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【 

法
語 

】 
 

一
宗
の
繁
昌
と
申
す
は
、
人
の
多
く
あ
つ
ま
り
、 

威
の
大
な
る
事
に
て
は
な
く
候
。 

一
人
な
り
と
も
、
人
の
、
信
を
取
る
が
、 

一
宗
の
繁
昌
に
候
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』 

真
宗
聖
典
八
七
七
項 

 
 

 
 

 

【 

意
訳
・
解
説 

】 

「
一
宗
が
に
ぎ
わ
い
、
大
い
に
栄
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
が
多

く
集
ま
っ
て
、
大
変
な
威
厳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

一
人
で
あ
っ
て
も
、
信
心
を
得
た
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
、 

一
宗
が
繁
栄
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。」 

 

仏
法
に
遇
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
、
「
人
の
多
く
集
ま

る
こ
と
」
を
一
つ
の
目
標
に
も
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
へ
来
て
、
こ
の
一

年
の
状
況
。
三
密
（
密
集
・
密
接
・
密
閉
）
を
回
避
す
る
…
と
い
う
こ
と

へ
の
不
便
さ
も
感
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
お
言
葉
。
こ
れ
は
、

五
〇
〇
年
以
上
も
昔
の
蓮
如
上
人
の
お
言
葉
で
す
。 

大
学
卒
業
し
て
す
ぐ
の
頃
、
大
変
熱
心
な
御
門
徒
の
方
に
出
会
い
ま
し

た
。
ご
自
宅
を
会
場
に
、
当
時
宗
門
で
も
名
立
た
る
先
生
を
講
師
に
、
聞

法
会
を
開
い
て
お
ら
れ
る
方
で
し
た
。
近
年
は
年
賀
状
だ
け
の
お
付
き
合

い
で
し
た
が
、
共
通
の
知
人
を
通
じ
て
ご
縁
が
繋
が
り
連
絡
を
取
っ
た
と

こ
ろ
、
様
々
な
行
事
が
中
止
と
な
っ
た
今
年
も
休
む
こ
と
な
く
毎
月
の
会

を
続
け
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。 

「
こ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、
（
仏
法
を
）
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
。
」 

そ
う
言
わ
れ
た
言
葉
が
耳
に
響
い
て
い
ま
す
。 
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２ 

☆
巻
頭
法
話
『
年
頭
に
あ
た
り
』
☆ 

思
い
も
し
な
か
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
蔓
延

で
日
本
中
が
振
り
回
さ
れ
た
昨
年
で
し
た
。
昨
年
末
の
年
末
法

話
会
は
「
コ
ロ
ナ
禍
の
時
代
と
真
宗
門
徒
」
と
い
う
講
題
で
新

潟
市
の
田
澤
一
明
師
よ
り
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
私
た
ち
の
生
活
の
多
く
の
こ
と
を
変
貌
さ

せ
ま
し
た
が
、
私
に
と
っ
て
何
よ
り
大
き
な
変
化
を
感
じ
た
の

は
葬
儀
の
姿
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
も
兆
候
は
有
り
ま
し
た
が
、

家
族
葬
と
い
う
形
で
の
葬
儀
の
小
規
模
化
が
一
気
に
進
み
ま

し
た
。
商
業
主
義
に
流
さ
れ
て
必
要
以
上
に
肥
大
化
し
た
従
来

の
葬
儀
の
や
り
方
に
問
題
を
感
じ
て
は
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ

は
そ
れ
で
良
い
面
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
逆
に
、

心
か
ら
お
別
れ
を
し
た
い
と
願
う
人
と
の
別
れ
が
叶
わ
な
い

と
い
う
現
実
も
生
じ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
も
大
変
お

世
話
に
な
っ
た
方
の
死
を
知
ら
ず
、
何
カ
月
も
経
っ
て
か
ら
耳

に
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
有
り
ま
し
た
。
人
は
一
生
の
間

に
多
く
の
方
と
出
会
い
、
多
く
の
人
間
関
係
を
結
び
ま
す
が
、

そ
の
人
生
の
最
後
に
お
別
れ
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
別
れ
の
悲
し
み
を
癒
す
と
い
う
葬
儀
の
も
う
一

つ
の
意
味
さ
え
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
葬
儀
は

人
生
の
卒
業
式
で
も
あ
り
、
お
浄
土
の
入
学
式
で
も
あ
る
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
葬
儀
が
コ
ロ
ナ
禍
の
時
代
に
お
い

て
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。 

さ
て
、
柏
崎
市
に
コ
ロ
ナ
陽
性
者
が
発
生
す
る
と
、
市
長
さ

ん
が
防
災
行
政
無
線
で
市
民
に
報
告
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
最
後
に
必
ず
自
分
が
そ
う
い
う
立
場
に
な
っ
た
こ
と
も
考

え
、
人
権
に
は
十
分
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
と
付
け
加
え
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
市
長
さ
ん
が
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
そ
う
い
う
問
題
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
年
末
法
話
会
の
ご
講
師
の
お
話
の
中

で
、
親
鸞
聖
人
が
私
た
ち
人
間
の
有
様
を
言
い
当
て
た
お
言
葉

を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩

わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、
い
か
り
、
は
ら

だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、
ひ
ま
な
く
し
て
臨

終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
」

（
一
念
多
念
文
意
）
親
鸞
聖
人
に
し
て
打
ち
消
す
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
煩
悩
の
心
は
、
八
百
年
近
く
経
っ
た
現
代
の
私
た
ち

の
心
の
中
に
も
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
す
。
し
か

し
、
日
常
生
活
の
中
で
私
た
ち
は
そ
の
心
を
ほ
と
ん
ど
問
題
に

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
価
値
観
に
合
わ
な
い
者
は

排
除
し
、
常
に
自
分
中
心
の
中
に
安
心
を
見
出
し
て
い
る
私
た

ち
の
有
り
様
。
そ
の
心
を
明
ら
か
に
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る
の

が
仏
法
で
す
。「
仏
法
に
は
、
世
間
の
ひ
ま
を
か
き
て
き
く
べ
し
。

世
間
の
ひ
ま
を
あ
け
て
、
法
を
聞
く
べ
き
よ
う
に
思
う
事
、
あ

さ
ま
し
き
こ
と
な
り
。
仏
法
に
は
明
日
と
云
う
事
は
あ
る
ま
じ

き
」（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
）
と
い
う
厳
し
い
お
言
葉
も
あ



 

３ 

り
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
時
代
は
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
聴
聞

に
適
し
た
時
代
で
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
今
年
一
年
、
寺

も
感
染
予
防
に
努
め
な
が
ら
、
聞
法
の
場
を
開
い
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。 

 
 

 
 

 
 

合
掌 

（ 

住 

職 

） 

 
                  

☆
庫
裡
便
り 
 

   

◎
八
月
七
日
、
二
人
の
孫
が
本
山
で
得
度
式
を
受
式
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
こ
と
は
前
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
秋
彼
岸
会
に
住
職
、
当
院
、

准
坊
守
と
一
緒
に
出
仕
し
、
お
勤
め
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
姿
に
、
足
の

し
び
れ
は
大
丈
夫
か
と
心
配
し
て
い
ま
し
た
が
、
緊
張
し
な
が
ら
最
後

ま
で
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
。
参
詣
の
ご
門
徒
の
皆
様
か
ら
温
か
い
言
葉

を
か
け
て
い
た
だ
い
た
二
人
は
笑
顔
も
み
ら
れ
、
思
い
出
に
残
る
初
出

仕
に
な
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

◎
昨
年
の
春
彼
岸
か
ら
お
斎
を
寺
で
作
れ
な
く
な
り
、
何
と
も
張
り
合

い
の
無
い
一
年
に
な
り
ま
し
た
。
仕
出
し
屋
さ
ん
に
お
願
い
し
て
お
持

ち
帰
り
お
斎
を
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
年
も
状
況
を
み

な
が
ら
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
ご
理
解
い
た
だ
き
寺
の
行
事

に
ご
参
加
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

◎
門
前
の
掲
示
板
の
言
葉
は
そ
の
時
々
仏
様
の
願
い
を
書
か
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
三
十
年
前
ご
門
徒
の
皆
様
の
お
賽
銭
を
積
み
立
て

て
形
に
し
た
掲
示
板
で
し
た
。
初
心
を
忘
れ
ず
発
信
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

     
浄
敬
寺
の
日
々
の
出
来
事
か
ら 

坊
守
の
所
感
を
お
伝
え
し
ま
す
。 

お
知
ら
せ 

皆
様
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
七
月
豪
雨
の
救
援
金

（
三
万
四
千
円
）
は
、
本
山
の
救
援
本
部
に
届
け
ま
し
た
。 

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  



 

４ 

☆
二
〇
二
〇
年
後
半
を
振
り
返
っ
て 

 
◎
秋
彼
岸
（
お
中
日
・
九
月
二
十
二
日
）
法
話 

当
院 

時
間
を
短
縮
し
、
お
と
き
を
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
く
形
で
勤
め
ま
し
た
。
学

校
休
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
夏
休
み
に
得
度
し
た
唯
信
・
顕
信
も
お
装
束
を

つ
け
て
お
勤
め
を
し
ま
し
た
。
僧
侶
と
し
て
仏
道
を
歩
み
始
め
た
こ
と
を
、
皆

様
と
一
緒
に
喜
ん
だ
お
彼
岸
で
し
た
。
左
記
、
法
話
要
旨
で
す
。 

  

◎
報
恩
講
お
引
上
げ
（
十
月
八
日
） 

五
月
十
九
日
か
ら
延
期
し
て
の
お
勤
め
で
し
た
。
お
馴
染
み
の
今
泉
温
資

先
生
の
ご
法
話
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
日
々
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
お
念
仏
の
教

え
の
も
と
で
私
た
ち
は
こ
の
難
局
を
必
ず
乗
り
越
え
て
い
け
る
…
と
、
熱
の

こ
も
っ
た
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

真
宗
門
徒
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
御
仏
事
が
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
命
日
の

報
恩
講
で
す
。
例
年
よ
り
も
勤
行
次
第
を
時
間
短
縮
し
、
坊
守
が
丹
精
込
め
て

準
備
す
る
手
作
り
の
お
と
き
を
残
念
な
が
ら
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
法
要
を
中
止
す
る
こ
と
な
く
厳
修
で
き
ま
し
た

こ
と
、
ご
出
仕
の
法
中
御
寺
院
方
に
も
、
お
手
伝
い
・
ご
参
詣
い
た
だ
い
た
皆

様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

昨
年
に
引
き
続
き
、
村
井
氏
よ
り
ビ
オ
ラ
の
演
奏
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
馴
染
み
深
い
名
曲
の
数
々
を
弾
い
て
い
た
だ
き
、
心
温
ま
る
ひ
と
時
を
過

ご
し
ま
し
た
。 

◎
赤
倉
有
縁
講 

団
参
（
十
一
月
十
三
～
十
四
日
） 

 

実
施
で
き
る
か
不
安
な
状
況
で
し
た
が
、
急
な
誘
い
を
受
け

て
、
四
名
で
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
有
縁
講
幹
事
の
上
越
居
多

ヶ
浜
記
念
堂
・
古
海
先
生
と
一
緒
の
記
念
写
真
で
す
。 

 

『
赤
倉
ホ
テ
ル
の
念
仏
ば
あ
ち
ゃ
ん
』
の
映
写
会
と
古
海
先

生
の
講
演
会
が
六
月
十
九
日
に
産
業
文
化
会
館
で
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
様
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

（ 

坊
守 

記 

） 
 

◎
年
末
法
話
会   

法
話 

田
澤 

一
明 

師  

（
十
二
月
十
三
日
） 

「
コ
ロ
ナ
禍
の
時
代
と
真
宗
門
徒
―
宗
祖
現
代

い

ま

に
ま
し
ま
せ
ば
―
」 

 

二
年
ぶ
り
に
、
新
潟
市
南
区
の
明
誓
寺
住
職 

田
澤
一
明
先
生
か
ら
お
話
い

た
だ
き
ま
し
た
。
現
在
、
世
界
中
の
人
々
の
生
活
を
一
変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
を
我
々
は
真
宗
門
徒
と
し
て
、
ど
う
受
け
止
め
た
ら
よ
い
の

か
？
と
い
う
疑
問
に
直
面
し
て
い
ま
す
。 

真
宗
門
徒
に
つ
い
て
、
田
澤
先
生
は
曽
我
量
深
先
生
の
言
葉
「
真
宗
門
徒
の

学
び
と
は
赤
表
紙
と
新
聞
の
間
に
身
を
置
く
教
え
」
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
赤

表
紙
（
赤
本
）
の
教
え
に
依
れ
ば
現
実
が
お
ろ
そ
か
に
。
現
実
に
依
れ
ば
教
え

が
お
ろ
そ
か
に
。
そ
の
中
間
に
身
を
置
い
て
生
活
す
る
。
そ
れ
が
真
宗
門
徒
で

あ
る
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

現
在
、
三
密
を
避
け
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
、
社
会
形
態
が
変
わ
り
不
満
も
あ

る
が
、
そ
の
中
で
も
私
た
ち
は
良
か
れ
と
思
う
こ
と
を
見
出
し
、
そ
れ
を
享
受

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
過
去
と
同
じ
よ
う
に
そ
こ
に
ま
た
差
別
が
行
わ

れ
て
い
る
。
教
え
と
現
実
の
間
に
身
を
置
く
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
今
の
私
が

見
え
て
く
る
。
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

凡
夫
で
あ
り
、
自
分
が
仏
弟
子
に
成
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
光
（
仏
法
）

に
遇
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
こ
に
人
と
人
そ
し
て
共
感
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

と
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（ 

当
院 

記 

） 

二
〇
二
〇
年
は
何
処
も
生
活
様
式
が
一
変
し
て
い
ま
い
ま
し
た
。
で
す
が
、

こ
の
状
況
が
ず
っ
と
続
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
は
こ
の
世
は
「
諸

行
無
常
」
、
形
あ
る
も
の
は
常
に
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い

ま
す
。
現
在
の
世
界
的
な
こ
の
状
況
も
必
ず
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
時
、

ま
た
多
く
の
皆
様
か
ら
ご
聴
聞
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。 



 

５ 

☆
真
宗
門
徒
の
豆
知
識 

【パ
ー
ト
１
】  

 

真
宗
大
谷
派
門
首
が
交
代
さ
れ
ま
し
た 

 

二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
、
二
十
四
年
の
長
き
に
わ
た
り
門
首
の 

任
に
あ
た
ら
れ
た
大
谷
暢
顯
門
首
（
現
・
前
門
）
が
退
任
さ
れ
、 

大
谷
暢
裕
門
首
が
、
真
宗
大
谷
派
第
二
十
六
代
門
首
に
就
任
さ
れ 

ま
し
た
。
十
一
月
二
十
日
に
は
、
真
宗
本
廟
の
御
影
堂
・
阿
弥
陀
堂
に
て
、
門

首
継
承
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
様
子
は
、
東
本
願
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

             

☆
お
寺
潜
入
レ
ポ
ー
ト 

第
四
回
【
コ
ロ
ナ
禍
の
浄
敬
寺
】 

 

浄
敬
寺
の
中
の
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
内
部
情
報
？
）
を
准
坊
守
・

晴
香
目
線
で
お
知
ら
せ
す
る
『
お
寺
潜
入
レ
ポ
』
。
今
回
は
昨
年
を
振
り
返
り
、

コ
ロ
ナ
禍
の
日
々
と
こ
れ
か
ら
の
方
針
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

☆
行
事
の
中
止
・
延
期
・
再
考 

二
〇
二
〇
年
二
月
、
平
井
地
区
の
皆
様
に
お
当
番
を
し
て
い
た
だ
き
、
初
お

講
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
状
況
が
一
変
。
三
月
の
お
彼
岸
以
降
は
「
お
と
き
」

を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
昨
年
は
お
弁
当
を
お
持
ち
帰

り
い
た
だ
く
形
が
続
き
ま
し
た
。
主
な
変
更
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。 

・
報
恩
講
お
引
き
上
げ
・
・
・
五
月
か
ら
一
〇
月
に
延
期
し
て
お
勤
め 

・
夏
の
法
話
会
…
中
止 

・
盆
参
会
…
お
と
き
お
持
ち
帰
り
に
て
予
定
通
り
実
施 

・
夏
休
み
子
ど
も
お
楽
し
み
会 

…
時
短
版
お
念
珠
作
り
に
変
更 

・
定
例
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会
…
年
内
中
止 

・
し
ま
い
講
…
お
引
上
げ
の
延
期
に
よ
り
中
止 

・
年
末
法
話
会
…
予
定
通
り
開
催
、
懇
親
会
は
行
わ
ず 

 

☆
本
山
・
東
本
願
寺
の
対
応 

三
月
以
降
の
学
校
休
業
を
含
め
、
世
界
中
で

様
々
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、

宗
門
で
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
出
さ
れ
対
応
し
て
お

り
ま
す
。
そ
の
中
で
お
勤
ま
り
に
な
っ
た
十
一
月

の
御
正
忌
報
恩
講
は
、
お
勤
め
の
僧
侶
は
マ
ス
ク
、

前
に
は
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
お
と
き
で
は
一
人
ず

つ
独
立
し
た
席
に
・
・
・
と
、
ま
さ
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
こ
れ
か
ら
の
仏
事

を
行
っ
て
い
く
か
と
い
う
モ
デ
ル
を
示
さ
れ
た
法
要
で
し
た
。 

☆
新
年
以
降
の
浄
敬
寺
の
方
針 

念
仏
申
す
こ
と
、
と
も
に
唱
和
す
る
お
勤
め
、
語
り
合
う
場
、
い
わ
ば
「
密
」

を
大
事
に
し
て
き
た
仏
教
徒
、
真
宗
門
徒
で
す
の
で
、
苦
し
い
状
況
で
あ
る
こ

と
は
否
め
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
聴
聞
の
場
を
開
く
こ
と
を
あ
き
ら
め
ず
、
年

中
行
事
を
執
り
行
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

マ
ス
ク
・
消
毒
等
、
皆
様
に
は
引
き
続
き
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

大谷暢顯第 25 代門首

現・前門（釋浄如） 

大谷暢顯第 26 代門首

現・門首（釋修如） 

前門首とは 

いとこ 

父親の南米開教使発令に伴い 

幼少期にブラジルへ渡る 

 

ブラジルでは 

航空技術研究所に勤務 

されていた物理学者 

語学が堪能で 

門首就任のご挨拶は 3 か国 

のお言葉でお話されました 

豆知識！『門首』の意味 
門徒の先頭に立って聴聞する方…と

いう意味を込めて「首」という字を 

使います。真宗門徒は、仏法聴聞し、

念仏申すことが生活の中心です。 

 

ちょっこらご紹介 



 

６ 

☆
二
〇
二
一
年
前
半
の
行
事
予
定 

 
一
月
一
日 

 
 

 

修
正
会
勤
行 

 
 

朝
六
時
よ
り 

 

一
月
一
～
二
日 

 

年
始
参 

 
 

 
 

 

＊
真
宗
門
徒
の
一
年
は
、
御
本
尊
の
お
参
り
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う 

 

二
月
十
三
日
（
土
） 

歎
異
抄
を
よ
む
会 

午
前
九
時
～ 

 
 

三
月
十
三
日
（
土
）
歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

三
月
十
七
～
二
十
三
日 

春
彼
岸 

＊
お
中
日 

二
十
日
（
春
分
の
日
） 

午
前
十
時
半
～
法
話
・
勤
行
後
・
お
と
き 

 

四
月
十
日
（
土
）
歎
異
抄
を
よ
む
会 

 
午
前
九
時
～ 

 

五
月
十
九
日
（
火
）
報
恩
講
お
引
き
上
げ 

午
前
十
時
～ 

 

法
話 

今
泉 

温
資 

師 

引
き
続
き 

勤
行
・
お
と
き 

午
後
二
時
～ 

帰
敬
式 

 
 

六
月
十
二
日
（
土
） 

歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

六
月
十
九
日
（
土
）
第
十
組
同
朋
会
公
開
上
映
会 

午
後
二
時
～ 

 
 

 
 
  

  
  

映
画 

『
赤
倉
ホ
テ
ル
の
念
仏
ば
あ
ち
ゃ
ん
』 

会
場 

産
業
文
化
会
館 

文
化
ホ
ー
ル
に
て 

  

六
月
二
十
七
日
（
日
）
夏
の
法
話
会 

午
後
一
時
半
～ 

 
 

 

講
師 

佐
野 

明
弘 

師
（
石
川
県
加
賀
市
光
闡
坊
住
持
） 

  

七
月
十
四
日
（
火
）
盆
参
会
（
盆
内
）
両
日
と
も
十
時
半
～ 

 
 

 
 

十
五
日
（
水
） 

 

法
話
・
勤
行
・
お
と
き
が
あ
り
ま
す 

 

八
月
一
日
（
日
） 

夏
休
み
子
ど
も
の
集
い 

午
後
四
時
～ 

 

八
月
十
三
日
～
十
六
日 

盂
蘭
盆
会
（
お
盆
） 

十
三
日
・
・
・
午
前
六
時
よ
り 

本
堂
に
て
勤
行 

  

定
例
法
話
会
『
歎
異
抄
を
よ
む
会
』
の
ご
案
内 

＊
基
本
的
に
第
二
土
曜
日
午
前
九
時
よ
り 

＊
内
容 

『
歎
異
抄
』
の
解
説
、
正
信
偈
の
お
勤
め 

（
終
了
後
、
さ
さ
や
か
な
茶
話
会
あ
り 

＊
持
ち
物 

赤
本
・
念
珠
・『
歎
異
抄
』
の
冊
子 

  
＊
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
承
知
お
き
く

だ
さ
い
。
速
報
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。 

 

「
報
恩
講
」
は
、 

真
宗
門
徒
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
年

中
行
事
で
す 

 



 

７ 

＊
二
〇
二
一
年
五
月
一
九
日
（
水
） 

報
恩
講
お
引
上
げ
法
要
の
後
、
午
後
二
時
～
（
一
時
間
程
度
） 

＊
冥
加
金 

一
万
円
（
二
十
歳
以
下
の
方
五
千
円
） 

 

＊ 

☆
真
宗
門
徒
の
豆
知
識
【
パ
ー
ト
２
】 

兼 

浄
敬
寺
で
の
『帰
敬
式
』の
ご
案
内 

 

昨
年
の
組
の
御
遠
忌
法
要
に
て
帰
敬
式
が
執
り
行
わ
れ
る
予
定
で
し
た
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
延
期
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
年
は

報
恩
講
と
同
日
に
、
浄
敬
寺
本
堂
で
の
帰
敬
式
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。 

 ☆
帰 き

敬
式

き
ょ
う
し
き

と
は 

帰
敬
式
は
仏
弟
子
の
名
の
り
で
あ
る
法
名
を
い
た
だ
く
儀
式
で
あ
り
、
南
無
阿
弥

陀
仏
の
教
え
に
導
か
れ
て
、
我
が
人
生
を
生
き
る
た
め
の
出
発
式
で
す
。
で
す
か
ら
、

生
き
て
い
る
「
今
」
受
式
す
る
の
が
、
本
来
的
な
意
味
で
す
。 

帰
敬
式
で
は
法
名
が
授
与
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
法
名
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

の
か
、
続
い
て
解
説
し
て
い
き
ま
す
。 

 

☆
法
名
と
は 

法
名
に
は
必
ず
「
釋
」
の
一
字
が
入
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
釈
迦
様
の
一
字
を
い
た

だ
き
お
釈
迦
様
の
弟
子
、
仏
弟
子
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
病
む
こ
と
も
老
い
る
こ
と
も
、
そ
し
て
命
を
終
え
て
い
く
こ
と
を

も
内
包
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
命
を
還
し
て
い
く
身
で
あ
る
私
た
ち
が
今
ど
う
生
き

る
の
か
…
そ
の
問
い
に
向
き
合
い
、
真
実
に
目
覚
め
ら
れ
た
お
釈
迦
様
（
仏
陀
）
の

弟
子
と
し
て
、
依
り
処
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
名
の
り
が
法
名
で
す
。 

 

☆
浄
敬
寺
で
の
帰
敬
式
執
行
に
あ
た
っ
て 

帰
敬
式
は
、
御
本
山
や
別
院
、
ま
た
は
手
次
寺
院
の
住
職
の
よ
っ
て
執
行
さ
れ
ま

す
。
遠
方
ま
で
帰
敬
式
を
受
け
る
た
め
に
出
向
か
れ
る
の
が
困
難
な
方
に
…
と
昨
年

組
の
御
遠
忌
で
の
受
式
を
お
勧
め
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
組
の
御
遠
忌
が
次
年
度
以

降
に
延
期
さ
れ
、
帰
敬
式
に
つ
い
て
は
ま
だ
詳
細
が
決
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

今
年
、
浄
敬
寺
の
報
恩
講
の
際
に
帰
敬
式
を
計
画
い
た
し
ま
し
た
。 

こ
の
度
の
受
式
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
、
ま
た
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

☆
浄
敬
寺
で
の
帰
敬
式
詳
細 

    

お
申
し
込
み
は
四
月
三
〇
日
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。 

                     

 

帰
敬
式
式
次
第 

 

一
、
開
式

か
い
し
き

の
辞

こ
と
ば 

一
、
真
宗
宗
歌

し
ん
し
ゅ
う
し
ゅ
う
か

斉
唱

せ
い
し
ょ
う 

一
、
三さ

ん

帰
依

き

え

文も
ん 

一
、
剃
刀

て
い
と
う

の
儀ぎ 

一
、
執
行

し
っ
こ
う

の
辞

こ
と
ば 

一
、
法
名

ほ
う
み
ょ
う

伝
達

で
ん
た
つ 

一
、
誓ち

か

い
の
辞

こ
と
ば 

一
、
勤
行

ご
ん
ぎ
ょ
う 

一
、
法
話

ほ

う

わ 

一
、
恩
徳
讃

お
ん
ど
く
さ
ん

斉
唱

せ
い
し
ょ
う 

一
、
閉
式

へ
い
し
き

の
辞

こ
と
ば 

ち
ょ
っ
こ
ら 

解
説
＆
ご
案
内 

 

＊帰敬式受式の記念セット 

門徒肩衣、赤本、勤行お稽古用 CD等々 

・本堂にて椅子席で行います 

・当日、式の流れについてご説明します 



 

８ 

当
院
の
仏
教
名
言
集 

第
三
十
一
回 

『 

竹
林 

』 
 

 
 「

あ
つ
ま
れ
ど
う
ぶ
つ
の
森
」
と
い
う
ゲ
ー
ム
を
子
ど
も
達
と
遊
ん
で
い
ま

す
。
生
き
物
を
捕
っ
た
り
、
作
物
を
育
て
た
り
と
勝
ち
負
け
の
な
い
斬
新
な
ゲ

ー
ム
で
す
。
そ
の
ゲ
ー
ム
上
で
お
釈
迦
さ
ま
も
生
活
さ
れ
た
「
竹
林
精
舎
」
を

再
現
し
た
い
と
思
い
竹
を
植
え
た
の
で
す
が
、
翌
日
子
ど
も
達
に
伐
採
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
実
に
残
念
で
す
。
そ
の
竹
で
す
が
、
竹
の
性
質
は
仏
教
の

喩
え
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。 

特
に
新
潟
県
で
は
竹
と
仏
教
に
つ
い
て
熱
心
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
横
に
伸
び
る
竹
の
根
は
、
地
盤
を
固
く
す
る
の
で
、
自
然
界
で
最
も
恐

れ
ら
れ
る
地
震
に
も
耐
え
う
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
昔
か
ら
新
潟
県
で

は
「
地
震
の
時
は
竹
や
ぶ
に
入
れ
」
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
私

が
大
学
生
の
時
、
関
東
で
は
関
東
大
震
災
や
富
士
山
の
噴
火
が
警
戒
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、
友
人
と
関
東
大
震
災
が
起
こ
っ
た
ら
ど
う
す
る
？
と

話
し
合
っ
た
時
、
私
は
「
竹
や
ぶ
に
入
ら
ん
と
な
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
大
爆

笑
さ
れ
ま
し
た
。
関
東
で
は
そ
の
よ
う
な
伝
承
は
無
い
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
竹

林
は
、
安
心
で
き
る
確
か
な
場
所
と
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
浄
土
に
喩
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
こ
に
伸
び
る
竹
は
よ
く
し
な
り
折
れ
る
こ
と
の
な
い

如
来
の
智
慧
、
仏
法
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
竹
の
中
で
も
一
生
の
内
に

お
目
に
掛
か
れ
ば
願
い
が
叶
う
と
い
わ
れ
る
「
逆
さ
竹
」
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

お
念
仏
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
竹
に
ま
つ
わ
る
お
話
が
新
潟
で
伝
わ
っ
た
の
は
、

親
鸞
聖
人
が
新
潟
市
の
鳥
屋
野
潟
で
、
お
念
仏
の
布
教
を
願
わ
れ
て
竹
を
植

え
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
植
え
た
竹
は
「
逆
さ
竹
」
と
な
り
、

周
辺
は
広
大
な
竹
林
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
竹
林
と
逆
さ
竹
は
越
後
七
不

思
議
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

も
し
子
ど
も
達
が
こ
の
お
話
を
知
っ
て
い
た
ら
、
ゲ
ー
ム
内
に

「
竹
林
精
舎
」
が
で
き
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（ 

当 

院 

） 
 

 

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

世
の
中
全
体
が
新
型
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
脅
威
に
振
り
回
さ
れ
て
お
り
ま

し
た
が
、
仏
事
も
例
外
な
く
、
浄
敬
寺
の
報
恩
講
お
引
上
げ
は
春
か
ら
秋
に
変

更
、
三
条
別
院
の
お
取
り
越
し
報
恩
講
も
団
体
参
拝
を
受
け
入
れ
ず
教
区
内

で
お
勤
め
し
、
本
山
の
御
正
忌
報
恩
講
も
規
模
縮
小
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
、
蓮
如
上
人
が
報
恩
講
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
御
文
の
中
の
「
毎
年
不
欠
」
の

お
言
葉
通
り
に
そ
れ
ぞ
れ
お
勤
ま
り
に
な
っ
た
こ
と
、
報
恩
講
を
大
事
に
し

て
き
た
歴
史
の
重
み
を
改
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。 

別
院
報
恩
講
で
は
、
今
年
も
御
文
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
く
お
役
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
拝
読
し
な
が
ら
、
ご
自
宅
の
お
内
仏
の
御
文
箱
を
風
呂
敷
に
包

ん
で
持
参
し
、
浄
敬
寺
の
定
例
会
に
通
っ
て
く
だ
さ
っ
た
お
同
行
の
こ
と
を

想
い
ま
し
た
。
丁
寧
に
扱
う
・
丁
寧
に
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
少
し
若
い

頃
は
作
法
を
間
違
え
な
い
よ
う
・
読
み
違
え
な
い
よ
う
…
と
気
を
取
ら
れ
ま

し
た
が
、
少
し
歳
を
重
ね
た
今
、「
丁
寧
に
」
と
い
う
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
私
に
ま
で
届
い
て
き
た
歴
史
や
、
師
の
ご
恩
、
ご
縁
を

い
た
だ
い
た
方
々
と
の
出
遇
い
を
背
景
に
し
た
「
重
み
」
や
「
丁
寧
さ
」
と
い

う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す
。 

世
間
が
ど
れ
だ
け
目
ま
ぐ
る
し
く
動
い
て
も
、
今
の
自
分
を
育
て
て
く
だ

さ
っ
た
背
景
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
日
々
を
送
り
た
い
も
の
で
す
。 

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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