
  

 

去
る
四
月
二
三
・
二
四
日
に
掛
け
て
稱
讃
寺
と
し

て
、
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇

〇
年
慶
讃
法
要
」
に
団
体
参
拝
し
て
参
り
ま
し
た
。 

 

稱
讃
寺
の
前
身
の
稱
讃
寺
教
会
の
時
、
東
日
本
大
震

災
が
起
こ
り
、
日
本
中
が
混
乱
・
疲
弊
し
て
い
る
中
、

二
〇
一
一
年
五
月
一
四
日
「
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠

忌
法
要
」
に
初
め
て
団
体
参
拝
し
て
か
ら
十
年
以
上
が

経
ち
ま
し
た
。
そ
の
間
、
二
〇
一
七
年
三
月
二
八
日

「
即
如
門
主
伝
灯
奉
告
法
要
」
に
も
団
体
参
拝
い
た

し
、
築
地
本
願
寺
の
「
降
誕
会
」
「
報
恩
講
」
に
も
幾

た
び
か
、
ご
一
緒
に
参
拝
し
て
参
り
ま
し
た
。 

 
C
O
V
I
D-

19

禍
中
の
三
年
間
は
、
築
地
本
願
寺
に
も
、

京
都
・
ご
本
山
も
遠
く
感
じ
、
「
愛
山
護
法
」
の
志
も

薄
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
を
通
し
て
、
阿

弥
陀
さ
ま
の
大
慈
悲
・
大
智
慧
は
遮
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
常
に
私
ど
も
を
照
ら
し
包
ん
で
お
ら
れ
た
の
で
す

ね
。
こ
う
し
て
ご
一
緒
に
ご
縁
に
遇
わ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
こ
と
を
慶
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、

「
若
き
日
の
親
鸞
」
を
観
劇
し
ま
し
た
。 

 

比
叡
山
で
、
い
く
ら
修
行
し
て
も
阿
弥
陀
如
来
を
観

ず
る
こ
と
が
出
来
ず
、
法
然
聖
人
か
ら
お
念
仏
の
教
え

を
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
親
鸞
聖
人
に
対
し
、
黒
面
法
師

が
、
「
こ
ん
な
に
悪
い
私
が
、
救
わ
れ
る
の
か
」
と
問

う
と
、
親
鸞
聖
人
は
、
「
救
わ
れ
る
」
と
言
い
、
「
お

浄
土
が
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
法
然
聖
人
は
ど
ん

な
者
で
も
救
わ
れ
る
と
仰
っ
て
い
る
。
私
は
法
然
聖
人

の
教
え
を
信
ず
る
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
で
力
強
く
応

え
ら
れ
た
。
若
き
親
鸞
聖
人
で
す
が
、
『
歎
異
抄
』
第

二
条
で
も
、
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥

陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
仰

せ
を
か
ぶ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」

と
高
齢
に
な
ら
れ
て
も
、
師
・
法
然
聖
人
を
信
ず
る
と

仰
っ
て
お
ら
れ
る
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
大
き
な
慈
悲
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、

な
か
な
か
感
嘆
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
で
す
が
、
親

鸞
聖
人
を
は
じ
め
、
七
高
僧
の
教
え
を
信
じ
る
以
外
に

な
い
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
自
分
勝
手
な
領
解
に
な
ら

な
い
よ
う
に
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

発
行 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱 

讃 

寺 
 
 

 

〒
一
二
一
ー
〇
〇
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東
京
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足
立
区
一
ツ
家
三
丁
目
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番
二
〇
号 

 
 
 
 
 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
三
ー
五
二
四
二
ー
二
〇
二
五 

 
 
 
 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
三
ー
五
二
四
二
ー
二
〇
二
六 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ｈ 

Ｐ 
s
h

o
u

s
a
n

ji . c
o
m

 
 
 
 
 
 

 

 

 

二
四
五
号 

二
〇
二
三
年
五
月
一
日
発
行

 

二
〇
二
三
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 

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
場
合
は
、
最
終
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

弘
経

ぐ
き
ょ
う

の
大
士

だ

い

じ

・
宗
師

し
ゅ
う
し

等と
う

、 

無
辺

む

へ

ん

の
極
濁
悪

ご
く
じ
ょ
く
あ
く

を
拯
済

じ
ょ
う
さ
い

し
た
ま
ふ
。 

道
俗
時
衆

ど
う
ぞ
く
じ
し
ゅ
う

と
も
に
同
心

ど
う
し
ん

に
、 

た
だ
こ
の
高
僧

こ
う
そ
う

の
説せ

つ

を
信し

ん

ず
べ
し
と
。 

 

「
正
信
偈
」
よ
り 

親鸞聖人御誕生850年 立教開宗800年慶讃法要 参拝記念 
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１ 

4月23日(日) 
10:30 東京駅八重洲中央口 集合 

11:00 東京駅発 のぞみ２２５号 

 

  ↓     （車中 各自 昼食） 

 

13:15 京都駅着 八条口タクシー乗り場へ移動 

 

  ↓ 

 

14:00 オリエンタルホテル京都六条チェックイン 

15:00 オリエンタルホテル京都六条・外出 

 

 

  ↓ 

 

 

15:30 京都国立博物館『親鸞展』 

17:00 京都国立博物館 

 

 

  ↓ 

 

 

18:00 京都綾小路 満月の花 

 

 

   

 

 

  ↓ 

 

21：30 オリエンタルホテル京都六条・帰宿 
 

安達光成さん・高橋八重子さん 

中木原乃既子さん・松宮代史子さん 

堀正人さん・堀典子さん 

佐藤幸子さん・山下陽子さん 

北村智度子さん・北村信也住職 

 早崎さんご夫妻 

  と合流 

 北村歌子さん・恵利さん 

美音さん親子と合流 

 

北村綾一さん合流 

二次会を予定していましたが、疲れてホテルに帰りました 



3 ２ 

4月24日(月) 
06：00 ご本山お晨朝参拝（自由） 

07：00 朝食（7：00～8：00） 

08：15 オリエンタルホテル京都六条チェックアウト 

↓徒歩 

08：30 ご本山白州境内（ご影堂前）集合 

       受付（参拝懇志）・記念写真 

09：20 ご影堂入堂 

09：30 日程説明・挨拶・記念布教 

10：00 慶讃法要 
 

 

 

 

 

 

11：20 昼食 

 

 

12：00 解散（ホテルへ）  

 

↓ 

 

14：00 京都 南座  

17：25 『若き日の親鸞』終了 

 

↓ 

 

18：01 京都駅発のぞみ42号車内で合流 

↓  

20：15 東京駅着 

 
 

皆さま、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。 

高橋八重子さん 京都駅八重洲口へ 

北村綾一さん 京都駅八重洲口へ 

山下陽子さん 書院・飛雲閣拝観 

中木原乃既子さん・松宮代史子さん 市内観光 

北村歌子さん・北村智度子さん親子 

北村恵利さん・青史さん・美音さん親子 

堀正人さん・堀典子さんご夫妻 

早崎光弘さん・早崎幸子さんご夫妻 とココでお別れ 

 予約の新幹線に乗れ

るか気が気でなりま

せんでした 

縁 

北村青史さんと合流 
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去
る
四
月
二
十
四
日
（
月
）
に
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五

〇
年
・立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
に
参
拝
し
ま
し

た
。
法
要
が
始
ま
る
前
に
、
「新
し
い
領
解
文
」を
唱
和
し

ま
し
ょ
う
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
私
自
身
は
黙

読
と
決
め
て
臨
み
ま
し
た
が
、
思
っ
た
よ
り
堂
内
の
声
は

小
さ
く
聞
え
ま
し
た
。 

 

慶
び
の
法
要
で
あ
る
の
で
す
が
、
「新
し
い
領
解
文
」
が

発
布
さ
れ
、
そ
れ
を
唱
和
す
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
、
困
惑

の
中
、
法
要
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

「わ
か
り
や
す
く
・伝
わ
る
伝
道
」と
謳
っ
た
こ
と
が
更

な
る
お
念
仏
へ
の
誤
解
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
内
輪
だ
け
の
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 
 勧

学
・司
教
有
志
の
会 

「新
し
い
領
解
文
（浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
対
す
る
声
明
（二
） 

  

過
日
、
勧
学
・
司
教
有
志
の
会
は
、
こ
の
た
び
「
ご

消
息
」
と
し
て
発
布
さ
れ
た
「
新
し
い
領
解
文
（
浄
土

真
宗
の
み
教
え
）
」
（
以
下
、
「
新
し
い
領
解
文
」
）

に
つ
い
て
、
そ
の
文
言
全
般
を
通
じ
て
、
宗
祖
親
鸞
聖

人
の
ご
法
義
に
重
大
な
誤
解
を
生
じ
か
ね
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
「
声
明
（
一
）
」
に
お
い
て
指
摘
し
た
。 

 

こ
の
「
新
し
い
領
解
文
」
の
文
章
表
現
に
つ
い
て
、

石
上
智
康
総
長
の
著
書
の
な
か
に
酷
似
す
る
表
現
が
多

数
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
宗
会
等
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
制
定
の
経
緯

に
つ
い
て
も
、
宗
会
の
質
疑
そ
の
他
を
聞
く
限
り
、
極

め
て
透
明
性
を
欠
い
て
い
る
。 

 

そ
し
て
総
局
の
強
引
な
方
針
に
よ
っ
て
、
全
国
の
僧

侶
・
門
信
徒
は
困
惑
し
、
混
乱
は
広
が
り
続
け
て
い

る
。
こ
と
に
三
月
二
九
日
か
ら
始
ま
っ
た
親
鸞
聖
人
御

誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
で

は
、
「
新
し
い
領
解
文
」
の
唱
和
が
呼
び
か
け
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
不
唱
和
、
退
席
、
あ
る
い
は
従

来
の
「
領
解
文
」
を
出
言
さ
れ
る
方
々
も
お
ら
れ
、
こ

の
様
子
は
す
で
に
報
道
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

総
局
は
記
念
す
べ
き
慶
讃
法
要
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

な
事
態
を
招
い
て
お
き
な
が
ら
何
も
対
応
す
る
こ
と
な

く
、
さ
ら
に
得
度
習
礼
・
教
師
教
修
な
ど
で
も
「
新
し

い
領
解
文
」
を
唱
和
さ
せ
、
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。 

 
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
と
り
わ
け
本
有
志
の
会

が
重
大
な
問
題
と
認
識
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
た
び
の

慶
讃
法
要
を
は
じ
め
、
本
願
寺
及
び
宗
派
関
連
施
設
に

お
い
て
、
布
教
使
の
方
々
に
対
し
「
新
し
い
領
解
文
」

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
を
も
と
と
し
て
法
話
し
、
ま
た

唱
和
す
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

本
来
、
浄
土
真
宗
の
法
話
と
は
、
「
聖
教
」
の
こ
こ

ろ
を
取
り
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
の
御
誕
生
及
び
立

教
開
宗
を
記
念
す
る
法
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一

に
立
教
開
宗
の
基
準
と
な
っ
た
根
本
聖
典
『
教
行
信

証
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
宗
祖
の
聖
教
に
基
づ
い
て
法

話
を
せ
よ
と
示
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

そ
も
そ
も
「
新
し
い
領
解
文
」
は
、
こ
の
た
び
「
ご

消
息
」
と
し
て
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
願
寺
教

団
に
お
い
て
ご
門
主
さ
ま
の
「
ご
消
息
」
が
重
要
な
位

置
づ
け
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
蓮
如
上
人
よ
り
後
の
歴
代
宗
主
の
「
ご
消
息
」

に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
戦
時
な
ど
時
代
状
況
に
迎
合

し
て
発
せ
ら
れ
た
「
ご
消
息
」
が
聖
教
と
さ
れ
て
き
た

こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
に

施
行
さ
れ
た
現
宗
制
に
お
い
て
、
「
聖
教
に
準
ず
る
」

と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
聖
教
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
宗

意
安
心
上
、
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
ゆ
え
に
、

そ
の
区
別
は
厳
密
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意

味
で
も
聖
教
を
さ
し
お
い
て
、
「
新
し
い
領
解
文
」
を

も
と
と
し
て
法
話
す
る
こ
と
を
要
請
す
べ
き
で
は
な

い
。
ま
し
て
「
声
明
（
一
）
」
で
述
べ
た
よ
う
な
全
般

に
問
題
を
か
か
え
る
文
章
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
文
言

を
も
と
に
し
た
法
話
は
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
聖
教
を
離
れ
る
な
ら
ば
、
「
伝
え
る
」
も
「
伝
わ

る
」
も
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
方
針
を
課
せ
ら
れ
た

現
場
の
布
教
使
の
方
々
の
苦
渋
は
、
察
す
る
に
余
り
あ

る
。 

 

も
と
よ
り
「
新
し
い
領
解
文
」
は
、
名
称
そ
の
も
の

に
も
重
大
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
制
定
に
あ
た
っ
て

は
、
「
現
代
版
〈
領
解
文
〉
制
定
方
法
検
討
委
員
会
」

が
設
置
さ
れ
、
勧
学
寮
員
か
ら
三
名
他
が
任
ぜ
ら
れ
、

そ
の
答
申
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
と
『
宗
報
』
二
月

号
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
は
、
当
該
委
員

会
の
答
申
に
は
、
現
代
版
「
領
解
文
」
の
名
称
に
つ
い

て
、 

 
 

現
代
版
「
領
解
文
」
と
い
う
表
現
は
、
従
来
の 

 
 

『
領
解
文
』
と
の
混
乱
を
招
く
表
現
で
あ
る
の 

 
 

で
、
新
た
な
名
称
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。 

と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
約

二
ヶ
月
後
、
答
申
の
主
旨
を
全
く
無
視
す
る
形
で
、

「
新
し
い
領
解
文
」
と
い
う
名
称
で
発
布
さ
れ
た
の
で

あ
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 

勧
学
・
司
教
有
志
の
会
『
新
し
い
領
解
文
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
に
対
す
る
声
明
』 

二
〇
二
三
年
三
月
二
五
日 
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し
か
し
、
こ
の
委
員
会
が
出
し
た
答
申
に
は
、
宗
意

安
心
上
に
お
い
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
歴

史
的
に
領
解
を
出
言
す
る
と
い
う
儀
礼
は
、
蓮
如
上
人

が
山
科
本
願
寺
時
代
の
報
恩
講
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た

「
改
悔
」
に
起
源
す
る
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
従
来
の

「
領
解
文
」
は
、
一
七
八
七
（
天
明
七
）
年
、
第
十
七

代
法
如
宗
主
の
時
に
、
蓮
如
上
人
の
真
筆
に
基
づ
く
と

さ
れ
て
い
る
文
書
を
も
と
に
、
本
願
寺
か
ら
証
判
本

（
正
式
な
文
書
）
と
し
て
広
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
来
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
安
心
の
鑑
と
し
て
敬
重
さ

れ
、
多
く
の
寺
院
や
家
庭
で
、
縁
あ
る
ご
と
に
僧
俗
と

も
に
口
に
述
べ
て
法
義
を
味
わ
い
、
ま
た
確
認
し
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
本
願
寺
で
も
、
最
重
要
の
法

要
で
あ
る
御
正
忌
報
恩
講
の
「
改
悔
批
判
」
に
お
い

て
、
従
来
の
「
領
解
文
」
は
用
い
ら
れ
、
ご
門
主
さ
ま

の
代
理
（
与
奪
）
を
つ
と
め
る
勧
学
が
そ
の
内
容
を
説

き
述
べ
、
安
心
の
要
を
解
説
し
て
き
て
い
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
「
新
し
い
領
解

文
」
な
る
名
称
を
用
い
る
こ
と
は
、
聖
教
で
は
な
い
と

い
う
位
置
づ
け
で
発
布
さ
れ
た
も
の
が
、
実
質
的
に
、

聖
教
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し

か
も
そ
の
内
容
た
る
や
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
全
般

に
重
大
な
誤
解
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
名
称

を
用
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
も
と
に
改
悔
批
判
が
行
わ

れ
、
安
心
の
正
否
が
裁
断
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
最
も

恐
れ
る
べ
き
事
態
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
な
ぜ
、
委
員

会
の
答
申
を
無
視
し
て
、
「
領
解
文
」
と
い
う
名
称
が

用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
り
え
な
い
事
態
と
い

う
ほ
か
は
な
い
。 

 

本
願
寺
教
団
の
ほ
こ
り
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
開
か

れ
た
浄
土
真
宗
と
い
う
み
教
え
が
、
「
聖
人
一
流
」
と

し
て
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
。

今
回
、
「
新
し
い
領
解
文
」
に
よ
っ
て
こ
れ
だ
け
の
混

乱
を
引
き
起
こ
し
て
お
り
な
が
ら
、
な
お
そ
れ
を
無
視

し
て
普
及
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
宗
務
行
為
は
、
も
は

や
宗
門
の
根
幹
を
突
き
崩
す
も
の
で
あ
る
。
聖
教
に
基

づ
い
て
宗
意
安
心
を
護
る
こ
と
こ
そ
が
、
ご
門
主
さ
ま

を
護
る
こ
と
で
あ
り
、
全
国
の
門
信
徒
の
お
念
仏
の

日
々
を
護
る
こ
と
で
あ
る
。
現
総
局
の
歪
ん
だ
あ
り
方

に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
、
我
々
は
強
い
憤
り
と
、
深
い
悲
し
み
を
覚
え
る
。

速
や
か
に
「
新
し
い
領
解
文
」
を
取
り
下
げ
、
一
刻
も

早
く
聖
教
に
基
づ
く
伝
道
に
立
ち
戻
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

最
後
に
、
こ
の
声
明
文
は
本
願
寺
派
の
勧
学
・
司
教

有
志
に
よ
り
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
志
」
と

は
、
ご
法
義
を
尊
び
、
ご
門
主
さ
ま
を
大
切
に
思
う
、

愛
山
護
法
の
志
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 合

掌 

 
 

二
〇
二
三
年 

四
月
八
日 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

勧
学
・
司
教
有
志
の
会 

連
名
略  

勧
学
・司
教
有
志
の
会 

「新
し
い
領
解
文
（浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
対
す
る
声
明
（三
） 

  

こ
の
た
び
ご
消
息
と
し
て
発
布
さ
れ
た
「
新
し
い
領

解
文
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
」
（
以
下
、
「
新
し
い

領
解
文
」
）
に
つ
い
て
、
勧
学
・
司
教
有
志
の
会
は
、

ま
ず
「
声
明
（
一
）
」
で
は
、
特
に
そ
の
第
一
段
落
に

つ
い
て
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
法
義
に
重
大
な
誤
解
を

も
た
ら
す
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
続
く

「
声
明
（
二
）
」
で
は
、
「
新
し
い
領
解
文
」
と
い
う

名
称
そ
の
も
の
や
、
こ
の
文
章
を
聖
教
と
し
て
扱
う
こ

と
の
問
題
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
こ
の
「
声
明

（
三
）
」
で
は
、
第
二
段
落
〈
師
徳
〉
に
つ
い
て
、

「
ご
門
主
さ
ま
」
と
い
う
お
立
場
を
傷
つ
け
か
ね
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

  
 

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 

  

こ
の
一
段
は
二
〇
二
一
年
四
月
一
五
日
に
発
表
さ
れ

た
「
ご
親
教
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
」
に
は
存
在
し

な
か
っ
た
部
分
で
あ
り
、
「
新
し
い
領
解
文
」
と
し
て

発
布
さ
れ
る
に
あ
た
り
挿
入
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。 

 

ま
ず
本
段
の
冒
頭
に
は
「
こ
れ
」
と
い
う
指
示
語
が

存
在
し
て
い
る
が
、
「
こ
れ
」
が
何
を
指
す
の
か
が
明

確
で
は
な
い
。
第
一
段
落
は
、
そ
の
末
尾
に
「
仏
恩
報

謝
の
お
念
仏
」
と
い
う
文
言
が
添
え
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
内
容
的
に
は
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
の
は
た
ら
き
を

述
べ
よ
う
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

「
こ
れ
」
が
指
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来
の

救
い
の
は
た
ら
き
と
受
け
取
る
の
が
普
通
の
読
み
方
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
の
は
た

ら
き
を
指
し
て
、
そ
れ
が
ひ
と
え
に
親
鸞
聖
人
と
歴
代

宗
主
の
お
導
き
に
よ
る
と
繋
げ
る
の
は
、
ご
法
義
に
照

ら
し
て
不
適
切
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
と
歴
代
宗
主
の
お

導
き
に
よ
り
阿
弥
陀
如
来
が
救
済
活
動
を
お
こ
な
う
わ

け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
回
、
「
新
し
い
領
解

文
」
が
こ
れ
だ
け
の
物
議
を
か
も
し
て
い
る
の
は
、
宗

意
安
心
上
に
お
け
る
危
険
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ

う
し
た
文
章
の
構
造
的
な
問
題
に
よ
る
理
解
し
に
く
さ

に
も
あ
る
。 

 

ま
た
こ
の
一
段
で
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
と
歴
代
宗
主
を

並
列
的
に
扱
っ
て
い
る
点
も
極
め
て
危
険
で
あ
る
。
歴

代
宗
主
に
は
、
ご
門
主
さ
ま
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る 

 

４ 

勧
学
・
司
教
有
志
の
会
『
新
し
い
領
解
文
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
に
対
す
る
声
明
』 

二
〇
二
三
年
三
月
二
五
日 
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つ
ま
り
本
段
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
本
願
寺
派
は
、
宗

祖
親
鸞
聖
人
と
ご
門
主
さ
ま
と
を
同
一
視
し
て
い
る
と

受
け
取
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
そ
の
問
題
は
従
来
の

「
領
解
文
」
の
〈
師
徳
〉
の
段
と
比
較
し
て
み
る
と
一

層
明
ら
か
と
な
る
。
従
来
の
「
領
解
文
」
で
は 

  
 

こ
の
御
こ
と
わ
り
聴
聞
申
し
わ
け
候
ふ
こ
と
、 

 
 

御
開
山
聖
人
（
親
鸞
）
御
出
世
の
御
恩
、
次
第 

 
 

相
承
の
善
知
識
の
あ
さ
か
ら
ざ
る
御
勧
化
の 

 
 

御
恩
と
、
あ
り
が
た
く
存
じ
候
ふ
。 

 

と
あ
る
よ
う
に
、
「
こ
の
御
こ
と
わ
り
聴
聞
申
し
わ
け

候
ふ
こ
と
」
に
つ
い
て
〈
師
徳
〉
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
具
体
的
に
は
前
段
で
示
さ
れ
て
い
る
自

力
を
捨
て
て
他
力
に
帰
す
る
〈
安
心
〉
と
、
そ
の
上
で

の
〈
報
謝
〉
の
称
名
と
い
う
法
義
の
領
解
を
指
し
て
い

る
。
そ
の
領
解
を
み
ず
か
ら
が
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

を
受
け
て
、
ま
ず
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
「
御
出
世
の
御

恩
」
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
祖
が
九

〇
年
の
ご
生
涯
を
も
っ
て
、
い
か
な
る
行
を
修
め
て
も

執
わ
れ
の
心
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
凡
夫
の
姿
を

お
示
し
に
な
り
、
そ
の
自
力
無
効
の
凡
夫
こ
と
が
如
来

の
本
願
の
目
当
て
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た

御
恩
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
『
顕
浄
土

真
実
教
行
証
文
類
』
（
『
教
行
信
証
』
）
を
著
し
て
、

立
教
開
宗
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
の
御
恩
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
宗
祖
の
み
教
え
を
私
に
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た

「
次
第
相
承
の
善
知
識
」
の
御
恩
に
つ
い
て
は
、
「
御

開
山
聖
人
の
御
出
世
の
御
恩
」
と
は
別
に
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
「
善
知
識
」
と
は
、
ご

法
義
を
よ
ろ
こ
ぶ
一
人
ひ
と
り
が
、
み
ず
か
ら
に
お
念

仏
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
大
切
な
方
々
を
思
う
こ
と
の

で
き
る
言
葉
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
歴
代
宗
主
に
限
定

す
る
言
葉
で
は
な
い
。
し
か
し
「
次
第
相
承
の
」
と
い

う
文
言
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
言
す
る
私

た
ち
が
、
お
の
ず
と
法
灯
を
護
り
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た

歴
代
宗
主
の
ご
恩
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
ひ
き
か
え
「
新
し
い
領
解
文
」
で
は
、
何
を

受
け
て
〈
師
徳
〉
が
示
さ
れ
て
い
る
の
か
が
不
明
瞭
で

あ
る
。
し
か
も
宗
祖
と
歴
代
宗
主
と
に
限
っ
た
形
で

〈
師
徳
〉
を
併
記
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ご
門
主
さ
ま
の

名
の
も
と
に
発
布
さ
れ
る
ご
消
息
に
お
い
て
、
ご
門
主

さ
ま
が
親
鸞
聖
人
と
み
ず
か
ら
と
を
尊
い
導
き
手
と
し

て
同
一
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
て
し
ま
う
。 

 

我
々
を
含
め
、
全
国
区
各
地
の
僧
侶
、
門
信
徒
の

方
々
が
こ
れ
ま
で
「
ご
門
主
さ
ま
」
と
い
う
存
在
を
心

か
ら
敬
慕
し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
当
代
の
ご
門
主
さ
ま
の
方
か

ら
、
「
ご
消
息
」
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
し

ま
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
こ
の
よ
う
な
文
章
が
、
十
分
な
検
討
を
踏
ま
え
る
こ

と
な
く
挿
入
さ
れ
、
ご
門
主
さ
ま
の
名
の
も
と
に
「
領

解
文
」
と
し
て
発
布
さ
れ
る
こ
と
で
、
ど
れ
ほ
ど
ご
門

主
さ
ま
を
傷
つ
け
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
、
本
願

寺
総
局
は
思
い
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

こ
と
に
私
た
ち
は
深
い
悲
し
み
を
覚
え
る
。
速
や
か
に

「
新
し
い
領
解
文
」
を
取
り
下
げ
、
真
に
ご
門
主
さ
ま

を
尊
ぶ
姿
勢
に
立
ち
戻
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

最
後
に
、
こ
の
声
明
文
は
本
願
寺
派
の
勧
学
・
司
教

有
志
に
よ
り
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
志
」
と

は
、
ご
法
義
を
尊
び
、
ご
門
主
さ
ま
を
大
切
に
思
う
、

愛
山
護
法
の
志
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 合

掌 

 
 

二
〇
二
三
年
四
月
二
二
日 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

勧
学
・
司
教
有
志
の
会 
連
名
略 

全
国
の
門
信
徒
の
方
々
へ 

～
「
新
し
い
領
解
文
」
に
つ
い
て
～ 

勧
学
・
司
教
有
志
の
会 

  

門
信
徒
の
皆
さ
ま
、
こ
の
た
び
御
正
忌
報
恩
講
に
お

い
て
、
ご
門
主
さ
ま
の
ご
消
息
と
し
て
「
新
し
い
領
解

文
」
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
が
発
布
さ
れ
た
こ
と
を

ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
お
い

て
、
ご
門
主
さ
ま
の
ご
消
息
は
、
重
い
意
味
を
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
本
願
寺
派
の
僧
侶
や
門
信
徒

に
対
す
る
、
ご
門
主
さ
ま
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
か
ら

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
ご
消
息
の
発
布
に

あ
た
っ
て
は
、
ご
門
主
さ
ま
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
誤
解
を

受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
勧
学
寮
を
は
じ
め
関
係

の
方
々
に
よ
っ
て
入
念
に
内
容
の
検
討
が
な
さ
れ
、
厳

密
な
手
続
き
を
経
て
発
布
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
た
び
の
ご
消
息
の
発
布
に
お
い
て
は
、
ご
法

義
を
大
切
に
し
て
こ
ら
れ
た
全
国
の
僧
侶
や
門
信
徒
の

方
々
に
大
き
な
混
乱
が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
様
子
が

マ
ス
コ
ミ
に
も
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
新
し

い
領
解
文
」
の
発
布
に
至
る
経
緯
が
き
わ
め
て
不
透
明

で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
も
、
全
般
を
通
し
て
親
鸞
聖
人

の
み
教
え
に
そ
ぐ
わ
な
い
表
現
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら

で
す
。 

 

た
と
え
ば
、
「
新
し
い
領
解
文
」
に
は
「
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
」
と
い
う
一
文
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の

言
葉
を
聞
い
て
、
皆
さ
ま
は
違
和
感
を
持
た
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ま
は
こ
れ
ま
で
ご
法
話
の

な
か
で
、
「
私
た
ち
凡
夫
は
い
つ
も
煩
悩
に
振
り
回
さ

れ
、
傷
つ
き
続
け
て
い
る
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
そ
の
姿
を

深
く
悲
し
ま
れ
、
煩
悩
を
抱
え
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い 

５ 

勧
学
・
司
教
有
志
の
会
『
新
し
い
領
解
文
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
に
対
す
る
声
明
』 

二
〇
二
三
年
三
月
二
五
日 
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私
た
ち
を
救
う
た
め
に
ご
本
願
を
た
て
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
私
に
《
南
無
阿
弥
陀
仏
（
わ
れ
に
ま
か
せ

よ
）
》
と
喚
び
か
け
、
煩
悩
を
持
っ
た
ま
ま
さ
と
り
へ

と
導
い
て
く
だ
さ
る
仏
と
成
っ
て
く
だ
さ
っ
た
」
と
お

聴
聞
し
て
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
「
新
し
い

領
解
文
」
で
は
、
「
私
の
煩
悩
と
仏
の
さ
と
り
は
本
来

一
つ
ゆ
え
」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
本
来
仏
で

あ
る
な
ら
ば
、
救
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀

さ
ま
が
ご
本
願
を
た
て
る
理
由
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。 

 

こ
れ
は
一
例
で
あ
り
、
「
新
し
い
領
解
文
」
に
は
全

般
的
に
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
対
し
て
重
大
な
誤
解
を

生
じ
る
危
険
性
の
あ
る
表
現
が
見
ら
れ
ま
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
今
回
の
ご
法
要
で
は
強
く
唱
和
が
勧
め
ら

れ
て
お
り
、
記
念
す
べ
き
慶
讃
法
要
の
な
か
で
、
不
唱

和
・
退
出
・
従
来
の
「
領
解
文
」
の
唱
和
な
ど
、
全
国

の
僧
侶
・
門
信
徒
の
な
か
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
悲
し

い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

門
信
徒
の
皆
さ
ま
に
は
、
こ
の
度
の
慶
讃
法
要
に
ご

参
拝
さ
れ
た
折
、
ま
た
今
後
の
本
願
寺
派
の
様
々
な
行

事
に
お
い
て
、
こ
の
「
新
し
い
領
解
文
」
の
唱
和
を
促

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
時
は

静
か
に
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
思
い
つ
つ
、
お
念
仏
申

さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。 

 

本
来
「
領
解
文
」
と
は
、
一
人
一
人
の
信
仰
の
表
明

で
あ
り
、
強
要
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ

ま
お
一
人
お
一
人
の
な
か
で
、
充
分
に
消
化
し
て
い
た

だ
き
、
ま
す
ま
す
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救
い
を
味
わ
う
ご

縁
と
な
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
望
ん
で
お
り
ま
す
。 

称
名  

※
「
私
の
煩
悩
と
仏
の
さ
と
り
は
本
来
一
つ
ゆ
え
」
は

突
然
表
れ
た
言
葉
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
る
方
の
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
で
の
投
稿
を
通
し
て
最
近
知
り
ま
し
た
。

『
教
行
信
証
註
釈
版
』
の
五
八
四
頁
の
『
高
僧
和
讃
』

（
曇
鸞
讃
）
の
一
首
に
「
本
願
円
頓
一
乗
は 

逆
悪
摂

す
と
信
知
し
て 

煩
悩
・
菩
提
体
無
二
と 

す
み
や
か

に
と
く
さ
と
ら
し
む
」
を
開
き
ま
す
と
、
「
煩
悩
・
菩

提
体
無
二
」
の
解
説
に
「
煩
悩
と
菩
提
と
が
本
来
ひ
と

つ
で
あ
る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の

『
註
釈
版
』
の
初
稿
が
昭
和
六
三
年
で
、
四
〇
年
前
か

ら
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
あ
る
方
に
よ
り
ま

す
と
、
こ
の
言
葉
は
、
さ
と
り
（
証
）
の
上
か
ら
説
か

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
我
々
の
信
心
か
ら
言
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
「
煩
悩
と
菩
提
が
本
来
一
つ
」
だ
か

ら
「
そ
の
ま
ま
の
救
い
」
で
は
な
く
、
我
々
を
自
ら
仏

に
な
れ
な
い
存
在
だ
と
見
抜
か
れ
て
お
ら
れ
る
か
ら
こ

そ
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
「
そ
の
ま
ま
救
う
」
と
誓
わ
れ
た

の
が
、
ご
本
願
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

「
証
」
の
上
か
ら
「
煩
悩
・
菩
提
体
無
二
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
阿
弥
陀
如
来
の
方
か

ら
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
同
じ
曇
鸞
讃
の
中

に
、
「
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る 

こ
ほ
り
と
み
づ
の
ご

と
く
に
て 
こ
ほ
り
お
ほ
き
に
み
ず
お
ほ
し 

さ
は
り

お
ほ
き
に
徳
お
ほ
し
」
も
私
が
、
そ
う
理
解
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
「
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
は
、
「
逆
悪
」

し
か
行
え
な
い
私
を
必
ず
「
摂
す
」
る
と
私
が
「
信

知
」
す
る
と
い
う
の
が
、
私
の
側
の
は
か
ら
い
で
あ

り
、
そ
の
「
信
知
」
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
ご
本
願
に
出
遇
っ
て
い
る
証
な
の
で
し
ょ
う
。 

そ
の
こ
と
を
阿
弥
陀
さ
ま
の
側
か
ら
申
せ
ば
、
煩
悩
の

ま
ま
救
い
、
そ
の
煩
悩
を
菩
提
に
丸
ご
と
転
じ
て
い
き

仏
に
成
ら
し
め
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
私
は
、
〝
ど
う
せ
凡
夫
だ
か
ら
〟
と
卑
下

し
た
り
、
〝
そ
う
い
う
凡
夫
を
救
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ

か
ら
、
悪
い
こ
と
を
し
て
も
差
し
支
え
な
い
〟
と
煽
っ

た
り
、
善
行
を
行
っ
て
い
る
人
を
見
て
〝
仏
さ
ま
に
で

も
成
っ
た
つ
も
り
か
〟
と
そ
の
人
の
信
心
を
訝
し
く

思
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
の
『
御
消
息
』
第
二
通
に
は
、 

 

「
ま
づ
お
の
お
の
の
、
む
か
し
は
弥
陀
の
ち
か
ひ
を

も
し
ら
ず
、
阿
弥
陀
仏
を
も
申
さ
ず
お
は
し
ま
し
候
ひ

し
が
、
釈
迦
・
弥
陀
の
御
方
便
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
、
い

ま
弥
陀
の
ち
か
ひ
を
も
き
き
は
じ
め
て
お
は
し
ま
す
身

に
て
候
ふ
な
り
。
も
と
は
無
明
の
酒
に
酔
ひ
て
、
貪

欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
の
三
毒
を
の
み
好
み
め
し
あ
う
て
候

ひ
つ
る
に
、
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
あ
う
て
候
ふ
ぞ
か

し
。
し
か
る
に
な
ほ
酔
ひ
も
さ
め
や
ら
ぬ
に
。
か
さ
ね

て
酔
ひ
を
す
す
め
、
毒
も
消
え
や
ら
ぬ
に
な
ほ
毒
を
す

す
め
ら
れ
候
ふ
ら
ん
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
く
候
へ
。
煩
悩

具
足
の
身
な
れ
ば
と
て
、
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
、
身
に

も
す
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
、
口
に
も
い
ふ
ま
じ
き

こ
と
を
も
ゆ
る
し
、
こ
こ
ろ
に
も
お
も
ふ
ま
じ
き
こ
と

を
も
ゆ
る
し
て
、
い
か
に
も
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ
る

べ
し
と
申
し
あ
う
て
候
ふ
ら
ん
こ
そ
、
か
へ
す
が
へ
す

不
便
に
お
ぼ
え
候
へ
。
酔
ひ
も
さ
め
ぬ
さ
き
に
な
ほ
酒

を
す
す
め
、
毒
も
消
え
や
ら
ぬ
に
、
い
よ
い
よ
毒
を
す

す
め
ん
が
ご
と
し
。
薬
あ
り
、
毒
を
好
め
と
候
ふ
ら
ん

こ
と
は
、
あ
る
べ
く
も
候
は
ず
と
ぞ
お
ぼ
え
候
ふ
。
」

と
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
の
御
文
は
、
信
心
を
い
た
だ

い
た
な
ら
、
煩
悩
が
薄
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
重
点

が
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
人
の
信
心
を
疑

い
、
「
ど
う
せ
煩
悩
具
足
・
罪
悪
深
重
の
凡
夫
だ
か

ら
、
思
い
通
り
に
す
れ
ば
良
い
」
と
煽
っ
て
い
る
私
に

対
し
て
の
忠
告
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

６ 
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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 

二
〇
二
三
年 

四
月
の
行
事
予
定 

●
「
新
し
い
領
解
文
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は

先
に
発
布
さ
れ
た
「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」

の
文
に
「
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
」
が
付
け

加
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま

で
唱
和
し
て
い
た
蓮
如
上
人
作
と
言
わ
れ
る

「
領
解
文
」
の
「
こ
の
御
こ
と
わ
り
聴
聞
申

し
わ
け
候
ふ
こ
と
、
御
開
山
聖
人
、
御
出
世

の
御
恩
、
次
第
相
承
の
善
知
識
の
あ
さ
か
ら

ざ
る
御
勧
化
の
御
恩
と
存
じ
候
ふ
」
に
倣
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
●
思
う
に
、
今
年

の
御
正
忌
報
恩
講
で
ご
門
主
さ
ま
が
、
こ
の

「
新
し
い
領
解
文
」
発
布
の
「
ご
消
息
」
を

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
《
こ
の
新

し
い
「
領
解
文
」
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）

を
僧
俗
を
問
わ
ず
多
く
の
方
々
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
機
会
で
拝
読
、
唱
和
い
た
だ
き
、
み
教

え
の
肝
要
が
広
く
、
ま
た
次
の
世
代
に
確
実

に
伝
わ
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
》

と
あ
り
ま
す
。
●
人
々
に
拝
読
・
唱
和
を
勧

め
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ご
自
身
は
拝
読
し
て

お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
拝
読
し
て
お
ら

れ
た
ら
、
気
恥
ず
か
し
く
思
わ
れ
な
い
の
か

な
あ
と
思
い
ま
す
。
ご
自
分
で
自
身
を
尊
び

感
謝
し
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
す
。
恐
ら
く
読
ん
で
お
ら
る
と
は
思
い
ま

せ
ん
。
●
時
代
に
相
応
し
た
「
伝
わ
る
伝

道
」
を
鑑
み
る
と
、
教
団
の
体
制
を
変
革
し

権
威
を
持
た
ず
、
よ
り
親
近
感
の
あ
る
、
同

じ
凡
夫
と
し
て
の
接
遇
が
必
要
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
●
と
は
言
え
、
私
自
身
、
寺
院

運
営
の
あ
り
方
、
教
化
活
動
に
悶
々
と
し
て

い
る
ば
か
り
で
す
。
恥
ず
べ
し
。
傷
む
べ
し 

二
〇
二
三
年
度 

ご
遺
骨
一
時
お
預
か
り
費 

管
理
費 

五
千
円 

永
代
使
用
積
立
金 

五
千
円
か
ら 

 

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 

 
 

 
 

 
 

ま
た
は 

 

振
込
先 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

 

店 

名 

四
四
八
（
ヨ
ン
ヨ
ン
ハ
チ
）
店 

 

名 

義 

キ
タ
ム
ラ 

シ
ン
ヤ 

 

口 

座 

普
通 

２
３
７
４
８
５ 

  

本
願
力

ほ
ん
が
ん
り
き

に
あ
い
ぬ
れ
ば 

  
 

む
な
し
く
す
ぐ
る
人ひ

と

ぞ
な
き 

 

親
鸞
聖
人

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

ご
和
讃

わ
さ
ん 

 

二
〇
二
三
年
「
心
の
と
も
し
び
」
五
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

  

六
日
（
土
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

一
四
時 

 

一
六
日
（
火
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

一
四
時 

 
 
 
 
 

兼
・
親
鸞
聖
人
降
誕
会 

 
 
 
 
 

兼
・
覚
信
尼
公
御
祥
月 

 
 
 
 
 

兼
・
中
宗
大
師
御
祥
月
（
蓮
如
上
人
） 

   

二
六
日
（
金
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

一
四
時 

 

二
八
日
（
日
） 

 

築
地
本
願
寺
親
鸞
聖
人
降
誕
会 


