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第10号 

「
い
た
だ
こ
う 

あ
わ
せ
る 

掌
の
ぬ
く
も
り
を
」 

 

あかり とも 

参
議
会
議
員 

富
永 

八
郎 

お
陰
さ
ま
で
す 

巻頭言 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
素
は
温
か
い
ご
指
導
を
賜
り
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

両
別
院
と
教
区
の
御
遠
忌
も
い
よ
い
よ
目
前
に
迫
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
念

仏
を
申
す
こ
と
の
意
味
を
し
っ
か
り
腹
に
納
め
て
お
迎
え
し
た
い
も
の
だ
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
念
仏
は
呪
文
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
た
だ
単
に
念
仏
を
称

え
れ
ば
そ
れ
で
十
分
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
度
ノ
ー
ベ
ル
賞

（
医
学
生
理
学
）
を
受
賞
さ
れ
た
本
庶
佑
（
ほ
ん
じ
ょ
・
た
す
く
）
教
授
は
記

者
会
見
で
「
教
科
書
を
信
用
す
る
な
」
と
話
さ
れ
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
単

に
覚
え
た
り
オ
ウ
ム
返
し
に
唱
え
た
り
す
る
の
で
は
な
く
て
、
し
っ
か
り
と
自

分
の
も
の
と
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
科
学
す
る
上

で
、
さ
ら
に
進
め
て
言
え
ば
、
仏
教
に
於
い
て
さ
え
も
大
事
な
示
唆
を
含
む
考

え
方
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。 

「
仏
教
は
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
」
と
か
「
分
か
る
と
思
っ
て
は
な
り
ま
せ

ん
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
よ
う
で
す
。
た
し
か
に
私
た
ち
自
身
に
つ
い
て
さ

え
も
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
い
つ
ま
で
生
き
ら
れ
る
の
か
、
一
寸

先
は
闇
だ
と
も
言
い
ま
す
。
世
の
中
は
常
に
変
化
し
て
お
り
ま
す
。
無
常
で

す
。
ど
う
せ
分
か
る
は
ず
も
な
い
の
だ
か
ら
、
た
だ
ひ
た
す
ら
念
仏
を
申
せ
ば

よ
い
と
説
い
て
み
て
も
多
く
の
人
は
つ
い
て
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
人
生
は
常
に

変
化
し
不
確
実
だ
か
ら
こ
そ
、
人
生
に
指
針
と
な
る
も
の
を
、
心
の
支
え
に
な

る
も
の
を
求
め
る
の
で
し
ょ
う
。 

二
〇
一
六
年
五
月
の
長
浜
教
区
同
朋
大
会
で
、
第
20

組
の
專
明
寺
前
住
職
の

瀨
邊
勸
先
生
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
に
つ
い
て
お

話
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
言
葉(

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
同
系
統
の
、
古

代
イ
ン
ド
の
俗
語
の
一
つ
で
あ
る
パ
ー
リ
語
：P

a
li)

を
漢
字
に
写
し
替
え
た
だ
け

で
、
意
味
を
表
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
当
時
の
中
国
の
人
に

だ
っ
て
分
か
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
祖
親
鸞
聖
人
は
こ
の
六
字
に
写
し
替
え

ら
れ
た
イ
ン
ド
の
言
葉
の
意
味
を
「
正
信
偈
」
の
冒
頭
で
、
無
量
寿
如
来
に
帰
命

し
、
不
可
思
議
光
に
南
無
し
よ
う
と
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
を
納
得
で

き
る
よ
う
分
か
り
易
く
説
明
し
て
頂
き
ま
し
た
。
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま

り
は
、
「
お
念
仏
の
こ
こ
ろ
を
生
き
る
、
お
念
仏
の
こ
こ
ろ
を
こ
こ
ろ
と
し
て
生

き
る
、
こ
れ
が
念
仏
を
申
す
こ
と
の
大
き
な
意
味
合
い
だ
ろ
う
と
」
と
。 

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
分
か
ら
な
い
も
の
を
鵜
呑
み
に
し
て
信
じ
込
ま
な
い

よ
う
に
教
育
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
十
分
理
解
し
た
上
で
行
動
す
る
よ
う
に
と
教
え

込
ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。
先
日
も
テ
レ
ビ
記
者
に
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
っ
て
ど

う
い
う
こ
と
で
す
か
と
突
然
聞
か
れ
た
大
谷
派
の
住
職
さ
ん
は
即
座
に
「
お
陰
さ

ま
で
す
」
あ
る
い
は
「
有
り
難
い
こ
と
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
瀬
邊
先
生

と
同
じ
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。
念
仏
申
す
生
活
の
大
切
さ
、
感
謝
の
行

動
表
現
の
重
要
性
を
再
確
認
で
き
る
よ
う
な
御
遠
忌
を
お
迎
え
し
た
い
も
の
だ
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。 

実
行
委
員
の
各
部
各
班
の
皆
様
が
実
施
計
画
の
詳
細
に
わ
た
っ
て
ご
尽
力
頂
い

て
い
る
こ
と
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
私
達
は
思

い
を
新
た
に
し
て
、
念
仏
を
申
す
気
持
ち
の
一
層
の
高
揚
を
図
り
た
い
も
の
で

す
。 



 御遠忌テーマ    「今、いのちがあなたを生きている」  

 御遠忌スローガン  「いただこう あわせる 掌のぬくもりを」 

長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要 

≪五村別院 2019年5月10日（金）～12日（日）≫ 

≪長浜別院 2019年5月17日（金）～19日（日）≫ 

 

御遠忌 

ごきげん 

ワークショップ  

「
御
遠
忌 

ご
き
げ
ん 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
は
御
遠
忌
の
趣
旨
に
賛
同
の
上
、
様
々
な

活
動
を
企
画
し
実
施
い
た
だ
く
団
体
を
募
集
し
ま
し
た
。
応
募
団
体
の
中
か
ら
選
考
の
上
、

一
定
の
助
成
を
す
る
も
の
で
、
助
成
対
象
と
な
る
事
業
は
御
遠
忌
の
願
い
「
生
き
る
力
を
伝

え
る
」
に
則
し
た
多
様
な
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

「
御
遠
忌 

ご
き
げ
ん 
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
契
機
と
し
て
、
真
宗
門
徒
の
皆
さ
ん
は

も
と
よ
り
、
宗
派
を
越
え
て
地
域
の
方
々
と
の
交
流
を
深
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

親
鸞
さ
ん
と
の
出
遇
い 

参
議
会
議
員 

堤 

行
洋 

「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」 

「
い
た
だ
こ
う 

あ
わ
せ
る 

掌
の
ぬ
く
も
り
を
」 

こ
の
言
葉
は
御
遠
忌
の
テ
ー
マ
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
り
、
テ
ー
マ
は
真

宗
本
廟
の
塀
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
参
議
会
で
上
山
さ
せ
て
頂
い
て

い
る
時
は
、
旅
館
か
ら
宗
務
所
へ
の
往
復
時
に
毎
日
こ
の
言
葉
を
目
に
し

て
、
自
然
と
口
ず
さ
ん
で
い
る
自
分
が
い
ま
す
。 

 

二
〇
一
九
年
五
月
に
長
浜
教
区
両
別
院
の
御
遠
忌
法
要
を
お
迎
え
す
る

事
に
な
り
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
初
め
て
経
験
す
る
御
遠
忌
で
す
。
御

遠
忌
実
行
委
員
会
の
一
員
と
し
て
参
加
さ
せ
て
頂
き
、
非
常
に
や
り
が
い

と
責
任
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 

宗
門
を
取
り
巻
く
現
況
は
、
人
口
減

少
や
過
疎
・
過
密
に
よ
る
人
口
流
動
、

宗
教
離
れ
の
風
潮
な
ど
幾
多
の
問
題
点

が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
住
職
や

門
徒
の
問
題
点
の
把
握
・
認
識
に
よ
り

こ
の
状
況
は
打
開
で
き
る
も
の
と
私
は

確
信
し
て
お
り
ま
す
。
今
迄
の
既
成
概

念
を
リ
セ
ッ
ト
し
発
想
転
換
で
物
事
を

考
え
、
一
石
を
投
じ
る
勇
気
も
必
要
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
度
の
御
遠
忌
法
要
で
「
親
鸞
さ

ん
と
の
出
遇
い
」
を
大
事
に
し
、
こ
の

出
遇
い
を
契
機
に
住
職
・
門
徒
も
課
題

を
考
え
、
よ
り
良
い
方
向
に
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。 

 

五
村
別
院
、
長
浜
別
院
で
の
皆
様
の

お
参
り
を
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。 

聴
い
て
く
だ
さ
い 

「お
は
な
ぎ
つ
ね
」箏
の
音
と
語
り
と
映
像 

 
 

彼
岸
会 

 

３
月
１８

日
（
月
）
１１

時
４５

分
開
始 

 
 

会
場 

 

大
通
寺 

大
広
間 

  

今
回
、
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
を
ご
縁
に
、
大
通
寺
様
に
伝

わ
る
長
浜
の
民
話
「
お
は
な
ぎ
つ
ね
」
を
箏
と
語
り
、
映
像
で
お
届
け

し
ま
す
。
こ
の
物
語
は
、
い
た
ず
ら
き
つ
ね
が
時
に
は
大
通
寺
の
危
機

を
人
々
に
知
ら
せ
守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
お
話
で
、
今
も
「
お
は
な
ぎ

つ
ね
」
の
孫
、
そ
の
ま
た
孫
が
町
や
お
寺
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
言
い

伝
え
に
も
と
ず
い
て
い
ま
す
。 

 

○
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル 

「
ひ
と
つ
ば
た
ご
」
は
、
「
箏
」
を
中
心
に

「
フ
ル
ー
ト
、
バ
イ
オ
リ
ン
、
ギ
タ
ー
、
篠

笛
、
尺
八
等
」
の
楽
器
と
一
緒
に
楽
し
く
演
奏

を
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。
童
謡
、
歌
謡

曲
、
ク
ラ
ッ
シ
ク
、
邦
楽
の
古
曲
・
現
代
曲
、

物
語
の
曲
な
ど
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
の
曲
を
演
奏

し
皆
さ
ま
に
喜
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
雨
森

芳
洲
庵
、
寺
院
、
福
祉
施
設
、
地
域
の
お
祭

り
、
学
校
な
ど
で
演
奏
活
動
し
て
い
ま
す
。
御

遠
忌
を
機
会
と
し
て
活
動
の
機
会
や
内
容
に
幅

を
も
た
せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

ひ
と
つ
ば
た
ご 



  1256年（84歳）  親鸞、『西方指南抄』を書写。 

             親鸞、六字・八字・十字名号（本尊）を書く。  

親鸞聖人のご生涯⑩-1 

弥
陀
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
て 

―
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
― 

     1256年（84歳）  親鸞、『徃相回向還相回向文類』を著わす。   

     1257年（85歳）  親鸞、『西方指南抄』を書写・校合。 

                                           親鸞、『唯信抄文意』を転写して顕智・信証に与える。 

 
 

 

第
24

組 

浄
教
寺
門
徒 

安
居 

重
晴 

各組からの 

声 

 
新
し
い
年
明
け
と
と
も
に
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
」
が
近

づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
だ
先
の
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
三
月
ま

で
残
り
わ
ず
か
と
な
り
、
御
遠
忌
委
員
会
も
ま
と
め
段
階
に
入
ら
れ
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。
今
日
ま
で
の
ご
苦
労
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
こ
の
テ
ー
マ
は
、
二
〇
一
一

年
に
本
山
で
厳
修
さ
れ
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
の
テ
ー
マ
で

あ
り
、
早
く
か
ら
見
か
け
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
に
も
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、
日
頃
目
に
す
る
機
会
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
何
度
見

て
も
、
「
妙
な
言
葉
だ
な
」
「
法
話
を
聴
い
て
も
よ
く
わ
か
ら
ん
け
ど
、
こ

の
テ
ー
マ
も
わ
か
ら
な
い
」
と
思
っ
た
方
は
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
私
も
そ
の
一
人
で
、
「
御
遠
忌
ま
で
に
は
何
と
か
理
解
し
て
お
か
な
い

と
」
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。 

「
い
の
ち
」
は
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
か
、
誰
も
い
の
ち
を
つ
く
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
「
い
た
だ
い
た
」
と
す
る
と
、
い
た
だ
く
前
に
自
分
が
い
な

け
れ
ば
、
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
の
ち
は
自
分
の
も
の
と
す
る

と
、
け
れ
ど
も
手
足
の
よ
う
に
自
由
に
思
う
よ
う
に
は
動
か
な
い
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
い
く
と
だ
ん
だ
ん
と
難
し
い
話
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

「
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
か
し
て
い
る
」
は
、
当
た
り
前
の
話
で
す
が
、

「
い
の
ち
が
自
分
と
い
う
人
間
を
作
っ
て
く
れ
た
、
そ
し
て
生
き
て
い
る
」

と
考
え
る
と
、
次
は
「
生
き
て
い
る
意
味
は
何
だ
」
の
考
え
に
進
め
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

「
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
こ
れ
は
法
話
の

中
で
も
よ
く
聴
聞
し
ま
し
た
。
動
物
、
植
物
の
生
命
を
絶
ち
、
ご
ち
そ
う
を

い
た
だ
く
時
だ
け
「
い
た
だ
き
ま
す
」
を
言
う
身
勝
手
な
自
分
が
そ
こ
に
い

る
と
い
う
話
で
す
。
最
近
、
若
い
人
達
の
中
か
ら
「
生
き
物
に
感
謝
」
す
る

と
い
う
投
稿
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
た
く
さ
ん
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
中
で
、
「
『
い
の
ち
に
感
謝
す
る
日
』
を
設
け
て
は
ど
う
か
、
人
間

が
生
き
る
た
め
に
命
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
た
ち
へ
の
供
養
と
、
あ
り
が

と
う
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
感
謝
の
意
を
表
す
こ
と
は
日
本
人
ら
し
い
と
思

う
。
」
と
い
っ
た
投
稿
を
目
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の

言
葉
に
変
わ
り
、
「
ご
め
ん
な
・
・
、
絶
対
栄
養
に
す
る
か
ら
な
・
・ 

生

き
物
に
感
謝
！
！
」
こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
目
に
す
る
と
、
こ
れ
か
ら

の
世
情
を
危
惧
す
る
反
面
、
安
堵
感
を
覚
え
ま
す
。 

「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
こ
の
こ
と
は
、
動
植
物
を
食
し
空
腹
を
満
た
す
だ

け
で
な
く
、
医
学
や
科
学
で
も
、
私
た
ち
は
そ
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
ま

す
。 私

は
十
五
年
ほ
ど
前
に
、
心
臓
の
手
術
を
受
け
ま
し
た
。
自
分
な
り
に

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
生
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
覚

悟
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
「
目
が
覚
め
た
ら
生
き
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と

は
、
友
人
の
励
ま
し
の
言
葉
で
し
た
。
手
術
は
無
事
成
功
し
、
あ
ら
ゆ
る
人

に
、
仏
様
に
、
食
べ
る
も
の
に
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
こ
の

こ
と
は
、
医
学
や
科
学
が
進
ん
だ
か
ら
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今

は
、
た
だ
自
分
は
人
の
手
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
「
い
の
ち
」
が
多

く
の
人
と
繋
が
っ
て
、
そ
の
中
に
自
分
が
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
手

術
後
も
次
々
と
変
化
す
る
症
状
に
対
し
て
多
く
の
治
療
を
受
け
て
退
院
し
ま

し
た
が
、
一
か
月
の
病
院
生
活
で
学
ん
だ
こ
と
は
貴
重
な
も
の
と
し
て
忘
れ

る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

御
遠
忌
テ
ー
マ
「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
は
、
我
々

が
、
い
の
ち
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
考
え
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
様
々

な
受
け
止
め
方
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
ま
で
の
長
い
歴
史
の
中
で
、

親
鸞
聖
人
が
我
々
に
伝
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
、
い
の
ち
を
賭
し
て

守
り
育
て
て
こ
ら
れ
た
先
人
の
心
。
そ
し
て
私
た
ち
が
次
の
世
代
へ
伝
え
て

ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
考
え
る
機
会
に
な

れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

今
般
「
御
遠
忌
通
信
」
へ
の
投
稿
の
機
会
を
得
た
こ
と
は
、
大
変
あ
り
が
た

い
事
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
最
近
少
し
だ
け
仏
法
を
感
じ
て
い
る
気
が
い

た
し
ま
す
の
で
、
自
分
の
こ
と
で
恐
縮
で
す
が
投
稿
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
の
根
源
は
信
心
だ
と
勝
手
に
解
し
て
お
り
ま
す
が
、
様
々
な
機

会
に
仏
法
の
ご
法
話
を
聴
か
せ
て
頂
き
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
・
七
高
僧
の
お

話
か
ら
お
釈
迦
様
・
阿
弥
陀
様
の
教
え
で
結
ば
れ
る
事
が
多
い
よ
う
に
感
じ

ま
す
。 

古
希
を
前
に
し
て
未
だ
に
・・・ 

 
 

 

第
24

組 

猶
存
寺
門
徒 

水
上 

喜
久
男 

 
 

 

（
裏
面
へ
続
く
） 



                        御遠忌実行委員会からのお知らせ   

親鸞聖人のご生涯⑩-2 

  1257年（85歳）  親鸞、夢に「弥陀の本願信ずべし」の文を感得。 

             覚信、『西方指南抄』を書写。  

     1257年（85歳）  親鸞、『一念多念文意』を著わす。   

                親鸞、『大日本国粟散王聖徳太子奉讃』を作る。 

                                           

 

し
か
し
、
お
釈
迦
様
・
阿
弥
陀
様
か
ら
語
れ
ば
大
乗
・
小
乗
も
自

力
・
他
力
の
隔
て
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
親
鸞
聖
人
の
教
え
か

ら
も
多
く
の
異
な
っ
た
解
釈
（
宗
派
）
が
生
ま
れ
た
こ
と
等
々
に
も
疑

問
を
感
じ
ま
す
。 

 
こ
の
事
は
、
私
も
含
め
た
戦
後
育
ち
の
多
く
の
方
々
が
、
唯
物
論

的
・
合
理
主
義
的
な
考
え
方
を
学
び
、
頭
脳
が
納
得
し
な
い
事
柄
は
な

か
な
か
自
分
に
受
け
入
れ
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
自

身
も
古
希
近
く
ま
で
歳
を
重
ね
て
参
り
ま
し
た
が
、
先
達
や
祖
父
の
よ

う
に
信
心
一
筋
の
生
活
に
至
る
こ
と
は
勿
論
、
生
活
の
中
で
の
仏
法
の

入
り
口
に
も
未
だ
に
立
て
て
居
な
い
の
が
私
の
実
態
で
す
。 

 

し
か
し
、
近
年
、
手
次
の
お
寺
・
第
２４

組
・
長
浜
教
区
で
仏
縁
の
機

会
を
頂
く
な
か
、
大
変
恥
ず
か
し
事
で
す
が
よ
う
や
く
阿
弥
陀
様
の
前

で
「
南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
声
に
出
し
て
称
え
る
事
が

出
来
る
様
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
歳
に
な
っ
て
の
一
言
、
や
っ
と

声
に
だ
せ
た
一
言
、
僅
か
半
歩
の
前
進
で
す
が
、
私
に
と
つ
て
は
仏
縁

と
出
会
わ
せ
て
頂
く
大
き
な
一
歩
に
し
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
前
住
職
様
に
付
け
て
頂
い
た
法
名
が
釈
信
喜
で
す
。
信
心
に
気
の

な
い
私
を
見
越
し
て
付
け
て
頂
い
た
法
名
に
恥
じ
な
い
よ
う
、
信
心
す

る
喜
び
を
体
感
出
来
る
よ
う
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

二
〇
一
九
年
、
い
よ
い
よ
長
浜
教
区
で
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
御
遠
忌
法
要
が
勤
ま
り
ま
す
の
で
、
こ
の
ご
縁
を
大
切
に
し
、
子
ど

も
・
孫
共
々
に
宗
祖
親
鸞
聖
人
と
の
仏
縁
に
一
歩
で
も
二
歩
で
も
近
づ

き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

み
な
さ
ま
の
ご
支
援
に
よ
り
、
去
る
十
一
月
二
十
五
日
「
横
超
楽
園
（
ラ

ン
ド
）
」
を
開
園
い
た
し
ま
し
た
。
教
区
内
外
（
福
井
教
区
・
京
都
教
区
遠

く
は
神
奈
川
県
）
か
ら
一
般
市
民
を
含
め
て
幅
広
い
立
場
の
方
々
に
ご
参
加

い
た
だ
き
、
刺
激
的
な
交
流
の
場
と
な
り
ま
し
た
。
特
に
、
対
話
用
紙
を
利

用
し
て
ご
意
見
や
感
想
を
率
直
に
記
入
し
て
い
た
だ
き
、
披
露
す
る
進
行

は
、
「
同
じ
話
を
聞
い
て
こ
ん
な
に
も
多
様
な
受
け
止
め
が
あ
る
と
は
…
」

と
好
評
。
こ
れ
ま
で
の
研
修
会
・
学
習
会
と
は
異
質
な
空
気
を
味
わ
う
こ
と

が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。 

  

第
二
衆
会
の
申
込
締
切
は
二
月
二
十
四
日
で
す
。
心
が
固
ま
る
出
来
事
が

繰
り
返
さ
れ
る
今
日
、
心
が
ほ
ど
け
る
楽
園
（
ラ
ン
ド
）
が
あ
な
た
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。 

■
一
回
の
み
の
参
加
も
Ｏ
Ｋ 

■
参
加
費
は
五
〇
〇
円
／
一
回 

■
申
込
・
問
い
合
せ 

 
 

 
 

事
務
局
携
帯
電
話 

０
９
０
（
８
２
６
３
）
３
８
６
４
（
岡
山
）  

日
時 
三
月
二
十
四
日
（
日
）
十
三
時
半 

会
場 

西
德
寺
（
敦
賀
市
疋
田
） 

講
演 

「
日
本
の
近
代
化
と
国
家
（
人
々
）
の
行
方
」 

講
師 

長
田 

浩
昭 
氏
（
京
都
教
区
法
傳
寺
住
職
） 

○
横
超
楽
園

ラ

ン

ド

（第
二
衆
会
） 

ご
き
げ
ん
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
案
内 

○
親
鸞
さ
ま
と
今
福
寺
の
時
代
（第
５
回
） 

日
時 

三
月
十
七
日
（
日
）
十
三
時
半 

会
場 

稱
揚
寺
（
米
原
市
番
場
） 

講
演 

「
十
五
世
紀
～
十
六
世
紀
に
お
け
る 

 
 

 
 

番
場
の
歴
史
的
景
観
と
今
福
寺
跡
」 

講
師 

丸
山 

竜
平 

氏
（
元
名
古
屋
女
子
大
学
教
授
） 

○
お
つ
と
め
お
け
い
こ
会
（第
６
回
） 

日
時 

二
月
四
日
（
月
）
十
九
時 

会
場 

長
浜
別
院
大
通
寺 

大
谷
会
館 

内
容 

「
文
類
偈 

真
四
句
目
下

も

ん

る

い

げ

 

し

ん

し

く

め

さ

げ

」 

講
師 

日
野 

直 

氏
（
小
松
教
区
西
照
寺
衆
徒
） 


