
お
内
仏
の
移
徙
（
わ
た
ま
し
）

旧
居
間
か
ら
庫
裏
十
畳
の
間
に
移

動
し
、
こ
こ
で
少
人
数
の
聞
法
会
も

出
来
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

最
上
部
の
欄
間
は
、
修
理
に
出
し

見
違
え
る
よ
う
で
す
。

ご
予
定
く
だ
さ
い
！

６
月
２
日
９
時
～

八
日
講
十
日
講

６
月
２
日

時
～

勝
善
寺
聞
法
会

14

６
月
５
日

時
～

教
区
同
朋
大
会

13

６
月

日

時
～

親
鸞
教
室

12

13

６
月

日

時
半
～

組
婦
人
研
修
会

14

13

６
月

日

時
～

組
同
朋
総
会

18

13

６
月

日
８
時
半
～

奉
仕
作
業

23

７
月

日

時
～

同
朋
の
会

28

14

８
月

日

時
～

盂
蘭
盆
会

10

10

９
月

日

時
～

秋
彼
岸
会

23

10

月
２
日

時
～

親
鸞
教
室

10

13

月

日

時
半
～

役
員
会

10

10

13

月

日

時
～

同
朋
の
会

10

13

14

月

日

時
半
～

世
話
人
総
会

10

20

13

月

日

時
半
～

仏
具
お
磨
き

11

13

13

月

日

報
恩
講
（
準
備

逮
夜
）

11

15
日

報
恩
講
（
晨
朝

日
中
）

16
月
６
日

時
～

親
鸞
教
室

12

13

月

日

時
～

勝
善
寺
聞
法
会

12

８

14

月
未
定

婦
人
研
修
会

12
月

日

時

分
～

除
夜
の
鐘

12

31

23

45

※
・
・
・
以
外
は
当
寺
が
会
場
で
す
。

世
話
人
交
代

報
恩
講
の
運
営
を
全
世
話
人
と
当

番
地
区
、
①
二
部
上
・
中
②
二
部
下

・
検
儀
谷
③
上
記
以
外
の
富
山
④
鋸

南
の
各
地
区
ご
門
徒
、
で
担
っ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

四
年
に
一
度
の
当
番
地
区
の
報
恩

講
が
終
わ
り
、
新
世
話
人
に
交
代
す

る
地
区
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
鋸

南
地
区
の
次
の
方
々
が
該
当
し
ま
す
。

市
井
原

川
名

一
夫

様

大

崩

高
梨

教
夫

様

大

橋

田
村

本

様

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

市
井
原

川
名

昇

様

大

崩

石
井

俊
幸

様

大

橋

中
山

明
夫

様

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
方
々
以
外
の
世
話
人

は
、
昨
年

月
寺
報

号
記
載
の
通

11

115

り
で
す
。

世
話
人
の
方
々
に
は
、
各
地
区
の

ご
門
徒
と
寺
と
の
パ
イ
プ
役
や
奉
仕

作
業
な
ど
も
し
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
ま
た
前
住
職
前
坊
守
の
葬
儀

に
は
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
、
八
日
講
十
日
講
や
中
佐
久

間
講
の
よ
う
な
、
正
信
偈
の
お
勤
め

を
し
法
話
を
聞
き
語
り
合
う
会
を
各

地
区
で
行
い
た
い
考
え
で
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
願
い
ま
す
。

推
進
員
教
習

三
月
十
一
日
か
ら
東
京
練
馬
の
真

宗
会
館
で
二
泊
三
日
、
五
月
十
八
日

か
ら
今
度
は
京
都
東
本
願
寺
で
二
泊

三
日
の
教
習
を
受
け
、
新
た
に
三
人

が
推
進
員
と
な
り
ま
す
。

推
進
員
は
、
率
先
し
て
聞
法
求
道

す
る
人
の
こ
と
で
す
。

黒
川
敦
子

正
木
道
雄

渡
邉
秀
子

（
敬
称
略
）

聞
法
す
る
仲
間
が
増
え
る
こ
と
。

そ
れ
が
寺
の
繁
盛
で
す
。
希
望
者
は

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

本
堂
裏
山
の
樹
木
伐
採

難
し
い
仕
事
を
吉
沢
の
川
名
陽
一

郎
氏
が
引
き
受
け
て
く
れ
ま
し
た
。

雑
木
を
伐
採
し
た
ら
椎
の
大
木
が
現

れ
ま
し
た
。
聖
人
橋
脇
の
玉
楠
（
タ
ブ

の
木
）
同
様
、
寺
の
歴
史
を
感
じ
ま
す
。

合
同
研
修
会
（
五
月
二
十
日
二
十
一
日
）

こ
れ
は
、
県
内
の
真
宗
大
谷
派
の
僧

侶
と
門
徒
を
対
象
と
す
る
千
葉
組
主
催

の
研
修
会
で
す
。

足
達

崇

大
胡
登
美
子

川
名
喜
昭

鈴
木
正
一
郎

関
口
昌
司

田
村
晋
一
各

位
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
住
職
も
同
行
し
ま
す
。

同
朋
大
学
の
市
野
智
行
先
生
に
浄
土

真
宗
の
要
で
あ
る
聞
法
と
信
心
を
テ
ー

マ
に
お
話
し
い
た
だ
き
、
各
自
が
聞
き

取
っ
た
こ
と
を
語
り
合
い
ま
す
。

仏
法
の
場
で
す
。
当
た
り
障
り
の

あ
る
意
見
交
換
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

・

・

法
事
を
勤
め
る
心

平
成
か
ら
令
和
に
元
号
が
改
ま
り
、

十
連
休
も
終
わ
り
、
日
常
が
戻
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。

さ
て
、
母
の
命
日
が
近
づ
い
て
き

た
所
為
か
、
松
原
祐
善
師
の
次
の
文

章
に
目
が
止
ま
り
ま
し
た
。

母
へ
の
祈
念

五
月
三
日
と
い
え
ば
戦
後
は
憲
法
記

念
日
と
し
て
国
民
の
大
切
な
祝
日
と
な
っ

て
き
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
日
は
私
は
忘

れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
母
の
命
日
な
の
で

あ
り
ま
す
。
年
を
重
ね
る
に
従
い
亡
母
へ

の
思
慕
と
い
う
の
か
、
こ
の
頃
は
母
に
対

す
る
祈
念
が
切
実
に
な
っ
て
来
ま
し
た
。

私
の
母
は
四
十
才
で
こ
の
世
を
去
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、
も
し
母
が
現
在
も
こ
の

世
に
生
を
得
て
居
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
も

う
古
稀
も
す
ぎ
て
腰
も
曲
っ
た
白
髪
の
老

婆
に
な
っ
て
居
ら
れ
る
こ
と
に
相
違
な
い

が
、
し
か
し
そ
う
い
う
老
婆
の
姿
で
私
は

自
分
の
母
を
想
像
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て

も
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
自

分
に
生
き
て
懐
し
く
思
い
出
さ
れ
て
く
る

母
は
三
十
代
の
若
い
姿
の
母
で
あ
り
、
そ

し
て
何
年
た
っ
て
も
少
し
も
年
を
と
ら
れ

る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ

と
は
母
が
四
十
才
の
若
さ
で
こ
の
世
の
姿

を
消
し
て
も
う
そ
の
上
は
こ
の
地
上
で
年

を
と
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
こ
と
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し

そ
の
姿
は
見
え
な
い
が
、
母
は
永
遠
に
私

自
身
に
生
き
て
現
在
し
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
私
は
こ
の
母
の
手
に
支
え
ら
れ
て

今
日
ま
で
幾
度
か
出
逢
っ
て
き
た
生
活
の

い
き
づ
ま
り
や
生
命
の
危
機
に
も
自
暴
自

棄
に
な
る
こ
と
か
ら
免
れ
て
、
己
を
捨
て

て
何
よ
り
も
現
実
の
事
実
を
受
け
と
る
こ

と
を
学
ば
し
め
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
私
の

父
は
晩
年
に
は
円
満
ぶ
り
を
見
せ
て
い
た

よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
性
来
融
通
の
き
か

な
い
、
そ
の
点
は
私
も
父
の
性
格
を
そ
の

ま
ま
う
け
来
て
い
る
が
、
頑
固
な
一
徹
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。
貧
し
い
寺
の
坊
守
と

し
て
こ
の
父
に
嫁
し
て
来
た
母
の
生
涯
は

な
か
な
か
苦
労
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
恐

ら
く
私
の
母
は
こ
の
人
生
に
希
望
な
ど
い

う
こ
と
は
か
け
ら
も
持
ち
合
せ
が
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
全
く
忍

従
の
二
字
が
そ
の
歩
み
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
そ
の
忍
従
に
後
悔
の
跡
を
少
し
も

残
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
母
は
母
な
り
に
こ

の
世
に
こ
の
世
以
上
の
人
生
の
意
義
を
見

出
し
て
い
ま
し
た
。
無
常
を
無
常
と
知
っ

て
こ
の
世
に
求
む
る
こ
と
を
せ
ず
、
し
か

も
こ
の
世
を
愛
し
て
命
限
り
に
こ
の
世
の
現

実
に
仕
え
挺
身
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。母

の
死
は
私
が
田
舎
の
郷
里
の
中
学
を

卒
え
て
た
ま
た
ま
京
都
に
出
ま
し
た
当

初
、
一
ヵ
月
後
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

当
時
既
に
母
は
病
床
に
あ
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
の
ん
気
も
の
の
私
に
は
そ
れ
が

そ
ん
な
に
重
病
で
あ
っ
た
と
は
つ
ゆ
知
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
臨
終
の
床
に

父
は
母
に
対
し
て
遺
言
は
な
い
か
と
た
ず

ね
ま
し
た
。
な
ん
に
も
な
い
と
い
う
の
が

母
の
答
え
で
し
た
。
次
に
父
は
京
都
に
出

た
長
男
を
呼
び
た
い
が
と
言
葉
を
か
け
て

み
た
の
で
す
が
、
一
ヵ
月
前
、
彼
の
出
発

の
と
き
私
は
こ
の
世
の
別
れ
を
済
ま
せ
ま

し
た
。
仏
法
の
一
大
事
の
勉
学
に
出
か
け

た
の
で
す
か
ら
。
会
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん

と
い
う
の
が
、
父
か
ら
聞
か
さ
れ
た
母
の

最
後
の
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。
幾
と
せ
を

重
ね
て
も
こ
の
母
の
言
葉
の
前
に
頭
の
上

げ
よ
う
の
な
い
の
が
私
の
今
日
の
姿
で
ご

ざ
い
ま
す
。
今
に
し
て
一
大
事
が
一
大
事

と
し
て
起
た
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ

と
に
慚
愧
の
至
り
で
す
。
幸
い
に
今
年
の

母
の
法
要
に
は
め
ず
ら
し
く
金
沢
の
Ｔ
師

を
お
招
き
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
法
話
を

い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
た
の
は
何
よ
り
の

喜
び
で
し
あ
り
ま
し
た
。

（『
松
原
祐
善
講
義
集
』
第
四
巻
「
真
人

に
よ
せ
て
」
よ
り
）

慚
愧
の
念
す
ら
無
い
自
分
に
思
い

ざ
ん
ぎ

が
至
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

※
題
字
下
「
無
慚
愧
無
」
は
、
慚
愧
が
無
い
、

罪
を
恥
じ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
。
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無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て

む
ざ
ん
む

き

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も

弥
陀
の
回

向

の
御
名
な
れ
ば

み

だ

え

こ
う

み

な

功
徳
は

十

方

に
み
ち
た
ま
う

じ
つ
ぽ
う

『
正
像
末
和
讃
』
よ
り

川名喜昭さんは、丹

精して育た洋ランの蕾

が膨らむと、毎年、玄関

を飾ってくださいます。

第２回 勝善寺聞法会
６月２日（日）14時～16時

講師 副住職 井上泰之

テキスト『歎異抄白日抄』

参加費 500円

仏法を聴聞されたい方、

住職坊守といっしょに聞法し

ましょう。余所では味わえな

い喜びがあります。



第
二
回
勝
善
寺
聞
法
会
に
あ
た
っ
て

副
住
職

井
上
泰
之

来
る
六
月
二
日
（
日
）
に
第
二
回
勝
善
寺
聞
法

会
を
開
催
す
る
。

当
聞
法
会
は
、
『
歎
異
抄
』
を
テ
キ
ス
ト
に
自
己

の
迷
妄
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
を
聴
聞
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
折
に
触
れ
て
、
様
々

に
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

聴
聞
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
何
な
の
か
。
聴
聞

が
不
明
な
も
の
が
聴
聞
に
つ
い
て
、
自
己
の
解
放

に
つ
い
て
訴
え
る
の
は
、
結
局
迷
妄
の
一
途
を
辿

る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
迷
妄
の
先
頭
に
い
る

の
が
私
で
あ
る
こ
と
を
誡
め
ら
れ
て
も
お
か
し
く

は
な
い
。
第
一
回
聞
法
会
で
は
、
私
の
思
索
が
纏

ま
ら
な
い
ま
ま
に
お
話
し
た
た
め
、
聴
衆
の
方
を

随
分
と
困
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
ま
た
繰
り
返
そ
う
と
し
て
い
る
。
中

途
半
端
に
学
問
に
触
れ
、
中
途
半
端
に
仏
道
を
歩

ま
ん
と
し
た
た
め
か
、
そ
の
し
わ
寄
せ
が
、
私
の

話
は
「
よ
く
わ
か
ら
ん
」
と
い
う
か
た
ち
で
表
出

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
今
こ
こ
に
、
そ
の
迷
妄
存
在
で
あ
る

私
そ
の
ま
ま
に
、
日
ご
ろ
感
じ
て
い
る
こ
と
を
お

話
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
迷
い
に
迷
い
、
今
も
な
お
迷
っ
て
止
ま
な
い

自
分
を
し
て
、
求
め
ざ
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
。

こ
の
「
私
一
人
」
が
何
な
の
か
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
憶
に
も
新
し
い
が
、
今
年
の
三
月
に
愛
媛
県

西
条
市
の
と
あ
る
中
学
校
で
、
十
四
歳
の
男
子
中

学
生
が
集
会
中
に
同
級
生
の
男
子
生
徒
の
頭
を
ナ

イ
フ
で
刺
し
て
殺
害
し
よ
う
と
す
る
事
件
が
起
こ

っ
た
。
ま
た
一
月
に
は
、
野
田
市
で
小
学
四
年
生

の
女
子
児
童
が
親
の
虐
待
の
末
に
命
を
落
と
し
た

事
件
が
あ
っ
た
。
到
底
、
理
解
で
き
な
い
よ
う
な

事
件
が
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
に
あ
る
。

先
の
女
子
児
童
虐
待
事
件
で
、
マ
ス
コ
ミ
や
評

論
家
、
一
般
市
民
は
、
両
親
へ
の
非
難
だ
け
で
は

な
く
、
こ
ぞ
っ
て
女
子
児
童
の
悲
痛
なSO

S

を
受

け
取
れ
な
か
っ
た
学
校
や
教
育
委
員
会
を
批
判
し
、

反
省
と
組
織
対
応
の
改
善
を
求
め
た
。
そ
れ
に
つ

い
て
私
は
賛
成
で
あ
り
、
二
度
と
こ
の
よ
う
な
悲

惨
な
事
件
が
起
き
な
い
よ
う
に
改
善
に
改
善
を
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、

と
あ
る
番
組
を
見
て
い
た
時
、
そ
の
番
組
に
出
演

し
た
前
宮
崎
県
知
事
の
東
国
原
氏
の
発
言
に
引
っ

か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
、
東
国
原
氏
は

「
道
徳
や
倫
理
を
大
道
徳
・
大
倫
理
に
ま
で
高
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
の
発

言
を
し
て
い
た
。
そ
の
発
言
を
聞
い
た
時
、
私
の

思
い
は
一
変
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
ず
い
ぶ

ん
と
人
間
は
他
人
事
な
の
だ
な
。
空
し
い
も
の
だ
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
こ
の
ニ
ュ
ー
ス

を
見
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
尽
き
る
よ
う
に
思
う
。

マ
ス
コ
ミ
も
評
論
家
も
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え

て
い
る
も
の
も
、
み
な
空
し
い
者
と
し
て
し
か
見

え
な
か
っ
た
。

な
ぜ
、
あ
の
事
件
に
対
し
て
「
私
も
そ
の
一
端

を
担
ぐ
も
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
危
機
感
が

起
こ
ら
な
い
の
か
。
「
ひ
ど
い
」
「
か
わ
い
そ
う
」

と
い
う
社
会
の
声
に
迎
合
し
、
そ
こ
に
「
私
」
が

い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
仕
方
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
生
は
空
し
い

も
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
こ
に
本
当
に
満
足
の
ま

ま
に
生
き
る
こ
と
は
実
現
す
る
の
か
。
私
の
ど
ん

底
に
落
ち
て
、
は
じ
め
て
私
そ
の
ま
ま
に
躍
り
出

れ
る
世
界
が
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

第
二
回
聞
法
会
の
開
催
に
あ
た
っ
て
、
私
は
自

己
の
迷
妄
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
、
空
し
さ
を
超
え

る
道
を
日
々
の
生
活
と
思
索
を
通
し
て
『
歎
異
抄
』

に
尋
ね
て
い
け
た
ら
と
思
う
。
特
に
『
歎
異
抄
』

の
序
に
あ
る
「
自
見
の
覚
悟
」
や
第
一
章
の
「
罪

悪
深
重
煩
悩
熾
の
凡
夫
」
と
い
う
言
葉
に
よ
り
な

が
ら
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

第１回勝善寺聞法会風景です。
２月１０日（日）

苦しんでも 苦しまなくても

どっちでもいい。
親
鸞
（
一
一
七
三
～
一
二
六
二
）
は
、
平

安
時
代
が
終
わ
り
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
大
変

革
の
時
代
を
生
き
て
浄
土
真
宗
を
開
い
た
ひ

と
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
は
門
弟
の
一
人
で
あ

っ
た
唯
円
が
、
親
鸞
没
後
二
十
五
年
ご
ろ
に

編
集
し
た
と
さ
れ
て
い
る
親
鸞
の
語
録
で
あ

る
。『

歎
異
抄
』
が
著
わ
さ
れ
た
背
景
に
は
、

二
十
年
に
わ
た
っ
て
親
鸞
と
と
も
に
生
き
て

き
た
関
東
の
弟
子
た
ち
の
生
き
ざ
ま
の
問
題

が
あ
っ
た
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
友
人
で
あ
り
、

弟
子
で
あ
る
人
び
と
の
あ
い
だ
に
、
信
仰
上

の
論
争
が
起
こ
っ
た
の
だ
。
確
信
に
満
ち
た

親
鸞
の
思
想
的
な
吟
味
が
、
論
争
を
背
景
に

し
た
弟
子
た
ち
の
必
死
の
問
い
を
受
け
て
、

『
歎
異
抄
』
に
生
き
生
き
と
展
開
し
て
い
る
。

（
略
）

『
歎
異
抄
』
に
現
れ
る
親
鸞
の
思
想
は
、

現
代
の
我
々
の
思
考
に
も
深
く
食
い
込
む
と

こ
ろ
が
あ
る
。
固
定
的
な
価
値
意
識
や
善
悪

の
基
準
が
崩
れ
て
い
く
当
時
の
状
況
は
、
現

代
日
本
の
現
状
に
も
似
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
不
安
定
な
事
態
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
間
に
と
っ
て
、
本
当
に
安
ら
ぐ
こ
と

の
で
き
る
信
念
が
あ
り
う
る
の
か
。『
歎
異
抄
』

は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

（
『
現
代
語

い
ま
親
鸞
に
聞
く

歎
異
抄
』
親

鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
「
は
じ
め
に
」
よ
り
）

序

原
文竊

か
に
愚
案
を
め
ぐ
ら
し
て
、
ほ
ぼ
古
今
を
勘
が
う
る
に
、
先
師
の

ひ
そ

ぐ

あ
ん

こ

こ
ん

か
ん

口
伝
の
真

信
に
異
な
る
こ
と
を
歎
き
、
後
学
相
続
の
疑
惑
あ
る
こ

く

で
ん

し
ん
し
ん

な
げ

こ
う
が
く
そ
う
ぞ
く

と
を
思
う
に
、
幸
い
に
有
縁
の
知
識
に
依
ら
ず
は
、
い
か
で
か
易

行

う

え
ん

よ

い

ぎ
よ
う

の
一
門
に
入
る
こ
と
を
得
ん
や
。
ま
っ
た
く
自
見
の
覚
悟
を
も
っ
て
、

い
ち
も
ん

い

じ

け
ん

他
力
の
宗
旨
を
乱
る
こ
と
な
か
れ
。
よ
っ
て
、
故
親
鸞
聖

人
の

た

り
き

し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

御

物

語
の
お
も
む
き
、
耳
の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ
、
い
さ
さ
か
こ

お
ん
も
の
が
た
り

と
ど

れ
を
し
る
す
。
ひ
と
え
に
同
心

行

者
の
不
審
を
散
ぜ
ん
が
た
め
な

ど
う
し
ん
ぎ
よ
う
じ
や

ふ

し
ん

さ
ん

り
と
、
云

々

う
ん
ぬ
ん

現
代
語
訳
．

私
が
思
う
に
、
親
鸞
聖
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
ろ
と
い
ま
と
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、

聖
人
が
直
接
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
信
心
と
異
な
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
ま
こ
と
に
悲
し

い
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
教
え
を
学
び
受
け
継
ぐ
者
た
ち
に
、
疑
い
や
惑
い
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。

よ
き
師
に
出
遇
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
本
願
念
仏
の
教
え
に
は
入
る
こ
と
が
で
き
な

で

あ

い
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
勝
手
な
考
え
で
、
他
力
の
教
え
を
決
し
て
乱
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
亡
き
聖
人
か
ら
お
聞
き
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
お
話
の
要
点
を
書
き
記
し
て

お
こ
う
。

こ
れ
は
、
ひ
と
え
に
同
じ

志

の
求
道
者
が
陥
り
や
す
い
不
明
な
点
を
除
く
た
め
で
あ
る
。

こ
こ
ろ
ざ
し

（
『
現
代
語

い
ま
親
鸞
に
聞
く

歎
異
抄
』
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
よ
り
）


