
時
に
起
こ
り
ま
せ
ん
。「
智ち

慧え

光こ
う

」
は
、

智
慧
の
お
徳
で
、
私
た
ち
の
お
ろ
か
さ

（
愚ぐ

痴ち

無む

明み
ょ
う

）
に
向
け
ら
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
清
浄
・
歓
喜
・
智
慧
の
光
に
よ
っ
て
、

私
た
ち
の
「
三さ

ん

毒ど
く

（
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
）

の
煩ぼ

ん

悩の
う

」
を
治
療
し
て
く
だ
さ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

し
か
し
同
時
に
、
私
た
ち
は
「
煩
悩
成じ

ょ
う

就じ
ゅ

」
の
身
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
次
々
と

煩
悩
が
湧
き
起
こ
っ
て
き
て
、
さ
っ
き
ま

で
機
嫌
が
良
か
っ
た
の
に
急
に
怒
り
出
し

た
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
そ
の

た
め
、「
不ふ

断だ
ん

光こ
う

」
と
し
て
、「
断た

え
ず
」

治
療
薬
を
施
し
て
く
だ
さ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
光
に
出
遇
う
か
ら
こ
そ
、
不

実
な
私
の
心
が
柔
ら
か
な
心
と
な
り
、
穏

や
か
な
表
情
や
心
か
ら
の
優
し
い
言
葉

（
和
顔
愛
語
）
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、「
和
顔
愛
語
」
の
出
所
は
、

不
実
な
私
の
側
か
ら
出
て
く
る
の
で
は
な

く
、
仏
さ
ま
の
側
か
ら
の
お
育
て
に
よ
っ

て
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点

が
、
浄
土
真
宗
と
し
て
「
和
顔
愛
語
」
を

語
る
上
で
、
特
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

く
り
す
あ
き
ら
君
と
い
う
少
年
の
詩

に
、

　
　

あ
り
が
と
う
は

　
　

し
あ
わ
せ
の

　
　

あ
い
さ
つ
で
す　
　
　
　

　

（
『
あ
り
が
と
う
の
て
が
み
』
く
り
す

あ
き
ら
著
）

と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
し
た
。

　

「
あ
り
が
と
う
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
と

て
も
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
れ
ま
す
し
、「
あ

り
が
と
う
」
と
言
え
る
の
は
、
そ
の
人
が

幸
せ
だ
か
ら
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
和
顔
愛
語
」も
、「
幸
せ
の
挨
拶
」
だ
と

思
い
ま
す
。
穏
や
か
な
表
情
や
優
し
い
言

葉
で
接
し
て
く
れ
た
ら
幸
せ
な
気
持
ち
に

な
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
穏
や
か
な
表
情
や

優
し
い
言
葉
が
掛
け
ら
れ
る
の
も
、
そ
の

人
が
そ
う
い
う
身
に
育
て
ら
れ
た
幸
せ
の

証
し
で
す
。「
自
他
と
も
に
心
豊
か
に
生

き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
」

に
向
け
て
、「
幸
せ
の
挨
拶
」
と
し
て
、「
和

顔
愛
語
」
を
実
践
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
（
６
月
20
日
号
は「
少
欲
知
足
」）

表
情
で
接
し
、
つ
ね
に
優や

さ

し
い
言
葉
を
か

け
る
生
き
方
。

　

と
て
も
尊
い
生
き
方
で
す
が
、
私
た
ち

凡ぼ
ん

夫ぶ

に
お
い
て
、
こ
れ
を
完
全
に
実
行
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
落
ち
込
ん
で
い
る
と
き
や
面
白
く
な

い
と
き
に
は
、
不
機
嫌
で
無
愛
想
な
態
度

に
な
り
ま
す
し
、
腹
が
立
っ
た
り
、
イ
ラ

イ
ラ
し
た
と
き
に
は
、
人
を
傷
つ
け
る
言

葉
を
投
げ
か
け
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、

優
し
い
丁
寧
な
言
葉
の
よ
う
で
も
、
打
算

に
も
と
づ
い
た
二
枚
舌
や
お
べ
ん
ち
ゃ

ら
、
そ
の
場
を
取
り
繕
う
嘘う

そ

で
あ
っ
た
り

と
、不
実
な
心
が
表
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、

裏
表
が
あ
る
の
が
私
た
ち
で
す
。

　

し
か
し
逆
に
、
考
え
て
み
て
ほ
し
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
イ
ヤ
な
こ
と
を
さ
れ
た

ら
「
こ
の
野
郎
」
と
拳こ

ぶ
し

が
上
が
り
、
不
愉

快
な
も
の
は
毛
嫌
い
し
て
払
い
の
け
よ
う

と
す
る
私
の
手
が
、
仏
さ
ま
の
前
で
は
な

ぜ
か
自お

の

ず
と
合
わ
さ
れ
る
の
で
す
。ま
た
、

人
の
悪
口
を
言
う
の
が
楽
し
く
、
愚ぐ

痴ち

ば

か
り
こ
ぼ
し
て
い
る
私
の
口
か
ら
、「
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」
と
お
念
仏
が
出
て
く
る
の

で
す
。
あ
る
い
は
、
困
っ
て
い
る
人
を
見

か
け
た
と
き
、
打
算
と
か
で
は
な
く
自
然

に
優
し
い
言
葉
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
さ
え

あ
る
の
も
事
実
で
す
。

　

こ
れ
は
、
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。
私
の
不
実
な
思
い
か
ら
は
あ
り
え

な
い
話
で
、
ひ
と
え
に
、
仏
さ
ま
の
お
育

て
に
よ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　　

そ
の
出
所
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、

『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
た
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
四
十
八
願
の
中
で
は
、
第
三
十
三
願

を
「
触そ

く

光こ
う

柔に
ゅ
う

軟な
ん

の
願
」
と
言
い
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
光
に
触
れ
た
者
は
、
身
も
心
も
柔や

わ

ら
か
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
す
。
で
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
光
に
出で

遇あ

っ
た
者
は
、
ど

う
し
て
身
も
心
も
柔
ら
か
に
な
る
の
で
し

ょ
う
か
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
の
光
に
つ
い
て
、『
無
量

寿
経
』
で
は
「
十じ

ゅ
う

二に

光こ
う

」
が
説
か
れ
、
親

鸞
聖
人
も
「
正し

ょ
う

信し
ん

偈げ

」
の
中
で
、
こ
の
「
十

二
の
光
」を
す
べ
て
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
内
、「
清し

ょ
う

浄じ
ょ
う

光こ
う

」
は
、
清
ら
か
な
お

徳
の
こ
と
で
、
私
た
ち
の
汚
れ
た
む
さ
ぼ

り
の
心
（
貪と

ん

欲よ
く

）
に
向
け
ら
れ
ま
す
。

「
歓か

ん

喜ぎ

光こ
う

」
は
、
喜
び
の
お
徳
で
、
私
た

ち
の
怒
り
の
心
（
瞋し

ん

恚に

）
に
向
け
ら
れ
ま

す
。
喜
ん
で
い
る
と
き
に
は
、
怒
り
は
同

　

ご
門
主
さ
ま
が
伝
灯
奉
告
法
要
初
日
に
示
さ
れ
た
ご
親
教
「
念
仏
者

の
生
き
方
」
の
中
に
、
私
た
ち
の
具
体
的
実
践
と
し
て
「
和わ

顔げ

ん

愛あ

い

語ご

」

「
少

し
ょ
う

欲よ

く

知ち

足そ

く

」
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
願
寺
派
総
合
研
究

所
の
満
井
秀
城
副
所
長
に
こ
の
２
つ
の
言
葉
を
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
今
号
は
「
和
顔
愛
語
」
で
す
。

　

「
和
顔
愛
語
」。ど
う
読
む
と
思
わ
れ
ま

す
か
。「
ワ
ガ
ン
ア
イ
ゴ
」
と
思
っ
て
い

る
人
も
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。確
か
に
、

「
和
顔
」
に
は
「
ワ
ガ
ン
」
と
い
う
読
み

方
も
あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
仏
教
語
で

す
か
ら
、
仏
教
の
読
み
方
（
呉ご

音お
ん

）
で
「
ワ

ゲ
ン
ア
イ
ゴ
」
と
読
む
の
が
正
解
で
す
。

　

も
と
も
と
仏
教
語
だ
と
申
し
ま
し
た
の

は
、お
経
の
中
に
出
て
く
る
か
ら
で
す
。浄

土
真
宗
の
お
経
で
は
、『
無
量
寿
経
』（『
註

釈
版
聖
典
』
26
㌻
）
に
出
て
き
ま
す
。
そ

の
た
め
、
読
み
方
も
経
典
の
読
み
方
に
従

う
べ
き
で
す
し
、意
味
に
つ
い
て
も
、経
典

中
の
意
味
に
従
っ
て
理
解
す
べ
き
で
す
。

　

意
味
は
、「
お
だ
や
か
な
顔
と
や
さ
し

い
言
葉
」（
同
26
㌻
脚
註
）
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
す
が
、
問
題
は
、『
無
量
寿
経
』

の
ど
こ
に
あ
る
言
葉
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

 

『
無
量
寿
経
』
は
、
浄
土
三
部
経
の
中

で
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
こ
と
が
最
も
詳
し
く

説
か
れ
た
経
典
で
す
が
、「
和
顔
愛
語
」は
、

阿
弥
陀
さ
ま
が
仏
と
な
ら
れ
る
前
の
、
法ほ

う

蔵ぞ
う

菩ぼ

薩さ
つ

で
あ
っ
た
と
き
の
修
行
の
一
つ
と

し
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

他
者
に
接
す
る
と
き
に
は
、
穏お

だ

や
か
な

お
だ
や
か
な
顔

や
さ
し
い
言
葉

法
蔵
菩
薩
の
修
行
の
一
つ

完
全
に
は
実
行
不
可
能

阿
弥
陀
さ
ま
の
光

断
え
ず
私
を
お
育
て

「
和
顔
愛
語
」の
実
践

自
他
と
も
に
心
豊
か
に

和 顔 愛 語
－幸せの挨拶－

「
念
仏
者
の
生
き
方
」に
学
ぶ
① 

満み
つ

井い

　
秀し

ゅ
う

城じ
ょ
う
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