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ご
購
読
は

こ
ち
ら
か
ら

先
日
、
2
年
ぶ
り
に
実
施
さ
れ
た
「
琵
琶
湖
一
斉
清
掃
」
に

参
加
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
こ
と
も
あ

り
、
密
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
の
注
意
も
守
り
な
が
ら
、
町
内

会
の
大
人
約
40
名
、
1
時
間
程
度
の
清
掃
活
動
で
し
た
。
範
囲

は
近
く
の
川
沿
い
か
ら
河
口
付
近
一
帯
。
草
刈
り
も
行
っ
た
た

め
最
終
的
に
は
刈
草
や
生
活
ゴ
ミ
な
ど
30
袋
は
あ
っ
た
で
し
ょ

う
か
。
生
活
ゴ
ミ
の
中
に
は
食
品
の
包
み
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や

缶
、
瓶
な
ど
形
態
や
材
質
、
大
き
さ
も
様
々
あ
り
、
原
型
を
と

ど
め
て
い
る
も
の
、
へ
こ
ん
で
い
る
も
の
や
破
片
な
ど
多
種
多

様
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
水
打
ち
際
に
あ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

の
破
片
を
拾
い
上
げ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
昨
今
マ
ス

コ
ミ
報
道
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と

な
り
、
魚
の
口
に
入
り
最
終
的
に
は
人
体
に
入
っ
て
い
く
か
も

し
れ
な
い
…
そ
う
思
う
と
ぞ
っ
と
し
ま
し
た
。

滋
賀
県
で
は
、「
環
境
美
化
の
日
」
を
定
め
、
そ
の
日
を
中

心
に
県
内
全
域
で
環
境
美
化
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
滋
賀
県
版
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
し
て「
マ
ザ
ー
レ
イ
ク
ゴ
ー
ル
ズ（
Ｍ

Ｌ
Ｇ
ｓ
）」
の
検
討
を
進
め
本
年
7
月
1
日
に
「
マ
ザ
ー
レ
イ

ク
ゴ
ー
ル
ズ
（
Ｍ
Ｌ
Ｇ
ｓ
）
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
を
策
定
、「
清
ら

か
さ
を
感
じ
る
水
に
」
や
「
豊
か
な
魚
介
類
を
取
り
戻
そ
う
」、

「
水
辺
も
湖
底
も
美
し
く
」
な
ど
13
の
ゴ
ー
ル
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

琵
琶
湖
に
は
他
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、
琵
琶

湖
の
深
呼
吸
と
呼
ば
れ
る
「
全
層
循
環
」
で
す
。「
全
層
循
環
」

と
は
琵
琶
湖
の
北
湖
で
冬
場
の
冷
え
込
み
に
よ
り
酸
素
を
多
く

含
む
表
層
の
水
が
比
重
を
増
し
下
層
の
水
と
混
ざ
り
合
う
現
象

で
、
生
態
系
の
維
持
に
不
可
欠
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
こ
こ
数

年
地
球
温
暖
化
に
よ
る
暖
冬
の
影
響
か
ら
か
確
認
さ
れ
ず
、
今

年
2
月
、
3
年
ぶ
り
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
関
係
者
は
ほ
っ
と

胸
を
な
で
お
ろ
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
続

け
ば
生
態
系
に
及
ぼ
す
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

我
々
の
清
掃
活
動
中
、
そ
の
す
ぐ
近
く
で
は
釣
り
を
し
て
い

る
人
が
多
数
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
、
釣
り
人
さ

ん
達
は
ゴ
ミ
が
気
に
な
ら
な
い
の
か
な
ぁ
と
疑
問
に
思
い
つ
つ

終
了
し
ま
し
た
。
数
日
後
、
米
国
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
ベ
ー
ス
ボ

ー
ル
で
二
刀
流
の
大
活
躍
し
て
い
る
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
エ
ン
ゼ

ル
ス
大
谷
翔
平
選
手
が
、
一
塁
へ
歩
い
て
い
く
途
中
に
さ
り
げ

な
く
ゴ
ミ
を
拾
う
姿
を
拝
見
し
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
し
た
。
ま

さ
に
「
能
く
行
う
」。
こ
れ
こ
そ
一
隅
を
照
ら
す
だ
と
。

琵琵琶琶湖湖のの環環境境美美化化をを思思うう

令
和
3
年
比
叡
山
か
ら

発
信
す
る
言
葉

自
他
心
を
同
じ
く
す

比
叡
山
１
面

０
８
０
８
０
１

井
❶
井
❷
尚
❸
尚
❹
尚
❺
井

夏
本
番
、
琵
琶
湖
畔
で
水
遊
び
に
興
じ
る
人
々
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伝教大師1200年大遠忌記念

―前編―

午後４時、境内には人影も途絶えた静寂のなか、拝殿にて晩課の勤行を修する

清らかな境内に盛夏の陽射しが差し込む

１日２回伝教大師の御影に膳を供じ、勤行後侍真はそ
のお下がりをいただく�
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十
二
年
を
か
け
大
師
の
真
影
に
侍
る

「
論
」「
湿
」「
寒
」「
貧
」、連
綿
と
伝
わ
る
究
極
の
行

「
比
叡
山
で
最
も
清
浄
な
る
地
」
と
称
さ
れ
る
宗
祖
伝
教
大
師
御
廟
所
「
浄
土
院
」。
こ
の
地
に
は
１

２
０
０
年
を
経
て
、
大
師
が
今
も
な
お
生
き
続
け
て
お
ら
れ
る
が
ご
と
く
、
日
々
、「
侍
真
」
と
呼
ば
れ

る
僧
に
よ
り
お
給
仕
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
今
特
集
で
は
、
伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌
を
機
に
、
十

二
年
籠
山
行
と
侍
真
の
制
度
を
解
説
す
る
と
共
に
、
本
年
４
月
１
日
に
同
行
を
満
行
し
な
が
ら
現
役
の
侍

真
と
し
て
、
真
に
道
心
あ
る
菩
薩
僧
を
目
指
す
渡
部
光
臣
師
（
４９
・
延
暦
寺
一
山
本
行
院
住
職
）
を
２
カ

月
に
わ
た
り
紹
介
し
、
行
に
か
け
る
思
い
や
日
々
の
行
か
ら
会
得
し
た
体
験
を
お
聴
き
す
る
。

伝
教
大
師
祖
廟「
浄
土
院
」

外
界
と
遮
断
さ
れ
た
清
浄
の
地

根
本
中
堂
を
総
本
堂
と

し
、
比
叡
山
の
中
心
地
と
し

て
参
拝
者
の
絶
え
な
い
東
塔

地
域
か
ら
北
西
に
歩
み
、
弁

慶
水
、
山
王
院
を
経
て
、
人

影
も
ま
ば
ら
な
長
い
石
段
を

下
る
と
、
一
歩
一
歩
踏
み
出

す
ご
と
に
引
き
締
ま
る
空
気

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。し
ば
ら
く
坂
を
辿
る
と
、

正
面
に
伝
教
大
師
の
祖
廟

「
浄
土
院
」
が
見
え
ま
す
。

通
用
門
か
ら
一
歩
足
を
踏
み

入
れ
る
と
、
境
内
は
拝
殿
か

ら
御
廟
ま
で
常
に
掃
き
清
め

ら
れ
、
そ
こ
が
世
俗
の
喧
騒

と
は
切
り
離
さ
れ
た
清
浄
の

地
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま

す
。こ

の
浄
土
院
に
は
令
和
と

な
っ
た
今
も
な
お
、
大
師
が

定
め
ら
れ
た
「
十
二
年
籠
山

行
」
が
、「
侍
真
」
と
呼
ば

れ
る
僧
に
よ
り
連
綿
と
受
け

継
が
れ
、
一
日
た
り
と
も
欠

か
す
こ
と
な
く
勤
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

「
大
師
の
真
影
に
侍
る
」

が
語
源
と
な
る
侍
真
は
、
元

禄
１２
年
（
１
６
９
９
）、
安

楽
律
の
霊
空
光
謙
（
１
６
５

２
〜
１
７
３
９
）に
よ
っ
て
、

「
籠
山
比
丘
を
も
っ
て
祖
廟

の
侍
真
と
す
る
」
と
定
め
ら

れ
た
『
開
山
堂
侍
真
条
制
』

を
踏
襲
し
て
お
り
、
こ
の
制

度
に
従
い
１２
年
間
に
わ
た
り

一
日
も
欠
か
す
こ
と
な
く
大

師
宝
前
へ
の
献
斎
供
養
は
も

ち
ろ
ん
、
朝
課
・
晩
課
の
勤

行
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。
籠
山

中
に
は
、
境
内
か
ら
一
歩
た

り
と
も
外
に
出
る
こ
と
は
許

さ
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
病
気

に
な
っ
て
も
病
院
で
治
療
を

受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
他
、
新
聞
や
テ
レ

ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見

る
こ
と
も
一
切
許
さ
れ
な
い

の
で
、
外
界
と
は
完
全
に
遮

断
さ
れ
ま
す
。

ま
た
侍
真
は
１２
年
の
間

に
、
止
観
業
（
法
華
）
か
遮

那
業
（
密
教
）
の
い
ず
れ
か

を
専
攻
し
修
学
に
務
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
々
の

勤
行
、
修
学
以
外
の
時
間
に

定
め
ら
れ
た
御
廟
内
外
の
清

掃
は
、
比
叡
山
三
大
地
獄
の

一
つ
「
掃
除
地
獄
」
に
例
え

ら
れ
る
ほ
ど
厳
し
く
、
こ
の

地
が
「
比
叡
山
で
最
も
清
浄

な
る
地
」
で
あ
る
証
左
の
一

つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

炎
天
下
の
な
か
伝
教
大
師
御
廟
を
掃
き
清
め
る
。
御
廟
の
周
囲

に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
玉
垣
の
内
部
に
は
、
侍
真
以
外
、
た
と
え

延
暦
寺
の
僧
で
あ
ろ
う
と
も
立
ち
入
る
こ
と
は
出
来
な
い

十
二
年
籠
山
行
と
は

「
最
下
鈍
の
者
も
必
ず
一
験
を
得
る
」

十
二
年
籠
山
行
は
、
大
師

が
国
家
に
有
用
な
国
宝
的
人

材
を
比
叡
山
に
お
い
て
養
成

す
る
た
め
の
制
度
と
、
大
乗

戒
に
よ
り
大
僧
と
す
る
こ
と

を
朝
廷
に
求
め
た
『
山
家
学

生
式
』
に
、「
大
戒
を
受
け

已
ら
ば
、叡
山
に
住
せ
し
め
、

一
十
二
年
、山
門
を
出
で
ず
、

両
業
を
修
学
せ
し
め
ん
」
と

明
示
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発

し
ま
す
。

年
数
の
根
拠
に
つ
い
て
大

師
は
、
大
乗
戒
律
独
立
の
論

け
ん
か
い
ろ
ん

拠
を
示
し
た
『
顕
戒
論
』
に

そ

し
つ

じ

か

ら

お
い
て
、『
蘇
悉
地
羯
羅

き
ょ
う経
』
の
中
に
、「
若
し
時
念

誦
を
な
さ
ば
、
十
二
年
を
経

よ
。
縦
ひ
重
罪
あ
り
と
も
ま

た
皆
な
成
就
せ
ん
。
仮
使
ひ

法
具
足
せ
ざ
る
も
皆
な
成
就

す
る
こ
と
を
得
ん
」
と
あ
る

こ
と
を
根
拠
に
さ
れ
、「
最

下
鈍
の
者
も
十
二
年
を
経
れ

ば
必
ず
一
験
を
得
る
」
と
、

同
行
を
制
度
化
さ
れ
ま
し

た
。
つ
ま
り
大
師
は
、「
ど

ん
な
人
で
も
１２
年
間
山
に
籠

り
、
一
つ
の
こ
と
を
継
続
し

実
践
す
る
こ
と
で
、
霊
験
・

法
力
を
得
ら
れ
る
」
と
仰
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

大
師
は
十
二
年
籠
山
行
を

通
し
て
、『
山
家
学
生
式
』

に
あ
る
「
一
隅
を
照
ら
す
国

宝
的
人
材
」
の
育
成
を
教
育

理
念
に
掲
げ
、
多
く
の
人
々

の
役
に
立
ち
、
仏
法
を
弘
め

る
「
菩
薩
僧
」
を
中
心
と
し

た
、
仏
教
に
よ
る
鎮
護
国
家

の
実
現
に
心
血
を
注
が
れ
ま

し
た
。
そ
の
思
い
は
時
代
を

越
え
て
結
果
歴
史
上
に
多
く

の
高
僧
を
輩
出
す
る
こ
と
と

な
り
、
現
在
比
叡
山
は
「
日

本
仏
教
の
母
山
」
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

4
人
に
1
人
が
命
を
落
と
す

「
不
惜
身
命
」
で
大
師
に
仕
え
る

歴
代
の
侍
真
僧
の
名
が
残

る
『
一
乗
僧
略
伝
』（
浄
土

院
蔵
・
三
巻
�
叡
山
文
庫
蔵

書
）
に
よ
る
と
、
元
禄
１２
年

（
１
６
９
９
）
霊
空
光
謙
に

よ
っ
て
、『
開
山
堂
侍
真
条

制
』
が
制
定
さ
れ
て
約
３
２

０
年
の
間
、
現
在
奉
職
中
で

あ
る
渡
部
光
臣
師
に
至
る
ま

で
、
１
１
７
名
の
籠
山
比
丘

が
浄
土
院
で
修
行
生
活
を
修

し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

比
叡
山
は
、
冬
期
、
日
本

海
か
ら
の
シ
ベ
リ
ア
寒
気
団

に
曝
さ
れ
る
た
め
冷
え
込
み

が
厳
し
く
、
麓
の
市
街
地
よ

り
５
℃
ほ
ど
気
温
が
下
が
り

ま
す
。
と
り
わ
け
谷
間
の
湧

水
豊
か
な
浄
土
院
の
寒
さ
と

湿
気
は
著
し
く
、
山
内
の
気

温
か
ら
さ
ら
に
２
、
３
℃
低

下
し
、
堂
内
は
気
温
零
下
１０

℃
以
下
に
達
す
る
こ
と
も
珍

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
環
境
の
な

か
、
侍
真
は
一
汁
一
菜
の
粗

食
を
一
日
二
食
の
み
で
ひ
た

す
ら
修
行
に
励
み
、
加
え
て

修
法
と
勉
学
の
合
間
に
は
徹

底
し
た
掃
除
が
課
せ
ら
れ
ま

す
。
肉
体
的
に
も
極
限
状
態

の
な
か
、
１２
年
間
を
か
け
て

宗
祖
伝
教
大
師
が
今
な
お
生

き
て
お
ら
れ
る
が
ご
と
く

「
不
惜
身
命
」
の
思
い
で
伝

教
大
師
に
お
仕
え
し
て
い
る

の
で
す
。

記
録
で
は
、
先
代
の
宮
本

祖
豊
師
（
延
暦
寺
一
山
・
観

明
院
住
職
）
ま
で
、
歴
代
１

１
６
名
の
侍
真
僧
の
う
ち
籠

山
途
中
に
病
気
で
死
亡
し
た

者
が
２７
名
。
籠
山
行
を
遂
業

し
た
後
、
行
中
の
病
を
起
因

に
病
死
し
た
者
が
２
名
、
入

行
し
た
者
４
人
の
う
ち
１
人

が
命
を
落
と
し
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。

比
叡
山
の
修
行
の
厳
し
さ

を
表
す
言
葉
に
論
・
湿
・
寒

・
貧
と
あ
り
ま
す
が
、
十
二

年
籠
山
行
は
こ
の
す
べ
て
を

備
え
た
究
極
の
修
行
な
の
で

す
。

伝教大師御廟の鮮やかな色彩

侍
真
の
前
行「
好
相
行
」

ふ

み
ん

ふ

が

不
眠
不
臥
で
仏
様
を
感
得

侍
真
と
な
る
た
め
に
は
、

そ
の
資
格
を
得
る
前
行
と
し

て
、『
梵
網
菩
薩
戒
経
』
の

教
え
に
基
づ
き
、
三
千
も
の

仏
様
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て

し
き
み

一
々
焼
香
、
樒
で
散
華
し
、

各
仏
様
の
お
名
前
を
唱
え
な

が
ら
五
体
投
地
の
礼
拝
を
行

う
と
い
う
「
好
相
行
」
を
修

し
、
仏
様
の
好
相
（
三
十
二

相
八
十
種
好
∧
仏
様
の
姿
の

特
徴
∨
）
を
感
得
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
五
体
投
地
」
と
は
起
立

合
掌
礼
拝
か
ら
五
体
す
な
わ

ち
両
肘
・
両
膝
・
額
を
地
面

に
投
げ
伏
し
た
状
態
で
両
掌

を
空
に
向
け
て
の
礼
拝
を
繰

り
返
す
も
の
で
、
好
相
行
で

は
こ
れ
を
１
日
３
千
回
、
不

眠
不
臥
に
て
修
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
身
の
仏
を
感
得
す

る
ま
で
続
け
る
の
で
す
。

仏
を
感
得
す
る
こ
と
で
初

め
て
大
乗
円
頓
戒
を
自
誓
受

戒
し
、
十
二
年
籠
山
行
に
入

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う

極
め
て
厳
し
い
修
行
で
す

が
、
好
相
を
感
得
し
た
か
否

か
の
判
断
は
先
達
の
侍
真
に

委
ね
ら
れ
ま
す
。
先
達
に
感

得
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。

先
達
か
ら
仏
の
好
相
を
感

得
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

と
好
相
行
は
満
行
と
な
り
ま

す
。
そ
の
後
、
戒
壇
院
の
釈

迦
如
来
像
の
御
前
で
「
自
誓

受
戒
」（
自
ら
誓
い
、
受
戒

す
る
）
し
、
初
め
て
十
二
年

籠
山
行
に
入
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

先
代
侍
真
の
宮
本
師
は
足

掛
け
３
年
、
ド
ク
タ
ー
ス
ト

ッ
プ
を
経
て
６
７
５
日
を
か

け
て
好
相
行
の
修
行
を
積

み
、
同
行
を
修
め
ま
し
た
。

自誓受戒へと進む渡部師（写
真左・右は前侍真の宮本師）

拝殿裏の障子をそっと開き大師の御
魂に入りいただく

侍
真
僧
の
日
課
『
開
山
堂
侍
真
条
制
』
よ
り

し
ゅ
つ
じ
ょ
う

午
前
３
時
半

出
定
（
起
床
）
・
開
拝
殿
戸

午
前
４
時

朝
課
（
依
『
国
清
百
録
敬
礼
法
』）

所
為
祈
念
・
『
梵
網
菩
薩
戒
経
』
・

『
般
若
心
経
』
七
巻
・
宝
号
七
返

午
前
５
時

侍
真
備
御
小
食
（
大
師
宝
前
）

献
供
作
法
・
大
黒
天
法
楽

午
前
５
時
半

侍
真
小
食

午
前
６
時
半

弥
陀
供
一
座
・
『
護
国
三
部
経
』
読

誦
・
『
大
般
若
経
』
真
読
真
言
等

午
前
１０
時

献
斎
供
養（
大
師
宝
前
）・
献
茶（
大

師
・
弥
陀
・
文
殊
）

午
前
１０
時
半

侍
真
斎
食

こ
の
間
御
廟
や
境
内
の
清
掃

午
後
４
時

晩
課（
依『
国
清
百
録
敬
礼
法
』）・
敬

礼
三
宝
・
『
梵
網
菩
薩
戒
経
』
輪
読

午
後
５
時

閉
拝
殿
戸

午
後
９
時

入
定
（
就
床
）

※
日
課
の
ほ
か
、
毎
月
１５
日
と
晦
日
に
は
布
薩
を
修

す
る
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十
二
年
間
お
大
師
さ
ま

に
お
仕
え
し
て
き
ま
し

て
、
不
便
な
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
が
有
れ
ば
あ

る
ほ
ど
日
毎
に
「
あ
り
が

た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が

強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

「
無
い
も
の
を
数
え
て
嘆

く
の
で
は
な
く
、
有
る
も

の
を
数
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
と
思
う
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
で
す
。

今
日
我
が
国
は
十
分
豊

か
に
な
り
、
死
と
隣
り
合

わ
せ
と
言
わ
れ
た
浄
土
院

で
の
侍
真
と
し
て
の
生
活

も
命
の
心
配
を
せ
ず
に
勤

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
現
在
の
物
差
し
で

そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と

で
す
が
、
光
の
当
て
方
を

少
し
変
え
て
見
る
こ
と
で

「
当
た
り
前
と
思
っ
て
い

る
こ
と
が
実
は
当
た
り
ま

え
で
は
な
い
」
と
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
思
い
ま
す
。

昨
今
日
本
の
経
済
が
停

滞
し
て
い
る
こ
と
を
耳
に

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
日
本
が
豊

か
な
国
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
無
い

も
の
ば
か
り
を
欲
し
が
っ

て
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
感
謝
で
き
な
い
。
人

は
当
た
り
前
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
感
謝
す
る

こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
す
。

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
な
れ
な

い
時
代
で
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
国
に
生
ま
れ
た

こ
と
に
感
謝
し
、
当
た
り

前
の
こ
と
を
見
つ
め
直
し

て
、
困
窮
の
世
の
中
に
自

分
が
為
せ
る
こ
と
を
考
え

行
動
す
る
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お

大
師
さ
ま
も
『
願
文
』
の

な
か
で
、「
生
け
る
時
善

を
作
さ
ず
ん
ば
死
す
る
日

獄
の
薪
と
な
ら
ん
」
と
仰

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
最
初

は
な
か
な
か
難
し
い
と
思

い
ま
す
が
、
そ
れ
を
行
う

こ
と
が
自
分
自
身
の
成
長

と
幸
せ
に
繋
が
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
詳
細

は
後
編
に
続
く
）

侍
真
僧渡

部
光
臣
師
に
聞
く

「
当
た
り
前
の
見
方
を
変
え
る
」
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