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縁
あ
っ
て 

こ
の
世
に
⽣
ま
れ 

 

縁
あ
っ
て 

こ
の
世
を
去
る 

 

⼈
⽣
の
終
わ
り
は 

誰
に
も
分
か
ら
な
い 

 

た
だ
た
だ
佛
縁
に 

お
ま
か
せ
す
る
の
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開
宗
八
五
〇
年 

の
生
涯 

 
 
  

 
 
 
︻
⼋
︼ 

念
仏
の
道
へ

 

 

夢
の
中
で
 

 

お
念
仏
が
す
べ
て
の
⼈
を

救
う
唯
⼀
の
方
法
で
あ
る
こ

と
を
確
信
し
た
法
然
上
⼈
は
︑

専
修
念
仏
︵
た
だ
ひ
た
す
ら
念

仏
を
称
え
る
こ
と
︶
の
道
を
歩

み
始
め
ま
す
︒ 

こ
の
時
期
︑
法
然
上
⼈
は
︑

次
の
よ
う
な
宗
教
体
験
を
し

ま
す
︒ 

〝〝〝〝
あ
る
あ
る
あ
る
あ
る
夜
︑
不
思
議

夜
︑
不
思
議

夜
︑
不
思
議

夜
︑
不
思
議
なななな
夢夢夢夢
をををを
⾒⾒⾒⾒

たたたた
︒︒︒︒
山山山山
のののの
麓麓麓麓
にににに
大大大大
き
な
き
な
き
な
き
な
河河河河
がががが

あ
り
︑

あ
り
︑

あ
り
︑

あ
り
︑
⻄
方
⻄
方
⻄
方
⻄
方
をををを
⾒⾒⾒⾒
る
と
る
と
る
と
る
と
紫紫紫紫
のののの

雲雲雲雲
が
た
な
び
い
て
お
り
︑
そ

が
た
な
び
い
て
お
り
︑
そ

が
た
な
び
い
て
お
り
︑
そ

が
た
な
び
い
て
お
り
︑
そ
  

のののの
中中中中
に
︑
に
︑
に
︑
に
︑
上
半
⾝

上
半
⾝

上
半
⾝

上
半
⾝
はははは
墨墨墨墨
染
︑
染
︑
染
︑
染
︑

下
半
⾝

下
半
⾝

下
半
⾝

下
半
⾝
はははは
⾦
⾊
⾦
⾊
⾦
⾊
⾦
⾊
にににに
輝輝輝輝
くくくく
僧僧僧僧

がががが
現現現現
れ
た
︒

れ
た
︒

れ
た
︒

れ
た
︒    

﹁
ど
な
た
で
す
か
﹂
と

﹁
ど
な
た
で
す
か
﹂
と

﹁
ど
な
た
で
す
か
﹂
と

﹁
ど
な
た
で
す
か
﹂
と
聞聞聞聞

く
と
︑

く
と
︑

く
と
︑

く
と
︑﹁﹁﹁﹁
私私私私
はははは
善
導
善
導
善
導
善
導
で
あ
る
︒

で
あ
る
︒

で
あ
る
︒

で
あ
る
︒

あ
た
な
が

あ
た
な
が

あ
た
な
が

あ
た
な
が
念
仏
念
仏
念
仏
念
仏
をををを
広広広広
め
る
め
る
め
る
め
る

こ
と
は

こ
と
は

こ
と
は

こ
と
は
尊尊尊尊
い
こ
と
で
あ
る
︒

い
こ
と
で
あ
る
︒

い
こ
と
で
あ
る
︒

い
こ
と
で
あ
る
︒

そ
の
こ
と
を

そ
の
こ
と
を

そ
の
こ
と
を

そ
の
こ
と
を
伝伝伝伝
え
る
た
め

え
る
た
め

え
る
た
め

え
る
た
め

にににに
現現現現
れ
た
﹂
と

れ
た
﹂
と

れ
た
﹂
と

れ
た
﹂
と
告告告告
げげげげ
てててて
去去去去

っ
て
い
っ
た
︒

っ
て
い
っ
た
︒

っ
て
い
っ
た
︒

っ
て
い
っ
た
︒〞〞〞〞    

          

 

実
際
に
は
出
会
っ
た
こ
と

が
な
い
善
導
大
師
と
︑
夢
の
中

で
出
会
っ
た
こ
と
は
︑
法
然
上

⼈
に
と
っ
て
念
仏
の
教
え
を

広
め
る
こ
と
の
正
し
さ
を
確

信
で
き
た
出
来
事
で
し
た
︒ 

 

京
都
市
中
へ 

 

お
念
仏
の
教
え
を
⼈
々
に

説
き
伝
え
る
た
め
︑
法
然
上
⼈

は
︑
⿊
谷
を
後
に
し
て
京
都
市

中
へ
下
山
し
ま
す
︒
  

ま
ず
︑
京
都
⻄
山
広
谷
に
向 

か
い
︑
遊
蓮
房
円
照
と
い
う
僧

を
訪
ね
ま
し
た
︒ 

円
照
は
熱
⼼
に
念
仏
を
実

践
し
︑
⼀
門
か
ら
尊
敬
を
受
け

る
僧
で
し
た
︒
法
然
上
⼈
は
︑

円
照
と
共
に
語
り
合
い
︑
念
仏

の
交
流
を
深
め
ま
し
た
︒
し
か

し
︑
そ
の
⼆
年
後
に
円
照
は
三

⼗
九
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
︒
法

然
上
⼈
は
︑
後
に
﹁
浄
土
の
法

門
と
円
照
に
あ
へ
る
こ
そ
︑
⼈

界
に
⽣
を
受
け
た
る
思
出
に

て
は
侍
れ
﹂
と
円
照
の
存
在
の

大
き
さ
を
語
っ
て
い
ま
す
︒ 

 

東
山
吉
⽔
へ 

 

円
照
と
死
別
後
︑
法
然
上
⼈

は
東
山
の
吉
⽔
の
⼩
さ
な
庵

へ
と
移
り
ま
す
︒
そ
の
後
︑
⽣

涯
に
お
い
て
︑
こ
の
吉
⽔
の
地

で
お
念
仏
の
教
え
を
広
め
て

い
か
れ
ま
す
︒ 

法
然
上
⼈
の
も
と
に
は

徐
々
に
さ
ま
ざ
ま
な
⼈
々
が

集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
 
 
 
 
 
 
 

︵
つ
づ
く
︶ 
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枕枕枕枕
    
経経経経
    

    

家
族
が
亡
く
な
っ
た
と
き
︑

初
め
に
す
る
こ
と
は
︑
お
寺
さ

ん
に
連
絡
を
し
︑
枕
経
を
あ
げ

て
も
ら
う
こ
と
で
す
︒
 

 
故
⼈
の
枕
も
と
で
お
経
を

あ
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
枕
経
 

(ま
く
ら
ぎ
ょ
う
)と
い
い
ま
す
︒ 

  
枕
経
枕
経
枕
経
枕
経
のののの
意
義
意
義
意
義
意
義
 

    

枕
経
は
︑
当
⼈
に
代
わ
っ
て

懺
悔
(諸
々
の
罪
を
悔
い
改
め

る
)を
し
︑
剃
度
式
(お
か
み
そ

り
の
儀
式
︶︑
そ
し
て
授
戒

じ

か
い

 を

し
て
︑
故
⼈
を
仏
の
弟
⼦
に
し

ま
す
︒
そ
の
証
と
し
て
戒
名
を

授
与
し
ま
す
︒
 
 

ま
た
︑
命
終
の
時
は
お
念
仏

に
よ
っ
て
阿
弥
陀
様
が
お
迎

え
に
来
ら
れ
︑
お
浄
土
に
往
⽣

す
る
こ
と
を
故
⼈
に
説
き
聞

か
せ
︑
死
の
苦
し
み
を
除
き
︑

安
⼼
を
与
え
る
の
で
す
︒
 

だ
か
ら
︑
亡
く
な
っ
た
後
︑

で
き
る
限
り
速
く
枕
経
を
勤

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
 

 剃
度
式

剃
度
式

剃
度
式

剃
度
式
    

    

剃
度
式
 は
｢お
か
み
そ
り
｣

と
も
⾔
わ
れ
ま
す
︒
 

こ
の
儀
式
は
︑
仏
の
弟
⼦
に

な
る
た
め
︑
髪か

み

を
剃そ

っ
て
出
家

し

け

を
す
る
︑
枕
経
で
の
重
要
な
儀

式
で
す
︒
 

剃
⼑
を
頭
に
当
て
︑
お
経
を

称
え
な
が
ら
︑
頭
を
三
度
︑
(右
︑

真
ん
中
︑
左
)に
分
け
て
髪
を

剃
り
ま
す
︒
剃
る
と
い
っ
て
も
︑

実
際
は
刃
の
な
い
剃
⼑

か
み
そ
り

 で
剃

る
ま
ね
を
す
る
の
で
す
︒
 

         ⽣
前
に
︑
五
重
相
伝
会
や
授

戒
会
を
受
け
て
お
ら
れ
る
方

は
︑
す
で
に
剃
度
式
を
さ
れ
て

い
る
の
で
省
略
し
ま
す
︒
 

臨
終
⾏
儀

臨
終
⾏
儀

臨
終
⾏
儀

臨
終
⾏
儀
    

 

現
在
︑
亡
く
な
る
場
所
は
自

宅
で
は
な
く
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
病
院
で
す
︒
昔
は
自
宅
で
命

が
尽
き
よ
う
と
す
る
病
⼈
に

対
し
て
︑
僧
侶
を
呼
び
︑
お
浄

土
へ
安
ら
か
に
旅
⽴
て
る
よ

う
に
︑
臨
終

り
ん
じ

う

⾏
儀

ぎ

う
ぎ

 を
⾏
っ
て

い
ま
し
た
︒
作
法
に
則

の

と

っ
て
︑

僧
侶
は
お
念
仏
を
称
え
︑
家
族

は
病
⼈
の
世
話
を
し
︑
皆
で
最

後
を
看
取
 っ
て
い
た
の
で
す
︒ 

現
代
で
は
︑
亡
く
な
っ
て
か

ら
僧
侶
が
呼
ば
れ
ま
す
︒
お
念

仏
に
よ
っ
て
お
浄
土
へ
往
⽣

す
る
こ
と
を
説
き
伝
え
る
枕

経
は
︑
現
代
の
臨
終
⾏
儀
と
も

い
え
ま
す
︒
 

︵ 
つ
づ
く
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仏
教
歳
時
記 

 

 
叩た

た

か
れ
て
昼
の
蚊か

を
吐は

く
⽊
魚

も
く
ぎ

か
な
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

夏
目
漱
⽯
 

 

    

⽊
魚
の
中
に
い
た
蚊
が
︑
⽊
魚
を
叩
く
⾳
に
驚
き
⾶
び
 

出
す
様
⼦
を
詠
ん
だ
句
で
す
︒
 

⽊
魚
は
お
経
を
読
む
と
き
に
リ
ズ
ム
を
整
え
る
仏
具
で
 

す
︒
浄
土
宗
や
禅
宗
︑
天
台
宗
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
︒
 

浄
土
宗
で
は
お
念
仏
を
称
え
る
時
︑
 

お
念
仏
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
に
裏
打
ち
 

で
⽊
魚
を
叩
き
ま
す
︒
 

⽊
魚
に
魚
の
鱗

う
ろ
こ

が
彫
ら
れ
て
い
る
の
 

は
︑
眠
る
と
き
も
目
を
閉
じ
な
い
魚
の
 

勤
勉
さ
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た
か
ら
だ
 

そ
う
で
す
︒
 
 
 
 
 

                     

                     

雑
記
抄

雑
記
抄

雑
記
抄

雑
記
抄
    

〜
供
に
養
う
〜 

 

供
養
に
は
︑
目
に
⾒
え
る
供
養

と
⾒
え
な
い
供
養
が
あ
り
ま

す
︒
⾒
え
な
い
供
養
の
⼀
つ
に

﹁
⼼
の
供
養
﹂
が
あ
り
ま
す
︒

﹃
思
い
出
す
﹄
こ
と
も
⼼
の
供

養
の
⼀
つ
で
す
▽
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
で
作
家
の

下
重
暁
⼦
さ
ん
が
著
書
の
中

で
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
お

ら
れ
ま
す
︒﹃
私
は
亡
く
な
っ

た
⼈
の
こ
と
を
時
々
思
い
出

し
︑
話
題
に
す
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
︒
そ
の
時
︑
死
者
は
よ

み
が
え
り
︑
⽣
前
の
形
を
取
っ

て
⽣
き
返
る
の
で
す
︒
体
は
死

ん
で
い
て
も
魂
は
⽣
き
て
い

て
︑
ふ
っ
と
⽣
き
て
い
る
者
の

前
に
姿
を
現
す
こ
と
が
あ
る

の
で
す
︒
思
い
出
す
と
い
う
こ

と
は
︑
死
者
を
よ
み
が
え
ら
す

作
業
で
す
﹄
▽
亡
き
⼈
を
⼼
に

想
う
と
き
︑
姿
な
き
姿
が
⾒
え
︑

声
な
き
声
が
聴
こ
え
る
︒
そ
う

感
じ
る
と
き
が
あ
り
ま
す
︒
そ

の
⼈
を
想
う
こ
と
が
⼼
の
支

え
に
な
り
︑
⼼
の
癒
し
に
な
る
︒

私
た
ち
に
と
っ
て
﹃
思
い
出
す
﹄

こ
と
は
︑
と
て
も
大
切
な
作
業

な
の
で
す
▽
﹁
供と

も

に
養
う
﹂
と

書
い
て
﹃
供
養
﹄︒
亡
き
⼈
と
私
︑

供
養
す
る
者
と
供
養
さ
れ
る

者
が
︑
供
養
を
通
し
て
︑
供
に

今
よ
り
も
良
い
状
態
に
な
っ

て
い
く
︒
供
養
と
い
う
⾔
葉
に

は
︑
そ
ん
な
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す

▽
亡
き
⼈
の
こ
と
を
﹁
伝
え
て

い
く
﹂︒
そ
し
て
︑﹁
忘
れ
な
い
﹂︒

こ
れ
も
⼼
の
供
養
で
す
︒ 


