
「
歎
異
抄
」

第
十
一
章
　
続
き

こ
れ
は
誓
願
の
不
思
議
を
、む
ね
と

信
じ
た
て
ま
つ
れ
ば
、名
号
の
不
思
議

も
具
足
し
て
、誓
願
・
名
号
の
不
思
議

ひ
と
つ
に
し
て
、さ
ら
に
こ
と
な
る
こ
と

な
き
な
り
。つ
ぎ
に
み
ず
か
ら
の
は
か
ら

い
を
さ
し
は
さ
み
て
、善
悪
の
ふ
た
つ
に

つ
き
て
、往
生
の
た
す
け
・
さ
わ
り
、二

様
に
お
も
う
は
、誓
願
の
不
思
議
を
ば

た
の
ま
ず
し
て
、わ
が
こ
こ
ろ
に
往
生
の

業
を
は
げ
み
て
、も
う
す
と
こ
ろ
の
念

仏
を
も
自
行
に
な
す
な
り
。こ
の
ひ
と

は
、名
号
の
不
思
議
を
も
、ま
た
信
ぜ

ざ
る
な
り
。信
ぜ
ざ
れ
ど
も
、辺
地
懈
慢

疑
城
胎
宮
に
も
往
生
し
て
、果
遂
の
願

の
ゆ
え
に
、つ
い
に
報
土
に
生
ず
る
は
、

名
号
不
思
議
の
ち
か
ら
な
り
。こ
れ
す

な
わ
ち
、誓
願
不
思
議
の
ゆ
え
な
れ
ば
、

た
だ
ひ
と
つ
な
る
べ
し
。

（
真
宗
聖
典
六
三
一
頁
）

唯
円
は
誓
願
と
名
号
を
別
々
に
分

け
て
信
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
間

違
い
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。そ
の
唯
円
の

言
葉
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
か
と
い
う

と
、南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
は
仏

の
本
願
と
い
う
意
義
を
内
蔵
し
て
い
る

言
葉
で
あ
る
。そ
の
本
願
の
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
我
々
は
た
す
か
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。自
覚
者
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で

あ
る
。と
こ
ろ
が
本
願
の
は
た
ら
き
と
い

う
こ
と
を
最
優
先
に
し
て
考
え
る
生
き

方
を
し
て
い
な
い
。そ
う
い
う
私
に
対
し

て
も
本
願（
誓
願
）が
大
事
だ
と
瞬
間

的
に
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
言
葉
が
南
無

阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。南
無
阿
弥
陀
仏
と

い
う
言
葉
が
は
た
ら
く
か
ら
我
々
凡
夫

に
と
っ
て
、な
る
ほ
ど
と
い
つ
も
頷
か
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
に
な
っ

て
は
た
ら
く
も
の
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

我
々
は
教
義
を
勉
強
し
て
誓
願
不
思

議
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、実
際

は
世
間
事
に
振
り
回
さ
れ
て
目
覚
め
を

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。教
義
と
し

て
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
知
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

言
葉
と
な
っ
た
仏
が
あ
る
。そ
の
言
葉

と
な
っ
た
仏
が
本
願
と
し
て
は
た
ら
き
を

あ
ら
わ
す
。そ
し
て
我
々
は
た
す
か
る
。

人
間
は
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
生
き
て

い
け
な
い
存
在
で
あ
る
が
、煩
悩
の
表
現

と
し
て
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。我
々
を
目

覚
ま
せ
る
は
た
ら
き
を
永
遠
に
い
つ
も

完
成
し
て
い
る
言
葉
が
本
当
の
言
葉
で

あ
り
、親
鸞
聖
人
の
云
わ
れ
る「
摂
取
不

捨
の
真
言
」と
い
う
こ
と
で
す
。我
々
を

光
の
世
界
に
導
き
い
れ
て
い
た
だ
く
よ

う
な
真
の
言
葉
で
あ
る
。そ
の
真
の
言
葉

を
大
事
に
い
た
だ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
信
心
の
生
活
で
あ
る
。

こ
れ
は
実
践
的
な
こ
と
で
あ
り
、宗
教

哲
学
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、日
常
の
苦

し
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
教
え
の
大
目
標
で
あ
る
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、

文
責
副
住
職
　
釈
徹
照
）

第39号（1）平成19年10月１日 や　す　ら　ぎ

光照寺寺報 

発行所 
宗教法人光照寺 

発行人 
池 田 孝 郎  

〒331－0821 
さいたま市北区別所町102-2
電話：048－651－2781（代） 
FAX：048－651－2753
E-mail 
 yasuragi@beige.ocn.ne.jp 
ホームページ 
 http://www8.ocn.ne.jp/̃koshoji

十
月
二
十
八
日（
日
）十
一
時
　
厳
修
　
詳
細
は
三
頁 

お盆法要 住職法話

せ
い
が
ん

せ
い
が
ん

せ
い
が
ん

せ
い
が
ん

か
　
す
い

へ
ん
　
じ
　
け
　
ま
ん

ぎ
じ
ょ
う
た
い
ぐ
う

ほ
う
ど

ふ
　
し
　
ぎ

よ
う

ふ
た



こ
の
度
は
「
観か

ん

」
の
一
字
の
意
味
を

尋
ね
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
ど
う
し

て
か
と
い
え
ば
、「
我
聞
の
会
」
で
約

十
年
間
に
及
び
「
観
経
」
を
学
ん
で
き

て
、
い
よ
い
よ
ま
と
め
に
入
り
、
次
に

「
阿
弥
陀
経
」
に
入
っ
て
い
く
段
に
な

り
、「
観
」
の
意
味
を
再
度
視
点
を
か

え
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で

す
。「

観
」
の
字
を
字
引
で
ひ
い
て
み
る

と
、
み
る
、
み
せ
る
、
し
め
す
、
考
え

方
等
と
あ
る
。「
み
る
」
は
主
体
的
に

私
が
み
る
も
の
で
し
ょ
う
。「
み
せ
る
」

は
他
動
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、「
し
め
す
」
も
上
の
者
が
下
の

者
に
指
し
示
す
意
味
も
含
む
と
受
け
止

め
ら
れ
ま
す
。「
考
え
方
」
は
自
動
的
、

他
動
的
、
主
観
的
、
客
観
的
、
上
下
左

右
か
ら
の
み
か
た
、
考
え
か
た
の
方
向

性
を
も
っ
て
い
ま
す
。

「
観
光
」
と
い
え
ば
旅
を
想
定
し
ま

す
。
私
の
持
論
で
す
が
、
観
光
に
は
二

つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
あ

ら
か
じ
め
調
べ
て
か
ら
行
く
タ
イ
プ

と
、
二
つ
め
に
、
予
備
知
識
な
く
行
く

タ
イ
プ
で
す
。
一
つ
め
の
タ
イ
プ
は
、

応
々
に
し
て
予
備
知
識
の
確
認
に
な
っ

て
し
ま
い
、
初
体
験
、
発
見
の
感
動
が

薄
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
事

な
と
こ
ろ
の
見
落
し
が
な
い
。
二
つ
め

は
、
そ
の
逆
で
、
感
動
と
発
見
の
連
続

に
な
る
が
、
大
事
な
所
を
見
落
す
場
合

が
あ
る
。

旅
と
い
え
ば
先
日
、
関
西
方
面
の
旅

館
に
泊
ま
り
、
焼
物
の
箸
置
に
「

」

の
一
字
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
や
さ
し

い
字
で
あ
る
が
読
め
な
い
。
酔
っ
た
勢

い
を
借
り
て
仲
居
さ
ん
に
聞
い
て
み
た

が
、
や
は
り
読
め
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、

得
意
に
な
っ
て
「
さ
ん
ず
い
に
ほ
う
と

読
め
る
こ
の
字
は
方
角
を
現
わ
す
」
と

勝
手
に
解
釈
を
披
瀝
し
た
。
そ
し
て
、

川
に
譬
え
て
、
こ
の
方
角
は
上
流
か
、

そ
れ
と
も
下
流
か
と
推
論
し
て
、
下
流

で
は
海
ま
で
広
が
る
、
し
か
し
、
こ
の

字
は
上
流
の
源
流
を
示
す
字
だ
と
酔
い

に
ま
か
せ
て
断
定
し
て
み
た
。そ
し
て
、

旅
か
ら
帰
り
辞
典
を
引
く
が
、
や
っ
と

「
大
漢
和
辞
典
」
で
そ
の
字
に
あ
う
。

そ
れ
は
「
ハ
ウ
」
と
読
み
、
二
つ
の
舟

の
意
、
水
が
盛
な
さ
ま
、
川
の
名
、
泉

の
名
と
あ
る
。
私
は
な
お
考
え
て
み
れ

ば
辞
典
の
意
味
よ
り
も
、「

」
の
意

味
を
二
つ
の
方
向
で
考
え
、「
源
流
」

を
示
す
も
の
と
読
む
方
が
根
源
を
尋
ね

る
思
考
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思

う
。「

広
辞
苑
」
で
「
観
」
の
字
を
引
い

て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
意
味
の
中
に

「
真
理
を
観
察
す
る
こ
と
。
ま
た
、
細

か
な
分
別
心
。
観
念
」
と
あ
っ
た
。

誠
に
私
の
勝
手
な
分
別
心

ふ
ん
べ
つ
し
ん

を
も
っ
て

主
観
的
に

の
字
を
解
釈
し
た
読
み
方

で
あ
る
。
し
か
し
、
真
理
を
観
察
す
る

意
味
か
ら
す
る
と
、
一
字
の
意
味
に
尋

ね
調
べ
、
情
景
を
想
像
し
、
主
観
的
に

想
定
す
る
思
考
方
法
は
仏
法
的
に
は
ふ

さ
わ
し
い
よ
う
に
思
う
。「
観
経
」
に

は
十
三
通
り
の
観
法
と
し
て
、「
定
善

じ
ょ
う
ぜ
ん

観か
ん

」
を
お
釈
迦
様
は
説
か
れ
る
。
ま
ず

「
日
想
観

に
っ
そ
う
か
ん

」
か
ら
説
き
は
じ
め
、
西
方

の
夕
日
の
沈
む
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

て
、
水
想
観

す
い
そ
う
か
ん

、
地
想
観

じ
そ
う
か
ん

、
宝
樹
観

ほ
う
じ
ゅ
か
ん

、
宝ほ

う

池
観

ち
か
ん

と
進
め
、
浄
土

じ
ょ
う
ど

や
仏ぶ

つ

、
菩
薩

ぼ
さ
つ

を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
て
説
か
れ
る
。
誠
に
壮
大

で
宇
宙
的
で
あ
り
、
清
浄
で
あ
る
。
し

か
し
、
私
と
い
う
主
体
が
イ
メ
ー
ジ
す

る
「
観か

ん

」
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、「
観
経
」

を
、
無
量
寿
仏

む
り
ょ
う
じ
ゅ
ぶ
つ

が
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

を
「
観み

た
ま
う

経き
ょ
う」
と
頂
い
た
。
観
る
主
体
が
逆
転
す

る
受
け
止
め
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
。

妹
の
家
に
男
の
子
が
生
ま
れ
た
と

き
、
ご
褒
美
に
と
言
っ
て
、
０
の
つ

い
た
金
額
の
銀
行
通
帳
を
お
嫁
さ
ん

に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。
我
が
家
と
は

す
べ
て
桁
が
違
う
。
我
が
家
の
主
婦

も
７
０
歳
近
く
て
初
め
て
孫
に
恵
ま

れ
て
舞
い
上
が
っ
て
い
る
。
何
年
来

溜
め
た
貯
金
箱
を
、
ジ
ャ
ラ
ジ
ャ
ラ

で
は
な
く
ガ
ラ
ガ
ラ
と
ふ
り
だ
し
て

い
る
。「
思
っ
た
よ
り
た
く
さ
ん
有

っ
た
」
と
結
構
ご
機
嫌
で
あ
る
。
勿

論
０
な
ん
て
つ
い
て
い
な
い
。
妹
の

家
は
恵
ま
れ
て
い
る
、
そ
の
幸
せ
振

り
を
メ
ー
ル
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
送
っ

て
く
る
の
を
私
は
楽
し
み
に
待
つ
。

息
子
の
家
庭
サ
ー
ビ
ス
も
中
々
良

い
。
ツ
イ
「
そ
の
よ
う
な
お
や
じ
は

出
世
は
遅
い
け
ど
ね
」
と
言
っ
て
し

ま
っ
た
、
当
分
メ
ー
ル
が
途
絶
え
た
。

腹
の
底
ま
で
理
解
し
て
い
る
相
手
だ

と
思
っ
て
も
矢
張
り
言
葉
に
は
気
を

付
け
よ
う
な
と
痛
感
し
た
こ
と
で
あ

る
。

澁
谷
恵
美
子
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【
報
恩
講
は
宗
祖
、
親
鸞
聖
人
の
ご
恩

徳
に
報
謝
し
、
い
の
ち
の
道
理
を
深
く

尋
ね
る
法
要
で
、
一
年
の
中
で
最
も
大

切
な
仏
事
で
す
。
真
宗
門
徒
と
し
て
必

ず
勤
め
る
法
要
で
あ
り
、
光
照
寺
の
今

年
度
最
後
の
大
き
い
法
要
で
す
の
で
是

非
と
も
ご
参
詣
下
さ
い
。
今
年
も
櫟
暁

先
生
を
お
迎
え
し
て
厳
修
致
し
ま
す
。】

あ
る
人
が
「
関
東
の
方
は
東
本
願
寺

が
多
い
で
す
よ
ね
」
と
云
う
。
私
が

「
何
故
で
す
か
」
と
訊
ね
る
と
、「
関
西

よ
り
向
こ
う
は
西
本
願
寺
が
多
い
ん
で

す
よ
ね
」
と
云
う
。
ど
う
や
ら
東
日
本

と
西
日
本
で
、
東
西
両
本
願
寺
を
区
別

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
浄
土
真
宗
は
知

っ
て
い
る
、
或
い
は
、
東
西
両
本
願
寺

が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
浄
土
真
宗
の
教
え
と
は
如
何

な
る
教
え
な
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は

触
れ
な
い
。
前
述
の
質
問
は
そ
の
氷
山

の
一
角
で
あ
り
、
象
徴
的
な
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

僧
侶
が
布
教
を
怠
っ
て
い
る
か
ら
だ

と
い
う
批
判
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す

が
、
真
宗
の
教
え
に
生
き
る
す
べ
て
の

人
達
が
胸
を
つ
ま
ら
せ
る
問
題
だ
と
思

い
ま
す
。

浄
土
真
宗
は
、
特
に
東
西
両
本
願
寺

は
日
本
で
最
大
の
教
団
組
織
と
云
う
も

の
の
、
教
団
の
大
き
さ
と
信
仰
の
充
実

は
同
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

昨
年
の
櫟
先
生
の
法
話
で
「
本
願
力

の
不
思
議
を
二
種
の
回
向
と
し
て
、
往

相
回
向
・
還
相
回
向
と
い
う
、
二
つ
の

は
た
ら
き
と
し
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た

の
が
親
鸞
聖
人
で
す
。
そ
の
お
か
げ
で

私
達
は
浄
土
を
願
う
生
き
方
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
身
体
は
こ
の
娑

婆
世
界
に
い
る
が
、
精
神
は
浄
土
を
生

き
る
こ
と
が
で
き
る
。
絶
対
自
由
の
世

界
、
絶
対
平
等
な
世
界
、
絶
対
平
和
の

世
界
を
い
つ
も
我
々
は
念
仏
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
精
神
の
内
面
に
受
け
取
っ
て

生
き
て
い
く
。
老
苦
や
死
苦
も
超
え
ら

れ
る
。
そ
う
い
う
世
界
を
早
く
会
得
し

な
さ
い
と
、
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』

を
書
い
て
す
す
め
ら
れ
た
。」
と
お
話

さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
い
う
世
界
観
は
聴
聞
を
深
め
て

い
か
な
い
と
中
々
頷
け
ま
せ
ん
。
浄
土

真
宗
は
「
聞
」
の
宗
教
と
云
わ
れ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
明
治
の
念
仏
者
、

清
沢
先
生
は
「
我
は
実
に
此
の
念
に
よ

り
て
、
現
に
救
済
さ
れ
つ
つ
を
感
ず
」

と
感
得
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

味
わ
い
を
報
恩
講
を
機
会
に
、
又
、
他

力
の
救
済
を
忘
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か

確
認
し
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ご
家
族
、縁
者
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

ご
参
詣
下
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

副
住
職
（
釈
徹
照
）

第39号（3）平成19年10月１日 や　す　ら　ぎ

報 恩 講 
・10月28日（日） 
・午前11時～3時まで 
　（10時30分受付） 

・日中法要厳修 
・お斉（お食事） 
・法話　櫟暁師 
　（元教学研究所所長、法泉寺前住職） 

・講題　真実の宗教 
　　　  －私にとって報恩とは－ 
・場所　光照寺本堂 
 ※準備の都合上、出席の際は 
　お寺にご連絡下さい。 

ひと 

くち 

羅漢：宿業
しゅくごう

の我身
わ が み

とはいかに。

「卯毛
う も う

羊毛
ようもう

のさきにいるちりばか

りもつくるつみ」。第13章。

宿世より、作りに作る微細な罪の

全てを身に引き受けて出発する。

川越喜多院の五百羅漢

盂蘭盆会法要



法
要
の
ご
案
内

報
恩
講

十
月
二
十
八
日（
日
）、午
前
十
一
時

よ
り
厳
修
。
詳
細
は
三
頁
参
照
。

修
正
会

平
成
二
十
年
一
月
一
日
元
旦
、
午
後

一
時
よ
り
厳
修
。
新
年
を
阿
弥
陀
如
来

の
ご
尊
前
よ
り
出
発
致
し
ま
し
ょ
う
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会
　

毎
月
開
催
。
午
後
一
時
半
〜
四
時
半

ま
で
。
講
師
は
櫟
暁
先
生
。
和
讃
を

学
ん
で
い
ま
す
。
日
程
は
寺
に
お
尋

ね
下
さ
い
。（
※
十
月
は
報
恩
講
で
す
）

大
経
の
会

十
月
は
二
十
日（
土
）の
日
帰
り
旅
行
に

合
流
、十
一
月
十
一
日（
日
）、十
二
月

八
日（
土
）、午
前
十
時
〜
午
後
三
時
ま

で
。
細
川
巌
著
正
信
偈
讃
仰（
三
）を

学
ん
で
い
ま
す
。
お
弁
当
持
参
し
て

下
さ
い
。

我
聞
の
会

十
月
四
日（
木
）、十
一
月
十
九
日（
月
）、

十
二
月
十
八
日（
火
）、午
後
二
時
〜
四

時
ま
で
。
真
宗
の
簡
要
を
学
ん
で
い

ま
す
。
講
師
は
住
職
。

サ
ー
ク
ル
活
動
　
随
時
会
員
募
集

①
絵
解
き
サ
ー
ク
ル

親
鸞
聖
人
の
生
涯
の
ご
伝
絵
な
ど

を
伝
え
る
も
の
で
す
。

②
聲
明
サ
ー
ク
ル
「
響
き
」

日
頃
の
勤
行
な
ど
を
中
心
に
味
わ

い
ま
す
。

ご
興
味
の
方
は
お
気
軽
に
お
寺
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

十
月
六
日（
土
）、十
二
月
二
十
二
日

（
土
）、平
成
二
十
年
二
月
二
日（
土
）、

午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。
講
師
は
四

衢
亮
先
生
。

真
宗
の
つ
ど
い

十
月
九
日（
火
）、十
二
月
八
日（
金
）、午

後
二
時
〜
四
時
ま
で
。
講
師
は
冨
岡

秀
善
先
生
。
会
場
、
埼
玉
県
内
の
寺

院
。
ご
参
加
の
際
は
お
寺
に
ご
連
絡

下
さ
い
。

お
願
い

ご
自
宅
で
法
事
の
際
は
駐
車
場
を
ご

用
意
下
さ
い
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

吉
澤
　
光
昭

初
摘
り
の
真
青
の
胡
瓜
供
花
と
な
り

眼
光
に
郷
愁
あ
り
し
ね
ぶ
た
か
な

西
木
　
順
子

み
ん
み
ん
や
土
塁
の
う
え
に
椎
巨
木

日
を
溜
め
て
夏
萩
ゆ
れ
る
瓢
箪
池

黄
菅
咲
く
あ
し
た
あ
さ
っ
て
し
あ
さ
っ
て

花
岡
　
　
要

憩
ふ
眼
に
松
葉
牡
丹
の
赤
ば
か
り

み
ち
ば
た
に
刈
れ
る
小
笹
も
盆
支
度

故
郷
に
し
る
べ
減
り
ゆ
く
墓
詣布

施
　
毅
夫

炎
天
下
托
鉢
僧
の
深
編
笠

か
の
日
に
は
帰
ら
ぬ
憂
い
凌

散
る

政
権
の
交
代
な
る
か
戻
梅
雨

二
階
席
楽
譜
の
景
色
そ
ぞ
ろ
な
り

新
涼
や
佛
花
を
選
び
も
ら
い
け
り

釈
　
　
義
深

雨
降
り
て
地
が
固
ま
る
か
洪
水
か

有
難
さ
は
空
気
の
如
く
分
ら
な
い

分
か
っ
て
も
南
無
阿
弥
陀
仏
難
か
し
い

田
中
　
徳
子

病
院
に
て
有
縁
の
仏
に
供
養
す
と
僧
高
ら

か
に
経
上
げ
賜
う

さ
さ
や
か
な
供
物
を
上
げ
て
美
し
き
岐
阜

提
灯
に
あ
か
り
を
と
も
す

赤
秀
　
品
枝

め
ぐ
ま
れ
て
あ
り
が
た
き
か
な
夏
の
あ
さ

母
娘
し
て
ゆ
く
法
の
旅
路
は

差
別
す
る
私
の
為
に
師
は
教
う
生
き
る
と

こ
ろ
は
そ
の
他
大
勢

布
施
　
毅
夫

亡
き
父
が
歩
哨
に
立
ち
し
二
重
橋
目
先
に

自
爆
の
兵
の
あ
り
し
と

「
海
の
日
」
に
震
度
六
と
う
ゆ
れ
来
た
り

古
里
近
き
中
越
の
沖

六
強
の
震
度
に
本
棚
崩
れ
い
て
広
辞
苑
さ

え
床
に
平
伏
す

一
瞬
に
紙
屑
の
ご
と
亙
解
せ
し
我
家
を
眺

め
声
を
失
う

軒
先
で
猛
暑
に
討
た
れ
し
蝉
一
羽
起
こ
し

て
や
れ
ば
い
ず
く
に
か
飛
ぶ

病
室
の
廊
下
を
行
き
交
う
足
音
に
若
し
や

と
思
う
日
曜
日
の
午
後

篠
原
　
潤
子

帰
省
し
て
母
の
作
り
し
ヒ
ジ
キ
煮
腹
い
っ

ぱ
い
食
べ
大
ゲ
ン
カ
も
し

八
十
父
母
わ
れ
を
見
送
り
し
朽
ち
し
玄
関

あ
り
が
た
き
か
な

親
と
共
住
み
し
弟
作
り
な
ん
帰
省
し
我
に

マ
グ
ロ
の
刺
身
を

何
想
う
ひ
と
り
も
く
も
く
掃
除
す
る
モ
ッ

プ
持
つ
背
に
我
見
と
れ
い
り

ヒ
ザ
に
腰
緑
内
障
を
病
み
し
母
帰
省
し
我

を
ヒ
ジ
キ
煮
て
待
つ

父
愛
で
し
ミ
ニ
盆
栽
の
山
モ
ミ
ジ
雨
に
打

た
れ
て
光
り
か
が
や
き

平成19年10月１日（4）第39号 や　す　ら　ぎ

―
寺
務
所
よ
り
― 

花岡　要　画 

新
聞
に
よ
る
と
去
る
八
月
十
日
ア

メ
リ
カ
の
写
真
家
ジ
ョ
ー
・
オ
ダ
ネ

ル
氏
が
死
去
し
た
。
米
軍
カ
メ
ラ
マ

ン
と
し
て
原
爆
投
下
直
後
の
広
島
・

長
崎
の
被
災
地
を
撮
影
し
た
人
で
あ

る
が
、
中
で
も
「
焼
き
場
に
立
つ
少

年
」
の
写
真
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
十
二
歳
位
の
少
年
が
頭
を
垂
れ

た
弟
を
背
負
っ
て
直
立
不
動
で
立
っ

て
い
る
も
の
で
、
少
年
は
死
ん
だ
弟

を
荼
毘
に
付
す
為
に
順
番
を
待
っ
て

い
た
。
氏
は
あ
ま
り
の
無
残
さ
に
半

世
紀
の
間
、
公
表
で
き
な
か
っ
た
と

言
う
。

こ
の
写
真
か
ら
今
の
日
本
に
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
多
く
の
も
の
が
見
え

て
来
る
。
日
本
人
の
長
い
時
間
を
か

け
て
培
わ
れ
伝
え
継
が
れ
て
来
た
他

人
を
思
い
や
る
心
が
、
戦
後
の
学
校

教
育
に
無
視
さ
れ
、
そ
し
て
各
家
庭

で
も
疎
か
に
さ
れ
て
い
る
。
子
供
は

親
の
背
を
見
て
育
つ
も
の
、
親
が
心

に
念
じ
身
を
も
っ
て
示
め
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。
少
年
と
同
世
代
だ
っ
た
当

時
を
思
い
出
さ
せ
る
一
枚
の
写
真
で

あ
る
。

（
釈
恒
浄
）

ひ
ょ
う
た
ん
い
け

お
や
こめ

き
す
げ

り
ょ
う
し
ょ
う


