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【 

法
語 

】 
 

さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
、 

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
歎
異
抄
』
十
三
章 

真
宗
聖
典
六
三
四
項 

 
 

 
 

【 

意
訳
・
解
説 

】 

右
の
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
『
歎
異
抄
』
の
親
鸞
聖
人
と
門
弟
・
唯
円

の
対
話
で
す
。
現
代
風
に
意
訳
し
て
み
ま
す
。 

 

親
鸞
「
唯
円
房
は
私
の
言
う
こ
と
を
信
じ
ま
す
か
？
」 

唯
円
「
勿
論
で
す
！
」 

親
鸞
「
本
当
で
す
ね
。
そ
れ
な
ら
ば
、
人
を
千
人
殺
し
て
き
な
さ
い
。

そ
う
す
れ
ば
往
生
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
」 

唯
円
「
・
・
・
。
師
匠
の
仰
せ
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
身
の

器
量
で
は
、
一
人
た
り
と
も
殺
せ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
」 

親
鸞
「
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
あ
れ
だ
け
念
を
押
し
た
の
に
、
親
鸞
が
言
う

こ
と
を
信
じ
る
と
返
事
を
し
た
の
で
す
か
。」 

親
鸞
「
こ
れ
で
わ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
判
断
や
行
動
の
全
て
が
人
の
心

に
任
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
命
令
さ
れ
た
ら
従
え
る
は
ず
で
し

ょ
う
。
で
も
、
そ
う
さ
せ
る
縁
が
今
の
あ
な
た
に
は
な
い
。 

あ
な
た
の
心
が
善
く
て
殺
さ
な
い
の
で
は
な
い
の
で
す
。 

逆
に
、
人
を
殺
め
る
つ
も
り
な
ど
な
く
て
も
、
百
人
千
人
を
殺

す
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。」 

 

人
間
は
業
縁
存
在
で
す
。
あ
な
た
は
一
体
ど
こ
に
立
っ
て
物
事
を
見
て
い

る
の
か…

と
、
問
わ
れ
る
大
事
な
お
言
葉
で
す
。 
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２ 

☆
巻
頭
法
話
『
コ
ロ
ナ
禍
で
の
歩
み
』
☆ 

６
月
中
の
梅
雨
明
け
と
い
う
異
例
の
気
象
現
象
で
始
ま
っ

た
夏
は
、
連
日
の
厳
し
い
暑
さ
と
コ
ロ
ナ
の
第
七
波
の
感
染

拡
大
で
私
た
ち
の
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い

ま
す
。
特
に
コ
ロ
ナ
は
３
年
目
に
入
り
、
全
く
収
束
の
兆
し

が
見
え
ま
せ
ん
。
私
個
人
と
し
て
は
先
日
４
回
目
の
ワ
ク
チ

ン
接
種
を
行
い
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
接
種
率
も
上
ら
な
い

よ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
。
人
前
に
出
る
こ
と
の
多
い
私
と
し

て
は
、
少
し
で
も
感
染
リ
ス
ク
を
減
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
い
接
種
を
受
け
ま
し
た
が
、
人
に
よ
っ
て
は
、
私
の
家
内

（
坊
守
）
も
そ
う
で
し
た
が
、
か
な
り
の
副
反
応
に
苦
し
め

ら
れ
る
よ
う
で
、
そ
ん
な
こ
と
も
接
種
が
進
ま
な
い
原
因
の

よ
う
で
す
。
今
後
そ
う
い
う
心
配
の
な
い
ワ
ク
チ
ン
の
開
発

と
治
療
薬
の
普
及
が
収
束
へ
の
カ
ギ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。 

今
か
ら
百
年
ほ
ど
前
に
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
世
界
中
に
大
流

行
し
、
多
く
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
は
ご
存
知
か
と
思

い
ま
す
。
今
で
こ
そ
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
い
う
こ
と

で
ワ
ク
チ
ン
も
普
及
し
、
治
療
薬
も
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
れ
程
恐
れ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
た
だ
隔

離
と
マ
ス
ク
だ
け
で
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
代
で
し

た
。
最
終
的
に
日
本
で
は
四
十
五
万
人
の
方
が
亡
く
な
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
多
く
の
方
々
の
罹
患
に
よ
り
集

団
免
疫
を
得
て
収
束
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ス

ペ
イ
ン
風
邪
で
さ
え
三
波
３
年
で
収
束
し
た
そ
う
で
す
が
、

コ
ロ
ナ
は
七
波
に
至
っ
て
い
ま
す
。
死
亡
者
の
数
は
圧
倒
的

少
な
い
と
は
い
え
、
社
会
生
活
に
及
ぼ
し
て
い
る
影
響
は
今

の
方
が
大
き
い
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

中
で
、
社
会
経
済
活
動
を
コ
ロ
ナ
と
共
に
進
め
て
行
こ
う
と

い
う
流
れ
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
私
た
ち
真
宗
教
団
に
と

っ
て
来
年
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
、
立
教
開

宗
八
百
年
に
当
た
り
ま
す
。
京
都
東
本
願
寺
に
お
き
ま
し
て

は
「
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
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
慶
讃
法
要
が
厳
修
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
当
柏
崎
地
区
に
置
き
ま
し
て
も
団
体
参

拝
の
募
集
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
要
は
、
御
遠
忌
法

要
と
同
様
に
五
十
年
に
一
度
厳
修
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
宗

祖
の
御
遠
忌
か
ら
十
年
余
り
で
あ
る
こ
と
と
、
現
下
の
コ
ロ

ナ
の
影
響
で
な
か
な
か
盛
り
上
が
り
に
欠
け
る
と
い
う
の
も

現
実
で
す
。
し
か
し
御
本
山
で
今
後
厳
修
さ
れ
る
こ
の
よ
う

な
大
法
要
は
２
０
４
８
年
（
２
６
年
後
）
、
蓮
如
上
人
五
百
五

十
回
忌
ま
で
無
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
年
古
希
を
迎
え
た
私

自
身
が
御
本
山
で
参
拝
で
き
る
大
法
要
も
こ
れ
が
最
後
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
五
十
年
前
、
当
時
学
生
だ
っ
た
私
は
、
こ

の
法
要
中
夜
警
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
こ
と
も
懐
か
し
く
思

い
出
さ
れ
ま
す
。
聖
人
の
御
誕
生
を
通
し
て
、
自
ら
が
こ
の

世
に
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
問
う
て
い
く
の
が
こ
の
法
要

の
大
き
な
意
義
で
す
。
御
本
山
も
法
要
の
や
り
方
を
椅
子
席



 

３ 

に
し
て
間
隔
を
取
る
等
、
様
々
な
感
染
対
策
を
施
し
て
実
施

致
し
ま
す
。
旅
程
に
お
い
て
も
ご
安
心
い
た
だ
け
る
よ
う
に

対
策
を
と
り
ま
す
の
で
、
是
非
と
も
ご
参
加
い
た
だ
け
れ
ば

と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
寺
の
諸
行
事
も
相
変
わ
ら
ず
お
と
き

は
出
せ
ま
せ
ん
が
、
お
持
ち
帰
り
に
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら

予
定
通
り
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
後
は
秋

の
お
彼
岸
、
年
末
法
話
会
な
ど
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
是

非
と
も
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 

合
掌 

（ 

住 

職 

） 

 
  

☆
庫
裡
便
り 

 

   

◎
お
盆
を
迎
え
る
こ
の
時
期
に
な
り
ま
す
と
、
先
に
お
浄
土
に
還
ら
れ

た
ご
門
徒
の
方
々
を
思
い
出
し
ま
す
。
全
力
で
生
き
た
人
生
の
中
に
沢

山
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
亡
き
人
か
ら
の
問
い
か
け
を

お
盆
を
機
に
改
め
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
く
寺
に
か
か

わ
り
、
聴
聞
し
て
い
た
だ
い
た
ご
門
徒
の
句
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

「
生
か
さ
れ
て 

浮
世
の
つ
と
め
終
い
ぬ
れ
ば 

 

法(

の
り)

の
光
に 

導
か
れ
ゆ
く
」 

「
後
の
世
は 

法(

の
り)

の
光
に
つ
つ
ま
れ
て 

 

こ
の
世
に
か
か
る 

む
ら
雲
も
な
し
」 

  

◎
寺
の
行
事
の
後
や
浄
敬
寺
だ
よ
り
を
読
ん
で
く
だ
さ
り
、
感
想
を
お

便
り
し
て
く
だ
さ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
嬉
し
く
て
感
謝
で
す
。
仏
教

讃
歌
に
二
十
数
年
関
わ
っ
て
き
た
私
も
、
感
動
と
再
発
見
の
夏
の
法
話

会
で
し
た
。
（
内
容
は
行
事
報
告
に
あ
り
ま
す
。
）
そ
の
後
で
一
緒
に
歌

っ
て
み
た
い
と
い
う
方
か
ら
お
電
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
九
月
か
ら
一

～
二
回
の
練
習
日
を
設
け
て
、
十
一
月
五
日
の
三
条
別
院
音
楽
法
要
に

参
加
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
ご
一
報
く
だ
さ
い
。 

  

◎
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
カ
ル
ト
問
題
」
と
は
？ 

表
面
上
宗
教
行
為
に
見
え
な
が
ら
信
者
と
な
っ
た
人
が
絶
対
服
従
さ
せ

ら
れ
、
労
働
時
間
・
資
産
を
不
当
に
奪
い
取
ら
れ
人
権
を
侵
害
さ
れ
る

問
題
で
す
。
寺
の
本
棚
に
は
数
年
前
か
ら
准
坊
守
が
本
山
か
ら
取
り
寄

せ
た
カ
ル
ト
問
題
に
つ
い
て
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。

皆
様
ご
一
読
く
だ
さ
い
。 

  

◎
住
職
は
長
年
の
保
護
司
と
し
て
の
功
績
で
七
月
一
日
民
生
安
定
功
労

表
彰
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

  
◎
毎
日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
状
勢
は
想
像
を
絶
す
る

も
の
で
す
。
戦
後
生
ま
れ
の
私
た
ち
寺
族
は
、
戦
争
を
体
験
さ
れ
た
ご

門
徒
の
方
の
手
記
の
最
後
の
言
葉
を
深
く
胸
に
刻
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

「
戦
争
は
人
の
人
間
性
が
壊
さ
れ
ま
す
。
非
常
事
態
の
中
、
欲
情
の
鬼

と
化
し
、
悪
行
の
様
相
も
見
聞
致
し
ま
し
た
。
懺
悔
の
念
禁
じ
得
ま
せ

ん
。
戦
争
の
な
い
世
の
中
を
念
じ
筆
を
お
き
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
。 



 

４ 

☆
二
〇
二
二
年
前
半
を
振
り
返
っ
て 

 
◎
浄
敬
寺
前
住
職
二
十
七
回
忌
法
要
（
三
月
六
日
） 

 

前
住
職
二
十
七
回
忌
を
勤
め
ま
し
た
。
時
節
柄
も
あ
り
、

総
代
・
世
話
人
様
と
寺
族
だ
け
で
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
当
日
も
皆
様
に
は
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
丸
二
十
六

年
も
過
ぎ
ま
す
と
、
ご
門
徒
の
中
に
は
そ
ろ
そ
ろ
前
住
職
の

こ
と
を
知
ら
な
い
方
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
戦
前
、

戦
中
、
戦
後
の
一
番
大
変
な
時
期
住
職
と
し
て
浄
敬
寺
を
護

持
し
つ
つ
、
父
親
と
し
て
私
ど
も
を
養
育
し
て
き
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
は
感

謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
年
月
の
経
過
で
親
と
い
え
ど
も
記
憶
の
中
か
ら
そ
の

存
在
が
薄
く
な
っ
て
い
く
の
は
致
し
方
無
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
コ
ロ

ナ
で
様
々
な
人
間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
て
い
く
中
、
ご
法
事
は
自
分
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
改
め
て
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
縁
か
と
思
い
ま

す
。
六
年
後
に
は
前
住
職
三
十
三
回
忌
と
前
坊
守
（
母
）
の
十
七
回
忌
が
同

じ
年
に
当
た
り
ま
す
。
そ
の
節
に
は
大
き
な
区
切
り
と
し
て
ご
門
徒
の
皆
様

と
共
に
法
要
を
お
勤
め
出
来
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 

◎
春
彼
岸
（
お
中
日
・
三
月
二
十
一
日
）
法
話 

当
院 

お
持
ち
帰
り
弁
当
に
て
お
と
き
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
感

染
症
対
策
を
講
じ
な
が
ら
参
詣
の
皆
様
の
ご
協
力
の
も
と
お
勤
め
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
秋
の
お
彼
岸
は
九
月
二
十
三
日
で
す
。
お
申
し
込
み
は
不

要
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 

◎
第
十
組
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
遠
忌
法
要
（
四
月
十
日
） 

 

二
年
先
延
ば
し
に
し
た
組
の
御
遠
忌
が
ア
ル
フ
ォ
ー
レ
を
会
場
に
厳
修
さ

れ
ま
し
た
。
午
前
に
は
信
悟
院
御
鍵
役
に
よ
る
帰
敬
式
が
執
り
行
わ
れ
、
午

後
か
ら
の
法
要
、
そ
し
て
大
谷
大
学
名
誉
教
授
の
延
塚
知
道
師
に
よ
る
記
念

講
演
が
あ
り
ま
し
た
。
沢
山
の
方
か
ら
お
参
り
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

◎
三
条
教
区 

慶
讃
法
要
お
待
ち
受
け
大
会
（
五
月
二
十
九
日
） 

二
〇
二
三
年
に
お
勤
ま
り
に
な
る
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
生
誕

八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
の
お
待
ち
受
け

大
会
が
、
三
条
別
院
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
本
山
か
ら
門

首
後
継
者
の
御
新
門
が
お
い
で
に
な
り
、
会
場
の
皆
さ
ん
で

お
勤
め
す
る
同
朋
唱
和
の
勤
行
と
、
記
念
講
演
が
あ
り
ま
し

た
。
浄
敬
寺
か
ら
車
一
台
で
参
詣
し
て
き
ま
し
た
。 

 

◎
報
恩
講
お
引
上
げ
（
五
月
十
九
日
） 

法
話 

今
泉 

温
資 

師 

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
命
日
の
お
勤
め
で
あ
る
報
恩
講
は
、

真
宗
門
徒
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
年
中
行
事
で
す
。
今
年
は

初
め
て
、
「
報
恩
講
準
備
会
」
を
企
画
し
、
五
月
七
日
（
土
）

に
皆
様
と
一
緒
に
仏
具
の
お
磨
き
と
境
内
の
草
取
り
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
報
恩
講
は
一
日
の
法
要
で
す
が
、
こ

の
一
日
を
勤
め
る
た
め
の
準
備
や
一
年
間
の
日
々
の
生
活
が

あ
り
ま
す
。
準
備
段
階
か
ら
の
大
切
さ
を
今
泉
先
生
の
御
法

話
で
も
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
準
備
会
か
ら
ご
協
力
い
た

だ
き
、
当
日
も
多
く
の
方
に
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
こ

と
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

法
要
後
に
は
、
今
年
も
村
井
宏
明
さ
ん
か
ら
バ
イ
オ
リ
ン

の
演
奏
を
し
て
い
た
だ
き
、
よ
い
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

 ◎
夏
の
法
話
会
（
六
月
二
十
六
日
）   

法
話 

白
鳥 

道
子 

師 
 

「
響
き
合
う
世
界
へ
❘
仏
教
讃
歌
を
通
し
て
の
学
び
❘
」 

毎
年
の
三
条
別
院
報
恩
講
で
は
、
初
日
に
お
待
ち
受
け

法
要
と
し
て
『
音
楽
法
要
』
の
形
式
で
一
座
法
要
が
勤
ま

り
ま
す
。
そ
の
合
唱
団
の
指
揮
・
指
導
を
さ
れ
て
い
る
白

鳥
道
子
先
生
か
ら
ご
法
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 



 

５ 

来年もお待ち

しています！ 

そ
も
そ
も
、
私
た
ち
が
法
要
や
日
々
の
お
勤
め
で
遇
わ
せ
て
い
た
だ
く
伝

統
的
な
お
声
明
は
、
大
切
な
お
言
葉
に
節
や
調
子
を
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
伝

わ
り
や
す
く
、
耳
や
心
に
残
り
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
近
代
に
な
り
、
真

宗
大
谷
派
で
は
、
五
線
譜
の
音
楽
に
乗
せ
て
仏
様
の
教
え
や
親
鸞
聖
人
の
お

言
葉
を
伝
え
る
名
曲
が
沢
山
作
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
れ
ら
の
素
晴
ら
し
い
仏
教
讃
歌
の
数
々
を
、
楽
曲
の
作
ら
れ
た
背
景
や

そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
お
念
仏
の
こ
こ
ろ
を
教
え
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
電
子

ピ
ア
ノ
の
演
奏
と
先
生
の
美
し
い
歌
声
と
で
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

印
相
深
か
っ
た
の
は
、
河
合
恒
人
（
か
わ
い
つ
ね
と
）
作
詞
、
小
関
裕
而

作
曲
の
『
み
め
ぐ
み
の
』
と
い
う
曲
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
し
た
。
作
曲
者
の
小

関
裕
而
さ
ん
は
、
朝
ド
ラ
『
エ
ー
ル
』
の
主
人
公
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
方
で
、

当
時
ご
活
躍
の
作
曲
家
で
し
た
。
詞
に
関
し
て
は
、
真
宗
大
谷
派
が
公
募
し
、

そ
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
の
と
事
で
す
が
、
当
時
二
十
歳
だ
っ
た
河
合
恒
人
さ

ん
は
、
こ
の
頃
の
医
学
で
は
絶
望
的
と
言
わ
れ
た
「
腸
結
核
」
を
発
病
し
、

病
床
に
伏
し
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。
お
浄
土
の
世
界
・
荘
厳
を
美
し
い
言

葉
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
表
現
さ
れ
た
こ
の
曲
が
、
そ
の
よ
う
な
死
の
淵
に
お
ら

れ
た
方
の
『
い
の
ち
の
叫
び
』
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

今
年
の
三
条
別
院
報
恩
講
は
例
年
通
り
に
厳
修
予
定
で
す
。
白
鳥
道
子
先

生
が
指
揮
・
指
導
さ
れ
る
合
唱
曲
を
一
緒
に
歌
っ
て
み
た
い
方
、
法
要
に
お

参
り
さ
れ
た
い
方
は
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。
各
パ
ー
ト
練
習
用
Ｃ
Ｄ
も
ご
ざ

い
ま
す
。
浄
敬
寺
か
ら
は
、
坊
守
は
合
唱
団
に
、
准
坊
守
は
女
声
だ
け
で
お

勤
め
さ
れ
る
助
音
勤
め
に
そ
れ
ぞ
れ
参
加
し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
一
緒
に

お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

 

◎
盆 ぼ

ん

参
会

さ

ん

え

（
七
月
十
四
・
十
五
日
）
法
話 

住
職
・
当
院 

十
四
日
は
住
職
か
ら
、
十
五
日
は
当
院
か
ら
法
話
の
後
、

勤
行
。
お
と
き
は
精
進
寿
司
の
折
詰
の
お
持
ち
帰
り
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

盆
参
会
（
盆
内
）
は
新
潟
県
中
越
地
方
独
特
の
行
事
で
、
分
家
に
出
ら
れ

た
り
嫁
が
れ
た
り
さ
れ
た
兄
弟
姉
妹
の
皆
様
が
、
連
れ
立
っ
て
直
接
の
ご
先

祖
と
直
接
関
わ
り
あ
る
お
寺
の
御
本
尊
に
お
参
り
す
る…

と
い
う
の
が
習
わ

し
で
す
。
近
年
は
、
新
盆
を
迎
え
る
ご
家
庭
に
ご
案
内
し
、
新
盆
法
要
を
兼

ね
て
お
勤
め
し
て
い
ま
す
。
大
切
な
ご
親
族
と
お
別
れ
さ
れ
、
は
じ
め
て
盆

内
に
参
詣
し
て
く
だ
さ
る
方
も
多
い
法
要
で
す
の
で
、
勤
行
次
第
や
お
焼
香

の
作
法
等
を
説
明
し
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん
で
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 ◎
夏
の
お
た
の
し
み
会
（
七
月
三
十
一
日
） 

時
短
版
の
お
楽
し
み
会
、
エ
レ
ク
ト
ー
ン
と
ピ
ア
ノ
に
よ
る
『
夕
涼
み
コ

ン
サ
ー
ト
』
と
、
光
と
カ
メ
ラ
で
遊
ぶ
『
ラ
イ
ト
ペ
イ
ン
ト
』
を
企
画
し
て

ご
案
内
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
直
前
の
市
内
の
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
状
況

を
鑑
み
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
部
変
更
し
て
の
開
催
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
コ

ン
サ
ー
ト
・
絵
本
・
花
火
な
ど
楽
し
み
ま
し
た
。 

ヤ
マ
ハ
音
楽
講
師
の
お
二
人
、
松
本
慶
子
先
生
・
早
津
久
美
子
先
生
に
よ

る
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
小
学
生
の
テ
ン
シ
ョ
ン
絶
好
調
の
「y

o
aso

b
i

」
、
し

っ
と
り
美
し
い
「
花
は
咲
く
」
な
ど
、
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

時
短
版
の
お
楽
し
み
会
も
三
年
目
に
な
り
ま
し
た
。
来
年
は
ま
た
境
内
で

皆
さ
ん
と
一
緒
に
ご
飯
を
食
べ
た
り
、
宝
探
し
や
肝
だ
め
し
を
し
た
り
、
恒

例
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
復
活
さ
せ
ら
れ
た
ら…

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

         



 

６ 

☆
二
〇
二
二
年
後
半
の
行
事
予
定 

  

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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 九
月
十
日
（
土
） 

 

『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

  

九
月
十
八
日
（
日
）
「
音
市
場
」
会
場 

  

九
月
二
十
～
二
十
六
日 

秋
彼
岸 

 
 

＊
お
中
日 

二
十
三
日
（
秋
分
の
日
） 

午
前
十
時
半
～
法
話
勤
行
後
お
と
き 

  

十
月
八
日
（
土
） 

『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 
午
前
九
時
よ
り 

 
  

十
一
月
五
～
八
日 

 
 

三
条
別
院
報
恩
講 

＊ 

五
日
（
土
）
午
前
十
一
時
よ
り 

お
待
ち
受
け
音
楽
法
要 

＊ 

団
体
参
拝
の
ご
案
内
に
つ
い
て
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す 

  

十
一
月
十
九
日
（
土
） 

『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

  

十
一
月 

 
 

 
 

 

し
ま
い
講 

→
 

休
止
予
定 

  

十
二
月
十
一
日
（
日
） 

年
末
法
話
会 

午
後
一
時
半
～
四
時 

講
師 

田
澤
一
明 

師
（
新
潟
市
南
区
明
誓
寺
住
職
） 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
二
三
年
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 

   

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 

    

＊
行
事
に
ご
参
加
の
際
は 

浄
敬
寺
で
開
催
の
行
事
に
お
い
て
は
、
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。 

当
日
の
開
始
時
間
を
目
指
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

 

＊
感
染
症
対
策
の
お
願
い 

マ
ス
ク
着
用
と
手
指
の
消
毒
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

感
染
症
の
流
行
状
況
に
よ
っ
て
は
、
直
前
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
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
。 

 

 



 

７ 

☆
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
参
拝
の
旅 

ご
案
内 

 

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
は
一
一
七
三
年
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
罪
業
を
抱
え
た

悪
人
も
念
仏
で
救
わ
れ
る…

と
い
う
浄
土
の
教
え
を
あ
き
ら
か
に
し
、
親
鸞
聖
人

が
『
教
行
信
証
』
の
草
稿
本
を
完
成
さ
せ
た
の
が
一
二
二
四
年
と
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
一
二
二
四
年
を
、
浄
土
真
宗
を
開
い
た
年
号
と
明
治
期
に
定
め
た
の
だ

そ
う
で
す
。 

来
年
、
二
〇
二
三
年
三
月
～
四
月
に
か
け
て
二
期
に
渡
り
お
勤
ま
り
に
な
る
、

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
「
御
誕
生
八
五
〇
年
」
と
「
立
教
開
宗
」
を
慶
び
讃
え
る
御
仏

事
が
、
こ
の
度
の
慶
讃
法
要
で
す
。 

『
三
条
教
区
第
十
組
（
柏
崎
刈
羽
地
区
）
』
と
し
て
団
体
を
組
ん
で
の
参
拝
に
な

り
、
二
泊
三
日
の
旅
の
中
日
に
法
要
参
拝
、
前
後
に
は
観
光
の
予
定
も
あ
り
ま
す
。 

定
員
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

 

               

☆
真
宗
門
徒
の
豆
知
識 

 

『
真
宗
門
徒
の 

「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
』 

 

六
月
に
満
一
〇
一
歳
で
お
浄
土
に
還
ら
れ
た
御
門
徒
の
方
の
葬
儀
の
際
に
、
施

主
の
お
父
様
か
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
長
年
お
食
事
の
際
に
は
家

族
そ
ろ
っ
て
、
食
前
・
食
後
の
言
葉
を
唱
和
し
て
い
た…

と
の
こ
と
で
し
た
。 

私
た
ち
が
こ
の
大
地
に
生
か
さ
れ
、
様
々
な
い
の
ち
を
頂
き
な
が
ら
存
在
し
て
い

る
こ
と
に
誠
実
に
向
き
合
っ
て
生
き
て
お
ら
れ
た
姿
に
、
改
め
て
感
動
で
し
た
。 

皆
様
も
ぜ
ひ
お
食
事
の
際
に
ご
唱
和
く
だ
さ
い
。 

 

「
わ
れ
今
」「
浄
き
食
」 

が
表
す
大
事
な
こ
と 

 

 

私
た
ち
は
、
沢
山
の
縁
の
中
で
偶
然

に
誕
生
し
、
こ
の
日
常
も
ひ
と
つ
変
化

が
あ
れ
ば
、
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い

身
と
命
を
生
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

私
た
ち
に
食
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
そ
の
ま

ま
生
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
生
き
物
の
命

を
、
私
た
ち
は
食
事
を
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
命
は
、
既
に
浄
土

に
還
ら
れ
た
命
（
浄
き
食
）
で
も
あ
り

ま
す
。 

当
た
り
前
で
は
な
い
「
今
」
「
幸
い

に
」
い
た
だ
く
命
を
私
の
い
の
ち
に
代

え
て
、
こ
の
身
を
大
切
に
生
き
て
い
く
。

そ
う
や
っ
て
、
命
を
繋
ぐ
縁
に
遇
え
た

私
が
、
そ
の
生
き
様
を
縁
あ
る
方
々
に

伝
え
て
い
く
。
こ
れ
が
「
心
豊
か
に
力

が
身
に
満
ち
た
私
」
が
担
っ
て
い
く
お

仕
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

ちょっこら 

解説 

食
前

し
ょ
く
ぜ
ん

の
こ
と
ば 

み
光

ひ
か
り

の
も
と 

 

わ
れ
今 い

ま 

さ
い
わ
い
に 

こ
の
浄 き

よ

き
食

し
ょ
く

を
う
く 

い
た

 

だ
き
ま
す 

 

食
後

し
ょ
く
ご

の
こ
と
ば 

わ
れ
今 い

ま 

こ
の
浄 き

よ

き
食

し
ょ
く

を
お
わ
り
て 

心
こ
こ
ろ

ゆ
た
か
に
力

ち
か
ら

身 み

に
み
つ 

ご
ち

 
そ
う
さ
ま 

 

＊2023 年 4 月 24(月)～26(水) 
  24 日…宇治平等院観光 

25 日…午前：東本願寺にて慶讃法要参拝 

午後：南禅寺将軍塚青龍伝 

～長良川温泉へ 

26 日…郡上八幡・白川郷観光 

法要次第 



 

８ 

☆
当
院
の
仏
教
名
言
集 

第
三
十
二
回 

『
相
応

そ
う
お
う

』 
 

 
 

職
場
の
良
寛
記
念
館
の
関
係
で
、
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
作
者
で
あ
る
新
美

南
吉
が
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
良
寛
に
つ
い
て
、
自
分
の
認
識
が
間
違

っ
て
い
な
い
か
意
見
を
聞
き
た
い
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
内

容
の
一
つ
に
「
新
美
は
物
語
の
中
で
人
そ
れ
ぞ
れ
に
分
相
応
な
生
き
方
が
あ

る
と
示
唆
し
て
い
る
。
良
寛
も
い
ろ
い
ろ
な
人
と
親
交
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

人
に
『
こ
の
よ
う
に
生
き
よ
』
と
は
言
わ
ず
流
れ
に
任
せ
て
い
る
。
良
寛
も

新
美
も
、
人
間
は
無
理
を
せ
ず
身
分
相
応
な
生
き
方
が
あ
る
と
教
え
て
い
る

の
で
は
な
い
か
」
と
あ
り
ま
し
た
。 

私
は
新
美
南
吉
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
良
寛
は
農

民
の
子
ど
も
た
ち
に
読
み
書
き
を
教
え
、
そ
の
中
で
特
に
優
秀
な
子
が
い
る

と
、
進
路
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
良
寛
に
医
者
に
な
る

よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
子
も
い
て
、
実
際
に
そ
の
子
は
医
者
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
良
寛
は
生
ま
れ
や
職
業
な
ど
の
身
分
に
と

ら
わ
れ
る
よ
う
な
生
き
方
を
す
す
め
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
こ
と
を
お

伝
え
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
人
間
に
と
っ
て
「
相
応
」
し
た
生
き
方
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
疑
問
が
起
こ
り
、
調
べ
て
み
ま
し
た
。 

「
相
応
」
は
、
お
正
信
偈
に
も
名
前
の
あ
る
天
親
菩
薩
が
記
し
た
『
浄
土

論
』
に
「
与
仏
教
相
応
（
仏
教
と
相
応
す
）
」
と
あ
り
、
仏
教
の
言
葉
で
す
。

当
時
様
々
な
方
向
性
の
あ
っ
た
仏
教
の
解
釈
を
「
仏
法
本
来
の
正
し
い
方
向

に
向
け
る
」
と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。
天
親
菩
薩
の
い
う
「
仏
法
の
正
し

い
方
向
」
と
は
、
沢
山
の
お
経
の
中
で
も
「
無
量
寿
経
」
に
目
を
向
け
な
さ

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
無
量
寿
経
」
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ

「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
だ
、
お
念
仏
し
な
さ
い
」
と
い
う
教
え
で
す
。 

も
う
少
し
早
く
「
相
応
」
に
つ
い
て
勉
強
し
て
い
た
ら
、
仏
様
の
教
え
に

相
応
し
た
生
き
方
に
つ
い
て
話
が
ふ
く
ら
ん
だ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

（ 

当
院 

） 

 

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
も
一
つ
の
節
目
を
迎
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

延
期
さ
れ
て
い
た
行
事
や
、
落
ち
着
い
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
の
行
事
が
催

行
さ
れ
、
過
ぎ
て
み
る
と
行
事
報
告
の
多
い
二
〇
二
二
年
上
半
期
で
し
た
。 

 

初
夏
を
迎
え
る
頃
、
音
楽
で
の
地
域
お
こ
し
や
非
戦
平
和
の
訴
え
を
長
く

さ
れ
て
来
ら
れ
た
方
が
、
闘
病
の
末
お
浄
土
に
還
ら
れ
ま
し
た
。
薬
剤
師
と

い
う
お
仕
事
に
関
す
る
能
力
が
優
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
非
常
に
感
性
豊

か
な
方
で
、
芸
術
的
な
才
能
や
人
に
寄
り
添
う
力
が
絶
妙
な
素
敵
な
方
で
し

た
。
月
命
日
に
お
参
り
に
寄
せ
て
い
た
だ
く
と
、
ご
自
身
の
赤
本
を
用
意
さ

れ
、
後
ろ
で
一
緒
に
お
正
信
偈
を
お
参
り
さ
れ
て
い
る
姿
も
印
象
的
で
し
た
。

そ
の
方
の
思
い
の
詰
ま
っ
た
イ
ベ
ン
ト
『
音
市
場
』
が
今
年
も
開
催
さ
れ
ま

す
。
浄
敬
寺
本
堂
も
会
場
の
一
つ
と
し
て
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
方
と
お
別
れ
す
る
の
は
と
て
も
悲
し
い
こ
と

で
す
が
、
影
響
を
受
け
た
人
々
が
悲
し
み
の
中
か
ら
立
ち
上
が
り
、
思
い
を

受
け
継
い
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
ま
た
大
事
な
こ
と
で
、
そ
れ

は
先
に
お
浄
土
へ
還
ら
れ
た
方
か
ら
の
ギ
フ
ト
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。 

音
楽
を
通
し
て
、
地
域
・
社
会
・
人
と
繋
が
り
た
い
と
い
う
思
い
の
詰
ま

っ
た
『
音
市
場
』
。
一
日
パ
ス
ポ
ー
ト
を
購
入
し
て
、
市
内
を
巡
っ
て
み
る

の
は
い
か
が
で
す
か
？ 

（ 

晴
香
） 

   

報恩講準備会ご参加の皆様 

ありがとうございました 

 

☆連絡先 浄敬寺 
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FAX:0257-22—2140 
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@gmail.com 

住職   tomi814@kisnet.or.jp 

当院 minipapa@kisnet.or.jp 
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