し
て
も
問
う
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同

朋
大
学
の
前
学
長
の
浅
野
玄
誠

さ
ん
と
い
う
方
が
、
哲
学
者
で
大

谷
大
学
教
授
の
鷲
田
清
一
さ
ん

わ

し

だ

の
言
わ
れ
た
「
老
い
は
問
題
で
は
な

く
、
課
題
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を

引
用
し
て
、
月
刊
『
同
朋
』
に
寄
稿

し
て
い
ま
す
。
「老
い
」
を
「
問
題
」
と

い
う
場
合
、
老
い
は
な
い
方
が
よ
い

も
の
と
見
て
い
ま
す
。
ア
ン
チ
・
エ
イ

ジ
ン
グ
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
老
化
に

抵
抗
す
る
こ
と
で
、
一
体
、
何
が

解
決
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
解
決
ど

こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
仏
教
を
実
践
し

て
い
く
場
が
失
わ
れ
る
の
じ
ゃ
な
い

か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

人
間
に
と
っ
て
老
い
が
も
つ
一
番

大
き
な
意
味
は
、
死
に
つ
い
て
真

面
目
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
若
い
時
に
は
、

い
く
ら
死
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
っ
て

も
、
な
か
な
か
自
分
自
身
の
こ
と
と

し
て
受
け
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
年
齢
を
重
ね
て
、
検
査
な
ど

で
病
気
が
見
つ
か
っ
て
く
る
と
、
よ

う
や
く
自
分
に
も
死
が
身
近
な
こ

と
と
し
て
迫
っ

て
き

ま
す

。

「
苦
」
と
い
う

こ
と
を
自
分

の
と
り
く
む
べ

き
課
題
と
し

て
受
け
止

め

る
の
に
は
、
老
い
に
つ
い
て
考
え
る
の

が
一
番
な
の
で
す
。
老
い
に
つ
い
て

考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に

は
「
老
い
い
く
自
分
が
ど
う
な
っ
た

ら
い
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

我
々
の
人
生
と
い
う
も
の
は
、
生

ま
れ
る
時
も
受
け
身
だ
し
、
死
ん

で
い
く
時
も
受
け
身
な
ん
で
す
。
さ

ら
に
、
生
か
ら
死
の
間
も
、
縁
が

決
め
て
く
る
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
受
け

身
で
す
。
常
に
受
け
身
の
生
き
方

に
終
始
す
る
。
こ
れ
が
一
番
、
耐
え

難
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
自

分
の
生
き
が
い
と
い
う
も
の
を
感
じ

ら
れ
る
、
そ
う
い
う
人
生
で
あ
り
た

い
と
願
う
わ
け
で
す
。

廣
瀬
杲
と
い
う
先
生
が
『
根
源

ひ

ろ

せ

た
か
し

的
能
動
―
本
願
―
』
と
い
う
本
に

書
い
て
い
ま
す
。
基
本
的
に
、
受
け

身
の
人
間
を
変
え
て
い
く
力
、
そ
れ

は
常
に
人
間
を
生
み
だ
す
よ
う
な

力
で
す
。
お
は
た
ら
き
で
す
ね
。
そ

れ
が
従
来
の
言
い
方
で
い
う
と
「
往

生
」で
す
。｢

往
生｣

と
は
、
往
（い
）っ

て
生
ま
れ
る
、
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、

そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
前
に
向
か
っ
て

進
ん
で
行
く
生
活
な
ん
で
す
。
こ
れ

が
「
往
生
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
と

言
っ
て
い
い
。
私
た
ち
が
往
生
す
る

歩
み
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
が
、
そ
の
ま
ま
、
私
た
ち
の
救
い
な

ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

人
間
の
根
性
は
、
転
ん
で
も
た
だ

で
は
起
き
な
い
。
宗
教
を
も
利
用

し
よ
う
と
考
え
る
の
が
人
間
で
す
。

し
か
し
、
利
用
し
た
と
た
ん
に
、
そ

れ
は
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
失
う
の
で

す
。
法
然
上
人
が
、
「
選
択
本
願

念
仏
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
、
初
め

て
、
念
仏
が
人
間
の
利
用
す
る
利

用
性
と
い
う
も
の
を
超
え
た
わ
け
で

す
。
念
仏
こ
そ
本
当
の
拠
り
所

（
人
間
の
宗
で
あ
る
）と
い
う
こ
と
が

明
確
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
念
仏
こ

そ
、
人
間
を
し
て
、
本
来
的
な
受

動
性
を
転
換
し
て
根
源
的
な
能

動
性
を
成
就
す
る
、
唯
一
無
二
の

道
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

【
聞
き
書
き
担
当
感
想
】

老
い
を
表
面
的
に
考
え
れ
ば
「
つ

ま
ら
ん
こ
と
」と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

一
歩
転
じ
て
、
人
間
と
し
て
の
実

り
、
成
熟
の
と
き
と
考
え
れ
ば
、
何

か
嬉
し
く
な
り
ま
す
。
そ
の
転
じ
さ

せ
る
も
の
に
出
会
う
歩
み
が
、
往

生
の
歩
み
な
の
だ
、
と
聞
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏

（
釈

和
敬
）

勝
福
寺
春
季
彼
岸
会
法
話
一
（
3
／
24
）

「
歳
を
取
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
」

酒
井
浄
圓
師(

行
橋
市
淨
喜
寺
副
住
職)
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お
念

仏

す
る
人

は
、
言

い
訳

は
い
ら
な
い
。
あ
り
の
ま
ま
を
生

き
て
い
け
」
と
、
親
鸞
聖

人
か
ら

教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
の
次
男
は
父

に
似

て
囲

碁

が
大

好

き
で
す
が
、
勉

強
の
方

は
全

く
し
ま
せ
ん
。
そ
の
子

は

生

き
物

も
大

好

き
で
、
小

学

校
の
時

、
中

津
の
ド
ブ
で
ナ
マ
ズ

を
捕

っ
て
き
て
大

喜

び
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
水
槽

を
洗
っ
て
い

る
隙

に
、
入
れ
物

か
ら
飛

び
出

し
て
死

ん
で
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

次

男

は
の
た
う
ち
回

っ
て
泣

き

ま
し
た
。
そ
し
て
柿

の
根

に
埋

め
て
、
小

さ
な
木

を
墓

標

の
よ

う
に
立

て
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
い
の
ち
は
、
い
つ
も
、
死
と
隣

り
合
わ
せ
で
す
ね
。

京

都

の
法

然

院

に
知

人

を

訪

ね
て
い
っ
た
ら
、
3

／
11

を

追

悼

す
る
「
悲

願

会

」
と
い
う

ひ

が

ん

え

イ
ベ
ン
ト
が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
和

三

郎

と
い
う
シ
ャ
ン

ソ
ン
歌

手

が
茨

木
の
り
子
さ
ん

の
詩

を
歌
っ
て
い
て
、
忘
れ
ら
れ

ま
せ
ん
。

生
き
て
い
る
も
の

死
ん
で
い
る
も
の

ふ
た
つ
は
寄
り
添
い

一
緒
に
並
ぶ

い
つ
で
も
ど
こ
で
も

姿
を
く
ら
ま
し

姿
を
く
ら
ま
し

「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
、

「
た
だ
生

き
る
」
と
い
う
こ
と
で

な
く
、
「
生

き
て
い
る
と
い
う
実

感

を
も
っ
て
生

き
る
」
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
「
あ
な
た
は
本

当

に
生

き
て
い
ま
す
か
」
と
問

わ
れ
た
ら
、
ど
う
答

え
ら
れ
ま

す
か
。

私

の
住

ん
で
い
る
耶

馬

溪

町

は
過

疎

化

率

は
45

パ
―
セ
ン
ト

を
超

え
て
い
ま
す
。
小

学

校

は

次

々
と
閉

校
し
、
ど
ち
ら
を
見

て
も
た
そ
が
れ
の
方
向

、
つ
ま
り

「
西

」
に
向

か
っ
て
い
ま
す
。
お
参

り
に
い
け
ば
、
「
し
ょ
う
が
な
い
」

の
嘆
き
の
声
ば
か
り
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
嘆

き
が
、
そ
の

愚

痴
が
、
そ
の
ま
ま
徳

に
な
っ
て

い
く
よ
う
な
歩

み
が
宗

教

心

で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
聖

人
の
ご
和
讃
に
、

罪
障
功
徳
の
体
と
な
る

ざ
い
し
ょ
う

た
い

こ

お

り

と

み

ず

の

ご

と

く
に
て

こ

お

り

お

お

き

に

み

ず

お
お
し

さ

わ

り

お

お

き

に

徳

お

お
し

と
、
あ
り
ま
す
ね
。

二

河

の
喩

え
に
も
、
「
（
敬

い

た

と

て
）
一
切
往
生
人
等
に
白
さ
く
」

も
う

と
あ
り
ま
す
。
「
西

」
に
向

か
う

と
い
っ
て
も
、
単
に
「
死
」
に
向
か
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
往

生

安

楽
国
」―
安
ら
か
な
世
界
を
願
っ

て
生

き
て
い
く
、
と
い
う
方

向

性

を
も
っ
て
い
く
。

「
水

平

社

宣

言

」
を
起

草

し

た
西

光

万

吉

に
「
業

報

に
喘

さ

い

こ

う

ま

ん

き

ち

あ
え

ぎ
つ
つ
白
道

を
進

む
人

間
の
姿

び
ゃ
く
ど
う

を
見

よ
」
と
い
う
言

葉

が
あ
り

ま
す
。
お
の
お
の
、
み
ん
な
違

う

業

報

に
、
―

誰

に
も
変

わ
っ
て

も
ら
え
な
い
業

報

に
喘

ぎ
な
が

ら
一

歩

一

歩

、
白

道

を
歩

ん

で
い
く
の
で
す
。
苦
し
そ
う
だ
け

ど
、
苦

し
み
が
す
べ
て
徳

に
な
っ

て
い
く
道

が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

心

配
せ
ん
で
も
、
生
き
て
い
る

間

は
死

に
ま
せ
ん
の
で
、
「
生

き

て
い
る
あ
い
だ
は
、
生

き
て
い
こ

う
」
と
言

い
切

れ
る
よ
う
な
私

に
な
り
た
い
な
ぁ
と
思

っ
て
い
ま

す
。【

聞
き
書

き
担
当

感
想
】

私

は
村

上

先

生

と
同

じ
耶

馬

溪

出

身

で
、
同

郷

の
友

達

の
こ
と
を
思

い
な
が
ら
お
話

を

聞

い
て
い
ま
し
た
。
「
宗

教

は
求

め
た
り
、
期
待
す
る
も
の
で
な
い
」

と
言

わ
れ
ま
し
た
が
、
私

な
ん

か
弱

い
人

間
で
す
の
で
、
困

っ
た

と
き
の
仏

頼

み
と
な
り
ま
す
。

宗
教

と
は
、
自
分

の
我
を
見

つ

め
直
し
、
他
人

と
比

較

し
な
く

て
も
よ
い
生

き
方

が
で
き
る
、

と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

仏

法

の
こ
と
は
何

も
分

か
ら

な
い
私

で
す
が
、
お
念

仏

と
聴

聞

は
続

け
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
し
た
。
（
松
本

知
代
）

春
季
彼
岸
会
法
話
二
（
3
／
25
）

｢
生
き
て
い
る
あ
い
だ
は
、
生
き
て
い
こ
う｣

村
上
由
香
思
（
耶
馬
渓
町
・
嚴
浄
寺
住
職
）

勿
忘
（わ
す
れ
な
）
の
鐘

今
年
も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き

な
い
3
月
11
日
が
や
っ
て
き
ま

し
た
。
今
年
は
午
前
中
に
お
寺

で
蕎
麦
打
ち
を
体
験
し
て
、
そ

の
蕎
麦
を
み
ん
な
で
い
た
だ
き

ま
し
た
。
午
後
は
本
堂
で
勤
行

の
後
、
震
災
の
悲
し
い
記
憶
か

ら
立
ち
直
ろ
う
と
す
る
人
た
ち

を
描
い
た
ビ
デ
オ
「
救
い
た
い
」

を
観
て
、
14
時
46
分
、
参
加
者

全
員
が
、
震
災
で
亡
く
な
ら
れ

た
多
く
の
命
に
想
い
を
寄
せ
な

が
ら
、
鐘
を
つ
き
ま
し
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏



五
月
三
日
は
七
十
年
目
の
憲
法

記
念
日
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い

ろ
な
報
道
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
私

は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
平
和
国
家
は
こ
う

し
て
生
ま
れ
た
」
を
見
て
、
現
憲

法
が
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
押
し
つ
け

憲
法
だ
と
の
見
方
が
間
違
っ
て
い

る
と
解
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
た

と
え
押
し
つ
け
だ
っ
た
と
し
て
も
、

あ
の
悲
惨
な
敗
戦
を
味
わ
っ
た
日

本
人
に
と
っ
て
、
こ
の
平
和
憲
法

を
獲
得
し
た
こ
と
だ
け
が
後
代
へ

の
最
大
遺
産
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
七
十
一
年
間
に
わ

た
っ
て
、
日
本
国
の
名
で
一
人
の

人
も
殺
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
素

晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
科
学
や
経

済
、
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
も

平
和
な
れ
ば
こ
そ
で
す
。
国
家
間

の
利
権
や
民
族
や
宗
教
な
ど
で
紛

争
や
テ
ロ
が
あ
ち
こ
ち
で
起
き
て

い
る
中
、
戦
争
放
棄
を
謳
っ
た
平

和
憲
法
あ
れ
ば
こ
そ
で
す
。
そ
の

恩
恵
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

こ
の
番
組
の
始
め
に
昭
和
天
皇

が
六
年
生
の
時
に
書
い
た
「
平
和

国
家
建
設
」
と
い
う
お
習
字
が
映

さ
れ
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
戦

後
も
「
恒
久
平
和
は
」
銃
剣
で
は

で
き
な
い
。
非
武
装
に
よ
る
和
解

し
か
な
い
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で

す
。
そ
し
て
神
国
思
想
を
背
景
と

し
て
天
皇
制
が
軍
国
主
義
教
育
を

推
進
し
、
侵
略
戦
争
を
正
当
化
し

て
い
っ
た
誤
ち
を
繰
り
返
さ
な
い

た
め
の
憲
法
に
よ
る
日
本
国
の
再

建
を
、
天
皇
自
ら
が
率
先
し
て
国

民
と
共
に
願
っ
た
の
で
し
た
。

今
の
憲
法
が
い
の
ち
と
し
て
い
る

の
は＊

国
民
主
権

（

国
の
た
め
の
民
で
な
い
）

＊
基
本
的
人
権
の
尊
重

＊
平
和
主
義

七
十
年
間
守
っ
て
き
た
憲
法
を

今
、
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
し
て

多
数
決
だ
け
で
変
え
て
い
こ
う
と

し
て
い
ま
す
。
日
本
の
最
初
の
憲

法
で
あ
る
聖
徳
太
子
の
「
十
七
条

憲
法
」
第
一
条
に
「
和(

や
わ)

ら

か
な
る
を
も
っ
て
貴
し
と
す
」
、

こ
れ
が
日
本
国
の
初
心
だ
と
思
い

ま
す
。
初
心
を
忘
れ
る
と
大
和
魂

と
か
戦
艦
大
和
と
か
と
好
戦
的
に

な
っ
て
き
ま
す
。
戦
争
は
勝
っ
て

も
負
け
て
も
大
き
な
傷
を
永
く
残

し
て
い
ま
す
。

和
と
は
不
和
の
悲
し
み
な
り

感
応
道
交
な
り

（
金
子
大
栄
）

南
無
阿
弥
陀
仏
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四
日
市
北
小
三
年

播

ひ
か
り

春
休
み
の
子
ど
も
会
は
、
お

し
ゃ
か
さ
ま
に
お
花
を
か
ざ
っ

た
後
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
に
行
き

ま
し
た
。

や
ば
け
い
に
つ
い
て
、
お
友

だ
ち
と
、
じ
て
ん
し
ゃ
を
こ
ぎ

な
が
ら
、
い
っ
し
ょ
に
お
話
を

し
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
の
し
ゅ
ざ

い
が
あ
っ
て
、
「
風
が
気
も
ち

よ
く
て
、
楽
し
か
っ
た
で
す
」

と
い
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
川
ら
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

を
し
ま
し
た
。
外
で
食
べ
た
の

で
、
と
く
べ
つ
に
、
お
い
し
か
っ

た
で
す
。

い
つ
も
、
お
せ
わ
を
し
て
く

れ
る
、
お
じ
ち
ゃ
ん
や
、
お
ば

ち
ゃ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
ん
ど
の
子
ど
も
会
も

楽
し
み
で
す
。

最
近
の
日
曜
日
の
朝
の
こ
と
で
す
。
お
宮

の
掃
除
を
終
え
て
家
に
入
ろ
う
と
し
た
私
は
、

家
の
前
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
な
が
ら
歩
い
て
い
た

高
齢
の
女
性
が
気
に
な
り
声
を
か
け
ま
し
た
。

名
前
と
住
所
を
お
聞
き
し
、
会
話
す
る
中

で
認
知
症
の
方
だ
と
わ
か
り
、
市
に
電
話
し

て
住
所
地
の
民
生
委
員
さ
ん
と
連
絡
を
と
っ

て
対
応
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
ま
し
た
。
日

曜
日
で
も
あ
り
市
で
対
応
で
き
な
か
っ

た
の
か
警
察
の
方
が
二
人
や
っ
て
き

て
、
い
ろ
い
ろ
質
問
し
て
い
ま
し
た

が
、
矢
継
ぎ
早
で
最
初
は
あ
ま
り
い

い
対
応
で
は
な
い
な
と
感

じ
ま
し
た
。

私
は
、
義
母
が
認
知
症

で
た
び
た
び
徘
徊
を
繰
り

返
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

当
時
、
四
日
市
南
小
の
校
長
を
さ

れ
て
い
た
渡
辺
重
昭
先
生
の
ご
協
力
を
得
て
、

七
年
前
か
ら
子
供
た
ち
に
「
認
知
症
の
知
識

と
理
解
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
で
は
対
応
の
仕
方

を
子
供
た
ち
に
話
し
た
後
、
実
際
に
体
験
し

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
素
直
な
子
供
た
ち

に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

大
切
な
ポ
イ
ン
ト
は
三
つ
あ
り
ま
す
。

①
自
己
紹
介
を
し
て
名
前
を
聞
く
こ
と
、

②
ゆ
っ
く
り
話
す
こ
と
、

③
目
線
を
合
わ
す
こ
と
、
で
す
。

「
認
知
症
」
が
「
呆
け
」
と
言
わ
れ
て

ぼ

い
た
時
代
、
「
呆
け
た
ら
何
も
わ
か
ら
な
く

て
い
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
話
す

言
葉
を
失
っ
て
い
る
だ
け
で
、
心
は
生
き
て

い
る
ん
で
す
。

《

生
活
の
知
恵
袋

》

「認
知
症
の
人
に
対
す
る
接
し
方
」

渡
辺
末
子
（
四
日
市
常
徳
）

た
ん
ぽ
ぽ
子
ど
も
会
で

楽
し
か
っ
た
こ
と

憲
法
は
日
本
の
宝
も
の

藤
谷
純
子



今
回
は
、
勝
福
寺
仏
教
婦
人
会

の
副
会
長
を
六
月
ま
で
な
さ
れ
て

い
た
若
林
範
子
さ
ん
を
お
訪
ね
し

ま
し
た
。

い
つ
も
穏
や
か
な
笑
顔
の
若
林

さ
ん
は
今
年
六
十
九
歳
、
中
津
市

で
会
社
員
の
両
親
か
ら
三
人
兄
弟

の
二
番
目
で
長
女
と
し
て
生
ま
れ

ま
し
た
。
小
さ
い
時
か
ら
穏
や
か

な
性
格
で
、
周
り
の
人
か
ら
と
て

も
可
愛
が
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ

し
て
本
が
大
好
き
で
、
小
学
四
年

生
の
時
に
は
宮
沢
賢
治
の
詩｢

雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ｣

を
暗
誦
し
た
そ
う

で
す
。

学
校
を
卒
業
す
る
と
花
嫁
修
業

を
し
ま
す
。
で
も
都
会
に
憧
れ
、

大
阪
の
親
戚
を
頼
っ
て
就
職
し
ま

す
が
、
都
会
の
生
活
に
馴
染
め
ず
、

す
ぐ
に
帰
っ
て
来
ま
し
た
。

そ
ん
な
若
林
さ
ん
に
お
手
次
寺

の
ご
住
職
か
ら
「
東
別
院
で
事
務

員
さ
ん
を
捜
し
て
い
る
が
、
行
っ

て
み
な
い
か
」
と
声
を
か
け
ら
れ

た
の
が
縁
で
、
別
院
の
教
務
所
に

就
職
し
ま
す
。
そ
し
て
別
院
に
五

年
間
勤
め
ま
す
が
、
結
婚
を
機
に

退
職
し
ま
し
た
。

結
婚
の
相
手
は
、
兄
の
高
校
時

代
か
ら
の
友
人
で
、
自
然
に
結
婚

し
よ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。

ご
主
人
は
、
労
働
基
準
監
督
署

に
勤
め
て
い
た
の
で
転
勤
が
多
く
、

佐
賀
、
日
田
、
中
津
と
転
勤
し
ま

す
。
そ
し
て
中
津
に
帰
っ
て
き
た

の
を
機
に
、
ご
主
人
の
柳
ヶ
浦
の

実
家
の
側
に
住
み
ま
す
が
、
ご
主

人
は
ず
っ
と
単
身
赴
任
生
活
を
続

け
ま
す
。
そ
し
て
退
職
後
も
大
分

市
で
社
会
保
険
労
務
士
事
務
所
を

開
き
、
仕
事
半
分
、
趣
味
半
分
の

単
身
生
活
を
謳
歌
し
て
い
る
そ
う

で
す
。

若
林
さ
ん
は
二
人
の
子
供
に
恵

ま
れ
、
ご
主
人
の
実
家
の
家
具
店

を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
が
、
四
十

四
歳
の
時
に
大
事
件
が
起
こ
り
ま

す
。中

津
の
実
家
の
近
く
で
軽
ト
ラ
ッ

ク
を
運
転
中
、
大
型
ダ
ン
プ
と
の

正
面
衝
突
事
故
に
遭
い
ま
す
。
車

は
大
型
ダ
ン
プ
の
前
部
に
め
り
込

み
、
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
が
カ
ッ
タ
ー

で
車
を
切
断
し
て
救
出
し
ま
し
た
。

現
場
で
事
故
の
状
況
を
見
た
中
津

の
両
親
は
娘
の
死
を
覚
悟
し
た
そ

う
で
す
。
幸
い
死
は
免
れ
ま
す
が
、

両
手
・
肘
が
バ
ラ
バ
ラ
の
粉
砕
骨

折
で
感
染
症
の
恐
れ
の
た
め
、
大

変
危
険
な
状
況
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

二
週
間
後
、
そ
の
危
機
か
ら
脱

し
た
の
で
大
分
の
病
院
に
移
り
ま

す
。
そ
こ
で
九
時
間
に
及
ぶ
大
手

術
を
行
い
、
手
術
は
成
功
し
ま
す
。

し
か
し
手
足
に
痺
れ
が
残
り
、
今

で
も
歩
く
の
に
支
障
を
き
た
し
て

い
ま
す
。

そ
ん
な
大
事
故
を
経
験
し
て
も

若
林
さ
ん
は
「
手
に
神
経
は
無
い

け
ど
、
慣
れ
て
今
で
は
針
も
持
て

る
」
と
に
こ
や
か
に
話
さ
れ
ま
す
。

そ
の
若
林
さ
ん
の
趣
味
で
あ
る
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
の
作
品
を
見
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
緻
密
で
丁
寧
な
作
品

は
、
と
て
も
手
が
不
自
由
だ
な
ん

て
想
像
も
出
来
な
い
程
素
晴
ら
し

い
作
品
で
す
。

九
ヶ
月
に
及
ぶ
入
院
中
、
先
生

か
ら
「
普
通
の
生
活
が
出
来
る
よ

う
に
な
る
の
に
二
年
か
か
る
」
と

言
わ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
退
院
の

時
は
杖
で
歩
け
る
ま
で
に
回
復
し
、

そ
の
杖
も
三
ヶ
月
で
不
要
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。

そ
の
奇
跡
的
な
回
復
に
は
、
若

林
さ
ん
の
「
く
よ
く
よ
し
な
い
性

格
」
が
関
係
あ
り
そ
う
で
す
。
中

津
の
病
院
に
入
院
中
、
毎
日
付
き

添
っ
て
く
れ
た
母
が
後
で
若
林
さ

ん
に
「
お
前
が
全
然
泣
い
た
り
悔

や
ん
だ
り
し
な
か
っ
た
の
で
助
か
っ

た
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
何
で

そ
ん
な
に
穏
や
か
に
な
れ
た
の
か

尋
ね
る
と
「
私
が
泣
き
叫
ん
だ
り
、

苦
し
ん
だ
り
す
る
と
周
り
の
人
が

や
り
き
れ
な
い
だ
ろ
う
な
。
と
い

う
気
持
ち
が
根
底
に
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
」
と
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

ど
ん
な
苦
し
い
時
で
も
、
常
に

相
手
を
思
う
こ
と
が
出
来
る
若
林

さ
ん
の
凄
さ
に
感
動
し
ま
し
た
。

だ
か
ら
そ
の
思
い
や
り
の
心
が
穏

や
か
な
笑
顔
に
表
れ
て
い
る
ん
で

す
ね
。

さ
て
、
若
林
さ
ん
に
三
年
間
の

婦
人
部
副
会
長
の
感
想
を
尋
ね
る

と
、｢

先
ず
、
足
の
不
自
由
な
私

を
み
ん
な
が
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

た
り
、
送
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
て

大
変
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
。
次

に
お
寺
の
内
部
の
こ
と
が
よ
く
分

か
り
だ
し
た
こ
と
。
以
前
は
役
も

し
て
な
い
の
で
口
を
出
し
た
り
、

手
を
出
し
た
り
す
る
の
は
悪
い
か

な
と
遠
慮
が
あ
っ
た
。
で
も
役
を

経
験
す
る
と
、
お
寺
の
こ
と
が
分

か
り
、
行
き
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
は
敬
遠
す
る
け
ど
、
是

非
一
度
経
験
し
た
方
が
絶
対
良
い
。

い
ろ
ん
な
人
に
会
え
る
し
、
お
話

し
も
聞
け
る
。
と
て
も
良
い
経
験

だ
か
ら
是
非
し
て
み
た
ら
い
い｣

と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

今
、
若
林
さ
ん
は
恵
信
尼
様
を

題
材
に
し
た
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
を
構

想
中
で
す
。
そ
し
て
勝
福
寺
の
親

鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌
法
要
の

時
に
、
み
な
さ
ん
に
作
品
を
見
て

も
ら
お
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
作
品
が
出

来
上
が
る
か
、
と
て
も
楽
し
み
で

す
。

（
文
責

渡
辺

重
昭
）
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フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島

で
、
戦
争
や
家
庭
崩
壊
の
た
め
身

寄
り
が
無
く
な
っ
た
子
ど
も
達
を

引
き
取
り
、
生
活
の
支
援
を
行
う

｢

ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書
館
」

を
主
催
し
て
い
る
松
居
友
さ
ん

と
、
施
設
で
共
同
生
活
を
し
て
い

る
青
年
た

ち
十
四
名

が
支
援
者

か
ら
招
待

さ
れ
て
来

日
し
ま
し

た
。
彼
ら

は
日
本
の
子
ど
も
や
青
少
年
た
ち

と
交
流
す
る
た
め
一
ケ
月
ほ
ど
各

地
を
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
勝
福
寺
に
も
４
月
30
日
に

寄
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
本
堂
で
彼

ら
が
披
露
し
て
く
れ
た
収
穫
の
喜

び
を
表
す
民
族
ダ
ン
ス
や
ス
ピ
ー

チ
に
は
、
想
像
を
絶
す
る
苦
労
を

重
ね
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

明
る
く
、
生
き
る
力
が
満
ち
溢
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
姿
は
本
堂
に

集
ま
っ
た
た
く
さ
ん
の
観
客
に
感

動
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
ら

の
う
ち
四
名
の
感
想
で
す
。

○
ノ
ル
ハ
イ
ヤ(

女
性

19
歳)

日
本
に
来
る
こ
と
が
で
き
て

と
っ
て
も
嬉
し
い
で
す
。
日
本
に

来
る
こ
と
は
、
私
の
夢
の
一
つ
で

し
た
。
み
な
さ
ん
に
会
え
て
本
当

に
嬉
し
い
で
す
。

○
ジ
ョ
バ
リ
ン(

女
性

17
歳)

毎
日
が
充
実
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
す
べ
て
の
こ
と
に
感
謝
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。
日
本
の
人
々
に

会
っ
て
新
し
い
友
だ
ち
を
つ
く
る

の
が
私
の
夢
の
一
つ
で
し
た
。
私

を
支
援
し
て
下
さ
っ
て
い
る
方
に

も
会
え
て
本
当
に
嬉
し
い
で
す
。

○
ウ
ォ
ル
タ
ー(

男
性

18
歳)

兄
弟
、
姉
妹
の
よ
う
に
う
ち
と

け
合
い
、
ひ
と
つ
に
な
れ
て
、
と

て
も
幸
せ
な
時
間
で
し
た
。
ぼ
く

は
こ
の
思
い
出
を
大
切
に
し
ま

す
。
み
な
さ
ん
も
そ
う
だ
と
い
い

な
。
幸
せ
に
し
て
く
れ
て
あ
り
が

と
う
。

○
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ン

(

女
性
18
歳)

民
族
ダ
ン
ス
の
メ
ン
バ
ー
に
選

ば
れ
、
日
本
に
来
れ
て
感
謝
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。
み
な
さ
ん
の
あ

た
た
か
い
お
も
て
な
し
、
本
当
に

う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

＊
日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
は
滅
多

に
見
ら
れ
な
い
「
い
き
い
き
と
し

た
目
の
輝
き
」
に
ド
キ
ド
キ
し
ま

し
た
。
物
や
お
金
が
溢
れ
て
い
て

も
心
は
貧
困
に
見
え
る
日
本
は
こ

れ
で
い
い
の
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。

「
お
朝
事
参
り
」
と
は
、
広
辞
苑

に
よ
る
と
「
浄
土
真
宗
で
は
、
信
徒

が
朝
早
く
お
寺
に
お
参
り
す
る
こ
と
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
我
が
家
の
お

内
仏
で
は
、
な
か
な
か
続
け
る
こ
と

が
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
昨
年
の
秋

ぐ
ら
い
か
ら
、
お
寺
の
お
朝
事
に
お

参
り
し
よ
う
と
思
い
立
ち
、
今
日
ま

で
ど
う
や
ら
続
い
て
い
ま
す
。

先
日
の
「
教
区
婦
人
研
修
大
会
」

で
、
伊
藤
元
先
生
が
、
真
宗
門
徒
の

生
活
習
慣
に
つ

い
て
、
「
習

慣
は
自
然
の

ご
と
し
」
と

い
う
孔
子
の
言

葉
を
引
い
て
、
習
慣
は
大
切
な
も
の

で
、
生
活
を
動
か
し
人
を
変
え
て
い

く
力
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
「
習
慣
は
第
二
の
天
性
」
と
い

う
キ
ケ
ロ
の
言
葉
を
引
か
れ
て
、
一

つ
の
こ
と
を
ず
っ
と
続
け
て
い
く
と
、

自
分
の
性
質

に
ま
で
な
る

と
お
話
下
さ

い
ま
し
た
。

毎
日
続
け

て
本
堂
に
座
し
、
ま
ず
は
如
来
さ
ま

を
仰
ぎ
、
手
を
合
わ
せ
、
正
信
偈
・

ご
和
讃
を
あ
げ
て
念
佛
申
す
こ
と
が
、

私
自
身
の
身
に
つ
い
て
、
つ
い
に
は

私
自
身
と
一
つ
に
な
っ
て
く
る
と
い

う
深
い
意
味
の
あ
る
こ
と
な
の
で
し

た
。皆

さ
ん
も
、
二
度
と
な
い
今
日
一

日
の
始
ま
り
に
、
お
寺
に
来
て
み
ま

せ
ん
か
。
日
々
続
け
て
い
く
と
、
行

か
ず
に
は
お
れ
な
い
気
持
ち
に
な
っ

て
く
る
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

仏
様
が
背
中
を
押
し
て
く
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

(

香
田

紀
子)

い
き
い
き
と
し
た
目
の
輝
き

「
ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書
館
」
の
若
者
達

松井友さんと若者

お
朝
事
参
り

一
日
の
始
ま
り
を
お
寺
か
ら

〈
編
集
後
記
〉

ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書
館
を
主

催
す
る
松
井
友
氏
と
は
ど
ん
な
人
か

と
思
い
、
調
べ
て
み
る
と
父
、
妹
、

元
妻
は
児
童
文
学
者
。
友
氏
も
絵
本

の
編
集
者
。

し
か
し
離
婚
を
経
験

し
、
そ
の
苦
し
み
か
ら
立
ち
直
る
た

め
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
貧
し
い
子
ど

も
や
青
年
た
ち
を
我
が
子
と
見
な
し
、

彼
ら
の
た
め
に
生
涯
を
捧
げ
る
こ
と

を
決
意
す
る
。
と
あ
り
ま
し
た
。
そ

ん
な
彼
ら
に
希
望
を
与
え
る
氏
の
活
動

に
頭
が
下
が
り
ま
す
。

（
重
昭
）


