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東
組 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇

年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要 

〈
記
念
講
演
〉 

今
井
雅
晴
師 

『
立
教
開
宗
に
つ
い
て
』 

 

（
筑
波
大
学
名
誉
教
授
・
東
国
真
宗
研
究
所
所
長
） 

 

・
大
変
貴
重
な
お
話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
。 

１ 

稱
讃
寺 

 

春
季
彼
岸
会
法
要
の
ご
案
内 
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「
往
生
と
成
仏
」
② 

  

大
乗
仏
教
と
は
何
か
、
大
乗
仏
教
は
い
わ
ゆ
る
原
始

教
団
に
お
け
る
精
神
王
国
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
に
よ
っ

て
説
か
れ
た
四
諦
八
正
道
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
精

神
王
国
を
建
て
る
こ
と
が
根
本
的
な
願
い
で
あ
っ
た
の

だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
釈
尊
の
説
法
を
転
法

輪
と
い
う
、
転
法
輪
と
い
う
言
葉
は
、
何
時
頃
か
ら
の

も
の
か
知
ら
な
い
が
、
古
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
法

輪
を
転
ず
る
と
申
す
の
は
、
転
輪
王
ー
四
海
を
統
一
す

る
王
ー
が
御
車
に
の
っ
て
津
々
浦
々
を
巡
視
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
で
て
、
そ
の
世
間
の
王
と
同
じ
よ
う
に
、

精
神
世
界
の
王
、
如
来
即
ち
法
王
也
で
、
法
王
と
し
て

の
ご
説
法
が
転
法
輪
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
言
葉
を
も
っ

て
釈
尊
の
説
法
を
あ
ら
わ
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
こ
に
精
神
王
国
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
又
三
法
印
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
あ

の
三
法
印
と
は
三
つ
の
旗
印
だ
と
い
う
こ
と
で
、
三
つ

の
幢
、
諸
行
無
常
・
諸
法
無
我
・
涅
槃
寂
静
、
こ
の
旗

印
が
仏
陀
釈
尊
の
説
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
こ
れ
も
又
精
神
王
国
の
旗
印
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

今
も
印
度
に
あ
る
ら
し
い
、
婆
羅
門
・
刹
帝
利
・
吠

舎
・
首
陀
羅
の
四
姓
の
平
等
と
い
う
こ
と
を
世
間
に
お

い
て
は
、
釈
尊
で
も
い
え
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
何

か
、
余
程
階
級
制
度
の
む
つ
か
し
い
も
の
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
精
神
王
国
に
お
い
て
は
、

そ
れ
を
い
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
階
級
に
属
そ
う

と
も
、
出
家
し
て
教
団
に
入
っ
た
か
ら
は
、
先
な
る
も

の
は
長
老
で
あ
る
、
と
い
っ
た
形
で
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
こ
の
地
上
に
お
い
て
、
精
神
王
国
を
建
て
ん
と
し
た

の
が
、
釈
尊
の
精
神
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
そ
の
精
神
を
受
け
継
げ
ば
、
結
局
世
を
離
れ
た
も

の
で
な
く
て
世
界
そ
の
も
の
、
現
実
の
王
国
を
そ
の
ま

ま
仏
教
的
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が

大
乗
経
典
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
大
乗
経
典
は
精
神
王
国

の
普
遍
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
精
神
に
よ
る
現
実
の

世
間
の
王
国
へ
の
指
導
性
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
つ
ま
り

荘
厳
仏
国
で
あ
り
ま
す
。
大
乗
経
典
は
こ
の
よ
う
に
し

て
、
聖
者
・
凡
夫
の
区
別
を
撤
廃
し
た
い
と
ね
が
っ
て

い
て
も
、
ど
う
し
て
も
達
成
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
。 

 

こ
こ
に
浄
土
教
の
出
発
点
に
な
る
も
の
が
あ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
彼
岸
の
浄
土
と
い
う
も
の
が
で
て

き
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
往
生
浄
土
で
な
け
れ
ば

一
切
衆
生
の
救
わ
れ
る
道
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、

成
仏
道
よ
り
往
生
道
へ
と
転
回
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
浄

土
教
の
意
義
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
義
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
大
無
量
寿
経
の
憬
興

の
述
文
賛
に
よ
る
「
上
巻
は
如
来
浄
土
の
因
果
を
説

き
、
下
巻
は
衆
生
往
生
の
因
果
を
説
く
」
（
『
教
行
信

証
』
行
巻
・
『
註
釈
版
聖
典
』
一
七
四
頁
）
と
い
う
言

葉
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
二
種
の
因
果
の
う
ち
に
〝
如
来
の
因
果
〟
で
な

く
〝
如
来
浄
土
の
因
果
〟
と
い
い
、
〝
衆
生
の
因
果
〟

で
な
く
〝
衆
生
往
生
の
因
果
〟
と
い
う
。
そ
の
浄
土
と

い
う
言
葉
を
、
往
生
と
い
う
言
葉
を
抜
く
と
、
如
来
の

因
果
、
衆
生
の
因
果
と
な
り
ま
す
が
、
四
聖
諦
で
申
せ

ば
、
苦
集
の
二
諦
は
衆
生
の
因
果
で
あ
り
、
滅
道
の
二

諦
は
如
来
の
因
果
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

衆
生
の
因
果
と
い
う
と
、
す
ぐ
悪
因
悪
果
を
考
え
る
け

れ
ど
も
、
衆
生
の
因
果
で
も
、
善
因
善
果
が
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
悪
因
悪
果
で
な
く
、
善
因
善

果
で
あ
る
よ
う
に
と
衆
生
に
す
す
め
た
の
が
、
苦
集
の

二
諦
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
二
諦
の

中
に
は
悪
因
悪
果
が
悲
し
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
裏
に
善
因
善
果
も
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
し
か
し
、
如
何
に
善
因
善
果
で
あ
っ
て
も
、

要
す
る
に
迷
い
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
世
間
の
因
果
で
あ

り
ま
す
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
滅
道
は
涅
槃
に
至
る
と
こ
ろ
の

道
、
そ
れ
は
如
来
の
因
果
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の

区
別
を
ど
う
し
て
も
撤
廃
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

そ
こ
で
「
浄
土
」
の
因
果
・
「
往
生
」
の
因
果
と
な
っ

た
と
き
に
、
二
つ
の
因
果
は
裏
表
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
だ
か
ら
「
如
来
浄
土
」
の
因
果
と
い
っ
て
、
浄
土

と
付
け
加
え
て
い
う
の
は
、
衆
生
往
生
の
因
果
を
含
ん

で
「
如
来
浄
土
の
因
果
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
衆
生
往
生
の
因
果
の
根
元
を
尋
ぬ
れ
ば
、
そ

こ
に
如
来
浄
土
の
因
果
が
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
如
来
浄
土
の
因
果
の
帰
す
る
処
は
ど
こ
に
あ
る
か

と
い
え
ば
、
衆
生
往
生
の
因
果
で
あ
り
、
そ
の
源
は
ど

こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
如
来
浄
土
の
因
果
と
い
え
る

の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
従
っ
て
衆
生
往
生
の
因
果
が
成

立
し
な
け
れ
ば
、
如
来
浄
土
の
因
果
は
、
意
味
を
も
た

ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
大
無
量
寿
経
の
二
種
の
因
果
は
、

衆
生
往
生
に
意
味
が
あ
る
。 

 

一
体
、
如
来
は
何
の
た
め
に
浄
土
な
ど
建
立
さ
れ
る

の
か
、
仏
に
と
っ
て
は
無
用
で
あ
り
ま
す
。
仏
は
ど
こ

に
在
し
て
も
よ
い
の
だ
か
ら
、
浄
土
を
考
え
る
必
要
が

な
い
の
に
、
何
故
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う

と
、
本
来
衆
生
の
た
め
で
あ
り
、
如
来
浄
土
の
因
果

は
、
も
と
も
と
衆
生
往
生
の
因
果
を
含
ん
で
い
る
か
ら

で
あ
り
ま
す
。 

 

昨
今
次
の
よ
う
な
こ
と
も
思
う
の
で
す
。
衆
生
往
生

の
因
果
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
仏
教
は
普
遍
性 

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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を
得
た
の
で
あ
る
と
。
そ
れ
ま
で
は
、
仏
法
は
特
別
に

偉
い
教
え
で
あ
っ
て
、
普
遍
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏

道
を
修
行
し
て
で
き
た
も
の
は
偉
大
な
も
の
で
あ
っ
て

も
、
決
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
普
遍
性
と
は
、
衆
生
の
往
生
浄
土
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
往
生
浄
土
の

教
え
が
な
け
れ
ば
、
仏
法
に
は
普
遍
性
が
な
い
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。 

 

第
十
八
願
は
、
衆
生
往
生
せ
ず
ば
我
も
仏
に
な
ら
ぬ

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
そ
う
い
う
言
葉
だ

け
を
有
難
く
頂
い
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

を
言
い
換
え
れ
ば
、
往
生
浄
土
の
教
え
が
な
け
れ
ば
、

成
仏
は
成
り
立
た
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 

第
十
八
願
を
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
、
衆
生
往

生
の
道
が
開
け
な
い
限
り
は
、
仏
法
は
普
遍
性
を
有
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
浄
土
往
生

が
で
き
て
、
仏
法
は
普
遍
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
。
大
乗
は
一
乗
で
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
大

乗
は
小
乗
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
し
、
そ
し
て
又
同
時
に
一
乗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。
即
ち
大
乗
と
一
乗
と
い

う
、
こ
の
二
つ
の
要
求
が
ど
こ
で
一
つ
に
な
る
か
と
い

う
こ
と
も
随
分
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
大
乗
が
一
乗
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
凡

夫
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
一
乗
道
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
衆
生
往
生
せ
ず

ば
仏
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
往
生
浄
土
の
道
が

な
け
れ
ば
、
仏
法
に
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
要
す
る
に
、
一
切
衆
生
の
救
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
道

開
け
ず
ん
ば
、
仏
法
は
成
り
立
た
ぬ
も
の
だ
と
、
第
十

八
願
と
い
う
も
の
を
我
々
は
そ
の
よ
う
に
受
取
っ
て

い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
う
す
れ
ば
憬
興
の
述
文
賛
に
よ
っ
て
、
二
種
の
因

果
の
内
面
的
関
係
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
申
す
に
も
、

ま
ず
、
第
十
八
願
そ
の
も
の
を
、
法
然
聖
人
は
た
だ
願

う
こ
こ
ろ
は
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
願
う

こ
こ
ろ
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
法
は
一
つ

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仏
法
は
唯
一
つ
だ

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
往
生
浄
土
の
教

え
で
あ
り
ま
す
。 

 

往
生
浄
土
の
教
え
あ
っ
て
、
始
め
て
仏
法
唯
一
つ
と

い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
当
に
人
間
の
救
わ
れ
る

道
で
も
あ
り
ま
す
。
人
間
に
よ
っ
て
練
り
、
修
行
し
て

行
く
と
こ
ろ
の
道
で
な
く
、
あ
た
え
ら
れ
た
る
本
願
一

実
の
大
道
で
あ
り
、
唯
こ
の
道
を
行
く
べ
し
と
い
う
大

道
は
、
往
生
浄
土
の
教
え
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。 

 

こ
う
い
う
こ
と
が
、
歴
史
的
視
野
に
お
い
て
見
渡
す

と
き
に
、
釈
尊
が
こ
の
世
に
出
ら
れ
ま
し
た
こ
と
の
意

義
で
あ
り
、
終
わ
り
に
あ
る
も
の
は
始
め
に
あ
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
「
如
来
所
以
興
出
世
、
唯
説
弥
陀
本
願

海
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
か

く
て
歴
史
の
底
を
流
れ
て
、
あ
る
い
は
、
成
仏
の
方
便

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
あ
る
い
は
、
往
生
は
易

く
、
成
仏
は
難
し
と
い
う
よ
う
に
色
々
な
と
こ
ろ
を
通

し
て
、
最
終
的
に
顕
わ
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
要

す
る
に
、
仏
法
は
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
し
て
浄
土
に

生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
普
遍
的

性
格
が
顕
現
さ
れ
、
出
て
き
た
の
に
ち
が
い
な
い
と
頂

か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
し
そ
の
場
合
、
そ
も
そ
も
浄
土
と
は
何
か
、
浄

土
の
あ
り
場
所
、
在
り
方
、
又
往
生
と
は
如
何
な
る
こ

と
か
を
究
め
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
次
講

に
お
い
て
申
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

 

第
二
に
話
し
た
い
こ
と
は
、
「
浄
土
の
あ
り
か
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
浄
土
は
一
体
ど
ん
な
も
の
か

と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
浄
土
を
明
ら
か
に
し
た

い
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
大
袈
裟
な
い
い
方
で
す
が
、

私
の
生
立
ち
か
ら
の
問
題
で
あ
っ
て
、
大
谷
大
学
に
就

職
し
た
時
に
も
、
一
体
仏
教
の
上
に
浄
土
は
ど
の
よ
う

に
説
か
れ
て
い
る
の
か
と
、
い
ろ
い
ろ
探
っ
て
み
た
の

で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
多
く
の
大
乗
の
経
典
に
も
、

浄
土
と
い
う
言
葉
は
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

こ
に
で
て
く
る
浄
土
は
、
浄
仏
国
土
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。 

 

仏
国
土
を
浄
め
る
と
い
う
語
か
ら
、
仏
国
の
二
字
を

略
し
て
浄
土
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
国
と
い
う
言

葉
が
用
い
て
あ
る
か
ら
、
仏
国
が
浄
土
で
あ
る
と
い
い

た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
仏
国
と
い
う
も
、
唯
国
土
と
い

う
も
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
国
と
い
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
浄
土
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

た
と
え
穢
土
で
あ
っ
て
も
仏
国
で
あ
り
、
娑
婆
世
界

は
釈
迦
仏
の
国
土
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り

ま
し
て
、
一
つ
の
世
界
は
一
つ
の
仏
国
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
浄
仏
国
土

と
い
う
て
あ
っ
て
も
、
浄
国
土
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ

り
ま
す
。 

 

し
か
し
、
更
に
国
土
を
略
し
て
土
と
い
う
、
そ
の
土

と
い
う
の
は
、
業
感
の
世
界
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
国
土
は
人
間
業
の
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
我
々
の
身
体
は
直
接
に
業
感
で
あ
り
、
ど
う
い
う

業
を
造
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
体

を
感
ず
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
業
に
よ
っ
て

感
あ
り
、
感
に
よ
っ
て
業
を
造
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
や
が
て
、
業
と
身
体
の
関
係
と
い
う
こ
と

に
も
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
不
養
生
と
い
う
業
に
よ
り
病 
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身
を
感
ず
る
の
で
す
し
、
善
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
幸
福

を
感
ず
る
よ
う
な
身
に
な
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
「
身
」
は
業
に
よ
っ
て
直
接
感
じ
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
身
を
介
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
が

「
土
」
で
あ
り
ま
し
て
、
土
す
な
わ
ち
、
我
々
の
目
に

触
れ
、
耳
に
き
こ
え
る
業
感
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。
業

感
の
世
界
と
は
、
要
す
る
に
肉
体
に
感
ぜ
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
身
に
お
い
て
、
寒
さ
を
感
じ
る

の
は
、
私
の
身
が
そ
う
感
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ

の
肉
体
を
介
し
て
寒
い
な
あ
と
感
ず
る
の
で
あ
っ
て
、

か
く
し
て
各
々
の
業
感
、
人
お
の
お
の
の
世
界
と
い
う

も
の
が
で
き
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
業
感
の
世
界
を
浄
め
て
ゆ
こ
う
、
純
化
し
て
ゆ

こ
う
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
我
々
の
肉
体
が
健

全
に
な
れ
ば
我
々
の
世
界
は
住
み
よ
く
な
り
ま
す
。
即

ち
我
々
の
業
を
浄
め
さ
え
す
れ
ば
い
つ
で
も
幸
せ
を
感

ず
る
よ
う
な
世
界
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
浄
土
と
い
う
語
の
意
味
で
あ
り
ま

す
。
多
く
の
大
乗
経
典
に
浄
土
と
い
う
文
字
が
あ
り
ま

す
が
、
多
く
は
こ
の
よ
う
な
浄
仏
国
土
と
い
う
意
味
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
前
講
に
申
し
た
聖
人
、
賢
人
、

も
っ
と
広
く
い
え
ば
、
菩
薩
の
精
神
に
お
い
て
流
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
一
番

は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
大
般
若
経
で
あ
り
、
そ
の

終
り
の
方
に
「
浄
仏
国
土
品
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
浄

仏
国
土
品
を
龍
樹
が
解
釈
し
て
浄
仏
国
土
は
ど
う
し
た

ら
出
来
る
か
、
そ
れ
は
要
す
る
に
身
口
意
の
三
業
を
浄

め
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
浄
土
と

い
う
こ
と
で
す
。
観
経
に
も
浄
業
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
が
、
浄
土
と
は
浄
業
で
あ
り
、
浄
業
の
あ
る
と
こ

ろ
浄
土
あ
り
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

般
若
経
で
、
ど
う
し
て
三
業
を
き
よ
め
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
浄
土
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、

「
自
他
内
外
の
因
縁
に
依
る
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。

自
分
と
他
人
と
が
因
縁
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

い
か
に
自
力
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
他
人
の
世
話
に
な

ら
ず
に
自
分
の
生
活
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
内
外

と
は
、
内
な
る
も
の
は
身
、
外
な
る
も
の
は
土
と
い
う

こ
と
で
、
そ
の
自
他
内
外
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に

国
土
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
自
己
に
収

め
て
く
れ
ば
、
自
分
の
身
口
意
の
三
業
を
浄
め
る
こ
と

自
体
が
、
そ
の
ま
ま
他
を
浄
め
る
事
に
も
な
り
土
を
浄

め
て
行
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
説
い
て
い
る
般
若
経
は
、
更
に
そ
の
例
が
面
白
い
の

で
す
。
例
え
ば
、
我
々
の
業
が
曲
が
っ
て
い
る
と
道
路

も
曲
る
、
我
々
の
心
が
ゆ
が
ん
で
い
る
と
世
界
が
ゆ
が

む
、
と
例
挙
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
案
外
に
現
実
的

で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
立
派
な
道
路
が
で
き
た
、

暫
く
す
る
と
ど
こ
か
陥
没
す
る
、
そ
ん
な
筈
が
な
い
の

だ
が
、
多
分
こ
れ
を
請
負
っ
た
人
の
心
が
ゆ
が
ん
で
い

た
の
で
あ
ろ
う
と
。
だ
か
ら
、
自
然
の
物
理
的
因
果

と
、
人
間
の
道
徳
的
因
果
と
は
別
な
も
の
だ
と
思
う
け

れ
ど
も
、
別
と
い
え
ば
別
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
震
災

で
多
く
の
人
が
死
ん
だ
、
そ
れ
は
み
な
先
の
世
の
業
だ

と
い
う
の
は
少
し
無
理
で
あ
っ
て
地
震
は
そ
れ
自
体

依
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
業
と
い

う
こ
と
を
そ
う
い
う
具
合
に
使
う
べ
き
で
は
な
い
の
で

す
。
だ
か
ら
事
物
の
因
果
と
、
人
間
の
道
徳
的
因
果
と

は
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら

ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
し
、
二
つ
の
因
果
が
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
、
そ
う
簡
単
に
は
い
え
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
政
治

を
執
る
人
々
が
、
仕
事
を
請
負
う
人
が
正
直
で
あ
り
さ

え
す
れ
ば
、
争
い
も
な
く
、
道
が
曲
っ
た
と
い
う
こ
と

も
な
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
を
い
お
う
と
し

て
い
る
の
が
、
龍
樹
菩
薩
の
浄
仏
国
土
品
の
註
釈
の
意

味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

こ
れ
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
大
乗
経
典
の
浄
土
と
い

う
も
の
は
、
要
す
る
に
一
つ
の
理
想
目
で
あ
っ
て
、
そ

れ
を
仏
教
の
世
間
化
と
い
っ
て
も
よ
い
。
本
来
が
世
間

か
ら
離
れ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
出
世
間
の
仏
教
が
、
世
間

を
と
り
入
れ
、
や
が
て
世
間
化
し
て
行
か
な
け
れ
ば
、

大
乗
道
と
い
う
も
の
は
成
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

大
乗
仏
教
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
大
乗

経
典
の
こ
と
を
思
い
だ
す
と
、
い
つ
で
も
こ
の
経
を
、

国
王
、
大
臣
に
付
属
す
る
と
い
う
言
葉
が
多
く
で
て
く

る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
乗
精
神
で
あ
る
か
ら
、
普
賢
と

か
文
殊
と
か
い
う
方
に
付
属
す
る
と
い
う
の
は
当
然
で

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も
文
殊
、
普
賢

と
い
う
の
は
何
者
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
文
殊
と
は
空

理
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
因
縁
所
生
法
我
説
即
是
空
と
い

う
、
縁
起
、
空
理
に
達
す
る
の
が
文
殊
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
そ
の
空
は
無
所
得
だ
か
ら
、
物
に
は
と
ら
え
ら
れ

ぬ
、
と
ら
え
ら
れ
ぬ
そ
の
智
慧
を
も
っ
て
世
間
を
観
ず

れ
ば
、
世
間
出
世
間
又
空
で
あ
り
、
そ
こ
に
普
賢
が
あ

る
の
で
す
。
普
く
賢
し
で
、
賢
き
も
の
は
出
世
間
の
道

人
だ
け
で
な
く
、
世
間
の
生
活
も
、
文
殊
の
智
慧
を
得

れ
ば
、
皆
普
賢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う

か
。 

 

と
も
あ
れ
仏
教
の
原
始
精
神
か
ら
い
え
ば
、
余
り
女

性
に
近
づ
い
て
は
な
ら
ぬ
し
、
殊
に
国
王
な
ど
に
交
際

を
す
る
こ
と
な
ど
は
避
け
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の

に
、
大
乗
経
典
で
は
、
女
性
を
尊
び
、
国
王
長
者
を
尚

ん
で
お
る
と
こ
ろ
に
、
大
乗
精
神
と
い
う
も
の
は
あ
る

の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

華
厳
経
入
法
界
品
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
な
か

な
か
む
つ
か
し
い
経
典
で
あ
り
ま
す
が
、
入
法
界
品
で

善
財
童
子
が
訪
ね
て
歩
く
五
十
三
の
善
知
識
と
い
う
も

の
を
見
る
と
、
女
性
と
長
者
と
が
非
常
に
重
要
な
位
置 
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に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
殊
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
大
乗
精
神
の
普
及
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
、
女
性
と
長
者
で
な
け
れ
ば
本
当
に
普
賢
道
と
い
う

も
の
は
成
立
た
な
い
し
、
真
に
浄
仏
国
土
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
何
遍
読

ん
で
み
て
も
、
華
厳
経
に
出
て
く
る
女
性
は
、
余
り
に

立
派
で
、
こ
ん
な
に
心
も
身
体
も
美
し
い
婦
人
が
あ
る

の
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
阿
含
の
経
典
に
は
、
大
蛇

を
見
る
と
も
女
人
を
見
る
な
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
ど

こ
か
に
出
て
い
た
よ
う
に
思
う
し
、
木
の
柱
を
抱
い
て

も
女
人
を
抱
い
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
障

り
の
多
い
も
の
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
華
厳
経

に
で
て
く
る
女
性
は
、
た
だ
そ
の
姿
を
見
て
い
る
だ
け

で
、
自
ら
仏
法
に
適
う
よ
う
な
女
性
で
あ
り
、
あ
ま
り

に
も
綺
麗
で
あ
り
ま
す
。
長
者
の
方
も
又
長
者
で
な
け

れ
ば
、
本
当
に
布
施
の
行
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
長
者
は
良
い
も
の
で
す
が
、
余
り
に
も
綺
麗
な

長
者
ば
か
り
で
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
浄

仏
国
土
と
い
う
こ
と
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
美
し
い
人
ば

か
り
で
当
然
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
そ
の
浄
仏
国
土
と
い
っ
て
目
指
さ
れ
た
浄

土
と
は
如
何
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
先
ほ

ど
申
し
た
よ
う
な
、
仏
法
の
世
間
化
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
大
乗
の
経
典
は
勿
論
、
仏
教
を
世
間
化
す
る
こ

と
に
お
い
て
、
世
間
を
仏
教
化
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
こ

と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
事
実
は
仏
教
の
世

間
化
に
の
み
終
っ
て
し
ま
っ
て
、
世
間
の
仏
教
化
は
容

易
に
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
大
乗
仏
教
に

残
さ
れ
た
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

か
よ
う
に
大
乗
仏
教
で
考
え
ら
れ
た
浄
土
は
、
あ
く

ま
で
も
こ
の
世
を
浄
土
に
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
の
で
す
。
こ
の
世
の
外
に
、
別
に
あ
の
世
と
い
う
よ

う
に
考
え
ら
れ
た
浄
土
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
ま
す
。 

 

維
摩
経
に
「
直
心
は
是
れ
菩
薩
の
浄
土
な
り
。
菩
薩

成
仏
の
時
、
不
諂
の
衆
生
十
方
よ
り
来
生
す
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
直
心
す
な
わ
ち
至
誠
心
、

ま
こ
と
の
心
で
あ
り
、
そ
れ
が
菩
薩
の
浄
土
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
と
い
う
の
は
要
す
る
に
菩

薩
精
神
で
あ
り
、
菩
薩
精
神
の
ほ
か
に
浄
土
は
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
菩
薩
成
仏
の
時
、
諂
ら
ざ
る
正

直
な
衆
生
は
、
十
方
よ
り
来
生
す
と
い
っ
て
あ
り
ま

す
。
来
生
と
い
っ
て
往
生
の
語
を
用
い
て
い
な
い
の

は
、
単
に
〝
あ
つ
ま
る
〟
と
い
う
意
味
に
解
し
て
よ
い

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
菩
薩
の
浄
仏
国
土
の
修

行
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
へ
正
直
な
衆
生
が
集
ま
っ
て
き

て
、
自
ら
浄
土
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て

大
乗
精
神
界
は
、
こ
の
世
を
浄
土
に
す
る
の
で
あ
り
ま

す
。
浄
土
へ
行
く
の
で
は
な
く
、
本
来
的
に
は
純
粋
な

姿
に
お
い
て
は
、
娑
婆
即
寂
光
浄
土
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
娑
婆
の
生
活
を
浄
化
し
て
ゆ
け
ば
、
そ
こ
に
浄
土

が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
、
成
仏
道
を

願
う
人
の
浄
土
は
、
こ
の
世
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

㈠
「
人
格
」
と
「
生
命
」
の
非
存
在 

 

人
間
に
と
っ
て
の
尊
厳
と
は
何
か
。
仏
教
的
立
場
か

ら
こ
の
問
題
を
考
究
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
従
来
の

固
定
観
念
を
打
ち
壊
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
の
た

め
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
「
空
」
と
「
縁
起
」
の
思

想
で
あ
る
。
あ
え
て
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、
「
空
」
と

は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
に
固
定
的
な
実
体
の
存
在
を

認
め
な
い
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
一
方
、
「
縁
起
」
と

は
、
そ
の
よ
う
な
実
体
を
伴
わ
な
い
す
べ
て
の
も
の

は
、
常
に
一
定
の
姿
で
留
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
他
者

と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
絶
え
ず
変
化
し
て
い
く
と
い

う
思
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
空
」
と
「
縁
起
」

の
思
想
は
、
互
い
に
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
や
そ
の
影
響
下
に
あ
る
西
洋
の

諸
思
想
で
は
、
い
ず
れ
も
人
間
の
生
命
の
拠
り
所
と
し

て
人
格
の
存
在
を
説
い
て
き
た
。
し
か
も
、
こ
の
人
格

を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
で
も
、
人
格
は
常
に

「
存
在
す
る
も
の
」
と
し
て
実
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
き

た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
は
本
来
的
に
「
空
」
、
も
し

く
は
「
無
我
」
の
原
則
を
標
榜
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自

我
の
本
質
と
も
い
う
べ
き
実
体
的
な
ア
ー
ト
マ
ン

（
我
）
の
存
在
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
る
。
し
か
も
、

仏
教
の
思
想
に
従
え
ば
、
人
間
の
色
、
受
、
想
、
行
、

識
の
五
蘊
、
も
し
く
は
、
地
、
水
、
火
、
風
の
四
大
が

仮
に
結
び
つ
く
こ
と
（
仮
和
合
）
で
成
立
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
人
間
の
中
に
人
格
と
い
う
実
体

的
な
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
身
体
と
人
格
と
が
結
び
つ
い
た

時
に
人
間
の
生
命
は
成
立
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
仏

教
で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、

生
命
を
実
体
的
に
捉
え
る
視
点
も
そ
こ
で
は
成
り
立
た

な
い
。
そ
も
そ
も
生
命
と
い
う
も
の
が
人
間
の
身
体
か

ら
離
れ
て
単
独
で
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

具
体
的
に
何
ら
か
の
形
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
。
生
命
は
「
空
」
な
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
人
間
の
生
命
の
本
源
を
神
の
息
と
い
う
還

元
し
得
る
キ
リ
ス
ト
教
と
は
根
本
的
に
立
場
を
異
に
し

て
い
る
。 

５ 

『
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
） 

仏
教
的
な
「
尊
厳
」
の
解
釈
① 

 

『
生
死
の
仏
教
学
「
人
間
の
尊
厳
」
と
そ
の
応
用
』 

木
村
文
輝
氏
著 

『
生
死
の
仏
教
学 

「
人
間
の
尊
厳
」
と
そ
の
応
用
』
「
仏
教
的
な
「
尊
厳
」
の
解
釈
」
よ
り 

木
村
文
輝
氏
著 

法
蔵
館
発
行 



7 ６ 

 
あ
え
て
極
言
す
れ
ば
、
仏
教
に
お
い
て
「
生
命
」
は

存
在
し
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
、
そ
こ
に
一
人
の
人
間

が
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
事
実
。
あ
る
い
は
、
生
命

現
象
を
伴
う
人
間
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

人
々
は
そ
の
事
実
を
仮
に
説
明
（
仮
説
）
す
る
た
め

に
、
比
喩
的
に
「
生
命
が
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
修

辞
に
惑
わ
さ
れ
て
実
体
と
し
て
の
「
生
命
」
の
存
在
を

主
張
す
る
こ
と
は
、
仏
教
の
基
本
的
な
立
場
か
ら
逸
脱

し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
「
死
」
に
関
し
て
も

あ
て
は
ま
る
。
「
死
」
と
い
う
言
葉
は
、
人
間
の
身
体

か
ら
生
命
現
象
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
仮
に
説
明
（
仮

説
）
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
修
辞
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
あ
る
人
が
今
「
死
に
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
現
象

や
、
生
命
現
象
を
失
っ
た
「
死
体
」
、
あ
る
い
は
そ
の

死
体
に
対
す
る
医
学
的
判
定
と
し
て
の
「
死
亡
」
と
い

う
事
態
は
存
在
す
る
。
け
れ
ど
も
、
生
命
の
場
合
と
同

様
に
、
「
死
」
が
人
間
の
身
体
か
ら
離
れ
て
単
独
で
存

在
す
る
こ
と
や
、
具
体
的
な
形
を
も
っ
て
存
在
す
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
点
で
も
、
「
死
」
を
死
神
と

重
ね
合
わ
せ
て
実
体
視
し
、
斧
を
も
っ
た
骸
骨
が
そ
の

具
体
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
広
く
流
布
し
た
西
洋
の
伝
統

と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
思
想
に
お
い
て
は
「
生
」
と

「
死
」
の
い
ず
れ
も
が
、
単
独
で
存
在
し
得
る
実
体
的

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
生
と
死
を
截
然

と
区
分
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
生
と

死
は
一
体
も
の
で
あ
り
、
一
人
の
人
間
が
変
化
し
て
い

く
一
連
の
過
程
で
あ
る
。
人
々
は
、
そ
れ
ま
で
「
生
き

て
い
る
」
と
認
め
ら
れ
て
い
た
一
人
の
人
間
が
、
次
第

に
生
命
現
象
を
失
っ
て
い
く
こ
と
を
「
死
に
つ
つ
あ

る
」
と
表
現
す
る
。
や
が
て
、
そ
の
者
の
死
亡
判
定
が

医
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
医
学
や

法
学
と
い
う
特
定
分
野
に
お
い
て
の
み
意
味
を
も
つ

「
死
亡
」
の
確
認
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
判
定
が

下
さ
れ
た
後
も
、
人
々
は
そ
の
「
死
体
」
の
変
化
を
窺

い
、
そ
の
中
に
生
命
現
象
の
残
存
、
も
し
く
は
そ
の
完

全
な
消
失
を
見
届
け
よ
う
と
努
力
す
る
。
こ
う
し
た
作

業
は
「
死
体
」
が
火
葬
さ
れ
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
生

命
現
象
が
根
絶
す
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
あ
る
人
間
の
生
か
ら
死
へ
の
移
行
は
、
緩

慢
に
進
む
と
い
う
の
が
人
々
の
直
感
的
な
把
握
で
あ
ろ

う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
生
命
の
有
無
を
時
間
軸
上
の

あ
る
一
点
で
区
分
す
る
こ
と
は
、
本
来
不
可
能
な
こ
と

で
あ
る
。 

 

そ
れ
故
、
仏
教
で
は
人
間
が
「
生
き
て
い
る
」
限
り

に
お
い
て
有
効
な
「
生
命
の
尊
厳
」
を
積
極
的
に
説
く

こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
脳
の
機
能
の
不
可

逆
的
な
停
止
や
、
心
拍
と
呼
吸
の
停
止
等
は
、
あ
く
ま

で
「
死
に
つ
つ
あ
る
」
者
の
一
つ
の
通
過
点
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
特
定
の
時
点
で
「
生
命
の
尊

厳
」
の
消
滅
を
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
の
み
な
ら
ず
、
「
生
命
」
が
実
体
と
し
て
存
在
す

る
こ
と
を
認
め
な
い
仏
教
の
立
場
で
は
、
そ
れ
に
依
拠

す
る
「
生
命
の
尊
厳
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
自
体

が
、
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。 

 

と
は
言
え
、
人
間
が
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

を
、
仏
教
が
尊
重
し
な
い
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
仏
教
で
は
「
人
身
受
け
難
し
」
と
表

現
し
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
の
「
か
け
が
え
の

な
さ
」
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
大
海
を
泳
ぐ
目
の
見

え
な
い
亀
が
水
面
に
顔
を
出
し
た
時
、
偶
然
そ
こ
に

漂
っ
て
い
た
浮
木
の
穴
に
頭
を
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
は

極
め
て
稀
な
こ
と
だ
と
い
う
「
盲
亀
浮
木
」
の
譬
え
を

用
い
て
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
の
希
少
性
を

語
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
に
お
い
て
人
間
の
存
在
を
「
か

け
が
え
の
な
い
も
の
」
と
説
く
の
は
、
決
し
て
人
間
が

人
格
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
、
生
き
続
け
る
た
め
の
諸

条
件
が
整
う
こ
と
の
難
し
さ
、
「
有
り
難
さ
」
の
故
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、

人
間
と
し
て
の
「
生
命
の
尊
厳
（
神
聖
性
）
」
で
は
な

く
、
「
人
間
の
尊
厳
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
的
観

点
に
立
つ
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
「
人
間
の
尊
厳
」

で
あ
っ
て
「
生
命
の
尊
厳
」
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
仏
教
的
な
立
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
人

間
の
尊
厳
」
が
人
間
の
ど
の
部
分
に
宿
る
の
か
と
い
う

設
問
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
と
言
う
の
も
、
西
洋
の
思

想
は
人
格
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
を
人
間
の
精
神
と
一

体
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
間
の
尊
厳
」
の
座
位

を
脳
に
求
め
た
。
け
れ
ど
も
、
仏
教
で
は
人
格
の
存
在

を
否
定
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
身
心
一
如
を
説
く
仏
教

の
立
場
に
も
と
づ
け
ば
、
人
間
を
身
体
と
精
神
（
心
）

と
に
分
け
て
考
え
る
態
度
は
否
定
さ
れ
る
。
ま
し
て
、

人
間
の
身
体
を
脳
と
他
の
部
分
と
に
分
け
て
、
そ
の
い

ず
れ
に
「
人
間
の
尊
厳
」
が
宿
る
の
か
と
問
う
こ
と

は
、
明
ら
か
に
的
外
れ
な
議
論
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

か
ら
で
あ
る
。 

 

仮
に
、
仏
教
的
な
観
点
を
離
れ
て
み
て
も
、
脳
が
身

体
の
他
の
部
分
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
ま
ま
単
独
で
機
能

す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
反
対
に
、
脳
の
機
能
を

失
っ
た
状
態
で
、
身
体
の
他
の
部
分
が
生
命
活
動
を
持

続
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
脳
と
身
体
内
の
他
の
部
分
は
相
互
に
依
存
し
合

う
関
係
、
言
い
換
え
れ
ば
縁
起
の
理
法
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か
一
方
を
欠
い
て
も
、
人
間
と 

『
生
死
の
仏
教
学 

「
人
間
の
尊
厳
」
と
そ
の
応
用
』
「
仏
教
的
な
「
尊
厳
」
の
解
釈
」
よ
り 

木
村
文
輝
氏
著 

法
蔵
館
発
行 
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編
集
後
記
（
愚
案
） 

 

 
稱
讃
寺
三
月
行
事
予
定 

し
て
の
生
命
活
動
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
人
間
存
在
を
考
え
る
上
で
、
脳
と
他

の
部
分
の
い
ず
れ
か
を
特
に
重
視
す
る
視
点
は
無
意
味

で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
の
側
に
「
人
間
の
尊
厳
」
が
付

随
す
る
の
か
と
い
う
質
問
は
、
こ
の
点
か
ら
も
成
立
し

な
い
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
説
く
「
人
間
の
尊
厳
」
は
、

人
間
存
在
の
全
体
に
関
わ
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
一
人
の
人
間
の
中
で
完
結
す

る
も
の
で
は
な
く
、
周
囲
と
の
つ
な
が
り
を
通
し
て
現

れ
て
く
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
点
を
次
に
考
察
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
次
号
に
続
く
） 

能登半島地震への義援金送付方法について 

本願寺 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」 

郵便振替 ０１０００－４－６９９５７ 加入者名 たすけあい募金 

銀行振込 ゆうちょ銀行 店名一〇九（イチゼロキュウ） 当座００５９９５７ 

     名義 たすけあい募金 

〈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 
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二
〇
二
四
年
「
心
の
と
も
し
び
」
三
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

ご
門
徒
さ
ん
の
Ｆ
さ
ん
が
、
昨
年
の
暮
れ
、
外
出
先
か

ら
病
院
に
緊
急
搬
送
さ
れ
ま
し
た
。
私
が
、
そ
れ
を
知
り

得
た
の
は
、
ひ
と
月
以
上
経
っ
た
、
二
月
十
日
の
夜
で
し

た
。
翌
日
、
お
見
舞
い
に
参
っ
た
の
で
す
が
、
顔
を
合
わ

す
な
り
、
「
お
ぉ
ー
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
の
か
と
期
待

し
ま
し
た
が
、
声
が
聞
え
て
い
る
か
ど
う
か
も
判
断
が
つ

き
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
Ｆ
さ
ん
の
お
兄
さ
ん
お
姉
さ
ん

に
一
刻
も
早
く
お
知
ら
せ
し
た
く
、
病
院
側
に
掛
け
合
い

ま
し
た
が
、
「
個
人
情
報
の
保
護
」
で
何
も
話
し
て
く
れ

ま
せ
ん
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
い
た
っ
て
は
、
生
活

保
護
の
申
請
を
し
て
お
り
、
戸
籍
か
ら
出
身
が
分
か
る
？

と
言
っ
て
ま
し
た
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
ま
ず
や
る

こ
と
は
何
！
。
Ｆ
さ
ん
の
携
帯
（
電
源
は
切
れ
て
い
る
で

し
ょ
う
が
）
、
家
の
ド
ア
鍵
も
あ
る
は
ず
な
の
に
？
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
窓
口
に
は
「
患
者
さ
ん
・
地
域
の
支

援
」
と
掲
げ
て
あ
り
ま
し
た
。
「
保
護
法
」
は
大
事
な
こ

と
で
す
が
、
逆
に
孤
立
を
助
長
す
る
結
果
に
も
な
っ
て
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
三
月
二
日
、
お
見
舞
い
に
参
り
ま
し
た

ら
、
既
に
Ｆ
さ
ん
は
転
医
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
今
ど

こ
に
？
お
身
内
と
の
連
絡
は
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
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一
六
日
（
土
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の
ん
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一
七
日
（
日
） 

春
季
彼
岸
会
法
要 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
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四
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二
六
日
（
火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
二
時
～
午
後
四
時


