
 

 二
〇
二
四
年
度 

第
一
講
要
約(

四
月
二
十
三
日) 

 

は
じ
め
に 

今
年
度
も
し
ん
ら
ん
講

座
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た

だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
皆
さ
ま
に
お
会

い
で
き
る
ご
縁
を
い
た
だ

い
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝

い
た
し
ま
す
。
今
年
度
は
、

教
区
改
編
と
い
う
大
き
な

出
来
事
を
経
て
初
め
て
の

し
ん
ら
ん
講
座
と
い
う
こ

と
で
、
新
し
い
ス
タ
ッ
フ

の
方
と
さ
き
ほ
ど
ご
あ
い

さ
つ
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
会
場
に
来

る
と
、
旧
京
都
教
区
の
方

も
参
加
し
て
お
ら
れ
、
い

ろ
い
ろ
と
難
し
い
問
題
も

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
新

た
な
出
会
い
が
広
が
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
は
確
か

な
こ
と
な
の
か
な
と
、
ま

ず
感
じ
さ
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で

二
回
の
講
座
で
す
が
、
今

年
度
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

さ
て
、
今
年
度
の
テ
ー

マ
で
す
が
、
新
年
度
と
言

っ
て
も
、
年
度
を
ま
た
い

で
継
続
し
て
総
テ
ー
マ
を

「
本
願
に
帰
す 

―

『
宗

祖
親
鸞
聖
人
』
を
読
む―

」

と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
の
で
、
昨
年
度
の

続
き
と
い
う
こ
と
で
、「
第

六
章 

法
難 

第
五
章
を

振
り
返
り
な
が
ら
」
を
今

回
の
テ
ー
マ
と
し
て
お
話

し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。 

 優
生
保
護
法
「
違
憲
」

判
決 た

だ
、
毎
回
こ
の
講
座

で
は
、「
赤
表
紙
と
新
聞
の

間
に
身
を
お
く
」
と
い
う

こ
と
を
、
裏
テ
ー
マ
の
よ

う
に
意
識
し
て
お
り
、
近

い
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
た
社

会
の
出
来
事
な
ど
に
つ
い

て
ま
ず
お
話
し
し
て
、
テ

キ
ス
ト
に
入
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
こ
と
が
な
か
な

か
テ
キ
ス
ト
を
読
み
進
め

て
い
け
な
い
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

当
初
か
ら
の
ス
タ
ン
ス
で

す
の
で
お
許
し
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回

は
、
そ
の
「
新
聞
」
の
部
分

で
ぜ
ひ
皆
さ
ま
と
共
有
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
少
し
前
の

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
昨

年
七
月
三
日
に
出
さ
れ
た
、

「
優
生
保
護
法
」
の
も
と

で
「
障
害
」
な
ど
を
理
由
に

不
妊
手
術
を
強
制
さ
れ
た

人
た
ち
が
国
に
賠
償
を
求

め
た
裁
判
で
、
最
高
裁
判

所
大
法
廷
が
、「
優
生
保
護

法
は
憲
法
違
反
だ
」
と
す

る
初
め
て
の
判
断
を
示
し
、

そ
の
上
で
国
に
賠
償
を
命

じ
る
判
決
を
言
い
渡
し
、

原
告
の
勝
訴
が
確
定
し
た

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で

す
。
判
決
の
翌
日
の
「
朝
日

新
聞
」
で
は
、
一
面
ト
ッ
プ

で
、「
強
制
不
妊 

最
高
裁

『
違
憲
』
」
「
国
に
賠
償
命

じ
る
判
決 

人
権
侵
害
重

大 

請
求
権
消
滅
せ
ず
」

「
尊
厳
踏
み
に
じ
り
放
置

し
続
け
た
国
」「
首
相
、
面

会
・
お
わ
び
へ
」
と
い
う
見

出
し
が
躍
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
日
の
判
決
で
、
違

憲
と
断
罪
さ
れ
た
「
優
生

保
護
法
」
と
は
、
一
九
四
八

年
に
「
不
良
な
子
孫
の
出

生
防
止
」
な
ど
を
目
的
に

成
立
し
た
、
遺
伝
性
疾
患

や
「
障
害
」
な
ど
が
あ
る
人

に
、
本
人
の
同
意
な
く
不

妊
手
術
の
実
施
を
認
め
て

い
た
も
の
で
、
一
九
九
六

年
ま
で
民
主
憲
法
下
で
半

世
紀
近
く
存
続
し
た
法
律

で
す
。
「
優
生
手
術
と
は
、

生
殖
腺
を
除
去
す
る
こ
と

な
し
に
、
生
殖
を
不
能
に

す
る
手
術
で
命
令
を
も
っ

て
定
め
る
も
の
を
い
う
」

と
い
う
条
文
に
続
き
、
優

生
手
術
の
対
象
と
し
て
、
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 「
本
人
又
は
配
偶
者
が
遺

伝
性
精
神
変
質
症
、
遺
伝

性
病
的
性
格
、
遺
伝
性
身

体
疾
患
又
は
遺
伝
性
奇
形

を
有
し
て
い
る
も
の
」
と

定
め
、
さ
ら
に
同
じ
事
項

が
、
本
人
又
は
配
偶
者
に

加
え
、
四
親
等
以
内
の
血

族
関
係
に
あ
る
者
に
も
適

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ

し
く
一
族
も
ろ
と
も
に

「
不
良
な
子
孫
」
を
生
み

出
す
も
の
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
を
貼
っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
戦
後
の
「
優
生
保
護

法
」
に
は
、
優
生
手
術
の
対

象
と
し
て
、
戦
前
の
「
国
民

優
生
法
」
に
は
な
か
っ
た

「
ら
い
疾
患
」
が
加
え
ら

れ
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

で
の
断
種
・
堕
胎
が
「
合
法

化
」
さ
れ
て
い
ま
す
。
伝
染

病
で
あ
る
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
に
ま
で
、
い
の
ち
を
つ

な
い
で
は
い
け
な
い
い
の

ち
と
い
う
刻
印
を
「
優
生

保
護
法
」
は
刻
み
込
ん
だ

の
で
す
。 

こ
の
「
優
生
保
護
法
」
の

根
底
に
あ
る
の
が
優
生
思

想
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
な

ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す

が
、「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
『
優
秀
な
人
』
と
『
劣
っ

た
人
』
が
い
る
と
い
う
認

識
を
前
提
に
生
殖
へ
の
介

入
に
よ
っ
て
、『
優
れ
た
人
』

を
よ
り
多
く
出
産
し
、『
劣

っ
た
人
』
は
生
ま
れ
て
こ

な
い
よ
う
に
し
て
、
人
間

の
集
団
を
改
良
し
よ
う
と

す
る
思
想
」
と
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
い
の
ち
に
、

「
優
」
な
る
い
の
ち
と
「
劣
」

な
る
い
の
ち
が
あ
る
と
い

う
考
え
の
も
と
、「
劣
」
と

さ
れ
た
い
の
ち
を
社
会
か

ら
排
除
し
、「
優
」
な
る
い

の
ち
で
満
た
さ
れ
る
社
会

を
求
め
て
い
く
と
い
う
考

え
方
で
、
現
在
も
国
民
の

間
に
根
強
く
残
り
、「
障
害
」

を
持
っ
た
人
や
「
精
神
疾

患
」
な
ど
の
病
を
抱
え
た

人
に
対
す
る
、
厳
し
い
差

別
的
ま
な
ざ
し
の
も
と
に

あ
る
も
の
で
あ
る
と
私
は

感
じ
て
い
ま
す
。 

国

土

建

立

の

悲

願 

第
一
願 

で
は
、
ど
う
し
て
こ
の

「
優
生
保
護
法
」、
優
生
思

想
の
問
題
が
浄
土
真
宗
の

課
題
と
な
る
の
か
。
そ
れ

は
、
一
言
で
言
う
と
、
優
生

思
想
と
い
う
も
の
が
、
如

来
の
本
願
に
対
す
る
「
刃
」

で
あ
る
と
私
は
受
け
止
め

る
か
ら
で
す
。
如
来
の
本

願
を
説
く
『
仏
説
無
量
寿

経
』
に
、「
吾
、
当 ま

さ

に
世
に

お
い
て
無
上
尊
と
な
る
べ

し
」
と
い
う
言
葉
が
出
て

き
ま
す
。
無
上
尊
と
は
、
一

番
尊
い
、
と
い
う
他
と
の

比
較
で
言
う
こ
と
で
は
な

く
、
上
が
無
く
尊
い
、
上
が

無
い
の
だ
か
ら
下
も
な
い
、

つ
ま
り
身
分
、
能
力
、
社
会

的
な
価
値
、
そ
の
よ
う
な

も
の
で
上
下
が
つ
け
ら
れ

る
こ
と
が
な
い
、
そ
の
ま

ま
で
尊
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
別
の
言
葉
で
言
う
と
、

釈
尊
誕
生
の
言
葉
で
あ
る

「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
。

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
唯
、

私
は
ひ
と
り
に
し
て
、
私

の
ま
ま
で
尊
い
、
と
い
う

言
葉
で
す
。
す
べ
て
の
人

を
独
尊
者
た
ら
し
め
ん
、

そ
れ
が
如
来
の
本
願
と
言

っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

し
て
そ
う
な
さ
し
め
る
は

た
ら
き
が
、
浄
土
の
は
た

ら
き
と
い
う
こ
と
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

『
仏
説
無
量
寿
経
』
な

ら
四
十
八
の
願
と
し
て
説

か
れ
る
如
来
の
本
願
の
初

願
は
「
国
に
地
獄
・
餓
鬼
・

畜
生
あ
ら
ば
正
覚
を
取
ら

じ
」、『
真
宗
児
童
聖
典
』
で

は
、「
わ
た
し
の
国
に
生
ま

れ
た
な
ら
、
い
の
ち
を
き

ず
つ
け
合
い
、
欲
に
よ
っ

て
う
ば
い
合
い
、
だ
れ
か

に
支
配
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
し
ま
す
」
と
訳

さ
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に

こ
こ
ろ
に
響
く
訳
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
初
願

は
、「
無
三
悪
趣
の
願
」
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
廣
瀬
杲

先
生
は
「
国
土
建
立
の
悲

願
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

宮
城
顗
先
生
は
、「
国
土
と

は
す
べ
て
の
人
間
を
独
立

者
た
ら
し
め
る
世
界
。
そ

の
独
立
者
と
は
、
す
べ
て

の
人
と
平
等
に
出
会
え
る

人
で
す
。
そ
の
よ
う
に
人

間
を
独
立
者
た
ら
し
め
る

世
界
、
そ
れ
が
国
土
な
の

で
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、「
私
が
文
字

ど
お
り
人
間
と
し
て
救
わ

れ
て
い
く
と
い
う
と
き
に

は
、
常
に
共
に
と
い
う
こ

と
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば

人
間
と
し
て
の
救
い
に
は

な
ら
な
い
。
人
と
人
と
の

間
が
失
わ
れ
、
奪
わ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
三
悪
趣
と



 

 い
う
世
界
が
あ
る
わ
け
で

す
。
そ
う
い
う
三
悪
趣
の

深
い
認
識
か
ら
、
あ
ら
た

め
て
人
間
と
し
て
の
救
い

を
求
め
、
誓
っ
た
の
が
本

願
の
歩
み
だ
と
い
っ
て
い

い
か
と
思
い
ま
す
」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
本
願
が
願
わ
ず
に
は

お
れ
な
い
濁
世
の
現
実
、

そ
れ
が
、
い
の
ち
に
優
劣

の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
貼

る
の
み
な
ら
ず
そ
の
レ
ッ

テ
ル
に
よ
っ
て
、
そ
の
い

の
ち
を
排
除
し
、
さ
ら
に

は
抹
殺
し
て
い
く
こ
と
を

旨
と
す
る
の
が
優
生
思
想
、

優
生
政
策
そ
の
も
の
で
あ

る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う

受
け
止
め
る
と
き
、
優
生

保
護
法
問
題
は
、
単
な
る

社
会
の
出
来
事
と
い
う
こ

と
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
先

ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、

本
願
に
真
っ
向
か
ら
切
り

つ
け
る
「
刃
」
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ

の
と
き
、
私
た
ち
真
宗
門

徒
は
、
そ
の
刃
に
ど
う
向

き
合
う
の
か
、
そ
れ
が
生

き
ざ
ま
と
し
て
問
わ
れ
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

「
本
願
に
帰
す
」
と
い

う
言
葉
に
向
き
合
う
と
き
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
わ

ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。 

 
法
難 

第
五
章
を
振

り
返
り
な
が
ら 

今
回
は
第
六
章
「
法
難
」

が
テ
ー
マ
と
い
う
こ
と
で
、

い
ま
朗
読
も
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
の
で
、こ
の
テ

ー
マ
に
つ
い
て
、も
う
時
間

が
あ
り
ま
せ
ん
が
、少
し
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。さ
き
ほ
ど

か
ら
何
度
も
、本
願
へ
の
刃

と
い
う
物
騒
な
言
葉
を
使

わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す

が
、私
は
、そ
の
こ
と
が「
法

難
」と
い
う
言
葉
に
つ
な
が

っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。当
時
の
為

政
者
に
よ
っ
て
念
仏
が
弾

圧
さ
れ
た
、そ
の
歴
史
的
事

実
だ
け
な
ら
、法
難
と
い
う

言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
。こ

の
法
難
と
い
う
言
葉
は
、念

仏
の
教
え
を
人
間
の
生
き

る
拠
り
所
と
す
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
の
み
意
味
を
持

つ
言
葉
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。吉
水
教
団
が
弾
圧
さ
れ

て
、そ
こ
に
集
っ
て
い
た
人

が
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け

た
。も
ち
ろ
ん
死
罪
や
流
罪

と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て

い
る
の
で
す
か
ら
そ
の
通

り
な
の
で
す
が
、「
法
難
」

と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
、
人

間
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ

と
を
言
う
言
葉
で
は
な
い
、

法
、つ
ま
り
本
願
に
対
し
て

な
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
言

葉
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、

第
六
章
を
読
ん
で
い
く
と

き
、そ
の
視
点
は
外
し
て
な

ら
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
あ
え
て
「
弾
圧
」

と
い
う
言
葉
を
使
う
な
ら
、

人
間
に
対
す
る
弾
圧
で
は

な
く
、本
願
に
対
す
る
弾
圧

な
の
だ
と
、そ
こ
か
ら
第
六

章
を
読
ん
で
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の

で
、ス
タ
ッ
フ
の
方
に
無
理

を
言
い
ま
す
が
、
次
も
、
第

六
章
を
テ
ー
マ
に
さ
せ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
今
回
は
「
第
五
章 

本

願
に
帰
す
を
振
り
返
り
な

が
ら
」と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
の
で
、
次
回
は
「
第

七
章 

民
衆
に
か
え
る
を

見
据
え
な
が
ら
」と
い
う
こ

と
で
、
も
う
一
度
「
第
六
章 

法
難
」に
向
き
合
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

    

 

▼
真
宗
門
徒
の
生
き
方
と
し

て
、
新
聞
（
社
会
の
問
題
）

を
ど
う
受
け
止
め
て
い
く
の

か
が
肝
心
な
の
か
と
感
じ
ま

し
た
。「
赤
表
紙
と
新
聞
の
間

に
身
を
お
く
」、
大
切
な
こ
と

だ
と
思
い
ま
し
た
。 

▼
自
ら
の
尊
敬
が
出
来
な

い
こ
と
へ
の
懐
疑
が
重
要

で
、
相
手
へ
の
尊
敬
は
自

ら
へ
の
尊
敬
が
無
い
と
生

ま
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。 

▼
「
無
三
悪
趣
の
願
」
は
、

人
間
と
人
間
の
間
が
奪
わ

れ
る
世
界
、
深
い
悲
し
み

か
ら
発
せ
ら
れ
た
願
で
あ

り
、
現
代
と
つ
な
が
る
と

思
い
ま
し
た
。 

▼
言
葉
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー

ル
が
大
切
で
、
討
論
で
は

な
く
対
話
を
し
て
、
先
と

後
で
自
分
が
変
わ
っ
て
い

る
か
が
大
事
な
の
だ
と
思

い
ま
し
た
。 

▼
今
、
悲
し
み
や
痛
み
が

失
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
優
生
思
想
に
対
す

る
悲
し
み
か
ら
の
出
発
を

語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と



 

 が
強
く
響
い
た
。 

▼
優
生
思
想
は
本
当
に
恐

ろ
し
い
考
え
方
だ
。
私
に

は
障
害
の
あ
る
家
族
が
い

る
が
、
で
き
る
限
り
一
緒

に
い
る
時
間
を
持
ち
た
い

と
願
っ
て
い
る
。
こ
の
家

族
は
、
我
が
身
を
照
ら
し

出
し
て
く
れ
る
存
在
。 

▼
自
分
の
意
に
そ
ぐ
わ
な

い
存
在
は
排
除
す
る
思
想
、

こ
れ
は
多
く
の
人
に
内
在

し
て
お
り
、
私
の
中
に
も

あ
る
。
故
に
聴
聞
が
必
要
。 

▼
自
分
の
外
に
あ
る
対
象

を
、
善
悪
・
上
下
等
で
評
価

し
、
分
断
し
、
と
き
に
は
支

配
し
た
り
と
い
っ
た
こ
と

を
常
に
繰
り
返
し
て
い
る
。

こ
れ
が
地
獄
餓
鬼
畜
生
と

い
う
こ
と
で
、罪
を
罪
と
も

思
わ
ず
に
い
る
こ
と
が
何

よ
り
の
大
罪
な
の
だ
ろ
う
。 

▼
唯
除
の
文
を
我
が
身
に

お
い
て
確
か
め
る
読
み
方

が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

親
鸞
聖
人
は
そ
う
い
う
読

み
方
を
さ
れ
た
よ
う
な
気

が
す
る
。 

▼
本
願
に
生
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な

い
自
分
が
、
差
別
的
社
会

認
識
に
陥
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
ら
な
い
恐
ろ
し
さ

を
知
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
こ

そ
本
願
の
は
た
ら
き
（
呼

び
か
け
）
な
の
で
し
ょ
う

か
。
私
も
加
害
者
の
一
人

と
い
う
事
実
を
突
き
つ
け

ら
れ
ま
し
た
。 

▼
法
難
は
、
親
鸞
聖
人
本

人
が
法
難
に
あ
わ
れ
た
と

認
識
し
て
い
ま
し
た
が
、

本
願
そ
の
も
の
が
法
難
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
改

め
て
認
識
し
ま
し
た
。 

▼
も
し
法
難
が
な
か
っ
た

と
し
た
ら
、
越
後
へ
の
流

罪
も
な
い
。
流
罪
が
な
け

れ
ば
、
民
衆
と
の
出
会
い

も
な
く
、
聖
人
自
身
が
民

衆
に
帰
っ
て
行
か
れ
る
こ

と
も
な
い
。
だ
と
す
る
と
、

専
修
念
仏
の
教
え
は
ど
う

な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。 

▼
「
天
は
人
の
上
に
人
を

作
ら
ず…

」
の
本
来
の
意

味
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

現
実
に
は
人
と
人
と
の
間

に
大
き
な
格
差
が
あ
る
。

学
問
を
す
る
か
ど
う
か
で

大
き
な
差
が
出
る
の
だ
と
。 

▼
お
念
仏
は
「
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
」
だ
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
「
す
で
に
し
て
本

願
に
生
か
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

▼
本
願
の
中
で
生
か
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願

わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

出
会
う
方
々
に
お
育
て
を

頂
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。 

▼
聖
人
四
十
二
歳
の
と
き
、

苦
し
む
人
々
を
助
け
る
た

め
に
三
部
経
読
誦
を
試
み

ら
れ
、
同
じ
く
五
十
九
歳

の
と
き
大
無
量
寿
経
を
読

誦
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま

す
が
、
こ
の
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
．
雑
行
を

棄
て
ら
れ
な
い
で
苦
し
ん

で
お
ら
れ
る
聖
人
の
姿
が

見
え
て
し
ま
う
の
で
す
が
。 

▼
し
ん
ら
ん
講
座
に
参
加

し
て
、
学
ん
だ
こ
と
を
対

象
化
し
て
自
分
の
外
に
た

く
さ
ん
並
べ
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で

も
よ
い
か
ら
我
が
身
に
確

か
め
て
生
き
て
み
た
い
と

考
え
ま
す
。
そ
れ
は
極
め

て
困
難
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
が…

。 

    

 

京
都
教
区
に
な
り
、長
浜

特
区
と
し
て
久
し
ぶ
り
に

「
し
ん
ら
ん
講
座
」を
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
の
方
々
が
熱
心

に
聴
聞
さ
れ
る
姿
を
見
て
、

こ
の
講
座
の
持
つ
意
義
を

改
め
て
感
じ
ま
し
た
。 

急
変
す
る
現
代
社
会
の

中
で
、私
た
ち
は
日
々
迷
い

な
が
ら
生
活
し
て
い
ま
す
。

「
本
当
の
も
の
が
わ
か
ら

な
い
と 

本
当
で
な
い
も

の
を
本
当
に
す
る（
安
田
理

深
）」
の
言
葉
の
よ
う
に
、

こ
の
講
座
を
通
し
て
自
分

の
学
ん
だ
も
の
を
問
い
直

し
、学
び
直
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。(

Ｋ) 

             

二
〇
二
五
年
度 

二
〇
二
五
年 

①
九
月
十
七
日
（
水
） 


