
別
れ
て
も

ま
た
会
え
る

浄
土
あ
り

い
つ
ま
で
も

一
緒
に
い
た
い
と
願
っ
て
も

別
れ
の
時
は
や
っ
て
来
る

別
れ
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

こ
の
世
の
別
れ
は
一
時
の
別
れ

地
上
に
降
っ
た
雨
が

再
び
空
へ
帰
っ
て
い
く
よ
う
に

私
た
ち
の
命
も
浄
土
へ
帰
り

大
切
な
人
と
再
会
す
る
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文
殊
の
智
慧

「
三
人
よ
れ
ば
文
殊

も
ん
じ
ゅ

の
智
慧
」
の
こ
と
わ
ざ

の
よ
う
に
、
文
殊
菩
薩

は
〝
智
〟
を
つ
か
さ
ど
る

ち

菩
薩
と
し
て
観
音
菩
薩

に
次
い
で
、
厚
く
信
仰

さ
れ
て
い
ま
す
。

実
在
の
菩
薩

マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
を

音
訳
し
て
文
殊
師
利

も

ん

じ

ゅ

し

り

と
書
き
、
略
し
て
文
殊

菩
薩
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。文

殊
菩
薩
は
、
お
釈

迦
様
の
ご
入
滅
の
後
に

お
生
ま
れ
に
な
っ
た
実

在
の
人
物
で
あ
っ
た
と

い
う
説
が
あ
り
、
経
典

の
編
纂
に
深
く
関
わ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

文
殊
菩
薩
の
姿

髪
は
宝
髻
（
長
い
髪

か
み

ほ
う
け
い

か
み

を
頭
の
上
へ
結
い
上
げ

た
姿
）

、
身
は
装
身
具

で
飾
り
、
左
手
に
は
経

典
、
右
手
に
は
宝
剣
を

持
っ
て
い
ま
す
。
経
典

と
剣
は
智
慧
を
象
徴
し

て
い
ま
す
。

文
殊
菩
薩
の
形
は
、

時
代
や
経
典
、
信
仰
に

よ
っ
て
様
々
な
姿
に
表

さ
れ
て
い
ま
す
。

獅
子
に
騎
る

し

し

の

阿
弥
陀
様

の
両
脇
に
観

音
菩
薩
と
勢

至
菩
薩
が
お

ら
れ
る
よ
う

に
、
お
釈
迦

様
の
両
脇
に
は
文
殊
菩

薩
と
普
賢
菩
薩
が
お
ら

ふ

げ

ん

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
は
、
文
殊
菩

薩
は
獅
子
に
、
普
賢
菩

薩
は
白
い
像
に
の
っ
て

い
る
の
が
一
般
的
な
形

で
す
。

獅
子
に
騎
る
姿
は
、

の

当
初
か
ら
の
も
の
で
は

な
く
、
イ
ン
ド
で
は
八

世
紀
頃
、
日
本
で
は
平

安
時
代
以
降
の
こ
と
で

す
。

日
本
三
大
文
殊

・
奥
州
亀
岡
文
殊

（
大
聖
寺
・
山
形
県
）

・
天
橋
立
切
戸
の
文
殊

（
京
都
府
宮
津
市
）

・
大
和
安
倍
の
文
殊

（
安
倍
文
殊
院
・
奈
良

県
）右

の
写
真
は
、
奈
良

の
安
倍
文
殊
院
の
国
宝

渡
海
文
殊
（
と
か
い
も

ん
じ
ゅ
）
で
す
。
大
仏

師
、
快
慶
が
造
立
し
ま

し
た
。
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見送られる中西管長

永
観
堂

永
観
堂
だ
よ
り

だ
よ
り

中
西
管
長
退
山
式

去
る
五
月
二
十
八
日
。

本
山
永
観
堂
で
、
中
西

玄
禮
管
長
の
退
山
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
二
年
か
ら

八
年
間
。
様
々
な
場
面

で
僧
侶
と
し
て
の
あ
り

方
を
教
え
導
い
て
頂
き

ま
し
た
。

当
日
は
、
大
殿
に
お

い
て
、
来
賓
寺
院
・
一

般
寺
院
・
寺
庭
婦
人
会

・
報
道
関
係
者
等
が
見

守
る
中
、
退
山
式
の
法

要
が
執
り
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
。

法
要
後
、
大
殿
か
ら

大
玄
関
ま
で
続
く
花
道

で
、
多
く
の
方
に
見
送

ら
れ
な
が
ら
、
永
観
堂

を
後
に
さ
れ
ま
し
た
。

仏
教
歳
時
記

夏
安
居
の
手
桶
で
運
ぶ
風
呂
の
水

げ

あ

ん

ご

て

お
け

升
本
行
洋

僧
侶
の
修
行
期
間

安
居
と
は
、
雨
期
の
期
間
、
僧
侶
た
ち
が
同
じ
場
所

あ
ん

ご

に
こ
も
っ
て
修
行
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

安
居
は
梵
語
で
「
雨
期
」
の

ぼ
ん

ご

意
味
が
あ
り
、
も
と
も
と
イ
ン

ド
の
雨
期
の
三
ヶ
月
間
、
托
鉢

た
く
は
つ

修
行
を
す
る
か
わ
り
に
屋
内
で

修
行
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の

で
す
。

我
が
宗
派
で
も
毎
年
六
月
、

本
山
で
夏
安
居
が
開
か
れ
ま

す
。
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雑
記
抄～

西
山
に
て
～

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派

の
派
祖
、
西
山
上
人

は

そ

（
せ
い
ざ
ん
し
ょ
う
に

ん
）
は
、
師
で
あ
る
法

然
上
人
の
亡
き
後
、
西

山
の
善
峯
寺
の
北
に
あ

よ
し
み
ね
で
ら

る
三
鈷
寺
に
住
ま
わ
れ
、

さ

ん

こ

じ

こ
こ
か
ら
念
仏
の
教
え

を
広
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
西
山
の
地
に
ち
な

ん
で
「
西
山
上
人
（
せ

い
ざ
ん
し
ょ
う
に
ん
）
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
▽
当
時
の
三

鈷
寺
は
現
三
鈷
寺
よ
り

も
山
中
に
あ
り
、
現
在

建
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
跡
地
の
清
掃
奉
仕

を
、
毎
年
宗
派
（
京
都

支
所
）
寺
院
で
お
こ
な

っ
て
い
ま
す
▽
今
年
も

約
五
十
名
で
一
年
分
の

落
葉
等
を
掃
除
し
ま
し

た
。
清
掃
後
、
西
山
上

人
の
遺
徳
を
偲
び
な
が

ら
、
皆
で
読
経
し
、
下

山
し
ま
し
た
▽
〈
生
き

て
身
を
蓮
（
は
ち
す
）

の
上
に
宿
さ
ず
ば
念
仏

申
す
甲
斐
や
な
か
ら

ん
〉
西
山
上
人
御
歌

平成30年6月 月 影 第61号

平
成
三
十
年
六
月
三
十
日
発
行

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派

常

林

院

仏
事
の質

問
質
問
帖帖

し

つ

も

ん

ち
ょ
う

問
「
お
線
香
の
長
さ
に
は
色
々
あ
り
ま
す
が
、

ど
の
長
さ
を
使
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」

答

お
線
香
の
長
さ
は
、
法
要
の
長
さ
に
合
わ
せ

て
使
い
ま
し
ょ
う
。

月
参
り
な
ど
の
短
い
法
要
で
は
、
短
寸
（
約

１
５
㎝
）
の
線
香
、
法
事
な
ど
長
い
法
要
で

は
中
寸
（
約
２
０
㎝
）
の
お
線
香
を
使
わ
れ

る
と
良
い
か
と
思
い
ま
す
。

長
過
ぎ
る
お
線
香
は
半
分
に
折
っ
て
使
い
ま

す
。

お
線
香
と
同
様
に
、
ロ
ウ
ソ

ク
の
長
さ
も
法
要
の
長
さ
に

合
わ
せ
て
使
い
ま
す
。

箱
に
燃
焼
時
間
が
書
い
て
あ

る
の
で
参
考
に
さ
れ
る
と
良

い
か
と
思
い
ま
す
。

三鈷寺往生院跡


