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第
二
百
十
三
回 

  

日
時 

七
月
十
二
日

日

昼
二
時
~
四
時 

講
師 

本
願
寺
派
布
教
使 

コ
ソ
フ
レ
ッ
ト
・
ア
テ
ナ
・
ガ
ブ
リ
エ
ラ 

師 
                    

                                         

                                 

七
月
の
ご
案
内 

雨
の
振
る
の
が
梅
雨
と
、
割
り
切
れ
な
い
毎
日
で
す
。 

皆
様
に
は
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

平
成
二
十
一
年
七
月
の
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

お
盆
の
お
参
り
は
、
お
早
め
に
。

 
 

南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば 

観
音
・
勢
至
は
も
ろ
と
も
に 

恒
沙
塵
数
の
菩
薩
と 

か
げ
の
ご
と
く
に
身
に
そ
え
り 

 ご
先
祖
方
を
偲
び
つ
つ
、

お
陰
さ
ま

と
感
謝

の
気
持
ち
で
、
お
迎
え
く
だ
さ
い
。 

ご
家
族
お
揃
い
で
お
参
り
し
て
い
た
だ
き
た

く
、
な
る
べ
く
ご
希
望
に
添
え
る
よ
う
に
い
た
し

ま
す
が
、
お
時
間
の
指
定
ま
で
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

当
日
の
天
候
や
道
路
事
情
に
よ
り
お
約
束
の
時
間

よ
り
前
後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
初
盆
を
お
迎
え
に
な
る 

方
を
優
先
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

何
卒
ご
理
解
と
ご
協
力
の
程
、 

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ 

ま
す
。 

電電電
話話話
０００
７７７
２２２

６６６
２２２
２２２

３３３
７７７
２２２
５５５

   

■
大
阪
市
生
野
区
・
瑞
光
寺
衆
徒
。
社
会
主
義
体
制
が
崩
壊
し
て
い
く

ル
ー
マ
ニ
ア
に
生
ま
れ
育
ち
、
七
年
前
に
来
日
。
日
本
文
化
に
触
れ
る

中
、
瑞
光
寺
奥
井
海
住
職
の
導
き
で
中
央
仏
教
学
院
に
入
学
さ
れ
、
お

念
仏
に
出
遭
わ
れ
ま
し
た
。 

■
冷
房
の
効
い
た
本
堂
で
お
参
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

● 

ご
本
尊
は
本
山
よ
り
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う 

 

＊ 
 
 
 

＊ 
 
 
 

＊ 

浄
土
真
宗
の
ご
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
す
。
ご
本
尊
に
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
「
絵
像
」（
住
職
推
奨
）、

も
し
く
は
「
木
像
」、
ま
た
は
「
六
字
名
号
」
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。
掛
け
方
は
、
ご
本
尊
を
中
央
に
、

向
か
っ
て
右
側
に
十
字
名
号
（
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
）、左
側
に
九
字
名
号（
南
無
不
可
思
議
光
如
来
）

を
掛
け
ま
す
。
ま
た
は
、
中
央
に
ご
本
尊
、
右
側
に
親
鸞
聖
人
の
御
影
、
左
側
に
蓮
如
上
人
の
御
影
を
掛

け
ま
す
（
住
職
推
奨
）。
本
山
（
西
本
願
寺
）
参
拝
部
の
宝
物
係
に
、
冥
加
金
を
そ
え
て
申
し
出
れ
ば
交
付

さ
れ
ま
す
。
実
費
で
住
職
が
お
取
り
次
ぎ
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
相
談
下
さ
い
。
な
お
本
山
か
ら
拝
受
す

る
お
掛
け
軸
に
は
ご
門
主
（
現
在
は
即
如
上
人
）
の
押
印
が
あ
り
ま
す
。 

【
参
考
】
三
十
代
（
た
て
約
２
７
セ
ン
チ
・
よ
こ
約
９
セ
ン
チ
） 

金
襴
…
３
万
５
千
円
・
桐
…
２
万
５
千
円
・
藤
…
１
万
５
千
円
（
そ
れ
ぞ
れ
１
幅
あ
た
り
）

※
そ
の
他
の
お
掛
け
軸
の
冥
加
金
に
つ
い
て
は
住
職
ま
で
お
尋
ね
下
さ
い
。 

十
七
条
憲
法
（
第
十
五
条
の
二
）

 

戦
前
の
行
き
過
ぎ
、
戦
後
の
反
動
、
ど
ち
ら
も
問
題

が
多
す
ぎ
る
よ
う
で
す
。
国

集
団

の
た
め
に
、
個

人
が
抑
圧
さ
れ
婦
人
の
我
慢
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

た
戦
前
。
個
人
の
権
利
が
保
障
さ
れ
、
我
慢
す
る
こ
と

が
美
徳
で
も
何
で
も
な
く
な
っ
た
戦
後
。
た
だ
共
通
し

て
言
え
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
本
当

の
民
主
主
義
は
根
付
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

欧
米
諸
国
を
、
特
に
素
晴
ら
し
い
と
は
思
い
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
で
も
生
活
習
慣
か
ら
宗
教
ま
で
異
な
っ
た
多

民
族
が
同
居
し
、
一
つ
の
国
家
を
形
成
し
て
い
る
た
め

に
、
一
人
一
人
が
は
っ
き
り
と
し
た
自
分
の
生
き
方
・

信
念
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
よ
う
で
す
。 

も
と
も
と
、
浄
土
真
宗
は
親
鸞
聖
人
以
来
、
如
来
さ

ま
に
願
わ
れ
て
い
る
掛
け
替
え
の
な
い
一
人
一
人
を
、

大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
信
仰

規
範
が
ま
る
で
あ
り
ま
せ
ん
。
規
範
は
な
く
て
も
、
一

人
一
人
が
、
如
来
さ
ま
に
教
え
ら
れ
、
導
か
れ
て
、
自

分
の
判
断
で
、
見
事
な
一
生
を
お
く
っ
た
の
で
す
。
世

界
に
誇
れ
る
本
当
の
民
主
主
義
が
生
き
て
い
た
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
、
徳
川
幕
府
誕
生
以
来
、

こ
の
動
き
は
完
全
に
封
じ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
今
日
、
真
宗
念
仏
者
で
あ
り
な
が
ら
、
は
っ

き
り
と
し
た
信
念
も
な
く
、
時
流
に
流
さ
れ
る
人
が
増

え
た
こ
と
は
、
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。 

 ※
１
９
８
８
年
２
月

西
福
寺
だ
よ
り

掲
載 

西
福
寺
ア
ー
カ
イ
ブ
ス 

人

生

講

座 



● 

北
御
堂
（
き
た
み
ど
う
）
納
骨
堂
の
ご
案
内 

 

＊ 
 

＊ 
 

＊ 
 

親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
仰
ぎ
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
受
け
継
ぎ
、
お
念
仏
の
み
教
え 

を
お
伝
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
先
祖
に
思
い
を
馳
せ
、
子
々
孫
々
ま
で
永
く
伝
え
る
と
共 

に
、
北
御
堂
参
詣
を
機
縁
に
、
念
仏
生
活
に
い
そ
し
ま
れ
る
こ
と
を
念
願
し
、
北
御
堂 

納
骨
所
を
設
置
い
た
し
ま
し
た
。
津
村
別
院
（
北
御
堂
）
の
納
骨
に
は
納
骨
壇
納
骨
、 

永
久
納
骨
、
遺
骨
保
管
納
骨
の
３
種
類
が
あ
り
、
納
骨
の
方
法
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
の
で
、
あ
な
た

に
合
っ
た
納
骨
を
お
選
び
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
津
村
別
院
が
責
任
を
持
っ
て
遺
骨
を
保
管
致
し
ま
す

の
で
、
安
心
し
て
納
骨
し
て
頂
け
ま
す
。
ロ
ッ
カ
ー
式
の
お
墓
で
す
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
門
信
徒
、

僧
侶
、
寺
族
の
方
に
限
り
ま
す
。（
北
御
堂
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
） 

＊
詳
細
は
住
職
ま
で
お
尋
ね
下
さ
い
。
℡
０
７
２
‐
６
２
２
‐
３
７
２
５ 

 

 石川欣也
い し か わ き ん や

先生の  
法話のダイヤル 0743-53-4488 

          

日
時 

八
月
十
五
日

土

夜
七
時
~
九
時 

講
師 

当
院
住
職
自
勤 

 

 
                    

                                       
 

  

                                 

八
月
の
ご
案
内 

６
４
回
目
の
終
戦
の
日
が
、
今
年
も
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
。 

皆
様
に
は
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

平
成
二
十
一
年
八
月
の
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

お
盆
の
お
参
り
に
つ
い
て 

 

お
盆
に
お
勤
め
す
る
お
経
は
、

正
信
念
仏
偈

と

左
記
の

四
句
念
仏
・
回
向

、
そ
し
て

ご
文
章

で
す
。
ど
う
ぞ
、
有
縁
の
方
々
ご
一
緒
に
ご
唱
和
下

さ
い
。

な
お
、
人
生
講
座
は
お
休
み
で
す
。
９
月
の
人
生
講

座
は
13
日
。
講
師
は
福
間
玄
猷
師
で
す
。

 

十
七
条
憲
法
（
第
十
五
条
の
三
）

 

ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
信
念
も
な

く
、
マ
ス
コ
ミ
に
振
り
回
さ
れ
、
エ
セ
宗
教
に
踊
ら

さ
れ
、
お
金
の
た
め
な
ら
ど
ん
な
こ
と
で
も
し
て
し

ま
う
人
間
が
増
え
て
き
た
ら
、
日
本
は
ど
う
な
る
で

し
ょ
う
。
世
界
中
の
国
か
ら
つ
ま
は
じ
き
さ
れ
、
き
っ

と
孤
立
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
国
内
で
は
次
々
に

家
庭
が
崩
壊
し
、
自
殺
や
一
家
心
中
・
犯
罪
が
急
激

に
増
大
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
る
と
当
然
、

権
力
者
は
、
い
わ
ゆ
る
国
体
を
護
持
す
る
た
め
に
国

民
の
思
想
を
統
一
し
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
う
い
う
動

き
は
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
各
国
の
歴
史
の
中
で
、

何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
裏
に
は
、

長
い
混
乱
に
疲
れ
た
民
衆
の
間
に
、
一
挙
に
問
題
を

解
決
し
て
も
ら
い
た
い
！
希
望
を
与
え
て
も
ら
い
た

い
！

と
、

英
雄

の
出
現
を
待
ち
望
む
風
潮
が
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し

英
雄

の
出
現
は
、
そ
の
国

を
さ
ら
に
不
幸
に
し
ま
し
た
。
民
衆
が
真
実
で
な
い

も
の
に
頼
り
、
大
義
と
い
う
名
の
も
と
に
、
ど
ん
な

こ
と
で
も
や
る
鬼

あ
る
い
は
ロ
ボ
ッ
ト

に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。 

今
日
の
状
況
は
、
こ
う
い
う
意
味
で
、
と
て
も
危

険
で
す
。
今
日
の
問
題
は
、
私
達
一
人
一
人
が
、
一

切
衆
生
を
救
わ
ん
と
す
る
阿
弥
陀
如
来
に
出
会
い
、

真
に
目
覚
め
て
、
息
の
な
が
い
努
力
に
よ
っ
て
解
決

さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

※
１
９
８
８
年
３
月

西
福
寺
だ
よ
り

掲
載 

■

お
盆
は
、

盂
蘭
盆
経

の
説
話
に
よ
る
行
事
で
す
。
わ
が
子
へ

の
愛
ゆ
え
に
餓
鬼
道

が
き
ど
う

に
堕
ち
た
母
。
そ
の
母
の
境
涯
を

知
り
、
苦
悩
す
る
目
連
尊
者

も
く
れ
ん
そ
ん
じ
ゃ

。
じ
ゅ
ん
じ
ゅ

ん
と
救
済
の
法
を
説
か
れ
る
お
釈
迦
さ
ま

菅
純
和
著

仏
事
の
小

箱

。
親
の
恩
に
思
い
を
い
た
し
、
ど
う
ぞ
ご
家
族
皆
さ
ま
で
お
参

り
下
さ
い
。

運
動
靴
と
赤
い
金
魚

１
９
９
７
年
・
イ
ラ
ン

上
映
予
定
。 

西
福
寺
ア
ー
カ
イ
ブ
ス 

盂
う

蘭
ら

盆
ぼ
ん

会
え 



 石川欣也
い し か わ き ん や

先生の  
法話のダイヤル 0743-53-4488 

        

第
二
百
十
四
回 

  

日
時 

九
月
十
三
日

日

昼
二
時
~
四
時 

講
師 

本
願
寺
派
布
教
使 

福
間 

玄
猷 

師 
                    

                                       
 

  

                                 

九
月
の
ご
案
内 

豪
雨
と
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
夏
が
過
ぎ
、
穏
や
か
な
秋
の
訪
れ
を
願
う

毎
日
で
す
。 

皆
様
に
は
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

平
成
二
十
一
年
九
月
の
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

清
風
宝
樹
を
ふ
く
と
き
は

い
つ
つ
の
音
声
い
だ
し
つ
つ

宮
商
和
し
て
自
然
な
り

清
浄
勲
を
礼
す
べ
し

西
福
寺
仏
教
婦
人
会
９
月
の
例
会
は
、
彼
岸
会

ひ
が
ん
え

コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。
ト
ロ
ン
ボ
ー

ン
奏
者
の
鈴
木
洋
一
郎
さ
ん
を
お
迎
え
し
ま
す
。

虚
無
僧
尺
八
に
ス
イ
ス
人
ジ
ャ
ズ
ピ
ア
ニ
ス
ト
・

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
加
え
た
異
色
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

当
会
員
の
方
に
限
ら
ず
、
ど
な
た
で
も
お
参
り

い
た
だ
け
ま
す
。
運
営
協
力
金
と
し
て
千
円
、
ご

負
担
く
だ
さ
い
。

佛
説
阿
弥
陀
経

の
お
勤
め
後
、
ご
鑑
賞
い

た
だ
き
ま
す
。
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

 

日
時

９
月
20
日

日

午
後
２
時
~
３
時
半 

場
所

西
福
寺
本
堂 

 

 

十
七
条
憲
法
（
第
十
五
条
の
四
）

  

こ
の

十
七
条
憲
法

は
、
国
民
の
た
め
に
説
か
れ

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
民
を
治
め
る
官
僚

役

人

の
た
め
に
、
そ
の
心
構
え
を
説
か
れ
た
も
の
で
す
。

私
情
や
私
利
私
欲
を
捨
て
て
公
務
に
励
め
よ
！

と
。

役
人
が
、
自
分
の
気
に
入
っ
た
こ
と
や
得
に
な
る
こ

と
ば
か
り
や
っ
て
い
る
と
、
国
民
は
た
ま
っ
た
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
然
、
誰
も
従
わ
な
く
な
り
ま
す
。

誰
も
信
じ
な
く
な
り
ま
す
。
度
が
過
ぎ
る
と
、
反
乱
が

起
き
ま
す
。
日
本
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
・

中
国
等
々
の
革
命
、
最
近
で
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
ニ

カ
ラ
グ
ァ
・
パ
ナ
マ
の
混
乱
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
そ

う
で
す
。 

家
庭
で
も
、
地
域
社
会
で
も
、
複
数
の
人
間
が
集
ま
っ

た
と
こ
ろ
に
は
、
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。

私
情
や
私

利
私
欲
を
捨
て
て
公
務
に
励
む

と
は
、

○
○
が
○
○

と
し
て
、
○
○
ら
し
く
や
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
○

○
の
と
こ
ろ
に
、
大
人
・
父
親
・
母
親
・
先
輩
・
兄
・

姉
・
上
司
・
社
長
・
会
長
等
々
、
自
分
の
置
か
れ
た
立

場
を
置
き
換
え
て
み
た
ら
、
は
っ
き
り
と
し
ま
す
。
親

が
親
ら
し
く
な
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
家
庭
は
乱
れ

ま
す
。
大
人
が
大
人
ら
し
く
な
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る

と
、
社
会
は
乱
れ
ま
す
。 

み
ん
な
が
幸
せ
に
な
っ
て
欲
し
い
！

と
い
う
仏

の
願
い
が
、
私
情
や
私
利
私
欲
を
捨
て
さ
せ
、
○
○
を

○
○
ら
し
く
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
で
す
。 

 
※
１
９
８
８
年
４
月

西
福
寺
だ
よ
り

掲
載 

■
福
間

ふ
く
ま

先
生
、
三
十
八
歳
。
当
山
西
福
寺
住
職
の
実
弟
で

す
。
十
三
年
前
、
広
島
県
三
次

み
よ
し

市
の
源
光
寺
様
に
養
子
入

寺
し
ま
し
た
。
毎
年
九
月
に
遠
路
は
る
ば
る
ご
出
講
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
お
話
が
分
か
り
や
す
く
聞
き
や
す
い
と
好
評
で
す
。 

■
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
こ
ぞ
っ
て
お
参
り
下
さ
い
。 

   

親
鸞
聖
人
７
５
０
回
大
遠
忌
を
平
成
23
年
に
控
え
、
西
福
寺
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
聖
人
ゆ
か
り
の
地
を

訪
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。
本
年
は
、
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
と
お
出
遭
い
に
な
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本

願
に
帰
入
す
る
契
機
と
な
っ
た
百
日
に
及
ぶ
参
籠
の
地
、
紫
雲
山
頂
法
寺
「
六
角
堂
」
で
す
。
六
角
堂
参

拝
に
先
立
ち
、
東
山
「
大
谷
本
廟
」
へ
も
お
参
り
し
ま
す
。
ま
た
、
六
角
堂
前
の
「
梅
の
花
」
で
昼
食
を

い
た
だ
き
ま
す
。
帰
路
、
サ
ン
ト
リ
ー
山
崎
蒸
留
所
へ
立
ち
寄
り
ま
す
。
全
行
程
、
バ
ス
で
移
動
し
ま
す
。

ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。
謹
ん
で
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。 

【
日 

時
】
９
月
14
日
（
月
）
朝
９
時 

茨
木
観
光
（
東
太
田
３
‐
２
‐
２
）
出
発
、
夕
方
４
時
半
頃
帰
着
。 

【
参
加
費
】
五
千
円 

【
申
込
締
切
】
９
月
６
日
（
日
） 

※
参
加
ご
希
望
の
方
は
、
住
職
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
（
電
話
０
７
２
‐
６
２
２
‐
３
７
２
５
） 

西
福
寺
ア
ー
カ
イ
ブ
ス 

人

生

講

座 



  

ご
参
拝
く
だ
さ
い 

＊

＊

＊

北
御
堂
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
津
村
別
院

大
阪
市
本
町

で
は
来
る
11
月
11
日
~
16
日

の
６
日
間
、
報
恩
講
が
勤
ま
り
ま
す
。
13
日
逮
夜

法
要

午
後
１
時
半

に
住
職
が
出
勤
い
た
し
ま

す
。
泉
仙
の
精
進
料
理
を
お
召
し
上
が
り
の
後
、

参
拝
・
お
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
お
料
理
を
い
た
だ
く
に
は
事
前
に
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
10
月
25
日

ま
で
に
住
職
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

＊

＊

＊

京
都
東
山
・
大
谷
本
廟
で
は
来
る
10
月
12
日

~
16
日
の
５
日
間
、
親
鸞
聖
人
７
５
０
回
大
遠
忌

法
要
が
勤
ま
り
ま
す
。
14
日
逮
夜
法
要

午
後
２

時

に
住
職
が
出
勤
い
た
し
ま
す
。
参
拝
さ
れ
る

方
は
、
西
本
願
寺
北
境
内
地
駐
車
場
よ
り
無
料
循

環
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 お
問
合
せ

０
７
２-

６
２
２-

３
７
２
５ 

        

第
二
百
十
五
回 

  

日
時 

十
月
十
八
日

日

昼
二
時
~
四
時 

講
師 

本
願
寺
派
布
教
使 

三

浦

弘

動

師 
                    

                                         

                                 

十
月
の
ご
案
内 

 

十
七
条
憲
法
（
第
十
六
条
の
一
）

   

十
六
に
い
わ
く
。
民
を
使
う
に
時
を
も
っ
て
す
る
は
、

古

い
に
し
え

の
良
き
典

の
り
＝
規
則
・
手
本

な
り
。
ゆ
え
に
、
冬
の
月
に
は
間

い
と
ま
＝
間

あ

り
、
も
っ
て
民
を
使
う
べ
し
。
春
よ
り
秋
に
至
る
ま
で

は
、
農
桑

＝
農
業
と
養
蚕

の
節

と
き

な
り
、

民
を
使
う
べ
か
ら
ず
。
そ
れ
農

た
つ
く

ら
ず
ば
何

を
か
食
ら
わ
ん
、
桑

こ
か
い

せ
ず
ば
何
を
か
服

き

ん
。 

 

こ
の
章
は
、
課
役

か
え
き
＝
義
務
と
し
て
の
労
働

の
な
く
な
っ
た
今
日
で
は
、
と
て
も
抵
抗
を
感
ず
る
章
で

す
。 こ

の
よ
う
な
章
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
そ
れ
ま
で
、
強
大
な
武
力
を
持
っ
た
豪
族

達
が
、
自
分
の
都
合
だ
け
で
、
民
百
姓
を
こ
き
使
っ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。 

太
子
没
後
二
十
三
年
に
し
て
、
大
化
の
改
新
が
起
こ
り
、

唐
を
手
本
と
し
た
国
家
建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
。
税
制
も

租

そ
＝
地
租
と
し
て
の
穀
物

・
調

ち
ょ
う
＝
営
業
税

と
し
て
の
織
物

・
庸

よ
う
＝
労
役

が
、
一
定
の
基
準

を
も
っ
て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
太
子
の
願
い
が
受
け
継
が

れ
た
わ
け
で
す
。 

 ※
１
９
８
８
年
６
月

西
福
寺
だ
よ
り

掲
載 

■
三
浦

み
う
ら

先
生
、
五
十
歳
。
千
葉
県
船
橋
市
。
日
本
自
転
車

振
興
会
在
職
中
に
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設

る
ん
び
に
学
園

建

設
助
成
の
窓
口
と
し
て
誠
心
誠
意
対
応
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
が
縁
と
な
り
、
中
央
仏
教
学
院
で
学
ば
れ
、
平
成
十
九
年
得
度
。

お
念
仏
の
み
教
え
を
弘
め
る
べ
く
、
日
々
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。 

西
福
寺
ア
ー
カ
イ
ブ
ス 

人

生

講

座 

一
雨
ご
と
に
暑
気
が
和
ら
ぎ
、
秋
が
深
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

皆
様
に
は
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

平
成
二
十
一
年
十
月
の
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

津
村
別
院
・
大
谷
本
廟 

● 

本
山
を
美
し
く
（
念
仏
奉
仕
団
募
集
） 

 

本
山
で
の
清
掃
奉
仕
を
通
し
、
愛
山
護
法
の
念
を
深
め
る
機
会
と
し
て
、
本
年
も
「
茨
木
東
組
念
仏
奉

仕
団
」
を
募
集
い
た
し
ま
す
。
門
信
徒
の
皆
さ
ま
、
多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

日
時
…
２
０
０
９
年
12
月
９
日
（
水
）
〜
10
日
（
木
）
１
泊
２
日 

費
用
…
１
５
，
０
０
０
円
（
帰
敬
式
ご
希
望
の
方
は
２
５
，
０
０
０
円
） 

締
切
…
10
月
31
日
（
土
） 

集
合
…
安
穏
殿
（
旧
称
参
拝
会
館
２
階
）・
午
後
12
時
50
分 

宿
泊
場
所
…
京
都
東
急
ホ
テ
ル 

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
西
福
寺
ま
で
（
電
話 

０
７
２
‐
６
２
２
‐
３
７
２
５
）。 

【
持
ち
物
】
聖
典
・
念
珠
・
門
徒
式
章
・
健
康
保
険
証
・
ぞ
う
き
ん
１
枚
・
筆
記
具
・
雨
具
・
洗
面
具
・

清
掃
奉
仕
で
き
る
服
装
（
エ
プ
ロ
ン
・
作
業
服
・
軍
手
・
靴
）
な
ど 
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十
七
条
憲
法
（
第
十
七
条
の
一
）

  

十
七
に
い
わ
く
。
そ
れ
事
は
独
り
断

だ
ん
＝
決
定

す
る

ず
べ
か
ら
ず
。
必
ず
衆
と
と
も
に

＝
皆
で

よ
ろ
し
く
論
ず
べ
し
。
小
事
は
こ
れ
軽
ろ
し
。
必
ず
し

も
衆
と
す
べ
か
ら
ず
。
た
だ
大
事
を
論
ず
る
に
お
よ
び

て
は
、
も
し
失

あ
や
ま
ち

あ
ら
ん
こ
と
を
疑

お

そ

る
。
ゆ
え
に
衆
と
と
も
に
相

あ
い

弁
ず
れ
ば
、

辞

こ
と
ば

す
な
わ
ち
理
を
得
ん
。 

 

十
六
条
は
、
特
に
申
し
上
げ
た
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
の
で
、
最
後
の
十
七
条
に
移
り
ま
す
。 

今
日
、
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る

独
断

は
、
こ
こ
か

ら
出
て
い
ま
す
。 

そ
れ
ま
で
、
何
も
か
も
、
国
家
的
に
重
大
な
事
で
さ

え
も
、
権
力
者
の

独
断

で
決
ま
っ
て
い
た
の
で
し

ょ
う
。
全
て
そ
う
だ
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
、
衆
議

皆
で
議
論
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
決
め
る
と
い
う
方

法
が
、
ま
だ
ル
ー
ル
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。 と

こ
ろ
で
、
衆
議
に
よ
っ
て
物
事
を
決
め
る
の
は
、

間
違
い

＝
失

を
恐
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
基
本
を
、

私
た
ち
は
忘
れ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
※
１
９
８
８
年
７
月

西
福
寺
だ
よ
り

掲
載 

西
福
寺
ア
ー
カ
イ
ブ
ス 

● 

『
癒
し
散
策 

茨
木
の
寺
院
』
刊
行 

 

＊ 
 

＊ 
 

＊ 
 

茨
木
市
観
光
協
会
調
査
委
員
の
加
藤
秀
治
様
が
、
足
掛
け
２
年
の
歳
月
を
か 

け
、
こ
の
度
『
癒
し
散
策 

茨
木
の
寺
院
』
を
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。 

市
内
、「
八
十
一
ヶ
寺
の
住
職
と
対
話
し
、
寺
の
縁
起
・
寺
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
収
録
」
し
た
労
作
で
す
。

当
山
に
も
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
丁
寧
な
取
材
に
敬
服
い
た
し
ま
し
た
。
西
福
寺
の
縁
起
・
寺
院
活
動

な
ど
、
分
か
り
や
す
く
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
茨
木
の
宗
教
都
市
と
し
て
の
側
面
に
光
を
当
て
た
歴
史
再

発
見
の
一
冊
で
す
。
価
格
は
２
５
０
０
円+

税
、
清
風
堂
書
店
よ
り
発
売
中
。 

※
一
般
の
書
店
、
ま
た
は
ネ
ッ
ト
販
売
で
ご
購
入
い
た
だ
け
ま
す
。
書
名
で
検
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

※
お
問
い
合
わ
せ
は
西
福
寺
ま
で
（
電
話
０
７
２
‐
６
２
２
‐
３
７
２
５
） 
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本
山
成
人
式
の
ご
案
内  

 

新
成
人
の
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
願
寺
で
は
明
年
１
月
10
日

日

に
皆
さ
ん

が
新
成
人
と
な
ら
れ
た
こ
と
を
ご
縁
と
し
て
、

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
で
あ
っ
て
い
た
だ
き
た

く

本
山
成
人
式

を
開
催
い
た
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

案
内
チ
ラ
シ
よ
り

●
日
時

２
０
１
０
年
１
月
10
日

日

10
時
40
分
~
記
念
講
演
・
式
典

13
時
40
分
~
祝
宴(

京
都
東
急
ホ
テ
ル
に
て)

●
会
場

本
願
寺(

下
京
区
堀
川
通
花
屋
町
下
ル)

●
参
加
費

２
，
０
０
０
円

式
典
の
み
の
参
加
は
無
料

●
帰
敬
式
受
式
冥
加

３
，
０
０
０
円

お
か
み
そ
り
／
希
望
者
の
み

●
募
集
締
切

２
０
０
９
年
12
月
24
日

木

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
西
福
寺
ま
で

電
話

０
７
２

６
２
２

３
７
２
５

十
一
月
の
ご
案
内 

秋
の
深
ま
り
と
と
も
に
、
朝
の
空
気
が
凛
と
し
て
き
ま
し
た
。 

皆
様
に
は
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
の
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

◎ 

人
生
講
座
は
お
休
み
で
す
。
各
寺
院
の
報
恩
講
に
お
参
り
下
さ
い
。

■
称
名
寺(

総
持
寺)

10
月
17
日
14
時
・
19
時
／
18
日
9
時
半 

■
安
楽
寺(

太
田)

 

10
月
24
日
13
時
半
／
25
日
13
時
半 

■
本
照
寺(

富
田)

 

11
月
1
日
14
時
／
2
日
14
時 

■
西
法
寺(

中
村)

 

11
月
5
日
13
時 

■
光
明
寺(

総
持
寺)

11
月
9
日
14
時 

■
万
徳
寺(

氷
室)

 

11
月
14
日
14
時
・
19
時
／
15
日
13
時
半 
 

■
常
見
寺(

東
五
百
住)

11
月
17
日
14
時
／
18
日
10
時
・
14
時 

／
19
日
10
時 

■
西
光
寺(

西
河
原)

11
月
23
日
14
時
・
19
時 

■
常
称
寺(

総
持
寺)

11
月
27
日
14
時
／
28
日
14
時 
 

■
称
念
寺(

高
田)

 

11
月
28
日
13
時
半
／
29
日
13
時
半 

※
西
福
寺
は
12
月
５
日(

土)

14
時
・
19
時
／
６
日(

日)

10
時
で
す
。 



● 

報
恩
講
の
準
備
に
ご
協
力
下
さ
い 

 

＊ 
 

＊ 
 

＊ 
 

毎
回
、
世
話
役
の
方
々
が
中
心
と
な
っ
て
準
備
し
て
下
さ
い
ま
す
が
、 

ど
な
た
で
も
お
手
伝
い
い
た
だ
け
ま
す
。 

お
手
す
き
の
門
信
徒
の
皆
さ
ま
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

12
月
１
日
（
火
）
午
後
７
時
〜
於
西
福
寺
本
堂 

お
み
が
き
（
仏
具
を
磨
き
ま
す
） 

12
月
４
日
（
金
）
午
後
７
時
〜
於
西
福
寺
本
堂 

お
か
ざ
り
（
供
物
を
そ
な
え
つ
け
ま
す
） 

 

＊
詳
細
は
住
職
ま
で
お
尋
ね
下
さ
い
。
℡
０
７
２
‐
６
２
２
‐
３
７
２
５ 
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日
時 

十
二
月 

五
日

土

昼
二
時
・
夜
七
時 

六
日

日

朝
十
時 

 

講
師 

真
宗
大
谷
派 

満
覚
寺
住
職 

廣

岡

兼

純

師 

                    

                                         

                                 

十
二
月
の
ご
案
内 

親
鸞
聖
人
を
偲
ぶ
報
恩
講  

 

12
月
５
日

土

夜
７
時
か
ら
の
初
夜
法
要

で
は
、

奉
讃
太
子
作
法

ほ
う
さ
ん
だ
い
し
さ
ほ

う

が
勤
め
ら
れ
ま
す
。

る
ん
び
に
太
鼓

の

メ
ン
バ
ー
に
よ
る
雅
楽
演
奏
の
中
、
諸
僧
入
堂
。

正
信
偈
の
お
勤
め
後
、
諸
僧
は
立
ち
上
が
り
念
仏

と
共
に
散
華
、
色
と
り
ど
り
の
花
が
舞
い
ま
す
。

回
向
句
が
と
な
え
ら
れ
、
諸
僧
が
退
出
し
て
法
要

は
終
わ
り
ま
す
。

引
き
続
き
、
親
鸞
聖
人
物
語

の
ビ
デ
オ
鑑
賞
。

10
セ
ン
チ
足
ら
ず
の
か
わ
い
ら
し
い
紙
粘
土
人
形

が
、
生
き
生
き
と
親
鸞
聖
人
と
ご
生
涯
を
描
き

出
し
ま
す
。
そ
し
て
、

ご
講
師
の
廣
岡
先
生
よ
り

節
談

ふ
し
だ
ん

説
教

と
い
う
抑
揚
と
リ
ズ
ム
を

つ
け
た
浄
土
真
宗
独
自
の

ご
法
話
を
頂
戴
し
ま
す
。

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

お
参
り
下
さ
い
。

十
七
条
憲
法
（
第
十
七
条
の
二
）

 

テ
レ
ビ
の

武
田
信
玄

な
ど
に
、
し
ば
し
ば
軍
議

ぐ
ん
ぎ
＝
作
戦
会
議

の
場
面
が
出
て
き
ま
す
。
大
将
を

中
心
に
し
て
、
お
も
だ
っ
た
将
が
、
考
え
を
述
べ
ま
す
。

自
分
た
ち
の
命
運
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
時
に

は
意
見
が
対
立
し
て
、
激
論
に
な
り
ま
す
。
そ
の
間
大
将

は
黙
っ
て
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
大
将
は
、

自
分
の
責
任
に
お
い
て
決
断
を
下
す
の
で
す
。 

戦
後
の

多
数
決

の
中
で
育
っ
た
者
に
は
、
ま
さ
に

封
建
的
と
し
か
思
え
な
い
場
面
で
す
。 

し
か
し
、
封
建
的
と
い
う
一
言
で
、
簡
単
に
捨
て
去
っ

て
し
ま
う
ほ
ど
、
現
在
の

多
数
決
制

は
素
晴
ら
し
い

の
で
し
ょ
う
か
。
ど
ち
ら
に
も
、
一
長
一
短
が
あ
る
よ
う

に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。 

制
度
は
ど
ん
な
に
立
派
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
運
用
す

る
者
が
愚
か
で
あ
っ
て
は
、
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
ム
ー

ド
に
酔
わ
さ
れ
、
流
行
に
流
さ
れ
、
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
に
ご

ま
か
さ
れ
、
は
っ
き
り
し
た
信
念
も
な
く
、
自
分
の
利
権

だ
け
を
求
め
る
者
が
増
え
て
く
る
と
し
た
ら
、

多
数
決

制

も
恐
ろ
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

も
ち
ろ
ん
、

軍
議
方
式

に
戻
せ
と
い
っ
て
い
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
が
愚
か
で
あ
れ
ば
、
こ
ん
な
に
恐
ろ

し
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
た
だ
、
今
日
こ
の
方
式

を
採
用
し
て
い
る
会
社
は
、
数
多
く
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

※
１
９
８
８
年
10
月

西
福
寺
だ
よ
り

掲
載 

西
福
寺
ア
ー
カ
イ
ブ
ス 

今
年
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

皆
様
に
は
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
の
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

■
報
恩
講
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
苦
労
を
し
の
び
、
そ
の
ご
苦
労
を

通
じ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
救
い
を
い
た
だ
く
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
心

に
深
く
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
く
法
要
で
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
も
っ
と

も
大
切
な
ご
法
縁
と
い
え
ま
す
。

本
願
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

 

■
も
う
、
ご
存
知
で
し
た
か
。
西
福
寺
で
は
お
参
り
の
方
の
た
め
に
、

椅
子
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
足
の
し
び
れ
や
膝
の
痛
み
に
悩
ま
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
じ
っ
く
り
と
お
話
を
聞
い
て
い
た
だ
け
ま
す
。 

報 ほ
う

恩 お
ん

講 こ
う

法 ほ
う

要 よ
う

厳 ご
ん

修
し
ゅ
う 


