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四
十
四

「
歎
異
抄
」　

第
十
八
章

一　

仏
法
の
か
た
に
、
施せ

に
ゅ
う
も
つ

入
物
の
多
少
に
し

た
が
い
て
、
大
小
仏
に
な
る
べ
し
と
い
う
こ

と
。
こ
の
条
、不
可
説
な
り
、不
可
説
な
り
。

比ひ
き
ょ
う興

の
こ
と
な
り
。
ま
ず
仏
に
大
小
の
分
量

を
さ
だ
め
ん
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ

う
や
。
か
の
安あ

ん
に
ょ
う
じ
ょ
う
ど

養
浄
土
の
教
主
の
御ご

し
ん
り
ょ
う

身
量
を

と
か
れ
て
そ
う
ろ
う
も
、
そ
れ
は
方ほ

う
べ
ん
ほ
う
じ
ん

便
報
身

の
か
た
ち
な
り
。
法ほ

っ
し
ょ
う性
の
さ
と
り
を
ひ
ら
い

て
、長
短
方
円
の
か
た
ち
に
も
あ
ら
ず
、青し

ょ
う
お
う黄

赤し
ゃ
く
び
ゃ
く
こ
く

白
黒
の
い
ろ
を
も
は
な
れ
な
ば
、
な
に
を

も
っ
て
か
大
小
を
さ
だ
む
べ
き
や
。
念
仏
も

う
す
に
化け

ぶ
つ仏

を
み
た
て
ま
つ
る
と
い
う
こ
と

の
そ
う
ろ
う
な
る
こ
そ
、「
大
念
に
は
大
仏
を

み
、
小
念
に
は
小
仏
を
み
る
」（
大
集
経
意
）と

い
え
る
が
、
も
し
こ
の
こ
と
わ
り
な
ん
ど
に

ば
し
、ひ
き
か
け
ら
れ
そ
う
ろ
う
や
ら
ん
。

�

（
真
宗
聖
典
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八
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）

詳
細
は
三
頁

詳
細
は
三
頁

盂
蘭
盆
会
法
要
　

子
供
会
報
告

八
月
九
日

　厳
修

が
称
え
る
南
無
阿
弥
陀
仏
。
南
無
阿
弥
陀
仏

に
よ
っ
て
わ
た
く
し
の
妄
念
が
翻
っ
て
い
く

は
た
ら
き
が
南
無
阿
弥
陀
仏
。
そ
の
は
た
ら

き
を
色
々
な
か
た
ち
で
表
現
し
て
い
る
の
が

絵
像
と
か
木
像
と
い
う
。

　

で
す
か
ら
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』を

み
る
と
、他
宗
で
は
、「
名
号
よ
り
は
絵
像
、
絵

像
よ
り
は
木
像
」他
宗
で
は
木
像
の
ほ
う
が
位

が
上
だ
と
い
う
が
、真
宗
で
は
反
対
で
あ
る
。

　

と
に
か
く
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉

と
な
っ
て
我
々
に
は
た
ら
き
か
け
、
我
々
を

目
覚
ま
し
て
く
れ
る
仏
を
御
本
尊
。
大
仏
な

ん
て
造
る
必
要
が
無
い
の
で
す
。
だ
け
ど
大

き
な
仏
像
の
ほ
う
が
立
派
な
仏
様
だ
と
私

達
は
思
う
。
こ
れ
は
人
間
の
常
識
で
す
。
だ

か
ら
そ
の
常
識
を
破
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
。

真
宗
の
教
え
は
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住
職　

釈
徹
照
）次
回
へ
続
く

　
『
歎
異
抄
』は
前
序
の
次
に
、
師
訓
十
ヶ
条

が
有
り
、
そ
の
十
条
の
中
に
中
序
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
後
に
十
一
条
か
ら
十
八
条
ま

で
異
義
八
ヶ
条
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　

異
義
八
ヶ
条
と
い
う
も
の
は
先
師
口
伝
の

真
信
に
異
な
る
こ
と
が
ま
と
ま
る
の
だ
と
、

唯
円
大
徳
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
を
徳
川
時
代
の
末
に
妙
音
院
了
祥

と
い
う
三
河
の
学
僧
の
方
が
こ
の
八
ヶ
条
と

い
う
も
の
を
二
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
「
な
ん
じ
は
誓
願
不
思
議
を
信
じ
て
念
仏

も
う
す
か
、
ま
た
名
号
不
思
議
を
信
ず
る

か
」の
と
こ
ろ
。そ
れ
か
ら
専
修
賢
善
と
い
う

の
は
懸
命
に
念
仏
し
て
、
悪
い
心
を
お
こ
さ

な
い
様
に
し
て
、
良
い
心
を
お
こ
す
と
い

う
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
た
す
か
ら
な
い
の
だ

と
い
う
は
か
ら
い
を
専
修
賢
善
と
い
う
。

　

常
識
で
は
当
た
り
前
だ
が
、
仏
法
は
常
識

で
は
な
い
。
い
か
に
反
省
を
し
て
も
、
立
派

な
心
を
お
こ
す
様
に
し
て
も
、
我
々
凡
夫
は

縁
次
第
で
は
悪
い
心
を
お
こ
す
。
宿
業
の
我

が
身
と
は
そ
う
い
う
事
。

　

そ
う
い
う
自
覚
を
持
っ
て
本
願
を
た
の

む
、
た
の
む
と
は
真
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す

る
。
自
分
で
良
い
心
を
お
こ
し
、
悪
い
心
を

お
こ
さ
な
い
、
い
か
に
も
立
派
な
様
だ
け
れ

ど
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
我
々
は
救
済
さ

れ
る
の
で
は
な
い
。も
し
、そ
う
い
う
と
こ
ろ

が
救
済
な
ら
ば
悪
い
心
を
お
こ
し
た
ら
救
済

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
い
う
我
が
身
な
の
だ
と
深
く
知
っ
て

そ
し
て
本
願
を
ひ
た
す
ら
た
の
む
、
こ
れ
が

我
々
真
宗
門
徒
の
精
神
生
活
。

　

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
よ
れ
ば
我
々
の

帰
依
す
る
仏
は
、
誰
で
も
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
も
称
え
ら
れ
る
南
無
阿

弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
に
な
っ
た
仏
。
親
鸞
聖

人
が
拝
ん
で
お
ら
れ
た
本
尊
は
四
つ
あ
る
。

　

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
、
南
無
不
可
思

議
光
如
来
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
不
可
思

議
光
仏
。

　

十
字
、
九
字
、
六
字
、
八
字
、
南
無
阿
弥
陀

仏
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　

掛
軸
は
御
本
尊
と
し
て
安
置
は
し
て
あ

る
け
れ
ど
も
、
本
当
の
御
本
尊
は
わ
た
く
し

甘茶かけ

花まつり本堂にて
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一
人
ひ
と
り
が

そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の

意
味
を
も
っ
て

存
在
し
て
お
る

藤
元
正
樹

（『
地
上
に
立
つ
宗
教
』）

真
の
依
り
処

真
の
依
り
処

　

こ
の
度
は
戦
後
七
十
年
目
に
あ
た
り

「
戦
争
と
平
和
」
と
は
何
か
の
大
テ
ー
マ

を
掲
げ
、
限
ら
れ
た
紙
面
で
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

戦
後
七
十
年
は
日
本
の
敗
戦
だ
け
で

は
な
く
、
日
独
伊
の
三
国
同
盟
に
よ
っ
て

勃
発
さ
れ
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結

か
ら
七
十
年
目
の
年
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

深
い
悲
し
み
と
共
に
、「
戦
争
と
は
」、

「
平
和
と
は
」
の
根
源
に
遡
っ
て
考
え
て

見
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

元
ド
イ
ツ
の
大
統
領
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ

カ
ー
の
有
名
な
言
葉
と
し
て
、「
過
去
に

目
を
つ
ぶ
る
者
は
、
現
在
に
対
し
て
も
や

は
り
盲
目
と
な
る
。」で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
言
葉
に
は
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐

殺
、
及
び
、
占
領
し
て
い
く
過
程
の
敵
味

方
の
殺
戮
の
悲
劇
を
指
し
て
の
言
葉
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
日
本
も
そ
の
悲
劇
の
轍

を
踏
ん
で
い
る
こ
と
で
す
。

　

人
間
は
何
故
戦
争
す
る
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
こ
に
は
「
利
害
」と
「
覇
権
」の
相

剋
に「
正
義
」を
互
い
に
立
て
争
っ
て
し
ま

う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

歴
史
を
振
り
返
っ
て
見
ま
す
と
、
皆
、

戦
争
の
歴
史
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。
民
族
と
か
、思
想
と
か
、宗

教
と
か
の
違
い
で
戦
争
が
起
き
る
と
一

般
的
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
り

ま
す
が
、も
っ
と
根
本
を
尋
ね
れ
ば
、「
エ

ゴ
」
の
一
点
に
帰
着
い
た
し
ま
す
。
人
間

の
本
来
持
っ
て
い
る
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」（
自

己
中
心
性
）
に
あ
る
こ
と
で
す
。「
個
人
の

エ
ゴ
」は
分
か
る
で
し
ょ
う
が
、こ
の
「
エ

ゴ
」を
拡
大
し
て
い
く
と
、「
家
族
エ
ゴ
」、

「
組
織
エ
ゴ
」、「
国
家
エ
ゴ
」、「
民
族
エ

ゴ
」、「
思
想
エ
ゴ
」、「
宗
教
エ
ゴ
」等
々
、

皆
、こ
の
「
エ
ゴ
」に
収
歛
い
た
し
ま
す
。

そ
の
「
エ
ゴ
」に
「
正
義
」を
立
て
る
の
で

す
か
ら
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
の
現
実
の
事
象
、
現
象
の
み
で
は

こ
の「
エ
ゴ
」の
正
体
は
な
か
な
か
自
覚
さ

れ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
自

分
に
都
合
が
良
け
れ
ば
善
と
し
て
、
自
分

に
都
合
が
悪
け
れ
ば
悪
と
す
る
自
己
存

在
」で
あ
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、「
自
己
を
自
己
と
認
識

す
る
以
前
の
自
己
形
成
を
も
因
と
し
て

い
る
問
題
が
内
在
し
て
い
る
根
本
問
題

が
あ
る
か
ら
で
す
」。
今
日
的
に
は「
教
育

の
問
題
」
も
あ
り
ま
す
。「
戦
前
と
戦
後
の

教
育
の
あ
り
方
」
で
も
違
い
ま
す
。
又
、

「
民
族
に
伝
承
さ
れ
て
来
た
、
倫
理
・
道

徳
・
法
規
範
」で
も
違
い
ま
す
。
勿
論
、そ

こ
に
は「
宗
教
」の
違
い
も
内
在
し
ま
す
。

も
っ
と
云
え
ば
そ
れ
を
越
え
る
思
想
・
哲

学
の
相
違
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
来
ま
す
。

　
「
思
想
・
哲
学
・
宗
教
を
超
え
る
普
遍
的

な
真
理
」
を
人
類
は
発
見
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
今
日
の
科
学
で
は
「
Ｄ
・
Ｎ
・

Ａ
」
の
遺
伝
子
解
読
に
よ
り
、
生
命
発
生

時
点
か
ら
の
進
化
が
解
読
さ
れ
、
そ
の
応

用
も「
Ｉ
・
Ｐ
・
Ｓ
細
胞
」に
よ
っ
て
臓
器
も

再
生
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
又
、
世
界

的
科
学
者
の
ア
ー
ヴ
ィ
ン
・
ラ
ズ
ロ
著
の

「
生
け
る
宇
宙
」
に
よ
れ
ば
、「
宇
宙
に
は

意
志
が
あ
り
、
情
報
が
あ
り
、
記
録
さ
れ

て
い
る
」
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
の
に
は

驚
き
で
あ
り
ま
す
。「
自
己
と
は
何
か
」、

「
エ
ゴ
と
は
何
か
」、「
戦
争
と
は
何
か
」を

問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
十
一
世
紀

の
今
日
の
我
々
で
す
。

　

人
類
は
平
和
を
願
い
、
幸
福
を
求
め
戦

争
を
し
て
来
た
有
史
以
前
の
存
在
で
し

た
。
弥
陀
の
本
願
は
一
切
衆
生
を
救
う
と

誓
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

般は
ん
じ
ゅ
さ
ん

舟
讃
に
、「
敬う

や
ま

い
て
、
一い

っ
さ
い切
往お

う
じ
ょ
う生
の
知ち

識し
き

等と
う

に
白も

う

さ
く
、
大
き
に
須す

べ
か

ら
く
慚ざ

ん

愧ぎ

す

べ
し
」と
。
誠
に
慚ざ

ん

愧ぎ

、懺さ
ん
げ悔

の
他
あ
り
ま

せ
ん
。�
南
無
阿
弥
陀
仏
。

　

信
心
と
は
大
変
む
づ
か
し
い
も
の
だ

と
善
知
識
が
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

人
は
人
と
し
て
ど
う
に
も
こ
う
に
も
な

ら
な
い
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
の
出
来
な

い
根
深
い
問
題
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
生

き
て
歩
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
身
を
も
っ
て
い

ま
す
。
い
つ
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な

い
と
こ
ろ
で
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

先
頃
私
の
身
が
き
ざ
ま
れ
る
程
と
て
も

辛
い
悲
し
い
別
れ
に
遇
い
ま
し
た
。
絶

望
感
に
打
ち
の
め
さ
れ
空
気
が
稀
薄
に

感
じ
脈
拍
も
超
高
に
な
り
、
生
き
る
苦

し
さ
を
も
が
き
な
が
ら
、
悲
し
み
が
身

の
奥
深
い
と
こ
ろ
か
ら
し
ぼ
る
よ
う
に

わ
き
あ
が
り
、
涙
が
涙
腺
が
こ
わ
れ
た

か
の
よ
う
に
ふ
き
出
す
。
こ
れ
が
私
な

の
だ
宿
業
因
縁
の
私
な
の
だ
と
悲
し
み

の
身
を
通
し
、
悲
し
み
に
身
を
ふ
る
わ

せ
な
が
ら
教
え
を
聞
か
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
如
来
様
よ
り
賜
わ
っ
た
信
心
な

の
で
し
ょ
う
か
。

�

南
無
阿
弥
陀
佛

岡
田
ノ
リ
子
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お
笑
い
芸
人
ゴ
ル
ゴ
松
本
の「
命
の
授
業
」

の
講
演
が
好
評
を
博
し
、
本
も
出
版
さ
れ
て

い
ま
す
。
少
年
院
で
講
演
し
た
り
し
て
感
動

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
そ
う
で
す
。内
容
は
、

漢
字
の
意
味
を
自
己
流
で
解
説
し
た
熱
い

内
容
の
よ
う
で
す
。「
無
難
な
人
生
な
ん
て
な

い
。
誰
に
だ
っ
て
苦
難
・
困
難
・
災
難
は
起
き

る
。
嫌
な
こ
と
が
起
き
な
い
人
生
な
ん
て
あ

り
え
な
い
。
苦
難
・
困
難
・
災
難
が
起
こ
る
人

生
、
無
難
の
反
対
の
人
生
は
な
ん
て
書
く
？

「
有
難
」嫌
な
こ
と
が
起
こ
る
こ
と
を
「
有
難

し
（
あ
り
が
た
し
）」
っ
て
い
う
ん
だ
。」（
一
部

引
用
）
こ
の
よ
う
な
形
で
様
々
な
漢
字
を
熱

く
解
説
し
て
説
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
「
有
難
い
」と
い
う
言
葉
は
教
え
に
基
づ
き

仏
教
各
宗
派
も
た
く
さ
ん
説
教
で
説
い
て

き
た
の
で
し
ょ
う
。
又
、
漢
字
の
意
味
解
説

は
仏
教
で
は
象
形
文
字
か
ら
説
く
説
教
も

あ
り
ま
す
。
私
達
は
普
段
漢
字
を
使
い
な
が

ら
そ
の
意
味
成
り
立
ち
を
あ
ま
り
意
識
し

な
い
で
使
用
し
ま
す
。
漢
字
や
熟
語
に
は
背

景
が
あ
っ
て
、
ド
ラ
マ
や
物
語
が
あ
り
ま

す
。
先
人
の
ご
苦
労
の
賜
物
で
す
。

　

仏
教
に
は
音
写
語
が
あ
り
ま
す
が
、
イ
ン

ド
の
語
源
に
尋
ね
た
り
、
漢
訳
の
意
味
に
尋

ね
た
り
、
様
々
な
角
度
で
命
の
み
教
え
の
源

泉
を
尋
ね
て
い
き
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
ウ

ラ
ン
バ
ナ
（
盂
蘭
盆
会
）漢
訳
で
は
倒
懸
。

　

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
）

お
盆

盂蘭盆会法要

お盆参り

・8月9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
　（9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。

「人間の善悪・敵味方、正邪、愛憎、
利害を超えて、皆、過去世からの父
母兄弟です。」

川越喜多院の五百羅漢

羅漢：人間は敵味方と分かれても救
われるのか。
「一

いっさい

切の有
うじょう

情は、みなもって世
せ せ

々生
しょうじょう

々
の父

ぶ も

母兄弟なり。」第五章

子
供
会
報
告

子
供
会
「
ポ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
」

花
ま
つ
り
＆
い
ち
ご
狩
り坊

守　

池
田　

邦
子

　

今
年
は
開
花
宣
言
か
ら
間
も
な
く
、
桜
花

爛
漫
と
な
り
報
道
で
は
外
国
人
観
光
客
が

こ
こ
か
し
こ
に
登
場
し
て
交
流
の
輪
が
へ
だ

て
な
く
ひ
ろ
が
り
、
日
本
の
お
花
見
文
化
が

人
気
を
と
り
定
着
し
つ
つ
あ
る
様
で
す
。
当

寺
で
は
四
月
一
日
（
水
）大
人
十
名
、小
人
八

名
の
参
加
を
得
て
花
御
堂
の
お
釈
迦
様
に

甘
茶
を
か
け
て
お
誕
生
を
お
祝
い
し
ま
し

た
。
本
堂
と
当
寺
の
貴
重
な
一
本
の
桜
の
木

を
背
景
に
記
念
撮
影
後
、
西
区
の
ス
ト
ロ
ベ

リ
ー
ハ
ウ
ス
細
田
さ
ん
へ
移
動
し
て
、
お
腹

い
っ
ぱ
い
い
ち
ご
狩
り
を
楽
し
み
ま
し
た
。

あ
い
に
く
小
雨
と
な
り
お
寺
に
戻
り
ス
タ
ッ

フ
達
の
も
り
沢
山
の
手
作
り
の
昼
食
を
頂
き

ま
し
た
。
絵
本
「
お
し
ゃ
か
様
」を
陽
子
さ
ん

が
読
み
聞
か
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
有
意
義

な
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
事
が
出
来
ま
し

た
。
次
回
は
、
夏
休
み
中
の
八
月
二
十
一
日

（
金
）
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
参
加
御
希
望

の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
ま
せ
。�

合
掌

いちご狩り

公園にて
ごはん美味しかった

銅像前にて
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「
孫
を
仏
前
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
の

は
年
寄
り
で
あ
る
。孫
の
い
な
い
人
は
他

人
の
孫
で
も
い
い
」と
は
先
師
の
言
葉
で

あ
る
。
い
ず
み
会
館
子
ど
も
会
は
そ
ん

な
願
い
か
ら
始
ま
っ
て
五
年
が
過
ぎ
た
。

四
月
の
子
ど
も
会
は
、
多
摩
動
物
公
園

へ
の
遠
足
で
あ
る
。
新
一
年
生
の
子
ど
も

四
名
を
含
ん
で
子
ど
も
が
九
名
。
そ
れ

を
見
守
る
大
人
は
十
三
名
。
子
ど
も
よ

り
も
大
人
が
多
い
の
は
、念
仏
の
子
に
な

っ
て
ほ
し
い
と
い
う
大
人
の
願
い
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
。
動
物
園
は
坂
道
ば
か

り
で
あ
る
。一
年
・
二
年
の
子
は
坂
道
を

走
っ
て
い
る
。八
十
歳
代
の
私
達
夫
婦
も

杖
を
つ
き
な
が
ら
一
緒
に
歩
い
た
。

�

佐
々
木
玄
吾

法
要
の
ご
案
内

◦
盂
蘭
盆
会
法
要　

八
月
九
日（
日
）、午
前
・

午
後
の
二
部
厳
修
。

◦
秋
季
彼
岸
会
法
要　

九
月
二
十
三
日（
水
）

午
後
一
時
三
十
分
よ
り
厳
修
。

◦
報
恩
講　

十
一
月
一
日
（
日
）午
前
十
一
時

よ
り
厳
修
予
定
。

光
照
寺
護
持
会
総
会

六
月
二
十
一
日
（
日
）ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
も
あ

り
ま
す
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

◦
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会　

休
講
中
。

◦
大
経
の
会

七
月
四
日
、九
月
六
日
、十
月
二
十
四
日
、午

前
十
時
～
午
後
三
時
ま
で
。
講
師
は
佐
々
木

師
と
住
職
の
担
当
月
別
。
細
川
巌
著
『
正
信

偈
讃
仰
』（
五
）を
学
ん
で
い
ま
す
。お
弁
当
持

参
し
て
下
さ
い
。

◦
我
聞
の
会

七
月
十
七
日
、九
月
十
八
日
、十
月
六
日
、午

後
二
時
～
四
時
ま
で
。
講
師
は
住
職
。「
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
。

◦
微
風
学
舎

毎
月
開
催
。
六
月
二
十
六
日
、
七
月
二
十
一

日
。
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
。

◦
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
八
日
、十
月
十
日
、十
二
月
十
二

日
、講
師
は
四
衢
亮
氏
。

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
。

住
所
・
電
話
番
号
変
更
の
際
は
必
ず
ご
連
絡

下
さ
い
。

（
詩
）

寺
務
所
よ
り

�

吉
澤　

光
昭

足
ひ
た
す
登
山
靴
を
磧か

わ
ら

に
脱
ぎ

懺
悔
に
は
む
か
ぬ
大
い
さ
夏
の
月

若
鮎
や
歯
形
鋭
く
川
藻
食
む

�

山
田　

恒

砂
上
の
楼
閣
八
十
に
し
て
崩
れ
去
る

花
冷
え
の
氷
川
の
杜
に
で
る
懺
悔

�

釈　

義
深

老
い
た
れ
ど
春
迎
え
た
り
今
年
又
た

妻
病
み
て
若
き
日
の
如ご

と

優や
さ

し
け
り

な
に
よ
り
も
頼た

よ

り
に
な
る
は
我
が
子
な
り

�

佐
藤　

セ
ツ
子

伊
弥
彦
の
一
の
鳥
居
の
脇
に
住
み
し
叔
父
逝

き
て
よ
り
四よ

つ
き月
と
な
り
ぬ

木
目
込
み
の
小
さ
き
兜か

ぶ
と

を
か
ざ
り
た
り
男

兜
の
居
な
い
五
月
の
床と

こ

に

雪
の
せ
て
し
だ
れ
桜
の
美
し
く
仙
台
の
孫
に

幸
あ
れ
と
祈
る

夜
中
ま
で
話
の
つ
き
ぬ
青
年
と
な
り
て
頼
も

し
訪
ね
来
し
孫
は

大
切
に
育
て
来
し
夫
の
菜
園
に
野
鳥
の
群

れ
て
根
こ
そ
ぎ
つ
い
ば
む

�

佐
々
木　

玄
吾

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
レ
ッ
ト
に
新
畳
い
ず
み

会
館
新
装
成
れ
り

三
月
に
植
え
し
ジ
ャ
ガ
イ
モ
四
月
に
は
青
々

と
伸
び
心
楽
し
き

�

赤
秀　

品
枝

無
明
な
る
心
の
痛
む
一
言
に
「
そ
こ
が
念
仏
」

師
の
声
ひ
び
く

こ
れ
か
ら
は
ご
近
所
さ
ん
と
の
お
つ
き
あ
い

笑
っ
て
し
ゃ
べ
っ
て
声
か
け
あ
っ
て

�

篠
原　

潤
子

大
谷
寺
の
阿
弥
陀
如
来
の
石
仏
や
夫つ

ま

と
娘こ

こ
こ
に
共
に
拝
み
て

茅
ヶ
崎
の
奉
公
先
の
奥
様
の
遺
影
の
笑
顔

百
合
の
は
な
花

娘こ

に
ひ
か
れ
十
年
ぶ
り
の
海
外
に
紙
オ
ム
ツ

は
く
確し

か

と
杖
も
つ

娘こ

の
友
と
香
港
夜
景
夢
の
よ
だ
そ
び
え
た
つ

ビ
ル
人
多
す
ぎ
る

杖
も
ち
て
香
港
の
街
み
て
歩
く
足
腰
按
摩

娘こ

に
た
の
む
夜

帰
る
日
の
香
港
空
港
大
ゲ
ン
カ
娘こ

の
手
を
つ

ね
る
大
バ
カ
の
母

娘こ

の
気
持
や
さ
し
い
心
わ
か
る
の
に
す
ぐ
カ

ー
ッ
と
な
る
愚
か
者
我

山田　邦興　画


