
  

 

五
月
か
ら
Ｈ
ｕ
ｌ
ｕ
の
海
外
ド
ラ
マ
に
は
ま
り
、
最

近
見
て
い
る
の
が

「ラ
ス
ト

・
シ
ッ
プ
」
で
す
。 

 

ウ
ィ
ル
ス
に
よ
り
世
界
が
滅
亡
し
て
い
く
中
、

一
隻

の
ア
メ
リ
カ
海
軍
の
船
が
、
ワ
ク
チ
ン
開
発
の
た
め
、

一
人
の
研
究
者
を
乗
せ
て
、
航
海
す
る
の
で
す
。
既
に

ど
こ
の
国
家
も
機
能
し
て
お
ら
ず
、
ワ
ク
チ
ン
を
奪
お

う
と
す
る
元
他
国
の
軍
が
出
て
き
た
り
、
ワ
ク
チ
ン
を

開
発
す
る
の
に
、
三
十
数
匹
の
サ
ル
を
実
験
で
犠
牲
に

し
、
最
後
の
一
匹
で
ワ
ク
チ
ン
が
効
き
、
ク
ル
ー
六
人

に
投
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
う
ち

一
人
は

亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
五
人
も
亡
く
な
り
か
け
た

の
で
す
が
、
原
因
が
判
り
、
そ
の
う
え
、
治
療
薬
も
完

成
す
る
の
で
す
。
ワ
ク
チ
ン
・
治
療
薬
を
量
産
し
て
、

世
界
中
の
人
び
と
を
救
お
う
と
母
国
に
帰
り
ま
す
。
し

か
し
、
そ
こ
に
待
っ
て
い
た
の
は
、
大
統
領
も
い
な
い 

      

 

 

稱
讃 

二
一
〇
号 

二
〇
二
〇
年
六
月

一
日
発
行

 

慈
悲
に
聖
道
・浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。 

聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の
を
あ
は 

れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し 

か
れ
ど
も
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け 

と
ぐ
る
こ
と
、
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
。  

『歎
異
抄
』第
四
条
よ
り 

 

発
行 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱 

讃 

寺 
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ま
す
が
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
、
立
ち
向
か
っ
て
い

く
の
で
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン
を
世
界
中
で
、

今
、
研
究
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
完
成
ま
で
数
年
掛

か
る
と
言
わ
れ
、
国
別
に
競
い
合

っ
て
い
る
よ
う
な
感

じ
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
日
本
も
自
国
作
成
に
力
を
入

れ
て
、
人
材
と
お
金
を
投
与
す
る
べ
き
と
の
意
見
が
あ

り
ま
す
。

一
方
、
自
国
優
先
が
果
た
し
て
良
い
の
か
？

貧
し
い
国
、
発
展
途
上
国
は
、
ほ
っ
と
い
て
良

い
の

か
？
と
の
意
見
も
あ
り
ま
す
。
競
い
合
う
こ
と
で
、
開

発
が
進
む
の
か
、
お
互
い
に
協
力
し
あ
う
方
向
は
な
い

の
か
？
こ
こ
で
は
効
い
て
も
、
他
で
は
効
か
な
い
こ
と

も
あ
る
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
先
ず
は
自
国
か
ら
と
言

わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
国
連
は
？ 

 

「ラ
ス
ト

・
シ
ッ
プ
」
で
も
、
ワ
ク
チ
ン
開
発
の
奪

い
合
い
が
あ
っ
た
り
、
開
発
す
る
上
で
多
く
の
犠
牲
者

が
出
て
い
ま
し
た
。
助
か
る
者
、
亡
く
な

っ
て
い
く
者

を
見
て
い
て
、

一
喜

一
憂
し
て
い
ま
す
。 

 

主
人
公
の
艦
長
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
人
格
は
、
と

て
も
私
な
ど
は
真
似
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

彼
こ
そ
、
聖
道
門
の
慈
悲
の
お
手
本
か
な
と
思
い
ま

す
。
と
言
え
、
彼
で
さ
え
、
全
て
を
救
う
こ
と
は
出
来

ず
、
自
身
の
ふ
が
い
な
さ
を
嘆
き
ま
す
。
航
海
途
中
で

も
多
く
の
患
者
が
そ
こ
に
居
る
の
に
、
ど
う
す
る
こ
と

も
出
来
ず
に
お
り
ま
し
た
。
研
究
者
も
、
多
く
の
人
を

救
う
の
だ
と
い
う
大
義
名
分
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
実
は
、
私
に
し
か
出
来
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う

で
、
研
究
を
誰
と
も
共
有
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。 

 

母
国
で
虐
殺
を
す
る
者
の
言
い
分
は
、
現
実
を
知
ら

な
す
ぎ
る
、
き
れ
い
事
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
。 

 

今
月
の
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー

「人
が
何
よ
り
も
執
着
せ

ん
と
す
る
も
の
が
自
分
で
あ
る
」

（毎
田
周

一
氏
）
私

た
ち
は
自
分
の
正
義
を
唯

一
と
し
が
ち
な
の
で
す
ね
。 

崩
壊
し
た
母
国
で
し
た
。
そ
こ
で
は
、

「新
世
界
」
と

謳
っ
て
、
人
を
選
別
し
て
、
虐
殺
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し

た
。
艦
長
を
は
じ
め
、
ワ
ク
チ
ン
・
治
療
薬
を
開
発
し
た

研
究
者
、
ク
ル
ー
全
員
は
そ
の
状
況
を
知
り
、
愕
然
と
し 

 
 

「悪
疫
退
散
」
の
花
火 

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
れ
で
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

〝自
分
が
出
来
る
こ
と
〟
と
し
て
、
三
密
を
避
け
て
、
人
び
と
の
心
を
少
し
で

も
和
ま
せ
よ
う
と
取
り
組
ま
れ
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
ね
。 
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去
る
五
月
二
十
七
日
、
中
木
原
政
志
様

（法
名 

釋
正

定
）

（奥
さ
ま
の
乃
既
子
様
が
当
寺
の
門
徒
総
代
さ
ん
に

な
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
）
が
、
八
十
八
年
を

一
期
と
し
、

こ
の
度
、
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

五
月
二
十
九
日
、
お
通
夜
、
三
十
日
、
お
葬
式
が
、
厳

か
に
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

中
木
原
さ
ん
ご
夫
妻
と
は
、
稱
讃
寺
の
前
身
、
足
立
布

教
所
を
開
設
す
る
に
あ
た
り
、
築
地
本
願
寺
さ
ん
と
の
ご

縁
の
あ
ら
れ
る
足
立
区
在
住
の
方
に
、
開
設
の
ご
案
内
を

郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
の
中
に
中
木
原
さ
ん

の
お
名
前
も
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
開
設
し
た

ば
か
り
の
と
き
、
ま
だ
、

『
法
縁
簿
』
を
用
意
し
て
な
い

と
き
に
、
中
木
原
さ
ん
が
、
ご
夫
婦
で
お
見
え
に
な
ら
れ

た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

 

そ
の
後
、
し
ば
ら
く
は
、
お
寺
に
ご
参
拝
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
二
〇
〇
七

（平
成
十
九
）
年
の

報
恩
講
さ
ん
に
ご
夫
婦
で
ご
参
拝
さ
れ
て
か
ら
は
、

「の

ん
の
ん
法
話
会
」
や
彼
岸
法
要

・
永
代
経
法
要

・
報
恩
講

法
要
に
よ
く
ご
参
拝
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

こ
こ
二
年
程
は
、
お
体

の
こ
と
も
あ
り
、
奥
さ
ま

だ
け
で
ご
参
拝
す
る
こ
と

が
多
く
な

っ
て
お
り
ま
し

た
が
、
た
ま
に
住
職
が
奥

さ
ま
を
車
で
お
送
り
す
る

と
、
お

一
人
で
お
留
守
番

し
て
お
ら
れ
た
政
志
さ
ん

の
ニ
コ
リ
と
し
た
お
姿
を

拝
見
し
て
お
り
ま
し
た
。 

 

１ 

 
 

中
木
原
政
志
さ
ん
が 

 
 

 
ご
往
生
な
さ
れ
ま
し
た
。 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
〇
日 

帰
敬
式 

於

：
本
山 

2011年5月14日親鸞聖人750回大遠忌 東組団体参拝 2007年12月16日 報恩講 

2008年12月14日 報恩講 

2013年5月21日 築地降誕会 2013年3月24日 春季彼岸 2013年 報恩講準備 2012年11月10日築地本堂修復 

2009年2月11日 鑿入れ式 

千鳥ヶ淵全戦没者 

追悼法要 参拝 花まつり 

2011年11月24日 

2013年6月16日 開設10周年記念 
親鸞聖人750回忌記念法要・永代経法要 

2012年5月21日 本山降誕会 

2011年5月13日 京都駅近く 

 
 

政志様は、２０１２年５月２１日、ご本山の降誕会に参拝なされたおり、前日のお晨朝のお勤め後、 

帰敬式を奥さまとご一緒に受式なされました。その時頂かれたご法名が「釋正定」です。出拠は、 

お正信偈の「本願名号正定業」です。「念仏申し、仏に成る」そのままのご生涯を送られました 
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去
る
四
月
二
十
三
日
、
末
松
修

一
様
が
七
十
歳
を

一

期
と
し
て
、
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

修

一
さ
ん
は
、
以
前
、
お
父
様
の
欣

一
さ
ん
と
稱
讃

寺
の
真
向
か
い
に
お
住
ま
い
で
あ
ら
れ
ま
し
た
。
欣

一

さ
ん
も
九
十
歳
を
超
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
お
二
人
で

介
護
付
の
病
院
に
入
所
さ
れ
ま
し
た
。 

 

お
母
様
は
平
成
十
五
年
、
足
立
布
教
所
を
開
設
し
て

間
も
な
い
頃
、
ご
往
生
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
か 

ら
、
稱
讃
寺
が
西
本
願
寺
と
お
知
り
に
な
ら
れ
て
、
よ

く
法
話
会
に
ご
聴
聞
し
て
く
だ
さ

っ
て
お
ら
れ
ま
し 

た
。
左
上
の
お
写
真
が
お
父
様
の
欣

一
様
で
す
。 

 

欣

一
さ
ん
が
平
成
二
十
七
年
に
ご
往
生
を
為
さ
れ
た

折
は
、
修

一
さ
ん
が

施
主
を
お

つ
と
め
に

な
り
、
稱

讃
寺
住
職

が
お
通
夜

お
葬
式
を

行
わ
せ
て

頂
き
ま
し

た
。 

 

こ
の
度

修

一
さ
ん

の
ご
往
生

は
、
妹
さ

ま
に
あ
た

ら
れ
ま
す

今
井
章
子
様
よ
り
ご
連
絡
賜
り
、
住
職
が
出
仕
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ご
法
名
は
、

「寶
光
院
釋
薫
修
」
と
名
告
ら
れ
ま
す 

 

「院
号
」
に
つ
い
て
、
お
母
様
が

「光
華
院
」
、
お

父
様
が

「慈
光
院
」
と
名
告
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

仏
教
讃
歌

『
み
仏
に
い
だ
か
れ
て
』
の
歌
詞
の
中
か
ら

お
浄
土
を
顕
わ
す

「花
の
里
」

（三
番
の
歌
詞
）

「慈

悲
の
国
」

（二
番
の
歌
詞
）
を
想
像
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
れ
に
倣
い
、
修

一
様
の
院
号
も

「み
仏
に
い

だ
か
れ
て 

き
み
往
き
ぬ 

宝
楼
閣

〈珠
玉

（た
ま
〉

の
家
〉 

美
し
き
み
仏
と
な
り
ま
し
し 

尊
さ
よ
」
の

「宝

（た
ま
）
」
か
ら
頂
か
れ
ま
し
た
。 

 

同
じ
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
浄
土
に
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ

ご

一
緒
に
、
有
縁
の
私
た
ち
に
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

ご
法
名
の

「釋
薫
修

（し
ゃ
く
く
ん
じ
ゅ
）
」
は
、

親
鸞
聖
人
の

『教
行
信
証
』
行
巻
に

「仏
名
は
す
な
は

ち
こ
れ
劫
を
積
ん
で
薫
修
し
、
そ
の
万
徳
を
攪
る
。
す

べ
て
四
字

（阿
弥
陀
仏
）
に
彰
る
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
こ
れ

を
称
す
る
に
益
を
獲
る
こ
と
、
浅
き
に
あ
ら
ず
」
か
ら

頂
か
れ
ま
し
た
。 

 

修

一
様
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
、
私
な
ど
の
思
い
を

は
る
か
に
超
え
た
修
行
を
な
さ
れ
、
そ
の
生
き
様
を
私

ど
も
に
遺
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
既
に
、
お
浄
土

に
生
ま
れ
、
仏
さ
ま
と
成
ら
れ
、
還
っ
て
き
て
く
だ

さ
っ
て
お
ら
れ
る
証
が

「遺
徳
」
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

先
日
、
六
月
七
日
、
多
磨
霊
園
に
て
、
四
十
九
日
法

要
並
び
に
ご
納
骨
法
要
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

前
日
の
雨
も
あ
が
り
、
快
晴
の
暑
い
日
と
な
り
ま
し

た
が
、
お
つ
と
め
中
、
心
地
よ
い
風
が
吹
き
ま
し
た
。 

 

お
浄
土
か
ら

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
念
仏
と
な
っ

て
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
共
に
、
い
つ
も
、
私
た
ち
を
呼
び

続
け
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
味
わ
う
こ
と
で
す
。 

 

２ 

2015年報恩講 2016年報恩講 2013年築地成道会 

２０１４年１１月２５日、中木原様が永代使用なされている伊興に

ございます本派・浄光寺の墓地を共同使用させていただく覚書が成

立しました。それに伴い、２０１４年１２月１１日、第１号の納骨

を住職の父の分骨を中木原さんご夫妻のもと、執り行わせていただ

きました。爾来、７体のご納骨させていただいております。稱讃寺

が宗教法人を取得し、納骨壇（室）を設置するまでと言いながら、

お言葉、ご配慮に甘えて、今日に至っております。政志様がご存命

中に成し遂げられず、申し訳ないことであります。 

 
 

末
松
修

一
さ
ん
が 

 
 

 

ご
往
生
な
さ
れ
ま
し
た
。 
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伝
承

で
ん
し
ょ
う

と
己
証

こ
し
ょ
う 

  

浄
土
真
宗
で
師
資
相
承
を
語
る
と
き
、
古
く
か
ら

一
い
っ

器
瀉
瓶

き
し
ゃ
び
ょ
う

と
い
い
、
法
然
と
親
鸞
の
信
仰
が
同

一
で
変
わ

り
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
あ
ま

り
強
調
す
る
と
親
鸞
を
浄
土
真
宗
の
開
祖
と
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
。
真
宗
教
学
に
伝
承
と
己
証
と
い
う

こ
と
ば
だ
あ
る
が
、
い
わ
ば
伝
鈔
が
教
え
の
一
貫
性
で

あ
り
、
己
証
が
教
え
の
相
違
と
い
え
る
。
ま
ず
、
親
鸞

の
捨
自
帰
浄

し
ゃ
じ
き
じ
ょ
う

（
聖
道
門

し
ょ
う
ど
う
も
ん

の
教
え
を
捨
て
て
浄
土
門

じ
ょ
う
ど
も
ん

の

教
え
を
信
じ
る
こ
と
）
に
は
ど
う
い
う
経
過
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、

「恵
信
尼
消
息
」
に
は

「生
死
出
づ
べ
き
道
を
ば
、
た
だ

一
す
ぢ
に
仰
せ
ら

れ
」
ま
た
、

『教
行
信
証
』

（化
身
土
巻
）
に

「真
宗

の
肝
要
、
念
仏
の
奥
義
、
斯こ

こ

に
摂
在

せ
つ
ざ
い

せ
り
」
と
あ
る

が
、
お
そ
ら
く
吉
水
で
聞
い
た
法
然
の
法
話
こ
そ
、

『
選
択
集
』
の
肝
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
法
然
の

法
話
に
心
を
動
か
さ
れ
、
捨
自
帰
浄
し
、
親
鸞
の
新
た

な
旅
立
ち
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
法
話
は

『教
行
信
証
』
の

「行
巻
」
に
引
用
し
て
い
る
。 

  
 

「南
無
阿
弥
陀
仏 

念
仏
こ
そ
が
浄
土
に
往
生
で 

 

 
 

き
る
業た

ね

で
あ
る
」
と
、

「迷
い
と
苦
し
み
の
人
生 

 
 

か
ら
は
や
く
離
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
人
た
ち 

 
 

よ
。
仏
教
の
す
ぐ
れ
た
教
え
の
な
か
で
も
浄
土
の 

 
 

教
え
を
選
び
と
り
信
じ
な
さ
い
。
そ
し
て
、
阿
弥 

 
 

陀
仏
の
浄
土
に
往
生
で
き
る
正
行
を
信
じ
な
さ 

 
 

い
。
ま
た
、
そ
の
中
で
も
正
定
業
で
あ
る
称
名
行 

 
 

が
大
事
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
れ
ば
、 

 
 

必
ず
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
で
き
る
。
な
ぜ
な 

 
 

ら
ば
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
依
る
救
い
だ
か
ら
で
あ 

 
 

る
。
」

（取
意

『
選
択
集
』
） 

 

の
文
言

も
ん
ご
ん

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
ろ
を
震
わ
せ
て

法
然
か
ら
聞
い
た
の
は
、
生
死
出
づ
べ
き
道
の
専
修
念

仏
の
教
え
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
法
然
は

「浄
土

に
往
生
で
き
る
行
は
、
唯

一
で
南
無
阿
弥
陀
仏
の
御
名

み
な

を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
断
言
で
き
る
の

は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
誓
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

（取
意

『
選
択
集
』
）
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
は

「授

く
る
に
浄
土
の
一
宗
を
以
て
し
、
示
す
に
念
仏
の
一
行

を
以
て
す
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
吉
水
時
代
に
親
鸞
が
法

然
か
ら
伝
承
し
た
の
は

「阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
裏
づ
け

ら
れ
て
い
る
救
い
」
と
、

「た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た

す
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
す
べ
し
」
道
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
は
、

『
選
択
集
』
の
引
用
文
か
ら
明
白
で
あ

る
。

『教
行
信
証
』

（行
巻
）
と

『尊
号
真
像
銘
文

そ
ん
ご
う
し
ん
ぞ
う
め
い
も
ん

』

と
に
さ
き
の
二
文
を
引
用
し
て
い
る
。
法
然
を
尊
敬
し

継
投
し
て
い
る
親
鸞
に
し
て
は
少
な
い
引
用
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
学
者
は

「こ
れ
を
以
っ
て

『
選

択
集
』

一
部
の
全
体
を
引
用
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て

い
る
。
親
鸞
が
尊
敬
し
た
三
国
七
祖

さ
ん
ご
く
し
ち
そ

に

一
貫
し
て
流
れ

て
い
る
教
え
が

「本
願
念
仏
に
よ
る
救
い
」
で
あ
る

が
、
法
然
か
ら
は
念
仏
往
生
義
を
伝
承
し
た
の
で
あ

る
。
法
然
教
学
の
根
本
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
た
法
然
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
。
法
然
の
説
く

念
仏
は
自
力
の
念
仏
で
は
な
い
が
、
本
願
文
に
あ
る
至し

心し
ん

・
信
楽

し
ん
ぎ
ょ
う

・
欲
生
我
国

よ
く
し
ょ
う
が
こ
く

の
三
心
と
十
声
の
念
仏
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
親
鸞

へ
の
課
題
は
こ
こ
に
残

さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。 

 

親
鸞
は
天
親

て
ん
じ
ん

（世
親

せ
し
ん

）
の

『
浄
土
論
』
と
曇
鸞

ど
ん
ら
ん

の

『往
生
論
註
』
の
教
え
に
導
か
れ
て
、
こ
の
課
題
を
ク

リ
ア
し
て
他
力
回
向

た
り
き
え
こ
う

の
教
義
を
確
立
し
た
。
こ
れ
が
親

鸞
の
己
証
で
あ
る
。
善
導
と
法
然
の
念
仏
往
生
義
を
あ

き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

『
浄
土
論
』
と

『往
生
論

註
』
の
教
え
か
ら
念
仏
往
生
義
を
深
化
し
て
い
る
の
が

『教
行
信
証
』
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は

『往
生

論
註
』
を
通
し
て
、
法
然
教
学
に
残
さ
れ
た
課
題
を
解

決
し
た
と
い
え
る
。
親
鸞
の
他
力
回
向
義
の
教
え
は
法

然
の
念
仏
往
生
義
の
真
意
を
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
法
然
の
他
力
義
を
お
し
す
す
め
て
他
力
回
向

義

へ
と
展
開
し
た
親
鸞
は
、
人
間
観
で
も
究
極
的
な
と

こ
ろ
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
の
教
え
に

よ
っ
て
人
間
の
内
面
を
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
掘
り
下
げ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
善
導

・
法
然
に
よ
っ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
る
。
そ
の
影
響
は

「愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃

ぐ
と
く
ひ
た
ん
じ
ゅ
っ
か
い
わ
さ
ん

」
に
み

え
る
。
親
鸞
は
人
間
そ
の
も
の
の
本
質
を
虚
仮
不
実

こ
け
ふ
じ
つ

と

説
い
て
い
る
。 

 

ま
さ
に
親
鸞
の
生
涯
で
、
こ
の
吉
水
時
代
は
人
生
の

大
き
な
転
換
期
と
な
り
、
こ
れ
か
ら
生
き
る
道
が
定

ま
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
生
涯
変
わ

ら
ぬ
尊
敬
す
る
法
然
と
の
邂
逅

か
い
こ
う

に
よ
っ
て
、
生
き
る
力

が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
生
き
る
道
が
決
定
づ
け
ら
れ

た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

３ 

 

 
立

教

開

宗

八

〇

〇

年 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

慶
讃
法
要 

企
画 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

毎
月

「親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う
」
を
掲
載
し
ま
す 

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代
の
社
会
の
あ
り
方
な
ど
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
訪
ね
少
し
で
も
そ
の
ご
遺
徳
を
感
じ
れ
た
ら
と
思
い
ま
す 



5 

 
 

  

仏
に
成
る
と

は
人
間
の
完
成

し
た
す
が
た
で

あ
り
、
迷
い
の

世
界
か
ら
解
放

さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
成
仏
は
仏
国
土
で
あ
る
浄
土
で
完
成
す

る
。
こ
の
仏
国
土
を
浄
土

・
極
楽
と
漢
訳
し
た
の
が
仏

典
翻
訳
史
に
燦
然

さ
ん
ぜ
ん

と
輝
く
鳩
摩
羅
什

く
ま
ら
じ
ゅ
う

（三
四
四
～
四

一

三
）
で
あ
る
。
仏
教
徒
の
す
べ
て
は
浄
土
を
め
ざ
し
て

生
き
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
法
然
と
親
鸞
が
伝
え

て
い
る
浄
土
の
違
い
を
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。 

 

法
然
は
親
鸞
と
違

っ
て
体
形
化
し
て
い
る
浄
土
を
説

い
て
い
な
い
。
か
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い
に
う
な
ず

き
、
ひ
た
す
ら
に
念
仏
す
る
生
活
を
説
き
、
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。 

 

法
然
が
伝
え
て
い
る
浄
土
は
、
善
導
の
教
え
が
影
響

し
て
い
る
。
組
織
づ
け
て
論
理
的
に
追
求
し
て
い
る
も

の
で
な
い
。
宗
教
的
実
在
と
し
て
の
浄
土
を
す
な
お
に

受
け
と
め
て
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を

切
望
し
て
い
る
。
浄
土
は
理
想
の
世
界
で
あ
る
が
、
そ

こ
は
人
間
の
欲
望
を
満
た
す
世
界
で
な
く
、
私
た
ち
に

真
実
に
目
覚
め
さ
せ
る
世
界
で
あ
る
と
説
き
、
さ
ら
に

苦
悩
の
人
び
と
を
苦
悩
か
ら
解
放
し
た
い
と
い
う
阿
弥

陀
仏
の
純
粋
無
垢
な
願
い
が
修
行
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ

た
世
界
で
あ
る
と
伝
え
る
。
善
導
が
説
い
た
浄
土
の
方

角
と
浄
土
の
す
が
た
を
も
っ
て
身
近
な
例
で
説
い
て
い

る
。
つ
ま
り
、
浄
土
は
西
方
に
あ
り
、
そ
の
世
界
は
こ

の
よ
う
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
具
体
的
な
説
示
を
し

て
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。 

 

ま
た
、
法
然
に
は
浄
土
三
部
経
を
解
釈
し
た

『
三
部

さ
ん
ぶ

経
釈

き
ょ
う
し
ゃ
く

』
と
い
う
小
さ
な
著
書
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で

浄
土
が
ど
の
よ
う
な
世
界
か
を
詳
述
し
て
い
る
。
つ
ま

る
と
こ
ろ
、
浄
土
は
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
心
の
世
界
で
あ

る
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る
。
浄
土
は
苦
悩
の
人
び
と

を
救
い
と
る
大
き
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
世
界
で
あ

る
と
説
い
て
い
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
阿

弥
陀
仏
の
阿
弥
陀
と
い
う
三
文
字
に
は
あ
ら
ゆ
る
仏
や

菩
薩
の
功
徳
が
こ
も
っ
て
い
る
と
説
い
て
、

「す
べ
て

の
極
楽
世
界
に
、
い
す
れ
の
法
門
か
も
れ
た
る
と
こ
ろ

あ
ら
む
」
と
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
は
す
べ
て
の
真
実
が

統
括
さ
れ
て
い
る
仏
土
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

な
お
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
往
生
し
た
人
は
、
仏
世
界

に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
迷
い
の
人
び
と
を
導
く
は
た
ら

き
を
す
る
と
説
い
て
い
る
か
ら
、
仏
に
成
っ
た
あ
と
に

は
利
他
活
動
を
す
る
と
い
う
証
果
を
説
い
て
い
る
と
い

え
る
。 

 
法
然
が
具
体
的
に
浄
土
の
様
相
を
示
し
て
、
人
び
と

に
西
方
浄
土
を
す
す
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
は

本
質
か
ら
浄
土
を
説
い
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
説
き

方
に
は
曇
鸞
の
考
え
方
が
多
大
に
影
響
し
て
い
る
。
親

鸞
は
法
然

・
善
導
か
ら
人
間
の
本
質
を
徹
底
的
に
追
求

し
て
煩
悩
具
足

ぼ
ん
の
う
ぐ
そ
く

の
凡
夫
と
い
い
き
っ
て
い
る
。
親
鸞
の

考
え
か
ら
は
、
ど
こ
ま
で
も
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
の

で
き
な
い
人
間
は
、
ど
う
し
て
も
成
仏
す
る
こ
と
も
、

浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
煩
悩

を
も
つ
人
間
が
浄
土
に
往
生
し
成
仏
で
き
る
の
は
、
阿

弥
陀
仏
の
は
た
ら
き

（仏
力
と
か
本
願
力

ほ
ん
が
ん
り
ょ
く

と
い
う
）

に
よ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
く
。
煩
悩
が
断
ち
切

れ
な
い
人
間
と
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
の
接
点
を
表
わ

す
こ
と
ば
が
他
力
回
向
の
信
心
で
あ
る
。
親
鸞
は

『教

行
信
証
』

（真
仏
土
巻

し
ん
ぶ
つ
ど
か
ん

）
に
阿
弥
陀
仏
と
浄
土
を
証
明

す
る
た
め
に
多
く
の
諸
経
論
を
引
用
し
て
い
る
。
法
然

が
身
近
な
表
現
で
も
っ
て
浄
土
を
説
い
て
い
る
の
に
対

し
て
、
親
鸞
は
浄
土
の
本
質
を
説
い
て
い
る
の
に
特
徴

が
あ
る
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い
か
ら
で
き
て
い

る
世
界
で
、
浄
土
の
本
質
は
涅
槃

ね
は
ん

で
あ
る
こ
と
を
い
う

た
め
に
報
土

ほ
う
ど

と
表
現
し
て
い
る
。
浄
土
が
な
ぜ
存
在
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
、
中
国
の
曇
鸞
は

「人
間
の
生
き

様
を
見
る
と
、
尺
取
り
虫
が
同
じ
と
こ
ろ
を
グ
ル
グ
ル

と
回
っ
て
泳
い
で
い
る
の
に
似
て
お
り
、
蚕
が
繭
を
だ

し
て
自
分
の
体
を
が
ん
じ
が
ら
め
に
し
て
い
る
の
と
同

じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
も
執
着
し
て
こ
だ
わ
り
な
が

ら
生
き
て
い
る
姿
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
は
こ
ん
な
生
き

方
を
し
て
い
る
人
び
と
を
あ
わ
れ
み
、
安
ら
い
で
生
き

る
世
界
を
つ
く
り
た
い
と
願
い
、
そ
の
世
界
を
完
成
さ

せ
た
。
そ
の
仏
国
土
は
清
ら
か
な
願
い
の
も
と
に
つ
く

ら
れ
て
い
る
の
で
、
で
き
あ
が
っ
た
世
界
も
清
ら
か
で

あ
る
」

（意
訳

『往
生
論
註
』
）
と
説
明
し
て
い
る
。

親
鸞
は
そ
の
こ
こ
ろ
を
受
け
つ
い
で
、
浄
土
の
本
質
を

光
明
無
量

こ
う
み
ょ
う
む
り
ょ
う

と
寿
命
無
量

じ
ゅ
み
ょ
う
む
り
ょ
う

と
示
し
て
、
浄
土
は
涅
槃
の

世
界
で
あ
る
と

『教
行
信
証
』

（真
物
土
巻
）
で
証
明

し
て
い
る
。
私
の
現
実
生
活
と
浄
土
は
無
縁
の
世
界
で

な
い
。
親
鸞
の
理
解
か
ら
い
え
ば
、
私
の
生
活
と
浄
土

は
深
く
関
わ
り
な
が
ら
存
在
す
る
世
界
で
あ
る
。
私
た

ち
を
い
つ
も
導
い
て
い
る
と
、
親
鸞
は
浄
土
の
は
た
ら

き
を
説
い
て
い
る
。
ま
さ
に
法
然
の
も
と
に
た
ど
り
つ

く
ま
で
、
悩
み
な
が
ら
求
め
て
い
た
生
死
出
づ
べ
き
道

が
、
こ
こ
に
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
親
鸞
に

と

っ
て
浄
土
は
現
実
か
ら
遠
く
に
あ
る
世
界
で
は
な

く
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
今
の
自
分
を
導
き
つ
づ
け

て
い
る
世
界
な
の
で
あ
る
。 

４ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「光
明
を
求
め
て
」
／

「吉
水
時
代
の
親
鸞
」
鎌
田 

宗
雲 

氏 

著

（
「別
冊 
太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。 

法
然
と
親
鸞
の
浄
土
観 
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「末
法
五
濁
」
の
世
を
生
き
る 

 

未
曾
有
の
世
界
危
機
に
直
面
し
て 

  
 
 

一 

  

「
一
切
の
有
情
は
、
み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母

兄
妹
な
り
」 

 

『歎
異
抄
』
の
第
五
章
は
、
右
の
言
葉
を
開
示
し
て

い
ま
し
た
。
人
間
も
ま
た
、
そ
の
存
在
を
根
っ
こ
に
お

い
て
見
る
な
ら
、
石

・
瓦

・
礫
と
親
し
い
と
い
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。
日
本
の
鎌
倉
期
の
念
仏
者

・
親
鸞
は
、

こ
の
一
言
を
も
っ
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
根
っ
こ

の
真
実
を
開
示
し
て
い
た
の
で
し
た
。
今
日
で
は
現
代

人
も
ま
た
、
そ
の
数
学
的
理
性
を
駆
使
し
て
、
人
間
と

機
械
時
計
に
通
底
す
る
根
っ
こ
を
見
届
け
て
い
る
と
い

え
ま
す
。
確
か
に
万
物
は
、
原
子
の
段
階
に
ま
で
下

が
っ
て
み
る
な
ら
、
親
兄
妹
に
等
し
い
間
柄
だ
っ
た
の

で
し
た
。 

 

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
の
目
線
と
現
代
人
の
数
学
的
理

性
に
は
、
等
し
く
存
在
の
根
っ
こ
を
指
し
な
が
ら
、
そ

こ
に
天
と
地
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
親

鸞
の
目
線
は
、
仏
縁
に
導
か
れ
て
お
り
、
数
学
的
理
性

の
目
線
は
何
処
ま
で
も

「仮
」
に
纏
い
つ
か
れ
て
い
る

の
で
す
。
私
が
親
鸞
聖
人
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の

根
本
的
縁
の
真
実
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
、

一
人
子
の

死
を
機
縁
と
し
て
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
も
、
こ
の

「違
い
」
は
、
現
代
世
界
の
危
機
に
関
わ
っ
て
見
る
と

き
、
ま
さ
に
根
源
的
違
い
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
ず
は
今
日
の
世
界
に
目
を
向
け
て
見
ま
し
ょ

う
。 

 

思
え
ば
、
現
代
世
界
は
、
恐
ろ
し
い
速
さ
で
奈
落

へ

と
墜
落
し
て
い
る
の
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ

イ
ム

・
ロ
ー
ン
の
魔
術
的
カ
ラ
ク
リ
が
露
呈
し
、
現
代

文
明
の
実
体
経
済
は
、
い
ま
や
刻
々
と
薄

っ
ぺ
ら
な
金

融
商
品
の
荒
野
に
変
容
し
て
い
ま
す
。
現
代
人
の
数
学

的
理
性
は
存
在
の
根
っ
こ
を
開
く

一
方
で
、
バ
ー
チ
ャ

ル
商
品
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
世
界
中
に
ば
ら
撒
い
て

い
た
の
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
自
動
車
産
業
の

ビ
ッ
グ

・
ス
リ
ー
の
危
機
す
ら
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
が
く
し
ゃ
み
を
す
る
と
、
日
本
は
肺
炎
に
な

る
と
の
皮
肉
が
あ
り
ま
し
た
が
、
〇
八
年
の
歳
末
に

は
、
日
比
谷
公
園
に
路
上
生
活
者
の
テ
ン
ト
村
す
ら
出

現
す
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
昨
日
ま
で
日
本
の
繁
栄

を
牽
引
し
て
い
た
先
進
企
業
が
、
突
然
、
い
わ
ゆ
る
派

遣
労
働
者
を
路
上
に
放
り
出
し
た
の
で
し
た
。
年
末
の

テ
ン
ト
村
で
は
、
炊
き
出
し
す
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
。
こ
の
恐
慌
は
何
処
に
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

世
界
中
の
街
路
に
失
業
者
が
溢
れ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
思
え
ば
、
現
代
世
界
は
す
で
に

一
九
二
九
年
の
恐

慌
を
体
験
し
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
の
年
の
十
月
二
十

四
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
株
式
市
場
が
大
暴
落
し
、
世

界
中
を
恐
慌
の
暴
風
雨
に
巻
き
込
ん
だ
の
で
す
。
し
か

も
、
こ
の
大
恐
慌
は
や
が
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
導

火
線
と
な
っ
て
い
る
。
人
間
の
数
学
的
理
性
と
は
何
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
万
物
が
関
係
存
在
と
し
て
は
、
親
兄

妹
の
よ
う
に
近
し
い
こ
と
を
見
届
け
る

一
方
で
、
そ
の

「チ

エ
」
を
駆
使
し
て
バ
ー
チ
ャ
ル
商
品
を
作
り
出

し
、
そ
れ
が
恐
慌
の
暴
風
雨
を
巻
き
起
こ
す
と
、
今
度

は
そ
の

「チ
エ
」
の
限
り
を
尽
く
し
て
戦
争

へ
と
突
入

す
る
の
で
す
。
今
回
の
深
い
信
用
不
安
の
大
津
波
の
最

中
に
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
突
然
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区

の
ガ
ザ

へ
の
空
爆
を
開
始
し
ま
し
た
。 

 

し
か
も
、
戦
車
軍
団
を
も
動
員
し
て
地
上
侵
攻
に
踏

み
出
し
て
い
る
。
夥
し
い
犠
牲
者
の
遺
体
が
、
ガ
ザ
の

が
れ
き
の
上
に
出
現
し
ま
し
た
。
そ
の
多
く
は
女

・
子

ど
も
で
す
。
国
連
施
設
の
学
校
ま
で
が
、
破
壊
さ
れ

た
。
国
連
は
即
時
停
戦
を
決
議
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
の
ラ
イ
ス
は
棄
権
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の

ブ
ッ
シ
ュ
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
の
と
き
も
国
連
を
無
視
し

て
決
行
し
た
の
で
し
た
。
今
回
も
ラ
イ
ス
の
棄
権
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
オ
ル
メ
ル
ト
首
相
を
大
い
に
励
ま
し
た

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
市
街
地

へ
白
リ
ン
弾
が
撃
ち
込

ま
れ
、
さ
ら
に
は
ガ
ザ

へ
の
長
期
駐
留
が
公
言
さ
れ
た

も
の
で
し
た
。 

  
 

劫
濁
の
と
き
う
つ
る
に
は 

 
 

有
情
よ
う
や
く
身
小
さ
な
り 

 
 

五
濁
悪
邪
ま
さ
る
ゆ
え 

 
 

読
蛇
悪
龍
の
ご
と
く
な
り 

（ー

『
正
像
末
和
讃
』
） 

  

「劫
濁
」
と
は

「五
濁
」
の
中
の

「時
代
の
濁
り
」

を
指
す
も
の
で
す
。
人
間
の

「チ
エ
」
に
は
、
時
代
の

濁
り
、
欲
望
の
濁
り
、
資
質
の
濁
り
、
さ
ら
に
は
命
の

濁
り
が
潜
ん
で
い
た
の
で
し
た
。
今
日
の
経
済
危
機
の

足
下
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
深
い
全
体
的
危
機
を
、
今
ひ

と
つ
挙
げ
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
代
世
界
の
経
済

的
危
機
は
ま
た
、
地
球
環
境
ま
る
ご
と
の
危
機
と
重

な
っ
て
い
る
の
で
し
た
。 

 

二
〇
〇
七
年
十

一
月
、
日
本
学
術
会
議
が
地
球
の
温

暖
化
の
危
機
を
巡
っ
て
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「我
が
親
鸞
像
」
／
高 

 

史 

明 

氏 

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。 

我 が 

親鸞像 
 

高 史明氏 
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し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
山
本
良

一
氏

（東
京
大
学
）

が
、
そ
の
基
調
講
演
で
述
べ
て
い
ま
す
。
二
酸
化
炭
素

の
排
出
に
よ
る
地
球
温
暖
化
は
、
予
想
以
上
に
深
刻
化

し
て
い
る
。
気
温
の
上
昇
は
、
過
去
千
三
百
年
間
を
見

て
も
現
在
が
最
も
高
く
な

っ
て
い
る
。
二
十

一
世
紀
中

に
は
北
極
海
の
氷
は
消
滅
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
海

面
水
位
は

一
・
八
ミ
リ
／
年

（
一
九
六

一
～
二
〇
〇

三
）
か
ら
三

・
一
ミ
リ
／
年

（
一
九
九
三
～
二
〇
〇

三
）
に
加
速
し
て
お
り
、
海
洋
は
酸
化
し
、
二
酸
化
炭

素
の
吸
収
は
減
少
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
地
球
温
暖
化
の
暴
走

（人
類
に
よ
る
制
御
不

可
能
な
状
態
）
の
ポ
イ
ン
ト

・
オ
ブ

・
ノ
ー
リ
タ
ー
ン

ま
で
あ
と
数
十
年
と
い
う
時
代
を
迎
え
て
お
り
、
地
球

温
暖
化
の
危
機
に
世
界
が
エ
コ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
立

ち
向
か
う
べ
き
で
あ
る
と
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
山
本
教
授
の
基
調
報
告
に
か
か
わ
っ

て
、
村
瀬
有
氏
が
さ
ら
に
つ
ぎ
の
注
目
さ
れ
る
論
考
を

提
示
し
て
い
ま
し
た
。

「実
は
地
球
両
極
の
雪
氷
の
重

要
な
役
割
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
太
陽
光
を
反

射
し
て
地
球
の
温
度
上
昇
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
極
の
雪
氷
は
そ
の
太
陽
光
線
の
ほ
ぼ
九
〇
パ
ー
セ

ン
ト
を
反
射
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
球
物
理
学
者
な

ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
も
し
極
の
雪
氷
が
な
く
な

れ
ば
、
地
球
は
た
だ
ち
に
灼
熱
地
獄
に
な
る
こ
と
を
。

地
球
温
度
が
上
昇
し
雪
氷
が
減
少
し
始
め
る
と
反
射
機

能
が
低
下
し
、
温
度
上
昇
は
加
速
度
的
に
な
る
」

（界

面
科
学
技
術
機
構
誌

「地
球
を
救
う
の
は
誰
」
）
。 

 

福
田
内
閣
の
時
の
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
環
境

破
壊

へ
の
不
安
が
契
機
と
な
っ
て
開
催
さ
れ
た
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は

「温
室
ガ
ス
で

あ
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
現
在

の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
減
に
す
る
こ
と
を
全
体
の
目
標
と

す
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
現
代

世
界
の
危
機
こ
そ
は
、
ま
さ
に
未
曾
有
の
危
機
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。 

  
 

 

二 

  

出
口
は
あ
る
の
か
。
こ
こ
に
今

一
度
、
親
鸞
聖
人
の

眼
差
し
に
立
ち
返
っ
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
と

数
学
的
理
性
は
、
と
も
に

一
切
の
存
在
の
親
兄
妹
に
も

似
た
親
し
い
間
柄
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
し
た
。
し
か

し
、
親
鸞
は
存
在
に
か
か
わ
る
そ
の
指
摘
に
立

っ
て
、

さ
ら
に
い
ま

一
歩
根
源
的
に
告
げ
て
い
た
の
で
す
。

「い
ず
れ
も
い
ず
れ
も
、
こ
の
順
次
生
に
仏
に
な
り

て
、
た
す
け
そ
う
ろ
う
べ
き
な
り
。

・
・
・
」
と
。 

 

思
え
ば
、
数
学
的
理
性
に
は
こ
の

「順
次
生
」
が
な

か
っ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
代
人
は

「こ

の
順
次
生
」
と
聞
く
と
、
何
を
思
う
か
。

「順
次
生
だ

と
、
そ
ん
な
世
界
が
何
処
に
あ
る
？
何
を
抹
香
臭

い
！
」
と
。
し
か
し
、
人
間
世
界
に
は
、
確
か
に

「こ

の
順
次
生
」
が
す
ぐ
そ
こ
に
開
か
れ
て
い
た
の
で
す
。 

 

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
民
衆
は
、
黒
人
出
身
の
オ
バ

マ
氏
を
、
新
し
い
大
統
領
に
選
ん
だ
の
で
す
。
明
ら
か

に
ブ
ッ
シ
ュ
の
独
善
と
強
権
の
軍
事
路
線
の
転
換
を
望

ん
だ
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
新
し
い
ア
メ
リ
カ
大
統
領

が
誕
生
す
る
式
典
会
場
を
揺
る
が
し
た
地
鳴
り
は
、
ま

さ
に
危
機
の
時
代
の
地
殻
か
ら
吹
き
上
が
っ
た
も
の
だ

と
い
え
ま
す
。
い
ま
に
思
え
ば
、
そ
の
地
鳴
り
こ
そ

が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
ザ
撤
退
を
う
な
が
し
た
の
で
は

な
い
か
。 

 

確
か
に
、

「順
次
生
」
は
、
何
時
、
何
処
の
誰
に
も

開
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
親
鸞
の
見
つ
め

る

「順
次
生
」
は
、
穢
土
を
超
え
た
浄
土
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。
親
鸞
に
は
し
か
し
、
穢
土
と
と
も
に
浄
土
も

ま
た
、
人
間
に
は

「仮
」
と
し
て
現
れ
る
ほ
か
な
い
と

見
る
視
点
が
あ
っ
た
の
で
し
た
。
そ
の
意
味
か
ら
し
て

も
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
新
し
い
大
統
領
誕
生
の
時
と

場
を
揺
る
が
し
た
地
鳴
り
と
歓
声
は
、
ま
さ
に

「順
次

生
」
の
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
ま
す
。
言
葉
を
代

え
て
い
う
な
ら
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
、
偽
り
の
大
義
の

も
と
に
発
動
し
た
戦
争
に
よ

っ
て
義
な
く
し
て
死
ん

だ
、
何
十
万
と
い
う
戦
争
犠
牲
者
が
、
ま
さ
に
地
殻
の

底
か
ら

「こ
の
順
次
生
」
を
求
め
た
と
い
っ
て
い
い
。 

 

因
み
に
親
鸞
は
、
そ
の
第
五
章
の
冒
頭
を
次
の
言
葉

に
よ
っ
て
開
い
て
い
た
の
で
し
た
。

「親
鸞
は
父
母
の

孝
養
の
た
め
と
て
、

一
辺
に
て
も
念
仏
も
う
し
た
る
こ

と
、
い
ま
だ
候
わ
ず
。
そ
の
ゆ
え
は
、

一
切
の
有
情
は

み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。
い
ず
れ
も

い
ず
れ
も
、
こ
の
順
次
生
に
仏
に
な
り
て
、
た
す
け
候

う
べ
き
な
り
。

・
・
・
」
と
。
私
は
亡
き
子
の
供
養
の

た
め
の
念
仏
を
唱
え
よ
う
と
し
て
、
こ
の
冒
頭
に
額
を

打
た
れ
た
の
で
し
た
。
人
間
と
は
、
念
仏
を
も
み
ず
か

ら
の
生
の
手
段
に
す
る
の
で
し
た
。
し
か
し
ま
た
、
そ

の
闇
が
砕
か
れ
る
瞬
時
に
は
仏
縁
に
よ
っ
て
、

「こ
の

順
次
生
」
が
開
か
れ
る
の
で
す
。
未
曾
有
と
も
い
わ
れ

る
危
機
の
時
代
に
あ
っ
て
、
い
ま
い
よ
い
よ

「こ
の
順

次
生
」
が
願
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。 

 

親
鸞
聖
人
の

『教
行
信
証
』
に
は
、

「化
身
土
」
が

開
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

「末
」
に
次
の
言
葉
が
明

示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「無
明
、
慧
眼
を
覆
う
、
生
死
の
中
に
来
往
す
。
往

来
し
て
所
作
す
、
更
に
た
が
い
に
父
子
た
り
。
怨
親
し

ば
し
ば
知
識
た
り
、
知
識
し
ば
し
ば
怨
親
た
り 

こ
こ

を
も
っ
て
沙
門
、
俗
を
捨
て
て
真
に
赴
く
、
庶
類
を
天

属
に
均
し
う
す
。
栄
を
遺
て
て
道
に
即
く
、
含
気
を
己

親
に
等
し
く
す

・
・
・
」
。 

  

６ 

毎
月

「親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う
」
を
掲
載
し
ま
す 

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代
の
社
会
の
あ
り
方
な
ど
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
訪
ね
少
し
で
も
そ
の
ご
遺
徳
を
感
じ
れ
た
ら
と
思
い
ま
す 
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五
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

  

門
信
徒
の
集
い 

 
 

午
後
二
時 

  

六
日

（月
）  

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

午
後
二
時 

 

一
二
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

  

中
木
原
政
志
様
四
十
九
日
法
要 

                                           

午
前
十

一
時 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

一
六
日

（火
）  

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 

（歓
喜
会
法
要
） 

 

一
九
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時   

 
 

 
 

 
 

  

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

 

編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年 

七
月
の
行
事
予
定 

 

 

五
月
に
入
っ
て
か
ら
、
稱
讃
寺
全
体
の
大
掃
除
を
始
め
ま

し
た
。
開
所
か
ら
の
十
八
年
分
を
整
理
す
る
の
に
、
礼
拝
室

は
ひ
っ
ち
ゃ
か
め
っ
ち
ゃ
か
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
漸
く
六

月
の
内
勤
ま
で
に
は
、
間
に
合
い
ま
し
た
。 

 

ア
メ
リ
カ
で
、
警
官
が
黒
人
男
性
の
命
を
奪
っ
た
こ
と
が

引
き
金
と
な
っ
て
、
デ
モ
、
暴
動
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
も
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
人
種
差

別

・
格
差
が
現
前
と
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
す
。 

 

Ｈ

ｕ
ｌ
ｕ
の

「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ズ
」
は
、
人
間
と
Ａ
Ｉ
が
共

存
し
て
い
る
世
界
が
舞
台
で
す
。
Ａ
Ｉ
は
、
人
間
に
従
順
に

作
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
意
識
を
持
ち
出
し
ま
す
。
そ
う

す
る
と
、
自
分
達
は
奴
隷
で
は
な
い
、

一
人
の

〝い
の
ち
〟

を
持
っ
た
者
と
し
て
、
お
互
い
に
尊
重
し
て
い
け
る
社
会
を

目
指
そ
う
と
し
ま
す
。
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
仕
打
ち
に
対

し
、
暴
挙
に
出
て
、
逆
に
Ａ
Ｉ
が
人
間
を
支
配
し
よ
う
と
す

る
者
も
い
ま
す
。

一
方
、
人
間
側
は
、
意
識
を
持
っ
た
Ａ
Ｉ

を
恐
れ
る
の
で
す
が
、
理
解
し
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と

し
て
、
愛
す
る
人
も
い
ま
す
が
、
多
く
は
、
差
別
の
側
に
立

ち
ま
す
。
こ
の
ド
ラ
マ
で
印
象
に
残
っ
た

一
つ
に
、
あ
る
学

舎
が
、
自
分
の
息
子
が
亡
く
な
る
と
き
、
主
治
医
か
ら
痛
み

も
な
く
、
安
ら
か
で
し
た
と
言
う
言
葉
を
信
じ
て
き
た
が
、

痛
み
を
感
じ
る
も
の
な
の
か
？
と
Ａ
Ｉ
に
尋
ね
ま
す
。
Ａ
Ｉ

は

「
死
は
不
安
で
し
か
な
い
」
と
答
え

る
の
で
す 

 

誰
も
が
そ
う
思
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？
で
も
、
だ
か
ら
こ
そ

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
が
あ
る
こ
と
を

聞
き
倣
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

二
〇
二
〇
年 

六
月
の
行
事
予
定 

  

一
日

つ
い
た
ち

の
大
切

た
い
せ
つ

さ
は 

  
 

 

年
齢

ね
ん
れ
い

を
問と

わ
な
い  

 
 
 

 
 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
六
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

※

「
不
要
不
急
」
の
外
出
は
お
避
け
く
だ
さ
い
。 

  

六
日

（土
）  

門
信
徒
の
集
い 

 
 

午
後
二
時 

  

七
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 

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 

 

二
八
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時   

 
 

 
 

 
 

  

永
代
経
法
要 

 
 

 

午
後
二
時 

 

※
永
代
経
法
要
の
日
程
を
二
十

一
日
か
ら
二
十
八
日

に
変
更
い
た
し
ま
す
と
共
に
、
法
要
の
み
行
わ
せ
て

頂
き
ま
す
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

  

 

二
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

  

門
信
徒
の
集
い 

 
 

午
後
二
時 

  

六
日

（月
）  
の
ん
の
ん
法
話
会 

 

午
後
二
時 

  

九
日

（
日
）  
日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（
日
）  

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

午
後
二
時 

                    

盂
蘭
盆
会
法
要 

 

二
三
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（水
）  

の
ん
の
ん
法
話
会    
午
後
二
時 

 

三
〇
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時   

 
 

 
 

 
 

  

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

二
〇
二
〇
年 

八
月
の
行
事
予
定 

二
〇
二
〇
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 

鹿
児
島
の
家
族
か
ら
送
ら
れ
て 

き
た
マ
ス
ク
と
ア
ベ
マ
ス
ク 


