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発
行
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令
和
五
年
八
月
十
三
日 
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浄
敬
寺

じ
ょ
う
き
ょ
う
じ

だ
よ
り 

 
 

 

 

 

【 

法
語 

】 
 

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を 

よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば 

ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が 

た
め
な
り
け
り 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
歎
異
抄
』
後
序 

真
宗
聖
典
六
四
〇
項 

 
 

 
 

【 

意
訳
・
解
説 

】 
 

阿
弥
陀
如
来
は
誰
一
人
漏
ら
す
こ
と
な
く
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
時
間
を
か
け
て
深
く
考
え
て
仏
様
に
な
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
願
い
を
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
た
な
ら
ば
、
確
か
な
も
の
を

握
っ
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
も
、
結
局
は
自
分
の
思
い
の
中
で
握
り
し
め

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
私
、
本
当
に
真
実
が
分
か
ら
ず
右
往
左
往
す
る
よ
う

な
私
、
そ
う
い
う
私
・
親
鸞
を
救
お
う
と
い
う
願
い
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

人
と
生
ま
れ
た
以
上
兼
ね
備
え
た
業
が
あ
り
ま
す
。 

他
の
い
の
ち
を
奪
っ
て
食
べ
な
が
ら
自
ら
の
い
の
ち
を
繋
い
で
い
る

こ
と
も
、
複
雑
な
関
係
性
の
中
で
そ
の
時
々
に
仮
面
を
つ
け
て
生
き

て
い
る
こ
と
も
、
損
得
感
情
を
離
れ
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
業
縁
の
存

在
で
あ
る
私
の
姿
で
す
。 

そ
ん
な
私
の
姿
を
教
え
、
そ
れ
で
も
助
け
よ
う
と
い
う
如
来
の
願
い

は
、
私
個
人
の
思
い
や
計
ら
い
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
知

ら
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
感
動
の
言
葉
で
す
。 
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２ 

☆
巻
頭
法
話
『
歴
史
か
ら
思
う
こ
と
』
☆ 

出
来
る
だ
け
口
に
出
す
ま
い
と
思
っ
て
も
つ
い
つ
い
出
て

し
ま
う
「
暑
い
」
の
言
葉
、
既
に
暦
の
上
で
は
秋
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
皆
様
に
は
心
よ
り
残
暑
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ

ま
す
。 

さ
て
、
半
年
以
上
も
前
に
な
り
ま
す
が
今
年
の
正
月
一
月

十
三
日
（
金
）
に
Ｂ
Ｓ
Ｎ
テ
レ
ビ
の
新
潟
名
刹
紀
行
と
い
う

番
組
で
浄
敬
寺
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
住
職
の
私

が
出
演
し
寺
の
由
緒
な
ど
を
説
明
い
た
し
ま
し
た
。
ご
覧
に

な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
初
め
て
の
こ

と
で
大
変
緊
張
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
浄
敬
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
以

下
に
改
め
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

「
明
応
年
中
の
頃 

当
寺
開
基
教
円
坊
が
加
州
石
川
郡
宮
腰

に
庵
を
結
び
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
。
教
円
坊
は
蓮
如
上

人
に
帰
依
し
て
弟
子
と
な
り
、
明
応
三
年
甲
寅
年
五
月
七
日
、

釋
教
信
と
法
名
を
改
め
、
御
本
尊
が
下
さ
れ
た
。
教
信
以
降
、

数
代
そ
の
地
に
留
ま
っ
た
が
、
数
代
後
道
慶
と
い
う
住
職
が

宮
腰
よ
り
地
縁
の
者
が
あ
っ
て
現
在
の
地
に
移
り
、
寛
永
二

年
こ
の
地
に
小
庵
を
結
ん
だ
。
そ
の
後
、
数
代
所
持
し
て
い

た
御
本
尊
始
め
宝
物
等
が
焼
失
し
道
慶
実
子
龍
嘉
の
代
、
寛

永
七
年
に
ご
本
尊
等
が
裏
書
浄
敬
寺
龍
嘉
と
し
て
下
さ
れ
た
。
」 

以
上
が
説
明
の
概
略
で
す
が
、
明
応
年
中
は
一
四
九
二
～

一
五
〇
一
年
で
す
の
で
、
浄
敬
寺
は
今
か
ら
五
百
三
十
年
ほ

ど
前
に
石
川
県
の
宮
腰
（
み
や
の
こ
し
）
、
現
在
の
金
沢
市
郊

外
に
教
円
坊
と
い
う
僧
が
庵
を
結
ん
だ
の
が
開
基
に
な
り
ま

す
。
そ
の
後
、
教
円
坊
は
蓮
如
上
人
に
帰
依
し
、
名
前
を
釋

教
信
と
改
め
、
御
本
尊
等
も
下
さ
れ
ま
し
た
。
数
代
後
、
道

慶
と
い
う
住
職
が
縁
あ
っ
て
今
の
柏
崎
の
こ
の
地
に
寛
永
二

年
（
一
六
二
五
年
）
移
り
庵
を
結
ん
だ
と
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
の
柏
崎
に
移
っ
て
か
ら
三
百
九
十
八
年
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
後
に
ご
本
尊
等
が
焼
失
し
、
道
慶
の
子
龍
嘉

が
ご
本
山
に
嘆
願
し
て
、
寛
永
七
年
に
改
め
て
ご
本
尊
等
が

下
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ご
本
尊
の
裏
書
は
現
在
も
寺
に
現
存

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
現
在
本
堂
に
安
置
し
て
あ
る
ご
本
尊

は
寛
永
七
年
に
ご
本
山
よ
り
下
さ
れ
た
ご
本
尊
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

こ
の
度
の
テ
レ
ビ
出
演
を
通
し
て
、
私
も
改
め
て
浄
敬
寺

の
歴
史
に
つ
い
て
様
々
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
言

い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
石
川
県
か
ら
こ
の
地
に
移
り
住
ん
だ
時

に
ご
一
緒
に
移
っ
て
来
ら
れ
た
ご
門
徒
も
お
ら
れ
る
と
聞
い

て
お
り
ま
す
。
浄
敬
寺
は
そ
の
後
、
江
戸
時
代
の
末
期
、
慶

応
年
間
に
火
事
で
焼
失
し
ま
し
た
が
ご
本
山
等
は
守
り
抜
き
、

そ
の
後
は
平
成
三
年
に
今
の
御
本
堂
が
再
建
さ
れ
る
ま
で
庫

裡
兼
仮
本
堂
の
形
を
取
り
な
が
ら
歴
代
住
職
、
ご
門
徒
が
力

を
合
わ
せ
て
浄
敬
寺
を
守
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
「
先
に
生
ま

れ
ん
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
先
を
訪
え
」
と



 

３ 

い
う
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は

そ
の
歴
史
を
通
し
て
先
人
の
願
い
を
い
た
だ
い
て
い
く
こ
と

に
他
な
り
ま
せ
ん
。
現
代
の
社
会
状
況
は
特
に
新
型
コ
ロ
ナ

の
蔓
延
以
降
一
変
し
、
人
と
人
と
の
関
係
性
も
希
薄
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
今
私
が
こ
こ
に
生
き
て
い
る
と
い
う

こ
と
の
意
味
は
、
親
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
先
々
ま
で
さ
か
の

ぼ
り
、
多
く
の
先
人
の
願
い
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
間

違
い
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
わ
ず
か
四
年
ほ

ど
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
大
切
な
多
く
の
も
の
を
失
っ
て
し

ま
う
と
い
う
の
は
い
か
に
も
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
の
度
の
テ
レ
ビ
出
演
で
も

あ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 

 
 

 

（ 

住 

職 

） 

 
   

☆
庫
裡
便
り 

 

  

◎
慶
讃

き
ょ
う
さ
ん

法
要

ほ
う
よ
う

団
体
参
拝 

四
月
の
本
山
慶
讃
法
要
に
は
、
浄
敬
寺
は
十
組
の
団
体
（
バ
ス
二
台
）
に

ご
門
徒
十
一
名
で
参
加
し
ま
し
た
。
一
日
目
は
宇
治
平
等
院
の
観
光
後
、
琵

琶
湖
温
泉
で
宿
泊
。
二
日
目
は
本
山
慶
讃
法
要
の
参
詣
。
宗
務
総
長
の
挨
拶
、

法
話
、
そ
し
て
厳
か
な
勤
行
が
あ
り
、
感
動
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
南

禅
寺
、
将
軍
塚
青
龍
殿
を
観
光
し
、
長
良
川
温
泉
で
宿
泊
。
三
日
目
は
郡
上

八
幡
、
白
川
郷
等
を
観
光
し
て
帰
柏
し
ま
し
た
。
三
日
目
は
あ
い
に
く
の
雨

の
中
で
し
た
が
、
信
号
機
の
無
い
歴
史
あ
る
街
並
み
の
郡
上
八
幡
を
散
策
し

ま
し
た
。
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
頃

は
郡
上
踊
り
で
山
あ
い
の
綺
麗
な
水
の
流
れ
る
あ
の
町
に
沢
山
の
人
が
集
ま

っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
出
し
て
い
ま
す
。
七
頁
に
写
真
を
掲
載
し
て
お
り

ま
す
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。 
 

◎
慶
讃
法
要
と
古
希
の
祝
い
と 

十
組
の
団
体
参
拝
に
先
立
ち
、
四
月
八
日
に
孫
達
が
稚

児
行
列
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
り
、
参
加
の
四
人
（
弘

信
、
優
人
、
秋
田
の
孫
二
人
）
の
付
き
添
い
も
兼
ね
て
一

行
十
三
名
で
慶
讃
法
要
に
参
詣
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
合
わ

せ
て
、
当
院
、
准
坊
守
の
若
手
二
人
が
、
住
職
と
私

の
古
希
の
祝
い
を
計
画
し
て
く
れ
ま
し
た
。
お
陰
で

思
い
出
深
い
慶
讃
法
要
と
な
り
ま
し
た
。 

 

◎
お
斎 と

き

を
再
開
で
き
ま
し
た 

春
彼
岸
、
お
引
上
げ
、
盆
参
会
と
準
備
も
念
入
り
に
お
斎
を
再
開
し
ま
し

た
。
前
日
、
当
日
と
お
手
伝
い
い
た
だ
く
方
、
お
斎
に
着
い
て
く
だ
さ
る

方
々
の
お
陰
で
再
開
で
き
ま
し
た
こ
と
に
改
め
て
感
謝
で
す
。
長
い
間
踏
襲

さ
れ
て
き
た
お
斎
の
意
味
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。 

 
◎
二
女
千
晶
の
演
劇
情
報 

・
十
月
二
十
二
日
～
二
十
八
日 

東
京
六
本
木 

俳
優
座
劇
場 

ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
原
作 

「
検
察
側
の
証
人
」
出
演 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
坊
守
九
月
半
ば
か
ら
子
守
） 

・
十
一
月
二
十
五
日
（
土
） 

柏
﨑
小
学
校 
百
五
十
周
年
記
念
式
典 

朗
読
劇
出
演 

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
三
年
前
半
を
振
り
返
っ
て 

 
◎
良
寛
記
念
館
の
朗
読
会
へ
（
三
月
十
九
日
） 

当
院
の
勤
務
す
る
良
寛
記
念
館
に
て
、
住
職
・
坊
守
の
二
女
・
千
晶
と
荒

井
和
真
氏
に
よ
る
朗
読
会
が
企
画
さ
れ
、
自
家
用
車
乗
り
合
わ
せ
に
て
出
雲

崎
町
良
寛
記
念
館
へ
出
掛
け
て
き
ま
し
た
。
新
見
南
吉
作
の
『
手
鞠
と
鉢
の

子
』
の
朗
読
を
、
荒
井
氏
の
ギ
タ
ー
の
演
奏
と
と
も
に
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
良
寛
さ
ん
の
姿
や
情
景
が
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
な
朗
読
会
で
し
た
。 

 

◎
春
彼
岸
（
お
中
日
・
三
月
二
十
一
日
）
法
話 

住
職 

新
型
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
も
収
束
し
つ
つ
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
手
作
り
の
お
と
き
を
皆
様
に
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
坊
守
が
待
ち
遠
し
く
楽
し
み
に
し
て
い
た
お
と
き

作
り
、
生
き
生
き
と
準
備
し
て
い
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。
浄
敬
寺
年
中
行

事
に
は
お
申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 ◎
第
十
組
同
朋
会
報
恩
講
（
三
月
二
十
五
日
） 

 

柏
崎
刈
羽
地
区
の
寺
院
・
門
徒
で
一
緒
に
お
勤
め
す
る

の
が
同
朋
会
報
恩
講
で
す
。
自
粛
期
間
を
経
て
、
四
年
振

り
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

柏
刈
同
朋
の
会
は
、
浄
敬
寺
門
徒
の
渡
辺
正
純
氏
に
会

長
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
久
し
振
り
の

開
催
に
ご
苦
労
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
丁
寧
に
準

備
を
進
め
て
い
た
だ
き
、
無
事
に
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
組
全
体
の
行
事
で
す
が
、
浄
敬
寺
の
御
門
徒
の
皆
様
か
ら
た
く

さ
ん
ご
出
席
い
た
だ
い
た
こ
と
も
ま
た
、
大
変
有
り
難
い
こ
と
で
し
た
。 

講
師
に
は
大
谷
大
学
学
長
の
一
楽
真
先
生
を
お
迎
え
し
て
、
『
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
』
の
慶
讃
法
要
テ

ー
マ
を
講
題
に
お
話
し
い
た
だ
き
、
役
に
立
つ
か
立
た
な
い
か…

そ
ん
な
こ

と
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
「
い
の
ち
」
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
分
か
り
や

す
く
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

同
朋
会
報
恩
講
で
は
、
毎
年
合
唱
団
員
も
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

参
加
、
そ
し
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 

◎
報
恩
講
お
引
上
げ
（
五
月
十
九
日
）・
準
備
会
（
五
月
七
日
） 

昨
年
か
ら
お
引
き
上
げ
準
備
会
に
て
、
御
門
徒
の
皆
様
と
仏

具
の
お
磨
き
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
も
有
志
の
方
々
か
ら
お

集
ま
り
い
た
だ
き
、
子
ど
も
達
も
一
緒
に
仏
具
を
磨
き
ま
し

た
。
現
在
の
浄
敬
寺
の
報
恩
講
は
一
座
の
お
勤
め
で
す
が
、
準

備
の
段
階
か
ら
報
恩
講
は
始
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
な
が
ら
の
作

業
で
し
た
。 

報
恩
講
当
日
は
、
お
馴
染
み
の
今
泉
先
生
か
ら
ご
法
話
を
い
た

だ
き
、
皆
様
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
一
年
を
振
り
返
り
つ
つ
、
お
念
仏

の
教
え
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

勤
行
は
市
内
法
中
御
寺
院
方
に
出
仕
し
て
い
た
だ
き
、
お
と
き
に

は
、
台
所
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
の
ご
協
力
で
、
旬
の
山
菜
を
使
っ
た

手
作
り
の
お
と
き
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

◎
柏
崎
刈
羽
同
朋
の
会
協
議
会
研
修
旅
行
（
五
月
二
十
四
日
） 

コ
ロ
ナ
禍
で
数
年
間
実
施
で
き
な
か
っ
た
柏
刈
同
朋
会
の
研
修
旅
行
が
今

年
は
日
帰
り
で
し
た
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
時
代
の
本
山
東
本
願
寺
の

再
建
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
新
潟
市
の
木
揚
場
教
会
を
見
学
、

ま
た
親
鸞
聖
人
の
高
弟
無
為
信
房
が
開
基
の
水
原
無
為
信
寺
、
越
後
七
不
思

議
伝
説
と
し
て
伝
わ
る
逆
さ
竹
の
鳥
屋
野
西
方
寺
な
ど
を
見
学
し
て
き
ま
し

た
。
住
職
と
坊
守
を
合
わ
せ
、
浄
敬
寺
は
六
人
の
参
加
で
し
た
。
今
年
御
本

山
で
は
慶
讃
法
要
も
厳
修
さ
れ
ま
し
た
が
、
越
後
の
国
と
宗
祖
親
鸞
聖
人
と

の
深
い
御
縁
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
旅
行
で
し
た
。
こ
の
旅
行

を
企
画
さ
れ
た
柏
刈
同
朋
会
の
渡
辺
正
純
会
長
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
は
三
年
に
一
度
研
修
旅
行
が
企
画
さ
れ
る
そ
う
で
す
の
で
、
次
の
機
会

に
は
是
非
多
く
の
皆
様
に
も
参
加
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 



 

５ 

来年もお待ち

しています！ 

◎
夏
の
法
話
会
（
七
月
二
日
）   

 
『
聖
人
の
常
の
仰
せ
に
は
』 

佐
野 

明
弘 

師 

私
た
ち
は
普
段
、
自
分
た
ち
の
思
い
通
り
に
す
る
こ
と
で
、

日
々
の
生
活
と
生
涯
が
豊
か
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

と
、
様
々
な
例
を
挙
げ
て
お
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
法
話
要
旨
で
す
。 

 

◎
夏
の
お
た
の
し
み
会
（
八
月
六
日
） 

四
年
振
り
に
、
夕
方
四
時
～
八
時
頃
ま
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
流
行

前
の
形
に
戻
し
て
の
お
楽
し
み
会
で
し
た
。
連
日
の
暑
さ
に
加
え
、
二
日
前

に
蜂
の
巣
が
見
つ
か
る
（
お
盆
前
に
駆
除
済
み
）
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
も
あ

り
ま
し
た
が
、
ク
ー
ラ
ー
の
あ
る
本
堂
で
遊
び
、
庫
裡
で
ご
飯
を
い
た
だ
き

…

と
、
少
々
変
更
を
し
な
が
ら
無
事
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

勤
行
・
住
職
か
ら
の
お
話
・
絵
本
・
手
話
の
歌
・
本
堂
で
ゲ
ー
ム
・
夕
ご

飯
・
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
・
き
も
だ
め
し
・
花
火
等
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

毎
年
参
加
し
て
く
だ
さ
る
お
子
さ
ん
の
一
年
の
成
長
に
驚
き
と
感
動
の
あ

る
大
事
な
浄
敬
寺
の
行
事
で
す
。
お
誘
い
合
わ
せ
て
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

  
 

           

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

＊
沢
山
の
お
野
菜→

皆
さ
ん
で
夕
ご
飯
に
い
た
だ
き
ま
し
た 

＊
お
菓
子
詰
め
合
わ
せ→

き
も
だ
め
し
後
の
お
土
産
に 

＊
台
所
ス
タ
ッ
フ
四
名→

夕
ご
飯
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
調
理 

＊
中
学
生
お
手
伝
い
数
名→

受
付
・
進
行
補
助
等 

 

私
た
ち
は
、
普
段
の
様
々
な
境
遇
か
ら
「
あ
ん
な
風
に
な
り
た
い
」
と
考
え

る
。
で
も
、
も
し
思
い
通
り
に
な
っ
た
と
し
た
ら
本
当
に
そ
れ
が
救
い
と
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
老
い
て
苦
し
い
思
い
を
し
た
く
な
い
、
ま
た
残
さ
れ
た
人
に
も

苦
し
い
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
。
そ
の
思
い
か
ら
、
昨
今
、
国
に
よ
っ
て
は
、

自
ら
の
死
を
決
め
る
こ
と
を
尊
厳
死
と
し
て
、「
安
楽
死
」
が
認
め
ら
れ
始
め
て

い
る
。
ま
た
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
前
に
先
天
的
な
疾
患
を
知
る
た
め
に
、
胎

内
の
羊
水
の
染
色
体
を
検
査
す
る
こ
と
で
、
い
の
ち
を
選
別
す
る
こ
と
に
繋
が

っ
て
い
る
。
そ
の
選
択
は
、
特
に
母
体
を
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
追
い
詰
め

る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
の
思
い
に
よ
る
技
術
の
発
展
は
、
結
果
的
に

私
た
ち
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
思
う
自
分
に
な
る
こ
と
で
自
分
自
身
を

受
け
止
め
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
出
来
ず
に
悩
み
、
ま
た
思
い
通

り
に
な
っ
て
も
悩
む
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
私
た
ち
も
「
受
け
止
め
る
」
と
言
わ

れ
る
と
、
気
を
許
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
阿
弥
陀
様
は
そ
ん
な
私
た
ち
に
「
立
派

に
な
っ
た
ら
救
う
」
と
は
云
わ
ず
、
「
そ
の
ま
ま
の
姿
で
救
う
」
と
云
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
阿
弥
陀
様
の
言
葉
を
信
じ
き
れ
ず
、
親
鸞
聖
人
も

そ
の
一
点
に
苦
し
み
悲
し
ん
だ
と
云
う
。 

「
親
鸞
聖
人
が
常
に
仰
っ
て
い
た
こ
と
」
は
、
人
の
執
着
と
愚
か
さ
は
人
そ
れ

ぞ
れ
だ
け
れ
ど
、
愚
か
さ
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
愚
者
と
な
り

て
往
生
す
、
迷
い
の
身
に
帰
っ
て
お
念
仏
す
る
の
で
あ
る
。
」
親
鸞
聖
人
ご
自
身

も
そ
の
こ
と
は
、
先
生
で
あ
っ
た
法
然
上
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
と
云
う
。 

私
た
ち
の
思
い
の
中
で
は
抜
け
出
せ
な
い
。
そ
ん
な
私
た
ち
を
愚
か
と
指
し
示

す
「
聴
聞
」
を
生
活
の
中
心
と
し
、
お
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
い
く
。
何
か
分

か
ら
な
く
て
も
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
た
ち
が
称
え
て
き
た
お
念
仏
が
自
分
に

届
い
て
ふ
と
、
お
念
仏
が
自
分
か
ら
も
出
た
時
、
そ
れ
は
そ
の
お
念
仏
の
響
き

の
中
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 



 

６ 

☆
二
〇
二
三
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
九
日
（
土
） 

 

『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

  

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 

お
と
き 

  

十
月
十
四
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
一
日
（
土
） 

『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

  

十
一
月
十
三
～
十
四
日
（
月
～
火
） 

有
縁
講 

 
  

十
一
月 

 
 

 
 

 

し
ま
い
講 

→
 

休
止
予
定 

  

十
二
月
十
日
（
日
） 

年
末
法
話
会 

午
後
一
時
半
～
四
時 

講
師 

田
澤 

一
明 

師 
 

（
新
潟
市
明
誓
寺 

御
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
に
つ
い
て 

マ
ス
ク
の
着
用
は
任
意
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

発
熱
の
あ
る
方
は
お
控
え
い
た
だ
き
、
風
邪
等
の
諸
症
状
の
あ
る
方

は
マ
ス
ク
等
の
ご
配
慮
を
お
願
い
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
に
つ
い
て 

ご
報
告 

 

二
〇
二
三
年
三
月
～
四
月
に
か
け
て
二
期
に
渡
り
、
祖
親
鸞
聖
人
の
「
御
誕
生

八
五
〇
年
」
と
「
立
教
開
宗
」
を
慶
び
讃
え
る
法
要
が
『
慶
讃
法
要
』
と
し
て
お

勤
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。 

三
条
教
区
第
十
組
（
柏
崎
刈
羽
地
区
）
で
は
、
法
要
に
合
わ
せ
て
団
体
ツ
ア
ー

を
組
み
、
二
十
五
日
の
午
後
に
法
要
を
参
拝
し
ま
し
た
。
記
録
写
真
を
掲
載
い
た

し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
法
要
期
間
中
、
准
坊
守
（
晴
香
）
は
第
一
期
法
要
中
の
三
月
二
十
九
日

～
四
月
三
日
ま
で
准
堂
衆
（
お
勤
め
の
僧
侶
）
の
お
役
目
に
て
出
仕
し
、
三
男
・

弘
信
と
従
姉
弟
た
ち
は
、
四
月
八
日
の
第
一
期
御
満
座
の
庭
義
（
お
練
り
）
に
お

稚
児
さ
ん
と
し
て
参
堂
列
に
混
ざ
り
、
付
き
添
い
の
親
族
一
同
も
ゆ
っ
く
り
と
法

要
を
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
五
十
年
に
一
度
の
法
要
に

遇
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

   

 

          

 

☆
真
宗
門
徒
の
豆
知
識 

 

今
年
も
『
お
盆
』
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。 

お
盆
と
い
え
ば
、
ご
自
宅
の
お
内
仏
に
お
参
り 

さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、 

・
里
帰
り
し
て
お
内
仏
に
お
参
り 

・
親
戚
の
お
宅
へ
ご
挨
拶
に
行
っ
て
お
内
仏
に
お
参
り 

そ
ん
な
機
会
が
多
く
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
『
お
参
り
の
仕
方
』

に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。 

 

☆
鏧
（
き
ん
）・
音
木
（
お
ん
ぎ
）
等
の
鳴
り
物
に
つ
い
て 

 
 

真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
鳴
り
物
は
、
全
て
勤
行
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で

す
。
鏧
（
き
ん…

場
に
応
じ
て
数
種
類
あ
り
ま
す
）
を
打
つ
の
は
、
お
勤

め
の
始
ま
り
や
区
切
り
で
あ
り
、
音
木
（
お
ん
ぎ…

拍
子
木
の
よ
う
な
も

の
）
は
読
経
の
僧
侶
が
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
手
を
合
わ
せ
る
だ
け
の
お
参
り
の
際
に
は
、
鏧
（
き
ん
）
や
お
鈴

（
り
ん
）
を
鳴
ら
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

☆
合
掌

 
 

 

 

合
掌
の
姿
勢
は
、
体
の
中
心
の
み
ぞ
お
ち
の
あ
た
り
で
手

を
合
わ
せ
、
肩
に
余
計
な
力
を
入
れ
ず
に
、
背
筋
を
伸
ば

し
ま
す
。
そ
の
際
に
目
は
閉
じ
ず
に
、
御
本
尊
を
仰
ぎ
見

て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
声
に
出
し
ま
す
。 

☆
燃 ね

ん

香 こ
う 

 
 

香
炉
に
線
香
を
焚
く
（
燃
香
の
）
際
は
、
自
分
か
ら
見
て
左
か
ら
右
へ

燃
え
る
よ
う
に
寝
か
せ
ま
す
。
法
要
の
場
合
に
は
、
参
詣
者
全
員
が
墨
に

香
を
く
べ
る
焼
香
を
行
い
ま
す
。
線
香
は
墨
と
お
香
が
一
緒
に
な
っ
た
も

の
と
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き

は
、
色
も
形
も
な
い
け
れ
ど
も
、
よ
い
香
り
の
よ
う
に
染
み
わ
た
っ
て
広

が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

ちょっこら 

解説 



 

８ 

 

☆
当
院
の
仏
教
名
言
集 

第
三
十
四
回 

『
学
生

が
く
し
ょ
う

』 
 

 
 

例
年
の
こ
と
で
す
が
、
お
盆
が
近
づ
き
子
ど
も
た
ち
に
夏

休
み
の
宿
題
の
経
過
を
聞
く
と
、
顔
色
が
曇
り
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
か
ら
は
「
時
間
が
な
か
っ
た
」
、
「
大
変
な
ん

だ
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
状
況
説
明
が
あ
り
ま
す
。
結
局
、
ま
だ

ま
だ
終
わ
り
は
遠
い
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
行
き

詰
ま
る
と
「
何
故
、
勉
強
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
？
」
と
哲
学

的
な
こ
と
を
話
し
だ
し
、
最
後
は
母
か
ら
「
勉
強
は
学
生
の
本
分
で
あ

る
」
と
一
喝
さ
れ
ま
す
。 

 

そ
ん
な
夏
休
み
の
宿
題
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
学
生
（
が
く
せ

い
）
」
で
す
が
、
も
と
も
と
は
お
寺
で
仏
教
の
教
え
を
学
ぶ
者
と
し
て

「
学
生
（
が
く
し
ょ
う
）
」
と
読
み
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
二
十
年
間
過

ご
し
た
比
叡
山
の
僧
侶
は
、
学
生
と
堂
衆
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
親

鸞
聖
人
は
、
堂
衆
に
属
し
、
常
行
堂
で
不
断
念
仏
行
を
勤
め
て
い
た
そ

う
で
す
。
当
初
、
親
鸞
聖
人
は
学
生
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
そ

う
で
す
が
、
当
時
の
比
叡
山
の
学
生
は
位
の
高
い
公
家
出
身
の
出
家
者

が
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
堂
衆
に
配
属
さ
れ
た
と
云
わ
れ

て
い
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
学
生
に
な
れ
な
い
こ
と
を
悩
み
ご
苦
労
さ
れ
な
が
ら
も
、

法
然
上
人
と
い
う
先
生
に
出
遇
い
、
お
念
仏
の
教
え
を
教
え
て
い
た
だ

い
た
の
で
し
た
。 

 

自
動
的
に
学
生
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
有
り
難
さ
を
理
解

す
る
の
は
難
し
い
よ
う
で
す
が
、
長
い
休
み
な
ら
で
は
の
宿
題
や
課
題

を
通
し
て
、
学
ぶ
こ
と
へ
の
意
欲
や
そ
の
先
に
あ
る
何
か
を
体
得
し
て

も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（ 

当
院 

） 

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

今
号
は
行
事
報
告
の
ペ
ー
ジ
が
膨
ら
ん
で
お
り
ま
す
。
新
型
感
染
症
へ
の

心
配
も
一
段
落
。
旅
行
や
大
人
数
の
会
の
開
催
が
可
能
と
な
り
、
耐
え
た
月

日
の
分
だ
け
喜
び
も
大
き
く
感
じ
て
い
ま
す
。 

夏
の
法
話
会
に
は
、
佐
野
明
弘
先
生
か
ら
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今

年
度
四
月
よ
り
大
谷
専
修
学
院
と
い
う
宗
門
の
学
校
の
院
長
に
就
任
さ
れ
、

大
変
お
忙
し
い
中
で
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
ん
で
く
だ
さ
っ
た
貴
重
な
ご
縁
で

し
た
。
私
た
ち
が
普
段
は
深
く
考
え
ず
、
し
か
し
、
本
当
に
身
近
で
大
切
な

問
題
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
が
生
涯
の
課
題
と
さ
れ
た
こ
と
を
丁

寧
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
自
分
と
は
違
う
偉
い
人…

で
は
な
い
親
鸞

聖
人
の
人
間
像
が
浮
か
び
上
が
り
、
改
め
て
身
近
に
感
じ
た
こ
と
で
す
。
録

音
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
都
合
が
つ
か
な
か
っ
た
方
や
も
う
一
度
お
聞
き
に

な
り
た
い
方
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
毎
月
定
例
で
開
催
し
て
い
る
「
『
歎

異
抄
』
を
よ
む
会
」
の
進
度
に
合
わ
せ
て
、
節
目
に
佐
野
先
生
の
お
話
を
お

聞
か
せ
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
地
道
に
『
歎
異
抄
』
の

言
葉
に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
い
た
だ
け
た

ら
幸
い
で
す
。 

 

（ 

晴 

香 

） 

   

☆連絡先 浄敬寺 

TEL:0257-22-2481 

FAX:0257-22—2140 

Mail :  jyoukyouji222481 

@gmail.com 

住職   tomi814@kisnet.or.jp 

当院 minipapa@kisnet.or.jp 

晴香 haru310@kisnet.or.jp 

報恩講準備会ご参加の皆様 

ありがとうございました 
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