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「
往
生
と
成
仏
」 

  

ま
ず
、
浄
土
教
の
起
源
は
、
聖
道
の
一
方
便
と
し
て

で
あ
り
、
成
仏
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
往
生
が
願
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
達
の

学
ん
だ
順
序
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
大
乗
起
信
論
に

は
、
仏
道
修
行
は
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、

し
か
し
、
そ
の
修
行
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
は
、
浄
土

に
生
れ
て
そ
こ
で
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
仏
法
に
お
い
て
は
、
仏
に
な

る
と
い
う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
容
易
で
は

な
い
。
そ
の
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
を
何
と
か
な
し
と
げ
る

た
め
に
は
、
浄
土
に
生
れ
る
に
限
る
と
い
う
思
想
で
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
修
行
の
場
所
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
で

は
修
行
が
甚
だ
困
難
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
う
少
し
修

行
の
楽
に
で
き
る
と
こ
ろ
に
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
か

ら
出
発
し
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。 

 

た
と
え
ば
、
学
問
を
す
る
に
は
、
場
所
は
ど
こ
で
も

よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
東
京
と
か
京
都
と
か
、
そ

し
て
良
い
師
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
の
方
が
、
良
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
あ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
考
え
は
、
浄
土
の
祖
師
で
あ
る
曇
鸞
大
師
あ

た
り
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
「
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
十

住
毘
婆
沙
を
案
ず
る
に
、
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
に
お

い
て
、
阿
毘
跋
致
を
求
め
る
を
難
と
す
」
（
論
註
）
こ

の
阿
毘
跋
致
、
つ
ま
り
不
退
転
は
、
退
転
な
く
仏
の
さ

と
り
を
求
む
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
さ
と
り
を

開
く
と
い
う
こ
と
は
、
不
退
転
に
修
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
さ
と
り
は

道
で
あ
り
、
成
仏
は
仏
道
で
あ
り
、
道
は
修
行
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
場
所
を
選
ぶ
の
で
あ
り
、

静
か
な
処
、
良
師
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
曇

鸞
大
師
の
論
註
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

さ
と
り
の
道
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
生
死
解
脱

で
あ
り
、
即
ち
（
覚
り
の
道
と
い
う
こ
と
は
）
生
き
て

よ
し
死
ん
で
よ
し
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
生
死

超
越
の
道
と
い
う
も
の
は
、
観
念
的
に
は
で
き
そ
う
で

あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
修
行
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
修
行
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
は
甚
だ
困
難
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
五
濁
の
世
を
掲
げ
て

「
一
、
外
道
の
相

し
ょ
う

善
は
菩
薩
の
法
を
乱
る
、
二
つ
に
は

声
聞
は
自
利
に
し
て
大
慈
悲
を
障 さ

ふ
、
三
つ
に
は
無
顧

の
悪
人
、
他
の
勝
徳
を
破
す
、
四
に
は
顚
倒
の
善
果
能

く
梵
行
を
壊 え

す
。
」
（
論
註
） 
 

す
な
わ
ち
世
界
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
「
五
に

は
唯
是
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
た
も
つ
な
し
」
と
あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
の
「
他
力
」
は
更
に
展
開
し
て
、
親
鸞

聖
人
に
至
る
ま
で
変
化
を
い
た
し
ま
す
。
曇
鸞
大
師
に

お
い
て
も
、
他
力
の
意
味
は
余
程
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
が
「
唯
是
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
た

も
つ
な
し
」
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
指
導
者
が
お
ら

な
い
ー
釈
尊
在
世
の
時
に
は
、
釈
尊
と
い
う
師
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
今
や
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
。

だ
か
ら
環
境
の
よ
い
浄
土
へ
生
れ
て
、
良
い
指
導
者
の

在
す
仏
の
世
界
に
生
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
修
行
の
し
易
い
場
所
と
し
て
、

求
め
ら
れ
た
の
が
浄
土
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

そ
れ
が
「
往
生
は
易
く
、
成
仏
は
難
し
」
と
い
う
言

葉
で
、
ず
っ
と
仏
教
の
歴
史
を
貫
い
て
い
ま
す
。 

 

成
仏
は
容
易
で
な
い
が
、
往
生
は
易
い
、
そ
れ
は
何

故
か
と
い
う
と
、
仏
に
本
願
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
仏
の
本

願
で
浄
土
に
生
ま
れ
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対

し
て
、
成
仏
は
難
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
難
行
易
行

と
い
う
こ
と
が
自
力
他
力
と
な
り
、
又
そ
れ
が
往
生
は

易
く
、
成
仏
は
難
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
方

は
、
ず
っ
と
仏
教
の
歴
史
を
貫
い
て
、
殊
に
浄
土
の
祖

師
と
い
わ
れ
る
方
々
に
目
立
っ
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
法
然
聖
人
ま
で
き
て
も
、
ど
こ
か
に
そ
う
い
う
お

考
え
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

難
い
所
の
成
仏
を
目
指
し
、
そ
の
た
め
に
往
生
を
し

よ
う
と
い
う
こ
と
が
、
往
生
思
想
の
起
源
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
従
っ
て
往
生
を
求
め
る
こ
と
は
、
同
じ
求
道

者
ー
菩
薩
ー
で
も
、
い
わ
ば
大
心
の
菩
薩
、
志
の
大
き

い
人
に
は
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
弱
き
者
は
ま
ず
も
っ

て
往
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
往
生
は
易
く
、
成
仏
は
難
し
、
と
い

う
こ
と
で
往
生
と
成
仏
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
、
往

生
し
て
後
、
修
行
し
て
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
も
う
一
つ
用
い
ら
れ
た
言
葉
に
、
浄
土
の
教

は
「
本
為
凡
夫
兼
為
聖
人
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま

す
。
誰
が
い
い
だ
し
た
か
記
憶
し
な
い
が
、
只
力
量
の

少
な
い
菩
薩
が
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
な

く
、
往
生
は
凡
夫
の
た
め
で
あ
っ
て
、
兼
ね
て
聖
者
の

た
め
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
言
葉
が
こ
れ
ま

た
ず
っ
と
貫
い
て
い
る
の
で
す
。 

 

従
っ
て
、
歎
異
抄
第
三
章
の
悪
人
善
人
な
ど
と
い
う

こ
と
も
、
い
ろ
い
ろ
と
深
く
現
実
的
に
考
え
ら
れ
る
こ

と
も
当
然
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
前
述
の
言
葉
を
思

い
合
わ
せ
れ
ば
、
悪
人
正
機
と
い
う
こ
と
は
、
本
為
凡

夫
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
と
も
と
凡
夫
の
た
め
の
本

願
で
あ
り
、
往
生
の
道
な
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
者
賢
人 

２ 

『
往
生
と
成
仏
』
昭
和
四
二
年
度 

真
宗
講
座 

講
題
「
往
生
と
成
仏
」
第
一
講
よ
り 

『
往
生
と
成
仏
』
曽
我
量
深
・
金
子
大
榮
著 

（
法
蔵
館
） 
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は
往
生
を
願
う
で
も
願
わ
な
く
て
も
よ
い
人
で
あ
り
ま

す
が
、
「
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
て
」
や
は
り
自
分

も
往
生
し
た
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が

「
善
人
も
往
生
す
る
」
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。 

 

か
く
し
て
、
浄
土
の
教
え
は
仏
教
の
付
属
物
で
あ

り
、
本
筋
は
成
仏
を
願
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

往
生
は
い
わ
ば
そ
の
補
助
と
で
も
い
う
も
の
で
、
浄
土

往
生
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
独
立
し
た
も
の
と
考
え

て
は
お
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
は
っ
き

り
と
往
生
浄
土
の
教
え
と
、
成
仏
と
に
分
け
た
の
で
あ

り
ま
す
。
成
仏
を
願
う
の
が
聖
道
で
あ
り
、
往
生
を
目

指
す
も
の
が
浄
土
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
の
吾

等
に
と
っ
て
は
、
そ
の
成
仏
の
聖
道
は
、
も
は
や
間
に

合
わ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
吾
等
に
と
っ
て
の
道
は
、
成

仏
の
道
に
あ
ら
ず
し
て
、
唯
、
往
生
一
つ
で
あ
り
ま

す
。
か
よ
う
に
選
択
し
、
廃
立
し
て
、
そ
れ
か
ら
浄
土

教
の
独
立
と
い
う
こ
と
が
で
て
き
ま
し
た
。 

 

何
と
云
っ
て
も
法
然
聖
人
の
出
現
は
、
歴
史
の
上
に

お
い
て
大
き
な
一
つ
の
展
開
で
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
、

法
然
聖
人
は
、
仏
教
史
の
上
の
分
水
嶺
に
立
っ
て
お
ら

れ
る
と
申
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ず
っ
と
、
聖
道

の
道
で
上
り
坂
で
あ
っ
た
も
の
が
、
法
然
聖
人
を
中
心

と
し
て
、
そ
れ
か
ら
下
り
坂
に
な
り
、
聖
者
の
道
が
、

凡
夫
の
道
へ
と
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
っ
き

り
し
て
き
た
の
が
、
廃
立
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
世
に
お
い
て
さ
と
り
を
開
こ
う
と
い
う
聖
道
門
は

駄
目
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
、
往
生
浄
土
の
他
に
人

間
の
救
わ
れ
る
道
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
の

が
、
法
然
聖
人
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
ご
承
知
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
廃
立
と
は
、
聖
道
門
を
棄
て
、
浄
土
門

に
帰
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
裏
か
ら
い
え

ば
、
成
仏
の
望
み
を
捨
て
、
往
生
一
つ
を
願
え
と
い
う

こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。
法
然
聖
人
に
も
、
先
述
の
如
く
、
往
生
は

易
く
成
仏
は
難
し
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
あ
り
ま
す

し
、
更
に
は
、
浄
土
へ
往
生
し
て
ど
う
す
る
の
か
と
い

う
と
、
真
言
密
教
の
法
だ
の
、
天
台
宗
の
教
え
だ
の

は
、
自
分
に
は
分
か
ら
ぬ
け
れ
ど
、
お
浄
土
へ
行
け
ば

分
か
る
こ
と
だ
と
、
こ
う
い
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
や
は
り
仏
道
修
行
の
志
を
満
足
す
る
た
め

に
、
浄
土
へ
行
く
の
だ
と
い
う
思
し
召
し
も
あ
る
よ
う

で
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
し
法
然
聖
人
に
お
け
る
廻
心
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
み
ま
す
と
、
七
高
僧
に
も
い
ろ
い
ろ
の
形
で
見
出

す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
が
、
法
然
聖
人
ほ
ど
は
っ
き

り
と
、
四
十
三
歳
の
年
に
、
善
導
大
師
の
「
一
心
専
念

弥
陀
名
号
、
行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近
、
念
々
不
捨

者
、
是
名
正
定
之
業
、
順
彼
仏
願
故
」
の
文
を
み
て
、

真
に
分
別
盛
り
の
聖
人
が
、
涙
を
流
し
て
、
自
分
の
よ

う
な
愚
か
者
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
が
本
願
を
建
て
て
く

だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
、 

廻
心
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
方
は
他
に
は
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は

全
く
の
方
向
転
換
で
あ
り
、
廃
立
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

こ
の
廃
立
は
、
浄
土
教
独
立
の
宣
言
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
廃
立
に
よ
る
選
択
が
あ
っ
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
往
生

之
業
念
仏
為
本
」
と
い
う
旗
印
を
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
大
経
に
も
、
観
経
小
経
に
も
、
吾
等
凡
夫
に

は
、
往
生
浄
土
の
教
え
が
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
り
ま

す
。 

 
 

し
か
し
、
そ
の
廃
立
の
上
に
お
い
て
教
え
ら
れ
る
も

の
は
、
何
か
成
仏
道
あ
り
、
往
生
道
あ
り
、
と
い
う
よ

う
な
相
対
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。 

 

そ
こ
に
は
法
然
聖
人
の
教
え
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
受

け
取
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
お
弟
子
達
に
と
っ
て
大
問

題
に
な
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
法
然
聖
人
の
廃
立

の
思
想
か
ら
い
え
ば
、
菩
提
心
無
用
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
が
、
法
然
聖
人
は
四
十
三
歳
ま
で
道
を
求

め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
求
道
の
精
神
、
即
ち
菩
提
心
な

し
で
は
法
然
聖
人
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
ま
た
、
菩
提
心
を
た
の
ん
で
い
て
は
、
法
然
聖

人
を
理
解
し
え
な
い
と
い
う
問
題
が
一
つ
あ
る
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
法
然
聖
人
の
お
弟
子
達
に
確
か
に
問
題

に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
同
様
な
課
題
が
親
鸞
聖

人
の
上
に
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
聖
道
の
菩
提
心
、
浄
土
の
菩
提
心
と
あ
き
う

こ
と
が
で
て
き
て
、
菩
提
心
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
問
題

も
で
て
い
る
の
で
す
。 

 

ま
た
、
往
生
よ
り
他
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う

い
う
立
場
に
お
い
て
い
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
何
ん
と

い
っ
て
も
選
択
本
願
の
第
十
八
の
願
、
念
仏
往
生
の
願

に
よ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
法
然
聖
人
は
一
願
建
立
で
、

第
十
八
願
一
つ
、
親
鸞
聖
人
は
五
願
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
い
た
だ
い
て
み
る
と
、
甚
だ
意

味
の
深
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
四
十
八
願
が
説

か
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
仏
の
本
願
は
唯
一
つ
で
あ

り
ま
す
。 

 

先
年
、
鈴
木
大
拙
先
生
と
対
談
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
先
生
は
「
本
願
は
四
十
八
に
限
っ
て
い
る
こ
と

は
な
い
、
い
く
ら
あ
っ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
私
は
「
そ
れ
は
無
量
の
大
願
と
い
う
こ

と
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
幾
ら
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
今
日

の
若
い
人
々
か
ら
考
え
れ
ば
、
四
十
八
願
は
少
し
多
す

ぎ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
よ
う
に
申
し

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
先
生
が
「
本
願
は
単
数
だ
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
さ
す
が
に
あ
あ
い
う
方
は
天
才
で

あ
っ
て
、
本
願
は
た
だ
一
つ
、
願
う
心
は
た
だ
一
つ
で

あ
る
、
た
だ
一
つ
の
願
が
展
開
し
て
無
量
の
大
願
と
な

る
、
そ
の
た
だ
一
つ
の
願
は
、
第
十
八
願
の
上
に
出
て 

『
往
生
と
成
仏
』
昭
和
四
二
年
度 

真
宗
講
座 

講
題
「
往
生
と
成
仏
」
第
一
講
よ
り 

『
往
生
と
成
仏
』
曽
我
量
深
・
金
子
大
榮
著 

（
法
蔵
館
） 
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い
る
、
第
十
八
願
を
た
だ
一
つ
の
願
と
願
わ
れ
た
処
を

私
共
は
も
っ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
と
い
う
こ
と
は
、
大
体
親
鸞
聖
人
の
い
わ
ん
と
な

さ
る
と
こ
ろ
は
「
真
宗
は
仏
教
の
真
宗
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
真
宗
か
、
そ
れ
と
も
、

仏
教
の
一
派
と
し
て
の
真
宗
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
あ
る
い
は
絶
対
真
宗
・
相
対
真
宗
・
教
行
信
証
二

部
作
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
た
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

教
行
信
証
で
は
、
仏
教
の
真
宗
で
あ
る
こ
と
、
仏
教

の
宗
と
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
大
無
量
寿
経
は
顕
真
実
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
示

さ
れ
、
「
夫
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿

経
是
也
」
と
あ
る
が
教
の
巻
の
結
び
に
ま
い
り
ま
す
る

と
、
「
此
れ
顕
真
実
教
の
明
証
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

真
実
を
顕
わ
す
と
訓
む
の
を
顕
真
実
教
と
読
ん
で
み
る

と
、
そ
の
他
の
経
は
未
顕
真
実
で
あ
り
、
真
実
と
は
方

便
に
対
す
る
と
習
う
て
も
き
ま
し
た
が
、
私
は
な
お
そ

こ
に
落
着
け
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
真
実
に
対
す
る
も

の
は
方
便
で
は
な
く
し
て
、
方
便
は
真
実
へ
と
導
く
と

こ
ろ
に
方
便
の
意
義
が
あ
る
ん
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
便

に
徹
底
す
れ
ば
同
じ
く
真
実
で
あ
り
ま
す
。
真
実
を
顕

わ
す
の
が
方
便
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

顕
真
実
は 

 

「
如
来
の
本
願
を
説
き
て
経
の
宗
致
と
為
す 

 
 

即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
る
也
」 

で
あ
っ
て
、
仏
教
の
宗
体
と
い
う
の
は
、
本
願
を
宗
と

し
、
名
号
を
体
と
す
る
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
至
ら
ぬ
限
り
は
、
未
顕
真
実
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
大
無
量
寿
経
が
真
実
の
教
え
で
あ
っ

て
、
宗
祖
は
そ
こ
に
第
十
八
願
を
、
法
然
聖
人
も
そ
う

で
す
が
、
本
願
の
中
の
本
願
、
あ
る
い
は
本
当
に
本
願

の
名
に
価
す
る
本
願
で
あ
る
と
見
出
さ
れ
た
の
で
す
。

と
に
か
く
、
設
我
得
仏
の
願
い
を
十
方
衆
生
に
か
け
て

の
本
願
は
、
十
八
・
十
九
・
二
十
の
三
願
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
と
は
衆
生
に
か
け
て
お
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま

す
。
「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
で
、
衆
生
往
生
せ
ず
は

我
も
仏
に
な
ら
ぬ
と
誓
う
、
つ
ま
り
、
運
命
を
共
に
す

る
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
こ
の
第
十
八
願
に
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
十
九
願
に
も
二
十
願
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
「
阿
弥
陀
の
誓
願
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
念
仏

往
生
の
願
い
よ
り
他
に
は
な
い
。
そ
の
他
は
い
わ
ば
人

間
の
理
想
で
あ
り
ま
し
て
、
必
ず
し
も
如
来
の
本
願
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
の
で
す
。 

た
だ
人

間
の
理
想
で
あ
る
時
に
は
未
解
決
で
あ
っ
て
も
、
如
来

の
本
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
何
か
意
義
を

も
つ
も
の
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
三
悪
道
が
な

い
と
い
う
こ
と
も
、
社
会
科
学
者
に
い
わ
せ
る
と
、
四

十
八
願
の
中
で
一
番
大
切
な
の
は
第
一
の
無
三
悪
趣
の

願
で
し
ょ
う
。
食
う
に
困
る
餓
鬼
が
な
く
、
階
級
制
度

の
畜
生
が
な
い
、
そ
の
よ
う
に
地
獄
餓
鬼
畜
生
の
な
い

よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
社
会
理
想
で
あ
り
ま
す
。

如
来
の
四
十
八
願
も
そ
う
な
っ
て
い
る
な
ど
と
い
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
今
日
で
は
四

十
八
願
の
中
で
要
ら
な
く
な
っ
た
も
の
も
相
当
に
あ
る

と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
女
の
人
は
男
の
人

よ
り
え
ら
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
女
人
成
仏
の
願
い
も

要
ら
な
い
と
、
こ
の
よ
う
に
、
あ
れ
も
こ
れ
も
要
ら
ぬ

と
、
だ
ん
だ
ん
要
ら
な
く
な
り
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
人
間
の
理
想
と
、
如
来
の
本
願
と
の
間
に
、
ど
こ

に
区
別
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
要
す
る
に
第
十
八
願
と

い
う
眼
を
開
か
な
け
れ
ば
、
四
十
八
願
も
本
当
に
弥
陀

の
本
願
に
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
法
然
聖
人
で
は
、
第
十
八
願
一
つ
が
、
本

願
の
中
の
本
願
で
あ
る
と
受
取
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
本
願
こ
そ
真
実
な

も
の
で
あ
り
、
同
時
に
普
遍
性
を
も
っ
と
も
の
で
あ
り

ま
す
。
浄
土
教
の
普
遍
性
が
そ
こ
で
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
第
十
八
願
の
普
遍
的
意
義
は
如
何
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
、
諸
仏
称
名
の
願
の
了
解
が
あ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
諸
仏
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
阿
弥
陀
で

あ
り
、
諸
仏
に
は
夫
々
の
道
が
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
諸
仏

本
来
の
諸
仏
を
し
て
諸
仏
た
ら
し
め
る
も
の
は
何
で
あ

る
か
と
い
う
と
、
諸
仏
の
願
い
は
無
限
で
あ
り
ま
す
。

即
ち
阿
弥
陀
の
願
い
で
あ
り
、
諸
仏
は
皆
阿
弥
陀
で
な

く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
諸
仏
は
皆

阿
弥
陀
の
名
を
称
す
る
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
諸
仏
称

名
の
願
い
に
よ
っ
て
、
第
十
八
願
の
普
遍
性
を
顕
わ

し
、
更
に
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
性
を
あ
き
ら
か
に
す
る

と
こ
ろ
に
必
至
滅
度
の
願
と
い
う
も
の
が
で
て
き
た
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

か
よ
う
に
、
一
願
建
立
、
五
願
別
開
と
い
う
よ
う
に

習
っ
て
き
た
こ
と
も
、
要
す
る
に
法
然
聖
人
の
思
し
召

し
を
親
鸞
聖
人
は
本
当
に
受
け
て
ゆ
こ
う
と
せ
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、

往
生
浄
土
の
道
が
明
確
に
さ
れ
て
始
め
て
仏
教
と

い
う
も
の
は
普
遍
的
意
義
を
も
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
換
言
す
れ
ば
、
凡
夫
の
救
い
の
道
の
開
け
る

ま
で
は
、
仏
法
は
特
殊
の
道
で
あ
っ
て
、
誰
で
も

行
く
と
こ
ろ
の
大
道
で
は
な
く
て
、
た
だ
道
を
求

め
る
修
行
者
の
道
で
あ
り
ま
し
た
。
修
行
者
の
道

は
尊
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
選
ば
れ
た
人
の
道
で
あ
っ
て
、
普
遍
の
、

誰
で
も
救
わ
れ
る
道
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

往
生
浄
土
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
仏
教
の
願
い
で

あ
り
ま
す
。 

（
次
号
に
続
く
） 

『
往
生
と
成
仏
』
昭
和
四
二
年
度 

真
宗
講
座 

講
題
「
往
生
と
成
仏
」
第
一
講
よ
り 

『
往
生
と
成
仏
』
曽
我
量
深
・
金
子
大
榮
著 

（
法
蔵
館
） 
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令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
被
災
さ
れ
た

皆
様
に
衷
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
の
地
震
に
よ
り
お
亡
く
な
り
に
な
ら

れ
た
皆
様
、
さ
ら
に
は
ご
遺
族
の
皆
様
へ
、
心
か

ら
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
余
震
が
続
く

中
、
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
え
て
い
る
方
、

不
安
の
中
に
お
ら
れ
る
方
の
心
情
を
お
察
し
申
し

あ
げ
ま
す
と
と
も
に
、
一
刻
も
早
く
平
穏
な
日
々

を
お
過
ご
し
に
な
ら
れ
ま
す
よ
う
願
っ
て
お
り
ま

す
。 

 

宗
門
で
は
、
地
震
発
生
直
後
か
ら
北
陸
地
方
及

び
そ
の
近
隣
地
域
被
害
状
況
の
把
握
に
努
め
、
一

月
四
日
以
降
復
旧
支
援
隊
を
随
時
派
遣
し
て
京
都

か
ら
支
援
物
資
の
運
搬
を
行
い
、
併
せ
て
「
た
す

け
あ
い
運
動
募
金
」
に
お
い
て
災
害
義
援
金
の
受

付
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
月
七
日

に
は
「
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
緊
急
災
害
対
策

本
部
」
を
中
央
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
石
川
教

区
教
務
所
に
「
現
地
緊
急
災
害
対
策
本
部
」
を
設

置
し
、
物
心
両
面
に
わ
た
る
支
援
を
い
た
し
て
お

り
ま
す
。 

 

こ
の
冬
の
寒
さ
厳
し
い
折
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が

絶
た
れ
孤
立
し
た
地
区
も
未
だ
残
る
中
、
先
行
き

の
見
え
な
い
不
安
を
抱
え
な
が
ら
の
生
活
は
、
想

像
を
超
え
た
厳
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
存
じ
ま

す
。
道
路
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
、
避
難
所
等

に
お
い
て
ご
尽
力
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
々
に
深
く

敬
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
皆
様
の
安
全
と
一

日
も
早
く
復
興
を
願
い
、
宗
門
と
し
て
引
き
続
き

全
力
で
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 
 

二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
一
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
長 

池
田 

行
信 

〈災害義援金〉 

 

１．募金の名称 

 

   浄土真宗本願寺派 たすけあい運動募金 

   「令和六年能登半島地震 災害義援金」 

 

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 

５ 

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
関
す
る 

  
 
 

総 

長 

談 

話 

※通信欄に『能登地震』とご記入ください。住所、連絡先、領収書名のご記入をお願い

します。 

※インターネットバンキングにて振込の方には、入金確認後、住所、連絡先、領収書名

義等について確認のご連絡をいたします。 

お預かりした募金は災害義援金として、被災地へお送りさせていただきます。 

 

３．受付期間 ２０２４（令和６）年１月５日（金）から当分の間 

 

４．問い合わせ先 

   〒６００－８５０１ 京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町 

               浄土真宗本願寺派伝道本部 

                       電話 ０７５－３７１－５１８１ 

※談話発表から一月経ってからの掲載で

ありますことをご了承ください。 
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本
年
四
月
に
ご
修
業
に
な
る
表
記
「
慶
讃
法

要
」
に
稱
讃
寺
と
し
て
次
の
日
程
で
団
体
（
五
名

以
上
）
の
参
拝
を
計
画
い
た
し
ま
す
。 

一
、
参
拝
日
時 

 

四
月
二
七
日
（
土
）
逮
夜
法
要
（
午
後
二
時
） 

二
、
築
地
本
願
寺
集
合
時
間
・
場
所 

 

・
集
合
時
間 

正
午 

 

・
集
合
場
所 

正
門
入
口
付
近 

※
ご
自
宅
へ
の
送
迎
を
ご
希
望
の
方
に
は
、 

 

午
前
一
〇
時
頃
、
住
職
が
お
迎
え
に
参
り
ま
す
。 

 

※
御
斎
弁
当
を
ご
希
望
さ
れ
な
い
方
は
、 

 

午
後
一
二
時
五
〇
分
に
、
本
堂
正
面
階
段
下
に

お
出
で
く
だ
さ
い
。
住
職
が
お
待
ち
し
、
お
席
に

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

三
、
基
本
日
程 

一
二
：
〇
〇 

築
地
本
願
寺 

集
合
（
正
門
前
） 

一
二
：
二
〇 

御
斎
弁
当
食
事
（
第
二
伝
道
会
館
） 

一
二
：
五
〇 

本
堂
へ
移
動 

一
三
：
一
〇 

宗
務
長
挨
拶 

一
三
：
二
〇 

特
命
布
教 

山
田
教
尚
師 

一
四
：
〇
〇 

法
要
「
御
本
典
作
法
第
一
種
」 

一
五
：
〇
〇 

帰
敬
式 

 

※
帰
敬
式
の
受
式
者
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い

場
合
は
、
法
要
修
了
後
、
解
散
と
い
た
し
ま
す
。 

※
ご
参
拝
ご
希
望
の
方
は
、
二
月
末
日
ま
で
に
、

別
紙
「
参
拝
申
込
用
紙
」
を
稱
讃
寺
に
ご
返
信
く

だ
さ
い
。 

※
当
日
程
の
ご
都
合
が
付
か
な
い
方
は
、
他
の
日

程
で
個
人
参
拝
で
き
ま
す
の
で
、
稱
讃
寺
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

築
地
本
願
寺 

 
 

稱
讃
寺
団
体
参
拝
の
ご
案
内 

御

誕

生

八

五

〇

年 

親
鸞
聖
人 

立
教
開
宗
誕
生
八
五
〇
年 

慶
讃
法
要 



8 

 

編
集
後
記
（
愚
案
） 

 

 
稱
讃
寺
二
月
行
事
予
定 

能登半島地震への義援金送付方法について（石川県への送金の場合） 

 

石川県 

 銀行 北國銀行 県庁支店 口座番号 普通 ２８５９３ 

 口座名義 石川県令和６年能登半島地震災害義援金 
       （イシカワケンレイワロクネンノトハントウジシンサイガイギエンキン） 

 ゆうちょ銀行 口座番号００１００－８－４５２３６１ 

 加入者名 石川県令和６年能登半島地震災害義援金 
      （イシカワケンレイワロクネンノトハントウジシンサイガイギエンキン） 

日本赤十字社石川県支部 

 銀行 北國銀行 県庁支店 口座番号 普通 ２８５８０ 

 口座名義 日本赤十字社石川県支部 支部長 馳 浩（ハセ ヒロシ） 

 

「ふるさと納税」 ・さとふる・ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税・ふるなび 

 ・ANAのふるさと納税・JALふるさと納税・三越伊勢丹ふるさと納税 ※返礼品なし 

  

梅
一
輪

う
め
い
ち
り
ん 

大
千
世
界

だ
い
せ
ん
せ
か
い

の 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

春 は
る

や
ど
す 

 

二
〇
二
四
年
「
心
の
と
も
し
び
」
二
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

              

六
日
（
火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

休
座 

 

一
六
日
（
金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
六
日
（
月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時


