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今
︑
こ
の
時
に
︑

親
鸞
聖
人
に
遇
う

2

荘し
ょ
う
ご
ん厳山

城
第
四
組
西さ

い
ね
ん念

寺
住
職

中な
か
む
ら村

修し
ゅ
う

司じ

法
要
に
応
じ
て
本
堂
内
陣
・
お
内
仏
の
掃

除
を
し
、
仏
具
を
磨
き
、
そ
の
仏
具
を
安
置

し
、
打う

ち
し
き敷
を
張
り
、
お
華
を
立
て
、
お
仏
飯・

お
華け

束そ
く

等
を
お
供
え
す
る
こ
と
を
﹁
お
荘
厳
﹂

と
い
い
ま
す
。

私
は
、一
般
的
に
﹁
荘
厳
﹂
と
い
う
と
、﹁
心

か
ら
形
へ
﹂
と
﹁
形
か
ら
心
へ
﹂
の
二
つ
の
方

向
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。﹁
心

か
ら
形
へ
﹂
と
は
、﹁
今
日
は
亡
く
な
っ
た
大

事
な
方
の
法
事
だ
か
ら
、
せ
め
て
故
人
の
好
ん

だ
食
べ
も
の
の
一
つ
で
も
お
供
え
し
た
い
﹂
と

思
う
の
が
、
私
た
ち
の
き
わ
め
て
自
然
な
気

持
ち
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
故
人
を
本
当

に
思
う
心
は
、
精
一
杯
の
荘
厳
と
い
う
形
と

な
っ
て
表
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
し
て
﹁
形
か
ら
心
へ
﹂
と
は
、
お
内
仏

に
ほ
こ
り
が
た
ま
り
、
お
花
は
枯
れ
た
ま
ま

の
状
態
で
は
、
こ
こ
ろ
よ
い
気
持
ち
で
礼ら

い
は
い拝

す

る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
き
れ
い
に
掃
除

を
し
、
う
る
わ
し
く
仏
具
が
お
飾
り
さ
れ
た

お
内
仏
の
前
に
ぬ
か
ず
き
ま
す
と
、
何
と
な

く
尊
い
つ
つ
ま
し
や
か
な
気
持
ち
に
な
っ
て
ま

い
り
ま
す
。
心
は
形
と
な
っ
て
表
れ
る
と
同
時

に
、
逆
に
形
は
心
を
育
む
も
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
、﹁
荘
厳
﹂
に
つ
い

て
和
讃
に
、

安あ
ん
ら
く
こ
く

楽
国
土ど

の
荘
厳
は
釈し
ゃ
か迦

無む

げ碍
の
み
こ

と
に
て
と
く
と
も
つ
き
じ
と
の
べ
た
も
う

無む

称し
ょ
う
ぶ
つ
仏
を
帰
命
せ
よ

︵﹃
浄
土
和
讃
﹄真
宗
聖
典
第
二
版
5
7
4
頁
︶

そ
し
て
、﹁
無
称
仏
﹂
を
左
訓
に

言
葉
に
て
は
い
ひ
尽
く
し
難
き
に
よ
り
て

無
称
仏
と
申
す
な
り

︵
岩
波
文
庫
﹃
親
鸞
和
讃
集
﹄
28
頁
︶

と
訓
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、﹁
お
釈
迦

様
に
お
か
れ
て
も
説
き
尽
し
難
い
﹂
こ
と
を

﹁
浄
土
の
荘
厳
﹂
と
お
さ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

言
葉
に
尽
く
せ
な
い
こ
と
が
荘
厳
と
な
っ
た
と

は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

仏
伝
に
よ
り
ま
す
と
、
お
釈
迦
様
は
、
み

ず
か
ら
の
正し

ょ
う
が
く覚を

得
た
後
、
そ
の
内
容
を
他

の
人
間
に
説
く
べ
き
か
ど
う
か
考
え
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
言
葉
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
に
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
人
間
に
対

し
て
、
そ
れ
を
超
え
て
い
く
道
を
言
葉
に
よ
っ

て
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
大
変
な
矛
盾

だ
っ
た
か
ら
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
更
な
る
言

葉
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
し
か
し
た
ら

人
間
を
よ
り
深
い
迷
い
に
引
き
入
れ
か
ね
な
い

と
い
う
恐
れ
の
中
で
、
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇さ
れ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

人
間
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
知
識
を
蓄
え
、

文
化
文
明
を
生
み
出
し
、
そ
の
一
方
で
悩
み

苦
し
み
、
時
に
は
自
分
の
人
生
に
絶
望
す
る
こ

と
さ
え
あ
り
ま
す
。
様
々
な
苦
し
み
の
真
の

解
決
は
言
葉
の
根
っ
子
に
何
が
あ
る
の
か
を
た

ず
ね
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
悩
み
の
原
因
が
知
識
不
足
に
あ
る
と

思
い
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
私
た
ち
人
間
の
抱

え
る
大
き
な
暗
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
言
葉
で
答
え
を
握
る
と
い
う
の
で
は

な
く
、
言
葉
の
根
っ
子
を
問
い
続
け
て
い
く
。

﹁
痛
み
、
苦
し
み
、
悲
し
み
﹂
の
声
を
、
言

葉
の
根
っ
子
、
言
葉
に
尽
く
し
が
た
い
隠
さ
れ

た
背
景
を
、
ど
う
し
て
も
届
け
た
い
と
い
う

強
い
願
い
が
懸
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
願
い

が
、
私
に
届
い
た
と
き
、
言
葉
を
超
え
た
す

が
た
が
﹁
荘
厳
﹂
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
、
こ

の
私
に
教
え
育
ん
で
下
さ
る
事
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

京都府
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子
ど
も
た
ち
へ

石せ
き
さ
い西

組そ

專
せ
ん
り
ゅ
う龍

寺

前ま
え

田だ

素も
と

子こ

私
は
高
校
生
の
頃
、
人
間
は
﹁
破
壊
す
る

存
在
﹂
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
人
間
が
物

を
造
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
環
境
を
壊

し
、
人
間
が
生
き
る
た
め
の
営
み
は
生
態
系

を
壊
し
、
人
間
同
士
が
戦
い
殺
し
合
い
ま
す
。

人
間
は
地
球
を
壊
す
た
め
に
存
在
し
て
い
る

の
だ
と
考
え
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
自
分
は
何
の
た
め
に
勉
強
や

部
活
を
し
て
い
る
の
か
？
何
の
た
め
に
生
き

て
い
る
の
か
？
と
い
う
疑
問
を
も
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
答
え
を
求
め
て﹃
氷
点
﹄

︵
三
浦
綾
子
著
︶
を
読
ん
だ
り
、
相
田
み

つ
お
さ
ん
の
本
を
読
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
頃
、
東
本
願
寺
で
高
校
生
奉
仕
団
が
行

わ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
参
加
し
ま
し
た
。
東

本
願
寺
へ
行
く
と
、
塀
に
﹁
生
ま
れ
た
意
義

と
生
き
る
喜
び
を
見
つ
け
よ
う
﹂
と
い
う
言

葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
と

出
あ
い
、
目
の
前
が
開
け
た
よ
う
な
、
お
な

か
の
中
に
何
か
ス
ト
ン
と
落
ち
た
よ
う
な
感

覚
に
な
り
、
こ
こ
に
答
え
が
あ
る
と
思
い
ま

し
た
。
私
は
帰き

き
ょ
う
し
き

敬
式
を
受
け
、
大
谷
大
学
へ

の
進
学
を
決
め
ま
し
た
。
大
谷
大
学
で
学
べ

ば
、
自
分
︵
人
間
︶
と
は
何
か
？
何
の
た
め

に
生
き
て
い
る
の
か
？
の
答
え
が
見
つ
か
る
、

見
つ
け
ら
れ
る
と
思
っ
た
の
で
す
。

大
谷
大
学
への
進
学
を
決
め
た
時
、
父
が

大
き
な
白
い
紙
に
世
界
地
図
を
書
き
な
が
ら
、

仏
教
伝
来
に
つ
い
て
私
に
話
を
し
て
く
れ
ま

し
た
。イ
ン
ド
で
仏
教
が
生
ま
れ
、シ
ル
ク
ロ
ー

ド
を
通
っ
て
日
本
へ
伝
わ
り
、
日
本
で
い
ろ
い

ろ
な
宗
教
に
分
か
れ
、
自
坊
は
親
鸞
さ
ん
が

ご
開か

い
さ
ん山

の
浄
土
真
宗
だ
と
い
う
こ
と
や
、
七

高
僧
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
細
か

な
内
容
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
時
の

父
の
熱
意
と
﹁
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
が
そ
の

ま
ま
伝
わ
っ
た
の
が
親
鸞
さ
ん
で
あ
り
浄
土

真
宗
﹂﹁
親
鸞
さ
ん
だ
け
に
、
ほ
ん
ま
の
こ
と

が
伝
わ
っ
た
ん
や
﹂
と
繰
り
返
し
て
い
た
こ

と
は
覚
え
て
い
ま
す
。

大
学
で
学
べ
ば
、
や
が
て
私
の
疑
問
は
解

決
し
、
人
生
の
目
的
も
明
確
に
な
り
、
そ
の

後
の
人
生
を
い
き
い
き
と
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

﹁
破
壊
す
る
存
在
﹂
で
あ
る
人
間
の
中
に
、

自
分
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
と
あ
ら

ゆ
る
犠
牲
や
苦
し
み
、
悲
し
み
、
痛
み
に
支

え
ら
れ
て
私
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
歴
史
や
痛
み
を
知
ろ
う
と
も
見
よ
う

と
も
せ
ず
に
生
活
し
て
い
る
私
で
あ
る
事
実

に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。
自
分
だ
け
は
違

う
、
自
分
さ
え
う
ま
く
い
け
ば
良
い
、
自
分

だ
け
い
き
い
き
生
き
ら
れ
れ
ば
良
い
、
と
考

え
て
い
た
の
で
す
。

十
代
の
疑
問
は
問
い
と
な
り
、
身
体
の
奥

深
い
と
こ
ろ
に
沈
み
、
抱
え
続
け
て
今
に
至
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
父
が
言
う
﹁
ほ
ん
ま

の
こ
と
﹂
と
は
何
な
の
か
、
問
い
続
け
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
い
ま
振
り
返
る
と
、
父

は
私
に
﹁
真
実
と
は
何
か
﹂
と
自
分
に
問
い

続
け
る
こ
と
を
宗む

ね
と
し
て
生
き
て
い
っ
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
く
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
父
が
私
に
伝
え
て
く
れ
た

よ
う
に
、
私
も
伝
え
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
た
び
原
稿

を
書
く
に
あ
た
り
、
私
は
自
分
の
子
ど
も
た

ち
へ
伝
え
る
つ
も
り
で
書
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

最
後
に
子
ど
も
た
ち
へ
。
自
分
の﹁
い
の
ち
﹂

は
自
分
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
覚
え
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
は
仏
の

世
界
か
ら
来
て
仏
の
世
界
へ
還か

え
る
﹁
い
の
ち
﹂

に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
、自
分
は
﹁
い
の
ち
﹂

と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
の
一
滴
だ
と
い
う

こ
と
、﹁
い
の
ち
﹂
に
は
思
い
を
こ
え
た
そ
ん

な
世
界
観
が
あ
る
こ
と
を
、
心
に
と
め
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。

島根
県
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出
版
部
会

竹た
け
な
か中
亜あ

き

こ
希
子

早は
や
か
わ川
直な
お
子こ

8
月
5
日
︵
月
︶
か
ら
8
日
︵
木
︶

ま
で
、五
村
別
院
に
て
２
０
２
４
年﹁
夏

中
﹂
が
行
わ
れ
た
。
午
前
６
時
か
ら

晨じ
ん
じ
ょ
う

朝
、
午
前
9
時
か
ら
日に
っ
ち
ゅ
う中が

勤
ま

る
。
２
０
２
０
年
か
ら
は
午
前
の
み
の

お
勤
め
と
な
っ
た
。

晨
朝
の
勤
行
の
後
、﹁
暁

ぎ
ょ
う
て
ん天

講
座
﹂

が
行
わ
れ
た
。
京
都
教
区
が
主
催
す

る
教
学
研け

ん
さ
ん鑽
機
関
﹁
共
学
研
修
院
﹂

で
学
ぶ
8
名
か
ら
、
各
日
1
名
が
30

分
程
度
の
法
話
を
行
う
。
２
０
２
３
年

度
に
２
期
生
と
し
て
新
た
に
学
び
始
め

た
研
修
院
生
に
と
っ
て
、
別
院
の
﹁
夏

中
﹂
は
、
自
ら
の
教
え
の
受
け
と
め

を
伝
え
る
大
切
な
研
鑽
の
場
で
も
あ

る
。研
修
生
の
曽そ

が我
朋と
も
子こ

さ
ん
は
、﹁
法

話
を
す
る
こ
と
で
、
言
葉
の
意
味
に

深
く
迫
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
の
疑

問
と
結
び
つ
く
と
い
う
実
感
を
得
た
﹂

と
、
今
後
の
能
動
的
な
学
び
への
意
欲

を
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

9
時
か
ら
の
日
中
で
は
、
勤
行
、

﹁
夏げ

の
御お

文ふ
み

﹂
拝
読
に
引
き
続
き
、

大
広
間
に
て
法
話
が
行
わ
れ
た
。
4

名
の
ご
講
師
は
、
毎
日
１
０
０
名
に
迫

ろ
う
か
と
い
う
ご
聴

ち
ょ
う

聞も
ん

の
参
拝
者
に

向
け
て
、
仏
法
の
味
わ
い
を
親
し
み

や
す
く
、
深
く
語
ら
れ
た
。

4
日
間
の
﹁
夏
中
﹂
に
参
拝
す
る

中
で
、
ご
法ほ

う

座ざ

を
支
え
る
方
々
の
姿

が
特
に
印
象
に
残
っ
た
。
司
会
・
進

行
、
勤
行
前
の
燃ね

ん
こ
う香
、
参
拝
者
の
受

付
、
ご
接
待
等
は
、
五
村
別
院
を

崇そ
う
き
ょ
う
敬
す
る
ご
門
徒
の
手
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
。
そ
の
担
い
手
の
一
つ
が
、
48
名

か
ら
成
る
﹁
五
村
別
院

護
持
運
営

委
員
会
﹂
で
、
長
浜
第
19
組
の
お
寺

の
ご
門
徒
が
主
力
で
あ
る
。
専
宗
寺

ご
門
徒
の
北き

た

村む
ら

政ま
さ

之の

進し
ん
さ
ん
は
、
10

年
ほ
ど
前
に
お
役
を
引
き
受
け
て
以

来
、
別
院
の
行
事
執
行
、
清
掃
な
ど

の
維
持
管
理
に
尽
力
し
て
い
る
。
現

在
会
長
を
務
め
る
北
村
さ
ん
は
、﹁
別

院
と
の
ご
縁
は
声

し
ょ
う
み
ょ
う
明
講
座
が
き
っ
か

け
だ
っ
た
。
様
々
な
先
生
と
の
出
会
い

を
通
し
、
方
々
に
出
向
い
て
ご
法
話

を
聴ち

ょ
う
も
ん聞し
て
い
る
﹂
と
話
さ
れ
た
。

五
村
別
院
で
、
お
斎
な
ど
の
お
世

話
を
さ
れ
て
い
る
今い

ま
じ
ょ
う
し
ず
こ

荘
静
子
さ
ん
は
、

あ
る
先
生
か
ら
か
け
ら
れ
た
﹁
あ
な

た
が
、
台
所
で
包
丁
を
持
ち
な
が
ら

ご
法
話
が
聞
け
る
よ
う
に
﹂
と
い
う

願
い
を
大
切
に
し
て
い
る
と
い
う
。﹁
夏

中
﹂
の
ご
法
座
に
は
、
生
活
と
一
体
に

な
っ
た
深
い
聞も

ん
ぽ
う法

の
精
神
が
、
生
き

生
き
と
息
づ
い
て
い
る
と
感
じ
た
。

﹁
夏
中
﹂
と
は
？

陰
暦
四
月
十
六
日
か
ら
陰
暦
七
月

十
五
日
に
わ
た
る
期
間
を
指
す
。
お
釈

迦
様
の
時
代
、
こ
の
時
期
は
雨
季
に
当

た
る
た
め
、
修
行
僧
は
托た

く
は
つ鉢
に
行
か
ず
、

寺
に
こ
も
っ
て
勉
強
を
し
た
。
こ
れ
を

「
安あ

ん

居ご

」
と
い
う
。
夏
の
期
間
は
、「
夏

の
御
文
」
と
い
う
特
別
な
御
文
を
拝
読

し
て
法
話
を
行
う
。
本
山
で
は
、
安
居

（
夏げ

安あ
ん

居ご

）
を
開
講
し
て
お
り
、
昭
和

三
十
八
年
ご
ろ
ま
で
は
五
月
か
ら
八
月

ま
で
毎
日
夏
の
御
文
を
拝
読
さ
れ
て
い

た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

長
浜
別
院
の
夏
中
（
七
月
初
旬
）

と
五
村
別
院
の
夏
中
（
八
月
初
旬
）
は
、

地
域
の
人
々
に
「
夏
中
さ
ん
」
と
親
し

み
を
込
め
て
よ
ば
れ
て
お
り
、
期
間
中

様
々
な
講
師
の
法
話
を
聴
聞
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

特
に
、
長
浜
別
院
の
「
夏
中
さ
ん
」

の
期
間
中
に
は
、
地
域
の
商
店
街
に

お
い
て
百
軒
近
い
屋
台
が
並
び
、
大
勢

の
人
で
賑
わ
う
。
元
々
は
、
各
地
か
ら

集
ま
っ
て
来
ら
れ
る
聴
聞
者
を
目
当
て

に
屋
台
が
連
な
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
今

で
は
こ
の
縁
日
が
「
夏
中
さ
ん
」
だ
と

思
っ
て
い
る
若
者
も
多
い
よ
う
だ
。
こ
れ

か
ら
は
お
祭
り
と
だ
け
知
っ
て
い
る
人
た

ち
に
も
、
別
院
の
「
夏
中
さ
ん
」
を
再

認
識
し
て
も
ら
い
、
仏
法
聴
聞
の
輪
が

広
が
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

（
参
考
：
旧
長
浜
教
区
第
十
二
組
教
化
委

員
会
発
行
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
暁
天
講
座
っ
て
な
あ

に
？
「
夏
中
」
っ
て
な
あ
に
？
）

出
版
部
会

五
村
別
院
﹁
夏げ

中
ち
ゅ
う

﹂

五村別院暁天講座 五村別院御堂 五村別院護持委員会の皆さん大広間での法話
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出
版
部
会

藤ふ
じ
野の

勝ま
さ
る

昨
年
よ
り
再
開
さ
れ
た
﹁
有
志
講
﹂
が
私

の
地
元
で
開
講
さ
れ
ま
し
た
。
次
年
度
会
所

住
職
が
主
事
を
務
め
る
と
い
う
事
で
慣
れ
な

い
中
︵
二
回
目
︶、
な
ん
と
か
務
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
で
一
四
〇
回
を
迎
え
る
有
志
講
と
は
、

近
江
第
二
十
六
組
︵
滋
賀
県
高
島
市
︶
内
の

九
ヵ
寺
で
毎
年
開
講
さ
れ
て
き
た
聞
法
の
場

で
あ
り
ま
す
。
明
治
十
三
年
︵
一
八
八
〇
年
︶

か
ら
始
ま
っ
た
講
の
歴
史
の
中
で
二
度
の
戦

争
︵
日
露
戦
争
、
第
二
次
世
界
大
戦
︶
と
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
で
欠
講
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
が
、
令
和
五
年
よ
り
再
開

で
き
た
事
は
大
変
喜
ば
し
い
事
で
あ
り
ま
す
。

最
初
期
は
十
一
日
間
で
始
ま
り
、
現
在
は
二

日
間
︵
四
座
︶
と
な
り
ま
し
た
が
、
所
属
寺

院
並
び
に
門
徒
方
の
良
き
聴
聞
の
機
会
と
な
っ

て
い
ま
す
。
高
島
市
内
に
は
高
島
秋
講
を
は
じ

め
幾
つ
か
の
講
が
地
域
ご
と
に
自
主
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
。
時
代
の
変
遷
と
共
に
開
講
日
数
や

時
期
が
見
直
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
途
絶
え

る
こ
と
は
な
く
﹁
厳
し
い
状
況
で
は
あ
る
が

相
続
し
て
い
く
﹂
気
概
は
非
常
に
強
く
感
じ

ら
れ
ま
す
。

令
和
六
年
度
は
七
月
十
三
日
、
十
四
日

に
真
光
寺
様
を
会
所
と
し
て
開
講
さ
れ
ま
し

た
。
暑
い
時
期
で
し
た
が
多
く
の
方
に
聴
聞

し
て
い
た
だ
き
、
大
変
有
意
義
な
二
日
間
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
講
師
に
西

さ
い
し
ょ
う稱

寺
︵
門
真

市
︶
住
職
で
﹁
獅し

し

く
子
吼
の
会
﹂
所
属
の
宮み
や

部べ

渡わ
た
る師
を
お
迎
え
し
て
、
講
題
﹁
円え
ん
ま
ん満
の
徳と
く
ご
う号

専せ
ん
し
ょ
う

称
を
勧す
す

む
﹂
の
も
と
で
お
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
。
正
信
偈
の
言
葉
を
中
心
に
日
頃
見

落
と
し
が
ち
な
大
切
な
我
々
に
か
け
ら
れ
て
い

る
﹁
本
当
の
願
い
﹂
と
は
何
か
、
分
か
ら
な
い

け
れ
ど
も
大
事
な
も
の
、
聴
聞
を
通
し
て
私

た
ち
の
﹁
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
心
﹂
が

変
わ
っ
て
い
く
、﹁
良
し
悪
し
﹂
に
囚
わ
れ
る

自
身
の
あ
り
方
、
お
念
仏
の
教
え
を
感
知
し

て
い
く
場
と
し
て
有
志
講
を
は
じ
め
、
今
ま
で

大
切
に
相
続
さ
れ
て
き
た
聞
法
の
場
が
常
に

身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る
有
難
さ
に
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。
自
分
に
と
っ
て
ど
う

思
う
か
、
自
分
自
身
の
養
分
と
し

て
吸
い
上
げ
る
か
が
問
題
と
な
っ

て
く
る
と
いっ
た
、
今
現
代
の
生
活

に
直
結
し
た
法
話
を
頂
き
ま
し
た
。

来
年
度
は
自
坊
で
の
開
講
と
な

り
ま
す
が
、
若
年
者
層
への
浸
透

が
近
々
の
課
題
と
感
じ
ま
す
。
有

志
講
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
真
光

寺
の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な

り
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

男ひ
と

と
女ひ

と
の
平
等
っ
て
、な
に
？

出
版
部
会

井い
の
う
え上

至い
た
る

﹃
仏ぶ
っ
せ
つ説

無む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

量
寿
経
﹄
に
説
か
れ
る
四
十
八

願
の
う
ち
、
第
三
願
・
第
四
願
は
そ
れ
ぞ
れ

﹁
悉し

っ
か
い皆
金こ
ん
じ
き色
の
願
﹂・﹁
無む

う有
好こ
う
し
ゅ醜
の
願
﹂
と

呼
ば
れ
る
。
法ほ

う
ぞ
う蔵

菩ぼ
さ
つ薩

は
浄
土
に
生
ま
れ

る
人
々
が
皆
、
金
色
に
輝
く
身
と
な
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
こ
に
美
し
い
、
醜
い
と
い
う
違
い
が

な
い
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
が
尊
い
存
在
で
あ
り
、

そ
こ
に
何
の
差
異
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
二
つ
の
内
容
が
本
願
と
し
て
説
か

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、﹃
仏
説
無
量
寿
経
﹄

成
立
の
時
代
よ
り
、
人
間
は
そ
の
存
在
に
対
し

て
美
醜
の
み
に
限
ら
ず
、
様
々
な
違
い
で
差
異

を
つ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

﹁
平
等
﹂
と
い
う
言
葉
を
言
い
当
て
て
い
る

の
は
、﹁
悉
皆
金
色
﹂
で
あ
り
、﹁
無
有
好
醜
﹂

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
受
け
止
め
て
い
る
。

出
版
部
会

有
志
講
を
迎
え
て
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去
る
八
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
に

か
け
て
、
近
江
第
二
十
六
組
法ほ

う
せ
ん泉

寺
様
に
て
、

高
島
秋
講
︵
以
下
﹁
秋
講
﹂︶
が
開か

い
え
ん筵

さ
れ
た
。

秋
講
は
、北
部
︵
近
江
第
二
十
五
西
組
︶・中

部
︵
近
江
第
二
十
六
組
安
曇
川
以
北
︶・南
部

︵
近
江
第
二
十
六
組
安
曇
川
以
南
︶
の
三
発ほ

っ

起き

頭と
う
が
順
番
に
担
当
し
、
各
発
起
頭
内
で
会

所
寺
院
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョン
し
て
い
る
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
、
各
発
起
頭

と
も
一
回
休
止
し
た
が
、
昨
年
か
ら
旧
に
復

し
、
今
回
、
自
坊
の
所
属
す
る
中
部
発
起
頭

と
し
て
は
、
六
年
ぶ
り
の
開
筵
と
な
っ
た
。

期
間
中
、
午
前
は
講
義
、
午
後
と
夜
の
お

座
は
法
話
の
時
間
で
、
講
義
は
伊い

東と
う

恵え

深し
ん

師

︵
元
同
朋
大
学
准
教
授
︶、
二
日
目
ま
で
の
法

話
は
伊
東
師
、三
日
目
以
降
の
法
話
は
英え

い
げ
つ月

師

︵
真
宗
佛
光
寺
派
大だ

い
ぎ
ょ
う行

寺
住
職
︶
が
そ
れ
ぞ

れ
担
当
さ
れ
た
。

秋
講
は
歓か

ん
喜ぎ

光こ
う

院
乗じ
ょ
う
に
ょ如

上
人
︵
一
七
四
四

~
一
七
九
二
年
︶
の
頃
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
お

り
、
伝
統
あ
る
御
仏
事
と
し
て
、
高
島
の
地

で
大
切
に
相
続
さ
れ
て
き
た
が
、
十
五
年
ほ

ど
関
わ
る
な
か
で
、
個
人
的
に
は
多
く
の
課

題
を
感
じ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
秋
講
に
お
い

て
伝
統
的
に
所し

ょ
化け

と
称
し
て
い
る
僧
侶
の
姿
勢

が
問
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。

先
述
の
よ
う
に
秋
講
は
僧
侶
・
門
徒
の
仏

法
聴
聞
の
場
で
あ
る
の
だ
が
、
本
願
念
仏
の

教
え
を
聞
く
と
い
う
こ
と
の
中
身
と
し
て
先

輩
方
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
お
念
仏
申
し

て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
わ
れ
を
聞
く
と
い
う
こ

と
の
う
ち
、
お
念
仏
申
す
こ
と
が
お
ろ
そ
か

に
な
り
、
た
だ
の
講
演
会
・
勉
強
会
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。
お
念
仏
申
す
こ
と

を
省
略
あ
る
い
は
簡
略
化
し
て
教
え
を
聞
く

と
い
う
こ
と
は
成
立
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
、
秋
講
の
午
前
・
午
後
の
お

座
は
、
御
経
短た

ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

回え

向こ
う
と
い
う
本
来
的
な

永
代
経
の
格
︵
期
間
中
各
一
座
の
歓
喜
光
院

殿
お
よ
び
物ぶ

っ
こ故

者し
ゃ

追つ
い
ち
ょ
う
え

弔
会
の
法
要
に
つ
い
て
は

よ
り
厳
重
︶
で
勤
ま
っ
て
お
り
、
ま
ず
は
所

化
が
適
切
に
荘
厳
を
整
え
適
正
に
勤
行
す
る
、

す
な
わ
ち
お
念
仏
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
所
化
の
ほ
と
ん
ど
は
兼
職
者
あ
る
い

は
元
兼
職
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秋
講
は
そ

の
こ
と
を
と
も
に
学
び
あ
い
研
鑽
す
る
こ
と
が

で
き
る
本
当
に
貴
重
な
場
で
あ
る
。
先
輩
方

の
ご
苦
労
に
よ
っ
て
私
た
ち
に
ま
で
伝
わ
っ
た

秋
講
だ
か
ら
こ
そ
、﹁
流な

が
れを

酌く

ん
で
本ほ

ん
げ
ん源

を
尋た

ず

ぬ
る
﹂︵﹃
報
恩
講
私
記
﹄
真
宗
聖
典
第
二
版

八
九
七
頁
︶
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い
。

六
年
ぶ
り
に
担
当
発
起
頭
と
し
て
儀
式
・

荘
厳
関
係
を
担
当
し
て
、
発
起
頭
内
に
同
世

代
の
所
化
が
増
え
た
か
ら
か
、
内
陣
拵こ

し
らえ
や

勤
行
作
法
な
ど
で
、
と
も
に
学
び
あ
う
雰
囲

気
の
萌
芽
も
感
じ
ら
れ
た
。
よ
り
若
い
世
代

の
参
加
が
な
い
こ
と
は
大
い
に
気
が
か
り
で
は

あ
る
が
、
ま
ず
は
今
関
わ
っ
て
い
る
私
た
ち
自

身
が
、
お
念
仏
申
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い

わ
れ
を
聞
い
て
い
く
、
つ
ま
り
僧
侶
の
本
分
を

尽
く
す
こ
と
か
ら
、
秋
講
と
い
う
場
の
相
続

を
始
め
た
い
と
思
う
。

来
年
は
近
江
第
二
十
六
組
︵
南
部
発
起
頭
︶

妙み
ょ
う
り
ん
琳
寺
様
、
再
来
年
は
近
江
第
二
十
五
西
組

︵
北
部
発
起
頭
︶
長

ち
ょ
う
こ
う光
寺
様
が
会
所
を
お
務

め
に
な
り
、
三
年
後
、
中
部
発
起
頭
の
次
回

会
所
は
、
私
が
お
預
か
り
す
る
お
寺
で
あ
る
。

本
願
念
仏
の
教
え
を
た
ず
ね
る
生
き
方
が
伝

統
さ
れ
て
い
く
場
が
今
後
と
も
ひ
ら
か
れ
続

け
る
よ
う
、
少
し
ず
つ
準
備
し
て
い
き
た
い
。

出
版
部
会

比ひ

え叡
谷た
に

真ま
こ
と

高
島
秋

し
ゅ
う

講こ
う

レ
ポ
ー
ト

レ
ポ
ー
ト

２
０
２
４
高
島
秋
講

W
e
b
サ
イ
ト
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頼
「
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
」

災
害
に
対
す
る
救
援
金
の
勧
募
に
つ
い
て

去
る
一
月
一
日「
令
和
六
年
能
登
半
島
地

震
」が
発
生
し
、能
登
地
方
を
中
心
に
広
域
に
わ

た
り
未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。こ

の
た
び
の
地
震
の
影
響
を
受
け
た
北
陸
の
地
は

真
宗
門
徒
の
多
い
地
域
で
、と
り
わ
け
震
源
地
で

あ
る
能
登
地
方
は
、近
年
、度
重
な
る
地
震
に
よ

り
何
度
も
苦
し
い
思
い
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、こ
の
た
び
の
巨
大
地
震

の
発
生
に
よ
り
、多
く
の
寺
院・ご
門
徒
が
甚
大

な
被
害
を
受
け
、大
変
深
い
悲
し
み
と
不
安
の

日
々
を
過
ご
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、何
卒
ご
理
解
を
賜
り
、有
縁

の
方
々
に
も
お
声
が
け
い
た
だ
き
、可
能
な
限
り

救
援
金
を
お
取
り
纏
め
の
上
、同
封
の
郵
便
払

込
用
紙
に
て
送
金
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、こ
の
た
び
の
被
害
状
況
か
ら
、京
都
教

区
と
し
て
の
救
援
金
支
援
は
、複
数
年
度
間
に

亘
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。今
後

の
継
続
支
援
と
し
て
の
勧
募
は
情
勢
を
検
討
し

な
が
ら
改
め
て
お
願
い
致
し
ま
す
の
で
、引
き
続

き
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

京
都
教
区
救
援
金
総
額

二
〇
二
四
年
九
月
十
三
日
現
在

２
９
，５
３
７
，８
４
１
円

教
区
だ
よ
り
表
紙
写
真
大
募
集
‼

本
誌
表
紙
写
真
を
大
募
集
い
た
し
ま
す
！

テ
ー
マ
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇

年・立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
テ
ー

マ「
南
無
阿
弥
陀
仏
人
と
生
ま
れ
た
こ
と

の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う
」で
す
。ご
応

募
は
、京
都
教
務
所（
担
当：赤
松
）ま
で
。

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！

教
務
所
・
教
務
支
所
閉
所
の
お
知
ら
せ

・
2
0
2
4
年
10
月
4
日（
金
）

所
員
ミ
ー
ティ
ン
グ
の
た
め
、教
務
所・教

務
支
所
を
閉
所
い
た
し
ま
す
。

教
務
支
所
閉
所
の
お
知
ら
せ

・
2
0
2
4
年
10
月
7
日（
月
）

臨
時
教
区
会
、並
び
に
新
教
区
発
足
式
の

た
め
、教
務
支
所
を
閉
所
い
た
し
ま
す
。

得
度
受
式
者

二
〇
二
四
年
九
月
六
日

・
長
浜
第
十
九
組
准
願
寺

冨
永  

悦
子

・
近
江
第
十
一
組
養
照
寺

髙
木  

須
美
子

・
若
狭
第
二
組
正
覺
寺  

浪
川
千
寿
子

住
職
任
命
者

二
〇
二
四
年
八
月
二
十
八
日
付

・
敦
賀
組
高
雲
寺
北
口
ジェニ
フ
ァ
ー
マ
リ
ン

・
近
江
第
二
組
善
福
寺

竹
村  

宏
之

・
近
江
第
五
組
長
敬
寺

武
田  

真
吾

敬
弔ご

生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、
謹
ん
で
哀
悼

の
意
を
表
し
ま
す
。

・
長
浜
第
十
二
組
正
業
寺

前
住
職

橘
香
正

九
十
四
歳

　
　
　
　
　
　
二
〇
二
四
年
八
月
十
七
日

・
近
江
第
三
組
乘
圓
寺

住
職

武
村
了
賢

八
十
八
歳

　
　
　
　
　
　
二
〇
二
四
年
七
月
二
十
一
日

・
近
江
第
九
組
浄
心
寺

坊
守

桃
園
悠
紀
子

九
十
六
歳

　
　
　
　
　
　
二
〇
二
四
年
七
月
二
十
九
日

・
丹
波
第
三
組
行
雲
寺

前
坊
守

岡
村
智
子

九
十
一
歳

　
　
　
　
　
　
二
〇
二
四
年
七
月
一
日

〔
寺
院
教
会
番
号
順
敬
称
略
〕

教
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

京都教区  10月の教区事業

1日（火） 10 : 30 〜 15 : 30 坊守会 一日研修会 岡崎別院

7日（月） 16 : 00 〜 17 : 00 新教区発足式 教区会館 2 階 大講堂

9日（水） 9 : 30 〜 15 : 30 坊守会 基礎講座（Zoom 併用） 教区会館 2 階 大講堂

25日（金） 19 : 00 〜 21 : 00 月例部落差別問題学習会 大谷会館 講堂（長浜別院）

京都教区  10月の教区諸会議

1日（火） 13 : 30 〜 16 : 30 教化本部会 教区会館 2 階 大講堂

7日（月） 14 : 00 〜 16 : 00 教区会（臨時会） しんらん交流館

8日（火） 13 : 30 〜 16 : 30 教化本部 企画室 会議 教区会館 2 階 大講堂

15日（火） 16 : 00 〜 19 : 00 教化本部 出版部会 編集会議 Web 会議（Zoom）

23日（水） 13 : 30 〜 16 : 30 教化本部 出版部会 編集会議 Web 会議（Zoom）

25日（金） 13 : 00 〜 15 : 00 教化本部 青少幼年部会 会議 Web 会議（Zoom）
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─

編
─
集
─
後
─
記
─

﹁
荘
厳
﹂
に
は
、﹁
心
か
ら
形
へ
﹂
と
﹁
形
か
ら
心
へ
﹂
の

二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
と
の
お
話
︵
2
頁
︶。
編
集
中
、
委

員
た
ち
か
ら
﹁
な
る
ほ
ど
﹂
と
の
声
。
日
頃
ぼ
ん
や
り
感

じ
て
い
た
こ
と
を
す
っ
き
り
と
言
葉
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

特
集
面
で
は
各
地
に
聞
法
の
場
が
連
綿
と
開
か
れ
て

い
る
こ
と
を
再
確
認
。
都
合
が
つ
か
な
い
、
時
間
が
な
い

と
足
踏
み
し
て
い
る
場
合
で
は
な
い
。
寸
暇
を
惜
し
ん
で
、

そ
の
場
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
、
次
世
代
への
相
続
に
つ
な
が

る
と
感
じ
た
。               

︵
出
版
部
会

竹
中
亜
希
子
︶

京都教区別院  10月の行事予定

5日（土） 13 : 30 〜 16 : 10 五 村 五日講（教如上人祥月命日）  法
話老泉俊樹 師（大垣

教区 圓超寺） 五村別院

5日（土） 12 : 00 〜 13 : 00 赤野井 定例法要（教如上人御命日）  法
話中川眞 師（別院輪番） 赤野井別院

6日（日） 14 : 00 〜 16 : 00 伏 見 声明作法講座  法
話浅井誠 師（ 山 城 

第 3 組 皆演寺） 伏見別院

8日（火） 13 : 30 〜 16 : 30 山 科 同朋の会 法話磯野惠嗣 師（ 山 城
第 1 組 新道寺） 山科別院

10日（木） 14 : 00 〜 16 : 30 伏 見 同朋会 御文輪読 伏見別院

13日（日） 10 : 00 〜 11 : 30 岡 崎 三日講「味読正信偈」  法
話福田大 師（別院輪番） 岡崎別院

14日（月） 13 : 00 〜 16 : 30 大 津 報恩講 13:00 讃仰音楽法要、14:00 逮夜  法話犬飼祐三子 師（名古屋
教区 正林寺） 大津別院

15日（火） 7 : 30 〜 12 : 00 大 津 報恩講 7:30 晨朝、10:00 日中  法話犬飼祐三子 師（名古屋
教区  正林寺） 大津別院

22日（火） 10 : 00 〜 15 : 30 長 浜 報恩講 10:00 戦没者追弔法会、13:00 初逮夜 法
話美濃部俊裕 師（長浜第 24 組

來 入 寺 ） 長浜別院

22日（火） 19 : 00 〜 21 : 00 伏 見 親鸞教室 法話藤原正寿 師（大谷大学准教授） 伏見別院

23日（水） 7 : 00 〜 15 : 30 長 浜 報恩講 7:00 初晨朝、10:00 初日中、13:00 中逮夜 法
話堀澤俊行 師（長浜第 13 組

念 願 寺 ） 長浜別院

23日（水） 10 : 00 〜 12 : 00 岡 崎 報恩講  法
話竹橋太 師（本廟部） 岡崎別院

24日（木） 7 : 00 〜 15 : 30 長 浜 報恩講 7:00 中晨朝、10:00 中日中、13:00 結願逮夜  法話藤井善隆 師（大阪教区
即 應 寺） 長浜別院

25日（金） 7 : 00 〜 12 : 00 長 浜 報恩講 7:00 結願晨朝、9:00 日中法話、10:00 結願日中  法話藤井善隆 師 長浜別院

25日（金） 14 : 00 〜 16 : 30 山 科 八代講 法話平原晃宗 師（ 山 城
第 5 組 正蓮寺） 山科別院

26日（土） 13 : 30 〜 16 : 00 赤野井 報恩講 初逮夜  法
話名和達宣 師（教学研究所）引き続き初夜（御伝鈔） 赤野井別院

27日（日） 8 : 00 〜 16 : 00 赤野井 報恩講 8:00 晨朝、10:00 日中、13:30 逮夜  法話名和達宣 師（教学研究所） 赤野井別院

27日（日） 14 : 00 〜 16 : 00 伏 見 ご命日のつどい 法話友澤秀三 師（ 大阪
教区 南照寺） 伏見別院

28日（月） 10 : 00 〜 15 : 30 五 村 報恩講 10:00 戦没者追弔法会、13:00 初逮夜 法
話有賀尚子 師（長浜第 13 組

光 了 寺 ） 五村別院

28日（月） 8 : 00 〜 12 : 00 赤野井 報恩講 8:00 晨朝、10:00 日中  法
話名和達宣 師（教学研究所） 赤野井別院

29日（火） 7 : 00 〜 15 : 30 五 村 報恩講 7:00 初晨朝、10:00 初日中、13:00 中逮夜 法
話黒田進 師（長浜第 14 組

満 立 寺 ） 五村別院

30日（水） 7 : 00 〜 15 : 30 五 村 報恩講 7:00 中晨朝、10:00 中日中、13:00 結願逮夜  法話池田徹 師（三重教区
西 恩 寺） 五村別院

31日（木） 7 : 00 〜 12 : 00 五 村 報恩講 7:00 結願晨朝、9:00 日中法話、10:00 結願日中  法話池田徹 師 五村別院

自
分
が
破
ら
れ
た
こ
と
だ
け
が
相
手
に
通
じ
て
い
く
ん
で
す
（
柘
植
闡
英『
羅ら

網も
う

全
推
協
第
６
２
号
』よ
り
）

今
月
の
こ
と
ば

　 京都教区 公式SNSあります　 京都教区 公式SNSあります
公式SNSで更新情報をお知らせします。
下記QRコードからご登録よろしくお願いします ！

LINE

Facebook

Instagram

10月 4日（金）  ※所員ミーティングのため、教務所・教務支所を閉所いたします。教務所・教務支所閉所のお知らせ

10月 7日（月）  ※臨時教区会、並びに新教区発足式のため、教務支所を閉所いたします。教務所支所閉所のお知らせ




