
  

 

『
浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩
む
道
）
』
の

「
生
活
」
に
は
、
「

親
鸞
聖
人

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

の
教 お

し

え
に
み
ち
び

か
れ
て
、
阿
弥
陀
如
来

あ
み
だ
に
ょ
ら
い

の
み

心
こ
こ
ろ

を
聞 き

き
、
念
仏

ね
ん
ぶ
つ

を

称 と
な

え
つ
つ
、
つ
ね
に
わ
が
身 み

を
ふ
り
か
え
り
、
慚 ざ

ん

愧 ぎ

と
歓
喜

か
ん
ぎ

の
う
ち
に
、
現
世
祈
祷

げ
ん
ぜ
き
と
う

な
ど
に
た
よ
る

こ
と
な
く
、
御
恩
報
謝

ご
お
ん
ほ
う
し
ゃ

の
生
活

せ
い
か
つ

を
送 お

く

る
。
」
と
謳

わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

〝
現
世
祈
祷
〟
は
一
般
的
な
言
葉
で
は
な
い
よ

う
で
す
が
、
『
季
刊
せ
い
て
ん
』
で
藤
丸
智
雄
氏

は
、
「
神
秘
的
な
力
に
は
た
ら
き
か
け
て
、
現
世

に
お
け
る
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
い
う

意
味
で
解
説
さ
れ
て
お
ら
れ
、
ま
た
、
〝
祈
祷
〟

に
は
神
仏
と
の
交
歓
の
意
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
現
世
」
と
い
う
言
葉
と
併
せ
て
一
つ
の
熟
語
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
い
の
り
求
め
る
」
と
い

う
古
く
か
ら
の
意
味
で
解
釈
し
ま
す
と
捉
え
て
お

ら
れ
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
は
、
〝
現
世
利
益
〟
つ
ま
り
「
こ
の

世
で
の
幸
せ
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

私
利
私
欲
の
た
め
に
、
神
仏
に
善
行
と
言
わ
れ
る

方
法
（
念
仏
も
そ
の
一
つ
の
方
法
）
で
頼
み
、
そ

の
恩
恵
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
行
為
を
批
判
し
て

い
る
の
で
す
。 

 

現
代
社
会
に
お
い
て
、
繁
栄
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
物
で
あ
ろ
う
が
、
心
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

サ
ー
ビ
ス
の
質
に
あ
り
、
Ｇ
ｉ
ｖ
ｅ
＆
Ｔ
ａ
ｋ
ｅ

の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す 

 

そ
う
い
う
意
味
か
ら
単
に
寺
院
の
護
持
発
展
は

〝
現
世
利
益
〟
の
追
求
に
止
ま
っ
て
は
い
け
な
い

で
し
ょ
う
。
知
人
の
お
寺
の
本
堂
に
は
「
真
宗
古

法
場
」
と
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
学
仏
大
悲

心
」
と
は
、
〝
仏
教
を
学
ぶ
と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま

の
大
慈
悲
に
出
遇
う
〟
こ
と
と
心
得
、
お
念
仏
申

し
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
を
聞
い
て
い
く
こ
と
で

お
寺
の
護
持
発
展
に
繋
が
る
よ
う
に
、
鋭
意
努
力

し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
後
と
も
ご
賛
同
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す 

 

発
行 
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榎
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去
る
六
月
十
一
日
（
土
）
午
後
二
時
よ
り
、
称

讃
寺
に
て
中
島
隆
信
先
生
と
語
ら
う
会
」
と
い
う

こ
と
で
、
早
崎
さ
ん
と
安
達
さ
ん
に
ご
参
加
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

 

先
生
は
以
前
『
お
寺
の
経
済
学
』
を
ご
執
筆
な

さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
第
二
弾
と
し
て
、

様
々
な
宗
教
、
日
本
の
寺
院
神
社
で
は
、
「
現
世

利
益
」
が
説
か
れ

て
お
り
、
寺
院
の

存
在
意
義
並
び
に

経
営
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
現
状
に

あ
り
な
が
ら
、
浄

土

真

宗

で

は
、

「
現
世
利
益
」
を

説
か
ず
に
今
日
ま

で

き

て

い

る

け

ど
、
浄
土
真
宗
の

ご

門

徒

さ

ん

は

「
現
世
利
益
」
に

つ
い
て
、
本
当
は
ど
う
思
っ
て
お
ら
れ
る
か
を
お

聴
き
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

 

早
崎
さ
ん
は
、
〝
現
世
利
益
〟
と
言
え
る
か
わ

か
ら
な
い
が
、
今
の
築
地
本
願
寺
の
経
営
に
魅
了

し
ま
す
。
「
築
地
本
願
寺
ク
ラ
ブ
」
に
入
会
す
れ

ば
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
魅

力
で
あ
る
と
。 

 

安
達
さ
ん
は
、
母
親
ら
か
ら
、
小
さ
い
と
き
か

ら
「
仏
さ
ま
に
、
お
願
い
す
る
も
の
で
は
な
い
」

こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
き
た
の
で
、
〝
現
世
利
益
〟

と
か
思
い
も
し
て
こ
な
か
っ
た
と
。 

 

今
後
、
お
寺
が
存
続
・
発
展
し
て
い
く
に
は
、

魅
了
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

〝
今
、
こ
こ
で
の
救
い
〟
と
は
、
あ
る
意
味
で

は
〝
現
世
利
益
（
現
生
利
益
？
）
〟
な
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。 

１ 

 

例
年
、
六
月
中
に
開
催
い
た
し
て
お
り
ま
す
恒
例
法

要
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
「
永
代
経
法
要
」
を
左
記
の
通

り
、
執
り
行
い
ま
す
。 

 

仏
さ
ま
と
成
ら
れ
た
先
人
を
そ
れ
ぞ
れ
に
偲
ば
せ
て

い
た
だ
く
な
か
で
、
そ
の
仏
さ
ま
を
通
し
て
、
今
、
私

が
お
念
仏
に
出
遇
わ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を

共
々
に
喜
ば
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
次
代
に
お
念
仏
を
共

に
伝
え
て
い
く
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
誓
う
法
要
に
い
た

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
十
六
日
は
、
の
ん
の
ん
法
話
会

に
兼
ね
て
旧
盆
（
歓
喜
会
）
を
執
り
行
い
ま
す
の
で
、

こ
ち
ら
も
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

〈
永
代
経
日
時
〉 

 
 

七
月
一
〇
日
（
日
）
午
後
二
時
～ 

 
 

 

一
四:

〇
〇 

お
つ
と
め 

 
 

 

一
四:

四
五 

お
は
な
し 

 
 

 

一
五:

三
〇 

門
信
徒
会
（
讃
迎
会
） 

 
 

 

一
六:

〇
〇 

恩
徳
讃
・
解
散 

 

※
当
日
は
、
二
〇
二
二
年
度
「
門
信
徒
会
費
」
の 

 

 

受
付
を
い
た
し
ま
す
。 

 

〈
歓
喜
会
日
時
〉 

 
 

七
月
十
六
日
（
土
）
午
後
二
時
～ 

 
 

 

一
四:

〇
〇 

お
つ
と
め 

 
 

 

一
四:

四
五 

お
は
な
し 

 
 

 

一
五:

三
〇 

恩
徳
讃
・
解
散 
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【
意
訳
】 

お
念
仏
を
称
え
る
と
、 

難
陀
・
跋
難
な
ど
と
い
う
名
の
大
竜
た
ち 

数
限
り
な
い
竜
神
が
水
中
か
ら
尊
敬
し
、 

夜
も
昼
も
、
常
に
そ
の
念
仏
者
を
護
る
の
で
あ
る 

 

【
出
拠
】 

『
金
光
明
経
』
巻
三
「
鬼
神
品
」
第
十
三 

阿
耨
達
龍
王

あ
の
く
だ
つ
り
ゅ
う
お
う

、
・
・
・
難
陀
龍
王

な
ん
だ
り
ゅ
う
お
う

、

跋
難
龍
王

ば
つ
な
ん
り
ゅ
う
お
う

、

是 か
く

の
如 ご

と

き
等 ら

の
百
千
の
龍
王
あ
っ
て
、
大
神
力

だ
い
じ
ん
り
き

を

以 も
っ

て
常
に
来 き

た

り
て
是 こ

の
経
を
聴
く
者
を
擁
護

よ
う
ご

し
て

昼
夜
離
れ
ず
。 

（
『
三
帖
和
讃
ノ
ー
ト
浄
土
和
讃
篇
』
豊
原
太
成
師
編
著
） 

「
神
仏
ネ
ッ
ト
」
よ
り
抜
粋 

 

八
大
竜
王
は
、
八
大
竜
王
大
神
な
ど
の
よ
う
に
龍
神

つ
ま
り
水
神
と
し
て
祀
ら
れ
、
雨
を
降
ら
せ
る
な
ど
の

ご
利
益
が
あ
る
こ
と
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
性
格
に
加

え
、
仏
教
世
界
で
は
仏
法
の
守
護
神
と
し
て
、
仏
様
、

仏
教
の
教
え
を
守
護
す
る
神
様
で
も
あ
り
ま
す
。
八
大

竜
王
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
に
表
記
が
見
ら
れ
、
密
教

大
辞
典
な
ど
で
八
大
竜
王
の
日
本
で
の
信
仰
に
つ
い
て

の
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

 

●
仏
教
に
お
け
る
八
大
竜
王
の
意
味 

 

八
大
竜
王
は
仏
教
世
界
で
は
釈
迦
の
眷
属
と
し
て
描

か
れ
、
釈
迦
の
生
誕
の
際
に
、
甘
露
を
降
ら
せ
て
そ
の

生
誕
の
祝
福
を
し
た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
釈
迦
が
悟
り
を
得
て
衆
生
に
説
法
を
す
る
よ

う
に
な
り
、
霊
鷲
山
で
法
華
経
を
説
か
れ
た
際
は
、
梵

天
等
の
天
部
の
神
や
人
々
と
共
に
、
八
大
竜
王
も
そ
の

説
法
を
聞
い
た
と
さ
れ
ま
す
。 

 

●
観
音
菩
薩
の
守
護
神
と
な
り
人
々
に
ご
利
益
を 

 

も
た
ら
す 

 

妙
法
蓮
華
経
の
観
音
経
の
中
で
、
観
音
様
を
信
仰
す

れ
ば
衆
生
を
救
い
、
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
八
大
竜
王
は
そ
の
観
音
菩
薩
の
守
護
神
で

あ
り
、
観
音
様
の
宝
珠
を
身
に
宿
し
て
人
々
に
福
を
も

た
ら
し
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
と
古
来
か
ら
信
仰
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
福
徳
神
と
し
て
の
龍
神
様
の
信
仰
の
話

で
は
、
平
安
時
代
の
少
し
前
、
桓
武
天
皇
が
皇
太
子
時

代
に
室
生
寺
の
龍
穴
神
社
に
て
桓
武
天
皇
の
病
気
平
癒

の
祈
祷
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
歴
史
書
に
も
残
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

●
イ
ン
ド
の
竜
王
は
中
国
や
日
本
の
姿
と
は
違
う 

 

八
大
竜
王
は
仏
教
が
生
ま
れ
た
イ
ン
ド
発
祥
の
神
様

で
す
が
、
日
本
で
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
、
細
長
い
体

で
空
を
舞
う
と
い
う
姿
で
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
龍
は
Ｎ
ａ
ｇ
ａ
（
ナ
ー
ガ
）

と
呼
ば
れ
、
半
身
半
蛇
の
姿
で
、
さ
ら
に
蛇
も
コ
ブ
ラ

の
よ
う
な
顔
の
あ
た
り
が
広
が
る
姿
で
し
た
。
八
大
竜

王
と
は
、
そ
れ
ら
の
龍
を
束
ね
る
族
長
と
い
う
存
在
で

す
。
因
み
に
八
大
竜
王
を
含
む
龍
衆
は
八
部
衆
と
い
う

釈
迦
如
来
を
守
護
す
る
神
様
と
し
て
描
か
れ
ま
す
が
、

八
部
衆
の
中
に
は
、
別
の
龍
族
で
あ
る
摩
睺
羅
伽
と
い

う
存
在
も
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
に
お
い
て

は
八
大
竜
王
以
外
に
も
た
く
さ
ん
の
龍
が
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

●
八
大
竜
王
の
ご
利
益 

 

八
大
竜
王
は
様
々
な
ご
利
益
を
も
た
ら
し
て
く
だ
さ

る
と
し
て
、
八
大
竜
王
神
を
祀
る
神
社
に
は
多
く
の
人

が
参
ら
れ
ま
す
が
、
有
名
な
ご
利
益
に
は
次
の
も
の
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

・
商
売
繁
盛
・
富
貴
栄
達
・
出
世
・
勝
運
・
除
災
招

福
・
恋
愛
成
就
・
五
穀
豊
穣
な
ど 

 

八
大
竜
王
に
限
ら
ず
日
本
で
は
龍
神
様
の
信
仰
が
と

て
も
深
い
の
で
、
神
社
や
寺
院
で
は
他
に
も
た
く
さ
ん

の
ご
利
益
が
解
説
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

●
八
大
竜
王
の
ご
利
益
（
水
神
）
の
エ
ピ
ソ
ー
ド 

 

弘
法
大
師
と
し
て
知
ら
れ
る
空
海
は
、
桓
武
天
皇
に

雨
を
降
ら
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
受
け
ま
し
た
。

空
海
は
祈
願
す
る
と
、
神
泉
苑
と
い
う
御
所
内
に
あ
っ

た
庭
の
池
か
ら
龍
神
が
天
へ
と
上
り
雨
を
降
ら
せ
た
と

さ
れ
、
こ
の
伝
説
か
ら
今
で
も
京
都
の
神
泉
苑
に
は
八

大
竜
王
の
沙
伽
羅
竜
王
の
娘
の
善
女
竜
王
社
が
あ
り
ま

す
。 

２ 

  
現
世
利
益
和
讃
に
つ
い
て 

 
八
首
目 
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難
陀
竜
王
（
ナ
ー
ガ
）
ー
歓
喜
の
意
を
持
ち
、
龍

の
意
を
持
つ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ナ
ー
ガ
が
由

来
の
神
様
。
神
格
が
高
く
、
龍
王
の
中
で
最
も
優

れ
た
龍
王
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

跋
難
陀
竜
王
（
ウ
パ
ナ
ン
ダ
）
ー
賢
喜
・
亜
歓
喜

の
意
を
持
ち
、
難
陀
竜
王
の
兄
弟
神
と
し
て
、
難

陀
竜
王
と
共
に
マ
ガ
ダ
国
（
イ
ン
ド
の
古
来
あ
っ

た
国
）
を
保
護
し
て
い
た
龍
王
と
さ
れ
ま
す
。 

 

沙
伽
羅
龍
王
（
サ
ー
ガ
ラ
）
ー
海
の
意
を
持
ち
、

海
底
に
あ
る
竜
宮
城
に
住
む
大
海
龍
王
と
も
さ

れ
、
雨
を
降
ら
せ
る
法
を
持
つ
龍
王
で
す
。
摩
訶

止
観
と
い
う
書
の
中
で
は
、
沙
伽
羅
竜
王
の
雨
を

降
ら
せ
る
力
に
よ
っ
て
大
干
ば
つ
か
ら
救
わ
れ
た

と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。
印
度
無
熱
池
に

住
し
密
教
の
守
護
神
と
も
さ
れ
ま
す
。
沙
伽
羅
竜

王
は
日
本
で
は
「
龍
女
成
仏
」
と
い
う
仏
教
の
逸

話
で
も
有
名
で
す
。 

龍
女
成
仏
と
は
、
法
華
経
提
婆
達
多
品
の
中
の
逸

話
で
、
釈
迦
の
法
華
経
の
説
法
を
聞
い
て
い
た

時
、
沙
伽
羅
竜
王
の
第
三
王
女
の
「
善
女
龍
王
」

が
そ
の
教
え
を
聞
い
て
成
仏
を
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
話
で
す
。 

ま
た
、
沙
伽
羅
竜
王
は
牛
頭
天
王
と
言
う
、
今
は

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
と
神
仏
習
合
す
る
神
様
の
伝

説
に
も
出
て
き
ま
す
。
牛
頭
天
王
の
后
と
し
て
も

ら
う
女
性
は
、
沙
伽
羅
竜
王
の
第
三
王
女
の
頗
梨

采
女
（
は
り
さ
い
じ
ょ
）
と
言
わ
れ
ま
す
。
牛
頭

天
王
は
日
本
で
生
ま
れ
た
神
様
と
さ
れ
ま
す
の

で
、
以
下
に
八
大
竜
王
が
日
本
の
文
化
に
融
け
込

ん
で
い
た
の
か
が
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。 

 

和
修
吉
竜
王
（
ヴ
ァ
ー
ス
キ
）
ー
宝
、
多
頭
の
意

で
、
日
本
で
は
九
頭
の
意
味
を
持
ち
ま
す
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
日
本
で
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
て
き
た

九
頭
龍
王
、
九
頭
龍
大
神
（
く
ず
り
ゅ
う
お
お
か

み
）
と
い
う
神
様
と
同
一
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏

教
の
世
界
観
で
は
、
世
界
の
中
心
に
あ
る
須
弥
山

を
守
護
す
る
神
様
と
し
て
描
か
れ
ま
す
。 

 

徳
叉
迦
竜
王
（
タ
ク
シ
ャ
カ
）
ー
多
下
、
毒
視
の

意
を
持
ち
、
和
修
吉
竜
王
と
同
胞
と
さ
れ
ま
す
。

徳
叉
迦
竜
王
が
怒
っ
て
凝
視
し
眼
が
あ
っ
た
人
は

息
絶
え
る
と
さ
れ
る
神
様
で
す
。
し
か
し
、
恐
れ

る
よ
う
な
龍
王
で
は
な
く
衆
生
を
惑
わ
す
悪
鬼
な

ど
の
存
在
を
食
ら
う
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

娘
に
は
、
仏
教
の
神
様
の
中
で
も
人
気
の
吉
祥
天

が
い
ま
す
。 

 

阿
那
婆
達
多
竜
王
（
ア
ナ
ヴ
ァ
タ
プ
タ
）
ー
無

熱
・
無
悩
清
涼
の
意
を
持
ち
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
北
方

の
阿
那
婆
達
多
（
無
熱
池
）
に
住
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
釈
迦
の
誕
生
の
時
に
甘
露
を

振
ら
せ
て
そ
の
誕
生
を
祝
っ
た
の
が
、
阿
那
婆
達

多
と
も
さ
れ
、
と
て
も
慈
悲
深
く
菩
薩
さ
ま
の
化

身
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
も
徳
の
高
い
竜
王
様
と

も
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
仏
教
界
に
お
い
て
、
四
つ

に
分
か
れ
る
人
間
の
住
む
大
陸
を
分
け
る
四
方
に

伸
び
た
大
河
（
東
ガ
ン
ジ
ス
・
南
イ
ン
ダ
ス
・
西

オ
ク
サ
ス
・
北
シ
ー
タ
ー
）
で
大
陸
を
潤
し
て
い

る
と
さ
れ
ま
す
。 

 

摩
那
斯
竜
王
（
マ
ナ
ス
ヴ
ィ
ン
）
ー
大
尉
、
高

意
、
太
刀
、
大
身
の
意
を
持
ち
、
慈
悲
深
い
竜
王

と
さ
れ
ま
す
。
衆
生
に
信
仰
心
を
芽
生
え
さ
せ
る

と
い
う
大
願
を
持
つ
神
様
で
す
。
ま
た
阿
修
羅
が

帝
釈
天
の
住
ま
う
喜
見
城
を
海
水
で
攻
め
た
と
き

に
、
摩
那
斯
竜
王
は
身
を
躍
ら
せ
て
海
水
を
戻
し

た
と
さ
れ
ま
す
。 

 

優
鉢
羅
（
ウ
ッ
パ
ラ
カ
）
ー
訳
す
と
青
蓮
華
、
黛

色
蓮
華
池
、
青
蓮
華
龍
王
。
青
蓮
華
を
生
ず
る
池

に
住
ま
う
と
い
う
。
イ
ン
ド
で
は
花
弁
や
葉
な
ど

の
形
状
を
比
喩
的
に
眼
を
表
わ
す
こ
と
に
用
い
る

が
、
特
に
青
睡
蓮
は
美
し
い
眼
に
喩
え
ら
れ
る
。

仏
教
で
は
仏
陀
の
眼
は
紺
青
色
と
さ
れ
、
三
十
二

相
八
十
種
好
の
一
つ
「
眼
色
如
紺
青
相
」
と
な
っ

て
い
る
。
「
青
蓮
華
」
は
、
漢
訳
仏
典
で
「
優
鉢

華
（
ウ
ハ
ツ
ケ
）
」
、
「
優
鉢
羅
華
」
な
ど
と
音

写
さ
れ
る
。
中
国
で
「
青
蓮
宇
（
セ
イ
レ
ン

ウ
）
」
は
仏
教
寺
院
の
別
称
。
ま
た
、
仏
教
で

「
ウ
ッ
パ
ラ
」
と
い
え
ば
、
「
ウ
ッ
パ
ラ
ヴ
ァ
ン

ナ
ー
」
の
故
事
が
著
名
で
あ
る
。
（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ

ア
よ
り
抜
粋
） 

多
く
の
大
乗
仏
典
な
ど
で
は
、
提
婆
達
多
が
逆
心

を
起
こ
し
仏
を
殺
さ
ん
と
し
て
、
こ
れ
を
彼
女
が

呵
責
し
た
の
で
、
提
婆
達
多
が
怒
っ
て
彼
女
を
強

殺
し
眼
球
が
潰
れ
て
、
つ
い
に
命
終
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り
抜
粋
） 

３ 
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『
生
命
環
流 

浄
土
和
讃
を
読
む
下
』 

大
峯
顯
師
著 

  

竜
神
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
で
も
日
本
で
も
水

と
関
係
が
あ
る
神
の
よ
う
で
す
。
難
陀
・
跋
難
な

ど
の
八
大
竜
王
、
お
よ
び
そ
の
部
下
の
無
量
の
竜

神
た
ち
で
す
。
旱
の
時
に
は
見
ず
が
あ
り
が
た
い

で
す
け
れ
ど
も
、
時
に
は
洪
水
な
ど
の
水
害
も
起

こ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
水
も
怖
れ
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
こ
れ
も
圧
倒
的
な
自
然
の
力
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
で
す
。
（
前
回
の
ご
和
讃
で
「
堅

牢
地
祇
」
を
大
地
の
神
々
と
捉
え
、
自
然
災
害
に

お
け
る
念
仏
者
へ
の
利
益
を
説
い
て
い
る
）
先
の

津
波
（
二
〇
一
一
年
東
日
本
大
震
災
）
な
ど
も
、

竜
神
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
う
い
う
怖
ろ
し
い
竜
王
や
竜
神
で
あ
っ

て
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
人
を
尊
敬
し
て

護
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
自
然
の
力
と
い
う
も

の
も
、
他
力
の
信
心
の
世
界
の
外
に
あ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
そ
の
怖
ろ

し
い
自
然
の
力
が
私
た
ち
を
守
護
す
る
力
に
転
じ

ら
れ
る
と
い
う
不
思
議
の
こ
と
で
す
。 

  

こ
こ
で
、
前
回
の
ご
和
讃
に
つ
い
て
の
大
峯
顯
先
生
の
解

説
を
も
う
一
度
掲
載
い
た
し
ま
す
。 

  

地
殻
の
変
動
や
津
波
は
人
間
の
想
定
を
超
え
て
い
る

出
来
事
で
す
か
ら
、
神
々
の
仕
業
で
す
。
本
居
宣
長
の

『
古
事
記
伝
』
に
よ
る
と
、
神
と
い
う
字
は
「
迦
微
」

と
書
く
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、
人
間
が
社
に

祀
っ
て
尊
崇
す
る
存
在
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
怖
ろ
し
い
も
の
を
も
意
味
し
ま

す
。
・
・
・
・ 

 

プ
レ
ー
ト
が
動
く
と
い
う
の
も
人
間
の
想
定
を
超
え

た
こ
と
で
す
か
ら
、
普
通
は
そ
れ
を
否
定
的
に
と
ら
え

て
、
悪
い
も
の
、
怖
ろ
し
い
も
の
と
だ
け
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
生
命
と
い
う
も
の
は
、
初
め
か
ら
人
間
的
知

性
の
想
定
を
超
え
た
世
界
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
と
い

う
明
ら
か
な
厳
然
た
る
事
実
に
思
い
を
い
た
す
こ
と

が
、
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

親
鸞
聖
人
が
念
仏
者
は
堅
牢
地
祇
に
護
ら
れ
て
い
る

と
言
わ
れ
る
の
は
、
災
害
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
と
い
う

こ
と
な
の
で
は
な
く
、
巻
き
込
ま
れ
て
も
巻
き
込
ま
れ

な
い
と
い
う
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
巻
き
込
ま
れ
る
の
は
私
の
体
で
あ
っ
て
、
私
そ
の

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
仏
さ
ま
を
信
じ
た
私
そ
の

も
の
と
は
私
が
思
っ
て
い
る
私
で
は
な
く
、
仏
さ
ま
に

思
わ
れ
て
い
る
私
の
こ
と
で
す
。
私
の
体
は
、
私
の
所

有
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
自
分
の

も
の
と
思
っ
て
い
る
こ
の
体
は
、
私
の
断
り
も
な
く
私

か
ら
離
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。
た
い
て
い
の
人
は
、
自
分

の
体
が
自
分
だ
と
思
い
込
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は

な
く
、
私
た
ち
は
し
ば
ら
く
体
と
い
う
着
物
を
着
て
い

る
だ
け
で
、
着
物
は
私
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
体

は
そ
の
う
ち
用
を
な
さ
な
く
な
る
ま
す
が
、
仏
さ
ま
か

ら
見
ら
れ
て
い
る
私
そ
の
も
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
力

に
よ
っ
て
仏
に
な
り
ま
す
。
何
も
心
配
な
い
の
で
す
。 

 

人
間
は
体
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、
体
で
な
い
心
を

持
っ
て
い
る
と
素
朴
に
い
う
と
わ
か
り
易
い
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
誰
も
が
認
め
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
・
・
・
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
大
事
な
心
は
ど
う
し

た
ら
得
ら
れ
る
か
と
言
っ
た
ら
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
さ
ま

の
言
わ
れ
る
言
葉
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
。
信
心

は
真
実
の
心
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い

た
心
で
す
。
信
心
と
は
仏
心
だ
と
、
蓮
如
上
人
は
言
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
先
に
蓮
如
上
人
が
「
た
ま
し
ゐ
」
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
信
心
の
心
を
表
現
し
て
お
ら
れ
る

こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
（
本
書
一
〇
二
頁
） 

 

〈
本
書
一
〇
二
頁
抜
粋
文
〉 

 
 

蓮
如
上
人
は
、
文
明
三
（
一
四
七
二
）
年
八
月
十 

 

 
 

四
日
に
次
女
の
見
玉
尼
が
往
生
し
た
こ
と
を
記
し 

 
 

た
『
帖
外
御
文
章
』
の
中
に
、
「
た
ま
し
ゐ
」
と 

 
 

い
う
言
葉
を
使
っ
て
、 

 
 
 

蝶
と
な
り
て
う
せ
ぬ
と
み
ゆ
る
は
、 

 
 
 

そ
の
た
ま
し
ゐ
蝶
と
な
り
て
、 

 
 
 

法
性
の
そ
ら
極
楽
世
界
涅
槃
の
み
や
こ
へ 

 
 
 

ま
ひ
り
ぬ
る
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
な
り 

 
 

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
本
願
に
ま
か
せ
た
見 

 
 

玉
尼
の
信
心
の
心
の
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
表 

 
 

現
で
言
え
ば
、
「
信
心
の
ひ
と
の
こ
こ
ろ
」
の
こ 

 

 
 

と
で
す
。
い
わ
ゆ
る
霊
魂
不
滅
の
こ
と
で
は
あ
り 

 
 

ま
せ
ん
。 

  

本
当
の
心
で
あ
る
か
ら
に
は
、
私
た
ち
凡
夫
が
考
え

る
不
滅
の
霊
魂
な
ど
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
仏
さ
ま
の

心
で
す
。
信
心
は
仏
心
で
あ
っ
て
、
梵
心
で
は
な
い
の

で
す
。
と
こ
ろ
が
仏
法
を
正
し
く
聞
か
な
い
人
は
、
信

心
と
は
修
行
し
た
人
間
の
心
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で

す
。
し
か
し
心
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
手
を
加
え
れ

ば
加
え
る
だ
け
、
か
え
っ
て
だ
め
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
人
間
が
苦
心
し
て
自
分
で
作
る
も
の
で
は
な
く
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
心
を
い
た
だ
く
こ
と
が
信
心
で
す
。
で

す
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
死
な
な
い
の
と
同
じ
よ
う

に
、
信
心
を
い
た
だ
い
た
人
も
や
は
り
死
な
な
く
な
る

の
で
す
。
「
大
信
心
は
仏
性
な
り
」
と
親
鸞
聖
人
が

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。 

４ 
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覚
如
は
な
ぜ
『
親
鸞
伝
絵
』
に
「
親
鸞
は
伯
父
範
綱

に
連
れ
ら
れ
慈
円
の
下
で
出
家
し
た
」
と
書
き
こ
ん
だ

の
で
し
ょ
う
か
。
原
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す 

 
 

聖
人
の
俗
姓
は
藤
原
氏
天
児
屋
根
尊
二
十
一
世
の 

 

 
 

苗
裔
（
中
略
）
皇
太
后
宮
大
進
有
範
の
子
也
。 

 
 

（
中
略
）
九
歳
の
春
比
（
は
る
こ
ろ
）
阿
伯
従
三 

 
 

位
範
綱
卿
【
于
時
、
従
四
位
上
前
若
狭
守
、
後
白 

 
 

河
上
皇
の
近
臣
、
聖
人
養
父
】
前
大
僧
正
【
慈
円 

 
 

慈
鎮
和
尚
是
也
。
法
性
寺
殿
の
御
息
、
月
輪
殿
は 

 
 

長
兄
】
の
貴
坊
へ
相
具
し
た
て
ま
つ
り
て
、
剃
髪 

 
 

を
剃
除
し
た
ま
ひ
き
。
範
宴
少
納
言
公
と
号
す
。 

 

文
中
、
「
苗
裔
」
は
「
子
孫
」
／
「
阿
伯
」
は
「
伯

父
さ
ん
」
／
「
法
性
寺
殿
」
は
「
藤
原
忠
通
」
／
「
月

輪
殿
」
は
「
九
条
兼
実
」
／
「
範
宴
少
納
言
公
」
は
寺

院
の
中
で
の
通
称
で
す
。
こ
の
通
称
の
こ
と
を
、
「

公
名

き
み
な

」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
の
公
名
は
俗
人
の
太
郎
・

次
郎
と
い
っ
た
仮
名

け
み
ょ
う

に
相
当
し
ま
す
。 

 

で
は
、
慈
円
の
政
治
的
立
場
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ

う
か
。 

 

慈
円
は
こ
の
時
、
右
大
臣
で
あ
っ
た
九
条
兼
実
が
最

も
頼
り
に
し
た
同
母
弟
で
す
。
兼
実
の
父
忠
通
は
十
人

の
息
子
の
う
ち
三
人
に
家
を
継
い
で
摂
政
・
関
白
に
な

る
資
格
を
与
え
ま
し
た
。
近
衛
基
実
・
松
殿
基
房
・
九

条
兼
実
の
三
人
で
す
。
い
ず
れ
も
異
母
の
兄
弟
で
す

（
た
だ
し
、
基
実
の
母
と
基
房
の
母
は
姉
妹
）
。
基
実

と
息
子
基
通
、
基
房
に
は
摂
政
と
関
白
が
ま
わ
っ
て
き

ま
し
た
が
、
兼
実
は
当
時
の
権
力
者
平
清
盛
と
の
関
係

が
悪
く
、
十
五
年
間
右
大
臣
の
ま
ま
で
し
た
。
焦
っ
た

兼
実
は
息
子
良
通
の
妻
に
清
盛
の
外
孫
の
娘
を
迎
え
る

な
ど
し
て
、
清
盛
に
接
近
を
図
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

親
鸞
の
父
有
範
も
、
親
鸞
に
先
立
っ
て
出
家
し
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
政
治
的
失
敗
で
あ
ろ
う

前
年
の
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
の
以
仁
王
の
乱
に
始

ま
る
、
平
清
盛
打
倒
の
企
て
に
参
加
し
て
失
敗
し
責
任

を
取
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

う
い
う
こ
と
な
ら
、
慈
円
が
戒
師
に
な
っ
て
く
れ
る
可

能
性
は
薄
い
で
し
ょ
う
。 

 

で
は
、
親
鸞
の
伯
父
の
日
野
範
綱
と
日
野
宗
業
に
つ

い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

親
鸞
を
慈
円
の
も
と
に
連
れ
て
行
っ
た
と
さ
れ
る
伯

父
藤
原
範
綱
は
後
白
河
法
皇
の
近
臣
で
、
特
に
親
し
く

仕
え
て
い
ま
し
た
。
法
皇
は
清
盛
の
権
勢
拡
大
を
嫌

い
、
常
に
そ
の
勢
力
を
抑
え
る
策
略
を
巡
ら
し
て
い
ま

し
た
。
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
、
法
皇
の
意
を
受
け

た
藤
原
成
親
・
俊
寛
ら
が
起
こ
し
た
鹿
ヶ
谷
事
件
で
は

範
綱
も
平
家
方
に
捕
ま
り
、
拷
問
の
上
、
播
磨
国
に
流

さ
れ
て
い
ま
す
。
帰
京
後
は
再
び
法
皇
の
た
め
に
熱
心

に
働
い
て
い
ま
す
。
そ
の
範
綱
が
慈
円
に
親
鸞
の
戒
師

を
お
願
い
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
因
み
に
慈
円
も
ま
だ
二

七
歳
と
若
く
、
ま
だ
天
台
座
主
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
最
初
に
就
任
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
十
一
年
後

で
す
。
慈
円
自
身
も
平
家
全
盛
の
も
と
で
天
台
座
主
就

任
を
睨
ん
だ
動
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。 

 

慈
円
も
親
鸞
も
藤
原
氏
と
い
う
同
族
だ
か
ら
、
慈
円

は
戒
師
を
引
き
受
け
る
だ
ろ
う
と
い
う
簡
単
な
話
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

親
鸞
の
も
う
一
人
の
伯
父
日
野
宗
業
は
、
親
鸞
出
家

の
年
の
九
月
以
降
、
兼
実
の
絶
大
な
支
援
を
受
け
ま

す
。
そ
れ
は
こ
の
こ
ろ
の
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
を
見

れ
ば
明
ら
か
で
す
。
兼
実
は
宗
業
の
学
問
的
能
力
を
絶

賛
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
春
比
」
（
『
親
鸞
伝

絵
』
。
こ
の
年
の
春
は
、
一
月
・
二
月
・
閏
二
月
・
三

月
）
に
は
す
で
に
四
〇
歳
な
が
ら
ま
だ
修
行
中
の
身

で
、
学
者
と
し
て
立
つ
上
で
の
資
格
取
得
に
懸
命
で
し

た
。
と
て
も
親
鸞
の
援
助
に
回
れ
る
余
裕
も
力
も
あ
り

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
甥
が
出
家
す
る
の
を
手
伝
え
な

い
ほ
ど
ま
っ
た
く
余
裕
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。 

 

親
鸞
が
関
東
に
到
着
し
た
こ
ろ
、
範
綱
は
か
な
り
前

に
引
退
し
て
お
り
ま
し
た
。
実
質
上
活
躍
し
て
い
た
の

は
宗
業
の
方
で
す
。
後
鳥
羽
上
皇
の
近
臣
で
、
上
皇
の

大
の
お
気
に
入
り
で
し
た
。
い
ま
主
流
に
な
っ
て
い
る

日
野
氏
関
係
系
図
で
は
、
日
野
範
綱
が
出
家
の
た
め
に

親
鸞
を
慈
円
の
も
と
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
一
つ
だ
け
な
の
で
す
が
、
実
は

宗
業
が
連
れ
て
行
っ
た
と
い
う
系
図
も
あ
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
後
鳥
羽
上
皇
が
承
久
の
乱
で
敗
れ
て
隠
岐
の

島
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
時
、
宗
業
も
と
も
に
没
落
し

た
気
配
で
す
。
宗
業
の
息
子
た
ち
は
か
な
り
低
い
職
に

し
か
就
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
範
綱
の
息
子

た
ち
よ
り
も
ぐ
っ
と
格
下
の
職
ば
か
り
で
す
。 

 

事
実
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
追
求
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
覚
如
は
こ
の
宗
業

が
親
鸞
を
出
家
さ
せ
て
く
れ
た
と
は
『
親
鸞
伝
絵
』
に

書
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
ま

す
。
覚
如
は
政
治
的
な
判
断
を
優
先
し
よ
う
と
考
え
る

人
物
で
し
た
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
親
鸞
伝
絵
』
に
な
ぜ
「
親
鸞

は
慈
円
の
下
で
出
家
し
た
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
本
連
載
で
は
、
い
ず
れ
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
を

述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

５ 

 

 
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 

【
稲
田
禅
房
西
念
寺
（
稲
田
御
坊
）
】
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｔ
市
民
大
学 

「
親
鸞
と
慈
円
と
青
蓮
院
」 

筑
波
大
学
名
誉
教
授 

今
井
雅
晴
氏 
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【
稲
田
禅
房
西
念
寺
（
稲
田
御
坊
）
】
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｔ
市
民
大
学 

「
親
鸞
と
慈
円
と
青
蓮
院
」 

筑
波
大
学
名
誉
教
授 
今
井
雅
晴
氏 

 

①
親
鸞
の
出
家
と
慈
円 

 
覚
如
の
『
親
鸞
伝
絵
』
に
、
親
鸞
は
九
歳
の
時
に
伯

父
の
日
野
範
綱
に
付
き
添
っ
て
も
ら
っ
て
慈
円
の
も
と

で
出
家
し
た
と
あ
り
ま
す
。
慈
円
は
後
に
天
台
座
主
の

地
位
に
四
回
も
就
任
し
た
人
物
で
す
。
天
台
座
主
と
は

比
叡
山
延
暦
寺
の
住
職
で
、
同
時
に
全
国
の
天
台
宗
の

ト
ッ
プ
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
慈
円
は
歴
史
書
で
あ
る

『
愚
管
抄
』
の
執
筆
者
で
あ
り
、
有
名
な
歌
人
で
も
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
右
大
臣
か
ら
摂
政
へ
、
そ
し
て
関
白

に
昇
っ
た
九
条
兼
実
の
弟
で
も
あ
り
ま
す
。
親
鸞
は
こ

の
よ
う
に
有
名
な
人
物
に
戒
師
（
出
家
さ
せ
て
く
れ
る

人
）
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
の
だ
、
と
い
う
の
が
覚
如
の

説
く
と
こ
ろ
で
す
。 

 

親
鸞
が
出
家
し
た
時
、
慈
円
は
ま
だ
二
十
七
歳
の
青

年
で
し
た
。
む
ろ
ん
、
ま
だ
天
台
座
主
の
地
位
に
つ
い

て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
ま
だ
青
蓮
院
の
住
職
に
も

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
俗
に
言
う
「
青
蓮
院
の
慈
円
に
戒

師
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
」
と
す
る
の
は
誤
り
で
す
。

『
親
鸞
伝
絵
』
に
も
そ
の
よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
ま
せ

ん
。
親
鸞
は
ほ
ん
と
う
に
慈
円
の
も
と
で
出
家
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
の
最
終
的
な
決
着
は
ま
だ
つ

い
て
い
ま
せ
ん
。 

 

②
慈
円
と
九
条
兼
実 

 

兼
実
と
慈
円
の
父
忠
通
は
十
人
の
息
子
の
う
ち
三
人

に
摂
政
・
関
白
に
就
任
す
る
資
格
を
与
え
ま
し
た
。
近

衛
基
実
・
松
殿
基
房
・
九
条
兼
実
の
三
人
で
す
。 

 

母
加
賀
局
の
父
の
職
で
あ
る
「
太
皇
太
后
宮
」
と
い

う
の
は
、
天
王
の
祖
母
あ
る
い
は
先
々
代
の
天
王
の
皇

后
の
庶
務
・
家
政
を
担
当
す
る
役
所
で
す
。
「
大
進
」

と
は
そ
こ
を
管
理
運
営
す
る
役
職
の
第
三
官
で
す
。
位

で
貴
族
を
承
久
貴
族
・
中
級
貴
族
・
下
級
貴
族
と
い
う

三
段
階
に
分
類
す
れ
ば
、
正
六
位
上
か
ら
下
級
貴
族
に

な
り
ま
す
の
で
、
従
六
以
上
は
下
級
貴
族
の
上
か
ら
三

番
目
で
す
。
貴
族
社
会
で
は
政
治
的
・
経
済
的
に
ま
っ

た
く
問
題
に
な
ら
な
い
存
在
で
す
。
承
久
貴
族
の
家
に

出
入
り
さ
せ
て
も
ら
い
、
働
き
、
な
ん
ら
か
の
お
こ
ば

れ
に
預
か
る
こ
と
を
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
い
境
遇
で

す
。
親
鸞
の
父
日
野
有
範
も
、
ほ
ぼ
同
じ
境
遇
の
皇
太

后
宮
大
進
で
し
た
。
「
皇
太
后
宮
」
は
天
皇
の
母
ま
た

は
仙
台
の
皇
后
の
庶
務
・
家
政
機
関
で
す
。 

 

兼
実
と
慈
円
の
母
加
賀
局
が
「
家
の
女
房
」
で
あ
る

と
い
う
の
は
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
記
載
で
す
。
「
家
の

女
房
」
と
は
貴
族
の
家
に
勤
め
る
女
性
で
、
下
働
き
で

は
な
く
部
屋
を
与
え
ら
れ
て
尊
重
さ
れ
る
存
在
で
す
。

中
級
・
下
級
貴
族
出
身
の
女
性
が
多
い
で
す
。
「
加
賀

局
」
の
「
局
」
と
は
敬
称
で
す
。
主
人
の
貴
族
と
仲
が

よ
く
ｋ
な
っ
て
子
ど
も
を
生
む
例
も
よ
く
見
ら
れ
ま

す
。
兼
実
・
慈
円
の
母
加
賀
局
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う

な
存
在
で
し
た
。 

 
③
自
尊
心
が
強
か
っ
た
兼
実 

 

母
が
上
記
の
よ
う
な
卑
賤
な
身
分
（
貴
族
と
し
て

は
、
と
い
う
こ
と
で
す
）
出
身
で
あ
っ
た
た
め
か
、
兼

実
は
周
囲
か
ら
見
下
さ
れ
ま
い
と
す
る
自
尊
心
が
非
常

に
強
か
っ
た
人
で
す
。
当
時
、
男
子
は
母
の
身
分
を
引

き
継
ぐ
の
で
は
な
く
父
の
身
分
を
引
き
継
ぎ
ま
す
。
兼

実
は
従
一
位
太
政
大
臣
で
あ
り
、
摂
政
で
あ
り
関
白
で

あ
っ
た
藤
原
忠
通
の
息
子
で
す
か
ら
、
高
位
高
官
に

昇
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
誰
憚
る
こ
と
は
必
要
無
い
立
場

で
す
。
し
か
し
兼
実
と
同
じ
く
父
か
ら
後
継
者
の
立
場

を
与
え
ら
れ
た
二
人
の
兄
基
実
と
基
房
の
母
が
正
二
位

権
中
納
言
の
娘
で
あ
る
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
自
分
の

母
が
従
六
位
上
相
当
の
皇
太
后
宮
大
進
で
あ
る
こ
と
の

差
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
母
の
実
家
か
ら
の

政
治
的
・
経
済
的
援
助
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。 

 

兼
実
は
摂
関
家
の
後
継
者
と
し
て
の
自
尊
心
が
強
く

促
さ
れ
て
で
し
ょ
う
、
貴
族
が
知
っ
て
お
く
べ
き
朝
廷

の
慣
例
・
法
律
・
歴
史
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
励
み
ま

し
た
。
兼
実
は
そ
れ
ら
の
学
問
的
知
識
に
非
常
に
富
ん

だ
人
と
し
て
朝
廷
内
で
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
お
り
か
ら
勢
力
を
伸
ば
し
て
き
た
平
清
盛
と
は
仲

が
よ
く
な
い
の
に
、
十
五
年
間
も
右
大
臣
と
し
て
存
在

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
学
問
的
知
識
が

朝
廷
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
ｋ
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。
た
だ
し
、
自
尊
心
が
強
い
ゆ
え
に
大
き
な
失

敗
に
至
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
源
頼
朝
が
娘

の
大
姫
を
後
鳥
羽
上
皇
の
後
宮
に
入
れ
た
い
と
希
望
し

た
時
、
断
固
、
反
対
し
た
こ
と
で
す
。
い
く
ら
関
東
の

武
家
政
権
の
長
と
は
い
え
、
出
身
の
身
分
は
低
く
、
朝

廷
の
官
職
も
低
い
頼
朝
の
娘
が
後
宮
を
希
望
す
る
こ
と

な
ど
ま
っ
た
く
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
、

と
い
う
理
由
か
ら
で
す
。 

 

兼
実
は
頼
朝
の
後
押
し
に
よ
っ
て
、
万
年
右
大
臣

（
正
確
に
は
二
十
年
も
の
在
任
で
し
た
）
か
ら
摂
政

へ
、
摂
政
か
ら
関
白
へ
昇
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

頼
朝
は
、
仕
方
が
な
い
の
で
兼
実
の
政
敵
土
御
門
通
親

（
源
通
親
）
と
結
ぶ
に
至
り
、
兼
実
は
没
落
し
て
い
っ

た
の
で
す
。 

   

こ
こ
ま
で
の
お
話
で
、
九
条
兼
実
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
が
崩
れ
て
き
ま
し
た
。
『
鎌
倉
殿
の
十
三
人
』
で
も

性
格
が
悪
い
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
よ
う
で
し
た
。 

 

法
然
聖
人
の
教
え
を
聞
き
、
『
選
択
本
願
念
仏
集
』

を
執
筆
す
る
こ
と
を
進
め
た
方
と
習
っ
て
き
た
の
で
す

が
、
そ
う
と
う
の
野
心
家
の
よ
う
で
す
ね
。 

 

来
月
は
慈
円
さ
ん
の
話
も
出
ま
す
が
、
本
当
に
仲
が

良
か
っ
た
の
か
ど
う
か
？ 
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編
集
後
記
（
愚
案
） 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

二
〇
二
二
年 

七
月
の
行
事
予
定 

蝉 せ
み

し
ぐ
れ 

  

今
日

き
ょ
う

の
一
日

ひ
と
ひ

を
惜 お

し
み
つ
つ 

二
〇
二
二
年
「
心
の
と
も
し
び
」
七
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

こ
の
間
、
コ
ロ
ナ
禍
中
の
寺
院
活
動
状

況
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
報
告
が
届

き
ま
し
た
。
宗
門
の
「
宗
勢
基
本
調
査
」

に
基
づ
き
、
大
和
総
研
さ
ん
が
分
析
し
た

も
の
で
す
。 

 

稱
讃
寺
の
個
別
寺
院
診
断
シ
ー
ト
で
は

次
の
よ
う
に
分
析
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

〈
寺
院
運
営
基
礎
〉 

 
 

Ａ
マ
イ
ナ
ス 

〈
人
材
〉 

 
 
 

 
 
 

Ｃ
プ
ラ
ス 

〈
財
務
状
況
〉 

 
 
 
 

Ｂ
マ
イ
ナ
ス 

〈
寺
院
活
動
〉 

 
 
 
 

Ａ 

〈
門
信
徒
と
の
関
わ
り
〉 

Ａ
プ
ラ
ス 

〈
情
報
受
発
信
〉 

 
 
 

Ｓ 

〈
環
境
変
化
へ
の
対
応
〉 

Ａ
プ
ラ
ス 

〈
地
域
と
の
つ
な
が
り
〉 

Ｂ 

〈
全
体
評
価
〉 

 
 
 
 

Ｂ
プ
ラ
ス 

 
 

（
類
似
寺
院
内
で
の
評
価 

Ｂ
） 

で
し
た
。
そ
の
中
、
〈
人
材
〉
と
〈
財
務

状
況
〉
の
評
価
は
大
変
低
い
で
す
。 

 

〈
地
域
と
の
つ
な
が
り
〉
が
以
外
と
低

い
の
で
す
が
、
町
会
活
動
、
民
生
委
員
活

動
を
通
し
て
、
全
く
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
寺
院
活
動
に
繋
が
っ
て
い

な
い
こ
と
を
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
い
ろ

ん
な
方
と
の
交
流
が
あ
り
な
が
ら
、
自
身

が
活
か
し
切
れ
て
な
か
っ
た
と
も
言
え
ま

す
。 

 

地
域
の
た
め
と
言
う
よ
り
、
お
寺
に
役

立
て
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
一
種
の
〝
現

世
利
益
〟
を
追
求
す
る
手
段
と
考
え
て
き

た
こ
と
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か 

本願寺派では、ロシアの軍事侵攻により避難生活を余儀なくされているウクライナの人々を支援する

ことを目的に、緊急に「たすけあい運動募金」において標記募金の募集を開始いたしました。 

つきましては、募金にご協力いただきますよう、下記の通りお願い申しあげます。      合掌 

記 

１．募金の名称  浄土真宗本願寺派 たすけあい運動募金 

          「ウクライナ緊急支援募金」 

２．受付口座番号 

    〈郵便振替〉 ０１０００－４－６９９５７ 

           加入者名 たすけあい募金 

    〈銀行振込〉 銀行 ゆうちょ銀行 

           店名 一〇九（イチゼロキュウ）店 

           番号 当座 ００６９９５７ 

           名義 たすけあい募金 

※通信欄に「ウクライナ緊急支援」とご記入ください。 

「ウクライナ緊急支援募金」募集について 

  

六
日
（
水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
二
時 

 

一
〇
日
（
日
） 

永
代
経
法
要 

午
後
二
時 

 

一
六
日
（
土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 
 
 
 
 

（
歓
喜
会
〈
旧
盆
法
要
〉
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
二
時 

 

二
六
日
（
火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
二
時 

 

※
八
月
十
二
日
（
金
）
～
十
六
日
（
火
） 

 

鹿
児
島
・
稱
讃
寺
お
盆
法
要
の
手
伝
い
で

帰
省
い
た
し
ま
す
の
で
、
留
守
い
た
し
ま
す 


