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父
母
恩
重
経
「
父
母
の
恩
重
き
こ
と
天
の
極
ま
り
無
き
が
如
し
」

世
界
中
に
は
、
一
生
か
け
て
も
読
み
切
れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
お
経
が
あ
り
ま

す
。
臨
済
宗
で
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
お
経
、
皆
さ
ん
も
聞
き
慣
れ
て
は
い
て
も
、
何
語

か
わ
か
ら
な
い
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
意
味
も
わ
か
ら
な
い
と
感
じ

る
お
経
が
多
く
な
い
で
す
か
？
こ
れ
は
陀
羅
尼
（
だ
ら
に
）
と
言
っ
て
、
意
味
を
伝
え

る
為
の
お
経
で
は
な
く
、
音
そ
の
も
の
に
力
が
あ
る
念
仏
や
真
言
の
様
な
お
経
だ
か
ら

で
す
。
も
ち
ろ
ん
日
本
語
に
訳
し
て
意
味
を
理
解
し
な
が
ら
読
む
の
も
い
い
で
す
が
、

読
ん
だ
時
の
音
に
力
が
あ
る
訳
で
す
か
ら
、
日
本
語
に
し
て
し
ま
っ
て
は
そ
の
力
を
い

た
だ
け
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
ち
ゃ
ん
と
分
か
り
や
す
い
日
本
語
で
書
か
れ
、
内
容

を
伝
え
る
為
の
お
経
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
父
母
恩
重
経
も
そ
の
中
の
一
つ
で
す
。

「
父
在
ら
ざ
れ
ば
生
り
が
た
し
、
母
在
ら
ざ
れ
ば
育
た
れ
ず
。
」

と
こ
ろ
が
、
ニ
ュ
ー
ス
を
見
れ
ば
親
が
子
を
殴
り
、
子
が
親
を
殺
す
と
い
っ
た
凄
惨

な
事
件
ば
か
り
で
す
。
自
分
が
生
き
て
い
る
の
は
周
り
の
み
ん
な
の
お
か
げ
、
特
に
生

ん
で
く
れ
た
両
親
の
お
か
げ
で
す
。
人
間
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
、
生
ん
で
く
れ
て
あ

り
が
と
う
と
感
謝
を
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
動
物
で
も
３
日
飼
え
ば
受
け
た
恩
を

感
じ
ま
す
よ
。

ま
た
今
年
も
父
の
日
、
母
の
日
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
も
う
一
度
両
親
へ
感
謝
の

気
持
ち
を
向
け
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
？
「
も
う
両
親
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
親
孝
行
で
き
な
い
」
と
言
い
訳
さ
れ
て
い
る
方
、
お
墓
参
り
や
年
忌
法
要
で
感
謝
の

気
持
ち
を
向
け
る
の
は
立
派
な
親
孝
行
で
す
。
レ
ッ
ツ
ゴ
ー
お
墓
参
り
。
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あ
と
が
き

早
い
も
の
で
、
栖
雲
寺
の
住
職
に
な
っ
て
一
年

が
経
ち
ま
し
た
。
鎌
倉
か
ら
通
い
の
住
職
で
す

の
で
、
留
守
も
多
く
、
壇
信
徒
の
皆
様
に
は
住

職
ら
し
い
布
教
も
ほ
と
ん
ど
で
き
ず
申
し
訳
な

く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
二
年
目
の
今
年
は
よ
り

一
層
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

知
っ
て
い
ま
す
か
？

「
焼
香
の
回
数
」
の
こ
と

葬
儀
や
法
事
で
焼
香
を
何
回
し

ま
す
か
？
１
回
？
３
回
？
よ
く
分

か
ら
な
い
の
で
前
の
人
と
同
じ
だ

け
？
正
解
は
・
・
・
全
部
正
解
で
す
。

た
だ
し
、
意
味
も
知
ら
ず
に
、
ま
た
信
念
も
無
し
に
そ

の
時
の
様
子
で
回
数
を
決
め
て
い
る
よ
う
で
は
い
け

ま
せ
ん
。
ま
た
斎
場
等
で
参
列
者
が
多
い
か
ら
１
回
な

ど
と
、
こ
ち
ら
の
都
合
で
仏
様
を
疎
か
に
す
る
様
な
理

由
は
一
番
良
く
な
い
で
す
。

各
宗
派
に
よ
っ
て
も
回
数
は
違
う
の
で
、
他
宗
派
の

法
要
で
の
焼
香
は
周
囲
の
人
を
参
考
に
す
る
の
も
よ

い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
地
域
や
家
族
の
し
き
た
り
も
あ

る
の
で
こ
こ
に
書
く
こ
と
が
絶
対
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
臨
済
宗
で
は
基
本
１
回
で
す
。
３
回
す
る
の
は
、

三
世
の
諸
仏
（
現
在
、
過
去
、
未
来
の
仏
様
）
に
、
ま

た
は
三
宝
（
仏
、
法
、
僧
）
に
焼
香
す
る
、
他
に
も
様
々

な
理
由
が
あ
っ
て
の
事
、
葬
儀
や
年
回
法
要
な
ど
焼
香

す
る
対
象
が
一
霊
位
の
時
は
１
回
で
い
い
の
で
す
。
そ

れ
を
知
っ
て
３
回
す
る
の
は
結
構
な
こ
と
で
す
し
、
大

切
な
の
は
心
を
込
め
て
焼
香
す
る
こ
と
で
す
。

仏
壇
や
お
墓
に
立
て
る
お
線
香
の
本
数
も
同
じ
で

す
。
１
回
に
何
本
も
立
て
て
も
、
喜
ぶ
の
は
線
香
屋
さ

ん
だ
け
か
も
。

栖
雲
寺
の
版
木

栖
雲
寺
に
は
江
戸
時
代
に
実
際
に
使
わ
れ
て

い
た
版
木
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
開
山
様
の

お
姿
や
お
寺
の
縁
起
な
ど
、
そ
の
数
三
十
点
。

た
だ
い
ま

鎌
倉
で
版
画

を
勉
強
中
で

す
。
意
外
と

難
し
く
き
れ

い
に
刷
れ
る

よ
う
に
な
る

に
は
ま
だ
時

間
が
掛
か
り

そ
う
で
す
。
上
達
し
た
暁
に
は
お
札
や
お
守
り

と
し
て
檀
信
徒
の
皆
様
の
お
手
元
に
も
お
分
け

さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

観
音
募
金

お
布
施
や
お
賽
銭
の
一

部
を
建
長
寺
の
観
音
募
金

に
寄
付
い
た
し
ま
し
た
。

昨
年
度
は
日
本
各
地
で

台
風
被
害
、
海
外
で
は
ハ
イ

チ
の
大
地
震
や
チ
リ
の
津

波
な
ど
大
災
害
が
続
き
ま

し
た
。
ま
た
世
界
の
発
展
途

上
国
で
は
今
日
を
生
き
抜

く
の
が
厳
し
い
子
供
た
ち

も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
経
済

発
展
を
遂
げ
た
日
本
に
住

む
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
国

に
援
助
を
し
て
い
か
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
自
分
や

自
分
の
家
族
だ
け
が
幸
せ

な
ら
い
い
、
お
金
持
ち
な
ら

い
い
、
と
言
う
の
は
本
当
の

幸
せ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世

界
中
の
み
ん
な
が
平
等
に

幸
せ
に
な
れ
ま
す
よ
う
に
、

こ
れ
が
仏

教
の
精
神

で
す
。


