
  

 

岡
亮
二
先
生
の
十
七
回
忌
の
ご
法
要
を
龍
谷
大
学
の

大
宮
学
舎
本
館
講
堂
で
お
つ
と
め
し
た
後
、
東
急
ホ
テ

ル
で
、
偲
ぶ
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
数
人
の
方
か
ら
の

先
生
と
の
思
い
出
話
を
聴
い
て
い
る
う
ち
に
、
当
時
、

ゼ
ミ
で
岡
先
生
に
質
問
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し 

た
。 

 

岡
先
生
の
『
教
行
信
証
』
の
読
み
方
に
興
味
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
「
先
生
は
、
何
故
、
そ
の
よ
う
な
読
み

方
が
出
来
る
の
で
す
か
？
」
と
お
尋
ね
し
ま
し
た
。
岡

先
生
は
「
戦
後
、
教
育
が
一
八
〇
度
変
わ
り
、
そ
れ
ま

で
の
価
値
観
が
覆
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
も

あ
っ
て
、
疑
問
を
持
っ
て
、
読
ん
で
い
る
の
で
す
。
」

（
記
憶
が
曖
昧
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
っ 

し
ゃ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
） 

 

「
疑
い
を
持
つ
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
仰
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。 

 

人
の
解
釈
を
鵜
呑
み
に
し
な
い
の
も
、
そ
う
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
「
善
知
識
」
は
敬
う
べ
き
で
す

が
、
「
善
知
識
だ
の
み
」
に
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
『
教
行
信
証
』
を
読
む
場
合
は
、
何
故
、
親
鸞

聖
人
は
、
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
引
用
文
を
用
い
、
別

の
文
を
く
っ
つ
け
て
お
ら
れ
る
の
か
等
を
問
い
な
が
ら

読
ん
で
い
く
こ
と
を
仰
っ
て
お
ら
れ
た
の
か
な
あ
と
思

い
ま
す
。
「
末
席
を
汚
す
」
よ
う
な
私
で
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
疑
っ
て
か

か
り
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
他
人
の
こ
と
を
疑
え
と
い
う
よ
り
、
自
分
自
身

の
こ
こ
ろ
、
捉
え
方
を
こ
そ
、
疑
い
な
さ
い
と
言
わ
れ

て
お
ら
れ
た
の
か
な
と
今
と
な
っ
て
は
思
う
こ
と
で 

す
。
そ
れ
な
の
に
、
他
人
の
信
心
の
あ
り
方
を
疑
っ
て

み
た
り
、
あ
の
解
釈
は
お
か
し
い
と
批
判
ば
か
り
し
て

い
る
よ
う
な
私
で
す
。 

 

表
記
の
御
文
に
あ
る
「
こ
の
人
」
と
は
、
私
自
身
の 
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信し
ん

に
ま
た
二
種

に
し
ゅ

あ
り
。
一ひ

と

つ
に
は
聞も

ん 

よ
り

生
し
ょ
う

ず
、
二ふ

た

つ
に
は
思し

よ
り

生
し
ょ
う 

ず
。
こ
の
人ひ

と

の
信
心

し
ん
じ
ん

、
聞も

ん

よ
り

生
し
ょ
う

じ 

て
、
思し

よ
り

生
し
ょ
う

ぜ
ず
。
こ
の
ゆ
ゑ
に 

名な

づ
け
て
信
不
具
足

し

ん

ふ

ぐ

そ

く

と
す
。 

ま
た
二
種

に
し
ゅ

あ
り
。
一ひ

と

つ
に
は
道ど

う

あ
り 

と
信し

ん

ず
、
二ふ

た

つ
に
は
得と

く

者し
ゃ

を
信し

ん

ず
。 

こ
の
人ひ

と

の
信
心

し
ん
じ
ん

、
た
だ
道ど

う

あ
り
と
信し

ん 

じ
て
、
す
べ
て
得と

く

道ど
う

の
人ひ

と

あ
り
と
信し

ん 

ぜ
ざ
ら
ん
。
こ
れ
を
名
づ
け
て 

信
不
具
足

し

ん

ふ

ぐ

そ

く

と
す
。 

 

去
る
二
月
二
十
三
日
、
恩
師
・
岡
亮
二
先
生
の
十
七
回
忌
が
龍
谷
大
学
大
宮

学
舎
本
館
講
堂
で
営
ま
れ
、
出
席
い
た
し
ま
し
た
。
３
年
ぶ
り
の
京
都
で
す 
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こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

 
真
か
ら
自
分
の
「
善
知
識
」
と
言
え
る
人
が
い

る
だ
ろ
う
か
。
「
自
分
の
親
が
そ
う
だ
」
と
か

「
岡
先
生
が
そ
う
だ
」
と
。
ど
う
も
、
う
わ
べ
だ 

け
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
十
六
通
に
、
《
故
法

然
聖
人
は
、
「
浄
土
宗
の
人
は
愚
者
に
な
り
て
往

生
す
」
と
候
ひ
し
こ
と
を
、
た
し
か
に
う
け
た
ま

は
り
候
ひ
し
う
へ
に
、
も
の
も
お
ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま

し
き
ひ
と
び
と
の
ま
ゐ
り
た
る
を
御
覧
じ
て
は
、

「
往
生
必
定
す
べ
し
」
と
て
笑
ま
せ
た
ま
ひ
し
を

み
ま
ゐ
ら
せ
候
ひ
き
。
》
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す 

 

ま
た
、
あ
る
同
僚
か
ら
「
ご
門
徒
さ
ん
を
善
知

識
と
し
て
み
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
言
わ
れ
た
と

き
、
ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。
門
徒
さ
ん
や
身
近
な

方
を
「
も
の
も
お
ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま
し
き
ひ
と
び 

と
」
と
し
て
例
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
き

て
い
る
今
、
ラ
イ
ブ
で
「
あ
の
方
は
、
確
か
に
ご

信
心
の
人
」
と
思
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
論
争
さ

え
も
出
来
ず
、
自
分
の
信
心
理
解
の
方
が
正
し
い

と
思
い
込
ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
「
阿
弥

陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
疑
っ
て
か
か
り
な
さ
い
と
言
わ
れ

た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
」
と
申
し
ま
し
た
が
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
疑
っ
て
罪
福
を
信
じ
て
い
る

私
で
し
か
な
く
、
そ
う
い
う
私
で
し
か
な
い
と
甘
ん
じ

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

「
唯
可
信
斯
高
僧
説
」
（
正
信
偈
）
に
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
「
阿
弥
陀
さ
ま
の
心
に
は
、
全
く
疑

心
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
方
々
の
お
声
を
聞
い
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す

親
鸞
聖
人
生
誕
八
五
〇
年

特
別
展
と
し
て
慶
讃
法
要

期
間
、
京
都
国
立
博
物
館
で

開
催
さ
れ
る
「
親
鸞
展
」
で
、
「
安
城
御
影
」
が

展
示
さ
れ
ま
す
。
本
願
寺
派
所
蔵
の
御
影
は
、
一

二
五
五
年
（
建
長
七
年
）
法
眼
朝
円
の
筆
と
さ

れ
、
親
鸞
聖
人
八
三
歳
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す 

元
は
岡
崎
市
の
本
願
寺
派
願
照
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た

そ
う
で
す
が
、
実
如
上
人
（
蓮
如
上
人
の
後
継
）
の
懇

請
に
よ
り
、
本
願
寺
に
寄
贈
さ
れ
、
国
宝
と
し
て
今
に

至
っ
て
い
ま
す
。 

 

願
照
寺
も
三
河
一
向
一
揆
で
一
揆
側
に
つ
い
て
お
り

一
揆
側
の
中
心
的
僧
侶
で
あ
っ
た
空
誓
の
真
宗
大
谷
派

の
本
證
寺
に
も
「
安
城
御
影
」
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
絵
像
は
、
室
町
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
寺
伝

で
は
、
蓮
如
上
人
が
、
本
證
寺
第
六
代
住
職
光
存
に
下

付
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

室
町
時
代
に
本
願
寺
か
ら
末
寺
に
下
付
さ
れ
る
も
の

は
お
木
仏
が
主
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
十
点
程
、
安
城

御
影
が
下
付
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
格
狭
間
が
正
面
に
三

つ
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
三
狭
間
御
影
」
と
も
呼

ば
れ
て
お
り
、
願
證
寺
も
本
證
寺
も
そ
の
一
つ
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。 

１ 

稱
讃
寺 

春
季
彼
岸
会
法
要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご
案
内 

 

暖
か
く
な
っ
た
か
な
あ
と
思
っ
た
ら
、
少
し
肌
寒

く
感
じ
た
り
し
ま
す
が
、
着
実
に
春
が
近
づ
い
て
お

り
ま
す
。
仏
さ
ま
の
お
心
は
、
い
つ
も
ど
ん
な
と
き

も
私
に
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
が
、
な
か
な
か
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
で
い

る
私
で
す
。
お
彼
岸
を
迎
え
て
、
あ
ら
た
め
て
共
に

味
わ
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ト
ピ
ッ
ク 

国宝「安城御影」 
浄土真宗本願寺派所蔵 
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
ど
う
す
る
家
康
』
で
、
「
三

河
一
向
一
揆
」
の
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
一
揆
は
、
家
康
の
「
三
大
危
機
」
の
一
つ
と
し

て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
「
三
大
危
機
」
と
は 

 

①
三
河
一
向
一
揆 

 
一
五
六
三
年
（
永
禄
六
年
） 

 

②
三
方
原
の
戦
い 

 
一
五
七
一
年
（
元
亀
二
年
） 

 

③
伊
賀
越
え
の
危
機 

一
五
八
二
年
（
天
正
十
年
） 

を
言
い
ま
す
。 

 

ス
テ
ラ
ネ
ッ
ト
で
、
「
戦
国
も
の
の
大
河
ド
ラ
マ
に

は
、
確
か
に
宗
教
勢
力
と
の
対
立
や
戦
い
が
描
か
れ
て

き
た
が
、
な
ん
だ
か
ぼ
ん
や
り
と
し
た
「
時
代
背
景
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し
て
出
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
つ
ま

り
「
一
揆
を
起
こ
す
側
の
言
い
分
」
が
き
ち
ん
と
描
か

れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
う
。
『
ど
う
す
る
家
康
』
で
は

画
期
的
な
の
は
、
一
向
宗
の
指
導
者
の
空
誓
上
人
の
説

法
と
、
彼
と
家
康
と
の
対
話
は
見
応
え
が
あ
っ
た
」
と

コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

家
康
は
、
自
分
こ
そ
三
河
の
主
で
あ
る
こ
と
に
固
執

し
て
い
た
頃
、
夢
告
で
亡
き
今
川
義
元
か
ら
「
わ
れ
わ

れ
武
家
は
領
民
に
生
か
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
だ
。
民

の
信
頼
を
失
っ
た
ら
、
わ
れ
ら
は
死
ぬ
の
じ
ゃ
。
」
と

諭
さ
れ
ま
す
。
論
語
、
「
子
曰
く
、
民
、
信
な
く
ん
ば

立
た
ず
」
と
教
え
ら
れ
て
、
「
家
康
」
と
改
名
し
て
も 

「
自
分
が
主
だ
」
と
叫
ん
で
い
る
だ
け
で
は
駄
目
な
の

で
し
ょ
う
。
戦
を
す
る
た
め
に
、
当
時
、
年
貢
を
納
め

る
な
く
て
も
良
か
っ
た
治
外
法
権
の
一
向
宗
寺
院
か
ら

も
年
貢
を
取
り
立
て
よ
う
と
本
證
寺
に
侵
入
し
ま
す
。

そ
こ
で
、
住
職
の
空
誓
に
遭
遇
し
ま
す
。 

 

空
誓 

「
い
く
さ
は
民
を
苦
し
め
る
だ
け
」 

 

家
康 

「
い
く
さ
は
民
の
た
め
に
行
う
の
だ
か
ら
年

貢
を 

 
 
 

 
 

納
め
る
べ
き
」
と
反
論
。 

 

空
誓 

「
武
士
に
納
め
て
も
無
駄
」 

 

家
康 

「
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
く
さ
を
し
な
い
で

済
む 

 

 
 
 

 
 

の
で
す
か
」 

 

空
誓 

「
知
ら
ぬ
！
」
「
武
士
と
寺
は
生
き
て
い
る

世
界 

 
 

 
 

 

が
違
う
。
苦
し
み
を
（
民
に
）
与
え
る
側

と 

 
 
 

 
 

（
苦
し
む
民
を
）
救
う
側
じ
ゃ
」 

 

そ
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
り
ま
し
た
が
、
年
貢
の

取
り
立
て
を
強
行
し
よ
う
と
し
ま
す
。 

 

ド
ラ
マ
で
の
空
誓
の
「
仏
敵
」
と
言
い
放
っ
た
言
葉

は
戦
を
扇
動
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
が
、
苦
渋
の
決
断

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
本
当
は
何
を
守
る
た
め
な
の

か
、
寺
を
守
る
た
め
？
、
民
・
信
者
を
救
う
た
め
？
教

え
を
伝
え
る
た
め
？
組
織
権
力
を
維
持
す
る
た
め
？

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
う
と
う
武
力
の
戦
い
に
な

り
ま
し
た
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
大
部
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
家
康
側
に
も
一
向
宗
の
門
徒
さ
ん
が
、
実
際
多

く
お
り
ま
し
た
。
複
雑
な
心
境
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
後

に
家
康
の
重
鎮
に
な
る
本
多
正
信
は
一
向
宗
の
門
徒
さ

ん
で
、
家
康
を
欺
き
、
一
揆
側
の
軍
師
を
し
て
い
ま
し

た
。
家
康
の
前
で
は
、
わ
ざ
と
足
を
挫
い
て
、
戦
か
ら

離
れ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。 

 

三
河
三
ヶ
寺
と
、
不
入
の
特
権 

 

本
證
寺
（
安
城
市
野
寺
町
）
、
上
宮
寺
（
岡
崎
市
上

佐
々
木
町
）
、
勝
鬘
寺
（
岡
崎
市
針
崎
町
）
は
、
三
河

に
お
け
る
本
願
寺
教
団
の
拠
点
で
三
河
三
ヶ
寺
と
呼
称

さ
れ
、
松
平
広
忠
（
家
康
の
父
）
の
代
に
守
護
使
不
入

の
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。 

三
河
一
向
一
揆
の
発
端 

 

三
州
一
向
宗
乱
記
で
は
、
本
證
寺
で
の
発
端
説
を
第

一
に
挙
げ
、
次
に
本
證
寺
で
の
別
説
、
さ
ら
に
上
宮
寺

で
の
説
を
二
通
り
挙
げ
、
諸
説
あ
る
と
解
説
す
る
。

（
以
下
略
） 

 

不
入
特
権
を
主
張
す
る
三
河
三
ヶ
寺
と
、
教
団
の
利

権
を
解
体
し
て
三
河
国
統
一
を
目
指
す
徳
川
家
康
と
の

対
立
が
深
ま
り
、
守
護
使
不
入
の
特
権
が
侵
害
さ
れ
た

こ
と
に
端
を
発
し
て
、
本
證
寺
第
十
代
・
空
誓
は
、
上

宮
寺
や
勝
鬘
寺
と
共
に
劇
を
飛
ば
し
、
本
願
寺
門
徒
を

招
集
し
て
菅
沼
氏
の
砦
を
襲
撃
し
た
。
真
宗
門
徒
の
松

平
家
臣
や
、
吉
良
氏
な
ど
の
有
力
豪
族
や
今
川
氏
の
残

党
な
ど
も
加
わ
り
、
松
平
氏
の
本
城
で
あ
る
岡
崎
城
ま

で
攻
め
上
が
り
、
家
康
を
窮
地
に
陥
れ
る
。 

 

本
願
寺
教
団
と
は
仲
が
悪
い
真
宗
髙
田
派
の
有
力
寺

院
で
あ
る
桑
子
明
眼
寺
・
菅
生
満
性
寺
は
家
康
に
つ
い

た
。 

 

た
だ
し
、
こ
う
し
た
一
揆
の
描
き
方
に
は
異
論
も
あ

る
。
平
野
明
夫
は
永
禄
六
年
の
家
康
の
動
向
に
つ
い
て

分
析
し
、
上
野
城
の
酒
井
忠
尚
の
挙
兵
が
永
禄
六
年
六

月
（
も
し
く
は
そ
れ
以
前
）
、
寺
部
城
の
小
笠
原
広
重

の
挙
兵
が
同
年
十
月
以
前
、
東
条
城
の
吉
良
義
昭
の
挙

兵
が
同
年
十
月
下
旬
、
一
向
一
揆
の
発
生
が
確
認
で
き

る
の
は
同
年
十
二
月
（
も
し
く
は
そ
れ
以
前
）
に
一
揆

軍
が
本
多
広
孝
の
土
井
城
が
攻
撃
し
た
後
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
酒
井
・
小
笠
原
・
吉
良
が
一
向
一
揆
や
こ

れ
を
支
持
し
た
家
康
家
臣
と
連
絡
を
取
り
合
っ
た
り
、

共
同
作
戦
を
取
っ
た
と
す
る
形
跡
が
な
い
点
（
一
向
一

揆
が
岡
崎
城
に
迫
っ
た
時
期
に
も
自
領
に
留
ま
っ
て
岡

崎
へ
兵
を
進
め
な
か
っ
た
）
に
注
目
し
て
、
酒
井
・
吉

良
氏
ら
の
挙
兵
と
一
向
一
揆
は
と
も
に
家
康
を
標
的
と

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
両
者
に
は
関
連
性

は
な
か
っ
た
と
す
る
。 

２ 

  
三
河
一
向
一
揆
に
つ
い
て 
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一
向
一
揆
側
に
つ
い
た
家
康
家
臣 

◆
本
多
正
信 

戦
後
は
出
奔
。
松
平
久
秀
に
仕
え
る
な

ど
諸
国
を
流
浪
し
、
の
ち
大
久
保
忠
世
の
執
り
成
し
で

帰
参
し
重
用
さ
れ
、
創
業
期
の
江
戸
幕
府
の
重
臣
と
な

る
。 

◆
本
多
正
重 
兄
の
正
信
と
共
に
参
加
。
の
ち
赦
免
帰

参
し
戦
功
を
挙
げ
る
も
出
奔
し
、
滝
川
一
益
、
前
田
利

家
、
蒲
生
氏
郷
に
仕
え
た
の
ち
帰
参
。 

◆
渡
辺
守
綱 

赦
免
帰
参
。
の
ち
徳
川
義
直
の
附
家
老

と
な
る
。
徳
川
十
六
神
将
。 

◆
蜂
屋
貞
次 

永
禄
七
年
に
降
伏
帰
参
。
徳
川
十
六
神

将
。 

◆
夏
目
吉
信 

野
羽
城
（
六
栗
城
と
の
説
も
）
陥
落
の

際
、
松
平
伊
忠
に
捕
縛
さ
れ
伊
忠
の
嘆
願
に
よ
り
赦
免

帰
参
。 

◆
内
藤
清
長 

蟄
居
処
分
。
子
の
家
長
は
父
か
ら
離
反

し
家
康
方
と
し
て
勤
め
た
。 

◆
加
藤
教
明 

戦
後
に
出
奔 

。
室
町
幕
府
将
軍
足
利

義
昭
に
仕
え
た
後
、
羽
柴
秀
吉
に
仕
え
る
。
子
の
嘉
明

は
秀
吉
の
下
で
出
世
し
た
。 

◆
酒
井
忠
尚 

一
向
一
揆
勃
発
よ
り
前
に
、
居
城
に
立

て
籠
も
っ
て
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
ま
た
、
一
揆
方

と
連
携
し
て
い
た
痕
跡
が
無
い
。
一
向
一
揆
収
束
後
も

抵
抗
。 

◆
石
川
康
正 

父
の
石
川
清
兼
は
三
河
の
本
願
寺
の
信

徒
総
代
で
あ
っ
た
な
ど
、
石
川
氏
は
一
向
宗
徒
と
深
い

関
係
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
清
兼
の
妻
（
の
母
）
は
家
康

母
の
妹
で
あ
り
、
康
正
、
家
成
兄
弟
は
家
康
の
従
兄
弟

で
え
あ
る
。
こ
の
縁
戚
関
係
に
よ
り
康
正
嫡
男
の
石
川

数
正
は
改
宗
し
て
家
康
方
、
弟
の
家
成
も
家
康
方
と
し

て
参
戦
。 

 

一
揆
の
収
束
と
そ
の
後 

 

永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
一
月
一
五
日
の
馬
頭
原
合

戦
の
勝
利
で
、
徳
川
家
康
は
優
位
に
立
ち
、
和
議
に
持

ち
込
み
、
一
揆
の
解
体
に
成
功
す
る
。
和
議
の
仲
介
に

も
関
わ
っ
た
水
野
信
元
の
書
状
に
は
永
禄
七
年
の
春
に

は
和
議
が
整
っ
て
国
内
が
平
穏
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
年
四
月
に
は
小
笠
原
氏
が
家

康
に
従
い
、
そ
の
後
も
抵
抗
を
続
け
た
吉
良
氏
と
酒
井

忠
尚
は
追
放
さ
れ
る
。
な
お
、
『
松
平
記
』
で
は
酒
井

忠
尚
の
追
放
を
永
禄
七
年
九
月
六
日
と
し
て
お
り
、
家

康
と
一
向
一
揆
と
の
和
議
後
も
抵
抗
を
続
け
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
一
揆
に
与
し
た
武
士
の
中
に
は
、
主
君
へ

の
忠
誠
心
と
信
仰
心
の
板
挟
み
に
あ
っ
て
苦
し
ん
で
い

る
者
も
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
、
本
宗
寺
は
御
坊
を
消

失
し
、
勝
鬘
寺
は
伽
藍
を
消
失
し
て
い
た
。
家
康
は
和

議
を
結
ぶ
こ
と
で
一
揆
衆
を
完
全
に
解
体
さ
せ
た
後
、

本
願
寺
の
寺
院
に
他
派
・
他
宗
へ
の
改
宗
を
迫
り
、
こ

れ
を
拒
ん
だ
場
合
は
破
却
し
た
。 

 
一
方
、
本
願
寺
の
寺
院
の
弾
圧
に
つ
い
て
は
次
の
見

方
も
あ
る
。
家
臣
の
離
反
に
悩
ま
さ
れ
た
家
康
は
自
分

に
味
方
し
た
家
臣
に
対
し
て
徳
政
令
を
出
し
て
本
願
寺

の
寺
院
な
ど
敵
対
者
か
ら
の
債
務
の
返
済
を
免
除
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
一
向
一
揆
と
の
和
議
後
に
そ
の
扱
い

が
問
題
に
な
っ
た
。
和
議
の
仲
介
に
あ
た
っ
た
水
野
信

元
は
徳
政
令
の
一
部
で
も
認
め
て
欲
し
い
と
本
宗
寺
な

ど
に
申
し
入
れ
る
が
、
本
願
寺
の
寺
院
は
徳
政
令
は
和

議
の
条
件
に
反
す
る
と
反
発
し
た
。
和
議
の
条
件
と
家

臣
と
の
約
束
の
間
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
家
康
は
永
禄
七

年
一
二
月
も
し
く
は
そ
れ
以
降
に
本
願
寺
の
寺
院
の
弾

圧
に
踏
み
切
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 

一
揆
の
終
結
よ
り
一
九
年
後
の
天
正
十
一
年
（
１
５

８
３
）
ま
で
、
三
河
国
は
本
願
寺
教
団
禁
制
の
地
と

な
っ
た
。
し
か
し
、
家
康
は
本
願
寺
教
団
に
厳
格
な
処

分
を
下
す
一
方
、
離
反
し
た
家
臣
に
は
寛
大
な
処
置
で

臨
む
事
で
家
中
の
結
束
を
高
め
る
事
に
成
功
し
た
が
、

本
多
正
信
な
ど
、
一
部
の
家
臣
は
出
奔
し
た
。
一
揆
の

リ
ー
ダ
ー
の
一
人
空
誓
は
、
天
正
十
八
年
（
１
５
９

０
）
か
ら
は
家
康
に
接
近
し
、
慶
長
六
年
（
１
５
９

０
）
に
は
寺
領
も
与
え
ら
れ
、
幕
府
と
親
密
な
関
係
を

築
き
上
げ
ま
し
た
。 

（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り
） 

  

現
代
の
世
界
の
情
勢
を
見
て
も
、
宗
教
は
純
粋
に
、

人
々
を
救
う
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
宗
教
を
も
っ
て
も
、
人
の
犠
牲

無
し
に
は
、
解
決
？
に
は
至
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

現
代
は
宗
教
法
人
で
あ
れ
ば
、
お
布
施
は
非
課
税
で

あ
り
、
国
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ば
、
守
ら
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
が
、
お
寺
の
者
も
、
生
活
の
上
で

は
、
お
布
施
す
る
方
と
同
等
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
も

し
、
宗
教
法
人
の
お
寺
に
課
税
義
務
が
生
じ
た
ら
ど
う

な
る
で
し
ょ
う
か
？
国
民
が
生
活
に
苦
し
ん
で
い
る
な

か
、
増
税
を
強
い
ら
れ
る
と
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う

か
？
旧
統
一
教
会
の
問
題
も
あ
り
、
宗
教
団
体
へ
の
不

信
感
は
つ
の
る
ば
か
り
で
、
将
来
、
宗
教
法
人
格
に
も

課
税
の
義
務
が
生
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
一
向
一

揆
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
、

お
寺
側
だ
け
が
騒
い
で
、
一
般
的
に
は
、
当
然
の
如
く

課
税
に
賛
成
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

日
本
に
お
い
て
、
お
葬
儀
の
価
格
変
動
は
、
宗
教
や

そ
の
儀
礼
に
対
し
て
の
価
値
観
の
変
動
と
も
比
例
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
旧
統
一
教
会
を
は
じ
め
、
カ
ル
ト

的
な
宗
教
へ
の
盲
信
は
、
許
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん

が
、
仏
法
を
、
お
念
仏
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
お
寺

を
同
等
に
見
て
も
ら
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
か
な
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。 

３ 
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第
三
段 

念
仏
者
の
生
活 

 
 

 

み
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
に
生
き
る
者 

と
な
り 

 

少
し
ず
つ 

執
わ
れ
の
心
を 

離
れ
ま
す 

 

 

「
そ
の
ま
ま
の
救

い
」
と
か
「
摂
取
不

捨

の

救

い
」
と

は

い
っ
て
も
、
ど
ん
な

悪
事
を
し
て
も
い
い

と
い
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
「
薬
あ

れ
ば
と
て
、
毒
を
こ

の
む
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
誡
め
も
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
他

力
の
教
え
を
い
た
だ

き
感
謝
の
念
仏
を
称

え
る
人
た
ち
の
生
き

方
は
ど
の
よ
う
な
も

の
と
い
え
る
で
し
ょ

う
か
、
そ
れ
を
考
え

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

消
息
文
で
は
「
み
教

え
を
依
り
ど
こ
ろ
に

生
き
る
者
」
と
示
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 
今
生
が
終
わ
っ
た

後
の
行
き
先
が
定
ま

れ
ば
、
そ
の
後
の
生

活
は
当
然
な
が
ら
異

な
っ
て
く
る
も
の
で

す
。
努
力
を
し
な
く

て
も
「
少
し
ず
つ 

執
わ
れ
の
心
」
が
離
れ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
「
執
わ
れ
」
と
は
「
こ
の
世
の
財
産
や
地

位
、
名
誉
等
々
」
に
執
わ
れ
る
こ
と
で
、
当
然
な
が

ら
、
そ
こ
に
は
「
生
き
る
」
こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
。
要

す
る
に
、
死
ん
だ
後
ま
で
相
続
で
き
な
い
も
の
へ
の
執

着
で
す
。 

 

私
た
ち
は
、
こ
の
執
着
心
か
ら
な
か
な
か
離
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
阿
弥
陀

如
来
の
み
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
死
後
に
至
る
ま
で
相
続

で
き
な
い
も
の
と
わ
か
れ
ば
、
少
し
ず
つ
心
に
変
化
が

生
じ
て
く
る
も
の
で
す
。
そ
こ
を
聖
人
は
、 

 
 

仏
の
ち
か
ひ
を
き
き
は
じ
め
し
よ
り
、
無
明
の
酔 

 
 

ひ
も
や
う
や
う
す
こ
し
づ
つ
さ
め
、
三
毒
を
も
す 

 
 

こ
し
づ
つ
好
ま
ず
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
薬
を
つ
ね 

 
 

に
好
み
め
す
身
と
な
り
て
お
は
し
ま
し
て
あ
う
て 

 
 

候
ふ
ぞ
か
し 

 
 

（
註
釈
版
聖
典
７
３
９
頁
） 

と
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

こ
こ
の
「
誓
い
を
聞
き
始
め
し
よ
り
」
の
文
が
大
切

で
す
。
煩
悩
成
就
の
凡
夫
で
す
が
、
如
来
の
誓
願
を

知
っ
た
な
ら
ば
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば

い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
が
少

し
ず
つ
遠
の
い
て
い
く
も
お
の
だ
と
示
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で
す
。 

  

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に 

感
謝
し
て 

 

む
さ
ぼ
り 

い
か
り
に 

流
さ
れ
ず 

  

執
わ
れ
の
心
が
薄
れ
て
く
れ
ば
「
生
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
に 

感
謝
」
が
で
き
ま
す
。
私
た
ち
は
多
く
の
ご

縁
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
常
に
自
分
を
中
心

に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
縁
を
眺
め
て
い
ま
す
が
、

ご
縁
が
先
に
あ
っ
て
の
私
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
に
思
う
と
き
、
煩
悩
的
欲
求
に
無
批
判 

４ 

 

 
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 

新しい「領解文」（浄土真宗のみ教え） 

 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 

「
わ
れ
に
ま
か
せ
よ 

そ
の
ま
ま
救
う
」
の 

弥
陀
の
よ
び
声 

 

私
の
煩
悩
と
仏
の
さ
と
り
は 

本
来
一
つ
ゆ
え 

 

「
そ
の
ま
ま
救
う
」
が 

弥
陀
の
よ
び
声 

 

あ
り
が
と
う 

と
い
た
だ
い
て 

 

こ
の
愚
身
を
ま
か
す 
こ
の
ま
ま
で 

 

救
い
取
ら
れ
る 

自
然
の
浄
土 

 

仏
恩
報
謝
の 

お
念
仏 

  

こ
れ
も
ひ
と
え
に 

 

宗
祖
親
鸞
聖
人
と 

 

法
灯
を
伝
承
さ
れ
た 

歴
代
宗
主
の 

 

尊
い
お
導
き
に 

よ
る
も
の
で
す 

  

み
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
に
生
き
る
者 

と
な
り 

 

少
し
ず
つ 

執
わ
れ
の
心
を 

離
れ
ま
す 

 

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に 

感
謝
し
て 

 

む
さ
ぼ
り 

い
か
り
に 

流
さ
れ
ず 

 

穏
や
か
な
顔
と 

優
し
い
言
葉 

 

喜
び
も 

悲
し
み
も 

分
か
ち
合
い 

 

日
々
に 

精
一
杯 

つ
と
め
ま
す 

『
本
願
寺
新
報
』 

二
〇
二
三
年
二
月
一
日
号 

新
し
い
「
領
解
文
」
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
に
つ
い
て
の
消
息 

解
説 

勧
学
寮 
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に
従
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 
ま
た
、
貪
・
瞋
・
痴
の
三
毒
の
煩
悩
は
死
ぬ
ま
で
無

く
な
り
ま
せ
ん
が
、
親
鸞
聖
人
が
お
示
し
く
だ
さ
っ
た

よ
う
に
「
無
明
の
酔
ひ
も
や
う
や
う
す
こ
し
づ
つ
さ

め
」
て
く
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
を
「
む
さ

ぼ
り 

い
か
り
に 

流
さ
れ
ず
」
と
言
い
表
し
て
い
る

の
で
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
そ
の
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ず
か
ら

そ
の
よ
う
な
念
仏
生
活
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

  

穏
や
か
な
顔
と 

優
し
い
言
葉 

 

喜
び
も 

悲
し
み
も 

分
か
ち
合
い 

  

「
和
顔
愛
語
」
は
法
蔵
菩
薩
修
行
の
徳
目
の
一
つ
で

す
。
阿
弥
陀
如
来
は
い
つ
も
私
た
ち
に
寄
り
添
い
、
私

の
喜
び
悲
し
み
を
共
に
し
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
で
す
。 

 

善
導
大
師
は
、
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
の
衆
生
と
の
関
係

を
親
縁
で
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
親
し
い
間
柄
と
い

う
意
味
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
と
私
が
親
し
い
間
柄
と
い

う
こ
と
を
こ
こ
ろ
に
思
い
浮
か
べ
る
と
き
、
自
然
に
こ

こ
ろ
穏
や
か
に
な
り
、
顔
や
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の

で
す
。
私
の
優
し
い
態
度
や
言
葉
は
、
広
く
他
に
お
よ

び
、
曇
鸞
大
師
が
念
仏
者
を
「
四
海
の
う
ち
み
な
兄
弟

と
す
る
な
り
」
（
註
釈
版
聖
典
３
１
０
頁
）
と
言
わ
れ

る
よ
う
な
輪
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

「
穏
や
か
な
顔
と 

優
し
い
言
葉
」
ま
た
「
喜
び
も 

悲
し
み
も 

分
か
ち
合
」
う
生
活
が
送
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
す
。 

  

日
々
に 

精
一
杯 

つ
と
め
ま
す 

  

念
仏
申
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
生
き
る
意
義
が
は
っ

き
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
『
仏
説
無
量
寿
経
』
に

は 

 
 

愚
痴
蒙
昧
に
し
て
み
づ
か
ら
智
慧
あ
り
と
以
う
て 

 
 

生
の
従
来
す
る
と
こ
ろ
、
死
の
趣
向
す
る
と
こ
ろ 

 
 

を
知
ら
ず 

 
 

 
 

（
註
釈
版
聖
典
７
０
頁
） 

と
あ
り
ま
す
。
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
帰
っ
て
い
く

の
か
知
ら
な
い
私
で
す
。
そ
の
よ
う
な
私
に
生
き
る
方

向
を
指
し
示
し
て
く
だ
さ
る
の
が
お
念
仏
で
す
。 

 

そ
の
お
念
仏
に
よ
る
仏
恩
報
謝
の
生
活
で
は
、
こ
の

よ
う
に
素
晴
ら
し
い
心
安
ら
ぐ
日
常
が
送
れ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。 

 

そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
と
に
か
く
「
阿
弥
陀
如
来

の
よ
び
声
に
呼
応
」
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

呼
応
す
る
こ
と
が
「
ご
信
心
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
意

味
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
私
た
ち
が
聞
法
に
は
げ
み
、

そ
し
て
少
し
で
も
如
来
の
お
心
に
か
な
う
生
き
方
を
目

指
し
、
「
日
々
に 

精
一
杯 

つ
と
め
」
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。 

  

立
教
開
宗
の
書 

『
教
行
信
証
』
撰
述
の
意
義 

岡
村 

喜
史 

氏 

  

本
年
は
親
鸞
聖
人
が
ご
誕
生
さ
れ
て
８
５
０
年
、
来

年
は
立

教

開

宗

り
っ
き
ょ
う
か
い
し
ゅ
う

８
０
０
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
本

山
で
は
３
月
２
９
日
か
ら
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０

年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要

き
ょ
う
さ
ん
ほ
う
よ
う

を
営
む
。
立
教
開

宗
の
年
は
、
親
鸞
聖
人
の
主
著
『

教

行

信

証

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

（

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類

け
ん
じ
ょ
う
ど
し
ん
じ
つ
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん
る
い

）
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ

る
元
仁
元
年

げ
ん
に
ん
が
ん
ね
ん

（
１
２
２
４
、
聖
人
５
２
歳
）
定
め
ら
れ

る
。
慶
讃
法
要
を
前
に
あ
た
ら
め
て
『
教
行
信
証
』

撰

述

せ
ん
じ
ゅ
つ

の
意
義
を
本
願
寺
史
料
研
究
所
の
岡
村
喜
史
上
級

研
究
員
に
執
筆
し
て
も
ら
っ
た
。 

  
 

「
わ
が
元
仁
元
年
」 

  

私
た
ち
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
信
じ
て
念
仏
さ
せ

て
い
た
だ
く
と
い
う
浄
土
真
宗
の
教
え
を
開
い
て
く
だ

さ
っ
た
の
は
、
親
鸞
聖
人
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
『
教
行

信
証
』
（
正
式
に
は
、
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文

類
』
）
に
こ
の
教
え
を
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
が
い
つ
『
教
行
信
証
』
を
著
さ
れ
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
そ
の
な
か
の
「
化
身
土
文
類

け

し

ん

ど

も
ん

る

い

」
か
ら
わ

か
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
入
滅
さ
れ
て

か
ら
、
正

法

し
ょ
う
ぼ
う

・
像
法

ぞ
う
ぼ
う

を
経
て
末
法

ま
っ
ぽ
う

の
世
に
入
っ
た
と
さ

れ
る
年
代
を
計
算
し
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ

る
と
お
釈
迦
さ
ま
の
入
滅
は
、
中
国
の
周
王
朝
の
穆ぼ

く

王

の
５
３
年
（
紀
元
前
９
４
９
）
で
、
そ
の
年
か
ら
自
身

が
い
る
「
わ
が
元
仁
元
年
」
ま
で
は
２
１
７
３
年
が
経

過
し
て
お
り
、
こ
の
年
は
末
法
に
入
っ
て
か
ら
６
７
３

年
に
な
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
註
釈
版
聖
典
４
１
７

頁
）
。 

 

こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
、
『
教
行
信
証
』
の
な
か

で
「
わ
が
元
仁
元
年
」
と
、
自
身
が
い
る
年
を
は
っ
き

り
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
仁
元
年
（
１
２
２

４
）
が
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
基
準
に
な
る
年
と
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

５ 

『
本
願
寺
新
報
』 

二
〇
二
三
年
三
月
一
日
号 

立
教
開
宗
の
書
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
意
義 

岡
村
喜
史
氏
（
本
願
寺
史
料
研
究
所
上
級
研
究
員 

『
本
願
寺
新
報
』 

二
〇
二
三
年
二
月
一
日
号 

新
し
い
「
領
解
文
」
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
に
つ
い
て
の
消
息 

解
説 

勧
学
寮 
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『
教
行
信
証
』
は
大
部

た

い

ぶ

な
お
お
聖
教
で
、
そ
の
内
容

は
論
理
立
て
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
親
鸞
聖
人
の
な
ｋ
で
、
浄
土
真
宗
の
教
え
が
こ
の

時
点
で
、
全
体
の
構
成
が
論
理
的
に
体
系
立
て
て
整
理

さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
撰
述
が
可
能
と
な
っ
て
い
た

の
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
『
教
行
信
証
』
の
「
教
文
類
」
の
冒

頭
で
、
「
つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
」
（
同

１
３
５
頁
）
と
書
い
て
、
『
教
行
信
証
』
が
「
浄
土
真

宗
の
書
」
で
あ
る
こ
と
を
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

た
だ
こ
こ
で
い
う
「
浄
土
真
宗
」
と
は
、
法
然
聖
人
の

開
い
た
お
念
仏
の
教
え
の
こ
と
な
の
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
親
鸞
聖
人
は
、
な
ぜ
こ
の
時
、
こ
の
よ
う

に
大
部
な
聖
教
を
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ

の
目
的
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  
 

な
ぜ
親
鸞
聖
人
は
撰
述
を
？ 

  

親
鸞
聖
人
は
、
『
教
行
信
証
』
自
体
を
す
べ
て
漢
文

体
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
広
く
関
東

の
門
弟
に
向
け
て
書
か
れ
た
と
は
考
え
難
い
で
し
ょ

う
。
す
る
と
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
時
、
誰
に
対
し
て

『
教
行
信
証
』
を
撰
述
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
。 

 

建
仁

け
ん
に
ん

元
年
（
１
２
０
１
）
に
比
叡
山
を
下
り
た
親
鸞

聖
人
は
、
念
仏
を
称と

な

え
れ
ば
ど
ん
な
人
で
も
平
等
に
阿

弥
陀
如
来
に
救
わ
れ
る
と
い
う
専
修

せ
ん
じ
ゅ

念
仏
の
教
え
を
広

め
て
い
た
法
然
聖
人
の
も
と
へ
行
か
れ
ま
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
法
然
聖
人
の
教
え
を
し
っ
か
り
と
受

け
と
め
、
四
年
後
の
元

久

げ
ん
き
ゅ
う

２
年
（
１
２
０
５
）
に
は

法
然
聖
人
が
著
し
た
『

選

択

集

せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う

（
選
択
本
願
念
仏

集
）
』
を
書
き
写
す
こ
と
を
許
さ
れ
ま
し
た
。
法
然
聖

人
に
は
た
く
さ
ん
の
門
弟
が
い
ま
し
た
が
、
法
然
聖
人

自
身
か
ら
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
た
の
は
親
鸞

聖
人
な
ど
わ
ず
か
な
人
し
か
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
短
い
期
間
で
法
然
聖
人
の
専
修
念
仏

の
教
え
を
き
っ
ち
り
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と

を
法
然
聖
人
か
ら
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
『
選
択
集
』
の
書
写
と
法
然
聖
人
の

真
影

し
ん
ね
い

の
制
作
が
許
さ
れ
た
こ
と
と
を
、
『
教
行
信
証
』

の
な
か
に
「
こ
れ
専
念
正
業

せ
ん
ね
ん
し
ょ
う
ご
う

の
徳
な
り
、
こ
れ
決

定

け
つ
じ
ょ
う

往

生

お
う
じ
ょ
う

の

徴
し
る
し

な
り
。
よ
り
て
悲
喜
の
涙
を
抑お

さ

へ
て
由
来

の
縁
を
註し

る

す
」
（
同
４
７
３
頁
）
と
書
い
て
、
自
身
が

法
然
聖
人
の
教
え
を
忠
実
に
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を

表
明
し
て
お
ら
れ
ま

す
。 

 

そ
の
後
、
親
鸞
聖
人

は
承

元

じ
ょ
う
げ
ん

元
年
（
１
２
０

７
）
の
専
修
念
仏
停
止

ち
ょ
う
じ

に

よ

る
「
承

元

の

法

難
」
で
、
越
後
に
流
罪

と
な
ら
れ
ま
す
。
建

暦

け
ん
り
ゃ
く

元
年
（
１
２
１
１
）
に

赦
免

し
ゃ
め
ん

さ
れ
ま
し
た
が
、

京

都

に

は

戻

ら

ず

常
陸
国

ひ
た
ち
の
く
に

（
茨
城
県
）
稲

田
に
移
ら
れ
、
こ
こ
を

中
心
に
お
念
仏
の
教
え

を
広
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

建
暦
２
年
（
１
２
１
２
）
に
法
然
聖
人
が
亡
く
な
ら

れ
た
後
、
法
然
聖
人
の
教
え
を
少
し
ず
つ
独
自
的
に
解

釈
し
て
い
く
門
弟
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
こ

う
し
た
な
か
、
比
叡
山
が
法
然
聖
人
の
門
弟
た
ち
を
警

戒
し
、
再
び
専
修
念
仏
を
禁
止
す
る
よ
う
に
動
き
出
し

ま
し
た
。
そ
し
て
「
元
仁
元
年
」
の
３
年
後
に
あ
た
る

嘉
禄

か

ろ

く

３
年
（
１
２
２
７
）
に
は
、
本
格
的
な
弾
圧
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
。
「
嘉
禄
の
法
難
」
で
す
。 

 

関
東
で
暮
ら
す
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
よ
う
に
進
む
専

修
念
仏
へ
の
弾
圧
を
危
惧
し
て
、
本
当
の
法
然
聖
人
の

教
え
が
間
違
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
示
す
必
要
性
を
感

じ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
法
然
聖
人
の

門
弟
た
ち
に
、
親
鸞
聖
人
が
法
然
聖
人
か
ら
受
け
た
真

髄
の
教
え
の
内
容
を
、
自
身
の
論
理
構
成
に
基
づ
い
て

示
す
こ
と
を
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。 

 

ま
た
、
「
元
仁
元
年
」
は
法
然
聖
人
の
１
３
回
忌
に

あ
た
る
年
で
す
か
ら
、
『
教
行
信
証
』
撰
述
に
は
法
然

聖
人
の
こ
と
を
意
識
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
た
だ
、
親
鸞
聖
人
は
、
『
教
行
信
証
』
を
ま
と
め

る
に
あ
た
っ
て
関
東
在
住
期
だ
け
で
は
完
成
に
至
ら

ず
、
６
０
歳
を
過
ぎ
て
京
都
に
戻
っ
た
後
も
、
完
成
の

た
め
に
加
筆
訂
正
を
続
け
て
い
か
れ
ま
し
た
。 

 

法
然
聖
人
の
教
え
を
受
け
た
門
弟
た
ち
か
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
解
釈
が
出
て
く
る
な
か
、
親
鸞
聖
人
は
、
法
然

聖
人
が
説
か
れ
た
念
仏
の
教
え
の
真
髄
は
、
阿
弥
陀
如

来
の
本
願
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
し
て
、
『
教
行
信

証
』
を
撰
述
し
、
そ
の
聖
教
を
「
浄
土
真
宗
の
書
」
と

位
置
付
け
ら
れ
た
ま
し
た
。 

 

こ
の
『
教
行
信
証
』
撰
述
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
浄

土
真
宗
が
広
ま
り
、
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
し
ょ
う
。 

６ 

『
本
願
寺
新
報
』 

二
〇
二
三
年
三
月
一
日
号 

立
教
開
宗
の
書
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
意
義 

岡
村
喜
史
氏 
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編
集
後
記
（
愚
案
） 

 

１．募金の名称  ①「ウクライナ緊急支援募金」 

       ②「トルコ・シリア地震緊急支援募金」 
 

２．受付口座番号（①②同じ） 

    〈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 

３．通信欄記載について 

①の募金の場合は、「ウクライナ緊急支援」とご記入ください。 

②の募金の場合は、「トルコ・シリア地震緊急支援募金」とご記入ください 

「本願寺たすけあい募集」について 

 

大
切

た
い
せ
つ

な
人ひ

と

と 
  
 

 
 

 
 

今
日

き
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う
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な
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二
〇
二
三
年
「
心
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と
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し
び
」
三
月
カ
レ
ン
ダ
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よ
り 
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予
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二
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三
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二
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行
事
予
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六
日
（
月
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

一
四
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一
六
日
（
木
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

一
四
時 

 

一
九
日
（
日
）
春
季
彼
岸
会
法
要 

一
四
時 

 

二
六
日
（
日
）
の
ん
の
ん
法
話
会 
一
四
時 

          

 

ユ
ー
ミ
ン
は
名
曲
「
卒
業
写
真
」
で

歌
っ
た
。
〈
人
ご
み
に
流
さ
れ
て 

変

わ
っ
て
ゆ
く
私
を
／
あ
な
た
は
と
き
ど
き 

遠
く
で
し
か
っ
て
〉
。
あ
な
た
と
は
誰
だ

ろ
う
。
か
つ
て
は
憧
れ
の
異
性
の
こ
と
だ

と
思
っ
て
聴
い
た
。
で
も
、
い
ま
は
、
１

８
歳
の
自
分
だ
と
思
う
。
変
だ
ろ
う
か
▼

旅
立
ち
の
季
節
で
あ
る
。
南
か
ら
の
風
も

春
の
兆
し
か
。
き
ょ
う
は
多
く
の
高
校
で

卒
業
式
が
開
か
れ
る
。
聞
え
て
く
る
の
は

マ
ス
ク
を
つ
け
る
か
、
外
す
か
。
思
え
ば

今
年
の
卒
業
生
は
、
高
校
時
代
を
ま
る
ま

る
コ
ロ
ナ
禍
に
翻
弄
さ
れ
た
世
代
と
な
っ

た
▼
・
・
・
▼
ユ
ー
ミ
ン
が
歌
っ
た
よ
う

に
、
ひ
と
は
変
わ
る
。
卒
業
し
て
、
大
人

に
な
っ
て
。
で
も
、
コ
ロ
ナ
下
で
の
学
園

生
活
を
悩
ん
だ
１
８
歳
の
自
分
は
消
え
な

い
。
〈
あ
の
頃
の
生
き
方
を 

あ
な
た
は

忘
れ
な
い
で
〉
。
す
べ
て
の
卒
業
生
に
、

祝
福
を
。
（
『
朝
日
新
聞
』
三
月
一
日
号

「
天
声
人
語
」
よ
り
） 

 

私
も
好
き
な
歌
で
す
が
、
つ
い
つ
い
、

あ
の
頃
は
良
か
っ
た
と
か
、
あ
ー
し
と
け

ば
良
か
っ
た
な
ど
と
、
懐
古
の
念
に
駆
ら

れ
た
り
、
懐
古
の
情
に
堪
え
な
か
っ
た
り

す
る
方
が
多
い
で
す
。
初
心
に
返
っ
て
と

思
い
も
す
れ
ど
も
、
な
か
な
か
難
し
い
で

す
ね
。
そ
ん
な
私
で
あ
っ
て
も
、
阿
弥
陀

さ
ま
は
、
ず
っ
と
変
わ
ら
ず
に
、
私
を
包

ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
、
南
無
阿
弥
陀

仏
と
呼
び
続
け
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。 


