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遠
い

記
憶
の
中
の

ア
ル
バ
ム
を
繰く

れ
ば

あ
ど
け
な
く
笑
う

ボ
ク
の
後
ろ
に

何い

つ時
も
い
た
の
は

お
父
さ
ん

泣
き
じ
ゃ
く
る

ボ
ク
を
抱
き

魔
法
の
言
葉
で

涙
を
消
し
て
く
れ
た

お
母
さ
ん

経
典
に

「
父
に
慈じ

恩お
ん
あ
り
」

「
母
に
悲ひ

恩お
ん
あ
り
」

ま
た

「
存そ
ん
も
う亡
共と
も
に

 

孝
行
を
致
す
べ
し
」は

西
山
上
人
の
お
言
葉

http://www.ne.jp/asahi/choonji/namo/ 　ナモの寺  検索

【
出
典
】
仏
説
『
父
母
恩
重
経
』

浄 土 宗 西 山 禅 林 寺 派

水彩画 : 松村憲一



父
母
恩
重
経
　（
上
）

　
先
日
、
我
が
耳
を
疑
う
よ
う
な

ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。

　

中
学
一
年
だ
っ
た
次
女
ら
に
「
学
校
を

ぶ
っ
壊
し
て
き
な
」
な
ど
と
破
壊
行
為
を
そ

そ
の
か
し
た
と
し
て
、
警
視
庁
少
年
事
件
課

と
町
田
署
は
、
暴
力
行
為
法
違
反
（
教
唆
）

の
疑
い
で
、
飲
食
店
従
業
員
の
女
（
37
）
を

逮
捕
し
た
。
同
課
に
よ
る
と
、
女
は
「
つ
い

格
好
を
付
け
て
威
勢
の
い
い
こ
と
を
言
っ
て

し
ま
っ
た
。
ま
さ
か
あ
そ
こ
ま
で
や
る
と
は

思
わ
な
か
っ
た
」
と
容
疑
を
認
め
て
い
る
。

　
逮
捕
容
疑
は
、
通
学
先
の
市
立
中
学
校

の
教
諭
に
対
す
る
不
満
を
話
し
て
い
た
次

女
（
13
）
ら
に
「
学
校
が
う
ざ
い
な
ら
や
れ

ば
い
い
じ
ゃ
ん
。
私
の
代
の
と
き
は
消
火
器

を
ま
い
た
り
窓
ガ
ラ
ス
を
割
っ
た
り
し
て
い

た
」
な
ど
と
、
け
し
か
け
た
と
し
て
い
る
。

　
　（
六
月
八
日
『
産
経
ニ
ュ
ー
ス
』
要
約
）

　
親
子
の
関
係
、
ひ
い
て
は
家
族
間
の

あ
り
方
は
、
時
代
に
よ
り
、
倫
理
観
、

あ
る
い
は
国
や
地
域
に
よ
っ
て
も
ず
い

ぶ
ん
違
い
、
ま
た
、
差
が
あ
っ
て
当
然

と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
冒
頭
の
よ
う

な
事
例
は
論
外
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
学

校
に
対
し
て
、
自
己
中
心
的
で
理
不
尽

な
要
求
を
す
る
親
（
モ
ン
ス
タ
ー
ペ
ア

レ
ン
ト
）や
、そ
の
子
供（
モ
ン
ス
タ
ー

チ
ル
ド
レ
ン
）
が
、
社
会
問
題
化
し
て

こ
こ
久
し
い
で
す
し
、
そ
の
他
、
躾し
つ

け

や
道
徳
上
の
諸
問
題
は
、
親
子
関
係
の

歪ひ
ず
み
が
、
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
是
正
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

か
つ
て
の
儒
教
的
な
家
族
制
度
が
、
あ

な
が
ち
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、『
論
語
』
の
「
故ふ
る

き
を
温た
ず

ね

て
新
し
き
を
知
る
」
と
い
う
教
訓
に
、

今
一
度
立
ち
返
っ
て
み
る
こ
と
は
、
け

し
て
無
駄
な
こ
と
と
は
言
え
ま
す
ま

い
。

　
そ
ん
な
観
点
か
ら
、
仏
説
『
父
母
恩

重
経
』
を
紐ひ
も
と解
い
て
み
る
こ
と
に
い
た

し
ま
す
。
た
だ
、
一
般
的
に
「
仏
説
」

と
冠
し
ま
す
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
原
典
は
な
く
、
中
国
で
撰
述
さ
れ
た

「
偽ぎ
き
ょ
う経

」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

ん
な
わ
け
で
、
学
術
的
に
は
あ
ま
り
重

要
視
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
中

国
や
日
本
に
お
い
て
、
大
衆
に
は
広
く

流
布
さ
れ
て
き
た
と
い
う
、
特
異
な
存

在
感
を
放
つ
経
典
で
す
。
ま
た
、
二
十

世
紀
初
め
に
発
見
さ
れ
た
「
敦と
ん
煌こ
う
文
書
」

の
中
に
、
何
点
も
の
写
本
が
含
ま
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
評
価
が
再

認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、そ
の
内
容
は
、「
如に
ょ
ぜ
が
も
ん

是
我
聞（
か

く
の
如
く
、わ
れ
聞
け
り
）」で
始
ま
り
、

形
式
上
は
他
の
経
典
と
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
が
、
教
義
云う
ん
ぬ
ん々
と
い
っ
た
む
ず
か

し
こ
と
は
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。で
は
、

王
舎
城
の
耆ぎ
じ
ゃ
く
っ
せ
ん

闍
崛
山
に
お
い
て
、
多
く

の
仏
弟
子
の
方
々
と
共
に
、
聴
聞
す
る
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つ
も
り
で
み
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　
こ
の
と
き
世
尊
は
す
ぐ
さ
ま
、
法
を
説
い

て
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　「
一
切
の
善
男
子
、
善
女
人
よ
。
父
に
は

慈
し
み
の
恩
が
あ
り
、
母
に
は
自
分
を
忘
れ

て
お
育
て
く
だ
さ
っ
た
恩
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
わ
け
は
、
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
の
に

は
、
先
の
世
か
ら
の
業ご
う

を
原
因
と
し
て
、
父

母
を
縁
と
い
た
し
ま
す
。
父
が
な
け
れ
ば
生

ま
れ
ま
せ
ん
。
母
が
な
け
れ
ば
育
ち
ま
せ

ん
。
こ
こ
を
も
っ
て
、
生
気
を
父
の
胤た
ね

に
う

け
、
形
を
母
の
胎は
ら

に
宿
し
ま
す
。
こ
の
因
縁

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
憐あ
わ

れ
み
深
い
母
が
子
を

思
う
こ
と
は
、
世
の
中
で
比
べ
る
も
の
な
く
、

そ
の
恩
は
形
に
な
る
前
か
ら
お
よ
ん
で
い
ま

す
。」　（
訳
：
大
巴
賢
充
）

　
こ
れ
は
現
代
語
訳
し
た
も
の
で
、
書

き
下
し
で
は
「
父
に
慈
恩
あ
り
、
母
に

悲
恩
あ
り
」と
先
ず
出
て
ま
い
り
ま
す
。

「
慈
悲
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
を
、

父
と
母
に
振
り
分
け
て
語
ら
れ
て
い
ま

す
。
元
来
、「
慈
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
マ
イ
ト
リ
ー
（
友
情
）
に
あ
た

り
、
深
い
慈
し
み
の
心
を
さ
し
、「
悲
」

は
カ
ル
ナ
ー
（
同
情
）
に
あ
た
り
、
深

い
憐あ
わ
み
の
心
を
さ
し
ま
す
。
ま
た
、
生

き
と
し
生
け
る
者
に
、
幸
福
を
与
え
る

（
与よ
ら
く楽
）
の
が
「
慈
」
で
あ
り
、
不
幸

を
抜
き
去
る
（
抜ば
っ
く苦

）
の
が
「
悲
」
で

あ
る
と
さ
れ
、
仏
菩
薩
が
、
苦
し
む
衆

生
に
対
し
て
た
れ
る
憐れ
ん
み
ん愍

の
情
を
い
う

場
合
に
も
使
わ
れ
、「
大
慈
大
悲

0

0

0

0

観
世

音
菩
薩
」、「
仏
と
は
大
慈
悲
心

0

0

0

0

こ
れ
な

り
（『
観
無
量
寿
経
』）」
の
よ
う
な
用

例
も
あ
り
ま
す
。

　

確
か
に
、「
慈
」
と
「
悲
」
に
区
別

を
見
い
だ
そ
う
と
す
れ
ば
、
前
述
の
よ

う
に
は
な
る
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
同

じ
心
情
を
表
す
も
の
で
、
同
格
と
み
な

し
て
も
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
父

親
は
父
と
し
て
の
、
母
親
は
母
と
し
て

の
立
ち
位
置
が
あ
り
、
役
割
も
異
な

り
、
子
供
に
対
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

仕
方
や
行
動
に
違
い
は
出
て
こ
よ
う
と

も
、
我
が
子
を
思
う
気
持
ち
は
、
父
母

共
に
変
わ
り
が
あ
ろ
う
は
ず
が
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
を
押
さ
え
て
い
た
だ
い
た

上
で
、「
父
に
慈
恩
あ
り
、
母
に
悲
恩

あ
り
」
を
噛
み
し
め
、
味
わ
い
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
こ
の
因
縁
を
も
っ
て
の

故
に
、（
中
略
）
そ
の
恩
、
未み
ぎ
ょ
う形

に
及

べ
り
」
の
言
葉
を
、
深
く
感
じ
取
っ
て

い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
自
分
と
い
う

存
在
は
、
父
母
か
ら
生
ま
れ
べ
く
し
て

生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
る
以
前

か
ら
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
な
の
で
す
。

必
然
と
し
て
、
必
要
と
さ
れ
て
生
を
受

け
た
の
で
す
。
そ
れ
を
、
た
ま
た
ま
、

偶
然
と
考
え
た
の
で
は
、
宗
教
も
道
徳

も
、何
も
良
い
結
果
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

「
頼
み
も
し
な
い
の
に
…
」
な
ど
と
嘯
う
そ
ぶ

く
な
ぞ
、
も
っ
て
の
外
で
あ
り
ま
す
。
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て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
棚

は
別
名
「
書
院
床
」
と
呼
ば
れ
る
。
飾
り

棚
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
書
物
を
置
く
、

本
箱
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
。

　
現
在
の
応
接
間
と
は
違
っ
て
、
書
院
の

中
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ム
ー
ド
に
満
ち
て

い
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。

　
（『
仏
教
の
こ
と
ば
』
早
わ
か
り
事
典
）

▼
父
母
恩
重
経

　

今
号
か
ら
、
仏
説
『
父
母
恩
重
経
』

の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

よ
り
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
方
の

た
め
に
、
小
冊
子
を
用
意
し
ま
し
た
。

ご
希
望
の
向
き
は
、お
申
し
出
下
さ
い
。

限
定
30
冊
。
無
料
で
す
。

▼
お
盆
ご
案
内

・
平
和
公
園
墓
地　
８
月
12
日
午
前
中

・
潮
音
寺
納
骨
堂　
８
月
13
日
午
前
中

・
盆
施
餓
鬼
会
（
本
堂
に
て
）

　
　
８
月
19
日　
午
後
１
時
30
分
よ
り

・
棚
経

　
月
参
り
時
に
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
も
し
、
ご
希
望
日
時
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
お
申
し
出
願
い
ま
す
。

▼
セ
ミ

　

梅
雨
に
入
っ
て
間
も
な
い
頃
の
朝
、

庭
掃
除
し
て
お
り
ま
し
た
ら
、
セ
ミ
の

幼
虫
が
、
雨
上
が
り
の
地
面
を
歩
い
て

い
ま
し
た
。
不
思
議
に
思
い
、
樹
に
留

ま
ら
せ
ま
し
た
が
駄
目
で
し
た
。
な
ら

ば
と
、
あ
ま
り
期
待
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、地
中
に
戻
し
て
や
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
や
は
り
と
い
う
か
、
翌
々
日

死
ん
で
い
ま
し
た
。

　

慌あ
わ

て
ん
坊
だ
っ
た
の
か
、
何
が
悪

か
っ
た
の
か
…
…
。
頓
生
菩
提　

◆
涼
し
げ
に
喧け
ん
そ
う噪
よ
そ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
眠
る
猫
　
沐
魚

◎
書し
ょ
い
ん院

　
現
在
で
こ
そ
「
書
院
造
り
」
な
ど
と
建

築
用
語
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
と
ば
だ

が
、
さ
て
、「
書
院
」
と
は
い
っ
た
い
何

か
と
問
わ
れ
る
と
、
い
さ
さ
か
答
え
に
窮

し
て
し
ま
う
。

　
応
接
間
と
考
え
る
人
が
い
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
鎌
倉
時
代
以

降
の
武
士
の
家
で
の
話
。
本
来
の
書
院
と

は
、
寺
院
に
お
け
る
僧
侶
の
学
問
所
の
こ

と
で
、
仏
書
を
読
み
、
習
い
、
講
義
な
ど

を
す
る
場
を
指
し
た
。
や
が
て
武
家
階
級

が
禅
風
を
好
み
、
こ
の
書
院
を
単
に
外
見

だ
け
を
写
し
て
建
て
た
こ
と
に
よ
り
、
接

客
の
場
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ

け
の
話
で
あ
る
。

　
書
院
に
は
「
平ひ
ら
し
ょ
い
ん

書
院
」
と
「
附つ
け
し
ょ
い
ん

書
院
」

が
あ
る
が
、
前
者
は
床
の
間
の
脇
に
窓
が

あ
る
だ
け
で
床
棚
が
な
い
略
式
の
も
の

で
、
本
来
の
書
院
は
、
窓
と
床
棚
が
つ
い
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