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【 

法
語 

】 

た
と
え
正
義

し
ょ
う
ぎ

た
り
と
も
、
し
げ
か
ら
ん
こ
と
を
ば 

停
止

ち
ょ
う
じ

す
べ
き
由 よ

し

候
そ
う
ろ

う
。
ま
し
て
、
世
間

せ

け

ん

の
義 ぎ

、 

停
止

ち
ょ
う
じ

候
そ
う
ら

わ
ぬ
こ
と
、
し
か
る
べ
か
ら
ず
。 

弥
々

い
よ
い
よ

、
増
長

ぞ
う
じ
ょ
う

す
べ
き
は
、
信
心

し
ん
じ
ん

に
て

候
そ
う
ろ

う
。 

 

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
一
三
四 

『
真
宗
聖
典
』
○新
一
〇
五
二
○旧
八
七
九
項 

 
 

 

【 

意
訳
・
解
説 

】 
 

た
と
え
正
し
い
と
思
う
こ
と
で
も
、
そ
の
こ
と
に
固
執
す
る
の
は
や
め
な
さ

い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
世
間
の
義
に
振
り
回
さ
れ
て
や
め
ら
れ
な
い
の
も
、

ま
っ
と
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

ま
す
ま
す
盛
ん
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
信
心
で
す
。 

 

大
地
震
に
始
ま
っ
た
二
〇
二
四
年
は
激
動
の
一
年
で
し
た
。
社
会
を
騒
が

せ
た
ニ
ュ
ー
ス
が
沢
山
あ
り
ま
し
た
が
、
中
で
も
兵
庫
知
事
選
挙
に
関
し
て

は
、
一
体
何
が
真
実
な
の
か
不
可
解
な
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
現
代
は
情
報

を
知
る
た
め
の
ツ
ー
ル
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
を
使
う
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
情
報
は
、
幸
か
不
幸
か
Ａ
Ｉ
機
能
の
お
陰
で
、
一
度

調
べ
た
こ
と
の
関
連
情
報
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
一
見
便
利
な
よ
う
で
す

が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
人
間
の
思
考
を
偏
ら
せ
る
恐
ろ
し
さ
が
あ
り
ま
す
。 

『
信
心
』
と
は
、
如
来
か
ら
の
呼
び
か
け
に
応 こ

た

え
て
い
く
姿
で
す
。
そ
こ
に

は
ど
こ
ま
で
も
自
分
自
信
を
問
う
厳
し
い
姿
勢
が
共
存
し
て
い
ま
す
。
身
近

な
喧
嘩
も
、
国
家
間
の
戦
争
も
、
裏
を
返
せ
ば
正
義
と
正
義
の
ぶ
つ
か
り
合

い
で
す
。
自
分
の
正
義
に
固
執
す
る
の
は
や
め
な
さ
い･

･
･

と
言
わ
れ
た
蓮
如

聖
人
の
お
こ
こ
ろ
を
思
っ
た
二
〇
二
四
年
で
し
た
。 
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☆
巻
頭
法
話
☆ 

昨
年
は
元
旦
の
能
登
半
島
地
震
で
始
ま
り
、
そ
の
後
も
や

は
り
九
月
の
能
登
半
島
豪
雨
な
ど
、
日
本
列
島
は
度
重
な
る

災
害
に
み
ま
わ
れ
ま
し
た
。
被
災
し
た
方
々
に
は
本
当
に
辛

い
日
々
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
一
日
も
早

い
復
興
を
祈
ら
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。 

昨
年
、
暮
れ
も
押
し
迫
っ
た
十
二
月
八
日
に
、
私
が
大
谷

大
学
時
代
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
が
お
浄
土
に
還
ら

れ
ま
し
た
。
大
学
に
入
学
し
た
時
の
ク
ラ
ス
担
任
の
先
生
で

も
あ
り
、
私
が
所
属
し
た
部
活
動
の
顧
問
で
も
あ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
ん
な
ご
縁
も
あ
り
、
平
成
三
年
の
本
堂
落
慶
法
要
に

は
記
念
法
話
の
ご
講
師
と
し
て
も
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

人
間
に
は
出
遇
い
が
あ
れ
ば
別
れ
も
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ

と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
年
々
こ
う
し
て
お
世
話
に
な
っ
た
方

と
の
お
別
れ
が
増
え
て
く
る
の
は
寂
し
い
限
り
で
す
。
そ
の

先
生
が
大
谷
大
学
を
退
職
さ
れ
る
時
、
記
念
に
色
紙
を
書
い

て
下
さ
い
ま
し
た
。
書
か
れ
た
言
葉
は
「
水
滴
石
穿
（
す
い
て
き

せ
き
せ
ん
）
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
い
た
だ
い
た
時
、

大
谷
大
学
教
授
と
し
て
退
職
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
何
か
経
典

の
言
葉
を
書
い
て
く
だ
さ
れ
ば
良
い
の
に
、
な
ど
と
思
っ
た

記
憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
そ
の
色
紙
を
額
に
入
れ

て
飾
る
わ
け
で
も
な
く
、
ず
っ
と
机
の
中
に
し
ま
い
込
ん
で

い
ま
し
た
。
こ
の
度
、
先
生
の
御
命
終
を
知
り
、
改
め
て
そ

の
色
紙
を
出
し
て
み
ま
し
た
。
「
水
滴
り
て
石
を
穿
つ
」
と
読

み
下
し
ま
す
が
、
先
生
が
敢
え
て
経
典
の
言
葉
で
は
な
く
、

座
右
の
銘
的
な
四
字
熟
語
の
言
葉
を
書
い
て
下
さ
っ
た
こ
と

の
意
味
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。
恐
ら
く

こ
の
言
葉
は
先
生
が
生
き
て
来
ら
れ
た
上
で
ず
っ
と
心
し
て

き
た
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
私
が
寺
の
住
職
と
し
て
こ
れ

か
ら
も
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
分
か
り
易
く
書

い
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
と
感
じ
た
こ
と
で
し
た
。
何
で
も
便

利
に
な
っ
た
現
代
社
会
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
様
々

な
ひ
ず
み
も
生
じ
て
き
て
い
ま
す
。
一
歩
一
歩
進
ん
で
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
分
っ
て
い
て
も
、
性
急
な
結
果
を
求

め
て
苦
し
ん
で
い
る
の
も
自
分
の
姿
で
す
。
一
滴
一
滴
の
水

が
最
後
に
は
硬
い
石
に
さ
え
も
穴
を
空
け
る
よ
う
に
、
力
の

無
い
自
分
で
あ
っ
て
も
努
力
を
続
け
れ
ば
最
後
に
は
何
か
を

成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
先
生
が
身
を
賭
し
て

私
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
改
め
て
感
じ
た
こ
と
で
し
た
。 

昨
年
は
ご
門
徒
の
皆
様
の
お
力
添
え
で
念
願
の
庫
裡
改
修

工
事
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
百
年
以

上
も
浄
敬
寺
を
陰
で
支
え
て
く
れ
て
い
た
小
屋
裏
の
梁
も
見

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
耐
震
対
策
も
行
い
ま
し
た
の
で
地

震
に
対
し
て
も
安
心
出
来
る
か
と
思
い
ま
す
。
三
年
計
画
の

事
業
で
す
の
で
ま
だ
最
終
報
告
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
お
陰
様

で
本
当
に
有
難
く
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
春
の

彼
岸
に
は
お
斎
を
再
開
出
来
る
と
坊
守
も
張
り
切
っ
て
お
り



 

３ 

ま
す
。
こ
の
工
事
を
ご
縁
に
、
浄
敬
寺
が
ま
す
ま
す
皆
様
の

お
寺
と
な
り
ま
す
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
寺
の
仏
事
に

は
是
非
と
も
多
く
の
皆
様
に
お
参
り
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

合
掌 

 
（ 
住 

職 

） 

 
     

☆
庫
裡
便
り 

   

◎
庫
裡
改
修
工
事
に
つ
い
て 

四
月
早
々
に
始
ま
っ
た
庫
裡
改
修
工
事
も
無
事
に
終
わ
り
ま
し
た
。
工
事

関
係
者
の
方
々
に
は
大
変
難
儀
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
感
謝
い
た
し
ま
す
。

こ
の
大
改
修
工
事
に
ご
理
解
、
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
皆
様
に
寺
族
一
同
心

よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
陰
様
で
歴
史
あ
る
庫
裡
を
次
の
世
代
に
伝
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

◎
佐
渡
の
赤
玉
石 

 

御
門
徒
の
方
よ
り
、
佐
渡
の
赤
玉
石
を
御
寄
進
い
た 

だ
き
ま
し
た
。
随
分
重
く
、
男
性
三
人
の
力
で
よ
う
や 

く
玄
関
に
据
え
置
き
ま
し
た
。 

 

◎
改
修
工
事
後
の
年
中
行
事
に
つ
い
て 

十
二
月
の
年
末
法
話
会
は
改
修
さ
れ
た
庫
裡
を
会
場
に
し
ま
し
た
。
「
暖

か
か
っ
た
」
と
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三
月
の
春
彼
岸
か
ら
お
斎
も
再

開
の
予
定
で
す
。
参
詣
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 

◎
准
坊
守
の
こ
と 

十
月
十
七
日
、
柏
崎
刈
羽
同
朋
の
会
法
話
会
の
講
師
と

し
て
、
准
坊
守
が
「
念
仏
申
す
べ
き
も
の
」
と
題
し
た
法

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
勢
の
方
か
ら
聴
聞
し

て
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
学
卒
業
後
、
自

坊
に
帰
っ
て
二
十
年
余
り
に
な
り
ま
す
が
、
ご
門
徒
の

方
々
や
多
く
の
先
生
方
に
お
育
て
い
た
だ
い
て
、
悩
み
多
い
子
育
て
も
全
て

お
念
仏
に
包
ま
れ
て
い
る
と
感
ず
る
内
容
で
し
た
。
自
坊
で
の
定
例
会
（
歎

異
抄
を
よ
む
会
）
に
も
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

◎
名
工
小
川
由
廣
さ
ん
の
こ
と 

境
内
を
入
っ
た
直
ぐ
の
欅
の
木
の
辺
り
に
以
前
親
鸞
聖
人
の
石
像
が
あ
り

ま
し
た
。
本
堂
建
立
後
中
庭
に
移
し
ま
し
た
が
、
中
越
沖
地
震
で
倒
れ
、
足

が
折
れ
て
し
ま
っ
た
ま
ま
立
て
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
度
の
庫
裡
改
修
工
事

の
た
め
、
今
は
ま
だ
中
庭
の
隅
に
寝
さ
せ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
親
鸞
聖
人
像
と
お
檀
家
で
あ
る
小
川
家
の
お
墓
の
観
音
様
は
「
ひ
げ
の
お

じ
い
さ
ん
」
こ
と
小
川
由
廣
さ
ん
の
作
品
で
あ
り
、
こ
の
度
春
口
敏
栄
さ
ん

が
ま
と
め
ら
れ
た
小
川
由
廣
さ
ん
の
ラ
イ
オ
ン
像
の
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。
寺
に
も
ご
寄
進
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
是
非
ご

覧
く
だ
さ
い
。
柏
崎
市
内
で
は
、
柏
崎
神
社
、
松
雲
山

荘
、
悪
田
稲
荷
神
社
の
ラ
イ
オ
ン
像
が
有
名
で
す
が
、

市
内
に
は
十
一
点
、
市
外
に
は
四
点
の
ラ
イ
オ
ン
像
が

確
認
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
上
越
市
「
ラ
イ
オ
像
の

あ
る
館
」
に
も
行
っ
て
み
た
い
で
す
ね
。 

浄
敬
寺
の
日
々
の
出
来
事
か
ら 

坊
守
の
所
感
を
お
伝
え
し
ま
す
。 



 

４ 

☆
二
〇
二
四
年
後
半
を
振
り
返
っ
て 

 
◎
秋
彼
岸
（
お
中
日
・
九
月
二
十
二
日
）
法
話 

当
院 

当
院
か
ら
法
話
の
後
、
同
朋
唱
和
に
て
勤
行
。
庫
裡
改

修
工
事
の
完
了
目
前
で
し
た
が
、
こ
の
度
は
、
お
と
き
は

お
弁
当
に
て
お
持
ち
帰
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

春
の
お
彼
岸
に
は
着
工
前
の
庫
裡
を
視
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
こ
の
度
は
改
修
工
事
完
了
目
前
の
庫
裡
を
ご
覧

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 ◎
三
条
別
院
お
取
り
越
し
報
恩
講
団
体
参
拝
（
十
一
月
八
日
） 

四
日
間
の
報
恩
講
の
最
終
日
、
御
満
座
を
お
参
り
し
ま
し
た
。 

本
山
か
ら
お
鍵
役
を
お
迎
え
し
た
荘
厳
な
入
楽
法
要
に
遇

い
、
お
と
き
の
後
、
推
進
員
の
方
に
よ
る
諸
殿
案
内
が
あ

り
、
ご
法
話
は
「
三
河
す
ー
ぱ
ー
絵
解
き
座
」
の
井
野
優
介

氏
に
よ
る
絵
解
き
法
話
で
し
た
。
御
絵
伝
に
描
か
れ
た
内
容

を
解
説
さ
れ
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
を
お
話
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。
御
満
座
に
は
『
恩
徳
讃
』
の
歌
に
な
っ
て
い
る
御
和
讃
「
如

来
大
悲
の
恩
徳
は
」
を
唱
和
し
ま
す
が
、
こ
の
御
和
讃
の
後
に
続
く
『
愚
禿

悲
嘆
述
懐
和
讃
』
の
内
容
や
『
お
浚
い
（
お
さ
ら
い
）
』
の
お
勤
め
に
つ
い
て
、

こ
れ
で
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
こ
か
ら
一
年
が
始
ま
っ
て
い
く
と

の
だ･･･

と
い
う
こ
と
を
丁
寧
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

◎
有
縁
講
（
十
一
月
十
二
～
十
三
日
） 

 

今
年
は
急
遽
、
准
坊
守
・
晴
香
が
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
居
多

ケ
浜
記
念
堂
と
光
源
寺
様
の
上
越
の
御
旧
跡
を
参
拝
・
見
学
後
に
赤
倉
ホ
テ

ル
へ
。
昼
食
を
い
た
だ
い
て
か
ら
お
勤
め
と
ご
法
話
の
あ
と
、
温
泉
に
浸
か

り
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
二
日
目
は
り
ん
ご
狩
り
の

後
、
葛
飾
北
斎
や
俳
人
小
林
一
茶
、
戦
国
武
将
・
福
島
正
則
ゆ
か
り
の
古

寺
・
岩
松
院
を
参
拝
し
、
小
布
施
を
散
策
の
後
、
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。 

  

末
法
話
会
（
十
二
月
十
五
日
）   

法
話 

田
澤 

一
明 

 

師 
 

「
聖
道
の
慈
悲
・
浄
土
の
慈
悲  ―

『
歎
異
抄
』
第
四
章
に
学
ぶ ―

 

」 
 

田
澤
先
生
は
先
ず
「
慈
悲
と
は
、
誰
の
心
根
に
も
あ
る
願
い
で
あ
る
」
と
説
明
さ

れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
「
聖
道
の
慈
悲
」
と
「
浄
土
の
慈
悲
」
が
あ
る
と
語
ら

れ
た
の
だ
と
、『
歎
異
抄
』
の
筆
者
で
あ
る
唯
円
は
第
四
章
に
綴
っ
て
い
ま
す
。 

「
聖
道
の
慈
悲
」
と
は
「
も
の
を
憐
み
愛
し
み
育
む
」
こ
と
。
し
か
し
「
そ
の
思

い
に
よ
る
救
済
は
、
成
就
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
先
生
ご
自

身
も
、
三
十
年
前
に
阪
神
淡
路
大
震
災
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
経
験
さ
れ
た
際

に
、
人
が
人
を
憐
み
、
被
災
者
に
良
か
れ
と
思
っ
て
行
う
こ
と
（
聖
道
の
慈
悲
）

は
、
持
続
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
ち
ら
の
願
い
と
被
災
者
の
願
い
に
は

相
違
が
あ
り
、
救
済
が
成
就
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
さ
れ
た
そ
う

で
す
。
親
鸞
聖
人
も
関
東
の
佐
貫
で
「
三
部
経
千
部
読
誦
」
の
雨
乞
い
を
実
行
し

た
時
、
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

お
話
の
最
後
で
野
田
正
彰
氏
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
真
の
仕
事
は
、
被
災
者
一
人

ひ
と
り
の
内
に
人
間
の
尊
厳
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
を
紹
介
さ
れ
、

こ
れ
が
真
宗
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
真
意
で
は
な
い
か
と
話
さ
れ
ま
し
た
。 

親
鸞
聖
人
は
、
「
聖
道
の
慈
悲
」
に
対
し
「
浄
土
の
慈
悲
」
と
は
、
阿
弥
陀
様
が

衆
生
に
お
念
仏
申
さ
せ
て
、
全
て
の
衆
生
を
救
い
取
る
こ
こ
ろ
（
大
慈
悲
心
）
で

あ
る
と
云
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
お
念
仏
申
す
こ
と
が
衆
生
の
救
い
で
あ
る

の
で
す
。
田
澤
先
生
は
学
生
時
代
、
「
分
か
っ
て
も
、
分
か
ら
ん
で
も
念
仏
申
せ
」

と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
（
選
ば
ず
・
嫌
わ
ず
・
見
捨
て
ず

の
お
こ
こ
ろ
）
が
、
私
た
ち
に
念
仏
申
せ
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
の
思
い
を
挟

ま
ず
に
、
た
だ
念
仏
す
る
し
か
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
お
念
仏
の
中
で
、

私
た
ち
の
「
分
か
る
・
分
か
ら
ん
」
、
「
善
い
か
・
悪
い
か
」
、
「
好
き
か
・
嫌
い
か
」

の
分
別
心
が
顕
わ
に
な
り
、
そ
の
自
覚
が
、
私
た
ち
が
主
体
性
を
も
っ
て
生
き
る

道
と
な
る
の
で
す
。 

お
念
仏
申
す
こ
と
だ
け
が
、
阿
弥
陀
様
の
全
て
の
者
を
救
う
大
慈
悲
心
に
触
れ
る

こ
と
な
の
で
す
。
お
念
仏
申
し
、
そ
の
お
念
仏
の
中
で
生
活
を
い
た
だ
い
て
行
く

の
が
、
真
宗
門
徒
な
の
だ
と
思
い
ま
す
、
と
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

（
当
院
・
記
） 

 
 



 

５ 

☆
二
〇
二
五
年
前
半
の
行
事
予
定
（
参
加
お
申
込
み
不
要
） 

 

一
月
一
日 

 
 

修
正
会
勤
行 

午
前
六
時
よ
り
本
堂 

 

一
月
一
～
二
日 

年
始
参 

＊
真
宗
門
徒
の
一
年
は
御
本
尊
へ
の
お
参
り
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う 

 

一
月
十
八
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

 

二
月 

八
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

 

三
月 

八
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

 

三
月
十
五
日
（
土
）
第
十
組
同
朋
会
報
恩
講 

於
産
業
文
化
会
館 

 
 

＊
法
話 

近
松 

誉
た
だ
し 

氏
（
真
宗
本
廟
本
廟
部
長
） 

 
 

＊
参
詣
に
つ
い
て
は
別
途
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
合
唱
団
と
し
て

ご
参
加
い
た
だ
け
る
方
を
随
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。 

 

三
月
十
七
～
二
十
三
日 

春
彼
岸 

 
 

お
中
日
二
十
日
（
春
分
の
日
）
午
前
十
時
半
～
法
話
・
勤
行
・
お
斎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
月
十
二
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

 

五
月
十
日
（
土
）
報
恩
講
お
引
き
上
げ
準
備
会 

午
後
一
時
よ
り 

 
 

＊
仏
具
の
お
磨
き
・
境
内
清
掃 

等
に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

 

五
月
十
九
日
（
火
）
報
恩
講
お
引
き
上
げ 

午
前
十
時
よ
り 

 
 

＊
法
話 

今
泉 

温
資 

師
（
新
潟
市
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

勤
行
後
お
と
き
が
あ
り
ま
す 

 

六
月
七
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

 
 

＊
第
二
土
曜
日
が
え
ん
ま
市
と
重
な
る
た
め
変
更
し
ま
す 

 

六
月
二
十
一
日
（
土
）
仏
教
文
化
講
演
会 

於 

ア
ル
フ
ォ
ー
レ 

 
 

＊
珠
洲
焼
陶
芸
家 

篠
原 

敬 

氏 

（
石
川
県
珠
洲
市 

游
戯
窯 

（
ゆ
げ
が
ま 

） 

） 
 

七
月
六
日
（
日
）
夏
の
法
話
会 

午
後
一
時
半
～
四
時
頃 

 
 

＊
講
師 

佐
野 

明
弘 

氏 
 

（
石
川
県
加
賀
市
光
闡
坊
住
持
・
大
谷
専
修
学
院
院
長
） 

 

七
月
十
四
・
十
五
日
（
日
・
月
） 

盆
参
会
（
盆
内
）
午
前
十
時
半
～ 

＊
法
話
・
勤
行
後
、
両
日
と
も
お
と
き
が
あ
り
ま
す 

 
 

 
 

 
 

八
月
三
日
（
日
） 

夏
休
み
お
楽
し
み
会
（
子
ど
も
会
）
午
後
四
時
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

八
月
十
三
～
十
六
日
（
水
～
土
） 

お
盆 

 
 

＊
十
三
日
午
前
六
時
～
勤
行 

   

☆
お
て
ら
ヨ
ガ･･･

（
ミ
ニ
法
話×

ヨ
ガ
） 

 

・
毎
月
第
三
月
曜
日
午
前
十
時
よ
り
約
一
時
間 

・
参
加
費 

千
円 

 

・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー 

砂
長
谷
真
梨
子
さ
ん 

 

☆
定
例
法
話
会…

『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会
（
シ
ー
ズ
ン
Ⅱ
）
ご
案
内 

昨
年
、
第
三
章
ま
で
を
解
説
し
ま
し
た
。
途
中
か
ら
の
ご
参
加
の
で
も 

一
緒
に
学
べ
ま
す
。
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

・
基
本
的
に
第
二
土
曜
日
午
前
九
時
よ
り 

・
内
容 
『
歎
異
抄
』
の
解
説
、
正
信
偈
の
お
勤
め 

（
終
了
後
、
さ
さ
や
か
な
茶
話
会
あ
り
） 

・
持
ち
物 

赤
本
・
念
珠
・『
歎
異
抄
』
の
テ
キ
ス
ト 



 

６ 

ちょっこら 

Q＆A

 

☆
真
宗
門
徒
の
豆
知
識 

 
浄
土
真
宗
の
教
え
に
つ
い
て
の
疑
問
や
お
参
り
し
て
い 

て
不
思
議
に
思
う
こ
と
。
ま
た
、
こ
ん
な
時
ど
う
し
た
ら 

い
い
の
？
と
ご
質
問
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

皆
さ
ん
と
共
有
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

Ｑ
１
、『
僧
侶
の
お
衣
の
色
に
意
味
は
あ
る
の
？
』 

Ａ
、
お
衣
に
も
、
普
段
着
が
あ
れ
ば
晴
着
も
あ
り
ま
す
。 

平
日
か
法
要
か
等
、
法
要
の
重
さ
や
役
割
で
も
変
わ
り
ま
す
。 

 

お
衣
に
は
様
々
な
形
や
色
が
あ
る
の
に
お
気
付
き
か
と
思
い
ま
す
。 

最
も
着
用
頻
度
の
高
い
お
衣
「
間
衣
＆
輪
袈
裟
」
は
僧
侶
の
普
段
着
。 

そ
し
て
「
直 じ

き

綴 と
つ

＆
墨 す

み

袈
裟

げ

さ

」
は
僧
侶
の
一
番
基
本
の
装
束
で
す
。 

得
度
し
て
僧
侶
に
な
り
最
初
に
身
に
着
け
る
装
束
で
あ
り
、
平
日
の 

お
朝
事
の
装
束
で
も
あ
り
ま
す
。「
平
日
」
と
「
法
要
」、
ま
た
そ
の 

法
要
に
も
軽
重
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
僧
侶
が
身
に
つ
け
る
装
束 

も
変
わ
り
ま
す
。 

 

真
実
の
教
え
に
、
目
で
見
て
耳
で
聞
い
て
出
会
う
場
所
が
聞
法
の 

道
場
で
あ
る
本
堂
で
す
。
本
堂
の
内
陣
と
外
陣
で
は
表
現
方
法
の
違 

い
か
ら
、
そ
の
座
に
着
く
僧
侶
の
役
割
も
異
な
り
ま
す
。
内
陣
は
、 

仏
様
が
法
を
説
き
、
そ
れ
を
聞
い
て
お
ら
れ
る
菩
薩
方
の
姿
、
お
浄 

土
の
世
界
を
視
覚
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
、
真
実
の
教
え
に
遇
っ 

た
な
ら
個
性
そ
の
ま
ま
に
輝
く
こ
と
を
表
し
て
僧
侶
の
お
衣
も
カ
ラ 

フ
ル
で
す
。
外
陣
の
僧
侶
は
、
私
た
ち
に
届
け
ら
れ
た
教
え
を
人
の 

声
で
表
現
し
、
聴
覚
に
届
け
る
役
割
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
基
本
的
に
同
じ
色
の

お
衣
で
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

以
上
は
基
本
的
な
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
の
仏
事
や
葬
儀
に
お
い
て
は
こ

の
限
り
で
は
な
く
、
臨
機
応
変
な
対
応
を
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

お
袈
裟
の
サ
イ
ズ
や
色
彩
な
ど
に
違
い
が
あ
り
、
場
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て

は
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
共
通
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
脈
々
と
続
い
て
き
た
真

実
の
教
え
と
、
そ
の
こ
と
を
大
事
に
聞
い
て
き
た
人
々
の
歴
史
で
し
ょ
う
。 

Ｑ
２
、『
亡
く
な
っ
た
母
が
散
骨
を
希
望
し
て
い
た
の
だ
け
ど
・
・
・
』 

 

Ａ
、
亡
く
な
ら
れ
た
お
母
様
は
、
人
が
生
き
る
上
で
向
き
合
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
四

苦
八
苦
を
教
え
て
く
れ
た
大
事
な
人
だ
と
思
い
ま
す
。
好
き
嫌
い
や
自
分
の
都

合
を
離
れ
て
仏
に
成
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
お
参
り
し

や
す
い
方
法
を
選
ん
で
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

こ
れ
は
私
が
中
学
校
に
講
師
と
し
て
お
勤
め
さ
せ
て
も
ら
っ
た
時
に
知
り
合
っ

た
友
人
の
話
で
す
。
質
問
の
内
容
を
よ
く
よ
く
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
お
母
様
は

嫁
ぎ
先
の
御
両
親
や
親
戚
関
係
に
大
変
苦
労
し
た
の
で
、
せ
め
て
お
墓
は
別
が
い

い･･･

と
言
い
残
し
て
亡
く
な
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
友
人
は
続
け
て
、

「
散
骨
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
大
事
な
母
を
思
い
だ
す
き
っ
か
け
が
無
く
な
っ
て
し

ま
う
。
い
く
ら
母
の
希
望
と
は
い
え
、
踏
ん
切
り
が
つ
か
な
い
。
」
と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。 

今
ま
で
の
付
き
合
い
の
中
で
、
彼
女
が
仏
像
を
拝
観
す
る
お
寺
巡
り
が
大
好
き

で
、
毎
年
京
都
旅
行
を
し
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
の
で
、
一
緒
に
色
々
と
話

を
し
な
が
ら
、
大
谷
祖
廟
は
ど
う
だ
ろ
う
？
と
提
案
し
ま
し
た
。 

大
谷
祖
廟
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
廟
所
（
御
遺
骨
の
あ
る
と
こ
ろ
）
で
す
。

私
た
ち
真
宗
門
徒
は
、
遺
骨
の
一
部
を
親
鸞
聖
人
の
近
く
に
収
め
る
分
骨
を
し
て

き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
、
『
親
鸞
聖
人
の
出
遇
っ
た
お
念
仏
の
教
え
に

あ
な
た
も
ま
た
出
遇
っ
て
ほ
し
い
』
と
い
う
、
故
人
か
ら
遺
族
へ
の
最
後
の
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
「
亡
骸
は
鴨
川
に
ま
い
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
た

親
鸞
聖
人
。
こ
の
言
葉
の
真
意
や
、
そ
れ
で
も
御
廟
所
を
建
て
て
護
持
し
て
き
た

門
弟
た
ち
の
思
い
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。 

さ
て
、
友
人
が
そ
の
後
ど
う
し
た
か
と
い
う
話
で
す
が
、
ご
家
庭
が
真
宗
大
谷

派
の
門
徒
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
色
々
と
考
え
た
末
に
大
谷
祖

廟
へ
の
納
骨
を
決
め
ま
し
た
。
お
父
様
と
一
緒
に
納
骨
に
行

き
、
そ
の
次
は
一
人
で
、
そ
の
次
は
お
友
達
と
一
緒
に
お
参
り

し
て
き
た
そ
う
で
、
大
好
き
な
京
都
お
寺
巡
り
の
ル
ー
ト
に

は
、
必
ず
大
谷
祖
廟
へ
の
参
拝
が
入
る
そ
う
で
す
。
「
私
も
、
も

し
も
の
時
は
コ
コ
が
い
い
な
ぁ･･･

」
と
の
こ
と
で
す
。 

大
谷
祖
廟
へ
の
納
骨
を
お
考
え
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 



 

７ 

☆年中行事の際におとき会場となる広間

にはエアコンを取り付けていただきま

した 

☆耐震のため、壁が増えました 

☆9 月 26 日 

引き渡し 

☆総代世話人会議 

☆旧内陣だった座敷は中央を床の間にしし、

天井は格天井（ごうてんじょう）にしてい

ただきました 

☆変則的な形だった部屋でしたが、一部削っ

て廊下に 

☆旧内陣の変則的なお部屋を削ったスペース

は、コピー機や本棚を設置できる事務室に

なりました 

☆掃除やお花を生ける際に使っていた水盤を

使い勝手よくしていただきました 

☆法衣を収納・改着用のお部屋ができました 

☆トイレ増改築で使いやすくなりました 

☆
浄
敬
寺
庫
裡
改
修
工
事
に
つ
い
て 

 

二
〇
二
四
年
四
月
一
日
に
着
工
し
、
九
月
二
十
六
日
に
引
き
渡
し
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た 

今
号
で
は
、
夏
以
降
の
工
事
が
完
了
し
た
写
真
を
お
届
け
し
ま
す
。
工
事
の
進

捗
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
浄
敬
寺
だ
よ
り
四
十
三
号
に
詳
細
を
載
せ
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
合
わ
せ
て
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

                       

                  
   

   

改修工事 

ココをご覧

ください！ 



 

８ 

 
☆
当
院
の
仏
教
名
言
集 

第
三
十
七
回 

 
『 
迷
惑 

』 
 

 
 

 

以
前
勤
め
て
い
た
お
寺
の
ご
門
徒
の
家
で
お
参
り
が
終
わ
っ
た
後
、

そ
の
家
の
お
婆
さ
ん
と
お
話
を
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
お
婆
さ
ん

は
「
こ
の
年
に
な
っ
て
も
身
体
に
不
自
由
が
な
く
、
誰
に
も
迷
惑
を
掛

け
て
い
ま
せ
ん
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
看
護
師
の

娘
さ
ん
が
す
か
さ
ず
「
誰
の
迷
惑
も
掛
け
て
な
い
と
思
っ
て
い
る
自
体

が
迷
惑
な
人
だ
」
と
言
い
ま
し
た
。
お
婆
さ
ん
は
、
絶
句
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
人
は
、
精
神
的
に
も
社
会
的
に
も
独
立
者
と
な
り
、
自
分
を

確
立
し
よ
う
と
し
ま
す
。
「
一
人
で
何
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら

一
人
前
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
く
ら
い
で
す
。
そ
の
お
婆
さ
ん
も
、
年

は
取
っ
て
も
今
も
何
で
も
で
き
て
い
る
、
と
自
分
を
認
め
て
欲
し
か
っ

た
の
で
す
。
で
す
が
、
気
づ
か
な
い
と
こ
ろ
で
娘
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
お

世
話
を
焼
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
「
迷
惑
」
と
い
う
言
葉
は
仏
教
用
語

で
「
悟
り
」
の
反
意
語
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
迷
惑
」
と
は
、
煩
悩
に
よ
っ
て
惑
い
迷
わ
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。
い
わ
ば
、
人
間
の
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
「
凡
夫
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
凡
夫
に
阿
弥
陀
様
は
、
そ
の
ま
ま
の
心

持
で
我
が
名
を
称
え
よ
、
念
仏
申
せ
と
目
を
か
け
て
く
だ
さ
れ
る
の
で

す
。
昔
、
先
生
か
ら
「
念
仏
者
と
し
て
、
独
立
者
と
な
ら
ん
」
と
い
う

言
葉
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
迷
惑
な
ま
ま
で
、
独
立
者
と
な
る
。

そ
れ
が
、
お
念
仏
の
利
益
で
す
。 

（ 

当
院 

） 

  

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

 

慌
た
だ
し
く
過
ご
し
た
秋
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
大
流
行
も
、
子
ど
も
達

が
次
々
と
持
ち
込
む
風
邪
も
、
う
ま
く
か
わ
し
て
い
よ
い
よ
迎
え
た
年
末
に
、 

体
調
を
崩
し
ま
し
た
。
自
分
の
体
力
を
「
自
分
で
過
信
」
し
て
い
た
結
果
と
、

悔
や
み
ま
し
た
。
「
信
じ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
身
の
上
の
こ
と
だ

と
簡
単
に
揺
ら
ぎ
、
容
赦
な
く
現
実
は
や
っ
て
き
ま
す
。
自
分
の
都
合
で
の

思
い
込
み
で
す
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。 

親
鸞
聖
人
が
仰
っ
た
「
信
」
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
如
来
の
行
と
し
て
の

信
」
で
あ
る
と
教
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
自
分
は
大
丈
夫
と
思
い
込
ん
で
い
る

私
に
、
「
あ
な
た
が
信
じ
て
い
る
も
の
は
本
当
に
真
実
の
こ
と
で
す
か
？
」

と
呼
び
か
け
続
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

寺
が
今
ま
で
以
上
に
聞
法
の
道
場
と
し
て
機
能
し
て
い
く
よ
う
に
、
皆
さ

ん
の
ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら
模
索
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（ 

晴
香 

） 

 
 

 

☆連絡先 浄敬寺 
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8 月 13 日午前 6 時 
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