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先
月
に
引
き
続
き
、

「悪
人
正
機
」
に
つ
い
て
、
ご

一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

よ
く
ご
法
話
で

「そ
の
ま
ま
の
お
救
い
」
と
お
聞
き

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

「そ
の
ま
ま
」
と
聞
い
て
、

「こ
の
ま
ま
で
い
い
ん

だ
。
何
も
し
な
く
て
い
い
ん
だ
。
」
と
受
け
取
っ
て
し

ま
う
。
そ
こ
ま
で
は
良
い
と
思
う
の
で
す
が
、
大
抵

は
、
自
分
の
都
合
で
、
そ
の
言
葉
を
解
釈

（受
け
取
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
）
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
逆
に
、

「何
も
し
な
く
て

い
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
到
底
信
じ
ら
れ
ず
、
疑
っ
て

し
ま
う
の
が
、
私
の
心
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

「そ
の
ま
ま
」
と
言
う
の
は
、
私
の
側
か
ら
、
例
え

ば
、

「自
分
ら
し
さ
」
と
か
言
う
よ
う
に
、
私
の
側
か

ら
判
断
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
方
か

ら
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

「悲
願
は
、
た
と
へ
ば

・
・
・
磁
石
の
ご
と
し
、
本

願
の
因
を
吸
う
が
ゆ
ゑ
に
」

（
『教
行
信
証
』
行
巻
）

と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ

く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞

一
人
が
た
め
な
り

け
り
」

（
『歎
異
抄
』
後
序
）
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

あ
る
意
味
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
見
ら
れ
た
〝
私

〟の
実
体
を
知

る
、
知
ら
し
め
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
が
、

「機
の
深

信
」
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

善
人
な
ほ
も

っ
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん

や
悪
人
を
や
。
し
か
る
を
世
の
ひ
と

つ
ね

に
い
は
く
、

「
悪
人
な
ほ
往
生
す
、
い
か

に
い
は
ん
や
善
人
を
や
」
。
こ
の
条
、

一

旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
本

願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
。
そ
の
ゆ
ゑ

は
、
自
力
作
善
の
ひ
と
は
、
ひ
と
へ
に
他

力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
か
け
た
る
あ
ひ
だ
、

弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、

自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
他
力

を
た
の
み
た
て
ま

つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の

往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。
煩
悩
具
足
の
わ
れ

ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な

る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
を
、
あ
は

れ
み
た
ま
ひ
て
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本 

意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を

た
の
み
た
て
ま

つ
る
悪
人
、
も

っ
と
も
往

生
の
正
因
な
り
。
よ

っ
て
善
人
だ
に
こ
そ

往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
、
仰
せ
候 

ひ
き
。 
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七
月
七
日

（日
）
、
七
夕
の
日
、
こ
の
日
、
あ
い
に

く
雨
で
あ
り
ま
し
た
が
、
稱
讃
寺
永
代
経
法
要
を
厳
修

い
た
し
ま
し
た
。 

 

野
口
明
美
さ
ん
、
福
井
恒
彰
さ
ん
、
中
木
原
乃
既
子

さ
ん
、
高
橋
八
重
子
さ
ん
、
山
田
昌
三
さ
ん
、
巽
光
雄

さ
ん
が
、
十
二
時
半
ま
で
に
お
出
で
く
だ
さ
り
、
お
斎

を

一
緒
に
食
べ
ま
し
た
。 

 

お
斎
は
、
築
地
本
願
寺
の
紫
水
さ
ん
に
頼
み
ま
し

て
、
精
進
の
お
弁
当
に
い
た
し
ま
し
た
。 

 

一
三
時
三
〇
分
か
ら
お
つ
と
め
を
行
う
予
定
で
し
た

が
、
雨
も
降

っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
三
〇
分
早
め
て

一
三
時
か
ら
お
つ
と
め
い
た
し
ま
し
た
。 

 

お
つ
と
め
は
、

『仏
説
無
量
寿
経
』
を
お
つ
と
め
い

た
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
間
に
、
福
冨
淑
子
さ
ん
と
池
田
直
子
さ
ん
が
ご

参
拝
に
来
ら
れ
ま
し
た
。 

 

巽
さ
ん
は
、
稱
讃
寺

へ
は
初
め
て
の
ご
参
拝
で
あ
り

ま
し
た
。
今
年
四
月
に
奥
さ
ま
が
ご
往
生
な
さ
れ
、
奥

さ
ま
の
ご
実
家
が
私
の
学
生
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る

奈
良
の
勝
林
寺
さ
ん
の
ご
門
徒
さ
ん
で
あ
ら
れ
た
関
係

で
、
そ
の
ご
住
職
よ
り
お
葬
式

へ
の
出
勤
を
依
頼
さ
れ

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
り
ま
す
。 

 
勝
林
寺
さ
ん
の
離
郷
門
信
徒
さ
ん
と
し
て
、
こ
れ
か

ら
も
東
京
で
は
稱
讃
寺
が
お
取
り
次
ぎ
さ
せ
て
い
た
だ

こ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
巽
さ
ん
に
対
し
て
、
ま
た
ご

縁
の
皆
さ
ま
に
対
し
て
、
今
後
と
も
宜
し
く
お
願
い
申

し
あ
げ
ま
す
。 

 

法
話
は
住
職
が
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

  

今
日
は
、
七
夕
で
す
が
、
七
夕
も

「盂
蘭
盆
会
」
と

つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
で
す
。
七
夕
で
は
、
短
冊
に
夢

や
願
い
事
を
書
い
て
、
笹
の
枝
に
吊
し
ま
す
。 

 

多
く
は
、
夢
や
願
い
事
を
書
い
て
、
神
さ
ま
に
お
願

い
し
て
も
叶
う
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
で
努
力
す
る
こ

と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
も
、
競
技

者
は
目
標
を
持
っ
て
、
自
分
な
り
に
努
力
し
ま
す
。
応

援
は
、
そ
の
競
技
者
が
勝
つ
こ
と
を
願
い
、
応
援
し
ま

す
が
、
応
援
も
力
に
な
る
と
は
言
え
、
や
は
り
競
技
者

の
努
力
が
必
要
で
す
。 

 

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、

「願
い
」
を
叶

え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
に
、
自
分
が
努
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

現
代
は

「幸
」
と
書
い
て

「さ
ち
」

「し
あ
わ
せ
」

と
読
み
ま
す
。 

 

「幸
」
は

「手
か
せ

（手
錠
）
」
の
形
か
ら
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。

「執
着
」
の

「執
」
は
、
手
錠
を
掛

け
ら
れ
た
人
が
丸
ま
っ
て
い
る
姿
を
表
わ
し
て
い
ま

す
。

「拘
束
さ
れ
る
」

「縛
ら
れ
る
」
の
意
味
が
あ
る 

稱
讃
寺
永
代
経
法
要 

厳
修 
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「幸
」
の
字
が

「幸
福
」
と
か
、

「幸
せ
」
の
意

味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 
「浄
土
三
部
経
」
で
は
、
こ
の

「幸
」
の
字
が

一
カ
所
だ
け
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

『仏
説
無
量
寿

経
』
の

「讃
仏
偈
」
に

「幸
仏
信
明 

是
我
真

証
」
と
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
法
蔵
菩
薩
の

時
、
全
て
の
衆
生
を
救
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
心

を
、
時
の
仏
さ
ま
で
あ
る
世
自
在
王
仏
さ
ま
に
、

お
わ
か
り
い
た
だ
く
よ
う
懇
願
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

「幸
」
は

「ね
が
わ
く
は
」
を
読
ま
れ
ま

す
。

「幸

（ね
が
わ
く
は
）
」
は
、
そ
の
目
標
に

向
か
っ
て
、
賢
明
に
努
力
し
て
い
く
姿
勢
を
表
わ

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
自
由
奔
放
で

は
な
く
、
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
こ

そ
、

「幸
」
の
字
が
使
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
法
蔵
菩
薩
様
の
崇
高
な
願
い
に
は
到
底
及
ば

な
い
私

の

「ね
が
い
」
も

「願
」
で
は
な
く
、

「幸
」
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、

「自
力
」

が
必
要

な

の
で

す
。 

 

本
日
、
ご

一
緒

に
お
つ
と
め
し
ま

し
た

『仏
説
無
量

寿
経
』
は
大
変
長

い
お
経
で
、
そ
の

内
、
四
十
八
願
文

と
本
願
成
就
文
、

流
通
文
を
中
心
に

読
ま
れ
た
も
の
で

し
た
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の

「ね
が

い
」
で
は

「本
願
」
と
言

わ
れ
る
よ
う
に

「願
」
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

多
く
の
宗
教
は

「願
う

宗
教
」
で
あ
り
ま
す
。
仏

教
は
、
本
来
、

「仏
に
成

る

（悟

り

に
至

る
）
宗

教
」
で
あ
り
ま
す
。 

 

仏
教
は
大
き
く
分
け
て

「聖
道
門
」
と

「浄
土
門
」
に
分
か
れ
ま
す
。 

 

「聖
道
門
」
は
、
仏
に
成
る
た
め
、
僧
侶
が
修

行
す
る
道
で
あ
り
ま
す
。
修
行
で
き
な
い

一
般
の

人
々
は
、
そ
の
修
行
す
る
立
派
な
お
坊
さ
ん
を

頼
っ
て
救
わ
れ
よ
う
と
ね
が
う
の
で
す
。 

 

「浄
土
門
」
は
、
も
う
こ
の
世
に
は
自
ら
仏
に

成
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

ご
本
願
に
よ
っ
て
、
救
わ
れ
る
し
か
な
い
と
い
う

教
え
で
す
。 

 

法
然
聖
人

・
親
鸞
聖
人
以
前
は
、

「至
心
信
楽

欲
生
我
国
乃
至
十
念
」
の

「欲
生
我
国
」
を

「私

（阿
弥
陀
仏
）
の
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
ね
が
い

な
さ
い
」
と
の
言
葉
に
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と

を
願
い
、
生
ま
れ
る
た
め
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、

お
念
仏
を
数
多
く
唱
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

か
。
善
い
行
い
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
。 

 

実
は
、
現
代
の
浄
土
真
宗
を
信
仰
す
る
私
た
ち

も
、
い
つ
し
か
、

「願
う
宗
教
」
に
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本

願
は
、
唯

一
つ
、

「ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

必
ず
あ
な
た
を
仏
に
し
ま
す
」
と
い
う
誓
い
で
あ

り
、
願
い
で
あ
り
、
そ
の

「誓
願
」
は
既
に

「成

就
」
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
ご
本
願
の

お
い
わ
れ

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
呼
び
声
を
聞

き
、
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
が

「ご
信
心
を
い
た

だ
く
」
こ
と
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

「そ
の
ま
ま
救
う
」
と
は
、

「じ
ゃ
あ
、
私
は

こ
の
ま
ま
で
い
い
の
だ
」
と
勘
違
い
す
る
こ
と
で

は
な
く
、

「罪
悪
深
重

・
煩
悩
熾
盛
」
の
私
で
し

か
な
い
と
言
う
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
た
こ
と
で

あ
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
方
が
、

一
方
的
に
、

「そ

う
い
う
あ
な
た
だ
か
ら
こ
そ
、
私
が
必
ず
仏
に
し

ま
す
」
と
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
味
わ

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

「願
う
宗
教
」
で
は
な
く
、

「阿
弥
陀
さ
ま
が

願
い
、
そ
れ
も
た
だ
願
っ
て
お
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
既
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
、
は
た
ら
き
続

け
て
お
ら
れ
る
」
と
い

う
意
味
で
の
本

「願
」

な
の
で
す
。 

 

「阿
弥
陀
さ
ま
の
ご

本
願
に
か
な
っ
た
生
き

方
」
と
は
、
阿
弥
陀
さ

ま
に
応
え
る
た
め
の
生

き
方
を
要
求
し
て
い
る

こ
と
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。 

２ 
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３ 

 
 

〈世
間
的
と
出
世
間
的
立
場
の
ち
が
い
〉 

 

さ
ら
に
仏
教
に
お
け
る
善
悪
は
、
次
の
よ
う
な
観
点

か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。
仏
教
で
は
人
間
の
行
為
に
つ
い
て
、
身
業
、
口

業
、
意
業
の
三
種
に
区
別
す
る
。
そ
の
中
、
は
じ
め
の

二
業
を
思
已
業
、
後
の
一
業
を
思
業
と
分
け
る
。
換
言

す
れ
ば
思
已
業
は
身
体
や
口
に
表
れ
た
行
為
で
あ
り
、

思
業
と
は
表
れ
る
以
前
の
意
思
行
為
で
あ
る
。
世
間
的

な
立
場
で
は
、
善
悪
の
判
断
は
思
已
業
に
つ
い
て
す
る

の
が
普
通
で
あ
る
が
、
仏
教
に
お
い
て
は
よ
り
根
源
的

な
も
の
と
し
て
意
業
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
仏
教
の
立
場
は
世
間
的
に
比
べ
れ
ば
、

は
る
か
に
厳
密
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
何
と
な
れ
ば
、
人
間
は
し
ば
し
ば
表
裏
不
相

応
で
あ
り
、
内
外
不

一
致
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い

な
、
人
は
容
易
に
内
面
の
意
思
や
感
情
を
表
面
に
あ
ら

わ
さ
な
い
し
、
し
ば
し
ば
内
心
と
相
反
す
る
動
作
を
示

し
、
言
葉
を
用
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
表
面
に
表

れ
た
行
為
が
善
と
見
え
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
裏
面
に

ひ
そ
む
我
愛
の
心
を
ふ
か
く
反
省
し
た
な
ら
ば
、
お
そ

ら
く
自
分
の
行
為
を
善
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
の
で
き

る
も
の
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
善
導
が

『観
無
量
寿

経
』
の

「至
誠
心
」
を
解
釈
し
て 

 
 

外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
、
内
に
虚
仮
を
懐 

 
 

く
こ
と
を
得
ざ
れ 

と
説
い
て
、
真
実
心
と
は
内
外
共
に

一
致
し
て
真
実
な

る
心
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
示
し
た
の
に
、
親
鸞
が

こ
の
言
葉
を

『教
行
信
証
』
に
引
用
す
る
場
合
に 

 
 

外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。 

 

 
 

内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り 

と
読
み
か
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な

彼
の
立
場
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
容
易
に
う
な
ず
く
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
親
鸞
は
五
逆
と
謗
法
の

罪
に
つ
い
て
も 

 
 

師
を
そ
し
り
、
善
知
識
を
か
ろ
し
め
、
同
行
を
も 

 

 
 

あ
な
づ
り
な
ん
ど
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
よ
し
、
き
き 

 
 

さ
ら
ふ
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
く
さ
ふ
ら
ふ
。
す
で
に 

 
 

謗
法
の
ひ
と
な
り
、
五
逆
の
ひ
と
な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

（末
灯
鈔
第
二
十
通
） 

と
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
お
い
て
は
善
悪
の
判

断
は
、
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
公
道
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

決
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
悪
心
を
い
だ
い
た
こ

と
は
す
で
に
悪
業
を
犯
し
た
も
の
に
ひ
と
し
い
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「心
に
色
情
を
い
だ
き
て
女
人
を

見
る
も
の
は
、
す
で
に
姦
淫
せ
る
に
お
な
じ
き
な
り
」

と
い
う
聖
書
の
言
葉
も
ま
た
こ
の
立
場
を
示
し
て
い

る
。 

 

こ
こ
ま
で
掘
り
下
げ
た
親
鸞
に
お
い
て
は
、
も
は
や

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に

外
な
ら
な
か
っ
た
。
殺
生
は
明
ら
か
に
罪
で
あ
る
。
し

か
し
誰
か
殺
生
を
犯
さ
な
い
で
生
き
て
い
る
人
が
あ
る

か
。

「海
川
に
網
を
ひ
き
、
釣
を
し
て
世
を
わ
た
る
も

の
も
、
野
山
に
猪
を
狩
り
、
鳥
を
取
り
て
命
を
つ
な
ぐ

と
も
が
ら
も
、
商
い
を
し
、
田
畠
を
作
り
過
ぐ
る
人
も

同
じ
こ
と
」

（歎
異
抄
第
十
三
通
）
で
は
な
い
か
。
そ

の
よ
う
な
も
の
は
永
遠
に
救
わ
れ
な
い
と
い
う
の
か
。

次
に
述
べ
る
よ
う
と
す
る
悪
人
正
機
の
思
想
は
、
こ
の

よ
う
な
立
場
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

〈悪
と
愚
〉 

 

な
お
、
親
鸞
は
み
ず
か
ら

「愚
禿
」
と
称
し
た
の
み

な
ら
ず
、
し
ば
し
ば
人
間
を
愚
者
と
呼
ん
だ
。

「愚
鈍

の
衆
生
」

「愚
悪
の
衆
生
」

「垢
障
の
凡
愚
」
と
い
う

言
葉
づ
か
い
が
そ
れ
で
あ
る
。
愚
は
賢
に
対
す
る
言
葉

で
あ
り
、
愚
者
は
必
ず
し
も
悪
人
で
は
な
い
。
賢
明
な

知
識
人
で
あ
っ
て
罪
を
犯
す
も
の
の
何
と
多
い
現
実
の

世
相
で
あ
る
こ
と
か
。 

 

け
れ
ど
も
仏
教
に
お
い
て
は
、
諸
法
は
本
来
平
等
で

あ
る
と
説
き
、
こ
の
道
理
を
体
得
す
る
こ
と
を
悟
り
と

し
、
こ
れ
に
反
し
て
我
執
に
と
ら
わ
れ
る
も
の
を
迷
い

と
す
る
。
し
た
が
っ
て
迷
悟
の
区
別
は
、
こ
の
真
理
を

見
る
智
慧
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
せ
ら
れ
る
。
悟
り
と

は
智
恵
の
眼
の
開
け
た
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
迷
い
と

は
盲
い
た
る
も
の
の
別
名
に
外
な
ら
な
い
。
智
恵
は
光

に
た
と
え
ら
れ
、
ま
た
明
り
に
た
と
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
我
執
煩
悩
は
闇
に
た
と
え
ら
れ
、
ま
た
無
明

と
い
わ
れ
る
。
親
鸞
が

『
浄
土
和
讃
』
の
中
に
阿
弥
陀

仏
を

「真
実
明
」
と
呼
び
、
わ
れ
わ
れ
を

「世
の
盲

冥
」
と
い
う
の
も
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。 

 

さ
れ
ば
親
鸞
に
お
け
る
愚
と
は
、
世
間
的
知
識
や
学

問
を
も
た
な
い
も
の
の
意
味
で
は
な
く
、
常
に
我
執
に

と
ら
わ
れ
た
真
理

へ
盲
目
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
ず

る
。
し
か
も
我
執
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
、
な
お
そ
れ
を

我
執
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
と
気
づ
か
な
い
と
こ
ろ
に
、

愚
の
愚
た
る
意
味
が
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
仏
教
に
お
け
る
悪
と
は
、
す
で
に
定
義
し

た
よ
う
に
、
第

一
義
諦
に
背
く
行
為
で
あ
り
、
諸
法
平

等
の
道
理
に
背
い
て
我
愛
の
心
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
の

行
為
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
親
鸞
に
お
け
る
悪

と
愚
と
は
同
意
語
で
あ
っ
た
。
愚
者
の
行
為
は
常
に
あ

く
で
し
か
な
い
。
悪
の
行
為
を
な
す
も
の
を
愚
者
と
名

づ
け
る
。
か
く
て
す
べ
て
の
人
間
は
愚
者
で
あ
る
と
友

に
悪
人
で
あ
る
、
と
看
破
し
た
の
が
親
鸞
で
あ
っ
た
。

ま
こ
と
に
徹
底
し
た
人
間
観
で
あ
っ
た
。 

『親
鸞
読
本
』 

 
 

ー
そ
の
人
間
像
の
追
求
ー 

村
上
速
水
先
生 

著 
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こ
の
よ
う
な
深
い
人
間
性
の
洞
察
に
於
い
て
、
彼
が

そ
の
身
心
を
投
托
し
た
の
が
他
力
の
救
済
で
あ
っ
た
。

し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
、
他
力
と
い
う
言

葉
ー
依
存
主
義
や
頼
他
主
義
に
は
、
な
お
自
力
の
可
能

性
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
親
鸞
に
お
け
る
他
力

と
は
、
極
重
悪
人
の
自
覚
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本

願
に
乗
ず
る
よ
り
外
に
道
な
し
と
選
ん
だ
他
力
で
あ
っ

た
。
親
鸞
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
悪
と
愚
の
意
味
が
正

し
く
理
解
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
他
力
本
願
の
意
味
も

ま
た
正
し
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

七 

悪
人
な
れ
ば
こ
そ
ー
悪
人
正
機
ー 

  
 

〈悪
人
正
機
〉 

 

親
鸞
が
人
間
を
悪
人
と
す
る
立
場
は
理
解
さ
れ
た
と

し
て
も
、
な
お
、
そ
の
よ
う
な
悪
人
こ
そ
、
ま
ず
救
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
す
る
悪
人
正
機
説

へ
の
説

明
は
充
分
で
は
な
い
。
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
親
鸞
の
思

想
ー
悪
人
正
機
説
を
、
も
っ
と
も
明
ら
か
に
示
さ
れ
た

も
の
は
、

『歎
異
抄
』
第
三
章
の
言
葉
で
あ
る
。 

 
 

善
人
な
ほ
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を 

 
 

や
。
し
か
る
を
世
の
人
つ
ね
に
い
は
く
、
悪
人
な 

 
 

ほ
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
と
。
こ 

 
 

の
条

一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
本 

 
 

願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り 

云
々 

 

何
と
い
う
意
外
な
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ

の
思
想
は
決
し
て

『歎
異
抄
』
に
だ
け
見
え
る
も
の
で

は
な
い
。
す
で
に

『教
行
信
証
』
の
は
じ
め
に 

 
 

権
化
の
仁
、
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救
済
し
、
世 

 
 

雄
の
悲
、
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
ん
と
欲
す 

と
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
親
鸞
自
身
の
思
想
で
あ
る
こ
と

が
確
認
せ
ら
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
数
あ
る
批
判
や
誤
解
の
中
で
、
お
そ
ら
く

こ
の
思
想
ほ
ど
多
く
の
誤
解
を
う
け
た
も
の
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
す
で
に
親
鸞
の
生
存
中
に
、
こ
の
教
え
を
聞

き
あ
や
ま

っ
て
、
増
悪
無
碍
の
邪
見
に
陥
る
人
々
が

あ
っ
た
こ
と
は
、 

 
 

そ
の
か
み
邪
見
に
お
ち
た
る
ひ
と
あ
て
、
悪
を
つ 

 
 

く
り
た
る
も
の
を
た
す
け
ん
と
い
ふ
願
に
て
ま
し 

 
 

ま
せ
ば
と
て
、
わ
ざ
と
こ
の
み
て
悪
を
つ
く
り
て 

 
 

往
生
の
業
と
す
べ
き
よ
し
を
い
ひ
て
、
や
う
や
う 

 
 

に
あ
し
ざ
ま
な
る
こ
と
の
き
こ
へ
さ
ふ
ら
ふ 

（第
十
三
章
） 

と
記
さ
れ
て
あ
る

『歎
異
抄
』
の
文
に
よ
っ
て
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
と
よ
り
親
鸞
の
真
意

に
も
と
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
対
し
て
彼

が
そ
の
手
紙
の
中
に

「薬
あ
れ
ば
と
て
毒
を
こ
の
む
べ

か
ら
ず
」
と
、
き
び
し
く
誡
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。 

  
 

〈誤
解
の
生
ず
る
原
因
は
何
か
〉 

 
で
は
、
悪
人
正
機
の
教
え
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
誤
解

の
起
る
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理

由
は
次
の
三
点
に
要
約
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
か
。 

㈠ 

道
徳
の
立
場
と
宗
教
の
立
場
と
の
混
同 

㈡ 

い
わ
ゆ
る
悪
人
が
、
自
己
自
身
の
こ
と
と
し
て
受

け
と
ら
れ
て
い
る
か
、
ど
う
か
。 

㈢ 

正
機
と
は
、
仏
の
慈
悲
の
側
か
ら
の
言
葉
で
あ
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、
ど
う
か
。 

 

第

一
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
の
べ
た
通
り
で
あ
る
。

親
鸞
の
他
力
信
仰
は
、
廃
悪
修
善
の
道
徳
的
宗
教
が
破

綻
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
道
徳
の
実
践
に
よ
っ
て

成
仏
と
い
う
理
想
を
実
現
で
き
る
と
考
え
て
い
る
人
々

に
は
、
お
そ
ら
く
容
認
で
き
な
い
思
想
で
あ
る
に
ち
が

い
な
い
。
し
か
し
そ
の
人
た
ち
に
お
い
て
は
、
悪
人
は

永
遠
に
す
く
わ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
仏
教
は
ど
こ
ま
で
も
自
己

自
身
の
解
脱
に
か
か
わ
る
教
え
で
あ
り
、
単
に
な
が
め

ら
れ
た
人
間
研
究
の
教
え
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
は 

 
 

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、 

 
 

ひ
と

へ
に
親
鸞

一
人
が
た
め
な
り
け
り 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

（歎
異
抄

・
結
文
） 

と
い
っ
た
。
彼
に
お
け
る
悪
人
と
は
、
客
観
的
に
な
が

め
ら
れ
た
人
間
の
す
が
た
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
内
観

の
眼
に
映
っ
た
人
間
の
す
が
た
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
人
を
悪
人
と
侮
蔑
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
己
を

悪
人
と
し
て
慚
愧
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。 

 

第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
が

『教
行
信
証
』
に

引
用
し
た 

 
 

譬
え
ば

一
人
に
し
て
七
子
有
ら
ん
、
是
の
七
子
の 

 

 
 

中
に
病
い
に
遇
え
ば
、
父
母
の
心
は
平
等
な
ら
ざ 

 
 

る
に
は
非
ざ
れ
ど
も
、
然
も
病
子
に
於
い
て
、
心 

 
 

則
ち
偏
え
に
重
き
が
如
し
。

・
・
・
如
来
も
亦
爾 

 
 

な
り
。
諸
の
衆
生
に
於
い
て
平
等
な
ら
ざ
る
に
非 

 
 

ざ
れ
ど
も
、
然
も
罪
な
る
者
に
於
い
て
、
心
則
ち 

 
 

偏
え
に
重
し
。
放
逸
の
者
に
於
い
て
仏
則
ち
慈
念 

 
 

し
た
も
う
。
不
放
逸
の
者
は
心
則
ち
放
捨
す 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

（信
巻
） 

と
い
う

『
涅
槃
経
』
の
文
を
よ
め
ば
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
慈
悲
は
す
で
に
道
徳
の
心
で
は
な
い
。
道
徳
を
超

え
た
立
場
に
あ
る
心
で
あ
る
。
悪
人
正
機
と
は
仏
の
慈

悲
の
立
場
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
。
仏
か
ら
の
言
葉
で
あ

る
も
の
を
、
人
間
か
ら
の
言
葉
と
し
て
持
ち
な
お
す
と

き
、
こ
の
言
葉
は
道
徳
を
破
壊
す
る
言
葉
と
な
り
、
倫

理
を
無
視
す
る
言
葉
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
誤
っ
た
人

間
か
ら
の
言
葉
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 
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〈悪
人
正
機
の
思
想
が
よ
び
起
す
も
の
〉 

 
悪
人
正
機
の
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
思

想

で
あ
る
。
親
鸞
が
、
阿
弥
陀
仏

の
第
十
八
願
に

「唯
、
五
逆
と
正
法
を
誹
謗
す
る
も
の
を
除
く
」
と
あ

る
言
葉
を
、
か
え
っ
て
仏
の
願
心
は
そ
の
よ
う
な
極
悪

人
に
注
が
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
受
け
と

っ
た
こ
と

は
、

一
見
、
大
胆
き
わ
ま
る
無
謀
な
解
釈
の
よ
う
に
見

え
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
立
場
が
理
解
さ
れ

れ
ば
、
そ
う
い
う
理
解
こ
そ
、
仏
意
に
か
な
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
親

鸞
は
目
を
も

っ
て
経
典
の
文
字
を
読
ん
だ
人
で
は
な

く
、
身
体
を
も
っ
て
、
文
字
の
底
に
流
れ
る
仏
心
を
つ

か
ん
だ
人
で
あ
っ
た
。 

 

さ
れ
ば
親
鸞
の
悪
人
正
機
説
は
、
自
己
の
悪
を
是
認

す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
悪
を
す
す
め
る
教

え
で
は
な
い
。
廃
悪
修
善
の
道
に
敗
れ
、
底
知
れ
ぬ
罪

業
に
悲
歎
す
る
も
の
に
注
が
れ
る
、
仏
の
大
悲
心
を
頂

戴
し
た
人
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
仏
心

に
目
ざ
め
る
も
の
は
、
自
ら
の
悪
業
を
慚
愧
し
つ
つ

も
、
か
え
っ
て
仏
意
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
嗜
み
の
心

が
お
こ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
道
徳
の
限
界
を
心
得
な
い

で
、
自
己
の
善
に
誇
る
人
に
も
ま
し
て
、
き
び
し
い
反

省
と
積
極
的
な
善

へ
の
追
求
実
践
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、

一
た
び
は
否
定
せ
ら
れ
た
倫
理

的
行
為
が
、
再
び
報
恩
行
と
し
て
よ
み
が
え
る
理
由
が

あ
る
。 

 

か
く
て
悪
人
正
機
の
思
想
は
、
人
々
と
し
て
人
間
の

真
実
相
に
目
ざ
め
し
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
深
い
自
覚

の
立
場
か
ら
、
新
し
い
意
味
を
も
っ
て
道
徳
的
、
社
会

的
実
践
を
よ
び
お
こ
す
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い

え
よ
う
。 

  
 

〈学
問
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
〉 

 

な
お
、
親
鸞
の
悪
人
正
機
説
に
つ
い
て
、
学
問
的
に

は
色
々
な
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
正
機
と
は
傍
機
に

対
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
悪
人
と
い
わ
れ
る
悪
の
意
味

を
、
万
人
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
意
味
と
解
釈
し
た
な

ら
ば
、
傍
機
た
る
善
人
は
い
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
問
題
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
悪
人
正
機
の
悪
人
と

は
、
当
時
の
権
力
者
た
ち
か
ら

「悪
人
と
よ
ば
れ
た
」

農
民
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
漁
猟
を
事
と
す
る
よ
う

な
下
層
階
級
の
人
で
あ
る
と
か
、
ま
た
殺
生
を
事
と
し

た
武
士
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ど
と
い
う
、
さ

ま
ざ
ま
な
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
か
り
に
そ

う
い
う
社
会
階
級
的
な
あ
る
特
定
の
身
分
や
職
業
の
人

を
さ
し
て
い
た
な
ら
ば
、
社
会
機
構
や
変
革
や
時
代
の

変
遷
と
と
も
に
、
悪
人
と
い
わ
れ
る
人
々
の
実
態
が
変

わ
る
こ
と
に
な
る
。
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
対
象
が
、
時

代
や
社
会
の
変
遷
に
伴
っ
て
変
る
と
い
う
の
は
、
滑
稽

な
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 
こ
こ
で
は
や
は
り
宗
教
的
善
根
を
積
む
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
を
悪
人
と
し
、
自
力
に
よ
っ
て
善
根
を
積
習

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
、
そ
の
道
を
歩
む
人
々

を
善
人
と
し
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
前
掲
の
言
葉
に
つ
づ
い
て 

 
 

そ
の
ゆ
へ
は
、
自
力
作
善
の
ひ
と
は
、
ひ
と

へ
に 

 
 

他
力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
か
け
た
る
あ
ひ
だ
、
弥
陀 

 
 

の
本
願
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
自
力
の
こ
こ 

 
 

ろ
を
ひ
る
が
え
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
る 

 
 

れ
ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。
煩
悩 

 
 

具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を 

 
 

は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
、
あ
は
れ
み 

 
 

た
ま
ひ
て
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏 

 
 

の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪 

 
 

人
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り 

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
善
人
と
は
自
力
作
善
の
人
で
あ

り
、
悪
人
と
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
こ
と
に
外
な
ら
な

い
。 

 

な
お
、
近
年

「悪
人
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
」
と

い
う
言
葉
か
ら
、

「悪
人
正
因
」
と
い
う
こ
と
を
主
張

し
、
悪
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
救
い
の
理
由
で
あ
る

か
の
よ
う
に
主
張
す
る
人
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
決
し

て
そ
う
で
は
な
い
。
先
の
分
に 

 
 

自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
え
し
て
、
他
力
を
た
の 

 
 

み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る 

 
 

な
り 

と
い
い
、
ま
た 

 
 

他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生 

 
 

の
正
因
な
り 

と
あ
る
よ
う
に
、

「他
力
を
た
の
む
」
と
い
う
こ
と
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
信
順
す
る
こ
と
こ
そ
、
往
生
の

正
因
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
悪
人
で
あ
る
こ

と
が
往
生
の
正
因
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
本
願

の
制
約
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
信
仰
そ
の
も
の

を
否
定
す
る
邪
見
に
陥
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

  

「正
因
」
と
言
え
ば
、

「信
心
正
因
」
を
思
い
起
こ
し
ま

す
。

「信
心
」
に
は
、

「機
の
深
信
」
と

「法
の
深
信
」
の

二
種
が
あ
り
ま
す
。

「悪
人
正
機
」
は

「機
の
深
信
」
に
相

当
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

「機
の
深
信
」
は

「決
定
し
て

深
く
、
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ

の
か
た
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な

し
と
信
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

「法
の
深
信
」

（決
定

し
て
深
く
、
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し

て
疑
い
な
く
慮
り
な
く
、
か
の
願
力
に
乗
じ
て
定
ん
で
往
生

を
う
と
信
ず
）
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
、
私
が
自
身
を
分

析
し
た
も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
が
私
の
実
体

を
教
え
て
く
れ
て
慚
愧
に
至
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
阿
弥
陀
さ
ま
は

〝罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
あ
な
た

だ
か
ら
こ
そ
〟
と
い
う
の
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
見
た
、
救

わ
ず
に
は
お
れ
な
い

〝
あ
な
た
〟
だ
と
い
う
の
で
す
。 

５ 



7 

 

去
る
六
月
七
日

（金
）
、
箭
内
絃
音
ち
ゃ
ん
の

初
参
式
を
挙
行
い
た
し
ま
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

に
あ
た
る
鈴
木
登
美
子
さ
ん
の
ご
祥
月
ご
命
日
法

要
に
あ
わ
せ
て
の
お
参
り
で
し
た
。 

 

お
念
珠
と
式
章

（ま
だ
大
き
す
ぎ
る
の
で
す

が
）
を
お
渡
し
し
ま
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
ご

一
緒
の
お
参
り
で
し
た
。 

 

坂
根
さ
ん
は
、
毎
月
三
日
に
奥
さ
ま
の
お
月
忌

法
要
を
ご
自
宅
で
お
つ
と
め
で
あ
り
、
毎
月
、
住

職
が
お
参
り
に
行
か
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

 
一
月
前
に
、
七
月
三
日
は
、
新
盆

（七
月
盆
）

も
近
い
の
で
、
お
墓
参
り
を
し
ま
し
ょ
う
と
お
約

束
し
て
お
り
ま
し
た
。 

 

当
日
は
、
お
天
気
に
も
恵
ま
れ
、
住
職
が
車
で

お
迎
え
に
行
き
ま
す
と
、
も
う
外
に
出
て
お
ら

れ
、
待

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
二
人
で
東
組
浄
光

寺
様
の
境
内
に
あ
る
お
墓
に
お
参
り
し
ま
し
た
。

久
々
の
お
墓
参
り
で
、
坂
根
さ
ん
も
ご
安
心
の
様

子
で
し
た
。 

 

※
七
月
八
月
、
お
盆
法
要
を
ご
自
宅

・
お
墓
で
行

い
た
い
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
日
程
調
整
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
お
参
り
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

去
る
六
月
二
十
二
日

（土
）
午
後
二
時
よ
り
浄

光
寺
さ
ん
で
令
和
元
年
度
の
東
組

・
組
会
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
二
十
二
カ
寺
中
、
僧
侶
議
員
十
七

名
、
門
徒
議
員
十
名
の
方
に
、
出
席
い
た
だ
き
、

議
事
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

今
年
度
の
計
画
と
し
て
、
既
開
催
で
あ
り
ま
す

が
、
六
月
六
日
、
東
組
仏
教
婦
人
会
連
盟
総
会
が

築
地
本
願
寺
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

十
二
月
十

一
日
に
東
組
実
践
運
動
推
進
僧
侶
寺

族
研
修
会
を
開
催
予
定
。
翌
年
三
月
十
二
日
に
は

ご
門
徒
さ
ん
も
出
席
い
た
だ
き
た
い
東
組
実
践
運

動
推
進
協
議
会
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。 

 

組
会
の
最
後
、
隆
照
寺
の
前
ご
住
職
の
小
柴
正

照
先
生
が
こ
の
度
の
春
の
叙
勲
で
、
永
年
の
保
護

司
活
動
に
対
し
て

「瑞
宝
双
光
章
」
受
章
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
東
組
よ
り
さ
さ
や
か
な
が
ら
お
祝
い

の
品

（輪
袈
裟
）
を
贈
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

組
会
後
、
引
き
続
き
、
総
代
世
話
人
研
修
会
を

行
い
、
総
勢
三
十
五
名
の
出
席
で
し
た
。
ご
講
師

に
西
岨
浄
圓
寺
の
芝
田
正
順
先
生
を
お
招
き
し

て
、
ご
法
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

『讃
仏
偈
』

の

「幸
仏
信
明
」
か
ら

「し
あ
わ
せ
」
に
つ
い
て

お
話
さ
れ
、

「子
ど
も
の
貧
困
」
の
こ
と
に
つ
い

て
触
れ
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
が
な
ん
と
何
も
知
ら

ず
、
気
づ
か
ず
に
い
た
こ
と
か
と
反
省
せ
ず
に
は

お
ら
れ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

６ 

「初
参
式
」
を
行
い
ま
し
た 

お
墓
参
り
し
ま
し
た 

東組浄光寺境内墓地（中木原氏と稱讃寺

の共同使用のお墓です。 

東
組 

組
会

・
総
代
世
話
人
研
修
会 

報
告 
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二
〇

一
九
年 

七
月 

法
務

・
布
教

・
出
向
予
定 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

  

 

四
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 

六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
八
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
五
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

二
〇

一
九
年 

八
月
の
行
事
予
定 

 

 
 

 

三
日

（水
） 

坂
根
家
お
盆

（お
墓
） 

九
時
半 

  

六
日

（土
） 

中
山
家
新
盆

（所
沢
）
十

一
時 

 
 

 
 

 
 

 

 

七
日

（
日
） 

稱
讃
寺
永
代
経
法
要 

十
二
時
半 

 

一
五
日

（月
） 

田
中
家
新
盆 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
一
周
忌
法
要 

十

一
時 

 

二

一
日

（
日
） 

善
了
寺
法
助 

十

一
時 

 

二
七
日

（土
） 

松
山
家

一
周
忌
法
要 

十

一
時 

 

二
八
日

（
日
） 

福
壽
家
納
骨
法
要 

十

一
時 

 
 

 
 

 
 

 

手
島
家

一
周
忌
法
要 

十
四
時 

 

※
十
三
日
は
、

一
ツ
家
三
丁
目
町
会
の
盆
踊
り
に 

 

 

つ
き
、
法
務
は
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す 

 

こ
と
を
ご
了
承
願
い
ま
す
。 

  

二
〇

一
九
年
七
月
の
行
事
予
定 

言
葉

こ

と

ば

は 

癒い
や

や
し
に
も 

  
 

武
器

ぶ

き

に
も
な
る 

  

二
〇

一
九
年

「心
の
と
も
し
び
」
七
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

六
日

（土
） 
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

七
日

（
日
） 

永
代
経
法
要 

十
二
時
半 

 

一
四
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
九
時 

 

一
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二

一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

※
七
月
八
月
、
お
盆
法
要
を
お
つ
と
め
の
ご
予
定
が 

 

あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 
 
 

  

 
一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 

六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

八
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
五
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
二
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
九
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

二
〇

一
九
年 

九
月
の
行
事
予
定 

二
〇

一
九
年
度 

稱
讃
寺
門
信
徒
会
費 

 

年
会
費 

六
千
円 

振
込
先 

城
北
信
用
金
庫 

一
ツ
家
支
店 

名 

義 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱
讃
寺
教
会 

 
 

 
 

 

代
表 

北 

村 
 

信 

也 

口 

座 

普
通 

６
１
７
６
０
５
１ 


