
二
十
三

二
十
三 

や　す　ら　ぎ

「
歎
異
抄
」

第
十
二
章
　
続
き
　

ま
こ
と
に
、
こ
の
こ
と
わ
り
に
ま
よ

え
ん
ひ
と
は
、
い
か
に
も
い
か
に
も
学

問
し
て
、
本
願
の
む
ね
を
し
る
べ
き
な

り
。
経
釈

き
ょ
う
し
ゃ
く

を
よ
み
学
す
い
え
ど
も
、
聖

し
ょ
う

教ぎ
ょ
う

の
本
意
を
こ
こ
ろ
え
ざ
る
条
、
も
っ

と
も
不
便

ふ

び

ん

の
こ
と
な
り
。
一
文
不
通

い
ち
も
ん
ふ
つ
う

に

し
て
、
経
釈
の
ゆ
く
じ
も
し
ら
ざ
ら
ん

ひ
と
の
、
と
な
え
や
す
か
ら
ん
た
め
の

名
号
に
お
わ
し
ま
す
ゆ
え
に
、
易
行

い
ぎ
ょ
う

と

い
う
。

（
真
宗
聖
典
六
三
一
頁
）

お
経
や
註
釈
書
を
読
ん
で
、
知
識
は

豊
富
に
な
っ
て
い
る
が
、
聖
教
の
本
意

を
心
得
な
い
。「
本
願
を
信
じ
念
仏
を

申
さ
ば
仏
に
な
る
」
こ
と
が
真
宗
の
正

意
で
あ
る
。
重
い
百
科
事
典
が
電
子
辞

書
に
入
る
時
代
で
す
が
、
我
々
は
物
知

り
に
な
り
た
い
の
で
は
な
い
。
た
す
か

り
た
い
か
ら
仏
法
を
聴
聞

ち
ょ
う
も
ん

す
る
の
で
あ

る
。
自
分
が
本
当
に
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ひ
ら
く
と
い

う
こ
と
が
聴
聞
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。経

釈
の
ゆ
く
じ
と
は
、
教
相
と
い
う

こ
と
。
教
え
の
筋
道
。
教
相
は
は
っ
き

り
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
安
心
が
は
っ

き
り
し
て
い
る
。「
念
仏
申
さ
ば
た
す

か
る
」
と
い
う
道
理
を
自
分
の
身
に
受

け
止
め
て
い
る
。
称
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
念
仏
を
口
で
称
え
ま
す
が
、
も
っ

と
深
い
意
味
を
頂
い
て
、
南
無
阿
弥
陀

仏
と
い
う
六
字
の
言
葉
で
自
分
が
目
覚

め
て
生
き
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
が
は

っ
き
り
す
る
。
そ
れ
が
念
仏
申
す
と
い

う
こ
と
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
な
け
れ

ば
空
転
す
る
。
念
仏
は
念
仏
だ
け
れ
ど

も
、
そ
の
こ
と
を
頷
く
信
心
が
大
事
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
に
な
っ

た
仏
の
は
た
ら
き
、
こ
の
こ
と
ひ
と
つ

で
自
分
は
た
す
か
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
は
っ
き
り
し
て
称
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
が
称
え
や
す
か
ら
ん
た
め
の

名
号
で
あ
る
。

忙
し
い
と
き
で
も
、
妄
念
妄
想
に
妨

げ
ら
れ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
南
無
阿

弥
陀
仏
の
言
葉
が
用は

た
ら

い
て
私
の
迷
い
が

破
ら
れ
る
。
称
え
や
す
い
と
い
う
の
は

発
音
で
は
な
く
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申

す
こ
と
が
私
の
間
違
え
の
な
い
救
い
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て

頂
く
名
号
で
あ
る
か
ら
易
行
と
云
う
。

自
分
の
力
で
悟
り
を
開
く
の
で
は
な

く
、
仏
の
力
に
よ
っ
て
信
心
を
獲
て
往

生
成
仏
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を

易
行
と
云
う
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住

職
　
釈
徹
照
）
次
回
へ
続
く
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真
の
依
り
処 

真
の
依
り

真
の
依
り
処 

こ
の
度
は
「
柔
軟
心

に
ゅ
う
な
ん
し
ん

」
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
私
自
身
の
頑か

た
く

な

な
現
在
の
心
を
見
つ
め
、
幼
い
時
、
聞

い
た
言
葉
に
照
ら
し
、
そ
の
言
葉
に
生

き
て
き
た
青
年
時
代
、
壮
年
時
代
、
そ

し
て
、
仏
法
に
遇あ

い
、
お
念
仏
の
教
に

出
遇
っ
て
、
仏
語
に
照
ら
さ
れ
、
な
お

我
が
心
の
至
奥
の
闇
を
内
観
し
て
み
よ

う
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

現
在
私
は
六
十
六
才
に
な
り
、
つ
と

に
憶
う
こ
と
は
、
幼
少
の
時
の
言
葉
と

生
き
ざ
ま
と
、
仏
語
の
映
徹
を
常
に
感

じ
る
私
が
こ
こ
に
居
る
こ
と
で
す
。

柔に
ゅ
う

に
対
す
る
語
は
硬こ

う

で
し
ょ
う
。

幼
い
時
母
よ
り
、「
軒の

き

よ
り
落お

つ
る
雨あ

ま

垂だ

れ
の
や
が
て
は
石い

し

を
穿う

が

つ
ら
ん
」
と
い

う
言
葉
を
よ
く
聞
か
さ
れ
て
育
っ
た
。

そ
れ
は
小
さ
な
雨
垂
れ
の
一
滴
、
一
滴

も
い
つ
か
軒
下
の
硬
い
石
を
も
穴
を
あ

け
る
喩
え
で
す
。
実
際
に
少
年
の
頃
、

そ
の
様
な
石
を
見
つ
け
て
、
成
る
程
と

納
得
し
た
こ
と
が
、
鮮
明
に
脳
裏
に
き

ざ
ま
れ
て
い
る
。
又
、「
堤
防

て
い
ぼ
う

も
蟻あ

り

の
一い

っ

穴け
つ

」
で
崩
壊
す
る
。
油
断
あ
る
ま
じ
き
、

と
い
う
言
葉
に
妙み

ょ
う

に
納
得
す
る
自
分
が

い
た
。
そ
れ
も
、
堤
防
す
れ
す
れ
ま
で

川
が
溢
れ
、
蟻
の
小
さ
な
穴
か
ら
水
が

チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
流
れ
、
や
が
て
、
ド
ッ

と
堤
防
を
破
壊
す
る
と
し
た
中
国
の
諺

に
由
来
す
る
こ
と
を
、
後
に
成
人
し
て

か
ら
知
っ
た
。
父
か
ら
は
幼
い
時
よ
り
、

「
百
万
人
行
か
ず
と
も
我
行
か
ん
、
こ
れ

こ
れ
を
大
丈
夫

だ
い
じ
ょ
う
ぶ

と
い
う
」
と
い
う
言
葉

を
再
々
聞
か
さ
れ
て
育
っ
て
き
た
。「
男

の
中
の
男
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
」
と

い
う
意
味
で
、
信
念
を
持
っ
て
我
が
道

を
一
人
歩
め
と
教
え
ら
れ
た
。

幼
少
の
父
母
の
言
葉
を
鏡
と
す
る
と

「
意
志
一
貫
し
な
い
自
分
、
継
続
し
な
い

怠
惰
な
自
分
と
対
峙

た
い
じ

」
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
罪
悪
感
を
内
に
か
か
え
た
、
内

向
的
な
自
分
に
気
づ
き
つ
つ
成
長
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
小
学
校
五
年
生
の
頃
、
担

任
の
男
の
先
生
が
「
君
達
は
一
生
か
け

て
大
き
な
玉
と
な
れ
、
早
く
丸
く
し
て

小
さ
な
玉
と
な
る
な
。
ゴ
ツ
ゴ
ツ
角
張

っ
た
角
は
一
生
か
け
て
丸
く
し
ろ
。」
の

言
葉
が
妙
に
私
を
救
っ
て
く
れ
た
。

外
に
は
豪
気
、
内
は
内
向
的
な
自
分

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
今
で
も
私
が

内
向
的
だ
と
い
っ
て
も
だ
れ
も
信
じ
な

い
。
大
人
に
な
っ
て
、「
柔じ

ゅ
う

よ
く
剛ご

う

を
制せ

い

す
」
の
言
葉
に
共
感
し
て
も
、「
柔
」
に

な
れ
な
い
「
頑
な
」
な
自
分
を
、
自
分

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

事
業
を
起
し
た
時
、
経
営
雑
誌
に
、
あ

る
会
社
の
社
長
の
座
右
の
銘
に
「
細
心

さ
い
し
ん

大
胆

だ
い
た
ん

」
と
あ
り
、
経
営
者
の
必
須
条
件
の

資
質
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
感
銘
し
、
私

の
座
右
の
銘
も
、「
細
心
大
胆
」
と
し
て

頂
い
た
。
し
か
し
、「
細
心
」
で
は
行
動
が

起
き
ず
、「
大
胆
」
で
は
ラ
フ
に
陥
る
。
誠

に
「
矛
盾
概
念
」
に
感
銘
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
掲
げ
た
、
自
分
に
言
い
聞
か

せ
た
言
葉
が
、「
清
濁
合

せ
い
だ
く
あ
わ

せ
飲の

む
大
度
量

だ
い
ど
り
ょ
う

」

で
あ
っ
た
。
身
の
程
知
ら
ず
の
結
果
は

「
破
れ
果
て
た
自
己
」
で
あ
っ
た
。

念
仏
の
教
え
に
遇
っ
て
、「
自
力
無

じ

り

き

む

効こ
う

」

の
仏
語
に
遇
い
、
既
に
し
て
既
に
仏
は
私

の
た
め
に
説
か
れ
て
い
た
の
だ
と
頂
け

た
。
触
光
柔
軟

そ
っ
こ
う
に
ゅ
う
な
ん

の
願が

ん

と
し
て
、
本
願
に
示

さ
れ
て
い
る
。「
光
に
遇も

う
あ

う
者
は
身
心

し
ん
じ
ん

柔
軟
に
う
な
ん

な
る
功
徳
を
賜
る
」
と
あ
り
、
如
来

の
光
に
遇
う
と
示
さ
れ
る
。
如
来
の

四
無
量
心

し
む
り
ょ
う
し
ん

で
あ
る
「
慈
悲

じ

ひ

喜
捨

き
し
ゃ

」
の
、
如

来
の
大
度
量
の
お
心
、「
他
力
回
向

た
り
き
え
こ
う

」
を
、

如
来
様
か
ら
頂
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
に

は
度
量
も
な
い
頑
な
な
凡
夫
の
ま
ま
に

賜
る
世
界
で
あ
っ
た
。
如
来
の
お
心
が

「
柔
」
で
あ
っ
た
。「
海
の
如
し
」、
合
掌
。

平成20年7月10日（2）第41号 や　す　ら　ぎ

真
城
義
磨 

（『
あ
な
た
が
あ
な
た
に
な
る
48
章
』） 

「
念
仏
者
」と
は
、い
か
な
る

苦
難
が
あ
ろ
う
と
も
真
実
に

向
っ
て
逃
げ
ず
に
顔
を
そ
ら

さ
ず
に
歩
み
続
け
る
人
生
を

送
る
人
の
こ
と
で
す
。 

今
日
は
一
日
終
わ
っ
た
け
れ
ど
、

嫌
な
こ
と
が
あ
り
不
満
い
っ
ぱ
い
。

明
日
に
な
れ
ば
、
き
っ
と
善
い
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
、
思

い
通
り
に
い
か
な
い
た
め
不
満
は
募

る
。
そ
う
い
う
毎
日
の
繰
り
返
し
。

納
得
出
来
な
い
不
平
不
満
ば
か
り
の

私
で
し
た
。

そ
ん
な
私
が
大
切
な
息
子
を
亡
く

し
、
悲
し
み
と
悔
し
さ
が
込
み
上
げ
、

何
で
私
が
こ
ん
な
め
に
遭
わ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
、
ど
う
し
て
ど
う
し

て
と
た
だ
嘆
き
ば
か
り
。
夜
は
眠
れ

ず
、
朝
か
ら
酒
を
飲
み
、
自
分
も
死

に
た
い
死
に
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

気
は
半
狂
し
、
身
は
ボ
ロ
ボ
ロ
、
く

ず
れ
落
ち
そ
う
に
な
り
、
頭
か
ら
飲

ん
で
い
た
お
酒
も
飲
め
な
く
な
り
、

お
医
者
の
世
話
に
な
る
始
末
。
こ
ん

な
私
で
は
な
い
と
い
く
ら
自
分
に
言

い
聞
か
せ
て
も
不
平
不
満
ば
か
り
。

私
は
絶
対
悪
く
な
い
。
悪
い
事
な
ど

し
な
い
で
一
生
懸
命
働
い
て
生
き
て

き
た
の
に
・
・
・
次
号
へ
続
く
。

岡
田
ノ
リ
子
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「
蓮
如
上
人
さ
ま
の
お
通
り
い
〜
」

「
蓮
如
上
人
さ
ま
の
お
通
り
い
〜
」

御
影
道
中
の
先
駆
け
の
持
つ
ハ
ン
ド
マ

イ
ク
の
声
が
春
の
北
陸
路
に
響
く
。

道
端
で
は
待
ち
受
け
て
い
た
人
や
、

家
か
ら
駆
け
出
し
て
来
た
人
達
が
行
列

の
御
輿
に
向
っ
て
手
を
合
わ
せ
て
い

る
。
な
か
に
は
道
端
に
座
り
込
ん
で
念

仏
を
唱
え
て
い
る
お
年
寄
り
や
、
遠
く

の
畑
や
田
ん
ぼ
で
農
作
業
の
手
を
止
め

て
合
掌
す
る
人
々
の
姿
も
見
え
る
。

こ
こ
北
陸
の
真
宗
大
谷
派
の
吉
崎
別

院
で
、
蓮
如
上
人
の
ご
命
日
の
旧
暦
三

月
二
十
五
日
前
後
に
営
ま
れ
る
「
蓮
如

忌
」
が
、
今
年
も
四
月
二
十
三
日
か
ら

十
日
間
に
わ
た
り
厳
修
さ
れ
た
。
そ
の

御
忌
法
要
の
た
め
に
京
都
の
東
本
願
寺

か
ら
上
人
の
御
影
（
御
絵
像
）
を
吉
崎

別
院
ま
で
お
連
れ
す
る
行
事
が
御
影
道

中
で
あ
り
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）

か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
以
来
上
人
ゆ

か
り
の
北
陸
、
近
江
、
三
河
な
ど
の
地

で
は
春
を
告
げ
る
行
事
と
し
て
、
受
け

継
が
れ
て
き
た
も
の
で
今
回
が
三
三
五

回
目
と
い
う
。

東
本
願
寺
か
ら
蓮
如
上
人
の
御
影
を

御
輿
に
乗
せ
て
、
上
人
が
歩
か
れ
た
と

い
わ
れ
る
吉
崎
別
院
ま
で
の
約
二
四
〇

キ
ロ
の
道
程
を
、
随
行
教
導
を
始
め
と

す
る
宰
領
・
供
奉
人
と
自
主
参
加
の
お

供
の
人
あ
わ
せ
て
二
・
三
十
名
の
人
達

が
六
泊
七
日
間
か
け
て
お
連
れ
す
る
御

下
向
の
旅
で
あ
る
。
こ
の
た
び
念
願
か

な
っ
て
道
中
の
ほ
ん
の
一
部
な
が
ら
、

鯖
江
か
ら
福
井
ま
で
の
道
の
り
を
お
供

さ
せ
て
頂
い
た
。

御
影
を
入
れ
た
朱
色
の
行
李
を
黒
漆

塗
り
御
輿
に
納
め
、
春
の
花
々
で
飾
ら

れ
た
台
車
に
乗
せ
て
二
本
の
紅
白
の
綱

を
み
ん
な
で
引
き
な
が
ら
歩
く
。
下
り

坂
で
は
台
車
の
後
ろ
の
綱
を
数
人
で
引

い
て
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
な
が
ら
ゆ
っ
く

り
進
む
、
な
か
に
は
雨
の
日
も
風
の
日

も
あ
り
、
途
中
に
は
車
の
入
れ
な
い
木

の
芽
峠
が
あ
り
門
徒
に
背
負
わ
れ
て
一

歩
一
歩
御
影
が
運
ば
れ
る
。

御
下
向
は
途
中
に
七
十
一
カ
所
の
お

立
ち
寄
り
会
所
が
あ
り
、
そ
の
つ
ど
地

元
の
門
徒
の
出
迎
え
を
受
け
る
。

「
蓮
如
上
人
さ
ま
の
お
着
き
〜
」
到

着
す
る
と
行
李
を
御
輿
か
ら
佛
前
に
運

び
、
随
行
教
導
に
よ
る
勤
行
と
法
話
が

始
ま
る
。
会
所
は
真
宗
寺
院
が
多
い
が

中
に
は
門
徒
の
家
も
あ
り
、
蓮
如
上
人

が
実
際
に
立
ち
寄
ら
れ
た
場
所
と
の
こ

と
。
先
々
で
お
茶
や
食
物
な
ど
の
お
接

待
で
元
気
を
取
り
戻
し
「
蓮
如
上
人
さ

ま
の
お
発
ち
〜
」
の
声
で
次
の
会
所
を

目
指
し
出
発
す
る
。

「
蓮
如
上
人
さ
ま
吉
崎
東
別
院
に
お

着
〜
き
〜
」鐘
・
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ

る
な
か
、予
定
通
り
二
十
三
日
の
午
後

八
時
に
吉
崎
別
院
の
門
前
に
御
輿
が
到

着
し
た
。暗
い
階
段
の
両
側
に
は
高
張

り
提
灯
が
並
び
大
勢
の
門
徒
達
が
待
ち

受
け
て
お
り
、境
内
も
人
で
溢
れ
て
い

る
。上
人
の
御
影
は
別
の
御
輿
に
移
さ

れ
、折
か
ら
の
小
雨
の
な
か
若
者
の
肩

に
ひ
か
れ
て
急
な
四
十
八
段
の
階
段
を

一
気
に
駆
け
上
る
。念
仏
が
湧
き
あ
が

る
。独
特
の
雰
囲
気
の
な
か
上
人
が
命

か
ら
が
ら
京
都
か
ら
、こ
の
片
田
舎
の

吉
崎
に
到
着
さ
れ
た
当
時
の
ご
苦
労
を

憶
い
、お
も
わ
ず
感
無
量
の
涙
が
こ
ぼ

れ
る
。

堂
内
に
無
事
架
け
ら
れ
た
御
影
の
前

で
御
忌
法
要
が
始
ま
っ
た
、
こ
れ
か
ら

十
日
間
　
晨
朝
・
日
中
・
逮
夜
・
初
夜

の
法
要
が
行
な
わ
れ
、
連
日
参
拝
の
近

隣
門
徒
た
ち
で
賑
う
と
の
こ
と
。
そ
し

て
五
月
二
日
の
朝
吉
崎
別
院
お
発
ち

〜
、
九
日
に
京
都
本
山
お
着
き
〜
、
の

御
上
洛
道
中
で
幕
を
降
ろ
す
。

こ
の
旅
で
出
会
っ
た
真
宗
門
徒
か
ら

蓮
如
上
人
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
感
じ

ら
れ
た
。
今
で
も
蓮
如
さ
ん
、
御
文
さ

ま
と
近
親
感
を
持
っ
て
話
を
し
て
い
る

仕
草
か
ら
先
祖
代
々
、
更
に
こ
れ
か
ら

も
延
々
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
で
あ
ろ

う
完
全
に
根
づ
い
て
い
る
深
い
信
仰
心

が
あ
っ
た
。
こ
の
頃
は
い
わ
ゆ
る
真
宗

の
事
は
少
し
は
分
っ
て
来
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
が
、
本
当
の
真
宗
は
ま
す
ま

す
分
か
ら
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。

生
活
に
密
着
し
た
本
当
の
真
宗
が
こ
の

北
陸
の
地
に
も
今
も
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
感
じ
た
旅
で
し
た
。

蓮
如
上
人
御
影
道
中
記

釈
恒
浄
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平
成
十
九
年
度
第
九
回
光
照
寺
護
持

会
総
会
が
六
月
七
日
十
時
か
ら
光
照
寺

本
堂
に
お
い
て
、
左
記
の
式
次
第
で
行

な
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
の
参
加
者
は
会

員
四
百
七
十
名
中
四
十
四
名
で
し
た
。

式
次
第

一
、
勤
行

二
、
佛
教
讃
歌

三
、
法
話
「
通
じ
合
う
心
と
心
」

広
島
県
豊
平
道
場
主
佐
々
木
玄
吾
師

四
、
総
会

（
一
）
会
長
挨
拶

（
二
）
議
長
選
出

（
三
）
護
持
会
の
活
動
実
績
に
つ
い
て

（
四
）
護
持
会
の
収
支
決
算
に
つ
い
て

（
五
）
会
計
監
査
報
告

（
六
）
二
十
年
度
の
活
動
計
画
に
つ
い
て

（
七
）
二
十
年
度
の
収
支
予
算
に
つ
い
て

（
八
）
聞
法
会
の
紹
介

（
九
）
住
職
挨
拶

法
話
は
「
通
じ
合
う
心
と
心
」
と
題
し

て
、
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
第
二
九

三
条
「
信
を
え
た
ら
ば
、
同
行

ど
う
ぎ
ょ
う

に
、
あ
ら

く
物
も
申
す
ま
じ
き
な
り
。
心
、
和
ら
ぐ

べ
き
な
り
。触
光
柔
軟

そ
っ
こ
う
に
ゅ
う
な
ん

の
願が

ん

あ
り
。ま
た
、

信
な
け
れ
ば
、
我が

に
な
り
て
、
詞こ

と
ば

も
あ
ら

く
、
諍あ

ら
そ

い
も
必
ず
出
来

し
ゅ
っ
た
い

す
る
な
り
。
あ
さ

ま
し
、
あ
さ
ま
し
、
能よ

く
能よ

く
、
こ
こ
ろ

う
べ
し
と
云
々
」
と
、
住
岡
夜
晃
先
生
法

語
「
讃
嘆
の
詩
」
よ
り
、「
心
と
心
ど
う
し

て
も
通
ぜ
ぬ
心
と
心
、
人
生
の
さ
び
し
さ

が
そ
こ
に
あ
る
。
家
庭
の
暗や

み

も
、
世
間
に

生
き
る
悲
し
さ
も
こ
こ
に
あ
る
。
凡
夫
の

愚
痴
も
、
聖
者
の
悲
涙
も
そ
こ
に
あ
る
。

心
と
心
み
教
え
に
よ
っ
て
古

い
に
し
えの

聖
賢
に

通
う
心
と
心
、
生
き
る
喜
び
が
そ
こ
に
あ

る
。
彼
は
そ
の
時
人
生
に
お
け
る
単
独
孤

立
の
淋
し
さ
か
ら
救
わ
れ
る
。
彼
の
悲
し

み
が
大
慈
悲
の
線
に
添
い
彼
の
喜
び
が

大
慈
悲
の
廻
向

え
こ
う

で
あ
る
時
に
、
や
が
て
彼

の
周
囲
に
は
、
彼
と
同
一
の
道
に
生
き
る

人
が
自
然
に
生
ま
れ
る
。
大
心
海
に
通
う

心
と
心
、
彼
は
そ
の
時
、
生
き
る
こ
と
の

う
れ
し
さ
の
本
質
に
ふ
れ
る
。
あ
あ
生
き

る
こ
と
の
う
れ
し
さ
、
あ
り
が
た
さ
、
今

日
も
ま
た
我
こ
の
幸
に
な
く
」
を
題
材
に

さ
れ
た
お
話
し
を
戴
き
ま
し
た
。
通
じ
合

う
心
と
心
と
は
信
心
が
中
心
で
あ
り
、
仏

様
の
心
を
自
分
に
向
け
る
事
で
あ
り
ま

す
。
信
を
得
た
人
の
姿
は
（
一
）
求
道
の

姿
勢
と
し
て
は
（
聞
法
・
勤
行
・
念
仏
）
に

表
わ
れ
（
二
）
生
活
の
姿
勢
と
し
て
は

（
荒
く
物
も
申
さ
な
い
、
心
が
お
だ
や
か

で
、
和や

わ

ら
ぐ
と
）
信
を
獲
て
い
な
い
自
分

は
自
己
中
心
で
相
手
の
心
を
少
し
も
理

解
し
て
い
な
い
。
今
回
の
法
話
は
ま
る
で

自
分
一
人
の
為
の
法
話
で
あ
る
様
に
思

い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
実
は
私
は
昨
年
会

社
を
退
職
し
こ
れ
か
ら
自
分
の
や
り
た

い
事
が
出
来
る
と
思
っ
て
い
た
所
、
妻
が

骨
粗
鬆
症
に
よ
る
腰
痛
を
発
症
し
た
為
、

今
迄
全
々
経
験
の
無
い
家
事
全
般
、及
び

妻
の
介
護
で
毎
日
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
り
、

つ
い
妻
に
大
声
を
出
し
て
怒
鳴
っ
た
り

し
て
い
る
毎
日
で
お
互
い
心
が
何
も
通

じ
て
い
な
い
状
態
で
し
た
。あ
る
時
息
子

が
お
父
さ
ん
の
気
持
ち
も
判
る
け
ど
、お

母
さ
ん
の
痛
い
と
言
う
事
も
た
だ
優
し

く
聞
い
て
や
る
だ
け
で
良
い
の
だ
か
ら

聞
い
て
や
っ
て
下
さ
い
と
言
わ
れ
た
事

に
自
分
を
振
り
返
っ
て
見
た
時
、今
迄
仏

法
を
聞
い
て
来
た
け
れ
ど
、何
を
聞
い
て

来
た
の
か
、形
だ
け
の
聞
法
・
勤
行
・
念
仏

で
あ
っ
た
事
を
つ
く
づ
く
反
省
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。心
が
通
じ
合
う
と
言
う
易
し

い
様
で
難
し
い
課
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
行
こ
う
と
思
い
ま
す
。

総
会
に
入
り
、
前
年
度
の
護
持
会
活

動
の
実
績
及
び
、
収
支
決
算
と
監
査
結

果
が
報
告
さ
れ
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
続

い
て
今
年
度
の
活
動
計
画
案
と
収
支
予

算
案
が
提
案
さ
れ
、
何
れ
も
原
案
通
り

可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
の
活
動
方
針
の
中
心
、
護
持

会
の
主
要
目
的
で
あ
る
会
員
相
互
の
親

睦
に
つ
い
て
、
今
年
度
は
十
一
月
一
日

〜
三
日
に
帰
敬
式
受
式
を
兼
ね
て
、
本

山
（
東
本
願
寺
）
に
上
山
し
ま
す
。
い

ま
東
本
願
寺
で
は
平
成
二
十
三
年
の
聖

人
七
五
〇
回
御
遠
忌
に
向
け
本
山
の
改

修
な
ど
の
準
備
に
入
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
お
待
ち
受
け
上
山
に
皆
様
方
と
共
に

参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
詳
細
は
後
日

に
案
内
し
ま
す
の
で
、
多
数
の
ご
参
加

を
お
願
い
致
し
ま
す
。
今
年
度
の
推
進

員
の
養
成
に
つ
い
て
は
北
川
美
智
雄
氏

が
受
講
の
予
定
で
す
。

総
会
終
了
後
お
斎
を
頂
き
な
が
ら
始

め
て
参
加
さ
れ
た
方
々
の
自
己
紹
介
と

役
員
三
名
の
方
の
感
話
発
表
が
あ
り
ま

し
た
。又
二
年
目
を
迎
え
た
絵
解
き
に
つ

い
て
は
メ
ン
バ
ー
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
日

常
の
練
習
の
成
果
を
発
揮
さ
れ
、充
実
し

た
内
容
の
濃
い
絵
解
き
発
表
と
な
り
ま

し
た
。今
後
更
な
る
練
習
を
重
ね
ら
れ
、

よ
り
充
実
さ
れ
る
事
を
願
い
ま
す
。聲
明

サ
ー
ク
ル
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
は
勤
行

を
力
強
く
ひ
っ
ぱ
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

以
上
の
通
り
本
年
度
の
方
針
を
決
定

し
定
刻
通
り
終
了
致
し
ま
し
た
。今
後
共

皆
様
方
の
ご
支
援
ご
協
力
を
お
願
い
致

し
ま
す
。

護持会総会

土
田
一
冨
三 
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埼
玉
県
に
あ
る
秩
父
の
山
奥
で「
ジ

ャ
ラ
ン
ポ
ン
祭
」と
い
う
奇
祭
が
あ
り

ま
す
。
別
名
「
葬
式
祭
」
と
も
呼
ば
れ
、

諏
訪
神
社
の
春
祭
り
の
行
事
と
し
て
行

わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
昔
疫
病
が
流
行

し
た
時
、病
苦
に
喘
ぐ
人
々
を
救
う
た

め
諏
訪
神
社
に
人
身
御
供
を
献
じ
悪
疫

を
退
散
し
た
こ
と
が
由
来
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。参
加
す
る
者
全
員
が
死

装
束
を
身
に
ま
と
い
、生
き
て
い
る
者

を
死
者
に
見
立
て
て
お
葬
式
を
あ
げ
る

と
い
う
、な
ん
と
も
不
思
議
な
お
祭
り

で
す
。

不
謹
慎
な
感
も
受
け
ま
す
が
、死
と

と
な
り
あ
わ
せ
の
生
を
い
た
だ
い
て
生

き
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
祭
り
で
は

な
い
か
と
受
け
止
め
れ
ば
、こ
の
行
事

の
意
味
も
あ
る
か
な
と
思
い
ま
す
。二

人
称
、三
人
称
の「
死
」を
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
て
い
く
か
は
、生
き
て
い
る

我
々
の
課
題
で
す
。そ
し
て
自
分
も
い

ず
れ
死
し
て
い
く
こ
の
不
安
と
怖
れ
を

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
問
い
か

け
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
問
い
か
け
を
解
決
す
る
の
は
国
で

も
な
く
、医
療
で
も
な
く
、如
来
の
本
願

に
尋
ね
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
年
よ
り
お
盆
法
要
は
二
部
制
に
て

厳
修
致
し
ま
す
。
多
数
の
ご
参
詣
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
副
住
職
　
釈
　
徹
照
）

ひと 

くち 

羅漢：「他力
た り き

の信心
しんじん

は如何
い か

に」

「金剛堅固
こんごうけんご

の信心のさだまるときを

まちえてぞ　弥陀
み だ

の心光摂護
しんこうしょうご

して

ながく生死
しょうじ

をへだてける」第十五章

凡夫の私の上に堅い信心決定の心が
定まるのを待って、迷いを転じて、護
られる世界がこの世にて与えられる。

川越喜多院の五百羅漢

盂蘭盆会法要 

お盆参り 

・8月3日（日） 
　第一部（午前）9時30分受付 
　　　 午前10時～11時30分まで 
　第二部（午後）1時受付 
　　　 午後1時30分～3時30分まで 
・光照寺本堂にて 
・勤行・法話 

・7月13日から16日の期間 
・8月4日から16日の期間 
　　　　　　　　　　（3日は除く） 

※準備の都合上、出席人数と午前か午後の参詣をご連絡下さい。 
　預骨、初盆の方は率先してお参り下さい。 
　また、どなたでもお参りできます。 
　真宗のお盆に触れて下さい。ご参詣をお待ちしてます。 

※ご希望の日にちをお知らせ下さい。 
　時間につきましては、こちらで調整して連絡させて頂きます。 
　ご自宅か当寺のいずれかで読経いたします。 

絵解きのスクリーン 恩徳讃で総会終了

総会　勤行 総会　お斎での感話
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法
要
の
ご
案
内

盂
蘭
盆
会
法
要

八
月
三
日（
日
）、午
前
・
午
後
の
二
部
厳
修
。

秋
季
彼
岸
会
法
要

九
月
二
十
三
日（
火
）午
後
一
時
三
十
分

よ
り
厳
修
。

報
恩
講

十
月
二
十
六
日（
日
）午
前
十
一
時
よ
り
厳
修
。

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
。
日
程
は
当
寺

に
お
尋
ね
下
さ
い
。

大
経
の
会

七
月
五
日（
土
）、九
月
十
五
日（
月
）、十

月
四
日（
土
）午
前
十
時
〜
午
後
三
時
ま

で
。
お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

我
聞
の
会

七
月
二
十
二
日（
火
）、九
月
五
日（
金
）、

十
月
二
十
一
日（
火
）午
後
二
時
〜
四
時

ま
で
。
講
師
は
住
職
。

微
風
学
舎
　
初
公
開

毎
月
一
回
。
午
後
七
時
〜
九
時
。
於
本

堂
。
担
当
副
住
職
。
日
程
は
Ｈ
Ｐ
参
照

又
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。会
場
は
大
宮
川

鍋
ビ
ル
。日
程
は
当
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

真
宗
の
つ
ど
い

会
場
は
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
。

敬
弔

渋
谷
恵
美
子
　
様

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
命
終
　

九
四
歳

光
照
寺
の
推
進
員
で
あ
る
渋
谷
さ
ん
が

浄
土
へ
還
帰
さ
れ
ま
し
た
。

生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、
念
仏
合
掌
し

て
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

�
沢
　
光
昭

大
鏡
池
面
に
萌
え
し
若
葉
か
な

や
は
ら
か
く
行
楽
止
め
し
春
の
雨

急
旋
回
腹
の
ま
ぶ
し
き
つ
ば
め
か
な

西
木
　
順
子

節
分
草
卵
塔
の
み
が
残
り
お
り

ビ
ル
に
重
な
る
直
線
の
影
新
社
員

ゆ
る
ゆ
る
と
畑
を
打
ち
お
れ
ば
鯉
の
ぼ

り

花
岡
　
　
要

木
洩
日
を
更
に
ち
ら
し
ぬ
若
楓

片
み
ち
は
歩
い
て
春
を
惜
み
け
り

布
施
　
毅
夫

代
掻
き
や
新
築
家
屋
の
鋤す

き
こ
ま
る

春
灯
や
君
と
語
り
し
旅
の
う
た

春
嵐
ビ
ニ
ー
ル
袋
の
浮
遊
す
る

鉄
線
や
垣
根
を
占
め
る
し
た
り
顔

山
田
　
　
恒

引
き
潮
に
取
り
残
さ
れ
た
貝
一
つ

脱
け
殻
に
喜
怒
哀
楽
が
こ
ぼ
れ
て
る

釈
　
　
義
深

団
十
郎
だ
け
で
は
舞
台
廻
せ
な
い

馬
鹿
に
な
り
舞
台
を
廻
す
馬
の
足

此
れ
以
上
馬
鹿
に
は
な
れ
ぬ
馬
の
足

（
読
人
不
詳
）

田
中
　
徳
子

み
ほ
と
け
に
心
こ
め
た
る
お
茶
も
ら
う

人
の
心
の
有
難
き
か
な

亡
き
人
に
新
茶
を
供
え
る
朝
あ
り
て
高

き
香
に
心
な
ご
め
り

赤
秀
　
品
枝

贈
ら
れ
し
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
花
の
前

ガ
レ
キ
の
山
の
被
災
地
を
想
う

初
孫
の
兆
し
を
聞
き
て
店
に
行
き
小
さ

き
初
着
手
に
取
り
て
み
る

布
施
　
毅
夫

コ
ン
サ
ー
ト
終
り
て
茶
房
に
余
韻
あ
り

瞼ま
ぶ
た

が
促
え
る
水
芭
蕉
の
群

蒲
公
英

た

ん

ぽ

ぽ

の
咲
き
乱
れ
い
る
配
流
の
浜
見

真
堂
に
鶯

う
ぐ
い
すの

啼な

く

朝
練
へ
早
出
の
孫
が
玄
関
の
鏡
に
向
い

て
気
合
を
入
る
る

隣
国
の
軍
事
パ
レ
ー
ド
恐
ろ
し
や
赤
の

広
場
に
一
糸
乱
れ
ず

篠
原
　
潤
子

鋸
の
こ
ぎ
りで

棚
板
き
り
し
父
の
背
を
春
の
陽
ざ

し
は
あ
わ
く
つ
つ
み
し

八
十
白
髪
頭
の
巻
き
爪
の
父
の
髪
き
る

硬
い
ツ
メ
き
る

―
寺
務
所
よ
り
― 

元
気
で
前
向
き
に
生
き
ら
れ
る
こ

と
に
感
謝
し
た
い
。

人
生
の
先
輩
の
苦
労
が
、身
に
し
み

て
解
る
よ
う
に
な
っ
た
。視
力
、聴
力
、

筋
力
、記
憶
力
等
々
、皆
こ
と
ご
と
く

低
下
し
て
、思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
。

さ
っ
と
立
っ
て
、や
り
た
い
こ
と
が

出
来
な
い
。年
中
さ
が
し
も
の
で
忙

し
い
今
、手
に
も
っ
て
い
た
鍵
が
無

い
、さ
が
し
つ
か
れ
て
、
予
備
の
を

取
り
に
行
く
と
、チ
ャ
ン
と
定
位
置

に
掛
っ
て
い
る
、メ
ガ
ネ
が
無
い
、ケ

ー
ス
に
入
れ
た
記
憶
が
無
い
の
に
、

入
っ
て
い
る
。頭
で
考
え
る
よ
り
先

に
手
が
勝
手
に
動
く
、そ
れ
は
良
い

方
で
、物
の
置
き
場
所
を
変
え
る
と

大
変
な
こ
と
に
な
る
。場
所
を
変
え

た
こ
と
は
お
ぼ
え
て
い
る
が
、そ
の

場
所
を
忘
れ
て
い
る
。さ
が
し
当
て

る
と
、ど
う
し
て
そ
こ
に
置
い
た
の

か
も
憶
え
て
い
る
が
、肝
賢
な
時
に

憶
い
出
せ
な
い
。そ
れ
で
も
ま
あ
、健

康
で
、好
き
な
こ
と
を
す
る
為
に
は

自
分
の
足
で
行
け
る
と
感
謝
し
て
、

明
る
い
笑
顔
を
忘
れ
ず
に
。釋

尼
民
徳 花岡　要　画


