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化
身
。 

先
月
、
庄
原
市
に
あ
る
親
戚
寺
の
前
住
職
の
通
夜

に
参
り
ま
し
た
。
お
若
い
ご
往
生
で
し
た
。
た
く
さ
ん

の
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
、
ご
兄
弟
、
高
齢
の
母
君
が

皆
泣
き
崩
れ
て
い
ま
し
た
。 

境
内
地
に
高
齢
者
施
設
を
建
て
、
仏
教
精
神
を
実

践
に
活
か
す
「
動
あ
る
人
」
で
し
た
。
一
方
で
多
忙
の

中
、
学
問
や
著
作
活
動
に
も
勤
し
み
沈
思

ち

ん

し

黙
考

も
っ
こ
う

の
「
静

あ
る
人
」
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

通
夜
の
お
勤
め
が
済
み
、
住
職
で
あ
る
息
子
さ
ん

が
喪
主
挨
拶
を
な
さ
い
ま
し
た
。 

「
私
は
小
さ
い
頃
、
父
の
こ
と
を
『
お
釈
迦
様
か
観

音
様
の
生
ま
れ
変
わ
り
』
と
本
気
で
思
っ
て
い
ま
し

た
。
ど
ん
な
時
も
優
し
か
っ
た
。
外
に
連
れ
て
い
か
れ

て
も
、
偉
ぶ
る
姿
は
な
く
、
い
つ
も
謙
虚
だ
っ
た
。 

大
人
に
な
っ
て
、
そ
ん
な
思
い
も
薄
ら
い
で
い
っ
た

の
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
と
妻
の
恵 え

信 し
ん

尼 に

さ
ま
が
、
直
接

は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
お
互
い
に
観
音
様
の
化
身
と

思
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
話
が
、
今
な
ら
よ
く
わ
か
り

ま
す
」 

沁
み
入
る
よ
う
に 

拝
聴
し
ま
し
た
。 

   

少
し
、
補
足
を
し
ま
す…

。 

親
鸞
聖
人
は
、「
お
経
」
に
登
場
す
る
す
べ
て
の
人

物
を
「
わ
が
身
に
念
仏
を
称
え
さ
せ
る
化
身
」
と
見
て

お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
「
権
化

ご

ん

け

の
仁 に

ん

」
と
言
い
ま
す
。

登
場
す
る
人
物
の
中
に
は
、
悪
事
を
そ
そ
の
か
す
者

も
、
実
際
に
人
を
殺
し
て
し
ま
う
者
も
い
ま
す
。 

聖
人
は
、
善
い
こ
と
や
正
し
い
こ
と
を
す
る
存
在

だ
け
が
「
観
音
さ
ま
の
化
身
」
で
は
な
い
、
と
い
う
の

で
す
。
私
に
と
っ
て
苦
手
な
人
、
不
都
合
な
人
、
思
い

通
り
に
な
ら
な
い
人
ま
で
も
が
、
私
の
心
を
育
て
、
わ

が
人
生
に
磨
き
を
か
け
て
く
れ
る
。
思
い
方
ひ
と
つ

で
、
そ
ん
な
ご
縁
に
な
っ
て
い
く
。 

 

こ
の
世
界
は
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
に
思
い
通
り
に
い

き
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
る
つ
も
り

な
の
に
、
な
お
抗

あ
ら
が

っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

そ
ん
な
「
私
」
を
見
つ
め
な
お
す
場
所
が
「
お
仏
壇
」

や
「
お
墓
」
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
お
経
は
、「
こ
の
世

界
の
苦
悩
の
解
決
方
法
」
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。
亡
き
人
の
供
養
を
通
し
て
、
わ
が
身
を
照
ら
す

「
鏡
」
の
よ
う
な
場
所
に
な
っ
た
ら
、
お
参
り
も
一
味

違
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

 
 

 

（
住
職
） 

   

【
服
装
】 

仏
事
の
「
正
装
」
は
「
礼
服
」
で
す
。
で
も
、
そ
の

よ
う
に
決
ま
っ
た
の
も
明
治
以
降
の
事
で
す
。
し
か
も
、

黒
服
は
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
正
装
で
す
。 

い
わ
ゆ
る
「
洋
服
」
が
日
本
人
の
一
般
的
服
装
と
な
っ

て
歴
史
が
浅
い
で
す
が
、
こ
れ
を
「
当
た
り
前
」
と
思

っ
て
し
ま
う
の
も
、
な
ん
だ
か
な
ぁ
、
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
、
身
内
だ
け
の
法
事
で
は
、「
普
段
着
で
も
い
い

で
す
よ
」
と
声
を
か
け
た
り
も
し
ま
す
。
そ
ん
な
中
、

時
々
「
五
十
回
忌
」
に
全
員
正
装
で
お
参
り
く
だ
さ
る

家
族
が
あ
っ
た
り
し
て
、
読
経
の
声
に
も
一
段
と
チ
カ
ラ

が
入
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

  

             

月
忌
参
り
・
祥
月
参
り 

 
 

 
 

 
 

い
た
し
ま
す 

 

ご
希
望
が
あ
れ
ば
、
亡
く
な
っ
て
何
年
経
っ
て

も
、
月
忌
（
月
命
日
）
や
祥
月
命
日
に
参
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
前
住
職
が
よ
く
参
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
で
思
う
よ
う
に
活
動
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
す
こ
し
ず
つ
引
き
継
ぎ
を
し
て
い 

こ
う
と
思
い
ま
す
。
詳
細
は
、
後
日
お
渡
し
す
る

「
返
信
ハ
ガ
キ
」
に
て
お
返
事
く
だ
さ
い
。 

新
し
い
納
骨
施
設
が
完
成 

 

JA

の
指
定
業
者
さ
ん
で
あ
る
「
オ
カ
ダ
石
材
」

様
が
、
境
内
地
に
建
立
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

「
従
前
の
墓
の
維
持
管
理
が
困
難
」
「
墓
じ
ま
い

を
検
討
し
て
い
る
」「
墓
は
こ
れ
か
ら
だ
が
、
大
き

な
墓
石
は
不
要
」「
ま
だ
間
に
合
っ
て
い
る
が
、
次

世
代
の
た
め
に
手
を
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
を
確
保

し
て
お
き
た
い
」「
寺
の
境
内
地
に
墓
が
欲
し
い
」

な
ど…

ど
う
ぞ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

残
り
は

21

部
屋
で
す
。 

お
て
ら
よ
り 

ちょっと  あたまの  こりほぐし  

ひっくりかえった途端に 

軽くなる動物はなんでしょう？ 

（小学生問題！） 
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縁
を
育
む 

     

雑
誌
致
知
二
〇
〇
五
年
十
二
月
号
の
特
集
「
縁

を
生
か
す
」
に
、
文
学
博
士
・
鈴
木
秀
子
先
生 

 

か
ら
聞
い
た
と
い
う
お
話
が
載
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
「
縁
を
生
か
す
」
よ
り
引
用
し
ま
す
。 

 

そ
の
先
生
が
五
年
生
の
担
任
に
な
っ
た
時
、 

一
人
、
服
装
が
不
潔
で
だ
ら
し
な
く
、
ど
う
し
て

も
好
き
に
な
れ
な
い
少
年
が
い
た
。
中
間
記
録
に

先
生
は
少
年
の
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
を
記
入 

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

あ
る
時
、
少
年
の
一
年
生
か
ら
の
記
録
が
目
に

留
ま
っ
た
。 

「
朗
ら
か
で
、
友
達
が
好
き
で
、
人
に
も
親
切
。

勉
強
も
よ
く
で
き
、
将
来
が
楽
し
み
」
と
あ
る
。 

間
違
い
だ
。
他
の
子
の
記
録
に
違
い
な
い
。 

先
生
は
そ
う
思
っ
た
。 

二
年
生
に
な
る
と
、
「
母
親
が
病
気
で
世
話
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
時
々
遅
刻
す
る
」
と
書
か

れ
て
い
た
。
三
年
生
で
は
「
母
親
の
病
気
が
悪
く

な
り
、
疲
れ
て
い
て
、
教
室
で
居
眠
り
す
る
」
。 

後
半
の
記
録
に
は
「
母
親
が
死
亡
。
希
望
を
失
い
、

悲
し
ん
で
い
る
」
と
あ
り
、
四
年
生
に
な
る
と
「
父

は
生
き
る
意
欲
を
失
い
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
と

な
り
、
子
ど
も
に
暴
力
を
ふ
る
う
」。 

先
生
の
胸
に
激
し
い
痛
み
が
走
っ
た
。
ダ
メ
と

決
め
つ
け
て
い
た
子
が
突
然
、
深
い
悲
し
み
を
生

き
抜
い
て
い
る
生
身
の
人
間
と
し
て
自
分
の
前

に
立
ち
現
れ
て
き
た
の
だ
。
先
生
に
と
っ
て
目
を

開
か
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。 

放
課
後
、
先
生
は
少
年
に
声
を
か
け
た
。 

「
先
生
は
夕
方
ま
で
教
室
で
仕
事
を
す
る
か
ら
、

あ
な
た
も
勉
強
し
て
い
か
な
い
？
判
ら
な
い
と

こ
ろ
は
教
え
て
あ
げ
る
か
ら
」
。
少
年
は
初
め
て

笑
顔
を
見
せ
た
。 

そ
れ
か
ら
毎
日
、
少
年
は
教
室
の
自
分
の
机
で

予
習
復
習
を
熱
心
に
続
け
た
。
授
業
で
少
年
が
初

め
て
手
を
あ
げ
た
時
、
先
生
に
大
き
な
喜
び
が 

わ
き
起
っ
た
。
少
年
は
自
信
を
持
ち
始
め
て
い
た
。 

ク
リ
ス
マ
ス
の
午
後
だ
っ
た
。
少
年
が
小
さ
な

包
み
を
先
生
の
胸
に
押
し
つ
け
て
き
た
。
あ
と
で

開
け
て
み
る
と
、
香
水
の
瓶
だ
っ
た
。
亡
く
な
っ

た
お
母
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
も
の
に
違
い
な
い
。

先
生
は
そ
の
一
滴
を
つ
け
、
夕
暮
れ
に
少
年
の
家

を
訪
ね
た
。 

雑
然
と
し
た
部
屋
で
独
り
本
を
読
ん
で
い
た

少
年
は
、
気
が
つ
く
と
飛
ん
で
き
て
、
先
生
の
胸

に
顔
を
埋
め
て
叫
ん
だ
。 

「
あ
あ
、
お
母
さ
ん
の
匂
い
！
き
ょ
う
は
す
て
き

な
ク
リ
ス
マ
ス
だ
」 

六
年
生
で
は
先
生
は
少
年
の
担
任
で
は
な
く

な
っ
た
。
卒
業
の
時
、
先
生
に
少
年
か
ら
一
枚
の

カ
ー
ド
が
届
い
た
。 

「
先
生
は
僕
の
お
母
さ
ん
の
よ
う
で
す
。
そ
し

て
、
い
ま
ま
で
出
会
っ
た
中
で
一
番
す
ば
ら
し
い

先
生
で
し
た
」 

そ
れ
か
ら
六
年
。
ま
た
カ
ー
ド
が
届
い
た
。 

「
明
日
は
高
校
の
卒
業
式
で
す
。
僕
は
五
年
生

で
先
生
に
担
当
し
て
も
ら
っ
て
、
と
て
も
幸
せ
で

し
た
。
お
か
げ
で
奨
学
金
を
も
ら
っ
て
医
学
部
に

進
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」 

十
年
を
経
て
、
ま
た
カ
ー
ド
が
き
た
。
そ
こ
に

は
先
生
と
出
会
え
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
父
親
に

叩
か
れ
た
体
験
が
あ
る
か
ら
患
者
の
痛
み
が
分

か
る
医
者
に
な
れ
る
と
記
さ
れ
、
こ
う
締
め
く
く

ら
れ
て
い
た
。
「
僕
は
よ
く
五
年
生
の
時
の
先
生

を
思
い
出
し
ま
す
。
あ
の
ま
ま
ダ
メ
に
な
っ
て
し

ま
う
僕
を
救
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
を
、
神
様
の

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
大
人
に
な
り
、
医
者
に
な
っ

た
僕
に
と
っ
て
最
高
の
先
生
は
、
五
年
生
の
時
に

担
任
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
で
す
」 

そ
し
て
一
年
。
届
い
た
カ
ー
ド
は
結
婚
式
の 

招
待
状
だ
っ
た
。 

「
母
の
席
に
座
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
一
行
、
書
き

添
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

人
は
よ
き
縁
を
頂
き
、
そ
し
て
縁
を
生
か
し
て

生
き
て
い
く
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
逸
話
で
す
。
彼 か

の
少
年
も
一
人
の
先
生
の
縁
を
頂
き
、
そ
の
縁
を

生
か
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
。
ポ
ツ
ン
と
た
た
ず

む
一
人
の
ひ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
の
歴
史
の

中
に
多
く
の
つ
な
が
り
が
あ
る
。
そ
の
つ
な
が
り

を
「
縁
」
と
い
う
。
そ
の
縁
は
縦
横
無
尽
に
つ
な

が
っ
て
い
て
無
関
係
な
も
の
は
な
い
と
仏
教
で

は
説
く
。 

そ
の
縁
を
見
る
ま
な
ざ
し
を
仏
教
で
は
大
切

に
し
て
い
る
。
そ
し
て
浄
土
真
宗
で
は
そ
の
縁
を

大
切
に
し
な
い
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
凡
夫
の

私
を
大
切
に
し
て
下
さ
る
仏
さ
ま
が
お
ら
れ
る

と
示
さ
れ
て
い
る
。
（
終
） 

    
 

 
 

法 

要 

後 

記 

  

先
日
の
三
月
二
十
一
日
、
春
の
永
代
経
・
彼
岸

法
要
で
は
、
東
か
が
わ
市
・
大
信
寺
の
川
田
先
生

に
ご
法
話
を
頂
戴
し
ま
し
た
。 

お
参
り
の
皆
さ
ま
は
、
ど
ん
な
お
話
が
印
象
的

で
し
た
か
？
私
は
、「
仏
さ
ま
の
『
智
慧
』
と
人
間

の
『
知
恵
』
の
違
い
」
の
話
が
心
に
残
っ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
一
本
の
コ
ー
ラ
を
二
人
の
兄
弟
が

不
満
な
く
分
け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。 

①
ま
ず
お
兄
ち
ゃ
ん
が
同
じ
大
き
さ
の
コ
ッ

プ
を
二
つ
用
意
し
て
、
半
分
に
分
け
る
②
次
に
、

弟
に
ど
ち
ら
か
好
き
な
方
を
選
ば
せ
る
。 

こ
う
す
れ
ば
「
分
け
た
の
は
兄
」「
先
に
選
ん
だ

の
は
弟
」
と
い
う
こ
と
で
、
双
方
不
満
は
残
り
ま

せ
ん
。 

こ
れ
が
「
人
間
の
『
知
恵
』」
だ
と
い
い
ま
す
。 

そ
れ
に
対
し
て
、「
仏
さ
ま
の
『
智
慧
』
」
は
？ 

…

ま
た
お
し
ゃ
べ
り
し
ま
し
ょ
う
。 


