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1 三 「神人の道を現そう」─お礼を土台とした信心

一
　﹁
運
動
﹂
の
願
い



23 一　「運動」の願い

　
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
を
も
っ
て
、「
神か
み
ひ
と人
あ
い
よ
か
け
よ
の
生
活
運
動
」

が
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の
「
運
動
」
の
願
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
立
教
百
五
十

年
（
平
成
二
十
一
年
）
の
お
年
柄
に
教
主
金
光
様
が
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
「
神

人
の
道
」
の
お
ぼ
し
め
し
を
頂
き
、
私
た
ち
信
奉
者
が
「
神
人
あ
い
よ
か
け
よ

の
生
活
」
を
求
め
現
し
て
い
く
こ
と
で
、
現
代
に
生
き
る
一
人
ひ
と
り
の
生
活

に
神
と
人
と
の
関
係
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

　
教
主
金
光
様
は
、
人
間
関
係
に
悩
む
あ
る
信
奉
者
に
、「
縦
軸
は
神
様
と
人
、

横
軸
は
人
と
人
と
が
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」
と
ご
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。「
縦

軸
」
で
あ
る
神
様
と
自
分
と
の
間
柄
を
深
め
、
そ
の
中
身
を
も
っ
て
「
横
軸
」

で
あ
る
人
間
関
係
や
生
活
上
の
諸
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
と
こ
ろ
に
、
こ
の

道
の
「
助
か
り
」
の
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
す
。

　
こ
の
度
の
「
運
動
」
で
は
、「
縦
軸
」
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
社
会
に

あ
っ
て
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
御お

ん
と
り
つ
ぎ

取
次
を
願
い
、
頂
く
こ
と
を
と
お
し
て
、

神
様
と
自
分
と
の
間
柄
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
に
「
神
も
助
か
り
、
氏
子

も
立
ち
行
き
」
と
神
様
が
仰
せ
ら
れ
る
「
神
人
の
道
」
を
現
し
て
い
く
こ
と
を

目
指
し
て
、
次
の
よ
う
に
「
運
動
」
の
「
願
い
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。



45 一　「運動」の願い

　
　
　
　
　
願
　
い

　
　
　
　
御お
ん
と
り
つ
ぎ

取
次
を
願
い
　
頂
き

　
　
　
　
神
の
お
か
げ
に
め
ざ
め

　
　
　
　
お
礼
と
喜
び
の
生
活
を
す
す
め

　
　
　
　
神
心
と
な
っ
て
　
人
を
祈
り
　
助
け
　
導
き

　
　
　
　
神か
み
ひ
と人
の
道
を
現
そ
う

　
こ
の
「
願
い
」
は
、
教
祖
様
に
始
ま
る
こ
の
道
の
信
心
と
「
助
か
り
」
の
筋

道
を
要
点
的
に
表
現
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
道
は
、
生
神
金
光
大
神
取
次
の
道

で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
「
御
取
次
を
願
い
　
頂
き
」
と
い
う
こ
と
が
基
本
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、「
神
の
お
か
げ
に
め
ざ
め
」
と
は
、
天
地
金
乃
神
様
の
お
か

げ
の
世
界
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
御
取
次
を
願
い
、
頂
い
て
、
天
地
金
乃
神
様
の
お
か
げ
の
世
界
に
目
覚
め
る

と
こ
ろ
か
ら
、「
お
礼
と
喜
び
の
生
活
」
が
始
ま
り
、
そ
の
こ
と
が
進
め
ら
れ

て
い
け
ば
、「
縦
軸
」
で
あ
る
神
様
と
自
分
と
の
間
柄
が
次
第
に
深
め
ら
れ
て

い
き
ま
す
。
そ
し
て
、「
お
礼
と
喜
び
の
生
活
を
す
す
め
」
る
中
で
、「
神
心
と

な
っ
て
　
人
を
祈
り
　
助
け
　
導
き
」
と
い
う
信
心
実
践
に
取
り
組
め
ば
、
周

囲
に
「
助
か
り
」
の
世
界
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
現
代
社

会
に
「
神
人
の
道
」
を
現
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

か
み
ご
こ
ろ



67 二　御取次を願い　頂き

「
御
取
次
を
願
い
　
頂
き
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
た
び
の
「
運
動
」
の
出

発
点
で
あ
り
、
基
盤
で
も
あ
り
ま
す
。
で
は
、
御
取
次
を
願
い
、
頂
く
こ
と

を
と
お
し
て
「
神
人
の
道
」
を
現
す
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
の
内
容
や
意
味
合
い
に
つ
い
て
、「
神
の
お
か
げ
に
め
ざ
め
」

「
お
礼
と
喜
び
の
生
活
を
す
す
め
」「
神
心
と
な
っ
て
　
人
を
祈
り
　
助
け
　
導

き
」
の
三
つ
を
焦
点
に
、
教
祖
様
の
御
取
次
の
実
際
か
ら
頂
い
て
み
ま
す
。

二
　
御
取
次
を
願
い  

頂
き



89 二　御取次を願い　頂き

①
　
神
の
お
か
げ
に
め
ざ
め

　
光
政
村
（
現
岡
山
市
）
在
住
の
利と
し
も
り守
志し

の野
師
は
、
長
男
が
七
歳
の
時
に
小
児

結
核
と
診
断
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
結
核
は
死
の
病
と
さ
れ
、
母
親
の
志
野
師

は
何
と
か
わ
が
子
を
助
け
た
い
と
、
い
ろ
い
ろ
な
神
仏
に
参
拝
し
、
ま
た
、
何

人
も
の
名
医
を
訪
ね
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
向
に
回
復
の
兆
し
は
見
え
ず
、
長

男
が
十
歳
の
時
、
慶
応
二
年
（
志
野
師
二
十
七
歳
）
の
夏
に
初
め
て
教
祖
広
前

に
参
拝
し
、
長
男
の
病
気
回
復
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
こ
の
時
、
教
祖
様
は
、「
お
天て

ん
と
う道
様
の
お
照
ら
し
な
さ
る
の
も
お
か
げ
、
雨

の
降
ら
れ
る
の
も
お
か
げ
、
人
間
は
み
な
、
お
か
げ
の
中
に
生
か
さ
れ
て
生
き

て
い
る
」
と
、
長
男
の
病
気
の
こ
と
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
ず
、
天
地
の
お

か
げ
、
神
様
の
お
か
げ
の
中
に
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
人
間
に
つ
い
て
の
お

話
ば
か
り
を
さ
れ
ま
し
た
。
最
初
、
志
野
師
は
、
教
祖
様
の
お
話
が
よ
く
分
か

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、「
こ
れ
は
大
変
な
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
思
え
て
き
た
と
こ
ろ
へ
、「
人
間
は
、
お
か

げ
の
中
に
生
ま
れ
、
お
か
げ
の
中
で
生
活
を
し
、
お
か
げ
の
中
に
死
ん
で
い
く

の
で
あ
る
」
と
、
教
祖
様
の
ご
理
解
が
あ
り
、
愕が

く
ぜ
ん然
と
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
の

で
す
。

　
と
い
う
の
も
、
教
祖
様
の
御
取
次
を
頂
く
ま
で
の
志
野
師
は
、
お
か
げ
と
言

え
ば
、
息
子
の
病
気
が
治
る
こ
と
、
生
活
上
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
解
決
す
る



1011 二　御取次を願い　頂き

こ
と
だ
と
思
い
、
自
分
た
ち
親
子
の
命
と
生
活
を
支
え
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
天
地
の
お
働
き
、
神
様
の
お
か
げ
の
こ
と
な
ど
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
分
た
ち
は
、
た
だ
た
だ
一
生
懸
命
に
、
真
っ
正
直

に
生
き
て
き
た
の
に
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
難
儀
な
目
に
遭
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
と
思
い
、
世
間
を
恨
み
、
神
様
を
恨
ん
で
い
た
と
い
う
の
で
す
。

　
し
か
し
、
教
祖
様
の
御
取
次
を
頂
き
、
自
分
の
正
体
に
気
付
か
さ
れ
た
志
野

師
は
、
教
祖
様
、
神
様
に
対
し
て
「
こ
れ
か
ら
は
改
め
て
、
神
様
に
お
礼
を
申

し
上
げ
る
生
活
に
切
り
替
え
ま
す
。
倅

せ
が
れ
に
も
よ
く
聞
か
せ
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら

信
心
さ
せ
て
頂
き
ま
す
か
ら
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
申
し
上
げ

た
の
で
す
。
そ
し
て
、
家
に
帰
り
、
長
男
に
教
祖
様
の
お
話
を
語
り
、
親
子
で
、

日
々
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
礼
を
申
す
生
活
を
始
め
ま
し
た
。
ま
た
、
月

に
一
、
二
度
、
教
祖
広
前
に
参
拝
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
来
、
長
男
の
病
気
は

一
日
一
日
と
良
く
な
り
、
周
囲
の
人
も
驚
く
中
、
病
気
全
快
と
い
う
「
お
か
げ

の
事
実
」
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
＊
　
＊
　
＊

　
こ
の
伝
承
か
ら
は
、
わ
が
子
の
病
気
で
世
間
や
神
様
を
恨
ん
で
い
た
一
人
の

人
間
が
、「
神
の
お
か
げ
に
め
ざ
め
」る
姿
が
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま

す
。
志
野
師
は
、
教
祖
様
の
御
取
次
を
と
お
し
て
、
自
分
の
思
い
を
超
え
た
天
地

の
お
働
き
、
神
様
の
お
か
げ
の
世
界
へ
と
導
か
れ
、
天
地
金
乃
神
様
の
ご
神
徳

の
中
に
生
か
さ
れ
て
き
た
自
分
た
ち
親
子
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
た
の
で
す
。



1213 二　御取次を願い　頂き

②
　
お
礼
と
喜
び
の
生
活
を
す
す
め

　
明
治
六
年
旧
九
月
、
西
阿
知
村
（
現
倉
敷
市
）
在
住
の
荻お
ぎ
は
ら原
須す

ぎ喜
師
（
当
時

二
十
一
歳
）は
、
血
の
道（
婦
人
病
）で
二
年
間
、
病
床
に
呻し

ん
ぎ
ん吟
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
神
仏
に
参
拝
し
、
医
師
の
手
当
も
受
け
ま
し
た
が
、

病
気
は
重
く
な
る
ば
か
り
で
し
た
。
あ
る
時
、
綿
買
い
商
人
か
ら
、
教
祖
様
の

と
こ
ろ
で
お
か
げ
を
受
け
る
よ
う
に
と
勧
め
ら
れ
、
父
親
の
利り

き喜
三ぞ
う

さ
ん
が
初

め
て
教
祖
広
前
に
参
拝
し
、
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
百
日
経
っ
て
も
、
病
気
は
よ
く
も
悪
く
も
な
り
ま
せ

ん
。
利
喜
三
さ
ん
は
、「
こ
れ
は
、や
っ
ぱ
り
い
け
ん
」
と
思
い
ま
し
た
が
、「
ま

あ
今
一
度
参
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
気
に
な
っ
て
、
再
度
参
拝
し
ま
し
た
。

　
教
祖
様
は
、「
よ
う
参
ら
れ
た
が
、
お
前
（
利
喜
三
）
に
話
し
て
も
わ
か
ら
ぬ
」

か
ら
、
と
に
か
く
「
一
ぺ
ん
だ
け
連
れ
そ
う
亭
主
（
豊と

よ
ま
つ松
）
を
参
ら
せ
ん
さ
い

（
参
ら
せ
な
さ
い
）」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　
翌
日
、
夫
の
豊
松
師
が
参
拝
す
る
と
、
教
祖
様
は
、「
巳み

の
年
（
豊
松
）、
お

前
方
に
は
信
心
が
で
き
る
か
」
と
投
げ
か
け
ら
れ
、「
お
前
方
の
信
心
は
一
心

に
な
っ
て
お
ら
ぬ
。
日
本
国
中
の
神
仏
に
信
心
す
る
と
言
う
が
、
そ
れ
は
あ
ま

り
の
信
心
じ
ゃ
」
と
、「
一
心
の
信
心
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
懇
々
と
諭
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
、「
今
一
つ
言
う
て
聞
か
せ
に
ゃ
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ

る
。
丑う

し

の
年
（
須
喜
）
は
ま
こ
と
に
執
念
な
者
で
、
常
に
不
足
ば
か
り
並
べ
て



1415 二　御取次を願い　頂き

お
る
が
、
不
足
に
は
お
か
げ
は
な
い
」
と
言
わ
れ
、
須
喜
師
の
不
平
不
足
の
生

活
に
触
れ
な
が
ら
、「
そ
れ
じ
ゃ
か
ら
、
病
気
も
し
て
お
る
の
じ
ゃ
。
よ
う
も

な
ら
ぬ
の
じ
ゃ
。
い
ん
で
（
帰
っ
て
）、
丑
の
年
に
言
う
て
み
い
。
そ
う
し
て
、

丑
の
年
が
、
な
る
ほ
ど
私
は
悪
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
腹
の
底
か
ら
得
心
が

い
っ
た
ら
、
家
内
中
相
談
の
う
え
で
好
き
な
所
へ
信
心
せ
よ
」
と
諭
さ
れ
た
の

で
す
。

　
＊
　
＊
　
＊

　
人
間
誰
し
も
病
気
に
な
る
と
、
そ
の
難
儀
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
し
て
闘
病
生
活
が
長
く
続
く
と
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
世
話
を
す
る
家

族
の
思
い
や
苦
悩
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
不
平
不
満
が
募
り
、
家
族
を
責
め
立

て
て
一
層
難
儀
の
淵
へ
と
沈
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
教
祖
様

は
、
そ
の
よ
う
な
「
わ
が
心
」
の
問
題
を
見
据
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
不
足
に

お
か
げ
は
な
い
」
と
、
は
っ
き
り
示
さ
れ
た
の
で
す
。

　
教
祖
様
の
御
取
次
を
と
お
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
あ
り
方
が
本
当
の
信
心
に
な

っ
て
い
な
か
っ
た
と
悟
り
、
不
平
不
足
の
生
活
に
お
か
げ
は
な
い
こ
と
を
得
心

し
た
豊
松
師
は
、
家
に
帰
っ
て
一
部
始
終
を
物
語
り
ま
し
た
。
そ
の
話
を
聞
い

た
須
喜
師
は
、
天
地
一
目
に
見
て
お
ら
れ
る
神
様
に
出
会
い
、「
な
る
ほ
ど
、

も
っ
と
も
で
す
。
私
は
ま
こ
と
に
悪
い
者
で
あ
り
ま
し
た
。
ね
じ
け
根
性
で
あ

り
ま
し
た
。
ほ
ん
に
ご
無
礼
な
心
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
…
…
改
心
せ
ん
で
ど

う
し
ま
す
か
」
と
自
ら
を
深
く
省
み
、「
お
礼
と
喜
び
の
生
活
」
へ
の
改
ま
り
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を
決
意
し
た
の
で
す
。

　
こ
う
し
て
、教
祖
様
が
「
三
週
間
を
楽
し
ん
で
お
か
げ
を
い
た
だ
き
な
さ
い
」

と
諭
さ
れ
た
と
お
り
、
三
週
間
目
に
は
「
お
か
げ
の
事
実
」
が
生
ま
れ
た
の
で

す
。
そ
の
喜
び
か
ら
夫
婦
で
お
礼
の
参
拝
を
し
た
須
喜
師
に
対
し
て
、
教
祖
様

は
、「
も
う
、
今
ま
で
長
う
痛
う
て
つ
ら
か
っ
た
こ
と
と
、
今
お
か
げ
を
受
け

て
あ
り
が
た
い
こ
と
と
、
そ
の
二
つ
を
忘
れ
な
よ
う
。
そ
の
二
つ
を
忘
れ
さ
え

せ
に
ゃ
、
そ
の
方
の
病
気
は
二
度
と
起
こ
ら
ぬ
ぞ
よ
う
。
こ
れ
か
ら
の
う
、
人

が
痛
い
と
言
う
て
来
た
ら
、
自
分
の
つ
ら
か
っ
た
時
の
こ
と
と
、
お
か
げ
を
受

け
て
あ
り
が
た
い
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
神
に
頼
ん
で
や
れ
。
わ
れ
は
も

う
治
っ
た
か
ら
人
の
こ
と
は
知
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
心
を
出
す
と
、
ま
た
こ
の

病
気
が
起
こ
る
ぞ
。
今
の
心
で
の
う
、
お
か
げ
を
受
け
て
い
け
ば
、
病
気
が
起

こ
ら
ぬ
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
。
子
孫
の
末
ま
で
お
か
げ
を
受
け
ら
れ
る
ぞ
」
と
諭

さ
れ
た
の
で
す
。

　
＊
　
＊
　
＊

「
丑
の
年
、
痛
い
の
が
治
っ
た
の
が
あ
り
が
た
い
の
で
は
な
い
ぞ
よ
う
。
ま
め

（
健
康
）
な
の
が
あ
り
が
た
い
の
ぞ
よ
う
」
と
は
、
同
じ
く
須
喜
師
が
伝
え
た

教
祖
様
の
み
教
え
で
す
が
、
こ
の
み
教
え
と
共
に
、「
今
ま
で
長
う
痛
う
て
つ

ら
か
っ
た
こ
と
と
、
今
お
か
げ
を
受
け
て
あ
り
が
た
い
こ
と
と
、
そ
の
二
つ
を

忘
れ
な
よ
」
と
い
う
教
祖
様
の
お
言
葉
は
、「
お
礼
と
喜
び
の
生
活
を
す
す
め
」

る
う
え
で
の
大
切
な
み
教
え
と
頂
け
ま
す
。
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③
　
神
心
と
な
っ
て
　
人
を
祈
り
　
助
け
　
導
き

　
大
阪
で
金
物
屋
を
営
ん
で
い
た
福ふ
く
し
ま嶋
儀ぎ

へ

え

兵
衛
師
は
、
酒さ
か

井い

佐さ

吉き
ち

氏
の
導
き

で
入
信
し
、
そ
の
後
、
ぜ
ひ
一
度
教
祖
様
を
拝
し
て
教
え
を
頂
き
た
い
と
、

明
治
二
年
七
月
（
当
時
三
十
九
歳
）、
初
め
て
教
祖
広
前
に
参
拝
し
ま
し
た
。

お
広
前
で
儀
兵
衛
師
が
、「
前
年
来
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
お
か
げ
を
受
け
て
い

る
事
情
」
に
つ
い
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
、
教
祖
様
は
、
神
様
に
お
届
け

の
ご
祈
念
を
な
さ
り
、
次
の
よ
う
な
一
連
の
み
教
え
を
お
示
し
に
な
り
ま
し

た
。

　
＊
　
＊
　
＊

「
人
は
此こ

の
か
た方
の
こ
と
を
生
神
で
あ
る
と
言
う
が
、
此
方
で
も
、
あ
な
た
方
と
同

じ
生
身
の
人
間
で
あ
る
。
信
心
し
て
お
か
げ
を
受
け
て
い
る
ま
で
の
こ
と
で
あ

る
。
…
…
あ
な
た
も
、
神
様
の
仰
せ
ど
お
り
真
一
心
に
神
信
心
し
て
お
か
げ
を

受
け
、
人
を
助
け
て
神
に
な
ら
せ
て
も
ら
う
が
よ
い
」

「
人
間
は
み
な
天
地
金
乃
神
様
か
ら
人
体
を
受
け
、
御み

霊た
ま

を
分
け
て
い
た
だ

き
、
日
々
天
地
の
調
え
て
く
だ
さ
る
五
穀
を
い
た
だ
い
て
命
を
つ
な
い
で
い

る
。
昔
か
ら
、
天
は
父
な
り
、
地
は
母
な
り
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
天
地
金
乃
神

様
は
人
間
の
親
様
で
あ
る
。
此
方
の
信
心
を
す
る
者
は
、
一
生
死
な
ぬ
父
母
に

巡
り
会
い
、
お
か
げ
を
受
け
て
い
く
の
で
あ
る
」

「
天
地
金
乃
神
様
は
天
地
を
一
目
に
見
と
お
し
、
守
っ
て
お
ら
れ
る
。
人
間
は
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神
の
氏
子
、
神
様
の
お
か
げ
を
身
い
っ
ぱ
い
に
受
け
る
よ
う
に
、
こ
の
身
こ
の

心
を
神
様
に
向
け
て
信
心
せ
よ
。
何
事
も
無
礼
と
思
わ
ず
一
心
に
取
り
す
が
っ

て
い
け
ば
、
お
か
げ
が
受
け
ら
れ
る
。
枯
れ
木
に
も
花
が
咲
く
し
、
な
い
命
も

つ
な
い
で
い
た
だ
け
る
。
わ
が
身
に
お
か
げ
を
受
け
て
、
難
儀
な
人
を
助
け
て

や
る
が
よ
い
」

「
神
様
を
拝
礼
す
る
に
は
、
此
方
で
は
別
に
決
ま
り
は
な
い
。
実
意
丁
寧
正

直
、
真
一
心
が
か
な
め
で
あ
る
。
日
々
生
か
し
て
も
ら
っ
て
い
る
お
礼
を
申

し
、
次
に
、
お
互
い
凡ぼ

ん

夫ぷ

の
身
で
あ
る
か
ら
、
知
ら
ず
知
ら
ず
、
ご
無
礼
お
粗

末
お
気
障
り
な
ど
を
し
て
い
る
道
理
、
そ
れ
を
お
断
り
お
わ
び
申
し
て
、
そ
れ

が
す
ん
だ
ら
、
身
の
上
の
こ
と
を
何
か
と
実
意
を
も
っ
て
お
願
い
さ
せ
て
も
ら

う
が
よ
い
」

　
＊
　
＊
　
＊

　
こ
の
よ
う
に
、
教
祖
様
は
、
こ
の
道
の
信
心
や
「
助
か
り
」
の
筋
道
に
つ
い

て
、
順
を
追
っ
て
説
き
諭
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
、「
生
神
」
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、「
信
心
し
て
お
か
げ
を
受

け
て
い
る
ま
で
の
こ
と
」
と
言
わ
れ
、「
あ
な
た
も
、
神
様
の
仰
せ
ど
お
り
真

一
心
に
神
信
心
し
て
お
か
げ
を
受
け
、
人
を
助
け
て
神
に
な
ら
せ
て
も
ら
う
が

よ
い
」
と
諭
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
の
荻
原
須
喜
師
に
対
す
る
「
こ
れ

か
ら
の
う
、
人
が
痛
い
と
言
う
て
来
た
ら
、
自
分
の
つ
ら
か
っ
た
時
の
こ
と
と
、

お
か
げ
を
受
け
て
あ
り
が
た
い
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、神
に
頼
ん
で
や
れ
」
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と
い
う
お
言
葉
に
通
じ
る
も
の
で
す
。

　
次
い
で
、
教
祖
様
は
、「
人
間
は
み
な
天
地
金
乃
神
様
か
ら
人
体
を
受
け
、

御
霊
を
分
け
て
い
た
だ
き
、
日
々
天
地
の
調
え
て
く
だ
さ
る
五
穀
を
い
た
だ
い

て
命
を
つ
な
い
で
い
る
」
と
、「
縦
軸
」
で
あ
る
天
地
金
乃
神
様
と
人
間
と
の

間
柄
を
説
か
れ
、「
人
間
の
親
様
」
で
あ
る
天
地
金
乃
神
様
を
信
心
す
る
者
は
、

「
一
生
死
な
ぬ
父
母
に
巡
り
会
い
、
お
か
げ
を
受
け
て
い
く
の
で
あ
る
」
と
諭

さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、「
天
地
を
一
目
に
見
と
お
し
、
守
っ
て
お
ら
れ
る
」
と
い
う
天
地
金

乃
神
様
の
ご
神
徳
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
「
神
の
氏
子
」
で
あ
る
人
間
が
、

「
神
様
の
お
か
げ
を
身
い
っ
ぱ
い
に
受
け
る
よ
う
に
、
こ
の
身
こ
の
心
を
神
様

に
向
け
て
信
心
」
す
れ
ば
、
そ
こ
に
必
ず
「
助
か
り
」
の
世
界
が
開
か
れ
て
く

る
の
で
、
そ
の
お
か
げ
を
「
わ
が
身
」
に
受
け
て
「
難
儀
な
人
を
助
け
て
や
る

が
よ
い
」
と
促
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、「
神
様
を
拝
礼
す
る
」
に
は
「
実
意
丁
寧
正
直
、
真
一
心
が
か
な

め
で
あ
る
」
と
し
て
、
日
々
生
か
さ
れ
て
い
る
お
礼
を
申
し
、
知
ら
ず
知
ら
ず

の
「
ご
無
礼
お
粗
末
お
気
障
り
」
な
ど
へ
の
「
お
断
り
お
わ
び
」
を
し
、
そ
の

う
え
で
「
身
の
上
の
こ
と
を
何
か
と
実
意
を
も
っ
て
お
願
い
さ
せ
て
も
ら
う
が

よ
い
」
と
諭
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
お
か
げ
を
受
け
て
「
お
礼
と
喜
び
」
の
心
を
も
っ
て
初
め

て
参
拝
し
て
き
た
氏
子
に
対
し
て
、
教
祖
様
は
、
懇
々
と
お
道
案
内
を
さ
れ
な
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が
ら
、「
神
心
と
な
っ
て
　
人
を
祈
り
　
助
け
　
導
き
」
と
い
う
信
心
へ
と
導

い
て
い
か
れ
た
の
で
す
。

三
　﹁
こ
の
道
の
お
か
げ
﹂の
自
覚

　
　
　
│
お
礼
を
土
台
と
し
た
信
心
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「『
神
人
の
道
』
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
御
取
次
を

願
っ
た
あ
る
教
師
に
対
し
て
、
教
主
金
光
様
は
、「
世
話
に
な
る
す
べ
て
に
お

礼
を
言
う
こ
と
で
す
」
と
ご
理
解
さ
れ
ま
し
た
。

　
教
主
金
光
様
は
、「
世
話
に
な
る
す
べ
て
に
礼
を
い
う
こ
こ
ろ
」
と
の
四
代

金
光
様
の
お
言
葉
を
、
わ
が
身
わ
が
生
き
方
を
も
っ
て
現
さ
れ
、「
お
礼
を
土

台
と
し
た
信
心
」
に
基
づ
く
御
取
次
を
お
進
め
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
で
は
、「
神
人
の
道
」
を
現
す
こ
と
と
、「
お
礼
を
土
台
と
し
た
信
心
」
と
は
、

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
四
代
金
光
様
の
ご
理
解
を

頂
き
ま
す
。

①
　
喜
怒
哀
楽 

先
に
は
あ
ら
ず

「
喜
怒
哀
楽
と
い
う
も
の
は
、
目
が
さ
め
て
後
の
こ
と
で
あ
り
、
喜
怒
哀
楽
を

土
台
に
し
て
は
な
ら
ん
と
し
み
じ
み
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」

「
喜
怒
哀
楽
先
に
は
あ
ら
ず
賜た

び
し
い
の
ち
あ
り
て
め
ざ
め
て
の
ち
の
こ
と
な

り
」

　
＊
　
＊
　
＊

　
こ
の
「
喜
怒
哀
楽
」
と
は
、
喜
怒
哀
楽
の
人
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
誰

し
も
、
素
晴
ら
し
い
人
生
や
充
実
し
た
人
生
を
歩
み
た
い
と
願
っ
て
、
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
に
取
り
組
み
、
そ
の
過
程
や
結
果
に
一
喜
一
憂
を
重
ね
て
い
く
の
で
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す
が
、
こ
こ
で
四
代
金
光
様
は
、
喜
怒
哀
楽
の
人
生
が
先
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
神
様
か
ら
頂
い
た
「
賜
び
し
い
の
ち
」、
神
様
の
お
か
げ
の
中
に
生
ま
れ

て
き
た
こ
の
命
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
先
に
あ
り
、
そ
の
「
賜
び
し
い
の
ち
」
が

神
様
の
お
か
げ
の
中
で
目
覚
め
さ
せ
て
も
ら
っ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
、
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
私
た
ち
人
間
は
、
自
分
の
生
活
、
自
分
の
人
生
と
い
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
に
取
り
組
み
、
問
題
に
も
出
遭
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
喜
怒
哀
楽
の
人
生

を
歩
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
生
活
や
人
生
は
、
天
地
の
お
働
き
、
神
様
の
お
か

げ
の
中
に
生
ま
れ
て
き
た
「
賜
び
し
い
の
ち
」
と
、
そ
の
命
が
朝
の
「
め
ざ
め
」

を
頂
く
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
私
た
ち
の
命
と
生
活
の
原
点
で

あ
り
、
真
実
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
気
付
き
、
目
覚
め
て
、
神
様
に
お
礼
を

申
し
上
げ
る
。
そ
の
お
礼
を
土
台
と
し
て
、
お
願
い
を
し
な
が
ら
、
日
常
の
生

活
に
取
り
組
ま
せ
て
も
ら
う
。
そ
の
よ
う
な
生
き
方
の
大
切
さ
が
、
わ
が
身
わ

が
心
に
染
み
込
ん
で
く
れ
ば
、
そ
こ
に
自
ず
と
「
助
か
り
」
の
世
界
が
開
か
れ

て
く
る
。
そ
れ
が
「
お
礼
を
土
台
と
し
た
信
心
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
ま
ず
第
一
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
中
で

人
間
は
喜
ぶ
こ
と
も
で
き
る
し
、
反
対
に
悲
し
む
こ
と
が
で
き
、
病
気
に
な
る

こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
は
、
喜
怒
哀
楽
の
人
生
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
り
、
そ
の
道
理
を
、
四
代
金
光
様
は
、「
喜
怒
哀
楽
を
土
台
に
し
て
は

な
ら
ん
と
し
み
じ
み
と
思
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
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②
　
お
か
げ
の
中
で
の
難
儀

「
お
か
げ
の
中
で
難
儀
を
し
て
お
る
か
ら
助
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
難
儀
の
中

に
お
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
ど
こ
へ
い
っ
て
も
難
儀
で
あ
っ
て
、
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
ん
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
天
地
の
限
り
な
き
恵
み
、
教
祖
様
の
お
か

げ
、
そ
う
い
う
中
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」

　
＊
　
＊
　
＊

　
こ
の
「
難
儀
の
中
に
お
る
」
と
は
、
困
っ
た
こ
と
や
難
儀
な
こ
と
が
起
き
て

く
る
と
、
そ
の
問
題
に
心
を
揺
る
が
さ
れ
、
時
に
う
ろ
た
え
て
し
ま
い
、
問
題

の
と
り
こ
に
な
っ
て
し
ま
う
状
態
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
先
の
利
守
志

野
師
の
こ
と
で
言
え
ば
、
息
子
の
病
気
に
心
が
と
ら
わ
れ
、
病
気
が
治
る
こ
と

だ
け
が
お
か
げ
だ
と
思
い
込
ん
で
、
目
の
前
し
か
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
状
態

の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
先
の
荻
原
須
喜
師
で
あ
れ
ば
、
二
年
間
も
病
床
に
呻
吟

し
、
そ
の
苦
悩
か
ら
病
気
に
心
を
奪
わ
れ
、
不
平
不
満
を
募
ら
せ
な
が
ら
家
族

を
振
り
回
し
て
し
ま
う
状
態
の
こ
と
で
す
。

　
そ
う
い
う
難
儀
の
中
に
い
る
限
り
、「
ど
こ
へ
い
っ
て
も
難
儀
で
あ
っ
て
、
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
ん
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
け
れ
ど
も
、
た
と
え
自
分
が
ど
ん
な
に
厳
し
い
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
と
し

て
も
、「
天
地
の
限
り
な
き
恵
み
」
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
お
互
い
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
困
っ
た
こ
と
や
難
儀
な
こ
と
も
、
天
地
の
お
働
き
、
神
様
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の
お
か
げ
の
中
で
起
き
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
教
祖
様

の
お
か
げ
」、
教
祖
様
に
つ
な
が
る
こ
の
道
に
ご
縁
を
頂
き
、
お
か
げ
を
受
け

て
き
て
い
る
中
で
の
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
信

心
す
れ
ば
、「
助
か
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
「
お
礼
を
土
台
と
し
た
信
心
」
は
、
世
間

一
般
で
言
わ
れ
る
「
感
謝
の
心
」
を
包
み
込
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
大
き
く

異
な
る
、
天
地
金
乃
神
様
と
人
間
氏
子
と
の
間
柄
に
根
ざ
し
た
こ
の
道
の
大
切

な
信
心
実
践
で
す
。
そ
の
よ
う
な
実
践
を
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
生
活
の
中

に
求
め
現
し
て
い
け
ば
、
現
代
社
会
に
「
神
人
の
道
」
を
現
す
こ
と
に
な
る
の

で
す
。

四
　﹁
神
人
の
道
﹂
を
現
そ
う
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最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
内
容
を
も
っ
て
、「
願
い
」
の
最
終
行
に
あ
る
「
神

人
の
道
を
現
そ
う
」
に
関
わ
っ
て
、
教
祖
様
の
み
教
え
を
頂
き
ま
す
。

「
お
か
げ
を
受
け
る
の
に
巧
者
が
あ
る
。
だ
れ
で
も
お
か
げ
を
い
た
だ
い
た

ら
、
そ
の
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
せ
よ
。

そ
れ
を
忘
れ
た
ら
、
も
う
い
け
な
い
。
後
の
お
か
げ
は
い
た
だ
け
な
い
。
そ
れ

さ
え
忘
れ
な
け
れ
ば
、
お
か
げ
は
思
う
よ
う
に
い
た
だ
け
る
」

　
＊
　
＊
　
＊

　
こ
こ
で
教
祖
様
は
、
お
か
げ
を
受
け
た
後
も
、「
そ
の
あ
り
が
た
い
と
い
う

こ
と
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
せ
よ
」
と
諭
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

神
様
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
、「
わ
が
心
」

を
神
様
に
向
け
る
稽
古
が
大
切
で
す
。
教
会
の
お
広
前
に
参
拝
し
、
御
取
次
を

願
い
、
頂
き
、
ご
祈
念
を
頂
き
、
お
話
を
頂
き
、
神
様
の
ご
用
に
使
っ
て
頂
く

と
い
う
信
心
の
稽
古
を
と
お
し
て
、「
縦
軸
」
で
あ
る
神
様
と
自
分
と
の
間
柄

を
深
め
て
い
け
ば
、
新
た
な
「
お
か
げ
の
事
実
」
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ

の
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま｢

神
人
の
道
を
現
す｣

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、「
あ
り
が
た
い
」
の
反
対
は
、「
あ
た
り
ま
え
」
で
す
。
起
き
て
き

た
出
来
事
や
事
柄
が
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
く
、
有
り
難
い
こ
と
、
あ
り
得

な
い
こ
と
と
受
け
止
め
ら
れ
る
心
を
育
ん
で
い
く
と
こ
ろ
に
、「
あ
り
が
た
い
」

と
い
う
心
持
ち
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

　
四
代
金
光
様
は
、
起
き
て
く
る
出
来
事
や
事
柄
を
含
め
て
、
今
こ
う
し
て
息
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い
る
か
に
気
付
き
、
お
礼
を
申
し
て
い
く
と
い
う
実
践
に
取
り
組
む
こ
と
も
ま

た
、「
神
人
の
道
」
を
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
＊
　
＊
　
＊

　
先
に
紹
介
し
た
福
嶋
儀
兵
衛
師
は
、
初
参
拝
か
ら
四
年
後
の
明
治
六
年
に
、

長
男
の
病
気
全
快
の
お
礼
に
参
拝
し
た
時
の
教
祖
様
の
ご
理
解
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
伝
え
て
い
ま
す
。

「
神
信
心
し
て
お
か
げ
を
受
け
て
、
難
儀
な
人
を
助
け
る
身
に
な
ら
せ
て
も
ら

う
が
よ
い
。
神
心
と
な
っ
て
、
受
け
た
お
か
げ
を
人
に
話
し
て
真
の
道
を
伝
え

る
の
が
、
神
へ
の
お
礼
で
あ
る
。
そ
れ
が
神
の
お
喜
び
と
な
る
。
信
心
す
る
と

い
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
み
な
神
様
を
使
う
ば
か
り
で
、
神
様
に
使
わ
れ
る
こ

が
で
き
る
こ
と
、
食
べ
ら
れ
る
こ
と
、
動
け
る
こ
と
、
勉
強
が
で
き
る
こ
と
、

仕
事
が
で
き
る
こ
と
な
ど
、
人
間
の
諸
々
の
営
み
す
べ
て
が
「
お
か
げ
の
中
で

の
こ
と
」
と
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
特
別
な
お
か
げ
に
限
ら
ず
、
普
段

の
生
活
そ
の
も
の
も
ま
た
、
神
様
の
お
か
げ
を
受
け
て
「
で
き
て
い
る
」
こ
と

で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
に
お
礼
を
申
す
こ
と
が
大
切
な
の

だ
と
み
教
え
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
考
え
て
み
る
と
、
人
間
は
、「
あ
た
り
ま
え
」
の
こ
と
に
は
お
礼
を
申
し
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
「
あ
り
が
た
い
」
こ
と
だ
と
気
付
か
さ
れ
て
、
初
め
て
お
礼
が

申
せ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
実
際
か
ら
す
れ
ば
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
日
常
生
活
の
中
で
、
い
か
に
「
あ
た
り
ま
え
」
で
な
い
こ
と
に
包
ま
れ
て
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と
を
知
ら
な
い
。
天
地
金
乃
神
様
は
人
を
使
わ
し
め
に
な
さ
る
。
神
様
に
使
わ

れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に
信
心
せ
よ
」

　
＊
　
＊
　
＊

　
こ
の
道
で
は
、
信
心
し
て
お
か
げ
を
受
け
た
者
が
「
神
心
と
な
っ
て
、
受
け
た

お
か
げ
を
人
に
話
し
て
真
の
道
を
伝
え
る
」こ
と
こ
そ
、
神
様
の
お
喜
び
と
な
る

お
礼
の
信
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
様
は
、
一
人
ひ
と
り
の
氏
子
が
、

自
分
の
願
い
を
聞
い
て
も
ら
う
信
心
、「
神
様
を
使
う
信
心
」
か
ら
、「
神
様
に

使
わ
れ
る
信
心
」
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
を
願
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
直
信
、
先
覚
、
先
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
悩
み
苦
し
み
か
ら
救
い
助
け
ら
れ
、

「
神
心
と
な
っ
て
　
人
を
祈
り
　
助
け
　
導
き
」
と
い
う
実
践
に
取
り
組
ま
れ
、

「
神
様
に
使
わ
れ
る
信
心
」
へ
と
進
ん
で
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ど
こ
ま

で
も
神
様
の
お
喜
び
と
な
る
信
心
を
求
め
ら
れ
て
の
こ
と
で
す
。

　
四
代
金
光
様
は
、「
く
り
か
へ
す
稽
古
の
な
か
に
お
の
づ
か
ら
生
れ
来
る
な

り
新
し
き
も
の
」
と
い
う
お
歌
を
詠
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
繰
り
返
す
稽
古
が
信

心
の
う
え
に
も
大
切
で
あ
り
、
そ
の
繰
り
返
し
の
中
に
、
自
分
で
は
思
い
も
よ

ら
な
か
っ
た
「
助
か
り
」
の
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
す
。

　
全
教
の
信
奉
者
が
、「
運
動
」
の｢

願
い｣

を
も
と
に
、
繰
り
返
す
信
心
の

稽
古
を
と
お
し
て
、
神
様
と
自
分
と
の
間
柄
を
深
め
、
一
人
ひ
と
り
の
生
活

に
、
さ
ら
に
は
現
代
社
会
に
「
神
人
の
道
」
を
現
し
て
い
く
お
か
げ
を
こ
う
む

ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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