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四
十
一

　
「
歎
異
抄
」　

第
十
六
章　

続
き

一
切
の
事じ

に
、
あ
し
た
ゆ
う
べ
に
回
心
し

て
、
往
生
を
と
げ
そ
う
ろ
う
べ
く
は
、
ひ

と
の
い
の
ち
は
、
い
ず
る
い
き
、
い
る
い

き
を
ま
た
ず
し
て
お
わ
る
こ
と
な
れ
ば
、

回え
し
ん心

も
せ
ず
、
柔に

ゅ
う
わ
に
ん
に
く

和
忍
辱
の
お
も
い
に
も

住
せ
ざ
ら
ん
さ
き
に
い
の
ち
つ
き
ば
、

摂せ
っ
し
ゅ
ふ
し
ゃ

取
不
捨
の
誓せ

い

願が
ん

は
、
む
な
し
く
な
ら
せ

お
わ
し
ま
す
べ
き
に
や
。
く
ち
に
は
願が

ん

力り
き

を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
と
い
い
て
、
こ
こ

ろ
に
は
、
さ
こ
そ
悪
人
を
た
す
け
ん
と
い

う
願
、
不
思
議
に
ま
し
ま
す
と
い
う
と
も
、

さ
す
が
よ
か
ら
ん
も
の
を
こ
そ
、
た
す
け

た
ま
わ
ん
ず
れ
と
お
も
う
ほ
ど
に
、
願
力

を
う
た
が
い
、
他
力
を
た
の
み
ま
い
ら
す

る
こ
こ
ろ
か
け
て
、
辺へ

ん
じ地
の
生し

ょ
う

を
う
け
ん

こ
と
、
も
っ
と
も
な
げ
き
お
も
い
た
ま
う

べ
き
こ
と
な
り
。

（
真
宗
聖
典
六
三
七
頁
）

　

専
ら
念
仏
し
て
、
弥
陀
の
本
願
を
究
極
の

依
り
処
と
し
て
生
き
る
、
我
々
真
宗
の
念
仏

者
に
お
い
て
は
、
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
、

息
詰
ま
ら
な
い
生
活
が
で
き
る
。

　

日
常
生
活
の
中
で
、
腹
を
立
て
て
は
反
省

し
、
よ
く
怒
っ
て
は
反
省
し
、
い
つ
で
も
反

省
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
回
心
で
あ
る
な

ら
ば
、
い
つ
、
私
の
い
の
ち
が
終
わ
る
か
わ

か
ら
な
い
の
に
、
悪
い
心
が
起
き
た
時
に
、

す
ぐ
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
も
う
回
心
し
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
云
わ
れ
て
い
る
呼
吸
は
、
ま
ず
、

い
ず
る
い
き
、
吐
く
方
が
先
で
、
い
る
い
き
、

吸
う
の
が
後
で
あ
る
。
我
々
は
、
吸
っ
て
吐

い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
吸
呼
に
な
る
。
吐

け
ば
肺
が
空
に
な
る
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
吸
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
吐
い
た
息
が
吸

い
込
め
な
く
な
る
の
が
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
。

死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
息
が
絶
え
る
こ
と
。

　

大
体
我
々
は
、
瞋
恚
の
煩
悩
が
具
わ
っ
て

い
る
か
ら
、
す
ぐ
に
腹
を
立
て
る
。
腹
を
立

て
る
こ
と
自
体
が
、
も
は
や
こ
れ
仏
法
に
反

す
る
こ
と
で
あ
る
。
如
来
を
た
の
ん
で
い
な

い
。
そ
ん
な
状
態
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、

摂
取
不
捨
の
誓
願
は
無
意
味
な
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

　

い
つ
も
反
省
し
て
、
良
心
の
は
た
ら
き
を

依
り
処
と
し
て
い
る
の
は
、
い
か
に
も
立
派

な
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
反
省
が
で
き
な

い
場
合
は
、
仏
の
本
願
が
無
意
味
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

如
来
の
本
願
を
依
り
処
と
し
て
生
か
さ
せ

て
い
た
だ
く
の
が
、
浄
土
真
宗
の
門
徒
だ
と
、

人
に
は
口
で
そ
う
云
い
な
が
ら
も
、
本
当
は

や
っ
ぱ
り
善
い
心
を
起
こ
し
た
も
の
を
た
す

け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
そ
う
い
う
具
合
に
思
っ
て
し
ま
う

の
は
、
そ
れ
は
、
本
願
を
疑
い
、
他
力
を
た

の
み
ま
い
ら
す
こ
こ
ろ
が
欠
け
て
い
る
。

　

念
仏
一
つ
だ
け
れ
ど
も
、
信
心
の
一
番
大

事
な
と
こ
ろ
が
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め

に
、
浄
土
の
真
実
の
世
界
で
は
な
く
、
方
便

の
浄
土
に
し
か
生
ま
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、

真
宗
の
門
徒
と
し
て
、
最
も
哀
し
む
べ
き
こ

と
で
は
な
い
か
。

　

信
心
が
欠
け
て
、
反
省
だ
け
で
生
き
る
と

い
う
生
き
方
し
か
知
ら
ず
に
、
念
仏
し
て
い

る
と
い
う
の
は
、
最
も
哀
し
い
こ
と
な
の
で

す
、
と
は
っ
き
り
云
わ
れ
て
い
る
。

　

我
々
の
常
識
と
は
、
善
悪
の
世
界
で
の
常

識
的
価
値
観
で
あ
る
。
常
識
と
信
心
と
は
ち

が
う
。
反
省
と
回
心
と
は
ち
が
う
。
反
省
し

て
も
、
ま
た
同
じ
心
を
起
こ
す
。
私
は
回
心

し
て
い
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
テ
ー
マ
で
あ

る
。（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住

職
釈
徹
照
）
次
回
へ
続
く

子
供
会
報
告

詳
細
は
三
頁

八
月
十
日（
日
）
　厳
修

　

盂
蘭
盆
会
法
要

詳
細
は
三
頁

お寺桜前にて

花まつり本堂にて
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気
に
入
ら
ん
人
が
お
っ
た

ら
、
こ
っ
ち
に
自
我
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し

て
く
れ
る
仏
さ
ん
で
あ
る

米
沢
英
雄

（『
本
願
は
い
の
ち
な
り
』）

真
の
依
り
処

　

こ
の
度
は
、「
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
」
の
大

手
取
引
サ
イ
ト
運
営
会
社
が
経
営
破
綻

し
た
と
す
る
ニ
ュ
ー
ス
を
知
り
、
価
値

と
は
何
か
。
そ
し
て
、
価
値
の
交
換
と

は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
し
た
。

　

ま
ず
「
価
値
」
と
は
何
に
か
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
と
「
財
と
サ
ー
ビ
ス
の

付
加
価
値
」
と
定
義
し
て
来
る
、
今
日

の
「
Ｇ
・
Ｄ
・
Ｐ
」（
国
内
総
生
産
）
で
、

国
内
は
も
と
よ
り
世
界
経
済
が
動
い
て

い
る
事
実
で
す
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
通

貨
の
価
値
、
供
給
量
等
が
変
動
し
経
済

が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

経
済
と
は
「
経け

い

世せ
い

済さ
い

民み
ん

」
を
語
源
に

持
ち
ま
す
が
、
本
当
に
世
の
民
を
救
済

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
疑
問
で
す
。

原
始
社
会
は
「
物
々
交
換
」
で
あ
っ
た

も
の
が
「
貨
幣
」
の
発
明
に
よ
っ
て
、

価
値
の
媒
介
物
と
し
て
発
展
し
て
来
た

今
日
で
す
。
あ
る
時
代
は
、「
米
」
等
の

価
値
を
標
準
と
し
、
又
、「
金
本
位
」
と

し
、
あ
る
い
は
金
と
交
換
出
来
る
「
兌だ

換か
ん

紙し

幣へ
い

」
と
な
り
、「
紙
幣
」
か
ら
、

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
」
と
し
て
、「
カ
ー

ド
」
と
か
「
電
子
マ
ネ
ー
」
時
代
へ
と

突
入
し
て
来
た
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

歴
史
を
尋
ね
れ
ば
、
時
の
為
政
者
が

「
度
量
衡
」
を
決
定
し
、
価
値
を
量
る

単
位
と
し
て
通
用
さ
せ
て
来
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
今
日
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経

済
と
な
り
、
ド
ル
、
ユ
ー
ロ
、
円
、
そ

の
他
の
国
の
通
貨
で
決
済
さ
れ
て
国
際

経
済
は
動
い
て
い
る
。
ま
さ
し
く
「
バ

ー
チ
ャ
ル
化
」
の
様
相
に
「
一
喜
一
憂
」

し
て
い
る
現
状
で
す
。

　

今
日
の
価
値
は
「
需
要
と
供
給
」
に

よ
っ
て
変
動
し
て
い
る
も
の
で
す
。
そ

し
て
、
信
用
と
保
障
に
よ
っ
て
保
た
れ

て
い
る
仕
組
み
の
経
済
社
会
で
す
。
し

か
し
、
一
端
、
国
と
か
企
業
が
破
綻
す

れ
ば
、
通
貨
や
信
用
は
皆
無
に
等
し
く

な
る
危
険
性
も
孕
む
も
の
で
す
。

　

古
典
経
済
学
と
し
て
の
、
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
の
「
国
富
論
」
の
「
キ
ー
ワ
ー

ド
」
は
「
神
の
見
え
ざ
る
手
」
に
委
ね

る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
の
資
本
主

義
は
貧
富
の
格
差
を
生
み
、
ポ
ス
ト
資

本
主
義
（
資
本
主
義
に
か
わ
る
新
し
い

経
済
）
が
叫
ば
れ
て
も
先
は
見
え
ま
せ

ん
。
も
の
の
価
値
と
交
換
の
豊
か
さ
と

は
何
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　

人
間
は
常
に
「
は
か
る
」
存
在
と
認

識
し
ま
す
。
そ
の
「
は
か
る
」
事
に
よ

っ
て
、「
基
準
」、「
標
準
」、「
価
値
」
を

変
え
な
が
ら
「
進
歩
発
展
」
し
て
来
た

「
文
明
」
で
あ
り
、「
文
化
」
を
形
成
し

て
来
た
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
絶

対
な
も
の
は
な
く
、
普
遍
な
正
統
な
る

も
の
は
今
だ
得
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
事
か
を
考
え
ま
す

と
、「
人
間
の
自
我
」（
人
間
の
エ
ゴ
）

に
帰
着
し
ま
す
。
人
間
の
欲
望
は
際
限

な
く
、
果
て
し
な
く
拡
大
し
追
求
し
て

止
む
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
皆

「
は
か
る
」
世
界
で
あ
り
ま
す
。「
は
か

り
」
な
が
ら
苦
し
む
存
在
と
い
え
ま
し

ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
「
は
か
ら
な
い
世
界
」
を

人
類
は
求
め
、
発
見
し
て
来
た
の
で
し

ょ
う
か
。
勿
論
、
発
見
し
、
伝
え
て
来

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
お
釈
迦
様
の
仏

法
で
す
。
そ
の
発
見
の
法
が
「
ア
ミ
ー

タ
ー
」
で
す
。「
限
り
な
き
光
、
限
り
な

き
い
の
ち
」
を
覚
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
世
は
「
諸し

ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

、
是ぜ

生し
ょ
う

滅め
っ

法ぽ
う

」

で
す
。
覚
り
の
世
界
は
「
生し

ょ
う

滅め
つ

滅め
っ

已き

寂じ
ゃ
く

滅め
つ

為い

楽ら
く

」
で
す
。
こ
の
「
現げ

ん

生し
ょ
う

」
に
覚

り
の
世
界
が
今
、
あ
な
た
に
、
否
、
一

切
に
用は

た
ら

い
て
い
る
と
感
得
し
伝
え
た
方

が
親
鸞
聖
人
で
す
。
混
迷
の
世
に
如
来

大
悲
の
光
を
感
得
せ
ん
こ
と
を
。
合
掌

　

世
の
中
義
務
だ
ル
ー
ル
だ
規
範
に
と

気
を
取
ら
れ
て
い
る
自
分
が
い
ま
す
。

そ
れ
故
、
物
事
の
優
先
順
位
が
な
か
な

か
う
ま
く
い
か
な
い
事
ば
か
り
。
ま
ず
自

分
が
満
た
さ
れ
て
は
じ
め
て
他
を
満
た

す
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
す
。
煩

悩
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
自
分
勝
手

で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
卑
怯
者
の
こ
の
私

を
可
哀
想
と
思
っ
て
下
さ
る
親
様
が
私

の
そ
ば
に
い
つ
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

時
に
は
夢
中
に
飛
び
廻
っ
て
い
る
時
、

私
の
心
に
余
裕
が
な
い
為
、
忘
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
業
が
深
い
私
を
悲
し
み
な
が
ら

照
ら
し
て
下
さ
い
ま
す
の
で
、
懺
悔
と
感

謝
の
お
念
佛
申
す
し
か
な
い
私
で
す
。

　

曽
我
量
深
先
生
は
「
機
の
深
信
は
宿

業
の
自
覚
そ
れ
を
深
信
す
る
。
宿
業
の

自
覚
に
随
順
す
る
」
と
、
述
べ
て
お
ら

れ
ま
す
。
罪
悪
深
量
で
煩
悩
具
足
の
こ

の
身
に
ひ
び
き
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
佛

　

岡
田
ノ
リ
子
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お
盆

盂蘭盆会法要

お盆参り

・８月10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１日から16日の期間
　　　　　　（10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。

羅漢：われわれの存在は如何に。
「煩

ぼん

悩
のう

具
ぐ

足
そく

の凡
ぼん

夫
ぶ

とおおせられた
ること」。第９章

「われらは煩
わず

らい悩
なや

める愚
おろ

かな存在

であると仏
ぶつ

は示され、われらのため

に本願を建
た

て救
すく

うと誓
ちか

われた」。

川越喜多院の五百羅漢

　

お
盆
用
の
グ
ッ
ズ
が
お
店
の
店
頭
に
並

び
は
じ
め
る
と
、
お
盆
の
季
節
が
来
た
な

と
思
う
と
同
時
に
、
浄
土
真
宗
で
は
ま
っ

た
く
不
要
な
も
の
が
販
売
さ
れ
る
な
と
思

う
も
の
で
す
。

　

商
業
戦
略
に
乗
る
と
、
当
た
り
前
の
よ

う
に
揃
え
る
も
の
と
思
い
が
ち
で
す
が
、

む
し
ろ
仏
教
と
は
何
か
が
理
解
さ
れ
て
く

る
と
お
盆
グ
ッ
ズ
の
ほ
と
ん
ど
は
不
要
と

な
り
ま
す
。

　

以
前
に
ご
門
徒
さ
ん
が
仰
っ
て
い
た
の
は
、

「
亡
き
人
を
諸
仏
と
し
て
仰
ぎ
、
亡
き
人
の

い
の
ち
の
願
い
を
生
き
て
い
る
人
は
聞
き
取

っ
て
、
い
の
ち
目
覚
め
る
場
が
お
盆
と
い
う

の
は
よ
く
分
か
り
ま
し
た
が
、
ナ
ス
や
き
ゅ

う
り
、
白
木
の
提
灯
を
用
意
し
な
い
と
何
と

な
く
お
盆
を
迎
え
た
気
が
し
な
い
。（
先
祖

も
や
っ
て
い
た
し
…
）」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

慣
習
の
根
の
深
さ
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た

が
、
慣
習
か
ら
脱
却
す
る
の
も
勇
気
が
い
る

で
し
ょ
う
し
、
僧
侶
も
慣
習
の
根
深
さ
と
向

き
合
う
の
も
根
気
が
い
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
お
盆
は
宗
派
の
教
え
や

特
性
が
反
映
さ
れ
た
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。

お
盆
と
は
何
か
？
か
ら
一
緒
に
仏
法
に
触
れ

る
機
会
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

亡
き
人
を
偲
び
、
ご
一
緒
に
お
念
仏
申
し

ま
し
ょ
う
。

　

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
）

子
供
会
報
告

甘茶かけ

いちご狩り

自己紹介

子
供
会
「
ポ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
」

“
花
ま
つ
り
＆
い
ち
ご
狩
り
”

ス
タ
ッ
フ　

大
塚　

陽
子

　

四
月
一
日
（
火
）
小
人
十
名
、
大
人
十
一
名

の
参
加
を
得
て
、
本
堂
に
て
勤
行
、
自
己
紹
介
、

坊
守
あ
い
さ
つ
の
後
、
花
御
堂
の
誕
生
佛
に
、

お
釈
迦
様
の
誕
生
の
お
祝
い
と
、
子
供
達
の
健

や
か
な
成
長
を
願
い
、
甘
茶
を
か
け
ま
し
た
。

甘
茶
も
皆
ん
な
で
頂
き
ま
し
た
。
法
話
の
後
、

光
照
寺
南
側
の
境
内
地
に
て
、
満
開
の
桜
の
下

で
写
真
撮
影
、
移
動
し
て
、
い
ち
ご
狩
り
を
し

ま
し
た
。
皆
ん
な
三
十
分
で
た
く
さ
ん
の
い
ち

ご
を
お
い
し
く
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
花
の

丘
公
園
に
て
、
昼
食
を
と
り
ま
し
た
。
天
候
に

恵
ま
れ
、
桜
も
満
開
で
、
絶
好
の
お
花
見
日
和

と
な
り
ま
し
た
。
子
供
達
も
青
空
の
下
、
元
気

に
遊
び
ま
し
た
。
光
照
寺
に
戻
っ
て
、
恩
徳
讃

で
閉
会
し
ま
し
た
。
お
手
伝
い
下
さ
っ
た
役
員

さ
ん
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
回
の
子

供
会
は
、
八

月
二
十
一
日

（
木
）
を
予

定
し
て
ま

す
。
多
く
の

方
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。
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寺
務
所
よ
り

　

私
は
二
十
歳
で
小
学
校
教
師
に
な

っ
た
。
島
根
県
で
二
校
、
東
京
都
で

六
校
勤
務
し
た
。
下
宿
屋
を
五
軒
か

わ
り
、
三
十
一
歳
で
自
宅
を
持
っ
た
。

そ
の
間
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
壁

に
掛
け
て
勤
行
を
続
け
て
き
た
。
八

十
四
歳
の
今
も
続
け
て
い
る
。「
こ
の

家
の
主
人
は
仏
壇
の
名
号
で
あ
る
」

と
の
言
葉
が
い
つ
の
間
に
か
う
な
づ

け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
勤
行
も
無
理

な
く
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
継
続

の
大
切
さ
を
思
う
。

　

も
う
一
つ
は
苦
し
い
問
題
が
私
の

身
に
も
家
族
の
身
に
も
次
々
と
お
こ

っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。「
問
題
は
常

に
内
に
あ
る
」「
こ
れ
が
私
の
取
り

組
む
べ
き
現
実
で
あ
る
」、
こ
の
教
え

に
勇
気
を
も
ら
っ
て
生
き
て
い
る
。

（
玄
吾
）

敬
弔

◦
小
刀
称
ゆ
り
子
様
（
護
持
会
庶
務
）、（
平
成

二
六
年
二
月
十
二
日
命
終　

七
五
歳
）
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
。

法
要
の
ご
案
内

◦
盂
蘭
盆
会
法
要

八
月
十
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
。

光
照
寺
護
持
会
総
会

六
月
二
十
九
日
（
日
）
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
あ
り
。

光
照
寺
旅
行

十
月
四
日
～
六
日
。
九
州
方
面
へ
二
泊
を
予
定
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

◦
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会　

櫟
先
生
が
療
養
中
の
為
、
日
程
は
決
ま
り
次
第

ご
案
内
致
し
ま
す
。

◦
大
経
の
会

七
月
五
日
、
九
月
十
五
日
、
十
月
十
一
日
、
午

前
十
時
～
午
後
三
時
ま
で
。
細
川
巌
著
正
信

偈
讃
仰
（
四
）
を
学
ん
で
い
ま
す
。
お
弁
当
持

参
し
て
下
さ
い
。

◦
我
聞
の
会

七
月
十
六
日
、
九
月
十
一
日
、
十
月
十
六
日
、

午
後
二
時
～
四
時
ま
で
。「
真
宗
の
簡
要
」（
住

職
著
）、
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
「
無
量
寿
経
に
聞
く
」

（
松
原
祐
善
著
）
を
学
ん
で
い
ま
す
。
講
師
は

住
職
。

◦
微
風
学
舎

毎
月
開
催
。
午
後
七
時
～
九
時
ま
で
。
講
師
は

副
住
職
。「
顕
浄
土
」
の
教
学
‐
親
鸞
に
お
け
る

現
生
不
退
の
視
座
‐
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
「
今
日
の

こ
と
ば
」「
真
宗
の
生
活
」
を
学
ん
で
い
ま
す
。

日
程
は
寺
に
お
尋
ね
下
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
。
八
月
九
日
、
十
月
十
一
日
、
十
二
月
十
三

日
、
講
師
は
四
衢
亮
氏
。

吉
澤　

光
昭

乙
女
等
の
項う

な
じ

清
し
く
街
簿
暑

緑
蔭
の
棋
士
長
考
の
一
手
か
な

短
夜
や
始
発
の
ベ
ル
の
聞
え
き
て

西
木　

順
子

新
緑
の
ま
ぶ
し
か
り
し
よ
こ
こ
ろ
病
み

散
骨
で
お
願
い
し
ま
す
花
蒲
公
英

二
輪
草
気
憶
は
あ
て
に
な
ら
ざ
り
し

花
ま
つ
り	

江
部　

鴨
村

墨
染
め
の
御お

ん

衣ぞ

華
や
ぐ
花
ま
つ
り

目
借
時
草
取
る
鎌
の
遊
び
ぐ
せ

ゴ
ッ
ホ
の
筆
も
う
止
ま
ら
な
い
麦
の
秋

葱
坊
主
浅あ

間さ

山ま

は
雲
を
生
む
と
こ
ろ

人
形
師
た
ま
し
ひ
入
る
る
柿
若
葉

思
惟
仏
に
ひ
と
つ
揺
れ
ゐ
る
葦
の
角

半
眼
の
仏
の
視
野
に
蟻
地
獄

春
愁
や
釘
打
つ
石
の
重
き
こ
と

「
光
」	
山
田　

恒

妻
の
住
む
瞬
く
星
に
生
か
さ
れ
る������

「
回
る
」

古
希
越
え
て
地
球
が
早
く
回
り
だ
す釈　

義
深

良
き
人
を
慕
い
て
集つ

ど

う
一
周
忌

老
妻
の
明
る
き
顔
が
浄
土
か
な

良
き
人
の
人
柄
偲
ぶ
遺
稿
集

お
ひ
な
様	

佐
藤　

セ
ツ
子

ひ
っ
そ
り
と
箱
の
中
に
て
休
み
居
し
女め

雛び
な

の

顔
の
ふ
い
に
つ
や
め
く

若
き
日
に
吾
の
造
り
し
お
雛
様
裳も

裾す
そ

を
曳
き

て
凛
と
立
ち
居
る

受
験
の
年
と
聞
き
て
お
り
し
が
遠
く
住
む
女ま

孫ご

ら
は
雛
を
飾
り
た
り
し
や

戦
後
に
は
食
料
品
と
交
換
さ
れ
雛
は
ア
メ
リ

カ
へ
送
ら
れ
し
と
ぞ

大だ
い

寿じ
ゅ

雛び
な

造
り
し
時
の
む
ず
か
し
さ
秘
め
て
裳

裾
の
襲か

さ
ね

美
し

赤
秀　

品
枝

咲
き
分
け
の
梅
林
を
巡
り
お
る
旧
友
の
死
の

知
ら
せ
を
受
け
て

五
月
晴
れ
気
持
い
い
ね
と
背
伸
び
し
て
笑
っ

て
泣
い
て
深
ま
る
絆

亡
き
子
七
回
忌
に
寄
せ
て	

河
野　

日
出
子

淡
紅
の
桜
花
び
ら
花
筏
修
行
浄
土
に
早
七
と

せ
や

仏
僧
の
読
経
の
声
の
極
り
て
虚
し
き
胸
に
怒

濤
の
如
く

「
お
母
さ
ん
」
今
に
も
肩
に
触
れ
そ
う
な
黒
縁

写
真
の
君
の
微
笑
み

墓
前
に
て
望
む
山
々
春
霞
燻
る
煙
に
仏
花
の

香
り

夫
婦
し
て
次
の
お
迎
え
問
い
か
け
む
「
ま
だ

ま
だ
早
い
よ
」
亡
き
子
慌
て
ゝ
言
い
た
げ
な

長
閑
な
春
の
午
後
の
こ
と�

合
掌

篠
原　

潤
子

「
あ
え
て
言
え
ば
浄
土
真
宗
」
わ
れ
に
む
け
答

え
て
下
さ
る
や
な
せ
た
か
し
師

ど
ん
底
で
悩
み
苦
し
む
我
は
知
る
浄
土
真
宗

親
鸞
さ
ま
を

四
十
才
つ
い
に
出
合
っ
た
お
念
仏
南
無
阿
弥

陀
仏
み
手
の
ま
ん
中

喜
べ
る
悪
妻
愚
母
の
わ
れ
ひ
と
り
凡ぼ

ん

聖し
ょ
う

逆ぎ
ゃ
く

謗ほ
う

斉さ
い

廻え

入に
ゅ
う

知
る

あ
え
ぎ
つ
つ
ど
う
に
で
も
し
て
く
れ
と
な
る

我
で
も
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏

（
詩
）

山田　邦興　画


