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「
一
宗
の
繁
盛
」
は
一
人
の
念

仏
者
が
誕
生
す
る
こ
と
だ
と
い

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
念
仏
の
教

え
は
ど
れ
ほ
ど

聴
聞

ち
ょ
う
も
ん

し
て
も
、

邪
見

じ
ゃ
け
ん

驕

慢

き
ょ
う
ま
ん

の
こ
こ
ろ

で
は

い

た
だ
け
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
教
え
て
い
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
「
愚ぐ

禿と
く

」（
愚
か

も
の
）

と
名
告
な

の

り
、
二
十
九
歳
の

と
き
、
法
然
上
人
よ
り
賜
わ
っ

た
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た

す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
の

一
言
を
、
九
十
歳
で
ご
往
生
さ

れ
る
ま
で
、
牛
が
干
草
を
反
芻

は
ん
す
う

す
る
よ
う
に
繰
り
返
し
い
た
だ

い
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
お
念

仏
申
す
と
き
に
、
我
身

わ

が

み

の
愚
か

さ
に
気
づ
き
、
如
来
の
大
悲
に

生
か
さ
れ
る
の
で
す
。
お
念
仏

を
忘
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
自

我
中
心
の
邪
見

じ
ゃ
け
ん

驕
慢

き
ょ
う
ま
ん

に
な
り
、

自
分
を
見
失
う
の
で
す
。 

 

聖
人
の
七
百
五
十
回
御
遠
忌

も
あ
と
三
ヶ
月
足
ら
ず
と
な
り

ま
し
た
。
一
人
の
念
仏
者
の
誕

生
を
願
い
続
け
て
い
て
下
さ
る

聖
人
に
、
慚
愧

ざ

ん

き

の
こ
こ
ろ
で
お

会
い
し
に
い
く
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
住
職
） 

前
坊
守 

十
三
回
忌 

 

法
要
の
ご
案
内 

 

平
成
二
十
三
年 

 

四
月
二
十
四
日 

  
 
 
  (

日
曜
日) 

 

午
前
十
時
よ
り 

 

法
話 

 

野
世
信
水
師 

  

お
と
き
を
ご
用
意 

  
 
 

い
た
し
ま
す 

 

み
な
さ
ま 

お
誘
い
合
わ
せ
て 

 

お
参
り
下
さ
い 
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親 

鸞 

聖 

人 

の 

ご 

生 

涯 
  

関
東
の
親
鸞 

 
 火

宅
無
常 

 

親
鸞
聖
人
は
世
の
中
の
姿
を
「
火
宅
無
常
（

か
た

く
む
じ

ょ
う

）
」
と
し
か
述
べ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

聖
人
の
関
東
時
代
に
は
史
上
に
残
る
大
事
件
が
続

発
し
て
い
ま
す
。 

 

鎌
倉
時
代
に
お
い
て
は
頼
朝
の
死
後
、
主
導
権

を
め
ぐ
る
激
し
い
争
い
が
続
き
、
頼
朝
の
妻
政
子

の
父
北
条
時
政
が
幕
府
の
実
権
を
に
ぎ
っ
て
執
権

政
治
を
行
な
い
権
勢
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
一
方
、
京
都
の
朝
廷
で
は
、
念
仏
を
禁
止
し
、

四
人
を
死
罪
、
法
然
上
人
、
親
鸞
聖
人
は
じ
め
八

人
を
流
罪
の
刑
に
処
し
、
承
元
（
じ

ょ
う

げ
ん
）

の
法

難
を
ひ
き
起
し
た
後
鳥
羽
上
皇
が
院
政
を
ひ
き
、

軍
事
力
の
増
強
を
は
か
る
な
ど
、
幕
府
と
対
決
し

て
朝
廷
の
勢
力
を
挽
回
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

承
久
元
年
、
将
軍
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
た
の
を
き
っ

か
け
と
し
て
朝
幕
関
係
は
不
安
定
と
な
り
、
上
皇

は
つ
い
に
義
時
追
討
の
兵
を
あ
げ
ま
し
た
。
し
か

し
上
皇
側
の
期
待
に
反
し
て
、
東
国
の
武
士
の
大

多
数
は
北
条
氏
の
も
と
に
結
集
し
て
、
戦
い
は
幕

府
の
勝
利
に
終
り
ま
し
た
。
後
鳥
羽
、
土
御
門
（
つ

ち
み
か

ど
）
、
順
徳
の
三
上
皇
は
遠
流
と
な
り
、
後
鳥

羽
上
皇
は
隠
岐
島
（
お
き

の
し

ま
）

に
流
さ
れ
た
の
で

し
た
。
四
十
七
歳
の
聖
人
は
、
関
東
の
地
で
こ
の

知
ら
せ
を
聞
き
、
世
の
火
宅
無
常
の
姿
を
し
み
じ

み
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 嘉

禄
の
法
難 

 

前
述
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
と

と
も
に
流
罪
を
許
さ
れ
た
翌
年
、
建
暦
二
年
一
月

二
十
五
日
、
法
然
上
人
は
齢
八
十
で
命
終
す
る
と
、

ほ
ど
な
く
隆
寛
律
師
（

り
ゅ

う
か
ん

り
っ

し
）
が
中
心
と

な
っ
て
法
然
上
人
の
『
選
択
集
（
せ

ん
じ

ゃ
く

し
ゅ
う

）
』

が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
す
る
と
直
ち
に
華
厳
宗
の
学

僧
明
恵
（

み
ょ

う
え
）

上
人
が
『
選
択
集
』
の
徹
底
し

た
批
判
書
で
あ
る
『
摧
邪
輪
（

ざ
い

じ
ゃ
り

ん

）
』
を
公

に
し
ま
し
た
。
以
後
『
選
択
集
』
と
『
摧
邪
輪
』

を
め
ぐ
っ
て
、
弁
護
と
批
判
が
激
し
さ
を
増
す
な

か
で
、
比
叡
山
は
専
修
（
せ

ん
じ
ゅ

）

念
仏
の
禁
止
を

改
め
て
朝
廷
に
奏
請
（
そ

う
じ
ょ

う
）

し
ま
し
た
。
元

仁
（

げ
ん

に
ん

）

元
年
、
聖
人
五
十
二
歳
の
時
で
す
。

こ
れ
が
発
端
と
な
っ
て
再
び
専
修
念
仏
に
対
す
る

大
弾
圧
が
行
な
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
嘉
禄
（
か

ろ
く
）

三
年
、
聖
人
五
十
五
歳
の
時
に
実
行
さ
れ
た

「
嘉
禄
の
法
難
」
で
す
。『
選
択
集
』
の
版
木
が
朝

廷
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
て
比
叡
山
に
送
ら
れ
、
僧

兵
た
ち
は
「
三
世
（

さ
ん

ぜ
・
過

去
現

在
未
来

の
こ

と
）

の

仏
恩
に
報
ぜ
ん
が
た
め
」
と
称
し
て
、
大
講
堂
の

前
庭
で
そ
れ
を
焼
き
払
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
法
然
上
人
の
墓
を
あ
ば
い
て
遺
体
を
加
茂

川
に
流
そ
う
と
し
た
の
で
す
。
す
で
に
僧
兵
の
手

に
よ
っ
て
上
人
の
墓
は
掘
り
起
こ
さ
れ
は
じ
め
た

の
で
す
が
、
上
人
に
帰
依
す
る
宇
都
宮
蓮
生
（

れ
ん

し
ょ

う
）

を
は
じ
め
と
す
る
武
士
た
ち
が
抜
刀
し
て

こ
れ
を
阻
止
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
事
態

を
憂
慮
し
た
遺
弟
（

ゆ
い

て
い
）

た
ち
は
、
そ
の
夜
半

に
上
人
の
遺
体
を
納
め
た
棺
を
掘
り
起
こ
し
て
嵯

峨
の
清
涼
寺
（
せ

い
り

ょ
う

じ
）

に
運
び
、
翌
日
さ
ら

に
西
山
の
粟
生
（

あ
お

）

に
運
ん
で
荼
毘
（

だ
び

）

に

ふ
さ
れ
た
の
で
す
。
聖
人
が
草
庵
を
結
ん
だ
稲
田

の
地
は
宇
都
宮
蓮
生
の
勢
力
範
囲
で
あ
り
、
京
都

の
専
修
念
仏
に
関
す
る
で
き
事
は
い
ち
早
く
聖
人

の
耳
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
聖
人

は
、
た
び
重
な
る
専
修
念
仏
に
対
す
る
弾
圧
と
『
選

択
集
』
に
対
す
る
批
判
に
深
く
心
を
痛
め
ら
れ
た

こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
『
選
択
集
』

に
示
さ
れ
た
専
修
念
仏
の
仏
道
を
体
系
的
に
明
ら

か
に
す
べ
く
『
教
行
信
証
（
き

ょ
う
ぎ

ょ
う

し
ん

し
ょ
う

）
』

の
完
成
に
む
け
て
推
敲
を
重
ね
、
執
筆
に
励
む
毎

日
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

寛
喜
（

か
ん
ぎ

）

の
内
省 

 

寛
喜
年
間
、
聖
人
五
十
八
、
九
歳
の
頃
に
は
関

東
や
東
海
の
み
な
ら
ず
、
京
都
で
も
飢
饉
（

き
き

ん
）

が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
寛
喜
二
年
は
六
月
と
い
う
の

に
関
東
各
地
に
雪
が
降
り
、
秋
作
物
は
全
く
実
ら

ず
飢
饉
に
な
り
ま
し
た
。
寛
喜
三
年
も
冷
夏
で
農

作
物
は
皆
目
と
れ
ず
、
飢
饉
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く

な
り
餓
死
者
が
続
出
し
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
聖
人
四
十
二
歳
の
時
、
佐
貫
（

さ
ぬ

き
）

と
い
う
と
こ
ろ
で
農
民
が
飢
餓
や
疫
病
で
苦
し
ん

で
い
る
姿
を
見
て
『
浄
土
三
部
経
』
を
千
部
読
誦

（
ど
く

じ
ゅ
）
し
よ
う
と
い
う
誘
惑
に
陥
り
ま
し
た
が
、 

平安末～鎌倉初期（親鸞聖人の頃）に描かれた 

『餓鬼草紙（がきぞうし）』（東京国立博物館蔵 国宝）  



平成23年 2月 10発行 

- 3 - 

 

恵
信
尼
さ
ま
の
手
紙
（
抜
粋
） 

三
ぶ
き
や
う
げ
に

く
し
く
千
ぶ 

よ
ま
ん
と
候
し
事
は
し
ん
れ
ん 

ば
う
の
四
の
と
し
む
さ
し
の 

く
に
や
ら
ん
か
ん
づ
け
の
く
に
や 

ら
ん
さ
ぬ
き
と
申
と
こ
ろ
に
て 

よ
み
は
じ
め
て
四
五
日
ば
か
り 

あ
り
て
思
か
へ
し
て
よ
ま
せ
給
は 

で
ひ
た
ち
へ
は
お
は
し
ま
し
て
候 

し
な
り 

し
ん
れ
ん
ば
う
は
日
つ
じ
の
と
し 

三
月
三
日
の
ひ
に
む
ま
れ
て
候
し 

か
ば
こ
と
し
は
五
十
三
や
ら
ん
と
ぞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
ぼ
え
候 

こ
う
ち
ゃ
う
三
ね
ん
二
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

恵
信 

そ
れ
か
ら
十
八
年
も
経
っ
た
寛
喜
三
年
に
も
ま
た

同
じ
よ
う
な
体
験
を
味
わ
っ
た
こ
と
を
、
妻
恵
信

尼
（

え
し

ん

に
）

公
が
娘
覚
信
尼
（
か

く
し

ん

に
）

に
宛

て
た
手
紙
に
伝
え
て
い
ま
す
。 

 

聖
人
は
風
邪
を
ひ
い
て
、
夕
方
か
ら
床
に
つ
き
、

高
い
熱
が
出
て
、
体
に
触
れ
る
と
火
の
よ
う
に
熱

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
恵
信
尼
に
は
腰
や
膝
を
さ
す

ら
す
こ
と
も
さ
せ
ず
、
黙
っ
て
寝
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
寝
こ
ん
で
四
日
目
の
明
け
方
、
苦
し
い
中
で

「
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」（
あ
あ
そ
う
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
）
と
う
な
ら
れ
ま
し
た
。
恵
信
尼
が
「
ど

う
な
さ
い
ま
し
た
か
、
う
わ
ご
と
で
も
言
わ
れ
た

の
で
す
か
」
と
問
う
と
、
聖
人
は
「
い
や
、
う
わ

ご
と
で
は
な
い
。
床
に
臥
し
て
二
日
目
か
ら
『
無

量
寿
経
』
を
読
誦
し
続
け
て
い
た
。
目
を
閉
じ
て

も
お
経
の
文
字
が
一
字
残
ら
ず
は
っ
き
り
見
え
る
。

こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
て
み

る
と
、
は
た
と
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
。
十
七
，

八
年
前
、
飢
餓
や
疫
病
で
苦
し
ん
で
い
る
人
の
た

め
に
『
浄
土
三
部
経
』
を
千
部
読
誦
し
よ
う
と
し

た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
自
ら
信
じ
人
を
し
て
信

ぜ
し
め
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
が
そ
れ
を
実
行

す
る
こ
と
が
仏
恩
に
報
い
る
こ
と
で
あ
り
、
南
無

阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
信
心
の
他
に
何
が
不
足
で
お

経
を
読
も
う
と
し
て
い
る
の
か
と
思
い
直
し
て
、

『
三
部
経
』
の
千
部
読
誦
を
や
め
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
今
ま
た
高
熱
に
う
な
さ
れ
た
と
は
い

え
、『
無
量
寿
経
』
を
読
ん
で
い
た
の
は
、
そ
の
時

の
こ
と
が
心
の
端
に
ま
だ
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
執
心
、
自
力
の
心

と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
離
れ
難
い
も
の

だ
な
あ
と
い
う
こ
と
を
思
い
し
ら
さ
れ
た

の
だ
」
と
言
わ
れ
、
間
も
な
く
汗
が
出
て
、

熱
が
ひ
き
、
聖
人
の
風
邪
は
す
っ
か
り
よ

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

聖
人
が
高
熱
の
中
で
「

ま
は
さ
て
あ

ら

ん
」
（
あ
あ
そ
う

い
う
こ
と
で
あ
っ
た

の

か
）
と
言
わ
れ
た
の
は
、
人
間
の
自
力
執

心
の
離
れ
難
い
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
の
で

す
。
私
た
ち
は
ど
ん
な
に
不
憫
（

ふ
び

ん

）

に
思
っ
て
も
自
力
の
力
で
人
を
た
す
け
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
南
無
阿
弥

陀
仏
の
名
号
を
信
じ
て
如
来
さ
ま
に
一
切

を
お
ま
か
せ
し
、
生
か
さ
れ
て
い
く
以
外

な
い
の
で
す
。 

 

私
た
ち
は
聖
人
の
二
度
に
わ
た
る
『
三

部
経
読
誦
』
の
誘
惑
の
体
験
を
知
ら
さ
れ
る
と
、

聖
人
は
信
心
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
ま
た
聖
人
と
い
え
ど
も
信
心
が
揺
ら
ぐ
こ

と
が
あ
る
の
か
と
、
不
信
の
念
を
い
だ
く
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
信
心
と
い
う
も
の
は
一
定
の
も
の

で
は
な
く
、
現
実
の
い
ろ
ん
な
出
来
事
や
苦
悩
に

直
面
し
て
、
時
に
は
揺
ら
ぎ
疑
念
を
も
つ
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
常
に
如
来
の
本
願
に
す
べ
て
を
お
ま

か
せ
す
る
ま
こ
と
の
信
心
に
た
ち
か
え
り
、
そ
こ

に
い
よ
い
よ
仏
恩
の
深
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ

る
も
の
な
の
で
す
。 

一
切
経
の
校
合
（
き

ょ
う

ご
う
） 
 

仏
光
寺
の
御
伝
鈔
に
よ
る
と
、
親
鸞
聖
人
が
鎌

倉
幕
府
三
代
執
権
の
北
条
泰
時
に
招
か
れ
て
一
切

経
の
校
合
と
書
写
を
行
な
っ
た
と
い
う
一
段
が
あ

り
ま
す
。
泰
時
は
祖
母
北
条
政
子
の
十
三
回
忌
に

当
り
、
一
切
経
供
養
を
発
願
し
ま
し
た
。
鎌
倉
の

大
慈
寺
で
追
善
供
養
を
行
う
に
先
立
っ
て
、
一
切

経
を
校
合
す
る
智
者
学
匠
（
が

く
し

ょ
う

）

の
僧
た
ち

が
招
請
（
し
ょ

う
せ

い
）

さ
れ
ま
し
た
。
聖
人
も
そ
の

一
人
に
選
ば
れ
た
の
で
す
。
僧
た
ち
に
は
そ
の
労

を
ね
ぎ
ら
う
た
め
、
毎
夕
酒
膳
が
供
せ
ら
れ
ま
し

た
。
あ
る
夕
、
お
膳
に
生
魚
の
切
り
身
が
供
え
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
他
の
僧
た
ち
は
袈
裟
（
け

さ
）

を
解
い
て
魚
を
食
べ
ま
し
た
。
僧
侶
の
肉
食
は
タ

ブ
ー
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
袈
裟
を
と
り
僧
で
は

な
い
と
い
う
形
を
整
え
た
上
で
魚
を
食
し
た
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
聖
人
だ
け
が
袈
裟
を
か
け
た
ま
ま

で
魚
を
食
べ
始
め
ま
し
た
。
そ
の
姿
を
見
て
不
思

議
に
感
じ
た
の
が
、
後
に
五
代
執
権
と
な
る
九
歳

の
北
条
時
頼
で
し
た
。
時
頼
は
無
邪
気
に
も
そ
の

わ
け
を
聖
人
に
問
い
ま
し
た
。
す
る
と
聖
人
は 

「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
命
を
奪
い
、
肉
味
を

貪
る
こ
と
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
の
こ
と
で
す
。
阿

弥
陀
如
来
も
戒
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
末

法
濁
世
（
ま
っ

ぽ
う

じ
ょ
く

せ
）

の
今
、
戒
を
守
る
者
な

ど
お
り
ま
せ
ぬ
。
私
も
そ
の
一
人
で
す
が
、
同
じ

生
あ
る
も
の
を
食
す
る
か
ら
に
は
、
生
類
（
し

ょ
う

る
い
）

が
解
脱
（

げ
だ

つ
）

で
き
る
よ
う
食
す
べ
き
で

す
。
そ
の
た
め
に
三
世
の
諸
仏
が
解
脱
さ
れ
た
あ

り
が
た
い
袈
裟
を
か
け
て
、
そ
の
功
徳
を
も
っ
て

生
類
の
往
生
の
願
い
を
果
し
て
や
り
た
い
と
考
え

る
か
ら
で
す
」
と
答
え
ま
し
た
。 

 

こ
れ
を
聞
い
た
時
頼
、
幼
い
な
が
ら
も
感
じ
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、
聖
人
の
心
ば
え
を
賞
め
た
た
え

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
住
職
） 
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坪
谷
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
藤
秀
雄 

   

私
の
母
は
、
四
十
四
歳
の
若
さ
で
此
の
世
を
去
り
ま
し
た
。
生

前
、
父
と
共
に
病
床
を
訪
ね
た
帰
り
際
、
ヒ
デ
を
頼
む
と
父
に
言

い
残
し
た
言
葉
、
今
も
耳
の
底
に
焼
き
付
い
て
い
ま
す
。
母
亡
き

後
は
、
い
つ
も
父
に
つ
い
て
歩
き
ま
し
た
。
野
山
へ
行
く
の
も
寺

参
り
も
、
学
校
以
外
一
緒
に
つ
い
て
歩
き
ま
し
た
。 

 

戦
時
中
、
パ
ラ
オ
諸
島
に
て
爆
撃
に
依
り
多
数
の
兵
士
が
爆
風

と
破
片
に
よ
り
死
傷
。
ま
る
で
生
き
地
獄
を
見
た
様
な
思
い
に
か

ら
れ
ま
し
た
。
彼
方
此
方
で
助
け
て
く
れ
と
悲
痛
な
叫
び
声
が
聞

こ
え
、
あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
有
様
で
し
た
。
私
は
お
蔭
様
で
軽
い

負
傷
で
助
か
り
ま
し
た
。 

 

終
戦
後
は
、
昼
も
夜
も
機
銃
に
悩
ま
さ
れ
、
何
時
帰
る
こ
と
が

出
来
る
か
解
ら
な
い
と
言
う
の
で
食
事
半
減
さ
れ
、
食
器
に
米
粒

が
パ
ラ
パ
ラ
と
浮
い
て
い
る
様
な
有
様
。
こ
の
ま
ま
二
ヶ
月
も
続

く
様
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
私
の
生
命
も
終
わ
り
か
と
思
う
様
に
な

り
ま
し
た
。
数
日
後
、
入
院
時
お
世
話
に
な
っ
た
松
下
軍
医
よ
り

連
絡
を
頂
き
、
隊
員
よ
り
一
足
先
に
復
員
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

い
つ
も
誰
か
付
い
て
助
け
て
頂
い
て
い
る
様
な
思
い
が
致
し
ま

し
た
。 

 

母
屋
の
姉
さ
ん
よ
り
、
久
保
先
生
が
見
え
ら
れ
て
良
い
お
話
が

あ
り
ま
す
、
参
っ
て
聞
い
て
お
く
れ
、
と
言
葉
を
頂
き
、
聞
か
せ

て
頂
く
う
ち
に
、
私
の
腹
底
の
、
自
分
さ
え
良
け
れ
ば
人
様
は
ど

う
で
も
良
い
、
一
つ
間
違
え
ば
親
で
も
平
気
で
殺
す
様
な
鬼
が
棲

み
つ
い
て
い
る
身
勝
手
な
浅
ま
し
い
心
が
、
鏡
に
映
し
出
さ
れ
て

居
る
様
な
思
い
に
か
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
の
法
話
の
中
、
信
心
を

頂
き
た
い
と
思
え
ば
、
寝
食
を
忘
れ
命
が
け
で
善
知
識
に
一
ヶ
月

ほ
ど
聞
け
ば
少
し
は
何
と
か
な
る
か
な
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
又
、

家
内
の
父
が
私
の
家
に
来
ら
れ
帰
ら
れ
る
度
に
、
兄
さ
ん
今
は
多

忙
で
し
ょ
う
が
、
ご
生
の
一
大
事
心
に
か
け
て
置
い
て
お
く
れ
と

言
っ
て
帰
ら
れ
ま
し
た
。 
 

い
ろ
い
ろ
お
聞
か
せ
頂
き
ま
し
た
。
人
間
は
ご
生
聞
く
為
に
生

ま
れ
さ
せ
て
頂
い
た
。
畜
生
は
知
恵
が
無
い
の
で
聞
く
こ
と
は
出

来
な
い
が
、
人
間
は
知
恵
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
聞
く
こ
と

が
出
来
る
と
、
お
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。 

    

と
な
え
て
聞
け
よ 

南
無
阿
弥
陀 

 
      

早
く
来
い
よ
の  

親
の
呼
び
声 

 

死
を
強
く
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
人
間
の
命
も
紙
の
裏

表
、
一
寸
先
は
闇
、
生
命
あ
る
の
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
生

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
私
で
す
。 

 
 

  

最
近
私
の
た
め
あ
る
先
生
か
ら
頂
き
ま
し
た
お
言
葉 

 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 
 

弥
陀
は
よ
ぶ 

見
て
い
る 

聞
い
て
い
る 

わ
か
っ
て
い
る 

 
 

  

は
な
れ
ず
に
ま
も
っ
て 

今
こ
こ
に
居
る
ぞ 

 
  

み
な
を
よ
ぶ
人
は 

ア
ミ
ダ
に
抱
か
れ
て 

      

い
や
で
も
往
く
ぞ 

み
だ
の
浄
土
へ 

  

自
然
の
恵
み
と
す
べ
て
の
命
を
頂
い
て
生
か
さ
れ
て
い
る
我

が
身
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

 

今
は
親
様
に
守
ら
れ
、
家
族
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
命
の
有

る
限
り
、
念
仏
を
申
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

今
年
九
十
才
の
年
を
越
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
目
も
耳
も
悪

く
な
り
解
り
に
く
い
所
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
お
許
し
下
さ
い
。 

寄 

稿 
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お
念
仏
申
し
て
、
手
を
合
わ
さ
し
て
い
た
だ
く
、
こ
れ

浄
土
真
宗
の
宗
教
生
活
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
も
む
つ
か
し

い
行
で
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
や
さ
し
い
こ
と
は
な
い
。
し
か

し
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

ご
本
願
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
し
て
成
就
し
た
。
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
親
の
名
告
（

な
の

）

り
で
あ
る
。
親
の
名

告
り
は
、
我
が
名
を
迷
い
の
衆
生
に
聞
か
し
め
、
称
え
し

め
ん
と
い
う
親
ご
こ
ろ
と
し
て
は
た
ら
く
。
私
た
ち
は
お

念
仏
申
す
と
こ
ろ
に
久
遠
の
い
に
し
え
よ
り
私
に
回
向
さ

れ
て
き
た

大
悲
の

親
ご
こ
ろ

の
一
端

に
ふ
れ

る
の
で

あ

る
。
あ
る
先
生
の
お
こ
と
ば
に 

 

念
仏
は
自
我
崩
壊
の
音
で
あ
り
、 

 

新
し
い
自
己
誕
生
の
う
ぶ
声
で
あ
る 

と
あ
る
。
新
し
い
自
己
と
は
自
我
に
生
き
る
し
か
な
い
私

に
頭
が
下
が
り
、
如
来
の
親
ご
こ
ろ
の
な
か
に
蘇
っ
た
新

し
い
私
で
あ
る
。
（
住
職
） 

山門掲示板  

こ
の
句
の
意
味
を
僕
は
こ
の
よ
う
に
受
け
取
り
ま
す
。「
五
濁

悪
時
群
生
海
の
あ
な
た
！
と
い
う
お
釈
迦
さ
ま
の
声
に
深
く
う
な

ず
き
ま
す
。
そ
し
て
、
ア
ミ
ダ
に
導
か
れ
な
さ
い
！
と
い
う
お
釈
迦

さ
ま
の
声
に
も
深
く
う
な
ず
き
ま
す
。」 

こ
の
句
に
関
し
て
、
強
く
思
い
出
さ
れ
る
先
生
の
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
「
ま
じ
め
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
濁
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
付
け
加
え
る
と
「
ま
じ
め

な
ほ
ど
傷
つ
け
合
う
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
、
こ
の
世
に
地
獄
を
作

る
の
も
ま
じ
め
じ
ゃ
な
い
の
か
」
と
い
う
意
味
で
す
。 

そ
れ
は
ま
さ
に
僕
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
シ

ョ
ッ
ク
で
し
た
。
ま
じ
め
と
い
う
の
は
、
濁
り
を
何
と
か
し
よ

う
と
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
人
生
の
目
的
で
も
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
そ
こ
に
は
、
自
分
に
は
導
く
力
が
あ
る
と
い
う
暗

黙
の
前
提
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
鏡
に
映
し
て
み
る
と
、

世
を
濁
し
て
い
る
張
本
人
だ
っ
た
の
で
す
。 

こ
こ
に
大
き
な
ひ
っ
く
り
返
り
が
あ
り
、
驚
き
と
感
動
が
あ

り
、
冒
頭
の
呼
び
か
け
へ
の
確
信
が
あ
り
ま
し
た
。(

編
者)

 

五ご

濁
じ
ょ
く

悪あ
く

時じ

群ぐ
ん

生
じ
ょ
う

海か
い 

応お
う

信し
ん

如に
ょ

来ら
い

如に
ょ

実じ
つ

言ご
ん 

親
鸞
作
『
正
信
念
仏
偈
』
よ
り 

読
み
方
―
五
濁
悪
時
の
群
生
海
、
如
来
如
実

の
言
（
み
こ
と
）

を
信
ず
べ
し
。 

※
五
濁
―
劫
濁
（
時
代
の
濁
り
） 

 
 
 
 

見
濁
（
ま
な
こ
の
濁
り
） 

 
 
 
 

煩
悩
濁
（
こ
こ
ろ
の
濁
り
） 

 
 
 
 

衆
生
濁
（
関
係
の
濁
り
） 

 
 
 
 

命
濁
（
寿
命
の
濁
り
） 

※
群
生
海
―
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
。

つ
な
が
り
合
い
を
海
に
喩
え
て
。 

先
輩
の
感
動
を
た
ず
ね
て 
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