
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
中
に
広
ま
り
、
世
の
中

は
一
変
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
こ

と
が
起
こ
り
、
人
間
は
右
往
左
往
、
思
い
描
く
未
来
へ
の

信
頼
が
い
か
に
脆
か
っ
た
か
、
「
自
然
」
に
よ
っ
て
思
い

知
ら
さ
れ
た
よ
う
な
期
間
を
過
ご
し
ま
し
た
ね
。
で
も
実

は
疫
病
の
流
行
と
い
う
の
は
、
現
在
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

い

ま

は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
か
ら
人
間
は
疫
病
と
共
に
生
き
て
き

た
と
も
言
え
ま
す
。
真
宗
中
興
の
祖
、
蓮
如
上
人
が
生
き

ち
ゅ
う
こ
う

ら
れ
た
時
代
に
も
疫
病
が
日
本
中
で
流
行
り
、
た
く
さ
ん

の
方
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
現
状
を
憂
い
て
読
ま

れ
た
「
御
文
」
の
一
部
が
、
左
の
文
章
で
す
。
詳
し
い
内

お

ふ

み

容
は
、
後
記
の
「
真
宗
入
門
」
に
て
解
説
し
て
い
ま
す
。
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疫
癘
に
よ
り
て

え

き

れ

いは
じ
め
て
死
す
る
に
は
あ
ら
ず

暖かくなったので、
おそうじの日
再開しています！！

お寺で始める新しい習慣

＃templemorning

「食前・食後のことば」を知っていますか？

詳細は３ページ目に紹介しています！

これからの「おそうじの日」日程

７/26、 8/30、 9/27、

10/25、 11/29、 12/27

※全て日曜日で9時から１時間程度です

た
く
さ
ん
の
方
に

ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

【
食
前
の
こ
と
ば
】

み
光
の
も
と
わ
れ
今
幸
い
に

こ
の
浄
き
食
を
う
く

い
た
だ
き
ま
す

【
食
後
の
こ
と
ば
】

わ
れ
今
こ
の
浄
き
食
を

終
わ
り
て

心
ゆ
た
か
に
力
身
に
み
つ

ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た

※疫癘(えきれい)・・・伝染病のこと



新
し
い
学
び
の
時
間
、
し
ん
ら

ん
聖
人
ご
命
日
の
つ
ど
い
「
行
い

が
わ
た
し
を
導
く
時
間
」
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影

響
で
、
4
月
は
１
名
の
参
加
で
し

た
が
、
5
月
は
13
名
参
加
が
あ
り
、

盛
況
な
会
と
な
り
ま
し
た
。
今
後

も
毎
月
28
日
の
開
催
で
す
。
初
め

て
の
方
も
、
老
若
男
女
問
わ
ず
ご

参
加
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
！

日 程 テ ー マ

7月28日(火)
仏具を磨いてみよう お飾りを知る①

そろそろ仏具、磨きませんか？

9月28日(月)
「親鸞聖人」の絵を楽しもう」

アートを通して聖人のご生涯を知ろう

10月28日(水)
念珠を作ってみよう

自分だけの念珠ってステキ！

11月28日(土)
花をいけてみよう お飾りを知る②

お花をいけるちょっとしたコツ

12月5日(土)
～8日(火)

報恩講法要に行こう！

４
月
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
で
参
加

者
は
１
名
。
寺
族
の

７
名
と
共
に
、
本
堂

へ
の
入
堂
・
退
堂
の

方
法
、
と
い
う
基
本

的
な
と
こ
ろ
か
ら
学

び
ま
し
た
。
他
に
も
、
綺
麗
な
合
掌
の
仕

方
・
焼
香
の
作
法
・
お
経
本
の
持
ち
方
・

キ
ン
の
打
ち
方
や
撥
さ
ば
き
・
正
座
か
ら

ば
ち

の
立
ち
方
な
ど
も
実
際
に
行
い
な
が
ら
、

学
ん
で
い
き
ま
し
た
。
来
年
も
同
じ
内
容

を
考
え
て
い
ま
す
。

4月
安心して仏事にのぞもう

「作法を学んでみよう」

報恩講以外、13：30～15：30です。

基本的に、正法寺の本堂にて行います。

(参加費500円)

講
座
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
「
報
恩
講
」

の
「
恩
に
報
い
る
」
気
持
ち
を
身
体
で
感

じ
て
い
く
試
み
と
し
て
、
「
あ
り
が
と
う

ソ
ン
グ
」
（
感
謝
や
お
か
げ
様
の
心
を
感

じ
る
曲
）
を
歌
っ
た
り
、
聴
い
た
り
し
て

い
ま
す
。
次
の
よ
う
な
曲
で
す
。
皆
さ
ん

は
ど
ん
な
曲
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？

〇
涙
そ
う
そ
う
（
夏
川
り
み
）

〇
言
葉
に
で
き
な
い(

小
田
和
正)

〇
道
化
師
の
ソ
ネ
ッ
ト(

さ
だ
ま
さ
し)

〇
さ
よ
な
ら
の
向
う
側(

山
口
百
恵)

〇
ジ
ュ
ピ
タ
ー(

平
原
綾
香)

あ
り
が
と
う
ソ
ン
グ
も

歌
っ
て
い
ま
す
！

これからの
「行いがわたしを導く時間」

スケジュール



①
本
堂
の
阿
弥
陀
さ
ん
に
つ

い
て
。
真
宗
の
寺
院
は
、
阿
弥

陀
如
来
を
中
心
に
す
る
場
所

と
い
う
こ
と
を
再
確
認
し
ま

し
た
。

②
大
村
の
歴
史
と
仏
教

古
く
か
ら
大
村
に
は
山
村
を

中
心
に
た
く
さ
ん
の
お
寺
が

あ
った
こ
と
を
、
地
図
や
現
在

の
地
名
な
ど
と
照
ら
し
合
わ

せ
な
が
ら
説
明
。
そ
の
後
、
大

村
純
忠
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
し
た
こ
と
で
大
村
全
て
の

寺
院
が
無
く
な
り
ま
す
。
江

戸
時
代
に
再
び
寺
院
が
建
立

さ
れ
て
い
ま
す
。
正
法
寺
も

そ
の
一
つ
で
す
。
現
在
は
街

道
沿
い
中
心
に
お
寺
が
あ
る

こ
と
も
確
認
し
ま
し
た
。

③
正
法
寺
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ

る
公
園
が
、
か
つ
て
お
寺
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
立
て
看
板
を

実
際
に
歩
い
て
行
って
見
学
し

ま
し
た
。

③
正
法
寺
に
言
い
伝
わ
っ
て

残
っ
て
い
る
歴
史
資
料
を
見

ま
し
た
。

5月
正法寺の歴史を知ろう
「住職による歴史講和」

郡地区にあった寺を確認

表
紙
に
書
い
た
「
食
前
・
食
後
の
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
、

今
年
2
月
2
日
、ご
門
徒
の
方
の
投
稿
が
長
崎
新
聞
に

掲
載
さ
れ
ま
し
た
。と
て
も
素
敵
な
文
章
だ
っ
た
の
で
、

こ
ち
ら
に
も
転
載
い
た
し
ま
す
。み
な
さ
ん
も
、食
前

食
後
の
こ
と
ば
を
ゆ
っ
く
り
と
言
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

今
年
、
お
寺
の
行
事
の
世
話
役
で
あ

る
「
講
頭
」
を
受
け
持
つ
順
番
が
11
年

ぶ
り
に
巡
っ
て
き
た
。
輪
番
制
で
１
年

交
代
。
夫
が
１
月
12
日
の
講
頭
初
会
、

そ
し
て
私
が
同
26
日
の
婦
人
部(

洗
心

会)

総
会
に
出
席
し
た
。
２
人
と
も
車

の
運
転
を
し
な
く
な
っ
た
の
で
、
タ
ク

シ
ー
や
路
線
バ
ス
と
徒
歩
で
行
っ
た
た

め
時
間
や
経
費
は
か
か
っ
た
。

わ
が
家
は
、
夫
の
両
親
の
位
牌
を
頂

き
仏
間
を
作
っ
た
折
、
大
村
市
内
の
浄

土
真
宗
の
お
寺(

正
法
寺)

の
お
世
話
に

な
る
こ
と
に
な
り
、
門
徒
に
加
わ
っ
た
。

11
年
前
の
会
の
折
、

資
料
に
添
え
ら
れ
て

い
た
「
食
前
の
こ
と

ば
・
食
後
の
こ
と
ば
」

に
吸
い
寄
せ
ら
れ
、

食
卓
の
壁
に
貼
り
、

よ
く
称
え
て
習
慣
化

し
た
。
幼
か
っ
た
孫

が
わ
が
家
に
遊
び
に

来
た
と
き
、
う
れ
し
そ
う
に
私
の
顔
を

見
て
そ
れ
を
ま
ね
た
。
そ
の
後
、
い
つ

の
間
に
か
紙
も
黄
ば
み
、
自
宅
を
リ
フ
ォ
ー

ム
し
た
際
に
剥
が
し
て
し
ま
い
、
次
第

に
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
年

の
お
役
目
が
巡
っ
て
み
た
こ
と
で
再
び

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
。
夫
婦
２
人
の
食
卓

は
寂
し
く
な
っ
た
が
、
食
前
と
食
後
の

称
え
に
よ
り
食
事
へ
の
感
謝
の
気
持
ち

が
湧
き
、
当
た
り
前
の
３
食
に
一
呼
吸

を
置
く
大
切
な
作
法
と
な
っ
た
。

浅
田
恵
子(

坂
口)

とても良い会でした。

正法寺中心に布教がされ

た過去はすごいですね。

どのようにしたのか

知りたかった。

正法寺の歴史はとても

興味深く、大村のキリストと

仏教の流れも勉強になった。

正法寺のすぐ側「辻田

公園」もかつてはお寺でした。

設置されている看板に

記されています！！



も
う
一
度
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
！

以
前
紹
介
し
た
、
土
井
善
晴
著
「
一
汁
一
菜
で
よ
い
と
い

う
提
案
」
の
こ
と
を
再
び
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
本

は
誤
解
さ
れ
易
い
本
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
「
一
汁
一
菜
で

よ
い
と
い
う
提
案
」
と
い
う
名
前
だ
け
見
て
し
ま
う
と
、
「
粗

食
の
ス
ス
メ
ね
」
、
と
だ
け
思
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

勘
違
い
さ
れ
る
原
因
に
、
一
汁
一
菜
と
い
う
言
葉
が
「
単

純
す
ぎ
る
・明
快
す
ぎ
る
」と
い
う
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？

と
思
い
ま
す
。
し
か
も
こ
の
本
は
、
最
初
の
方
で
結
論
か
ら

書
か
れ
て
い
ま
す
。
最
も
大
事
で
伝
え
た
い
こ
と
を
、
最
初

に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

大
事
な
こ
と
を
最
初
に
言
う
？
こ
れ
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
「
正
信
偈
」
で
す
。
親
鸞
聖

人
が
書
か
れ
た
「
う
た
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
正
信
偈
」

そ
の
冒
頭
は
、

と
い
う
文
句
で
始
ま
り
ま
す
。
ラ
ブ
レ
タ
ー
だ
と
す
る
な

ら
、
い
き
な
り
「
あ
な
た
が
好
き
で
す
」
と
結
論
か
ら

書
く
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
二
行
に
は
す
べ
て
が
入
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
二
行
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う

言
葉
と
同
等
だ
か
ら
、
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
で
よ
い

と
い
う
提
案
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
「
そ
れ
で
い
い
の
？
」

と
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
は
疑
わ
れ
る
で
し
ょ
う
？
と
い
う
と
こ

ろ
も
人
間
の
「
疑
」
と
い
う
問
題
に
お
い
て
近
い
の
で
す
。
ど

う
し
て
も
人
間
は
疑
い
ま
す
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
け
で

よ
い
」
な
ん
て
す
ぐ
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
の
が
人
間
で
す
。

土
井
先
生
の
本
に
戻
る
と
、
「
一
汁
一
菜
で
よ
い
」
と
す
ぐ

に
は
思
え
な
い
の
が
人
間
で
す
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
よ
。

わ
た
し
の
経
験
と
、
身
体
で
受
け
取
って
き
た
感
覚
で
そ
れ

を
証
明
で
き
ま
す
。
と
い
う
の
が
土
井
先
生
で
す
。
先
生
は

「
よ
い
も
の
は
軽
く
て
シ
ン
プ
ル
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
仰
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
述
べ
ら
れ
る
結
論
は
い
た
って
明
快
な

の
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
あ
と
は
深
く
広
い
世
界
が
広
が
って

い
る
本
で
す
。
文
章
も
論
理
的
な
も
の
が
続
く
の
で
、
一
度

読
む
だ
け
で
直
ぐ
全
て
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

一
方
、
た
く
さ
ん
の
経
典
を
読
み
、
そ
こ
か
ら
の
解
釈
を

伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
親
鸞
聖
人
で
す
。
そ
の
真
実
を

「
言
葉
」
だ
け
で
理
解
し
て
い
く
の
は
な
か
な
か
困
難
な
こ

と
で
す
。
で
も
、
本
当
は
ま
ず
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え

て
み
る
だ
け
で
い
い
の
で
し
ょ
う
。
ま
ず
自
分
が
。
一
人
で
。

同
じ
よ
う
に
「
一
汁
一
菜
」
を
作
って
み
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
。
ま
ず
自
分
が
。
一
人
で
。
で
も
で
き
な
い
の
で
す
。
「
疑

い
」
が
あ
る
か
ら
・
・
・
。

土
井
先
生
は
言
わ
れ
ま
す
。
「
今
は
何
で
も
専
門
家
で

な
け
れ
ば
そ
の
道
の
こ
と
を
や
って
は
い
け
な
い
、
話
し
て
は

い
け
な
い
よ
う
に
な
って
い
ま
す
。
」
と
。
専
門
家
に
感
動
し
、

自
分
も
や
って
み
よ
う
、
そ
こ
で
の
経
験
を
表
現
し
て
み
よ

う
、
で
よ
い
の
で
す
。
先
生
が
著
書
で
伝
え
て
い
る
の
は
、
身

体
感
覚
を
信
じ
よ
。
と
い
う
こ
と
だ
と
も
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
土
井
先
生
は
四
の
五
の
言
わ
ず
に
家
庭
料
理
作
り
に
徹

し
て
き
た
「
お
母
さ
ん
」
へ
の
信
頼
が
深
い
の
で
す
。
ま
ず
作
っ

て
み
る
。
ま
ず
、
念
仏
し
て
み
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
深

く
広
が
って
い
く
世
界
の
深
さ
を
、
訪
ね
て
み
ま
せ
ん
か
？

坊
守
の

仏
ブ
ツ
寺
日
記

ぶ

つ

お寺で想う

いろんなこと

語ります!!

「
毎
日
、
毎
食
、
一
汁
一
菜
で
や
ろ
う
と
決
め
て
く
だ

さ
い
。
考
え
る
こ
と
は
い
ら
な
い
の
で
す
。
（
省
略
）
「
そ
れ

で
い
い
の
？
」
と
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
は
疑
わ
れ
る
で
し
ょ

う
が
、
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
ず
っと
こ

う
し
た
食
事
を
し
て
き
た
の
で
す
。

（
「
一
汁
一
菜
で
よ
い
と
い
う
提
案
」
よ
り
）

「
帰
命
無
量
寿
如
来

南
無
不
可
思
議
光
」

き
み
ょ
う
む
り
ょ
う
じ
ゅ
に
ょ
う
ら
い

な

む

ふ

か

し

ぎ

こ

う

疑
い
の
心

休校中に次男が味噌汁を

作ってくれました！！



こ
れ
も
仏
教
用
語
⁈

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
、

「
あ
り
が
と
う
」

み
～
つ
け
た
！

「
あ
り
が
と
う
」
普
段
な
に
げ
な
く
使
っ
て

い
る
、
お
礼
の
言
葉
。
こ
れ
も
語
源
は
「
有

難
し
」
と
い
う
仏
教
語
で
あ
る
。
出
典
は

『
法
句
経
（
ほ
っ
く
き
ょ
う
）
』
の
、
「
ひ

と
の
生
を
う
く
る
は
か
た
く
、
死
す
べ
き
も

の
の
、
生
命
あ
る
も
あ
り
が
た
し
」
で
あ
る
、

と
言
わ
れ
て
い
る
。
人
と
生
ま
れ
た
生
命
の

驚
き
を
教
え
る
教
説
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
有

り
難
し
」
と
は
、
そ
の
仏
説
を
聞
き
、
人
の

生
命
の
尊
貴
（
そ
ん
き
）
さ
へ
目
覚
め
た
大

い
な
る
感
動
を
、
表
す
言
葉
で
も
あ
る
。
そ

れ
が
い
つ
し
か
感
謝
の
意
に
、
転
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
人
の
こ
の
よ

う
な
宗
教
的
心
情
を
想
う
時
、
日
本
語
の
中

で
も
、
特
に
す
ぐ
れ
た
美
し
い
言
葉
で
あ
る

と
思
う
。

延
塚
知
道

大
谷
大
学
教
授

大
谷
大
学
発
行
『
学
苑
余
話
』
生
活
の
中
の

仏
教
用
語
よ
り

新しい法務員が入りました。

どうぞよろしくお願いいたします！！

門徒廟(納骨堂)の「生もの」の

お供えを禁止といたします。

ご協力お願いいたします！

門
徒
廟(

納
骨
堂)

の

「
生
も
の
」
の
お
供
え

を
、
衛
生
上
の
理
由
か

ら
今
後
全
て
禁
止
と
い

た
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
納

骨
堂
に
お
い
て
も

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
お
念
仏
し
ま
し
ょ
う
！

北
部
の
方
、
お
待
た
せ
し
ま
し
た
！

今
回
紹
介
す
る
お
店
は
、
野
岳
に
あ
る

カ
レ
ー
屋
さ
ん
で
す
。
日
本
人
に
大
人

気
の
カ
レ
ー
で
す
が
、
ご
主
人
の
て
つ
お

さ
ん
は
高
校
の
体
育
教
師
を
さ
れ
て
い

た
頃
か
ら
大
の
カ
レ
ー
好
き
。
研
究
を

重
ね
、
さ
ら
に
野
岳
の
豊
か
な
食
材
や

水
を
使
っ
て
自
分
が
満
足
で
き
る
味
に

仕
上
げ
た
そ
う
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
弁

当
の
み
が
続
い
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
ま

ず
お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
し
ま
す
。

(
文
責
／
島
田)

カレーハウス・

シェてつお
〒856-0007

長崎県大村市草場町４１−１３

☎0957-56-9855

は
じ
め
ま
し
て
、
木
村
秀
賢
と
申
し

し
ゅ
う
け
ん

ま
す
。
出
身
は
、
北
海
道
洞
爺
湖
町

の
お
寺
出
身
で
す
。
大
学
時
代
は
福

岡
の
九
州
産
業
大
学
に
行
っ
て
お
り

ま
し
た
。
そ
の
後
、
京
都
の
大
谷
専

修
学
院
で
２
年
間
学
び
、
お
坊
さ
ん

の
資
格
を
取
り
、
そ
ち
ら
の
紹
介
で

正
法
寺
さ
ん
で
働
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
実
践
と
し
て
の
真
宗
は
初
め

て
な
の
で
、
こ

れ
か
ら
皆
さ
ん

と
一
緒
に
学
ん

で
い
け
た
ら
と

思
っ
て
い
ま
す
。

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の

場
合
は
こ
ん
な
感
じ
で
す
。



御
文
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

お

ふ

み

御
文
と
は
、
前
回
の
新
聞
で
ご
紹
介
し
た
、
本

願
寺
第
８
代
目

蓮
如
上
人(

一
四
一
五-

一
四
九

れ

ん

に

ょ
し

ょ
う

に

ん

九
年)

が
、
遠
方
の
弟
子
や
ご
門
徒
に
、
真
宗
の
教

え
の
要
点
を
分
か
り
や
す
い
文
章
に
し
て
送
ら
れ

た
お
手
紙
で
す
。
多
く
の
ご
門
徒
に
渡
っ
た
御
文

は
、
回
し
読
み
や
、
リ
ー
ダ
ー
格
の
ご
門
徒
が
読
み

上
げ
る
こ
と
で
さ
ら
に
広
ま
り
、
真
宗
に
対
す
る

正
し
い
信
仰
が
広
ま
る
き
っか
け
と
な
り
ま
し
た
。

真
宗
・
入
門

今
回
の
正
法
寺
新
聞
表
紙
の
言
葉
は
、

｢

疫
癘(

え
き
れ
い)

の
御
文｣

(

四
帖
目
第
九
通)

か
ら
の
引
用
で
す
。

原
文
と
解
釈
を
、見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

原

文

(

前
半)

当
時
こ
の
ご
ろ
、
こ
と
の
ほ
か
に
疫
癘
と
て
ひ
と

死
去
す
。
こ
れ
さ
ら
に
疫
癘
に
よ
り
て
は
じ
め

て
死
す
る
に
は
あ
ら
ず
。
生
ま
れ
は
じ
め
し
よ

り
し
て
さ
だ
ま
れ
る
定
業
な
り
。
さ
の
み
ふ
か

く
お
ど
ろ
く
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、

い
ま
の
時
分
に
あ
た
り
て
死
去
す
る
と
き
は
、

さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
よ
う
に
み
な
ひ
と
お
も
え
り
。

こ
れ
ま
こ
と
に
道
理
ぞ
か
し
。

(

後
半)

こ
の
ゆ
へ
に
阿
弥
陀
如
来
の
お
お
せ
ら
れ

け
る
よ
う
は
、
「
末
代
の
凡
夫
、
罪
業
の
わ

れ
ら
た
ら
ん
も
の
、
つ
み
は
い
か
ほ
ど
ふ
か

く
と
も
、
わ
れ
を
一
心
に
た
の
ま
ん
衆
生
を

ば
、
か
な
ら
ず
す
く
う
べ
し
」
と
お
お
せ
ら

れ
た
り
。(

中
略)
ね
て
も
さ
め
て
も
、
南
無

阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
も
う
す
は
、

か
よ
う
に
や
す
く
た
す
け
ま
し
ま
す
、
御
あ

り
が
た
さ
、
御
う
れ
し
さ
を
、
も
う
す
御
礼

の
こ
こ
ろ
な
り
。
こ
れ
を
す
な
わ
ち
仏
恩
報

謝
の
念
仏
と
は
も
う
す
な
り
。

解
説
文

(

前
半)

の
部
分
で
は
、

蓮
如
上
人
が
ご
存
命
の
時(

一
四
九
二

年)

に
、
疫
癘(

伝
染
病)

で
多
く
の
人
が
亡

く
な
り
ま
し
た
。
で
す
が
、
「
そ
も
そ
も

私
た
ち
は
生
ま
れ
て
は
必
ず
死
ぬ
身
で
あ

る
か
ら
そ
ん
な
に
驚
く
必
要
は
な
い
。
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
死

別
す
る
悲
し
み
は
当
然
で
あ
る
と
も
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

(

後
半)

の
部
分
で
は
、

そ
ん
な
悲
し
み
の
中
の
私
た
ち
を
阿
弥

陀
仏
は
必
ず
救
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ゆ
え
た
だ
ひ
た
す
ら
に
阿
弥
陀

仏
に
対
し
て
念
仏(

返
事)

し
ま
し
ょ
う
と

お
勧
め
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
し
て
南
無
阿

弥
陀
仏
と
は
、
有
り
難
さ
、
嬉
し
さ
、
御

礼
の
言
葉
で
あ
り
、
仏
恩
報
謝
の
念
仏
で

あ
る
と
示
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

(

文
責
／
木
村)

蓮
如
上
人

御
文
と
箱

御
文
は
、漢
字
と
カ
タ
カ
ナ

で
書
か
れ
て
い
ま
す



住職が語る『正信偈』第1６回

前
回
か
ら
依
釈
段
の
龍
樹
章
と
呼
ば
れ
る

り
ゅ
う
じ
ゅ

と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
ま
す
。
龍
樹
菩
薩
と
呼

ば
れ
る
イ
ン
ド
の
高
僧
の
こ
と
が
語
ら
れ
る

段
落
で
す
。
龍
樹
菩
薩
は
、
西
暦
一
五
〇
～

二
五
〇
年
頃
に
活
躍
さ
れ
た
方
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
著
書
を
残
さ
れ
、
そ

の
教
学
は
広
く
諸
宗
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
八
宗
の
祖
師
と
讃
え
ら
れ
て
い

る
人
物
で
す
。
八
宗
と
は
特
定
の
宗
派
を
あ

ら
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
仏
教
の

宗
派
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
宗
で
も
浄
土
教

の
教
え
を
正
し
く
後
世
に
伝
え
て
下
さ
っ
た

七
人
の
高
僧
の
第
一
祖
と
し
て
尊
ば
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
龍
樹
菩
薩
の
多
く
の
著
作
の
中

で
、
親
鸞
聖
人
が
特
に
大
切
に
さ
れ
た
も
の

が
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
い
う
書
物
で
す
。

じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
び
ば
し
ゃ
ろ
ん

難
解
な
名
の
書
物
だ
な
と
お
思
わ
れ
る
で
し
ょ

う
が
、
「
十
住
」
と
い
う
の
は
、
菩
薩
の
修

じ
ゅ
う
じ
ゅ
う

行
の
段
階
を
表
し
た
言
葉
で
あ
る
「
十
地
」

じ
ゅ
う
じ

の
異
訳
で
す
。
菩
薩
の
修
行
の
位
は
、
全
部

で
五
十
二
段
階
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
四

十
一
番
目
か
ら
五
十
番
目
の
位
を
指
し
ま
す
。

も
う
ち
ょ
っ
と
で
悟
り
を
え
る
と
こ
ろ
ま
で

た
ど
り
着
い
た
状
態
で
す
。
ま
た
「
毘
婆
沙
」

び

ば

し

ゃ

は
ヴ
ィ
バ
ー
シ
ャ
と
い
う
イ
ン
ド
の
言
葉
を

音
写
訳
し
た
も
の
、
つ
ま
り
発
音
を
漢
字
で

当
て
は
め
て
翻
訳
し
た
も
の
で
、
意
味
で
訳

す
る
と
「
註
釈
・
解
説
」
と
い
う
言
葉
に
な

り
ま
す
。
で
す
か
ら
菩
薩
の
十
地
の
修
行
の

位
（
段
階
）
に
つ
い
て
説
か
れ
た
経
典
で
あ

る
『
十
地
経
』
（
『
華
厳
経
』
十
地
章
）
の

け

ご

ん

注
釈
書
と
い
う
意
味
の
書
物
で
す
。

み
な
さ
ん
は
不
退
転
と
い
う
言
葉
を
ご
存

じ
か
と
思
い
ま
す
。
絶
対
に
あ
き
ら
め
な
い

と
心
に
誓
う
こ
と
を
不
退
転
の
決
意
な
ど
と

言
い
ま
す
ね
。
不
退
転
と
は
も
と
も
と
仏
教

用
語
で
、
必
ず
悟
り
に
達
す
る
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
る
状
態
、
も
う
迷
い
の
世
界
に
後
戻
り

し
な
い
段
階
ま
で
進
ん
だ
状
態
と
い
う
意
味

で
す
。
そ
れ
が
前
回
の
最
後
の
方
に
出
て
き

た
「
歓
喜
地
」
と
い
う
四
十
一
番
目
の
菩
薩

か

ん

ぎ

じ

の
位
で
す
。
そ
の
仏
に
な
る
こ
と
が
定
ま
っ

て
い
る
不
退
転
の
位
に
い
た
る
道
に
つ
い
て

「
難
行
道
」
と
「
易
行
道
」
と
い
う
二
つ
の

道
が
あ
る
と
示
し
て
下
さ
っ
て
い
る
の
が

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
い
う
書
物
な
の
で
す
。

そ
の
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
『
顕
示
難
行
陸
路

け
ん
じ
な
ん
ぎ
ょ
う
ろ
く
ろ
く

苦

信
楽
易
行
水
道
楽
』
と
た
た
え
て
お
ら

し

ぎ

ょ

う

い

ど

う

し

ど

う

ら

く

れ
ま
す
。
現
代
語
訳
す
る
と
「
悟
り
に
至
る

歩
み
に
、
陸
路
を
歩
む
よ
う
に
辛
く
険
し
い

道
の
り
と
、
舟
で
水
路
を
行
く
よ
う
に
楽
し

く
快
適
な
道
の
り
の
二
つ
の
道
が
あ
る
こ
と

を
龍
樹
菩
薩
は
示
し
て
下
さ
っ
た
」
と
い
う

意
味
で
す
。
陸
路
を
歩
む
険
し
い
道
の
り
で

あ
る
難
行
道
と
は
、
自
ら
の
努
力
を
重
ね
、

厳
し
い
修
行
の
末
に
い
く
つ
も
の
段
階
を
経

て
不
退
転
の
位
に
い
た
る
あ
り
方
の
こ
と
で

す
。
私
達
が
持
っ
て
い
る
仏
道
の
修
行
の
イ

メ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
す
ね
。
こ
れ
に
対
し
易

行
道
と
は
、
恭
し
く
敬
い
の
心
を
も
っ
て
阿

う
や
う
や

う
や
ま

弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
不

退
転
の
位
に
い
た
る
道
だ
と
龍
樹
菩
薩
は
仰
っ

て
い
ま
す
。

私
達
は
有
無
の
見
に
と
ら
わ
れ
、
あ
ら
ゆ

う

む

け
ん

る
も
の
に
執
着
し
て
生
き
る
存
在
で
す
。
親

鸞
聖
人
も
ま
た
二
十
年
間
比
叡
山
で
修
行
を

重
ね
な
が
ら
も
、
煩
悩
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い

我
が
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
、
そ

の
事
に
悩
み
苦
し
み
山
を
下
り
て
法
然
上
人

の
も
と
念
仏
の
教
え
に
出
遇
わ
れ
ま
す
。
煩

悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
私
が
救
わ
れ
て
い
く

ぐ

そ

く

ぼ

ん

ぶ

道
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
深
い
感
動
の
も

と
念
仏
の
道
を
歩
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
の
時

の
よ
ろ
こ
び
を
噛
み
し
め
な
が
ら
、
私
達
の

歩
む
べ
き
道
を
示
し
て
下
さ
っ
て
い
る
言
葉

が
今
回
の
段
落
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

信
楽
易
行
水
道
楽

し
ん

ぎ
ょ
う

い

ぎ
ょ
う

し

ど
う

ら
く

顕
示
難
行
陸
路
苦

け
ん

じ

な
ん

ぎ
ょ
う
ろ
く

ろ

く


