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お
浄
土
で
は
老
い
る
こ
と
は
な
い 

住 

職 
 

 

信
行
寺
の
庭
に
菩
提
樹
の
木
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
木
は
ヒ
ッ

パ
ラ
樹
と
い
う
名
称
で
し
た
が
、
お
釈
迦
様
が
こ
の
木
の
下
で

悟
り
を
開
か
れ
た
と
い
う
故
事
に
ち
な
ん
で
、
そ
の
後
、
菩
提

樹
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
木
は
、
秋
に

な
る
と
葉
が
落
ち
て
し
ま
う
落
葉
樹
で
す
。
暑
い
夏
の
間
は
葉

が
青
々
と
し
げ
っ
て
日
陰
を
つ
く
り
ま
す
。
夏
が
終
わ
り
秋
の

気
配
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
葉
が
落
ち
は
じ
め
て
散

っ
て
し
ま
う
の
で
、
散
り
終
わ
る
ま
で
は
掃
除
し
て
も
き
り
が

あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
ま
で
こ
れ
が
続
く
の
か
と
も
思
い
な
が
ら

も
、
暑
い
夏
の
間
は
ご
苦
労
さ
ん
で
し
た
と
い
う
気
持
ち
も
わ

い
て
き
ま
す
。 

こ
れ
に
老
年
期
で
あ
る
わ
が
身
の
姿
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
古
来
よ
り
人
生
の
老
年
期
は
秋
に
た

と
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
白
髪
が
増
え
た
り
薄
く
な
っ
た
り
す

る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
白
秋
で
す
。
老
い
て
き
ま
す
と
、
葉
が

木
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
、
体
力
や
気
力
、
能
力
、
知
力
な
ど
が 
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（
さ
よ
な
ら
も
言
わ
ず
に
）
知
ら
ぬ
間
に
私
か
ら
離
れ
て
い
き

ま
す
。 

仙
崖
と
い
う
江
戸
時
代
の
人
の
書
い
た
「
老
人
六
歌
仙
」
に
、 

「
手
は
振
る
う 

足
は
よ
ろ
つ
く 

歯
は
ぬ
け
る 

耳
は
聞

こ
え
ず 

目
は
う
と
く
な
る
」 

と
老
い
の
現
実
を
面
白
く
詠
っ
て
い
ま
す
が
、
笑
え
ぬ
事
実
で

す
。
こ
の
現
実
は
誰
も
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。 

そ
れ
と
と
も
に
、
老
い
る
時
期
に
な
る
と
，
こ
の
世
で
出
会

っ
た
肉
親
や
友
人
知
人
な
ど
と
の
別
れ
も
頻
繫
に
な
り
、
悲
し

い
こ
と
で
す
。
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
、
老
い
る
こ
と
も
別
れ

の
悲
し
み
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
老
い
を
寂
し
く
思
う
面
で
あ
り
ま
す
が
、

小
学
校
時
代
は
病
身
で
あ
っ
た
私
が
、
こ
の
よ
う
に
老
年
期
ま

で
生
き
て
こ
ら
れ
た
こ
と
を
不
思
議
に
思
い
ま
す
。
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
役
目
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

実
に
有
り
難
い
事
で
す
。
同
時
に
、
自
分
を
こ
の
年
ま
で
護
り

育
ん
で
く
れ
た
人
々
が
い
る
こ
と
を
思
う
と
嬉
し
い
か
ぎ
り

で
す
。
こ
と
に
大
震
災
後
、
お
寺
を
復
興
す
る
と
い
う
大
役
を

勤
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
総
代
・
門
信
徒
・
有
縁
の
皆

様
な
ど
の
絶
大
な
ご
尽
力
の
お
か
げ
で
す
。
感
謝
し
て
も
し
き

れ
ま
せ
ん
。
お
念
仏
の
声
を
伝
え
続
け
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

私
た
ち
人
間
に
は
プ
ラ
イ
ド
が
あ
り
ま
す
。
老
い
て
も
変
わ

り
ま
せ
ん
。
自
分
を
よ
く
見
せ
よ
う
と
し
ま
す
か
ら
、
哀
れ
な

姿
を
な
る
べ
く
見
ら
れ
た
く
な
い
。
名
誉
と
安
楽
を
追
う
エ
ゴ

か
ら
ど
う
し
て
も
離
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
「
そ
の
通
り
で
す
」
と

笑
っ
て
受
け
流
せ
ば
い
い
の
に
、「
年
寄
り
だ
と
思
っ
て
、・
・
・
」

と
つ
い
思
っ
て
し
ま
う
。
お
念
仏
で
受
け
流
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。 「

裏
を
見
せ 

表
を
見
せ
て 

散
る
も
み
じ
」
良
寛
さ
ん
の

辞
世
の
句
で
す
。
裏
も
表
も
世
間
に
さ
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い

「
い
の
ち
」
を
生
き
て
い
る
の
で
す
。
意
識
し
て
も
し
て
い
な

く
て
も
。 

有
難
い
こ
と
に
、
落
葉
樹
は
葉
が
落
ち
る
と
、
次
の
葉
に
な

る
芽
が
顔
を
出
し
ま
す
。
菩
提
樹
の
葉
も
次
の
葉
に
な
る
芽
が

控
え
て
い
る
。
人
の
世
も
同
じ
で
す
。
先
祖
の
い
の
ち
が
受
け

継
が
れ
て
ゆ
く
。
先
に
生
ま
れ
た
者
が
主
人
と
な
り
、
後
か
ら

生
ま
れ
た
者
が
客
と
な
る
。
主
人
が
去
れ
ば
客
が
主
人
に
な
る
。 

信
行
寺
で
は
、
こ
の
度
私
が
住
職
を
辞
し
、
新
住
職
に
長
男

の
釈
恵
悟
、
副
住
職
に
三
男
の
釈
秀
爾
が
就
任

し
て
お
念
仏
を
伝
え
続
け
て
い
き
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 



3 

 

 
 

七
高
僧
シ
リ
ー
ズ 

「
師
主
知
識
の
恩
徳
・
・
」 

法
然
上
人
① 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

副
住
職 

 

今
回
は
七
高
僧
の
最
後
、
第
七
番
目
の
法
然
上
人
に
つ
い

て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

岡
山
県
津
山
市
の
南
に
美
作
・
誕
生
寺
と
い
う
お
寺
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
こ
に
か
つ
て
は
法
然
上
人
の
生
家
が
あ
り
ま

し
た
。
一
一
三
三
年
に
地
方
武
士
・
漆
間
時
国
の
一
人
息
子

と
し
て
誕
生
さ
れ
ま
す
が
、
九
歳
の
時
に
父
・
時
国
が
夜
討

ち
に
よ
っ
て
殺
害
さ
る
と
い
う
事
件
が
お
こ
り
ま
し
た
。
そ

の
時
、
父
が
遺
言
と
し
て
「
恨
み
を
捨
て
て
出
家
し
、
自
分

の
菩
提
を
弔
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
た
こ
と
が
仏
門
に
入
る

動
機
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
叔
父
の
観
覚
の
も

と
で
勉
強
を
六
年
間
さ
れ
ま
し
た
が
、
法
然
上
人
の
非
凡
な

才
能
を
認
め
た
観
覚
は
本
格
的
に
比
叡
山
で
仏
教
を
学
ぶ

こ
と
を
勧
め
、
十
五
歳
の
と
き
比
叡
山
で
正
式
に
出
家
さ
れ

た
の
で
し
た
。 

そ
し
て
天
台
宗
の
修
行
や
学
問
に
励
ま
れ
た
法
然
上
人

は
天
台
の
主
要
な
教
え
で
あ
る
「
天
台
三
大
部
」
を
三
年
間

で
学
び
終
え
ま
し
た
。
周
り
か
ら
は
将
来
有
望
な
学
僧
と
し

て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
エ
リ
ー
ト
僧
侶
と
し

て
の
名
利
を
求
め
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
、
十
八
歳
で
比
叡

山
・
黒
谷
の
経
蔵
に
籠
り
、
ひ
た
す
ら
一
切
経
を
読
む
読
書

三
昧
の
生
活
を
お
く
り
ま
し
た
。
従
来
通
り
の
天
台
宗
の
教

え
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
仏
教
の
教
え
が
す
べ
て
書
か
れ

て
い
る
一
切
経
を
五
度
も
読
破
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し

て
四
十
三
歳
の
と
き
「
一
心
に
弥
陀
の
名
号
を
専
念
し
て

…

」
と
い
う
善
導
大
師
の
「
観
経
疏
」
の
お
言
葉
に
遇
わ
れ

た
の
で
す
。
そ
れ
が
衝
撃
で
あ
っ
た
の
は
、
従
来
の
伝
統
的

な
教
え
で
は
「
念
仏
で
も
よ
い
」
く
ら
い
に
考
え
ら
れ
て
い

た
の
が
「
た
だ
念
仏
を
称
え
る
し
か
な
い
」
と
い
う
教
え
だ

っ
た
か
ら
で
す
。
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
と
い
え
ば
、
「
か

の
仏
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え
に
」
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
人
間
が
決
め
た
こ
と
で
は
な
く
、
如
来
様
の
願
わ
れ

た
本
願
に
順
ず
る
こ
と
に
な
る
か
ら
な
の
で
す
。 

「
専
修
念
仏
」
の
教
え
に
帰
さ
れ
た
法
然
上
人
は
、
ま
も

な
く
山
を
下
り
て
京
都
の
吉
水
に
庵
を
む
す
び
、
貧
富
・
貴

賤
を
問
わ
ず
多
く
の
人
々
に
法
を
説
か
れ
ま
し
た
。
当
時
、 
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平
安
末
期
の
京
都
で
は
平
家
の
権
力
が
衰
え
だ
し
、
十
年
後

に
は
平
家
滅
亡
に
追
い
や
ら
れ
る
と
い
う
激
動
の
時
代
で

し
た
。
ま
た
、
権
力
争
い
だ
け
で
な
く
様
々
な
天
災
地
変
や

疫
病
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
が
い
の
ち
を
落
と
し
て
い
っ
た

時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
先
の
見
え
な
い
不
安

な
時
代
、
法
然
上
人
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
「
専
ら
に
念
仏
を

称
え
る
こ
と
で
皆
平
等
に
阿
弥
陀
さ
ま
に
救
わ
れ
て
行
く
、

お
浄
土
と
い
う
安
養
な
る
世
界
に
生
ま
れ
往
く
」
と
い
う
教

え
は
多
く
の
人
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。 そ

し
て
、
世
に
広
く
法
然
上
人
の
名
を
知
ら
し
め
た
の
は
、

京
都
大
原
の
勝
林
院
で
旧
仏
教
側
の
諸
師
方
と
論
戦
を
さ

れ
た
「
大
原
問
答
」
に
よ
っ
て
で
し
た
。
結
果
は
完
全
に
法

然
上
人
側
の
勝
利
で
あ
り
、
後
の
天
台
座
主
・
顕
真
、
東
大

寺
再
建
の
功
労
者
で
あ
る
重
源
ら
に
認
め
ら
れ
て
専
修
念

仏
の
教
え
は
年
々
繁
盛
し
て
い
き
ま
し
た
。
多
く
の
弟
子
や

信
徒
が
吉
水
に
集
ま
る
な
か
、
親
鸞
聖
人
も
二
十
年
間
の
比

叡
山
で
の
修
行
の
末
、
導
か
れ
る
よ
う
に
吉
水
の
法
然
上
人

に
出
逢
わ
れ
た
の
で
す
。
（
つ
づ
く
） 

夏
期
法
座 

 

八
月
十
八
日
、
第
三
十
九
回
に
な
る
信
行
寺
夏
期
特
別
法

座
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
も
昨
年
に
続
き
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
を
考
え
、
感
染
対
策
を
し
て
午
前
中
の
み
の
実
施

と
し
ま
し
た
。「
人
間
の
根
性
（
五
悪
）
」
に
つ
い
て
、
住
職
、

副
住
職
が
法
話
し
ま
し
た
。
最
後
は
、
副
住
職
の
馬
頭
琴
と

木
下
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
を
伴
奏
に
恩
徳
讃
な
ど
を
歌
い
、
有
り

難
か
っ
た
で
す
。 

短
い
時
間
で
し
た
が
、
今
年
も
参
加
い
た
だ
い
た
方
々
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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お
寺
と
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
と
共
に 

中
川 

さ
な
み 

 

  

西
本
願
寺
に
は
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
が
あ
り
ま
す
。
「
ビ
ハ
ー

ラ
」
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
精
舎
」
「
僧
院
」
「
心

身
の
安
ら
ぎ
・
く
つ
ろ
ぎ
」
「
休
息
の
場
所
」
な
ど
と
い
う

意
味
で
す
。
「
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
」
は
人
々
の
苦
し
み
、
悲
し

み
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
命
の
尊
さ
に
気
付
か
さ
れ
た
人
々

の
集
う
共
同
体
で
す
。 

 

私
に
と
っ
て
「
休
息
の
場
所
」
は
、
法
友
の
方
々
と
出
会

っ
た
お
寺
の
法
話
会
で
す
。
坊
守
さ
ん
の
笑
顔
に
救
わ
れ
た

こ
と
も
度
々
あ
り
ま
し
た
。 

「
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
養
成
講
座
」
の
認
定
を
受
け
、
「
国
立
ハ

ン
セ
ン
病
療
養
所 

長
島
愛
生
園
」
の
真
宗
会
館
で
の
報
恩

講
へ
参
加
し
ま
し
た
。
園
の
中
に
あ
る
「
真
宗
会
館
」
は
ハ

ン
セ
ン
病
と
し
て
強
制
収
容
さ
れ
た
人
々
の
手
に
よ
っ
て

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
阿
弥
陀
様
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
て
、
苦
し
み
に
耐
え
た
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。 

 

毎
年
秋
に
は
、
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
要
と
し
て
「
真
宗
会
館
」

の
清
掃
活
動
の
お
手
伝
い
を
し
、
そ
の
後
、
報
恩
講
法
要
に

参
加
し
て
い
ま
し
た
。
昨
年
は
、
「
神
戸
か
ら
コ
ロ
ナ
の
感

染
を
持
ち
込
ん
だ
ら
い
け
な
い
」
と
の
理
由
付
け
で
、
私
は

悩
ん
で
参
加
を
見
送
り
ま
し
た
。
後
日
、
私
自
身
の
身
を
守

る
た
め
の
言
い
訳
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
・
・
・
と
自
問

自
答
の
日
々
で
し
た
。 

ご
住
職
の
法
話
で
「
流
さ
れ
て
い

る
私
、
流
さ
れ
て
い
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
私
」
を
お
聞

き
し
て
、
コ
ロ
ナ
に
流
さ
れ
て
い
る
私
で
し
た
。 

 

昨
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま

る
前
に
、
患
者
の
方
、
医
療
に
携
わ
る
方
々
へ
の
中
傷
が
あ

り
ま
し
た
。 

「
長
島
愛
生
園
」
開
園
九
十
年
の
新
聞
社
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
に
答
え
て
、
入
所
者
の
方
は
「
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
の
過
ち

と
同
じ
道
だ
。
」
か
つ
て
差
別
さ
れ
た
つ
ら
い
記
憶
と
重
ね

て
「
コ
ロ
ナ
感
染
者
へ
の
態
度
も
同
じ
、
恐
怖
か
ら
排
除
し

よ
う
と
す
る
の
は
人
間
の
弱
い
心
だ
。
正
確
な
知
識
を
も
っ

て
正
し
く
行
動
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
」
と
語
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
「
休
息
の
場
所
」
で
の
ご
聴
聞
は
身
体
の
動

く
限
り
、
常
に
わ
が
身
を
顧
み
て
正
し
い
道
を
聞
き
分
け
て

生
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 
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今
回
は
、
本
願
寺
出
版
社
の
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
、
十
二
月

の
言
葉
の
説
明
を
し
ま
す 

 

 

藤
代
聡
麿
先
生
の
言
葉
で
す
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
代
表
さ

れ
る
今
と
同
じ
よ
う
な
ウ
イ
ル
ス
蔓
延
に
よ
る
不
安
、
戦
争

に
よ
り
情
報
が
統
制
さ
れ
、
本
当
の
こ
と
が
知
ら
さ
れ
な
い

と
い
う
の
が
当
た
り
前
の
世
の
中
。
そ
ん
な
時
代
の
中
で
、

仏
法
に
出
遇
い
本
当
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
人
の
心
の

底
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
感
動
と
感
謝
の
声
が
先
の
言
葉
だ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
の
言
葉
は
「
有
り
難
き
今
日
を

大
事
に
生
き
な
さ
い
」
と
い
う
教
訓
を
示
す
の
で
は
な
く
、

そ
ん
な
こ
と
に
さ
え
も
気
づ
か
ず
に
日
々
を
無
駄
に
過
ご

し
て
い
た
自
分
に
愕
然
と
し
な
が
ら
も
、
気
づ
け
た
こ
と
、

当
た
り
前
が
当
た
り
前
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
「
考
え
直
す

縁
が
整
っ
た
こ
と
」
に
対
す
る
喜
び
の
声
で
す
。
ま
さ
に
今

の
コ
ロ
ナ
禍
に
も
通
じ
る
こ
と
で
す
。 

 

「
こ
れ
か
ら
が
こ
れ
ま
で
を
決
め
る
」
同
じ
く
藤
代
先
生
の

言
葉
が
あ
り
ま
す
。
普
通
は
、
「
こ
れ
ま
で
が
こ
れ
か
ら
を

決
め
る
」
と
考
え
る
で
し
ょ
う
。 

「
こ
れ
か
ら(

の
生
き
方)

が
、
こ
れ
ま
で(

の
意
味)

を
決
め

る
」
と
言
葉
を
添
え
る
と
、
味
わ
い
や
す
く
な
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
失
敗
し
た
こ
と
も
、
思
い
通
り
に
い
か
な
か
っ
た
こ

と
も 

み
ん
な
無
駄
で
は
な
か
っ
た
、
自
分
に
は
必
要
な
こ

と
だ
っ
た
と
「
こ
れ
ま
で
」
に
意
味
を
見
出
し
、
引
き
受
け

て
い
く
こ
と
で
す
。
「
こ
れ
か
ら
」
の
生
き
方
次
第
で
、
そ

の
意
味
が
大
き
く
変
わ
る
と
考
え
る
の
で
す
。 

 

苦
難
や
困
難
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
を
経

験
し
て
き
た
か
ら
、
こ
こ
ま
で
来
れ
た
。
泣
い
た
り
、
笑
っ

た
り
、
怒
っ
た
り
し
た
こ
と
す
べ
て
が
無
駄
で
は
な
か
っ
た

と
引
き
受
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。 
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私
は
よ
く
お
寺
に
お
参
り
し
て
、
法
話
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
あ
る
時
、
知
人
か
ら
「
よ
く
お
寺
に
お
参

り
し
て
、
徳
を
積
ま
れ
て
え
ら
い
で
す
ね
。
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
時
は
、
あ
や
ふ
や
な
受
け
答
え
を
し
ま
し
た
が
、

ど
の
よ
う
に
答
え
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

お
寺
に
お
参
り
す
る
こ
と
は
、
体
力
も
時
間
も
必
要
で
す

か
ら
、
大
変
な
時
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
何
気
な
い
言
葉
で
す 

が
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
理
解
さ
れ
て
い
る
方
か
ら
は
、
考

え
さ
せ
ら
れ
る
言
葉
で
す
ね
。 

徳
と
は
功
徳
の
こ
と
で
す
。
現
在
ま
た
は
未
来
に
幸
せ
を

も
た
ら
す
善
い
行
為
を
「
徳
を
積
む
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ

に
は
人
間
の
徳
と
仏
の
徳
が
あ
り
ま
す
。 

一
般
的
に
は
人
知
れ
ず
善
い
行
為
を
す
る
「
人
間
の
徳
」

を
「
陰
徳
」
（
い
ん
と
く
）
と
い
い
ま
す
。
「
あ
の
人
は
陰
徳

を
積
ん
で
い
る
立
派
な
人
だ
」
と
言
っ
て
褒
め
た
り
し
ま
す
。 

浄
土
真
宗
で
は
、
単
に
善
い
果
報
を
受
け
る
た
め
の
良
い

行
為
を
指
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
は
「
仏
に
成
る
教

え
」
で
す
か
ら
、
「
仏
に
成
る
こ
と
の
で
き
る
徳
」
を
指
し

て
い
ま
す
。 

仏
様
は
「
悪
い
こ
と
は
や
め
て
、
善
い
こ
と
を
す
る
生
活

を
し
な
さ
い
」
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
徳
を
積

む
生
活
を
し
な
さ
い
」
と
い
う
教
え
で
す
。
し
か
し
、
人
間

は
我
執
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
仏
に
成
る
こ
と
の
出
来
る
行
為

は
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
何
を
し
て
も
「
私
が
し
た

と
い
う
思
い
」
が
付
い
て
ま
わ
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
を
毒
に

例
え
ま
す
。
人
間
は
毒
の
雑
じ
っ
た
行
為
し
か
で
き
ま
せ
ん
。 

そ
れ
で
、
浄
土
真
宗
で
は
、
自
力
（
自
ら
の
行
い
・
は
か

ら
い
）
で
は
徳
を
積
め
な
い
と
説
き
ま
す
。
徳
は
回
向
（
え

こ
う
）
し
て
い
た
だ
く
も
の
、
つ
ま
り
仏
さ
ま
の
方
か
ら
私

た
ち
は
い
た
だ
く
も
の
、
つ
ま
り
私
た
ち
は
あ
く
ま
で
受
け

手
で
す
。 

徳
は
、
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
の
徳
で
す
。
お
寺
に
お
参
り
す

る
こ
と
で
、
自
分
が
偉
く
な
っ
た
り
、
救
わ
れ
た
り
、
そ
し

て
徳
が
積
め
た
り
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、

人
格
者
に
な
る
と
か
、
い
い
こ
と
が
起
き
る
と
か
、
不
幸
が

な
い
と
か
、
思
い
通
り
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
。
お
念
仏
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
仏
法
聴
聞
す
る

こ
と
は
、
仏
さ
ま
が
私
達
に
そ
う
さ
せ
て
く
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、
私
達
は
徳
を
い
た
だ
く
ば
か
り
な
の
で
す
。 
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編
集
委
員
よ
り 

「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」 

和
宗
総
本
山
の
四
天
王
寺
へ
お

参
り
し
て
き
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
尊
敬
さ
れ
た
、
ま
た
和
国
の

教
主
と
い
わ
れ
た
聖
徳
太
子
が
建
立
し
た
お
寺
で
す
。
石
の
鳥
居

を
く
ぐ
る
と
す
ぐ
左
に
大
き
な
親
鸞
聖
人
の
御
像
と
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
金
堂
に
救
世
観
世
音
菩
薩
を
お
祀

り
し
て
い
て
、
そ
れ
は
聖
徳
太
子
の
お
姿
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
秋
よ
り
来
年
の
春
ま
で
聖
徳
太
子
千
四
百
年
御
聖
忌
慶

讃
大
法
会
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
大
法
要
は
各
宗
派
の

お
勤
め
も
あ
り
、
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
の
法
要
が
執
り
行
わ
れ
る

日
も
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
、
四
天
王
寺
を
建
立
す
る
際
に
【
四

箇
院
の
制
】
を
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
四
箇
院
と
は
、
「
敬
田
院
」

「
悲
田
院
」「
療
病
院
」「
施
薬
院
」
の
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
寺

院
」
「
社
会
福
祉
施
設
」
「
病
院
」
「
薬
局
」
に
あ
た
り
ま
す
。
聖

徳
太
子
は
仏
の
教
え
を
広
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
福
祉
や
医
療
の

部
門
も
設
置
し
、
衆
生
の
救
済
を
誓
願
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
時
代
に
も
疫
病
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今

も
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
翻
弄
さ
れ
て
い
ま
す
。
少
し
で

も
早
く
こ
の
病
気
が
終
息
し
て
穏
や
か
な
日
常
が
戻
る
こ
と
を

願
い
な
が
ら
参
拝
し
て
き
ま
し
た
。
娘
の
卒
業
式
以
来
、
二
十
年

ぶ
り
に
懐
か
し
く
厳
か
な
時
間
を
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

石
田 

智
子 

 
 

                 

   

信行寺行事予定とご案内 

✧
新
春
初
法
座 

令
和
四
年 

一
月
五
日
（
水
）
午
後
二
時
よ
り 

お
正
月
を
お
寺
で
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
。 

ご
一
緒
に
年
の
初
め
の
お
勤
め
を
し
、
そ
の
後
、

法
話
を
ご
聴
聞
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
歌
と
楽
器
の

演
奏
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

今
回
も
、
会
食
は
控
え
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。 

✧
報
恩
講
法
要 

十
一
月
二
十
八
日
（
日
）
法
話 

住
職 

午
後
二
時
よ
り
三
時
半
ま
で 

✧
住
職
継
職
法
要 

十
一
月
二
十
七
日
（
土
） 

午
後
二
時
よ
り
四
時
ま
で 

式
典
・
お
勤
め
・
法
話 

清
興
（
音
楽
家
ユ
ラ
イ
に
よ
る
演
奏
） 


