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釈
尊
の
生
涯
と
そ
の
教
え
⑤ 

 成
道
（
覚
り
） 

お
釈
迦
さ
ま
は
六
年
間
に
わ
た
る
苦
行
を
棄
て
、

尼
連
禅
川
（
に
れ
ん
ぜ
ん
が
）

で
沐
浴
（
も
く
よ
く
）

し
、

村
娘
の
ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
の
乳
粥
の
供
養
を
受
け
て

精
気
を
取
り
戻
し
、
菩
提
樹
の
根
元
の
石
に
お
座

り
に
な
り
ま
し
た
。
ほ
ど
な
く
お
釈
迦
さ
ま
は
、

六
年
間
の
修
行
の
体
験
に
よ
っ
て
、
す
で
に
準
備

さ
れ
て
い
た
正
覚
の
と
き
が
熟
し
つ
つ
あ
る
の
を

予
感
さ
れ
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
覚
り
の
瞬
間
が
近

づ
こ
う
と
し
た
時
、
悪
魔
の
大
軍
が
お
釈
迦
さ
ま

の
お
覚
り
を
妨
げ
よ
う
と
し
て
攻
め
て
き
た
の
で

す
。
そ
れ
は
美
女
の
姿
を
と
り
、
軍
隊
の
大
軍
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
と
っ
て
誘
惑
し
て
き
た
の
で

す
。
し
か
し
そ
の
悪
魔
の
正
体
は
、
外
か
ら
来
た

の
で
は
な
く
内
な
る
欲
望
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩

が
姿
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
内
観
の
智

慧
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き
、
悪
魔
は
退

散
し
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
覚
り
の
大
自
覚
が
静

か
に
訪
れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
が
菩
提
樹
の
木

の
根
元
の
石
に
端
座
し
て
、
内
観
の
瞑
想
に
入
ら

れ
て
か
ら
、
成
道
（
覚
り
）
ま
で
に
要
し
た
日
時

は
わ
ず
か
七
日
間
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
覚
り
に
到
る
す
べ
て
が
、
六
年
間
の

苦
行
生
活
の
間
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
と
き
に
お
釈
迦
さ
ま
三
十
五
歳
の
十
二
月

八
日
、
満
月
の
夜
の
明
け
方
で
あ
り
ま
し
た
。
正

覚
に
到
達
し
た
「
仏
陀
」
の
誕
生
で
す
。
仏
陀
と

は
「
覚
者
、
目
覚
め
た
者
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

正
覚
を
成
し
遂
げ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
こ
れ
以
後
、

釈
迦
牟
尼
（
し
ゃ
か
む
に
）

仏
陀
と
尊
称
さ
れ
、
そ
れ

を
略
し
て
釈
尊
と
お
呼
び
し
ま
す
。 

正
覚
の
内
容 

お
釈
迦
さ
ま
が
お
覚
り
を
開
か
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
上
に
真
実
の
智
慧
が
実
現

し
、
闇
が
破
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ

こ
に
明
ら
か
に
な
っ
た
覚
り
の
内
容
は
「
縁
起
の

理
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
「
此
（
こ

れ
）

有
る
と
き
、
彼
（
か
れ
）

有
り
、
此
生
ず
る
よ
り

彼
生
じ
、
此
無
き
と
き
彼
無
く
、
此
滅
す
る
よ
り

彼
滅
す
る
」
と
説
か
れ
、
全
て
の
存
在
す
る
も
の

は
必
ず
因
（
原
因
）
と
縁
（
条
件
）
と
の
関
係
性

に
お
い
て
生
じ
、
滅
す
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
で

存
在
す
る
も
の
は
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
は
菩
提
樹
の
木
の
根
元
の
石
に
端

座
さ
れ
て
、
内
観
の
智
慧
に
よ
っ
て
、
老
・
病
・

死
の
苦
悩
の
起
る
因
縁
を
自
ら
の
内
に
深
く
内
観

し
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
老
・
病
・
死
の
苦

悩
の
因
縁
と
し
て
生
（
し
ょ
う
）
が
見
い
出
さ
れ
た
。

人
間
と
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
老
・

病
・
死
の
因
縁
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
生
は
何

に
よ
っ
て
生
ず
る
か
と
い
う
と
、
三
界
流
転
（
さ
ん

が
い
る
て
ん
）
・
六
道
輪
廻
（
ろ
く
ど
う
り
ん
ね
）

の
迷
い

の
有
り
方
が
存
在
す
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
迷

い
の
存
在
の
有
り
方
は
何
に
よ
っ
て
生
ず
る
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
「
渇
愛
（
か
つ
あ
い
）
」
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
渇
愛
と
は
あ
た
か
も
渇
い
た
者
が
水
を

求
め
て
や
ま
な
い
よ
う
に
、
欲
望
の
満
足
を
求
め

て
や
ま
な
い
心
で
あ
り
ま
す
。
渇
愛
は
何
に
よ
っ

て
起
る
か
と
い
う
と
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・

意
と
い
う
す
べ
て
の
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
起
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
私
た
ち
を
老
・
病
・
死
に
よ
っ

て
苦
し
み
悲
し
ま
せ
る
因
縁
と
し
て
「
無
明
（
む
み

ょ
う
）
」
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
す
。
無
明
と
は
人

間
が
智
慧
な
き
が
故
に
真
実
に
対
し
て
無
知
な
る

こ
と
で
す
。
こ
の
無
明
が
私
た
ち
の
存
在
そ
の
も

の
に
本
来
的
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
生
死
苦
悩
の
最

後
の
因
縁
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
で
す
。
し
た
が

っ
て
、「
無
明
あ
る
に
よ
っ
て
老
死
あ
り
、
無
明
滅

す
る
と
き
老
死
滅
す
る
」
と
表
現
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
の
因
縁
は
正
確
に
は
十
二
支
縁
起
と
い
わ
れ

る
も
の
で
す
が
簡
略
化
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 梵
天
勧
請
（
ぼ
ん
て
ん
か
ん
じ
ょ
う
） 

覚
り
を
ひ
ら
い
て
覚
者
（
佛
）
と
な
ら
れ
た
釈

尊
は
、
そ
の
後
な
お
し
ば
ら
く
、
ウ
ル
ベ
ー
ラ
ー

の
森
に
滞
在
さ
れ
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
一
面
に
茂

る
巨
木
の
根
元
に
座
っ
た
り
、
森
の
中
を
歩
き
ま

わ
っ
た
り
し
な
が
ら
、
独
り
静
か
に
偉
大
な
覚
り

の
喜
び
（
法
悦
）
を
、
く
り
返
し
く
り
返
し
味
わ

れ
た
の
で
す
。
し
か
し
七
週
間
に
わ
た
る
法
悦
の

後
に
仏
陀
は
絶
望
の
深
淵
に
落
ち
込
ん
で
い
か
れ

た
の
で
す
。
そ
れ
は
み
ず
か
ら
の
正
覚
の
意
味
を

人
び
と
に
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
絶
望
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

 
 わ

た
し
が
覚
っ
た
こ
の
真
理
（
縁
起
の
道
理
）

は
、
深
遠
で
、
難
解
で
あ
り
、
絶
妙
で
あ
り
、

微
妙
で
あ
っ
て
賢
者
の
み
が
よ
く
知
る
所
で
あ

る
。
そ
れ
な
の
に
世
間
の
人
々
は
欲
望
の
ま
ま

に
楽
し
み
、
嬉
し
が
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
々
に
は
縁
起
の
道
理
は
受
け
入

れ
難
く
、
私
が
教
え
を
説
い
た
と
し
て
も
受
け

入
れ
難
く
、
私
に
は
疲
労
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

釈
尊
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
教
え
を
説
か

ず
、
一
人
静
か
に
涅
槃
に
入
ろ
う
と
思
わ
れ
た
の

で
す
。
涅
槃
と
は
迷
い
の
尽
き
た
世
界
の
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
仏
は
わ
が
身
一
人
覚
っ
た
ま
ま
、
人

に
法
を
説
か
な
い
で
こ
の
世
を
終
わ
ろ
う
か
と
思 
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わ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
説
法
不
可
能
と
い
う
絶
望

感
が
仏
陀
の
胸
の
な
か
に
き
ざ
し
て
き
た
こ
と
を

知
っ
た
娑
婆
世
界
の
主
で
あ
る
梵
天
と
い
う
神
が

仏
陀
の
前
に
現
わ
れ
て
説
法
を
勧
請
し
た
の
で
す
。 

 

尊
き
お
方
、
世
尊 

願
わ
く
は
法
を
説
き
た
ま
え 

善
逝
、
願
わ
く
は
法
を
説
き
た
ま
え 

こ
の
世
間
に
は
塵
に
く
も
ら
さ
れ
る
こ
と
の
少

な
い
人
び
と
も
お
り
ま
す
。 

け
れ
ど
も
彼
ら
と
て
も
法
を
聞
か
な
か
っ
た
な

ら
ば 

滅
び
衰
退
し
て
し
ま
う
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん 

し
か
し
こ
の
世
間
に
は
法
を
了
解
す
る
人
々
も

あ
り
ま
し
ょ
う 

 

一
度
な
ら
ず
、
二
度
、
三
度
と
梵
天
は
説
法
を

懇
願
し
ま
し
た
。
三
度
目
の
懇
願
を
受
け
た
釈
尊

は
世
の
中
を
観
察
さ
れ
た
上
で
、
つ
い
に
世
の
苦

し
み
悩
む
人
々
へ
法
を
説
く
こ
と
を
決
意
さ
れ
た

の
で
す
。
娑
婆
世
界
の
主
で
あ
る
梵
天
が
釈
尊
に

説
法
を
勧
請
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
切
の
人
々

が
釈
尊
の
説
法
を
求
め
願
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
一
切
の
人
々
の
願
い
を
う

け
て
釈
尊
は
み
ず
か
ら
覚
ら
れ
た
縁
起
の
法
を
説

く
こ
と
を
決
意
さ
れ
て
立
ち
上
が
ら
れ
た
の
で
す
。 

 初
転
法
輪
（
し
ょ
て
ん
ぽ
う
り
ん
） 

釈
尊
の
最
初
の
説
法
は
、
釈
尊
が
出
家
し
た
直

後
に
教
え
を
受
け
た
二
人
の
仙
人
に
対
し
て
な
さ

れ
よ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
二
人

の
師
は
こ
の
世
を
去
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
か

つ
て
苦
行
生
活
を
と
も
に
し
た
五
人
の
仲
間
に
対

し
て
正
覚
の
真
実
を
説
法
し
よ
う
と
、
か
れ
ら
を

さ
が
し
求
め
た
釈
尊
は
、
か
れ
ら
が
宗
教
都
市
ベ

ナ
レ
ス
の
町
は
ず
れ
鹿
野
苑
（
ろ
く
や
お
ん
）

で
修
行

に
励
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
ベ
ナ
レ
ス
に
向

か
わ
れ
ま
し
た
。
仏
伝
に
よ
る
と
、
釈
尊
が
五
人

の
仲
間
に
近
づ
い
て
い
っ
た
と
き
、
か
れ
ら
は
苦

行
を
す
て
た
釈
尊
の
こ
と
を 

 

ゴ
ー
タ
マ
は
苦
行
を
捨
て
て 

堕
落
し
た
者
で
あ
る 

ゴ
ー
タ
マ
は
贅
沢
で
努
力
す
る
こ
と
を
怠
り 

奢
侈
（
し
ゃ
し
）

に
走
っ
た
者
で
あ
る 

 と
非
難
し
、
釈
尊
が
近
づ
い
て
き
て
も
挨
拶
も
せ

ず
無
視
し
よ
う
と
申
し
合
わ
せ
ま
し
た
。
し
か
し

釈
尊
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
か
れ
ら
は
約
束
を
守
れ

ず
、
か
つ
て
苦
行
を
と
も
に
し
た
仲
間
と
し
て
出

迎
え
、「
友
よ
」
と
よ
び
か
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
友
よ
」
と
よ
び
か
け
た
仲
間

に
対
し
て
、
釈
尊
は 

 
 比

丘
た
ち
よ
、
如
来
に
対
し
て
名
前
で
呼
び
か

け
て
は
い
け
な
い
、
ま
た
「
友
よ
」
な
ど
と
呼

び
か
け
て
も
い
け
な
い
。
如
来
は
供
養
を
受
け

る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
正
し
く
覚
っ
た
覚
者
な
の

で
あ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
法
を
聞
く
耳
を
用
意

し
な
さ
い
。
わ
た
し
は
不
死
の
法
を
獲
得
し
た

の
で
あ
る
。 

 と
厳
然
と
し
て
、
み
ず
か
ら
が
「
如
来
」
で
あ
る

こ
と
を
宣
言
し
、
か
れ
ら
に
対
し
説
法
を
開
始
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
仏
陀
と
な
っ
た

釈
尊
み
ず
か
ら
の
真
実
に
対
す
る
確
信
が
う
か
が

え
ま
す
。
み
ず
か
ら
を
「
如
来
」
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
「
真
実
の
世
界
（
如
）
か
ら
や
っ
て
来
た
者
」

で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
最
初
の
説
法
に
お
け
る
宣

言
こ
そ
、
説
法
に
踏
み
切
っ
た
釈
尊
の
な
み
な
み

な
ら
ぬ
決
意
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
釈
尊

は
五
人
に
向
か
っ
て
説
か
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
限
り
、
人
間
は
す
べ

て
老
い
、
病
み
、
憂
い
、
死
ぬ
も
の
で
あ
る
。

何
故
か
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
は
、
す
べ

て
因
縁
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
因
縁
に
よ
っ
て
移

ろ
い
、
変
っ
て
ゆ
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
今

ま
で
の
姿
で
い
た
い
と
ど
ん
な
に
願
っ
て
み
て

も
、
所
詮
、
そ
れ
は
無
理
な
の
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
人
は
そ
の
無
理
な
こ
と
に

し
が
み
つ
い
て
、
あ
く
せ
く
し
、
も
だ
え
、
悩

み
、
愚
か
な
迷
信
に
す
が
り
つ
い
て
い
る
。
他

の
人
々
は
今
だ
け
の
瞬
間
的
な
快
楽
に
身
を
ゆ

だ
ね
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
悩
み
や
煩
い

を
深
め
る
だ
け
で
し
か
な
い
、
人
間
が
本
当
の

幸
せ
に
到
達
す
る
道
、
そ
れ
は
縁
起
の
道
理
に

め
ざ
め
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
す
る
欲
望
を
捨

て
、
自
分
自
身
に
対
す
る
執
着
を
さ
え
も
捨
て

て
、
清
ら
か
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る 

 

五
人
の
比
丘
は
釈
尊
か
ら
真
実
の
法
を
聞
き
続

け
た
。
そ
し
て
五
人
の
比
丘
は
次
々
と
縁
起
の
法

に
目
覚
め
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
目
覚
め
た

人
は
釈
尊
を
含
め
て
六
人
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
法
が
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
、
車
輪
が
回

転
す
る
様
子
に
た
と
え
転
法
輪
と
い
い
、
特
に
こ

の
鹿
野
苑
で
の
最
初
の
説
法
を
初
転
法
輪
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
こ
こ
に
目
覚
め
た
人
（
仏
陀
）
、
真
実

の
教
え
（
法
）
、
仏
の
教
え
に
感
動
し
、
歩
み
を
始

め
た
人
の
集
い
（
僧
）
の
三
宝
が
そ
ろ
い
教
団
が

成
立
し
た
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

（
住
職
） 
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法
嗣
御
得
度
式
に
参
列
し
て 

 
 

 
 

 
 

 

筆
頭
総
代 

末
定
育
雄 

 
十
一
月
四
日
午
後
一
時
、
法
嗣
御
得
度
式
の
始
ま
り
を
告
げ
る
喚
鐘
が
鳴
り
響
き
、
雅
楽
が

流
れ
て
全
員
が
合
掌
、
念
仏
申
す
中
、
御
門
主
が
ご
出
仕
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
師
堂
の

照
明
が
消
さ
れ
て
蝋
燭
の
明
か
り
だ
け
に
な
る
中
、
厳
粛
に
御
得
度
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

続
い
て
、
真
承
上
人
の
御
祥
忌
法
要
が
、
新
門
主
様
を
導
師
と
し
て
営
ま
れ
ま
し
た
。
御
門

主
様
は
御
挨
拶
に
て
法
灯
の
継
承
を
願
わ
れ
、
新
門
主
様
は
法
灯
の
継
承
を
新
た
に
決
意
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
お
姿
を
拝
見
し
て
い
て
、
仏
光
寺
派
の
輝
か
し
い
未
来
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。 

又
、
こ
の
法
灯
を
守
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
門
徒
に
も
大
切
な
役
割
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
お
念
仏
と
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
こ
の
荘
厳
な
仏
光
寺
派

の
法
灯
継
承
の
儀
式
に
出
席
さ
せ
て
頂
き
、
約
七
〇
〇
年
脈
々
と
受
け
継
が
れ
守
ら
れ
て
き
た

重
さ
に
、
心
う
た
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
頂
き
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

佛光寺第 30 代歓喜光院殿真承上人の御長子

渋谷
しぶたに

覚
さとし

（法名釋真
しん

覚
がく

）様 

法
ほう

嗣
し

（新門）にご就任  

写真は本山佛光寺のホームページより  

前筆頭総代・吉川芳弘氏のご尽力とご功績をたたえて  

報恩講にて表彰式が行われました  
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御
正
忌
報
恩
講
を
つ
と
め
る 

 

御
正
忌
報
恩
講
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
正
当
（
祥
月
命
日
）
に

当
る
十
一
月
二
十
八
日
に
合
わ
せ
て
つ
と
ま
る
も
の
で
す
。
そ
し

て
、
親
鸞
聖
人
の
御
往
生
を
と
お
し
て
、
九
十
年
の
ご
生
涯
を
い

た
だ
い
て
い
く
の
で
す
。 

聖
人
は
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
十
一
月
下
旬
の
こ
ろ
か
ら
身

の
不
調
を
覚
え
て
病
臥
し
、
弟
尋
有
の
善
法
院
に
お
い
て
、
十
一

月
二
十
八
日
、
つ
い
に
九
十
年
の
生
涯
を
終
え
ら
れ
た
の
で
す
。

『
御
伝
鈔
』
に
は
、
聖
人
の
ご
臨
終
を 

 

口
に
世
事
を
ま
じ
え
ず
、
た
だ
念
仏
の
ふ
か
き
こ
と
を
の
ぶ
、

声
に
余
言
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
称
名
た
ゆ
る
こ
と
な
し
、

し
こ
う
し
て
同
じ
き
第
八
日
午
の
時
、
頭
北
面
西
右
脇
に
臥
し

給
い
て
、
つ
い
に
念
仏
の
息
た
え
ま
し
ま
し
お
わ
り
ぬ 

 

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
の
中
の
こ
と
は
一
切
口
に
せ
ず
、
も
っ

ぱ
ら
称
名
念
仏
し
て
、
仏
恩
の
深
い
こ
と
を
述
べ
て
、
つ
い
に
念

仏
の
息
が
た
え
た
と
き
が
ご
臨
終
で
あ
っ
た
の
で
す
。
深
い
人
間

業
の
生
涯
を
、
本
願
念
仏
の
な
か
に
燃
焼
し
て
、
お
浄
土
へ
還
ら

れ
た
の
で
す
。
聖
人
を
と
り
囲
ん
だ
家
族
や
お
弟
子
の
悲
し
み
は

い
か
ば
か
り
か
と
察
し
ま
す
。 

其
そ
れ
が
し

親
鸞
閉
眼
せ
ば 

賀
茂
川
に
い
れ
て
魚
に
あ
た
う
べ
し 

 

愚
禿
釈
親
鸞
と
名
告
り
、
在
俗
の
ま
ま
妻
子
と
と
も
に
一
庶
民
と

し
て
、
深
い
人
間
業
を
生
き
ら
れ
た
聖
人
に
と
っ
て
身
に
対
す
る

執
着
は
な
く
、
如
来
の
本
願
を
い
の
ち
と
し
、
心
は
す
で
に
お
浄

土
に
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
察
す
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親

鸞
聖
人
が
た
め
な
り
け
り
、
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け

る
身
に
て
あ
り
け
る
を
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本

願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
（
歎
異
抄
） 

 

こ
の
お
こ
と
ば
は
、
聖
人
の
お
弟
子
で
『
歎
異
抄
』
の
著
者
で
あ

る
唯
円
房
が
、
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
と
し
て
書
き
と
ど
め
て
下

さ
っ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
唯
円
は
こ
の
聖
人
の
こ
と
ば
に
引
き

つ
づ
い
て 

 

さ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、
わ
れ

ら
が
、
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
知
ら
ず
、
如
来
の
御
恩

の
た
か
き
こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
よ
え
る
を
、
お
も
い
し
ら

せ
ん
が
た
め
に
て
そ
う
ら
い
け
り
（
歎
異
抄
） 

 

と
聖
人
の
お
こ
と
ば
を
い
た
だ
か
れ
、
わ
が
身
の
自
覚
の
い
た
ら

な
さ
を
深
く
歎
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
私
た
ち
も
聞
法
を
と
お

し
罪
悪
深
重
の
身
に
目
覚
め
、
如
来
の
ご
本
願
を
「
私
一
人
が
た

め
な
り
」
と
い
た
だ
か
せ
て
い
た
だ
い
て
唯
円
の
あ
と
に
つ
づ
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

 

如
来
大
悲
の
恩
徳
は 

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し 

師
主
知
識
の
恩
徳
も 

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し 

（
住
職
） 
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