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前
回
は
、
親
鸞
聖
人
が

「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞

く
」
と
い
う
こ
と
は
、「『
な

も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
に
込
め
ら

れ
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
救
い

の
い
わ
れ
を
聞
き
、
疑
い
な

く
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ

る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る

こ
と
を
受
け
、
救
い
の
い
わ

れ
を
『
無
量
寿
経
』
に
た
ず

ね
ま
し
た
。

　

こ
の
お
経
に
は
、
迷
い
、

苦
悩
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
を

救
い
、
さ
と
り
の
世
界
に
至

ら
せ
た
い
と
い
う
法
蔵
菩
薩

の
願
い
が
四
十
八
種
類
説
か

れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
、

「
念
仏
往
生
の
願
」
と
名
づ

け
ら
れ
る
第
十
八
願
こ
そ

が
、
自
己
へ
の
執
着
を
離
れ

ら
れ
な
い
た
め
に
ま
こ
と
の

徳
を
積
む
こ
と
が
で
き
な
い

私
た
ち
凡
夫
を
、
間
違
い
な

く
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
く

だ
さ
り
、
仏
に
な
ら
せ
て
く

だ
さ
る
真
実
の
願
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

で
は
、
第
十
八
願
に
は
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
今
回
は
そ
の
内

容
を
た
ず
ね
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
「
た
と
え
私
が
仏
に
な
る

こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

あ
ら
ゆ
る
人
々
が
、
私
の
本

願
は
ま
こ
と
で
あ
る
と
ま
ご

こ
ろ
か
ら
（
至し

心し
ん

）
信
じ

（
信し
ん

楽ぎ
ょ
う）、

私
の
浄
土
へ
生
ま

れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ

て
（
欲よ
く

生し
ょ
う）
た
と
え
ば
わ
ず

か
に
十と

声こ
え

で
あ
っ
て
も
念
仏

し
て
い
る
の
に
、
も
し
生
ま

れ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ

ば
、
私
は
決
し
て
仏
と
は
な

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
五
逆

の
罪
を
犯
し
て
も
反
省
せ

ず
、
仏
の
教
え
を
謗そ
し

っ
て
恥

じ
な
い
よ
う
な
も
の
は
除
き

ま
す
」。

　

こ
れ
が
第
十
八
願
の
文
で

す
。
こ
こ
に
は
、「
至
心
」

「
信
楽
」「
欲
生
」
と
い
う
三

つ
の
心
が
説
か
れ
て
い
ま
す

が
、
親
鸞
聖
人
は
、
こ
れ
ら

の
三
つ
の
心
は
「
信
楽
」
一

つ
に
収
ま
る
の
で
あ
り
、
こ

の
「
信
楽
」
と
い
う
の
は
真

実
信
心
の
こ
と
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
法
蔵
菩
薩

は
、
自
ら
が
た
て
た
願
い

を
、
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
こ

と
の
な
い
心
で
信
じ
、
た
と

え
わ
ず
か
十
遍
で
も
念
仏
す

る
も
の
は
、
必
ず
自
分
が
建

立
す
る
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ

よ
う
と
、
こ
の
第
十
八
願
に

誓
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

疑
い
の
な
い
真
実
信
心
の

心
で
念
仏
す
る
こ
と
、
こ
れ

が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
。
修
行
を

し
な
さ
い
と
か
、
徳
を
積
み

な
さ
い
と
か
、
難
し
い
こ
と

は
何
ひ
と
つ
求
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。
本
願
を
信
じ
て
念

仏
す
る
、
た
だ
こ
れ
だ
け
で

浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た

だ
け
る
と
い
う
の
で
す
（
除

か
れ
る
も
の
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
別
の
機
会
に
考
え
た

い
と
思
い
ま
す
）。

　

し
か
し
こ
こ
で
疑
問
が
起

こ
っ
て
き
ま
す
ね
。
私
た
ち

は
果
た
し
て
疑
い
な
く
信
じ

る
心
、
真
実
信
心
を
も
つ
こ

と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
。
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私
た
ち
は
日
常
生
活
の
な

か
で
「
信
じ
る
」
と
い
う
言

葉
を
よ
く
使
い
ま
す
ね
。

　
「
今
年
の
ペ
ナ
ン
ト
レ
ー

ス
は
巨
人
が
優
勝
す
る
や
ろ

か
」

　
「
ど
う
や
ろ
。
で
も
そ
う

信
じ
と
る
」

　

ま
た
、「
た
の
む
で
、
信

じ
と
る
か
ら
な
」
と
言
っ
て

み
た
り
、「
自
分
を
信
じ
て

頑
張
る
」「
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
存
在

を
信
じ
る
」
な
ど
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
谷

川
俊
太
郎
氏
の
「
信
じ
る
」

と
い
う
詩
が
あ
っ
て
、
美
し

い
コ
ー
ラ
ス
曲
に
な
っ
て
い

ま
す
し
、「
信
じ
る
」
を
哲

学
し
た
書
物
も
見
か
け
ま

す
。
し
か
し
、
日
常
会
話
の

中
で
の
「
信
」
も
、
深
く
思

索
さ
れ
た
「
信
」
も
、
そ

れ
が
人
間
の
信
で
あ
る
限

り
、
裏
に
「
不
信
」
を
秘
め

た
「
信
」、
必
ず
不
信
を
と

も
な
っ
た
信
で
あ
る
こ
と
を

離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

し
ょ
う
。
信
を
強
調
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
実
は
疑
っ
て
い

る
こ
と
を
白
状
し
て
い
る
と

い
う
構
造
が
、
悲
し
い
か

な
、
我
執
か
ら
離
れ
ら
れ
な

い
私
た
ち
凡ぼ

ん

夫ぶ

の
真
実
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
信
で
念
仏
し

て
も
、
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
残
念

な
が
ら
で
き
な
い
の
で
す
。

　

で
は
第
十
八
願
に
説
か
れ

て
い
る
、
浄
土
に
生
ま
れ
さ

せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
必
要

な
真
実
信
心
と
は
ど
の
よ
う

な
信
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
信
に

つ
い
て
、

　
「
如
来
は
苦
し
み
悩
む

人
々
を
哀
れ
ん
で
、
こ
の
上

な
い
徳
を
お
さ
め
た
清
ら
か

な
信
を
、
迷
い
の
世
界
に
生

き
る
人
々
に
広
く
施
し
、
与

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
他
力
の
真
実
の
信
心
と
い

う
の
で
あ
る
」

と
お
説
き
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。
真
実
信
心
は
、
凡
夫
の

信
で
は
な
く
、
如
来
（
阿
弥

陀
仏
）
か
ら
賜た
ま
わ
る
他
力
の
信

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で

す
。

　

信
じ
る
、
信
じ
な
い
、
疑

う
、
疑
わ
な
い
と
い
う
よ
う

な
、
不
確
か
で
定
ま
ら
な
い

凡
夫
の
心
に
、
如
来
は
「
な

も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
を
と
お
し

て
真
実
の
信
心
を
届
け
て
く

だ
さ
る
の
で
す
。
仏
の
お
徳

に
満
ち
た
こ
の
他
力
の
信
を

い
た
だ
け
た
な
ら
、
そ
の
身

に
起
こ
る
こ
と
は
、
賢さ

か

し
ら

な
は
か
ら
い
を
超
え
て
、
自

己
の
す
べ
て
を
如
来
に
投

じ
、た
だ
た
だ
お
ま
か
せ
し
、

念
仏
す
る
こ
と
の
み
で
す
。

　

真
実
信
心
を
い
た
だ
い
て

念
仏
し
て
い
る
す
が
た
は
、

そ
の
ま
ま
浄
土
に
生
ま
れ
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
仏
に
な
ら

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
間
違

い
な
く
約
束
さ
れ
て
い
る
す

が
た
、
す
な
わ
ち
「
不
退
の

く
ら
い
」
に
つ
か
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
す
が
た
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。

（
高
田
派
鑑
学
・
誓
元
寺
住
職
）



高田本山だより令和3年 9月 22日 第 127号　(4)

ご
懇
志
に
つ
き
ま
し
て

　

現
在
、
寺
院
単
位
で
特
別

法
要
並
び
に
新
宝
物
館
建
設

の
ご
懇
志
を
お
願
い
い
た
し

て
お
り
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
収
束
が
見
通
せ
な
い

な
か
各
ご
寺
院
に
も
檀
信
徒

様
が
集
ま
り
に
く
い
状
況
が

依
然
続
い
て
お
り
ま
す
。
令

和
五
年
五
月
に
執
り
行
い
ま

す
奉
讃
法
会
の
内
容
も
詳
細

を
決
定
す
る
に
至
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。
な
お
、
記
念
事
業

で
あ
り
ま
す
宝
物
館
建
設
に

つ
き
ま
し
て
、
工
程
を
奉
讃

法
会
に
合
わ
せ
る
べ
く
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
奉
讃
法
会
の
円

成
並
び
に
宝
物
館
竣
工
に
向

け
力
強
い
御
寄
進
を
賜
わ
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

特
別
法
要
の
記
念
事
業
と

し
ま
し
て
高
田
本
山
フ
ォ
ト

コ
ン
テ
ス
ト
を
開
催
い
た
し

ま
す
。
テ
ー
マ
は

　「
あ
な
た
が
思
う

　
　
高
田
本
山
の
魅
力
」

審
査
員
は
有
名
な
写
真
家
の

星
野
佑
圭
さ
ん
と
高
田
本
山

宗
務
院
で
す
。

　

一
般
の
部
、
高
校
生
以
下

の
部
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の

部
の
三
つ
の
部
門
が
あ
り
、

応
募
は
プ
ロ
ア
マ
を
問
い
ま

せ
ん
。

　

入
賞
者
に
は
豪
華
賞
品
を

用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
奮
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ

い
。

　

詳
細
は
高
田
本
山
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
も
し
く
は
チ
ラ
シ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
撮
影
の
際
に
は
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
保

つ
な
ど
、
感
染
予
防
対
策
を

徹
底
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
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「
釈
尊
と
御
開
山 

親
鸞
聖
人
」釈
尊
シ
リ
ー
ズ
○24

　

真
宗
寺
院
で
は
阿あ

み

だ

弥
陀

如に
ょ
ら
い来
、
御ご
か
い
さ
ん

開
山 
親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
、

七し
ち
こ
う
そ
う

高
僧
、
聖し
ょ
う
と
く
た
い
し

徳
太
子
な
ど
の

お
姿
は
見
か
け
ま
す
が
、
一

般
的
に
釈
尊
（
お
釈
迦
様
）

の
お
姿
は
見
か
け
ま
せ
ん
。

　

で
は
親
鸞
聖
人
は
釈
尊
を

ど
の
様
に
捉と
ら

え
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

聖
人
は
釈
尊
ご
入に
ゅ
う
め
つ滅
お
よ

そ
一
七
〇
〇
年
後
、
世
の
中

が
「
末ま
っ
ぽ
う法
」
と
い
う
時
代

に
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し

た
。「
末
法
」
と
は
、
釈
尊

の
教き
ょ
う
ぼ
う法
の
み
が
残
り
説
か
れ

る
だ
け
で
、
僧そ
う
り
ょ侶
は
戒か
い
り
つ律
を

修
め
ず
、
さ
と
り
に
入
る
人

が
い
な
い
と
さ
れ
る
時
代
で

す
。
九
歳
に
て
出し
ゅ
っ
け家

さ
れ
た

聖
人
は
二
十
年
と
い
う
長
い

間
、
比
叡
山
で
修
行
と
釈
尊

の
説
か
れ
た
み
教
え
を
学
ば

れ
ま
す
。
し
か
し
、
い
く
ら

修
行
に
打
ち
込
ん
で
も
、
行

に
励
め
ば
励
む
ほ
ど
心
の
醜

さ
、
弱
さ
が
見
え
、
中
々
さ

と
り
を
開
く
道
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
末
法
の
時
代

に
お
い
て
、
す
べ
て
の
衆
し
ゅ
じ
ょ
う生

が
迷
い
を
超
え
救
わ
れ
る

教
え
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

日
々
悩
み
修
行
を
さ
れ

る
中
で
『
大だ
い
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

無
量
寿
経
』

こ
そ
が
釈
尊
が
こ
の
世

に
生
ま
れ
た
本ほ
ん
い意
、
真し
ん

の
目
的
を
説
き
示
さ
れ

た
「
出し
ゅ
っ
せ
ほ
ん
が
い

世
本
懐
の
経
」

で
あ
る
と
見
定
め
ら
れ

ま
し
た
。『
大
無
量
寿

経
』
は
釈
尊
が
弟
子
の

阿あ
な
ん難
の
問
い
に
対
し
て

説
か
れ
た
教
え
で
す
。

法ほ
う
ぞ
う
ぼ
さ
つ

蔵
菩
薩
の
物
語
と
し

て
阿
弥
陀
佛
が
す
べ
て
の
衆

生
を
平
等
に
救
い
、
一
人
も

漏も

ら
さ
ず
に
浄
土
に
往
生
さ

せ
て
下
さ
る
と
い
う
真
実

の
教
え
が
説
か
れ
て
い
ま

す
。
聖
人
は
『
大
無
量
寿

経
』
を
通
し
て
釈
尊
の
お
心

に
出で

あ遇
っ
た
の
で
す
。
聖
人

の
著あ
ら

わ
さ
れ
た
「
正し
ょ
う
し
ん
げ

信
偈
」

に
も
「
如に
ょ
ら
い
し
ょ
い
こ
う
し
ゅ
っ
せ

来
所
以
興
出
世　

唯ゆ
い
せ
つ
み
だ
ほ
ん
が
ん
か
い

説
弥
陀
本
願
海
」
と
あ

り
「
如
来
（
釈
尊
）、
世
に

興こ
う
し
ゅ
つ
出
し
た
ま
う
ゆ
え
は
、
た

だ
弥み
だ
ほ
ん
が
ん
か
い

陀
本
願
海
を
説
か
ん
と

な
り
」
と
釈
尊
の
出
世
本
懐

の
意い

ぎ義
を
お
示
し
に
な
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
釈
尊

の
教
え
に
生
き
た
佛ぶ
つ
で
し

弟
子
の

伝で
ん
と
う統
を
受
け
、
時
代
を
超

え
、
国
を
超
え
、
弥
陀
の
徳と
く

を
説
か
れ
た
七
高
僧
を
師
と

仰あ
お

ぐ
の
で
す
。

　

聖
人
は
末
法
の
時
代
を
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
悲
し
み
を
懐い
だ

き
つ
つ
、
な

お
も
釈
尊
を
教き
ょ
う
し
ゅ主
（
教
え
の

主
）
と
敬う
や
ま

い
、
教
え
に
出
遇

う
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
て
生
涯
を
か
け

て
、
釈
尊
の
教
え
に
生
き
る

こ
と
を
通
し
て
、
浄
じ
ょ
う
ど
お
う
じ
ょ
う

土
往
生

を
説
く
真し
ん
じ
つ実
の
教
え
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
の
で
す
。

今
に
生
き
る
私
た
ち
も
、
状

況
、
環
境
は
違
っ
て
も
、
唯た
だ

釈
尊
の
説
か
れ
た
み
教
え
を

聴き

き
、
お
念
佛
を
申
し
上
げ

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

（
教
学
院
第
三
部
会
）　
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い
ろ
ん
な
方
々
と
の
ご
縁
を
い
た
だ
く
と
、「
人
は
死
ん

だ
ら
ど
こ
へ
往
く
の
で
す
か
、
ど
う
な
る
の
で
す
か
」
な
ど

と
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
を
気
に
さ
れ
る
人
が
、
と
て

も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

自
分
の
死
後
の
不
安
を
思
う
人
も
い
れ
ば
、
大
切
な
人
を

失
っ
た
悲
し
み
か
ら
、
今
ど
こ
で
、
ど
う
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
と
心
配
な
さ
っ
て
い
る
人
も
お
ら
れ
ま
す
。

　

人
は
、『
生
死
の
苦
海
』
に
迷
い

続
け
、『
無
常
』
の
身
を
生
き
て
い

ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
は
移
ろ
い
、

存
在
の
変
化
し
な
い
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

現
に
、
今
生
き
る
娑
婆
生
活
は
、

自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
は
い
か
ず
、
常
に
揺
れ
動
き
、

苦
し
み
悩
み
が
続
々
押
し
寄
せ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
、
ま
ま
な
ら
ぬ
「
い
の
ち
」
を
生
き
て
い
る

私
た
ち
で
す
が
、
人
と
し
て
の
生
涯
を
終
え
た
と
し
て
も
、

『
い
の
ち
』
そ
の
も
の
は
『
阿
弥
陀
仏
（
仏
さ
ま
）』
の
、
そ

ん
な
あ
な
た
だ
か
ら
こ
そ
見
捨
て
な
い
と
い
う
願
い
（
本
願

力
）
に
よ
り
、
大
い
な
る
、『
い
の
ち
』
の
中
に
「
無
量
寿
」

ず
っ
と
生
き
続
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

　

今
、
生
き
て
い
る
と
き
も
、
こ
の
世
の
縁
が
尽
き
て
往
生

の
素
懐
を
遂
げ
て
か
ら
も
、す
べ
て
仏
さ
ま
の
大
い
な
る『
い

の
ち
』
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
生
き
続
け
る
『
い
の

ち
』
な
の
で
す
。

　

今
こ
の
瞬
間
も
、
苦
悩
を
か
か
え
な
が
ら
生
き
て
る
あ
な

た
の
こ
と
を
、
全
部
知
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、

願
い
を
か
け
続
け
、『
い
の
ち
』
一
杯
は
た

ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
曠こ

う
ご
う劫
よ
り
悠
久
の
大
い
な

る
『
い
の
ち
』
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ

と
思
え
ば
、
安
心
し
て
、
心
よ
り
お
ま
か

せ
し
て
良
い
の
だ
と
、
う
な
ず
け
ま
す
。

　

亡
く
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
不
安
に
思
い
、
心

暗
く
な
る
の
で
は
な
く
て
、
大
い
な
る
仏
の
『
い
の
ち
』
の

中
で
生
き
、
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
、
び
っ
く
り
し
て
、

喜
び
ま
し
ょ
う
。

　

仏
さ
ま
は
、
そ
ん
な
私
め
あ
て
の
お
救
い
で
、
ど
こ
ま
で

も
お
慈
悲
の
中
、
私
と
一
緒
に
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
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第
21
回　

 

上
州
に
て

　

上
州
（
群
馬
県
）
に
は
血
辻
の
ご
旧

跡
の
ほ
か
に
も
、
伝
承
の
地
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、「
さ
ぬ
き
」
で

す
。
実
際
の
場
所
が
群
馬
な
の
か
栃
木

な
の
か
は
議
論
の
残
る
と
こ
ろ
だ
そ
う

で
す
が
、
こ
の
地
で
衆
生
救
済
の
た
め

千
部
経
を
読
誦
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は

浄
土
三
部
経
を
繰
り
返
し
読
誦
す
る
行

で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
途
中
で
こ

れ
は
自
力
の
行
で
あ
る
か
ら
と
中
断
し

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
ま

す
。

　

上
州
で
は
宝
福
寺
が
そ
の
場
所
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
硯
石
の
伝
承
が
残
る
場
所
も

あ
り
、
こ
の
石
の
窪
み
に
溜
ま
っ
て
い

た
水
で
墨
を
摺
り
、
歌
を
詠
ん
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
ん
な
歌
だ
っ
た

の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

宝
福
寺
へ
は
館
林
駅
か
ら
９
キ
ロ
ほ

ど
、　

硯
石
へ
は
渋
川
駅
か
ら
１
０
キ

ロ
ほ
ど
で
す
。　

    　
（
山
川
蓮
生
）

宝福寺宝福寺硯石硯石

　

引
き
続
き
感
染
症
の
影
響

を
う
け
て
お
り
、
中
止
、
縮

小
、
延
期
の
行
事
が
多
数
あ

り
ま
す
が
、
各
法
要
は
粛
々

と
感
染
症
対
策
を
と
り
な
が

ら
実
施
い
た
し
て
お
り
ま

す
。

●
第
95
回
仏
教
文
化
講
座

八
月
一
日
か
ら
五
日
に
か
け

て
仏
教
文
化
講
座
が
開
講
さ

れ
ま
し
た
。
感
染
症
対
策
と

し
て
定
員
を
半
減
し
て
予
約

制
と
し
、
ま
た
ラ
イ
ブ
配
信

は
予
約
不
要
で
、
来
山
せ
ず

に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
に
配
慮
し
ま
し
た
。

　

一
日
目
は
、
法
主
殿
御
親

講
で
前
年
に
引
き
続
き
『
往

生
講
式
』
の
講
読
で
し
た
。

　

二
日
目
は
、
学
習
院
大
学

名
誉
教
授
高
埜
利
彦
先
生
に

江
戸
時
代
の
専
修
寺
の
お
話

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

三
日
目
は
、
龍
谷
大
学
名

誉
教
授
深
川
宣
暢
先
生
に
世

界
の
中
で
浄
土
真
宗
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
お
話
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

四
日
目
は
、
宗
教
学
者
正

木
晃
先
生
に
ブ
ッ
ダ
の
仏
教

と
日
本
仏
教
の
比
較
を
と
お

し
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

五
日
目
は
、
正
泉
寺
住
職

北
島
恒
陽
先
生
に
仏
教
で
の

葬
祭
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ

き
、
五
日
間
の
日
程
を
お
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

●
中
止
・
延
期
さ
れ
た
行
事

は
第
24
回
現
代
と
仏
法
を
考

え
る
集
い
、
坊
守
研
修
会
、

聞
法
会
な
ど
多
く
あ
り
ま

す
。
ご
予
定
い
た
だ
い
て
い

た
皆
さ
ま
に
は
申
し
訳
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。



九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

讃
仏
会

十
月
一
日
〜
三
日

資
堂
講
法
会

十
月
二
十
九
日

第
26
回
教
学
院
研
究
発
表
大
会

十
一
月
三
日
〜
四
日

納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
日
〜
十
日

秋
法
会

十
二
月
八
日
〜
十
日

中
興
上
人
御
正
当

三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　
　

２
８
１
９

　

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺
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寺
院
名

※
疾
病
の
拡
散
防
止
の
お
願
い

　

参
詣
の
際
や
、
行
事
等
に
ご
参
加
い
た
だ
く
場
合

に
は
、
引
き
続
き
感
染
防
止
対
策
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
状
況
に
よ
り
各
種
行
事
が
中
止
ま
た
は

内
容
が
変
更
さ
れ
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

YouTube チャ
ンネルを開設
いたしました。
ホームページ
のリンクから
ご覧ください。

専修寺
YouTube
チャンネル

●　

行 

事 

案 

内

※
秋
期
に
予
定
し
て
お
り
ま

し
た
第
28
回
法
話
発
表
会
・

第
70
回
檀
信
徒
研
修
会
は
延

期
で
す
。

※
左
記
の
行
事
は
昨
今
の
状

況
に
よ
り
開
催
未
定
で
す
。

●
責
任
役
員
会

●
第
41
回
坊
守
・
婦
人
会
合
同
研
修
会

ご
本
尊
は
本
山
で

　

家
ご
も
り
の
日
々
が
続
き
ま
す

が
、
こ
の
機
会
に
、
い
つ
も
よ
り

少
し
丁
寧
に
、
ご
自
宅
の
お
仏
壇

で
手
を
合
わ
せ
ま
せ
ん
か
。

　

ま
た
、
新
屋
の
お
家
で
も
お
仏

壇
を
ご
用
意
い
た
だ
い
て
、
手
を

合
わ
せ
る
生
活
を
は
じ
め
ま
せ
ん

か
。

　

お
仏
壇
の
ご
本
尊
は
、
お
仏
壇

屋
さ
ん
で
買
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
本
山
か
ら
下
附
し
て
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
本
山

で
は
木
像
の
阿
弥
陀
さ
ま
は
下
附

し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
木
像
の

後
ろ
に
御
裏
書
を
掛
け
ま
し
ょ

う
。

　

山
内
、案
内
所
で
ご
本
尊
の「
御

真
向
様
」
や
「
御
裏
書
」
を
お
取

り
扱
い
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
案
内
所
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

お
七
夜
献
書
展　

作
品
募
集

　

左
記
の
課
題
で
第
51
回

お
七
夜
献
書
展
の
応
募
作

品
を
募
集
し
て
お
り
ま

す
。
詳
細
は
宗
務
院
（
電
話

０
５
９
・
２
３
２
・
４
１
７
１
）

ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
応
募

要
項
を
ご
希
望
の
方
に
郵
送
さ

せ
て
い
だ
き
ま
す
。

感
染
症
対
策
の
た
め
納
骨
堂
へ
の
お

参
り
は
四
日
午
後
か
ら
七
日
ま
で
の

間
で
、
案
内
状
で
割
り
当
て
ら
れ
た

参
詣
日
に
お
願
い
致
し
ま
す
。
三
日

と
四
日
午
前
中
は
、
納
骨
堂
・
第
二

納
骨
堂
を
閉
鎖
し
ま
す
。
詳
し
く
は

総
合
案
内
所
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。


