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教 区 ｢子 ど も の 集 い ｣

い
の
ち
を
い
た
だ
く

６
月
に
入
り
、
段
々
暑
さ
と
湿
気
が
気
に
な
る
時
期
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
す
で
に
台
風
が
日
本
を
か
す
め
そ
う

な
時
も
あ
り
、
今
ま
で
の
季
節
感
と
は
違
う
よ
う
な
そ
ん

な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

４
月
の
頃
の
話
な
の
で
す
が
、
庭
に
あ
る
桜
の
木
が
大

き
く
な
り
す
ぎ
て
、
根
っ
こ
が
石
垣
を
押
し
て
い
る
状
態

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
何
十
年
と
教
円
寺
の
庭

に
咲
い
て
い
た
木
で
す
が
切
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

木
を
切
っ
て
も
ら
う
の
は
１
日
で
済
ん
だ
の
で
す
が
、

切
ら
れ
た
跡
を
み
て
い
る
と

｢

こ
の
桜
の
木
の
何
十
年
と

い
う
時
間｣

を
自
分
た
ち
の
都
合
で
奪
っ
た
、
そ
の
事
を

突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

｢

い
の
ち
を
頂
く｣

と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も

｢

食
べ

る
こ
と｣

だ
け
で
な
く
、
生
活
を
し
て
生
き
て
い
く
こ
と

全
て
に
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
な
と
感
じ
た
こ
と
で
あ
り
ま

し
た
。

食
べ
物
と
い
う
名
の
動
物
は
い
ま
せ
ん
、
雑
草
と
い
う

名
の
草
は
あ
り
ま
せ
ん
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
全
て
の
生
き
と

し
生
け
る
命
に

｢

必
ず
救
う
ぞ｣

と
願
い
を
か
け
て
、
喚

び
か
け
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
私
は
本
当
に
全
て
の

｢

お
か
げ

さ
ま｣

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
な
と
気
付
か
さ

れ
る
出
来
事
で
あ
り
ま
し
た
。

(

耶
馬
渓
組
教
円
寺
住
職

佐
藤

哲
英)



掲

示

伝

道

某
月
某
日
、
某
寺
に
て
。

★

★

Ａ
子

御ご

院い
ん

家げ

さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

明
日
の
お
葬
式
で
は
、
お
世
話
に
な

り
ま
す
。

住
職

Ａ
子
さ
ん
は
隣
保
班
だ
か
ら
、

朝
か
ら
準
備
に
行
か
れ
る
ん
で
し
ょ

う
。

Ａ
子

は
い
。
と
こ
ろ
で
、
お
葬
式

の
お
包
み
は｢

御
霊
前』

で
良
か
っ

た
で
す
よ
ね
。

住
職｢

御
霊
前｣

は
良
く
な
い
で
す
。

｢

御
霊
前｣

と
は

書
か
な
い

Ａ
子

あ
ら
、
先
日
買
っ
た
本
に
は

｢

御
霊
前｣

が
良
い
と
書
い
て
あ
っ

た
ん
で
す
け
ど
…
…
。
四
十
九
日
が

済
む
ま
で
は｢

御
霊
前｣

で
、
そ
れ

以
後
は｢

御
仏
前｣

に
す
る
と
書
い

て
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。

住
職

亡
く
な
ら
れ
た
方
が
霊
に
な
っ

て
浮
遊
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
仏
に

な
れ
ず
に
迷
っ
て
い
る
と
考
え
る
な

ら｢

御
霊
前｣

で
し
ょ
う
け
ど
、
浄

土
真
宗
で
は
故
人
は
阿
弥
陀
さ
ま
の

は
た
ら
き
で
お
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏

さ
ま
に
な
ら
れ
る
と
考
え
、
そ
の
こ

と
を
阿
弥
陀
さ
ま
に
感
謝
し
て
お
供

え
す
る
わ
け
で
す
か
ら｢

御
仏
前｣

で
す
。

Ａ
子

あ
あ
、
な
る
ほ
ど
。
じ
ゃ
あ

浄
土
真
宗
だ
け
が｢

御
仏
前｣

で
他

の
宗
派
は｢

御
霊
前｣

に
す
れ
ば
良

い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

住
職

他
の
宗
派
の
方
が
ど
う
言
っ

て
ら
っ
し
ゃ
る
か
伺
っ
た
こ
と
は
な

い
で
す
け
ど
、
仏
教
は
本
来
霊
魂
を

認
め
ま
せ
ん
か
ら
、｢

御
霊
前』

は

仏
教
的
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

ま
あ
、
最
近
は
仏
教
ら
し
か
ら
ぬ

こ
と
を
す
る
宗
派
も
あ
る
の
で
な
ん

と
も
言
え
ま
せ
ん
が
…
…
。

故
人
へ
のお供

え
で
は
な
い

Ａ
子

な
ぜ｢

御
霊
前｣

が
一
般
的

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

住
職

明
治
以
来
の
神
道
国
教
化
政

策
の
影
響
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
た
ぶ
ん
故
人
に
直
接
お
供
え
す

る
と
思
う
人
が
増
え
た
か
ら
で
し
ょ

う
ね
。
私
が
故
人
に
お
供
え
を
し
た

り
お
経
を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
故
人
が
仏
さ
ま
に
な
る
の
だ
っ
た

ら
、
お
供
え
し
た
り
お
経
を
読
ん
で

い
る
私
自
身
が
と
っ
く
の
昔
に
仏
に

な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
ん
な
こ

と
で
は
到
底
仏
に
な
れ
な
い
私
を
見

抜
か
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
が
、
私
を
お

浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
仏
に
し
よ
う
と

は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
礼
拝
や
供

養
の
対
象
は
阿
弥
陀
さ
ま
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

Ａ
子

浄
土
真
宗
っ
て
、
な
ん
だ
か

と
っ
て
も
ス
ッ
キ
リ
し
た
考
え
方
を

す
る
ん
で
す
ね
。

住
職｢

門
徒
物(

忌
み)

知
ら
ず｣

と

言
っ
て
、
崇
り
を
恐
れ
て
す
る
よ
う

な
世
間
の
物
忌
み
の
習
慣
を
気
に
せ

ず
、
仏
さ
ま
と
の
関
係
性
の
中
で
主

体
的
に
判
断
す
る
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

昔
は
お
香
を

持
参
し
て
い
た

Ａ
子

と
こ
ろ
で｢

香
典｣

と
い
う

表
書
き
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
ど

う
い
う
意
味
で
す
か
。

住
職

最
近
は
葬
儀
社
さ
ん
な
ど
が

お
香
を
準
備
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
昔
は
参
拝
者
が
自
分
で
お

香
を
持
参
し
て
焼
香
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
お
香
を
供
え
る
習
慣
の
名
残
が

あ
っ
て
、
お
包
み
の
表
書
き
に｢

香

典｣
や｢

御
香
資｣

と
書
く
よ
う
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

簡
易
法
語
掲
示
板

【
大
海
組

専
想
寺
】

仏
壮
が
掲
示
伝
道
に
取
り
組
み
始

め
て
二
十
五
年
近
く
に
な
る
そ
う
で

す
。
当
初
は
、
山
門
と
裏
門
の
ほ
か

に
十
ヶ
所
。
現
在
で
は
六
十
八
ヶ
所

に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
言
葉
は
、
年

度
初
め
仏
壮
の
総
会
で
、
会
員
か
ら

の
応
募
な
ど
住
職
と
相
談
し
、
一
年

間
の
言
葉
を
決
め
、
月
始
め
に
会
員

四
・
五
名
が
お
寺
に
集
ま
り
、
書
い

て
お
ら
れ
ま
す
。

毎
月
の
例
会
で
、
会
員
が
持
ち
帰

り
各
自
の
責
任
箇
所
に
二
十
五
日
に

張
り
替
え
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

漢
字
全
て
に
か
な
う
ち
し
て
あ
る

の
に
あ
た
た
か
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
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【

お
香

】

こ
の
ま
え
、
私
の
お
寺
の
本
堂
で
、

｢

お
香
に
親
し
む
会｣

が
開
か
れ
ま

し
た
。
香
道
の
お
師
匠
さ
ん
の
ご
指

導
の
も
と
、
三
十
名
ほ
ど
の
出
席
者

が
、
何
種
類
か
の
お
香
を
か
い
で
当

て
っ
こ
す
る
ゲ
ー
ム
、
い
わ
ゆ
る

｢

香
席｣

を
し
て
楽
し
み
ま
し
た
。

当
山
に
あ
る
古
文
書
に
も
、
お
客
を

も
て
な
す
為
に
こ
の
香
席
が
催
さ
れ

た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
組
内
の
お
寺
さ
ん
の
継
職

法
要(

新
し
い
方
が
ご
住
職
を
継
ぐ

お
祝
い
の
法
要)

で
も
、
す
ば
ら
し

い
お
香
が
焚
か
れ
て
い
ま
し
た
。
お

香
を
か
い
だ
瞬
間
私
の
心
は
、
す
が

す
が
し
さ
と
と
も
に
、
慶
び
の
気
持

ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
お
香
は
、
香
道
と
い

う
文
化
と
し
て
や
、
慶
び
の
法
要
に

も
焚
か
れ
る
も
の
で
、
葬
儀
や
法
事

だ
け
に
焚
か
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

【
お
香
は
ど
の
よ
う
に

伝
え
ら
れ
た
の
？
】

も
と
も
と
お
香
は
、
暑
い
イ
ン
ド

で
香
を
焚
い
た
り
体
に
塗
っ
た
り
し

て
、
臭
い
を
消
す
礼
儀
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

仏
教
の
作
法
に
こ
れ
が
取
り
入
れ
ら

れ
、
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
日
本
に

伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

お
香
の
種
類
は
か
な
り
多
く
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
原
産
地
は
イ
ン
ド
や

熱
帯
の
東
南
ア
ジ
ア
に
限
ら
れ
て
い

ま
す
。
あ
る
樹
木
が
土
に
埋
も
れ
、

長
い
年
月
の
末
に
た
ま
た
ま
掘
り
出

さ
れ
、
腐
ら
ず
に
残
っ
た
部
分
を
削

り
取
っ
た
も
の
が
お
香
な
の
で
す
。

ま
た
、
特
に
黒
い
部
分
の
も
の
を

｢

カ
ー
ラ
グ
ア
黒
い
香
＝
伽
羅(

き
ゃ

ら)｣

と
呼
び
、
高
価
な
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。
他
に
も
白
檀(

び
ゃ
く

だ
ん)

、
麝
香(

じ
ゃ
こ
う)

な
ど

が
有
名
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
イ
ン
ド

か
ら
中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
、
日
本
へ

と
仏
教
の
伝
播
と
と
も
に
伝
え
ら
れ

ま
し
た
。
天
平
時
代
に
も
鑑
真
和
上

が
、
薬
と
し
て
中
国
か
ら
も
た
ら
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

室
町
時
代
に
は
、
東
山
文
化
の
華
と

さ
れ
る
香
道
へ
と
お
香
は
発
展
し
て

ゆ
き
ま
す
。

【
仏
教
で
の
お
香
は

何
の
た
め
？
】

仏
教
で
は
、
抹
香
を
く
べ
る
焼
香

だ
け
で
な
く
、
線
香
を
燃
や
す
燃
香

や
含
香
・
塗
香
・
献
香
な
ど
の
作
法

が
あ
り
、
お
香
に
よ
っ
て
法
要
が
始

ま
り
、
お
香
に
よ
っ
て
終
わ
る
の
で

す
。お

香
に
つ
い
て
、『

維
摩
経』

と

い
う
経
典
に
興
味
あ
る
こ
と
が
説
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
経
は
維
摩
と
い

う
在
家
の
す
ぐ
れ
た
人
が
病
気
を
装

い
、
見
舞
う
人
々
に
仏
法
を
説
く
と

い
う
内
容
で
す
。
そ
の
中
、
彼
を
見

舞
う
お
シ
ャ
カ
様
の
弟
子
と
の
問
答

の
う
ち
に
、｢

衆
香
国｣
と
い
う
お

浄
土
の
話
し
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

衆
香
国
は
、
建
物
も
、
食
べ
物
も

何
も
か
も｢

香
り｣

で
で
き
て
い
る

ば
か
り
か
、｢

言
葉｣

さ
え
無
い
悟

り
の
世
界
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ

で
は
、｢

香
積
如
来
さ
ま｣

が
菩
薩

た
ち
に
、
言
葉
で
は
な
く
、
体
か
ら

香
り
を
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
説
法
さ

れ
、
菩
薩
た
ち
は
そ
の
香
り
を｢

聞

い
て(

か
い
で)｣

、
悟
り
の
よ
ろ
こ

び
を
得
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
は
、
例
え
ば
バ
ラ
の
香
り
を
人

か
ら
甘
い
と
か
淡
い
と
か
、
言
葉
で

説
明
し
て
も
ら
っ
て
も
、
実
際
に
バ

ラ
の
香
り
を
か
い
で
み
な
け
れ
ば
、

香
り
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
仏
に
成
る
こ
と
も
こ
れ
と

同
じ
で
、
悟
り
そ
の
も
の
を
言
葉
で

言
い
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
衆

香
国
の
菩
薩
た
ち
は
優
れ
て
い
る
か

ら
、
香
り
の
説
法
に
よ
っ
て
悟
り
そ

の
も
の
を
得
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

お
香
を
か
ぐ
こ
と
は
、
私
た
ち
に
悟

り
そ
の
も
の
は
わ
か
ら
ず
と
も
、
仏

に
成
る
大
切
さ
を
心
の
耳
で
聞
く
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
し
ょ

う
。さ

ら
に
浄
土
真
宗
の
よ
り
ど
こ
ろ

『

大
無
量
寿
経』

で
は
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
浄
土
の
荘
厳
、
私
た
ち
に
は

た
ら
き
続
け
る
お
徳
を
た
た
え
る
お

飾
り
と
し
て
お
香
が
説
か
れ
て
い
ま

す
。
親
鸞
聖
人
も
ご
和
讃
に

染
香
人
の
そ
の
身
に
は

香
気
あ
る
が
ご
と
く
な
り

こ
れ
を
す
な
は
ち
な
づ
け
て
ぞ

香
光
荘
厳
と
ま
う
す
な
り

(

注
釈
版
五
七
七
頁)

と
、
言
葉
の
説
法
に
よ
っ
て
さ
え
悟

る
こ
と
の
で
き
ぬ
私
を
、
阿
弥
陀
さ

ま
は
必
ず
仏
に
さ
せ
る
と
は
た
ら
き

続
け
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
た

か
も
お
香
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
て
ゆ

く
よ
う
に
、
私
が
お
念
仏
の
行
者
と

し
て
染
め
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
、

そ
れ
を
受
け
止
め
慶
ぶ
と
き
、
仏
の

香
し
い
智
慧
の
光
り
で
か
ざ
ら
れ
て

い
る
と
い
わ
れ
る
の
だ
、
と
讃
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

お
香
を
焚
く
こ
と
は
、
汚
れ
を
払

う
た
め
で
も
な
く
、
ま
じ
な
い
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
浄
土
真
宗
で
は
、
お

香
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
私
へ
の
は
た
ら

き
を
讃
え
、
み
教
え
を
聞
い
て
、
お

念
仏
が
身
に
つ
い
て
ゆ
く
慶
び
を
味

わ
う
と
い
う
重
要
な
意
味
が
あ
る
こ

と
を
知
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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日日
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｢

ビ
ハ
ー
ラ｣

(vihara)
と
は
、

古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
教
経
典
の

記
録
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
、｢

精
舎
・
僧
院｣

｢
身

心
の
安
ら
ぎ
・
く
つ
ろ
ぎ｣

｢

休
息

の
場
所｣

を
原
意
と
し
ま
す
。

本
年
一
月
杵
築
妙
徳
寺
ご
住
職
の

お
誘
い
で
、
は
じ
め
て
イ
ン
ド
八
大

仏
跡
巡
拝
の
旅
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
成
道
の
地
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の

地
に
立
つ
マ
ハ
ー
ボ
デ
ィ
イ
ー
寺
院

の
大
塔
や
、
仏
教
教
団
発
祥
の
地
＝

初
転
法
輪
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に

建
て
ら
れ
た
ダ
メ
ー
ク
の
塔
な
ど
の

前
に
額
づ
き
、
参
拝
団
全
員
で
お
勤

め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
大
き
な
感
動

で
し
た
。

私
た
ち
が
巡
拝
し
た
仏
跡
の
ほ
と

ん
ど
は
ビ
ハ
ー
ル
州
に
点
在
し
て
い

ま
す
。
王
舎
城
も
こ
の
ビ
ハ
ー
ル
州

に
位
置
し
て
お
り
、
マ
ガ
ダ
国
の
首

都
で
し
た
。

ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
統
治
し
た
マ
ウ

リ
ヤ
朝
の
首
都
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
は

現
在
の
州
都
で
あ
る
パ
ト
ナ
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
現
地
ガ
イ
ド
の
説

明
で
は
、
ビ
ハ
ー
ル
と
い
う
の
は
ビ

ハ
ー
ラ
の
英
語
音
で
、
ビ
ハ
ー
ル
が

州
の
名
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
地
が

寺
院
つ
ま
り
ビ
ハ
ー
ラ
が
多
く
建
立

さ
れ
仏
教
が
栄
え
て
い
た
こ
と
に
よ

る
と
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
旅
行
で
、
僧
侶
は
仏
跡
で
順

番
に
法
話
を
せ
よ
と
の
こ
と
で
、
私

は
王
舎
城
の
牢
獄
跡
が
当
番
で
し
た
。

『

観
無
量
寿
経』

が
説
か
れ
る
機
縁

と
な
っ
た
悲
劇
の
舞
台
で
す
。
こ
こ

か
ら
向
こ
う
に『

大
無
量
寿
経』

が

説
か
れ
た
霊
鷲
山
を
拝
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
王
舎
城
の
悲
劇
は
釈
尊

の
晩
年
に
起
こ
り
ま
し
た
。
王
の
ビ

ン
バ
シ
ャ
ラ
王
は
、
釈
尊
と
同
年
齢

で
、
成
道
直
後
の
釈
尊
に
帰
依
し
、

竹
林
精
舎
を
寄
進
し
、
三
十
五
年
間

釈
尊
と
と
も
に
歩
い
て
き
た
教
団
の

大
檀
越
で
す
。
つ
ま
り
ア
ジ
ャ
セ
王

子
は
熱
心
な
仏
教
徒
の
家
庭
に
誕
生

し
育
っ
て
い
る
の
で
す
。

早
島
鏡
正
先
生
の『

大
無
量
寿
経

の
現
代
的
意
義』

を
読
ん
で
驚
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。『

大
経』

上
巻

に
釈
尊
の｢

五
徳
瑞
現｣

と
い
わ
れ

る
一
段
が
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は

こ
の
文
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て『

大
経』

こ
そ
が
釈
尊
出
世
本
懐
の
経
典
で
あ

る
証
拠
と
さ
れ
た
重
要
な
一
段
で
す
。

そ
こ
に｢

今
日
世
尊
、
住
奇
特
法｣

｢

今
日
世
雄
、
住
仏
所
住｣

｢

今
日
世

眼
、
住
導
師
行｣

｢

今
日
世
英
、
住

最
勝
道｣

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に

｢

住｣

と
翻
訳
さ
れ
た
言
葉
が
、
原

典
た
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
で
は

｢

ビ
ハ
ー
ラ｣

と
い
う
の
だ
そ
う
で

す
。
ビ
ハ
ー
ラ
と
は｢

身
心
の
安
ら

ぎ
・
く
つ
ろ
ぎ｣

の
意
味
で
す
が
、

ま
さ
に
釈
尊
の
お
姿
は
光
り
輝
き
、

慈
し
み
に
満
ち
、
山
の
ご
と
く
ど
っ

し
り
と
し
た｢

安
住｣

の
境
地
に
お

ら
れ
た
の
で
し
よ
う
。

と
こ
ろ
が『

大
経』

の
説
法
の
あ

と
王
舎
城
の
悲
劇
が
起
こ
っ
て
い
る

の
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
い
う
と
、

『

法
華
経』

の
説
法
中
で
の
事
件
で

す
。
事
件
は
教
団
の
存
続
を
揺
る
が

し
、
そ
れ
以
上
に
仏
教
の
真
実
性
を

問
う
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
い
う
よ
り
こ
の
一
大
事
件
が
あ
っ

た
れ
ば
こ
そ
、
仏
教
の
真
実
性
が
確

証
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま

す
。牢

獄
の
跡
に
た
っ
て
、
私
は｢

安

住
＝
ビ
ハ
ー
ラ｣

の
意
味
。
日
本
の

仏
教
史
の
う
え
で
そ
の
真
実
性
を
め

ぐ
っ
て
念
仏
対
法
華
の
論
争
が
あ
っ

た
こ
と
な
ど
、
と
り
と
め
も
な
く
連

想
し
て
お
り
ま
し
た
。

ふ
と『

観
経』

流
通
分
の｢

汝
、

こ
の
語
を
持(

た
も)

て
。
こ
の
語

を
持(

た
も)

つ
と
い
う
は
、
即
ち

こ
れ
無
量
寿
仏
の
み
名
を
持
て
と
な

り｣

を
解
釈
し
て
善
導
大
師
は｢

上

来
定
散
両
門
の
益
を
説
く
と
い
え
ど

も
、
仏
の
本
願
の
意
に
望
む
れ
ば
、

衆
生
を
し
て
一
向
に
専
ら
弥
陀
の
仏

名
を
称
せ
し
む
る
に
あ
り｣

と
結
論

さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、｢

弥
陀

い
か
ば
か
り
の
力
ま
し
ま
す
と
知
り

て
か
、
罪
業
の
身
な
れ
ば
す
く
わ
れ

が
た
し
と
お
も
う
べ
き｣

と
お
示
し

く
だ
さ
っ
た『

歎
異
抄』

の
お
言
葉

を
思
い
、｢

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起

こ
ろ
う
と
、
必
ず
救
う
、
わ
れ
を
た

の
め｣

と
の
弥
陀
の
こ
こ
ろ
に
打
ち

任
せ
、
そ
の
こ
こ
ろ
伝
え
て
い
く
こ

と
が
、
ビ
ハ
ー
ラ
な
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
た
こ
と
で
し
た
。

先
日
飛
行
機
に
乗
り
、
久
し
ぶ
り

に
旅
行
を
致
し
ま
し
た
。
旅
の
楽
し

み
は
食
事
、
風
景
へ
の
感
動
、
人
と

の
出
会
い
、
な
ど
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

飛
行
機
の
座
席
で
イ
ヤ
ホ
ー
ン
を

つ
け
て
音
楽
を
聞
こ
う
と
操
作
を
し

て
い
ま
す
と
、
隣
の
座
席
の
人
が
話

し
か
け
て
き
ま
し
た
。
年
令
は
七
五

歳
前
後
に
思
わ
れ
る
男
性
で
し
た
。

話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
私
が｢

お

元
気
で
い
い
で
す
ね｣

と
言
い
ま
す

と｢

実
は
、
私
は
、
病
気
を
か
か
え

て
い
る
の
で
す
。
家
に
い
ま
す
と
、

い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
気
が
弱
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、

旅
行
を
し
て
い
る
時
が
嬉
し
い
の
で

す
。
し
か
も
今
回
は
、
娘
が
出
張
先

で
用
事
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
娘

の
子
、
つ
ま
り
隣
に
居
る
孫
の
世
話

を
す
る
た
め
で
す｣

と
笑
顔
で
話
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
方
は
続
け
て｢

い

つ
、
旅
先
で
迷
惑
を
か
け
る
事
態
に

な
る
か
心
配
は
あ
り
ま
す
が
、
で
き

る
だ
け
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る

た
め
、
食
事
や
飲
み
水
に
配
慮
し
て

い
ま
す｣

と
も
語
ら
れ
ま
し
た
。
話

し
方
や
動
作
に
ひ
と
つ
も
病
気
を
感

じ
さ
せ
ぬ
姿
に
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。

わ
た
し
も
、｢

病
気
や
悩
み
を
抱

い
て
も
そ
の
よ
う
に
あ
り
た
い｣

と

教
え
ら
れ
た
出
会
い
で
し
た
。
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あ
と
が
き

ビ
ハ
ー
ラ
法
話

『

雑

感』

速
見
組
善
正
寺
住
職

薬
師
寺
哲
雄


