
右
の
絵
は
明
治
八
年
に
書
か
れ
た
正
法
寺
の
見
取
り
図

で
す
。
明
治
時
代
に
県
へ
提
出
さ
れ
た
書
類
の
よ
う
な
も

の
？
で
し
ょ
う
か
。(

は
っ
き
り
は
分
か
り
ま
せ
ん)
十
月

に
諫
早
の
本
願
寺
派
教
務
所
か
ら
の
依
頼
で
、
本
願
寺
史

料
研
究
所
の
調
査
が
入
り
ま
し
た
。
新
聞
で
ご
存
知
の
方

も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
際
に
親
鸞
聖
人
の
直
筆

も
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
絵
も
そ
の
調
査
中
に
出

て
き
た
も
の
で
す
。
こ
の
絵
よ
り
も
前
か
ら
、
四
百
年
以

上
の
歴
史
の
中
で
真
宗
の
教
え
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
が
、

正
法
寺
で
す
。
過
去
を
今
一
度
確
認
し
て
い
く
こ
と
の
大

切
さ
を
知
ら
さ
れ
る
出
来
事
で
し
た
。

2019.12

第15号
正法寺発行

洗
心
会
主
催

敬
老
会
開
催

十
月
二
十
日(

日)

に
洗
心
会

主
催
の
敬
老
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
敬
老
者
は
十
六
名
の
参

加
で
し
た
。
正
法
寺
の
敬
老
会

は
、
ま
ず
お
勤
め
・
ご
法
話
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
年
を
重
ね
て

い
く
こ
と
の
意
味
を
ご
本
尊
の

前
で
じ
っ
く
り
考
え
る
と
い
う

の
は
貴
重
な
時
間
で
、
毎
年
み

な
さ
ん
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
は
食
事
を
い
た
だ
き
な
が

ら
オ
カ
リ
ナ
の
演
奏
を
楽
し
み

ま
し
た
。
一
緒
に
童
謡
も
歌
い

ま
し
た
。
そ
の
後
は
飛
び
入
り

カ
ラ
オ
ケ
の
他
、
脳
ト
レ
ク
イ

ズ
に
も
挑
戦
し
、
大
村
音
頭
で

閉
会
と
な
り
ま
し
た
。

漢
字
や
ひ
ら
が
な
を

埋
め
る
脳
ト
レ
に
挑
戦
！

ご
法
話
は
八
女
か
ら

お
越
し
の
島
村
先
生
。

敬老会は毎年秋の永代経最終日に

開催します。対象は75歳以上の方。

ご門徒の方はどなたも参加可能です。

ぜひご参加ください！！

初めてお願いした、
「オカリナの森アンサンブル」

の演奏にみなさん感動！



洗心会はいつでも新しい

参加者をお待ちしています。

冒
頭
の
写
真
は
洗
心
婦
人
会(

平
成
二

十
六
年
よ
り
洗
心
会
に
改
名
し
て
い
ま

す)

昭
和
五
年
の
写
真
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
の
で
、
洗
心
会
の
歴
史
は
少
な
く

と
も
九
〇
年
以
上
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
時
代
と
共
に
活
動
の
形
は

変
わ
る
も
の
の
、
ご
本
尊
を
中
心
に
女

性
の
力
を
生
か
し
た
形
で
お
寺
に
関
わ

り
、
共
に
教
え
を
聴
い
て
来
た
人
々
の

歴
史
が
洗
心
会
に
は
あ
り
ま
す
。

現
在
会
員
数
は
二
百
五
十
名
で
、
高
齢

化
に
伴
い
年
々
そ
の
数
は
減
っ
て
き
て

い
る
現
状
で
す
。
昔
は
同
じ
地
区
の
方

の
お
誘
い
な
ど
で
入
ら
れ
た
方
も
多
か
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
昨
今
は
個
人
の
意

思
で
入
ら
れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
も

し
こ
こ
の
紹
介
を
見
ら
れ
て
関
心
が
お

あ
り
の
方
は
い
つ
で
も
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
活
動
に
参
加
が
難
し
い
場
合
は

「
賛
助
会
員
」
の
形
も
あ
り
ま
す
！

※他に運営委員もいます

↓下記の申込書もご利用ください！

※お申込みの際は、キリトリ線から

切ってお持ちください

紙上体験
正 法 寺

⑦洗心会



男性参加者の多い南無船会も
な む せ ん か い

いろいろ活動しています！

洗心会一日研修旅行
【浄音寺(西海)‐遠藤周作文学館‐原爆資料館】

行ってきました！

洗
心
会
で
は
毎
年
一
日

研
修
旅
行
を
行
っ
て
い
ま

す
。
今
年
は
春
季
永
代
経

法
要
に
て
お
話
い
た
だ
く

服
部
先
生
ご
自
坊
に
う
か

が
い
、
お
話
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
本
堂
の
入
り
口

か
ら
は
海
が
眺
め
ら
れ
る

素
敵
な
場
所
で
し
た
。

昼
食
は
浄
音
寺
さ
ん
か
ら
す
ぐ

の
所
に
あ
る
「
小
安
丸
」
と
い

う
お
店
で
お
魚
つ
く
し
の
料
理

を
い
た
だ
き
ま
し
た

昨年に発足した南無船会、今年も順

調に予定していた行事を行っています。

７月の正法寺キッズとの合同ボウリン

グ大会、９月の名和先生(秋彼岸ご講

師)をご講師に迎えての特別学習会と

懇親会。令和２年の２月には、青木先

生をご講師にした特別学習会と懇親会

も予定しています。まだまだ未熟な会

ですが、今後の活動にご注目ください。

洗
心
会
の
方
を
中
心
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
！

台
所
奉
仕
カ
ー
ド
に

登
録
し
ま
せ
ん
か
？

法
要
中
の
お
斎
作
り
を
洗
心

会
々
員
が
中
心
に
行
っ
て
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
会
員
で
な

く
て
も
大
丈
夫
。
寺
友
作
り

て
ら
と
も

に
、
地
域
の
方
と
の
交
流
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

法要の後にいただく

食事の事をお斎(おと

き)と言います。

カードはお寺で保管し、法要前などに連絡し
合ってスケジュールを組みます

お
寺
で
皆
さ
ん
と
共
に

お
話
を
聞
い
た
り
、
活
動

を
し
て
い
る
と
、
普
段
の

生
活
の
中
で
あ
せ
っ
て
い

る
自
分
自
身
を
顧
み
る
こ

と
が
出
来
、
ほ
っ
と
し
た

り
、
み
ん
な
同
じ
な
ん
だ

な
と
思
え
た
り
し
ま
す
。

地
域
の
方
と
お
寺
で
再
会

で
き
る
の
も
嬉
し
い
で
す
。

(

諏
訪
・
桃
原)

洗
心
会
の
活
動
に

来
ら
れ
て
い
る
方
に

お
話
を
聞
い
て
み
ま
し
た
！

な
か
な
か
全
て
は
参
加

で
き
ま
せ
ん
が
、
主
人

を
亡
く
し
て
か
ら
は
同

じ
よ
う
な
境
遇
の
方
と

お
話
し
で
き
る
機
会
を

お
寺
で
持
つ
こ
と
が
で

き
て
い
ま
す
。
そ
う
い

う
時
間
が
お
寺
な
ら
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

(
久
原
・
林)



「
南
無
阿
弥
陀
仏
か
ら
は
じ
め
よ
う
」

題
名
の
あ
る
連
載
を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

一
回
目
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
か
ら
は
じ
め
よ
う
」
。

真
宗
門
徒
か
ら
お
念
仏
の
声
が
聞
こ
え
な
く
な
っ

た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
世
代
の

違
う
家
族
が
共
に
暮
ら
さ
な
く
な
っ
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
お
念
仏
が
伝
わ
ら
な
い
の
も
仕
方

が
な
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
あ
え
て
、

お
念
仏
す
る
習
慣
の
ス
ス
メ
、
を
し
ま
す
。

ご
自
宅
の
お
内
仏(

仏
壇)

の
前
で
お
参
り
を

な

い

ぶ
つ

さ
れ
る
際
、
声
に
出
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
お
念
仏
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
は
称
え
た
か
ら
病
気
が
治
る
と
か
、
運
が

と
な

よ
く
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
で
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
と
い
う
の
は

お
い
お
い
考
え
て
い
く
と
し
て
、
ま
ず
お
念
仏

を
声
に
出
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と
を
提
案

し
ま
す
。
「
何
回
称
え
る
の
で
す
か
？
」
と
聞

と
な

か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
今
回
は
、
息
が
続

く
限
り
称
え
て
み
る
、
身
体
の
中
の
空
気
が
出

て
し
ま
う
ま
で
言
い
続
け
る
方
法
を
お
ス
ス
メ

し
ま
す
。
言
い
方
は
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
で

も
「
な
ま
ん
だ
ぶ
」
で
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
お

念
仏
を
し
た
ら
何
か
変
化
が
起
こ
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
と
書
き
ま
し
た
が
、
身
体
の
中
に

あ
る
空
気
を
全
部
出
し
て
し
ま
う
こ
と
は
そ
の

後
の
「
吸
う
」
動
作
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与

え
ま
す
。
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
か
は
、
ま
ず
声

を
出
し
て
お
念
仏
し
て
お
参
り
し
て
み
な
け
れ

ば
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
兎
に
も
角
に
も
声
に

出
し
て
お
参
り
す
る
。
朝
夕
に
正
信
偈
を
読
む

の
が
難
し
い
と
い
う
方
で
も
、
こ
れ
な
ら
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
出
来
る
限
り
毎

日
、
息
を
吐
き
切
る
時
間
を
意
識
的
に
持
つ
。

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
声
に
出
し
て
み
る
。

ど
う
で
す
か
？
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

お寺で想う

いろんなこと

語ります!!

こ
ち
ら
の
連
載
を
読
ん

で
く
だ
さ
っ
た
本
山
出
版

部
の
方
か
ら
お
声
が
け
が

あ
り
、
月
刊
『
同
朋
』
に

て
京
大
の
藤
原
辰
史
先
生

と
対
談
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
現
在
正
法
寺

に
て
無
料
配
布
を
し
て
お

り
ま
す
。
ぜ
ひ
お
読
み
く

だ
さ
い
！(

残
り
冊
数
が

僅
か
な
の
で
お
早
め
に)

【
住
職
の
次
男
が
得
度
し
ま
し
た
！
】

【
正
法
寺
に
親
鸞
聖
人
直
筆
が
！
】

正

法

寺

近

坊
守
の

仏
ブ
ツ
寺
日
記

ぶ

つ

【
七
】

今
年
の
8
月
7
日
京
都

の
東
本
願
寺
に
て
、
住
職

の
次
男(

道
光
・
み
ち
て

る)

が
僧
侶
と
な
る
第
一

歩
と
し
て
得
度
式
を
受
式

し
ま
し
た
。
今
後
は
法
要

な
ど
で
お
勤
め
に
も
参
加

い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

東
本
願
寺
出
版
部
発
行

『
同
朋
』
に
て
対
談
を
し
ま
し
た
！

況
令和元年10月4日

長崎新聞

10
月
4
日
の
新
聞
や
テ
レ
ビ
に
よ
る
報
道
の
通
り
、

正
法
寺
所
蔵
の
親
鸞
聖
人
直
筆
が
本
物
で
あ
る
こ

と
が
判
明
い
た
し
ま
し
た
。
諫
早
の
本
願
寺
派
教

務
所
で
の
記
者
会
見
は
、
写
さ
れ
た
経
典
の
重
要

さ
に
つ
い
て
若
い
記
者
か
ら
の
質
問
が
絶
え
ず
、

大
変
盛
況
で
し
た
。



普
段
か
ら
使
っ
て
い
る
言
葉
に
は

仏
教
由
来
の
言
葉
が
実
は
た
く
さ
ん

そ
ん
な
言
葉
を
紹
介
し
ま
す

今
回
の
言
葉
は
、「

出

世
」

「
彼
は
同
期
で
一
番
の
出
世
頭
だ
！
」
な
ど
、

「
出
世
（
し
ゅ
っ
せ
）
」
と
い
う
言
葉
は
、
立
派
な
地

位
、
身
分
に
な
る
事
、
更
に
は
経
済
的
に
豊
か
に

な
る
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
出

世
」
、
実
は
仏
教
語
な
の
で
す
。

本
来
は
、
仏
さ
ま
が
衆
生
（
し
ゅ
じ
ょ
う
※
）
救

済
の
た
め
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
る
こ
と
、
出
世

間
（
し
ゅ
っせ
け
ん
）
の
略
と
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
俗
世
を
離
れ
た
仏
道
の
世
界
と
い
う
意
味

も
持
ち
、
迷
い
の
世
界
（
世
間
）
か
ら
飛
び
出
せ
ば
、

考
え
方
や
価
値
観
を
超
え
て
、
広
々
と
豊
か
に

生
き
て
い
け
る
素
敵
な
世
界
が
あ
る
こ
と
を
、
こ

の
言
葉
は
浮
き
彫
り
に
し
て
い
ま
す
。

会
社
内
の
出
世
争
い
な
ん
て
、
何
だ
か
狭
苦
し
い

も
の
に
感
じ
て
き
ま
せ
ん
か
？

深
呼
吸
し
て
、

か
た
苦
し
い
日
常
か
ら
出
世
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

※
衆
生
・
・
・
生
き
と
し
生
け
る
も
の

真
宗
会
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
転
載

こ
れ
も
仏
教
用
語
⁈

み
～
つ
け
た
！

正
法
寺
に
入
り
た
て
の

頃
、
寝
坊
や
道
に
迷
っ
た

り
と
、
た
く
さ
ん
の
ご
迷

惑
を
か
け
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
す
。
ミ
ス
を
す
る

中
で
も
正
法
寺
の
皆
さ
ん

は
優
し
く
接
し
て
く
だ
さ

り
、
本
当
に
感
謝
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
貴
重
な
体

験
を
た
く
さ
ん
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
経

験
を
次
の
職
場
で
あ
る
大

分
市
・
長
久
寺
様
で
も
十

分
に
生
か
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
た
お
会
い
で
き

る
の
を
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
す
。

原

田

除
夜
の
鐘
撞
き

年
越
し
は

正
法
寺
本
堂
で

12
月
31
日
24
時
前
か
ら

お
勤
め
と
鐘
撞
き
があ

り
ま
す

赤
ち
ゃ
ん
の
お
祝
い

初
参
り
式
に

ご
参
詣
く
だ
さ
い

令
和
二
年
は

5
月
10
日(

日)

で
す

今
か
ら
で
も
電
話
で

受
付
い
た
し
ま
す

法
務
員
の
原
田
君
が
地
元
に
帰
り
ま
す
！

大
変
お
世
話
に

な
り
ま
し
た

特
に
正
法
寺
キ
ッ
ズ
の
活
動

に
貢
献
し
て
く
れ
ま
し
た
！

西本町

丸亀
製麺

マリーナ
ホテル

ア
ー
ケ
ー
ド

34
号
線

お食事処・和風喫茶

「小 梅 庵」
住所： 大村市本町518

電話： 52-6016

営業： 午前１１時～

和
風
喫
茶
の
名
店
と
し
て
有
名
な

「
小
梅
庵
」
さ
ん
が
場
所
を
移
転
し

て
い
ま
す
。
ご
存
知
で
す
か
？
再
開

発
が
進
む
元
浜
屋
周
辺
に
以
前
の
店

舗
が
あ
っ
た
お
店
で
す
。
様
々
な
種

類
の
創
作
お
に
ぎ
り
が
人
気
で
、
ぜ

ん
ざ
い
や
あ
ん
み
つ
な
ど
、
和
風
デ

ザ
ー
ト
も
楽
し
め
る
お
食
事
処
。
メ

ニ
ュ
ー
は
前
と
変
わ
っ
て
い
な
い
も

の
の
、
客
席
が
増
え
い
ま
す
。
温
か

い
お
ぜ
ん
ざ
い
や
う
ど
ん
な
ど
、

こ
れ
か
ら
の
季
節
お
ス
ス
メ
で
す
！

ここ

プ
チ
モ
ニ

あをば
食堂



真
宗
・
入
門

本尊 阿弥陀如来
あ み だ に ょ ら い

正依の経典
仏説無量寿経（大経）

仏説観無量寿経（観経）

仏説阿弥陀経（小経）

宗祖 親鸞聖人
しんらんしょうにん

宗派名 真宗大谷派
し ん し ゅ う お お た に は

本山 真宗本廟（東本願寺）
し ん し ゅ う ほ ん び ょ う

正法寺は真宗大谷派の寺院です
し ん し ゅ う お お た に は

①
ど
ん
な
こ
と
を
さ
れ
た
方
？

蓮
如
上
人
は
室
町
時
代
中
期
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、
当
時
衰
退
し
て
大

変
貧
し
い
状
態
に
あ
っ
た
本
願
寺
を
再
興
さ
れ
た
方
で
す
。
冒
頭
で
も
紹

介
し
て
い
る
「
白
骨
の
御
文
」
に
代
表
さ
れ
る
多
く
の
「
御
文
」
を
、
庶

お

ふ

み

民
に
も
理
解
し
や
す
い
カ
ナ
混
じ
り
の
文
体
で
書
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

今
で
は
当
た
り
前
の
事
と
な
っ
て
い
る
真
宗
門
徒
が
朝
夕
に
「
正
信
偈
」

の
お
勤
め
を
す
る
形
を
考
案
し
た
の
も
蓮
如
上
人
で
す
。

③
知
っ
て
い
ま
す
か(

ク
イ
ズ)

？

実
は
、
蓮
如
上
人
の
絵
像
は

い
つ
も
本
堂
に
飾
ら
れ
て
い
ま

す
。
さ
て
、
ど
こ
に
飾
ら
れ
て

い
る
で
し
ょ
う
か
？
。

内 陣

外 陣

朝
に
は
紅
顔
あ
り
て

夕
に
は
白
骨
と
な
れ
る
身
な
り

②
代
表
的
な
出
来
事
は
？(

ミ
ニ
年
表
で
見
る
ご
生
涯)

一
四
六
十
年(

46
歳)

一
四
六
一
年(

47
歳)

一
四
五
七
年(

43
歳)

一
四
一
五
年

「
正
信
偈
大
意
」
執
筆

最
初
の
『
御
文
』
執
筆

本
願
寺
継
承(

八
代
目
と
な
る)

京
都
東
山
大
谷
本
願
寺
誕
生

※
二
百
を
超
え
る
御
文
よ
り
四
つ
が
赤
本

【
六
十
頁
】
に
載
っ
て
い
ま
す
。

一
四
九
八
年(

84
歳)

一
四
八
九
年(

75
歳)

最
後
の
御
文
を
書
か
れ

翌
年
に
往
生

白
骨
の
御
文
執
筆

蓮
如
上
人
っ
て
ど
ん
な
方
？

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

「
白
骨
の
御
文
」
や
、
五
木
寛
之
の
小
説
「
蓮
如
」

お

ふ

み

で
も
有
名
の
蓮
如
上
人
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

御
本
尊

絵
像
②

絵
像
③

絵
像
①

→

本
堂入

り
口

①ご本尊の二つ右横

②ご本尊の右横

③ご本尊の左横

答えはこの新聞のどこかにあります



住職が語る『正信偈』第１５回

今
回
か
ら
は
依
釈
段
の
龍
樹
章
と
呼
ば
れ

え
し
ゃ
く
だ
ん

り
ゅ
う
じ
ゅ
し
ょ
う

る
段
落
を
見
て
い
き
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
説

か
れ
た
念
仏
の
教
え
を
正
し
く
解
釈
し
、
後

の
世
に
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
七
人
の
高
僧
の

お
一
人
、
イ
ン
ド
の
龍
樹
大
士
に
つ
い
て
語

ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
で
す
。

ま
ず
最
初
に
あ
り
ま
す
「
釈
迦
如
来
楞
伽

し

ゃ

か

に

ょ

ら

い

り
ょ
う
が

山

為
衆
告
命
」
で
す
が
、
お
釈
迦
様
が
楞

せ
ん

い
し
ゅ
う
ご
う
み
ょ
う

伽
山
と
い
う
場
所
で
教
え
を
説
か
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
楞
伽
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

り
ょ
う
が

(

古
代
イ
ン
ド
の
言
語)

の
「
ラ
ン
カ
ー
」
と

い
う
言
葉
を
、
そ
の
ま
ま
発
音
を
漢
字
に
当

て
は
め
て
翻
訳
し
た
音
写
語
で
、
現
在
の
ス

リ
ラ
ン
カ
を
指
し
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
イ
ン

ド
中
を
旅
さ
れ
教
え
を
説
い
て
ま
わ
ら
れ
ま

し
た
が
、
海
を
渡
っ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
島
で
も

教
え
を
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
ご
様
子
が

『
楞
伽
経
』
と
い
う
経
典
に
お
さ
め
ら
れ
て

り
ょ
う
が
き
ょ
う

い
る
の
で
す
。

そ
の
『
楞
伽
経
』
に
は
次
の
よ
う
な
一
節

が
あ
り
ま
す
。
「
私
が
得
た
さ
と
り
の
智
慧

は
、
普
通
の
人
々
が
了
解
で
き
る
も
の
で
は

り
ょ
う
げ

な
い
。
私
が
死
し
た
後
、
仏
の
い
な
い
時
代

に
入
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
イ
ン
ド
南
部
の
国

に
大
い
な
る
徳
を
そ
な
え
た
僧
が
あ
ら
わ
れ

る
。
龍
樹
菩
薩
と
い
う
名
前
で
あ
る
。
彼
は

り
ゅ
う
じ
ゅ
ぼ
さ
つ

有
無
の
見
を
破
り
、
人
々
の
た
め
に
私
の
依

う

む

り
ど
こ
ろ
で
あ
る
大
乗
の
こ
の
上
な
い
教
え

を
説
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
歓
喜
地
と
い
う
さ

か

ん

ぎ

じ

と
り
の
位
に
入
り
、
阿
弥
陀
仏
の
安
楽
浄
土

に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
。

こ
の
一
節
が
ま
さ
し
く
正
信
偈
龍
樹
章
の

「
釈
迦
如
来
楞
伽
山
～
証
歓
喜
地
生
安
楽
」

ま
で
の
六
句
の
元
と
な
っ
た
お
言
葉
で
あ
り
、

依
り
処
と
な
る
法
文
な
の
で
す
。

ほ
う
も
ん

さ
て
、
お
釈
迦
様
は
、
人
々
は
「
有
無
の

う

む

見
」
と
い
う
誤
っ
た
考
え
方
に
固
執
し
迷
っ

け
ん

こ
し
ゅ
う

て
い
る
が
、
そ
れ
を
龍
樹
菩
薩
は
打
ち
破
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
有

無
の
見
と
い
う
の
は
、
有
る
無
し
に
こ
だ
わ
っ

て
生
き
て
い
る
私
達
の
も
の
の
見
方
、
考
え

方
を
指
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
人
間
は
死

ん
だ
後
も
、
魂
の
よ
う
な
も
の
で
何
か
し
ら

実
在
し
続
け
る
」
と
い
う
の
が
有
見
で
す
。

う

け

ん

逆
に
「
人
は
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
何
も
残
ら

な
い
。
無
に
帰
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
が

無
見
で
す
。
ど
ち
ら
の
見
解
に
し
ろ
私
達
人

む

け

ん

間
の
知
恵
で
は
本
当
の
答
え
は
導
き
出
せ
ま

せ
ん
。
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、

そ
れ
は
自
分
の
思
い
に
立
っ
て
決
め
つ
け
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
私
達
の
想
像
の

域
を
出
な
い
以
上
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
く

ら
考
え
て
も
意
味
を
持
た
な
い
の
で
す
。
こ

れ
が
正
し
い
、
あ
れ
が
正
し
い
、
そ
う
い
う

こ
と
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
自
体
が
煩
悩
で
あ

り
、
自
ら
の
迷
い
を
深
め
る
行
い
で
あ
る
と

龍
樹
菩
薩
は
気
づ
か
れ
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
私
達
の
信
心
と
い
う
も

の
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
が
実
在
す

る
か
ら
信
じ
る
。
そ
ん
な
も
の
は
な
い

と
思
う
か
ら
信
じ
な
い
。
親
鸞
聖
人
は

そ
う
い
う
見
方
に
た
っ
て
の
信
心
を
自

力
の
信
心
で
あ
る
と
否
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
有
無
の
見
に
と
ら
わ
れ
て
生
き
る

自
分
に
気
づ
い
た
時
、
如
来
よ
り
賜
り

た
ま
わ

た
る
信
心
と
い
う
の
が
い
た
だ
け
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か

。

釈
迦
如
来
楞
伽
山

し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
り
ょ
う
が
せ
ん

為
衆
告
名
南
天
竺

い
し
ゅ
う
ご
う
み
ょ
う
な
ん
て
ん
じ
く

龍
樹
大
士
出
於
世

り
ゅ
う
じ
ゅ
う
だ
い
じ
し
ゅ
っ
と
せ

悉
能
摧
破
有
無

し
っ
の
う
ざ
い
は
う
む
け
ん

宣
説
大
乗
無
上
法

せ
ん
ぜ
だ
い
じ
ょ
う
む
じ
ょ
う
ほ
う

證
歓
喜
地
生
安
楽

し
ょ
う
か
ん
ぎ
じ
し
ょ
う
あ
ん
ら
く


