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弥
陀
の
誓
い
に
あ
う
と
思
え
ば
」 

 

良
寛

　
良
寛
は
、
名
主
の
長
男
と
し
て
、
越
後
に
生
ま
れ
た
。
十
八
歳
の
と
き
出
家
し

て
、
二
十
二
歳
ご
ろ
に
玉
島
（
岡
山
県
倉
敷
市
）
の
円
通
寺
の
国
仙
和
尚
に
師
事

あ
ん
ぎ
ゃ

し
て
、
十
二
・
三
年
修
行
の
後
、
国
仙
和
尚
よ
り
、
印
可
証
明
さ
れ
、
諸
国
行
脚

た
く
は
つ

の
旅
に
出
た
と
さ
れ
ま
す
。
生
涯
寺
を
持
た
ず
、
一
生
托
鉢
を
し
な
が
ら
全
国
を

巡
り
、
あ
る
時
は
子
ど
も
た
ち
と
遊
び
、
時
に
は
庵
に
こ
も
り
和
歌
や
漢
詩
を
つ

く
り
墨
で
し
た
た
め
、
乞
こ
わ
れ
る
ま
ま
に
、
人
々
に
与
え
ま
し
た
。

話
を
も
っ
て
良
寛
の
生
涯
を
語
る
事
が

出
来
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。

　
板
橋
興
宗
著
「
良
寛
さ
ん
と
道
元
禅

師
」
に
は
、
良
寛
さ
ん
に
つ
い
て
例
話

を
出
さ
れ
て
「
蝉
の
声
を
自
分
か
ら
聞

こ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
聞
こ

う
と
す
る
前
に
、
既
に
聞
こ
え
て
い
る

事
実
。
そ
れ
に
親
し
む
事
。
そ
れ
が

ぜ

つ

が

く

む

い

せ
ん
さ
く

絶
学
無
為
で
あ
る
。
頭
の
中
で
詮
索
す

る
ま
え
の
事
実
を
か
ら
だ
で
知
っ
て
い

ひ

し

り

ょ

る
こ
と
。
そ
の
非
思
慮
の
努
力
を
良
寛

さ
ん
に
学
ぶ
こ
と
が
、
良
寛
さ
ん
を

け

い

ぼ

敬
慕
す
る
最
大
の
道
で
あ
る
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
板
橋
興
宗
氏
は
、
良
寛
さ
ん
の
最
晩

年
に
書
か
れ
た
一
通
の
手
紙
を
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。
新
潟
で
大
地
震
で
数
千

人
死
者
が
出
た
と
き
、
故
郷
の
親
戚
に

出
し
た
見
舞
い
状
に
は
、

　
地
震
は
ま
こ
と
に
大
変
に
候
　

　
野
僧
、
草
庵
は
何
ご
と
も
な
く

　
親
類
中
死
者
も
な
く

　
め
で
度
く
存
知
候

　
う
ち
つ
け
に
死
な
ば
　

　
死
な
ず
て
な
が
ら
へ
て

　
か
か
る
う
き
目
を
見
る
わ
び
し
さ
　

　
し
か
し
　

良寛と子供の図( 相馬御風記念館)

　
そ
の
浮
世
離

れ
し
た
禅
僧
の

生
涯
は
、
今
に

伝
わ
る
多
く
の

ぐ

う

わ

寓
話
が
、
親
し

み
を
持
っ
て
語

り
継
が
れ
て
い

ま
す
。
　
　

こ
う
し
た
表
面

的
な
奇
行
・
寓

　
災
難
に
逢
う
時
節
に
は

　
災
難
に
逢
う
が
よ
く
候

　
死
ぬ
る
時
節
に
は
死
ぬ
が
よ
く
候
　

　
是
は
こ
の
災
難
を
の
が
る
る

　
妙
法
に
て
　
候

　
と
書
い
た
と
あ
る
。
生
涯
を
諸
国
行
脚

し
て
一
生
を
終
え
た
良
寛
さ
ん
の
生
き
様

を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
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〈
根
源
的
暴
力
〉
と
い
う
こ
と

　 
 
 

浄
信
寺
候
補
衆
徒 

羽
塚
　
高
照

　
衣
食
住
の
い
ず
れ
の
場
面
を
と
っ
て

み
て
も
、
人
は
何
ら
か
の
も
の
を
〈
所

有
〉
し
て
い
る
。
〈
所
有
〉
と
は
人
が

何
も
の
か
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
何
か
を
〈
奪
う
〉
こ
と
に

外
な
ら
な
い
。
人
間
は
他
の
い
の
ち
を

食
物
と
し
て
摂
取
せ
ず
に
は
生
き
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
そ
れ
は
自
明
で
あ
る
。

　
平
和
的
な
営
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
農
業a

g
r
i
c
u
l
t
u
r
e

と
い
う
場
面
で

あ
っ
て
も
、
た
と
え
ス
キ
、
ク
ワ
を
地

面
に
い
れ
る
と
い
う
行
為
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
は
自
然
を
何
ら
か
の
か
た
ち

で
変
容
さ
せ
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。

大
地
を
と
と
の
え
、
治
水
を
行
う
こ
と

は
、
自
然
を
変
容
さ
せ
、
人
間
の
支
配

下
に
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
明

c
u
l
t
u
r
e

と
は
、
本
質
的
に
、
何
か
を

（
人
間
の
環
境
に
合
わ
せ
て
）
変
容
さ

せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
が
生

き
て
い
く
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
〈
暴

力
〉
の
行
使
と
い
う
こ
と
が
そ
の
根
源

に
あ
る
。

　
古
代
イ
ン
ド
の
神
話
「
プ
ル
シ
ャ
讃

歌
」
で
は
、
供
犠
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る

「
原
人
」
が
解
体
さ
れ
、
そ
の
体
の
部

位
か
ら
世
界
が
創
造
さ
れ
た
こ
と
が
語

ら
れ
る
。
「
原
人
」
が
破
壊
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
世
界
は
で
き
あ
が
っ
た

と
い
う
。
つ
ま
り
、
現
に
あ
る
世
界
に

お
い
て
、
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
に

は
、
す
で
に
、
大
い
な
る
も
の
の
破
壊

が
先
行
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
何
で
あ
れ
〈
生
〉
に
は
〈
死
〉
が
そ

れ
に
先
ん
じ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
こ
の
根
源
的

事
実
か
ら
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
〈
負
債
〉
を
か
か
え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
負
債
は
、

祭
式
行
為
に
よ
っ
て
代
償
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

　
〈
生
〉
を
存
続
さ
せ
て
い
く
に
は
、

今
度
は
、
み
ず
か
ら
の
命
を
犠
牲
と
し

て
さ
さ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
イ
ン
ド
に
限
ら
ず
世
界
中
の
宗
教

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
〈
供
犠
〉
と
い

う
祭
式
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
で
、
み

ず
か
ら
の
〈
生
〉
を
、
あ
る
い
は
共
同

体
と
し
て
の
〈
生
〉
を
象
徴
さ
せ
た
も

の
の
い
の
ち
を
意
図
的
に
奪
い
、
死
に

い
た
ら
し
め
る
こ
と
で
行
わ
れ
る
。
そ

れ
に
よ
り
、
〈
死
〉
と
い
う
根
源
へ
と

回
帰
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
〈
生
〉
へ
と

復
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
式
的
に

示
せ
ば
「
死
→
生
→
死
→
生
・
・
・
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
イ
ン
ド
で
は
こ

れ
は
輪
廻
思
想
と
し
て
体
系
化
さ
れ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
※

　
で
は
、
人
が
根
源
的
な
暴
力
と
い
う

も
の
を
避
け
て
は
生
き
ら
れ
な
い
、
と

す
る
な
ら
ば
、
仏
教
は
、
い
か
な
る
態

度
で
生
き
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
の

か
？

　
仏
教
に
は
「
不
殺
生
」
と
い
う
根
本

的
な
戒
律
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的

に
誰
か
を
傷
つ
け
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
な
く
、
行
為
に
は
「
身
・
口
・
意
」

の
三
種
が
あ
る
と
さ
れ
、
物
理
的
な
暴

力
の
み
な
ら
ず
、
口
に
だ
す
暴
力
、
さ

ら
に
は
心
の
な
か
で
行
わ
れ
る
暴
力
も

戒
め
ら
れ
る
。

　
言
葉
や
心
に
よ
る
暴
力
と
は
、
身
体

的
〈
暴
力
〉
が
発
露
さ
れ
る
以
前
の
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

は
、
そ
れ
ら
の
暴
力
は
、
〈
怒
り
〉
あ

る
い
は
〈
憎
し
み
〉
と
い
う
か
た
ち

で
、
み
ず
か
ら
の
内
面
に
存
在
す
る
。

た
と
え
、
突
発
的
な
〈
暴
力
〉
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
は
心
に
お
い
て
あ
ら
か
じ

め
、
種
が
蒔
か
れ
て
い
る
が
ご
と
く

に
、
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
仏
教
で
は
、
〈
寂
静
〉
、
つ
ま
り

〈
怒
り
〉
や
〈
憎
し
み
〉
の
な
い
安
ら

か
な
る
境
地
が
勧
め
ら
れ
る
。
そ
の

〈
寂
静
〉
と
は
、
身
・
口
・
意
い
ず
れ

に
お
い
て
も
暴
力
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と

の
な
い
状
態
を
言
う
が
、
人
の
根
源
に

避
け
が
た
い
暴
力
性
が
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
〈
寂
静
〉
と
は
、
何
も
な
い
、

静
的
な
状
態
で
あ
る
と
言
う
だ
け
で

は
、
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
い
ま

こ
こ
な
る
自
分
の
存
在
を
常
に
自
覚
し

つ
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
存

在
の
根
底
に
あ
る
、
闇
雲
に
動
き
回
ろ

う
と
す
る
欲
望
を
制
御
す
る
、
み
ご
と

な
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
状
態
で
あ
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る
。

　
　
　
　
　
　
※

　
古
代
イ
ン
ド
以
来
の
祭
式
文
化
は
、

祭
式
儀
礼
と
い
う
、
外
的
な
特
別
な
場

を
も
う
け
て
、
そ
こ
で
人
間
の
根
源
的

〈
負
債
〉
を
代
償
す
る
。
そ
の
祭
式

は
、
家
族
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
地

縁
、
血
縁
を
ユ
ニ
ッ
ト
と
す
る
共
同
体

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
社

会
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
初
期
の

仏
教
で
は
、
そ
の
祭
式
文
化
を
否
定

し
、
社
会
的
な
関
係
性
を
捨
て
、
出
家

す
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。

　
社
会
的
な
関
係
性
を
捨
て
る
、
と
い

う
こ
と
は
、
外
的
な
依
存
を
な
く
す
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
思
考

の
行
く
先
は
、
必
然
的
に
自
己
の
内
面

へ
と
む
か
う
。
仏
教
に
お
い
て
、
な
く

す
べ
き
も
の
、
死
に
い
た
ら
し
め
な
く

て
は
い
け
な
い
も
の
は
、
〈
供
犠
〉
と

い
う
外
な
る
も
の
で
は
な
く
、
内
な
る

〈
渇
愛
（
深
層
の
欲
望
）
〉
で
あ
り

〈
無
明
〉
で
あ
る
。

　
出
家
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
な
労

働
と
家
族
（
＝
子
孫
の
存
続
）
と
い
う

社
会
的
義
務
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ

る
。
食
料
は
「
托
鉢
」
に
よ
っ
て
得

る
。
托
鉢
に
は
、
午
前
中
に
か
ぎ
る
、

わ
ざ
わ
ざ
準
備
さ
れ
た
も
の
は
い
け
な

い
、
注
文
し
て
は
い
け
な
い
、
な
ど
の

細
か
い
規
定
が
あ
る
。
ま
た
、
原
則
的

に
は
、
自
然
に
な
っ
て
い
る
木
の
実
で

さ
え
も
自
分
で
採
る
こ
と
は
禁
じ
ら

れ
、
誰
か
に
と
っ
て
も
ら
っ
て
そ
れ
を

施
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
徹
底
し
て
、
〈
非-

暴

力
〉
＝
〈
寂
静
〉
で
あ
ろ
う
と
す
る
営

み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
※

　
し
か
し
、
出
家
生
活
が
、
全
く
の
非

暴
力
で
な
り
た
っ
て
い
る
と
は
言
い
切

れ
な
い
。
そ
れ
は
間
接
的
に
で
あ
れ
、

他
の
い
の
ち
を
奪
っ
て
生
き
て
い
る
わ

け
で
あ
る
し
、
ま
た
、
労
働
を
他
者
に

委
ね
る
こ
と
が
非
暴
力
で
あ
る
と
言
う

な
ら
ば
、
そ
れ
は
手
の
こ
ん
だ
偽
善
で

あ
る
。
し
か
し
、
本
来
的
に
は
、
出
家

の
身
に
お
い
て
非
暴
力
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
者
に
こ
そ
、
い
わ
ば
逆
説
的

に
、
よ
り
い
っ
そ
う
、
自
己
存
在
へ
の

よ
り
深
い
執
着
が
自
覚
さ
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。
「
善
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ

と
は
、
み
ず
か
ら
の
「
悪
」
を
自
覚
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
在
家
者
か
ら
み
る
と
、
出
家

者
の
存
在
は
、
み
ず
か
ら
の
生
活
と
は

真
逆
で
あ
る
〈
非-

暴
力
〉
を
実
現
（
し

よ
う
と
）
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
出

家
者
の
存
在
に
よ
っ
て
、
在
家
者
は
、

異
な
っ
た
価
値
を
自
己
の
内
面
に
映
し

出
し
、
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
暴
力
性
と

い
う
根
源
的
な
問
題
を
自
覚
す
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
構
造
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
理
想
的
な
事
態
で

あ
っ
て
、
あ
る
こ
と
が
理
念
化
さ
れ
、

制
度
化
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
少
な
か
ら

ず
、
形
骸
化
し
、
堕
落
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
、
何
事
に
も
あ
る
。
出
家
し

て
い
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
「
出
家
―
在
家
」
と
い
う
構

造
が
機
能
す
る
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代

で
あ
っ
て
も
、
困
難
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。

　
し
か
し
、
で
は
そ
こ
で
終
わ
り
か
と

い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
の
根

源
的
暴
力
へ
の
自
覚
は
、
出
家
と
い
う

制
度
が
無
化
さ
れ
た
と
き
に
、
ふ
た
た

び
、
さ
ら
に
深
く
自
覚
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
み
ず
か
ら
の
存

在
を
、
「
非
僧
非
俗
」
と
言
い
、
ま
た

内
面
的
に
は
、
「
罪
悪
深
重
の
凡
夫
」

と
自
覚
す
る
。
出
家
と
い
う
外
へ
の
依

存
が
無
意
味
化
し
た
と
き
、
内
へ
悪
の

意
識
は
い
よ
い
よ
進
む
の
で
あ
る
。

　
「
人
は
そ
の
よ
う
な
矛
盾
を
抱
え
た

ま
ま
生
き
る
も
の
だ
」
と
諦
念
で
き
る

だ
ろ
う
か
？
　
い
や
、
み
ず
か
ら
の
存

在
へ
の
「
悪
」
の
自
覚
が
す
す
め
ば
、

そ
の
先
に
あ
る
、
よ
り
ひ
ろ
い
人
類
そ

の
も
の
、
人
類
の
歴
史
と
い
う
こ
と

も
、
否
定
し
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
は
、
生
き
る
こ
と
自
体
へ
の

否
定
で
あ
り
、
人
は
そ
こ
で
虚
無
へ
と

ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
人
は
こ
の

身
を
も
っ
て
生
き
続
け
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
解
決
し
よ
う
の
な
い
矛

盾
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
※

　
こ
の
不
可
能
性
は
ど
う
す
れ
ば
引
き

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

　
よ
し
ん
ば
悪
の
意
識
・
罪
の
意
識

は
、
自
ら
の
内
か
ら
出
て
く
る
も
の
だ

と
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
の
闇
を
破
る

明
る
さ
、
そ
れ
を
包
み
こ
む
明
る
さ

は
、
自
ら
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
し
か

は
た
ら
い
て
こ
な
い
。
確
か
に
私
た
ち

は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
、
自
分
の
口

を
動
か
し
て
声
に
出
し
て
称
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
称
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、

そ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
回
向

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
、
浄
土
か
ら
の

は
た
ら
き
か
け
で
あ
る
と
い
う
。
「
み

ず
か
ら
を
超
え
た
と
こ
ろ
」
か
ら
の
明

る
さ
で
し
か
、
私
た
ち
の
闇
は
破
る
こ

と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
絶
対
他

力
の
教
え
で
あ
ろ
う
。

　 

（
大
谷
大
学
非
常
勤
講
師
仏
教
学
）
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聞
い
て
み
な
ん
せ
　
ま
こ
と
の
道
を

　
無
理
な
教
え
じ
ゃ 

な
い
わ
い
な
　
　

き
の
う
聞
く
の
も
　
今
日
ま
た
聞
く
も

　
ぜ
ひ
に
来
い
と
の 

お
よ
び
声

重
荷
せ
負
う
て
　
山
坂
す
れ
ど

　
御
恩
お
も
え
ば 

苦
に
な
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

（
お
軽
）

　
下
関
市
彦
島
の
北
西
約
五
キ
ロ
の
海

ひ
び
き
な
だ

上
の
響
灘
に
浮
か
ぶ
溶
岩
台
地
で
で
き

た
六
連
島
が
あ
る
。
古
く
は
日
本
書
紀

ち
ゅ
う
あ
い
き

も

つ

り

と

う

の
仲
哀
紀
に
「
没
利
島
」
と
し
て
登
場

す
る
歴
史
の
あ
る
島
で
す
。
明
治
四
年

に
建
て
ら
れ
た
日
本
最
古
級
の
洋
式

う

ん

も
げ

ん

ぶ

が

ん

灯
台
や
天
然
記
念
物
の
雲
母
玄
武
岩

な
ど
の
名
所
旧
跡
が
多
く
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
六
連
島
に
、
お
軽(

於

軽)

さ
ん
は
、
今
か
ら
二
百
年
ほ
ど
前

の
享
和
元
年
に
、
こ
の
島
で
生
ま
れ

た
。
十
九
歳
で
、
幸
七
と
い
う
二
十

八
歳
の
青
年
を
養
子
に
迎
え
ま
し
た

が
、
夫
婦
に
破
局
の
訪
れ
る
の
は
早

か
っ
た
。
夫
に
愛
人
が
で
き
、
子
供

を
連
れ
て
自
殺
ま
で
考
え
る
よ
う
に

な
り
、
島
に
唯
一
あ
る
西
教
寺
に
通

い
始
め
浄
土
真
宗
に
ご
縁
を
頂
か
れ

て
、
自
ら
の
人
生
を
悩
み
な
が
ら
の

に
く

の
ろ

う
ら

ね
た

聞
法
で
、
人
を
憎
み
呪
い
怨
み
妬
た

ざ
い
あ
く
じ
ん
じ
ゅ
う

む
自
分
自
身
の
こ
と
を
、
罪
悪
深
重

ぼ

ん

ぷ

の
凡
夫
と
い
う
言
葉
が
胸
に
迫
っ
て

く
る
思
い
に
気
が
つ
か
れ
て
、
聞
法

の
日
々
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　
や
が
て
三
十
五
歳
に
な
っ
た
お
軽

わ
ず
ら

さ
ん
は
生
死
を
さ
ま
よ
う
大
病
を
患

い
、
如
来
さ
ま
の
お
慈
悲
が
し
み
じ

み
と
、
実
感
と
し
て
味
あ
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
お
軽
さ
ん

は
、
次
か
ら
次
へ
と
「
い
の
ち
」
の

う
た詩

と
も
言
う
べ
き
信
心
の
喜
び
の
詩
が

生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
文
字
を
一
字
も

読
み
書
き
で
き
な
い
お
軽
さ
ん
は
、
詩

が
思
い
浮
か
ぶ
と
西
教
寺
へ
か
け
こ
ん

ひ
つ
ろ
く

で
は
住
職
に
筆
録
し
て
も
ら
い
、
奉
公

に
で
て
い
る
子
供
た
ち
に
も
送
り
ま
し

た
。
や
が
て
夫
の
幸
七
や
六
人
の
子
供

た
ち
も
そ
ろ
っ
て
法
座
に
参
る
よ
う
に

な
り
、
念
仏
一
家
を
つ
く
り
あ
げ
ま
し

た
。
お
軽
さ
ん
は
、
五
十
六
歳
の
と

き
、
コ
レ
ラ
で
病
死
し
ま
し
た
が
、
息

を
引
き
取
る
数
か
月
前
に

　

た
ず

亡
き
あ
と
に
　
軽
を
尋
ぬ
る
人
あ
ら
ば

　
弥
陀
の
浄
土
に
　
行
っ
た
と
答
え
よ

と
の
詩
を
残
し
ま
し
た
。
お
軽
さ
ん
が

お
念
仏
に
出
会
い
お
念
仏
に
生
き
た
姿

そ
の
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
言
葉
で

す
。
読
み
書
き
で
き
な
か
っ
た
お
軽
さ

み
ょ
う
こ
う
に
ん

ん
が
、
今
に
語
り
継
が
れ
る
妙
好
人
に

な
っ
た
の
は
、
西
教
寺
で
の
ご
法
座
で

し
た
。
も
ち
ろ
ん
今
風
の
大
学
で
の
講

義
の
よ
う
な
法
話
で
は
な
く
て
、

ふ
し
だ
ん
せ
っ
き
ょ
う

節
談
説
教
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
改
め
て
節
談
説
教
の
ご
法
義

お
ん
じ
ょ
う
り
ょ
く

す
ご

（
音
声
力
）
の
凄
さ
を
思
い
ま
す
。
六

連
島
で
は
、
今
で
も
盆
に
は
夜
を
徹
し

て
盆
踊
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
に
お
軽
さ
ん
の
つ
く
っ
た
詩
が
「
盆

踊
り
歌
」
と
な
っ
て
伝
承
さ
れ
、
島
の

人
々
に
歌
い
つ
が
れ
て
い
る
。

　
お
軽
さ
ん
は
、
後
に
加
賀
の
お
千

な

が

と

代
、
大
和
の
清
九
郎
と
と
も
に
長
門
の

お
軽
と
し
て
真
宗
の
三
同
行
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
お
軽
さ
ん
を
讃
え
る
碑
が
西
教
寺
の

境
内
に
建
て
ら
れ
、
お
軽
の
事
跡
を
今

に
伝
え
て
い
る
。
死
後
西
教
寺
近
く
の

墓
地
に
夫
と
と
も
に
葬
ら
れ
て
お
り
、

今
も
そ
の
墓
に
は
多
く
の
人
が
参
拝
に

訪
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
六
連
島
に
は
下
関
市
竹
崎
よ
り
市
営

と

せ

ん

の
渡
船
で
お
よ
そ
二
十
分
の
行
程
。
是

非
に
機
会
が
有
れ
ば
、
六
連
島
を
訪
れ

て
み
た
い
の
で
あ
る
。

４

平成２１年１１月９日（月）

午前１０：００

勤行・説教・おとき

　住職の法話

 内容は？？？

聴いてのお楽しみに！

報 恩 講 勤 修

節
談
説
教
の
風
景

ひ

ゆ

い

ん

ね

ん

節
談
説
教
の
譬
喩
因
縁
で
語
ら
れ
る

み
ょ
う
こ
う
に
ん

か
る

む

つ

れ

じ

ま

　
　
　
　
　
妙
好
人
の
お
軽
さ
ん
の
六
連
島


