
親
鸞
教
室

千
葉
組
主
催
の
聞
法
会
で
す
。

も
ん
ぽ
う
か
い

「
僧
侶
が
、
お
葬
式
や
法
事
を
な
ぜ

す
る
の
か
？
」

講
師
は
、
京
都
に
あ
る
教
学
研
究
所

所
員
松
下
英
俊
先
生
で
す
。

実
施
日月

日
（
木
）
勝
善
寺

10

10
月

日
（
火
）
勝
善
寺

12

17
月

日
（
木
）
西
蓮
寺

1

23
月

日
（
水
）
勝
善
寺

2

26
月

日
（
水
）
勝
善
寺

4

30
月

日
（
木
）
西
蓮
寺

5

29

時

間

時
～

時

13

16

参
加
費

５
０
０
円

（
西
蓮
寺
会
場
で
参
加
し
た
場
合
）

※
勝
善
寺
会
場
は
、
ズ
ー
ム
で
聴
聞
し
、

終
了
後
に

分
ほ
ど
座
談
し
ま
す
。

30

※
毎
回
ズ
ー
ム
配
信
し
ま
す
。

月
曜
朝
の
お
勤
め

毎
週
月
曜
日
６
時
～

正
信
偈
な
ど
を
一
緒
に
お
勤
め
し

し
よ
う
し
ん
げ

ま
す
。「
御
文
」
を
拝
読
後
に
、
住
職

お
ふ
み

の
法
話
が
あ
り
ま
す
。
毎
週
月
曜
は
、

寺
で
人
生
の
再
出
発
！

若
さ
あ
ふ
れ

る
老
人
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

（
同
朋
の
会
）

弟
子
唯
円
房
が
聞
い
た
親
鸞
聖
人

の
教
え
を
記
し
た
『
歎
異

抄

』
を

た
ん

に

し
よ
う

テ
キ
ス
ト
に
、
感
じ
た
こ
と
思
っ
た

こ
と
を
語
り
合
い
ま
す
。

第
１
回

月

日
（
日
）

10

13

第
２
回

２
月

日
（
日
）

9

第
３
回

４
月

日
（
日
）

6兼
花
ま
つ
り

第
４
回

５
月

日
（
日
）

11

第
５
回

７
月

日
（
日
）

20

講

師

住
職

時

間

時

分
～

時

13

30

16

参
加
費

５
０
０
円

テ
キ
ス
ト

『
歎
異
抄

白
日

抄

』

は
く
じ
つ
し
よ
う

１
０
０
０
円

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

地
区
聞
法
会

八
日
講
十
日
講

１
月
８
日
（
水
）

６
月

日
（
日
）

1

９
時
～

時
11

中
佐
久
間
講

５
月

日
（
火
）

20
時

分
～

時

13

30

16

◎
地
区
聞
法
会
を
開
き
ま
せ
ん
か
。

二
人
以
上
集
ま
れ
ば
開
催
で
き
ま
す
。

秋
彼
岸
会

秋
分
の
日

９
月

日
（
日
）

22

修
正
会

１
月
２
日

(

木)

春
彼
岸
会

春
分
の
日

３
月

日
（
木
）

20

盂
蘭
盆
会

８
月

日
（
日
）

10

時
間

時
～

時

分

10

11

30

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

勝
善
寺
聞
法
会

名
古
屋
の
高
校
で
教
鞭
を
執
っ
て

い
る
副
住
職
が
、
法
話
し
ま
す
。

第
１
回

月

日
（
日
）

12

15

第
２
回

月

日
（
日
）

6

8

時

間

時

分
～

時

13

30

16

参
加
費

５
０
０
円

テ
キ
ス
ト

『
歎
異
抄

白
日
抄
』

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

奉
仕
作
業

６
月
９
日
（
日
）

８
時

分
か
ら
２
時
間
程
度

30

作
業
は
草
刈
り
と
ガ
ラ
ス
拭
き
な
ど
。

世
話
人
以
外
の
方
も
お
願
い
し
ま
す
。

市
部
西
地
区
世
話
人
交
代

廣
嶋
敏
雄
様
、

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

増
田
一
之
様
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

報
恩
講
に
向
け
て

役
員
会

月

日

時

分
～

10

6

13

30

世
話
人
総
会

月

日

時

分
～

10

20

13

30

仏
具
磨
き月

日

時

分
～

11

11

13

30

報
恩
講
準
備

月

日

時

分
～

11

15

13

30

逮
夜

日

時
～

15

15

晨
朝

日

時
～

16

6

日
中

日

時
～

16

10

除
夜
の
鐘

月

日

時

分
～

12

31

23

45

煩
悩
が
除
け
な
い
除
夜
の
鐘

ぜひ、読んで
みてください。

中央公論新書発行
税込 1540 円

真
宗
大
谷
派
で
は
、
お
仏

飯
を
朝

ぶ
つ
ぱ
ん

の
お
勤
め
を
し
て
お
そ
な
え
し
、
そ

●

●

●

●

の
後
に
朝
食
を
い
た
だ
き
ま
す
。

「
お
供
え
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
な

「
お
備
え
」
で
す
。

そ
な

ど
う
違
う
の
か
？

「
お
供
え
」
は
、
私
が
神
仏
・
亡

き
人
の
た
め
に
、
献
ず
る
・
差
し
上

げ
る
こ
と
で
す
。
「
お
備
え
」
は
、

仏
さ
ま
か
ら
食
べ
物
を
い
た
だ
く
準

備
で
す
。

●

年
配
の
方
か
ら
「
子
ど
も
の
頃
、

朝
お
勤
め
を
し
て
か
ら
で
な
い
と
、

ご
飯
を
食
べ
さ
せ
て
も
ら
え
な
か
っ

た
。
」
と
聞
き
ま
す
し
、
今
も
そ
れ

は
同
じ
で
す
。

食
べ
物
は
、
仏
さ
ま
か
ら
い
た
だ

く
も
の
で
す
。

自
然
の
豊
か
な
恵
が
あ
っ
て
こ
そ
、

さ
ら
に
数
え
切
れ
な
い
人
た
ち
の
ご

苦
労
を
経
て
や
っ
と
、
食
べ
物
が
食

卓
に
上
り
ま
す
。
題
字
下
の
法
語
は
、

そ
れ
を
明
快
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。

「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
は
、
そ
の
食

べ
物
を
い
た
だ
き
命
を
繋
げ
た
感
謝

つ
な

の
言
葉
。
私
が
生
き
る
た
め
に
命
を

奪
わ
れ
た
動
植
物
や
手
間
暇
か
け
て

て

ま

ひ
ま

く
だ
さ
っ
た
方
々
へ
の
謝
罪
で
す
。

食
事
は
、
単
に
栄
養
を
摂
取
す
る

だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
と
関
係
し
合

っ
て
存
在
し
て
い
る
私
で
あ
る
と
気

づ
か
せ
る
仏
事
で
す
。

●

●

と
こ
ろ
が
い
ざ
料
理
を
前
に
す
る

と
、
「
こ
れ
は
旨
そ
う
」
と
か
「
ま

う
ま

ず
い
」
、「
こ
れ
は
珍
し
い
」
と
か
「
ま

た
こ
れ
か
」
、
「
手
を
か
け
た
料
理
」

と
か
「
今
日
は
手
抜
き
だ
」
と
、
わ

が
ま
ま
が
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
「
い
た
だ
き

ま
す
」
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
と
掌
を

て

合
わ
せ
ま
す
。

「
本
当
の
こ
と
が
わ
か
れ
ば
わ
か

る
ほ
ど
、
そ
れ
と
逆
な
在
り
方
を
し

て
生
き
て
い
る
自
分
が
、
い
つ
も
問

わ
れ
て
い
く
」（
池
田
勇
諦
先
生
）

親
鸞
聖
人
や
先
達
の
歩
ん
だ
道
が
、

「
そ
う
で
あ
っ
た
か
」
と
知
ら
さ
れ

る
と
、
な
ん
だ
か
嬉
し
く
な
る
の
で

す
が
、
は
た
し
て
毎
日
三
度
の
食
事

が
、
仏
事
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

南
無
阿
弥
陀
仏

「
仏
法
の
こ
と
は
、
い
そ
げ
い
そ
げ
」

光といのち
第１４９号
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命

を
食
べ
て

い
の
ち命

を
つ
な
ぐ

だ
か
ら
食
前
食
後
は

手
を
合
わ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す

ご
ち
そ
う
さ
ま

池
田
勇
諦
師

中尊前お仏飯
ちゆう そ ん ぜ ん

秋
彼
岸
会

月

日
（
日
）

9

22秋
分
の
日

時
～

時

分

10

11

30

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
豊
か
に
力
身
に
満
つ

ご
ち
そ
う
さ
ま

祖師前お仏飯
そ し ぜ ん



い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

私
に
は
妙
な
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。

刺
身
を
食
べ
る
。
す
き
や
き
を
食
べ
る
。
そ
の

と
き
そ
れ
ら
の
材
料
と
な
っ
た
魚
や
牛
た
ち
の
こ

と
が
妙
に
気
に
な
る
の
で
あ
る
。

命
を
奪
ら
れ
る
と
き
、
さ
ぞ
、
つ
ら
か
っ
た
ろ

と

う
。
苦
し
か
っ
た
ろ
う
。
と
い
う
思
い
が
浮
か
ん

で
、
消
え
な
い
。

結
局
、

す
ま
な
い
。

と
詫
び
る
よ
う
な
気
持
ち
で
食
べ
る
こ
と
に
な

る
。

自
分
は
少
し
、
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

と
不
安
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
た
し
方
も

な
い
。

私
は
、
ま
た
、
私
の
さ
さ
や
か
な
住
ま
い
の
敷

地
に
生
え
る
雑
草
も
、
心
お
だ
や
か
に
抜
く
こ
と

が
で
き
な
い
。

雑
草
た
ち
も
精
い
っ
ぱ
い
に
生
き
て
い
る
。

生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

と
思
う
と
、
人
目
に
つ
い
て
特
に
見
苦
し
く
感

じ
ら
れ
る
場
所
以
外
の
雑
草
は
、
む
や
み
に
抜
く

こ
と
が
で
き
な
い
。

や
む
を
え
ず
引
き
抜
く
場
合
で
も
、

ご
め
ん
よ
。

と
胸
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
り
す
る
。

私
の
生
ま
れ
た
北
陸
の
越
前
の
国
は
「
仏
教
王

国
」
と
呼
ぼ
れ
、
浄
土
真
宗
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
、

私
は
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
母
に
連
れ
ら
れ
、
よ
く

お
寺
参
り
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
無
益
な
殺

生

は
す
る
な
」

せ
つ
し
よ
う

と
、
つ
よ
く
教
え
ら
れ
て
育
っ
た
。

若
い
こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う
な
教
え
な
ど
、
す
っ

か
り
忘
却
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が

齢

を
重
ね
る
う
ち
に
、
そ
の
教
え

よ
わ
い

が
よ
み
が
え
り
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、

生
あ
る
す
べ
て
の
も
の
と
、
と
も
に
生
き
る
。

生
き
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

と
い
う
思
念
が
私
の
体
の
中
に
根
づ
い
て
い
た

よ
う
で
あ
っ
た
。

近
年
、
地
球
の
環
境
保
全
の
運
動
と
し
て
、
自

然
を
大
切
に
し
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
と
の

共
生
共
存
を
は
か
る
考
え
方
が
出
て
き
て
い
る
が
、

私
は
共
感
す
る
と
こ
ろ
、
大
な
る
も
の
が
あ
る
。

私
の
生
徒
観
も
同
様
の
思
念
に
基
づ
い
て
い
る
。

私
は
生
徒
た
ち
、
子
ど
も
た
ち
を
、
私
と
の
上

下
関
係
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
識
の
量
に

お
い
て
は
、
あ
る
い
は
私
の
方
に
多
少
の
優
越
が

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
私
の
国
語
教
育
研
究
の
上
で
は
、
生
徒
た

ち
か
ら
私
が
学
ん
だ
こ
と
の
方
が
、
は
る
か
に
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。

（「
あ
と
が
き
」
よ
り

一
光
社
刊
行
）

こ
の
文
章
は
、
作
文
に
よ
り
「
自
己
凝
視
の
力

と
人
間
的
連
帯
感
を
生
徒
た
ち
に
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。」（
「
腰
掛
け
教
師
の
作
文
指

導
の
足
跡
」
佐
野
斉
孝
）
と
生
徒
を
指
導
さ
れ
た

高
校
国
語
教
師
が
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
真
宗
門

徒
の
具
え
て
い
る
感
覚
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
な

い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
見
つ
か
ら
ね
ば

今
日
は
「
い
の
ち
、
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
が
や

か
ま
し
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
曽
我
量
深
師
の
も
の
を

読
ん
で
お
り
ま
し
た
ら
そ
の
言
葉
に
出
遇
っ
て
ハ
ッ

と
し
た
こ
と
で
す
。
「
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
に
遇

わ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
い
の
ち
を
本
当

に
尊
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
取
意
）
と
語
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
お
言
葉
を
読
ん
で
私
は

現
代
批
判
を
な
さ
っ
て
い
る
お
心
を
感
じ
る
の
で
す
。

い
く
ら
「
い
の
ち
、
い
の
ち
」
と
叫
ん
で
み
た
と
こ

ろ
で
、
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
の
が
見
つ
か
る
こ
と

が
な
け
れ
ば
そ
ん
な
こ
と
は
「
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
」

（
『
真
宗
聖
典
六
四
一
頁
）
で
は
な
い
の
か
。
い
の
ち

※

の
尊
さ
と
か
、
尊
厳
だ
と
か
い
っ
て
い
る
こ
と
が
み
な

空
回
り
し
て
し
ま
う
の
で
な
い
か
。
い
の
ち
よ
り
尊
い

も
の
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
初
め
て
こ
の
い
の
ち
の

大
切
さ
。
そ
し
て
同
時
に
そ
の
い
の
ち
よ
り
尊
い
も

の
に
こ
そ
、
こ
の
い
の
ち
を
懸
け
る
と
い
う
こ
と
が

で
て
く
る
の
で
な
い
か
と
。
そ
ん
な
き
び
し
さ
が
こ

こ
に
感
ぜ
ら
れ
て
な
り
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
を
昔
の
人

の
言
葉
で
い
え
ば
「
後
生
の
一
大
事
」、
後
生
の
一
大

事
は
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
な
の
で
す
ね
。
そ
の
後

生
の
一
大
事
が
は
っ
き
り
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い

て
、
こ
の
現
前
の
い
の
ち
の
本
当
の
尊
さ
が
わ
か
る
。

だ
か
ら
後
生
の
一
大
事
に
い
の
ち
を
懸
け
た
わ
け
で

し
ょ
う
。
そ
れ
が
開
法
、
求
道
と
い
う
こ
と
で
す
か

ら
。
単
に
い
の
ち
の
尊
さ
と
い
う
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど

い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
曽
我
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る

「
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
か
な

け
れ
ば
」
、「
そ
ら
ご
と
」
で
は
な
い
の
か
。
空
回
り
す

る
こ
と
で
な
い
か
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

※
『
歎
異
抄
』
後
序
「
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご

と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み

ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
。」

（
真
宗
大
谷
派
東
京
教
務
所
発
行
）

右
ペ
ー
ジ
の
文
章
は
、
真
宗
会
館
に
日
曜
礼
拝
の

講
師
と
し
て
赴
い
た
際
、
著
者
の
ご
子
息
佐
野
直
人

氏
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

一
読
し
、
か
つ
て
高
校
教
員
で
あ
っ
た
自
分
を
恥

ず
か
し
く
思
い
ま
し
た
。
私
は
、
動
植
物
へ
の
「
す

ま
な
い
」「
ご
め
ん
よ
」
と
仏
教
的
謝
罪
を
す
る
心

も
な
く
、
ま
た
生
徒
を
下
に
見
て
指
導
し
上
か
ら
裁

い
て
い
た
か
ら
で
す
。
当
時
は
、
あ
る
べ
き
生
徒
に

●

●

●

●

育
て
る
指
導
を
教
師
の
仕
事
と
考
え
、
一
生
懸
命
で

し
た
。
仏
教
の
知
識
は
多
少
あ
り
ま
し
た
が
、
仏
教

を
生
き
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

左
ペ
ー
ジ
文
中
の
「
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
に
遇

わ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
い
の
ち
を
本
当

に
尊
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
先
達
の
教
え
は
、

私
に
は
ず
っ
と
理
解
し
が
た
い
も
の
で
し
た
。

世
間
で
人
の
「
い
の
ち
」
と
い
う
場
合
は
、
生
物

と
し
て
の
命
、
あ
る
い
は
個
人
の
人
格
を
い
う
こ
と

も
あ
る
。
個
人
の
尊
厳
よ
り
尊
い
こ
と
な
ど
あ
る
の

だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
で
い
う
人
の
「
い
の
ち
」
は
、

す
べ
て
と
の
関
係
性
の
こ
と
で
「
無
量
寿
」
と
か
「
後

生
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

そ
の
「
い
の
ち
」
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
「
い
の
ち
」
の
中
に
、
自
己
を
発
見
す
る
。

こ
れ
が
「
後
生
の
一
大
事
」、
仏
教
の
目
的
で
す
。

自
我
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
の
一
瞬
が
、
仏
教
の
救

い
。
神
仏
に
依
存
し
夢
に
酔
い
癒
や
さ
れ
、
自
己
満

足
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。



い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

私
に
は
妙
な
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。

刺
身
を
食
べ
る
。
す
き
や
き
を
食
べ
る
。
そ
の

と
き
そ
れ
ら
の
材
料
と
な
っ
た
魚
や
牛
た
ち
の
こ

と
が
妙
に
気
に
な
る
の
で
あ
る
。

命
を
奪
ら
れ
る
と
き
、
さ
ぞ
、
つ
ら
か
っ
た
ろ

と

う
。
苦
し
か
っ
た
ろ
う
。
と
い
う
思
い
が
浮
か
ん

で
、
消
え
な
い
。

結
局
、

す
ま
な
い
。

と
詫
び
る
よ
う
な
気
持
ち
で
食
べ
る
こ
と
に
な

る
。

自
分
は
少
し
、
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

と
不
安
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
た
し
方
も

な
い
。

私
は
、
ま
た
、
私
の
さ
さ
や
か
な
住
ま
い
の
敷

地
に
生
え
る
雑
草
も
、
心
お
だ
や
か
に
抜
く
こ
と

が
で
き
な
い
。

雑
草
た
ち
も
精
い
っ
ぱ
い
に
生
き
て
い
る
。

生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

と
思
う
と
、
人
目
に
つ
い
て
特
に
見
苦
し
く
感

じ
ら
れ
る
場
所
以
外
の
雑
草
は
、
む
や
み
に
抜
く

こ
と
が
で
き
な
い
。

や
む
を
え
ず
引
き
抜
く
場
合
で
も
、

ご
め
ん
よ
。

と
胸
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
り
す
る
。

私
の
生
ま
れ
た
北
陸
の
越
前
の
国
は
「
仏
教
王

国
」
と
呼
ぼ
れ
、
浄
土
真
宗
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
、

私
は
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
母
に
連
れ
ら
れ
、
よ
く

お
寺
参
り
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
無
益
な
殺

生

は
す
る
な
」

せ
つ
し
よ
う

と
、
つ
よ
く
教
え
ら
れ
て
育
っ
た
。

若
い
こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う
な
教
え
な
ど
、
す
っ

か
り
忘
却
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が

齢

を
重
ね
る
う
ち
に
、
そ
の
教
え

よ
わ
い

が
よ
み
が
え
り
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、

生
あ
る
す
べ
て
の
も
の
と
、
と
も
に
生
き
る
。

生
き
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

と
い
う
思
念
が
私
の
体
の
中
に
根
づ
い
て
い
た

よ
う
で
あ
っ
た
。

近
年
、
地
球
の
環
境
保
全
の
運
動
と
し
て
、
自

然
を
大
切
に
し
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
と
の

共
生
共
存
を
は
か
る
考
え
方
が
出
て
き
て
い
る
が
、

私
は
共
感
す
る
と
こ
ろ
、
大
な
る
も
の
が
あ
る
。

私
の
生
徒
観
も
同
様
の
思
念
に
基
づ
い
て
い
る
。

私
は
生
徒
た
ち
、
子
ど
も
た
ち
を
、
私
と
の
上

下
関
係
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
識
の
量
に

お
い
て
は
、
あ
る
い
は
私
の
方
に
多
少
の
優
越
が

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
私
の
国
語
教
育
研
究
の
上
で
は
、
生
徒
た

ち
か
ら
私
が
学
ん
だ
こ
と
の
方
が
、
は
る
か
に
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。

（「
あ
と
が
き
」
よ
り

一
光
社
刊
行
）

こ
の
文
章
は
、
作
文
に
よ
り
「
自
己
凝
視
の
力

と
人
間
的
連
帯
感
を
生
徒
た
ち
に
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。」（
「
腰
掛
け
教
師
の
作
文
指

導
の
足
跡
」
佐
野
斉
孝
）
と
生
徒
を
指
導
さ
れ
た

高
校
国
語
教
師
が
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
真
宗
門

徒
の
具
え
て
い
る
感
覚
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
な

い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
見
つ
か
ら
ね
ば

今
日
は
「
い
の
ち
、
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
が
や

か
ま
し
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
曽
我
量
深
師
の
も
の
を

読
ん
で
お
り
ま
し
た
ら
そ
の
言
葉
に
出
遇
っ
て
ハ
ッ

と
し
た
こ
と
で
す
。
「
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
に
遇

わ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
い
の
ち
を
本
当

に
尊
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
取
意
）
と
語
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
お
言
葉
を
読
ん
で
私
は

現
代
批
判
を
な
さ
っ
て
い
る
お
心
を
感
じ
る
の
で
す
。

い
く
ら
「
い
の
ち
、
い
の
ち
」
と
叫
ん
で
み
た
と
こ

ろ
で
、
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
の
が
見
つ
か
る
こ
と

が
な
け
れ
ば
そ
ん
な
こ
と
は
「
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
」

（
『
真
宗
聖
典
六
四
一
頁
）
で
は
な
い
の
か
。
い
の
ち

※

の
尊
さ
と
か
、
尊
厳
だ
と
か
い
っ
て
い
る
こ
と
が
み
な

空
回
り
し
て
し
ま
う
の
で
な
い
か
。
い
の
ち
よ
り
尊
い

も
の
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
初
め
て
こ
の
い
の
ち
の

大
切
さ
。
そ
し
て
同
時
に
そ
の
い
の
ち
よ
り
尊
い
も

の
に
こ
そ
、
こ
の
い
の
ち
を
懸
け
る
と
い
う
こ
と
が

で
て
く
る
の
で
な
い
か
と
。
そ
ん
な
き
び
し
さ
が
こ

こ
に
感
ぜ
ら
れ
て
な
り
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
を
昔
の
人

の
言
葉
で
い
え
ば
「
後
生
の
一
大
事
」、
後
生
の
一
大

事
は
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
な
の
で
す
ね
。
そ
の
後

生
の
一
大
事
が
は
っ
き
り
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い

て
、
こ
の
現
前
の
い
の
ち
の
本
当
の
尊
さ
が
わ
か
る
。

だ
か
ら
後
生
の
一
大
事
に
い
の
ち
を
懸
け
た
わ
け
で

し
ょ
う
。
そ
れ
が
開
法
、
求
道
と
い
う
こ
と
で
す
か

ら
。
単
に
い
の
ち
の
尊
さ
と
い
う
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど

い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
曽
我
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る

「
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
か
な

け
れ
ば
」
、「
そ
ら
ご
と
」
で
は
な
い
の
か
。
空
回
り
す

る
こ
と
で
な
い
か
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

※
『
歎
異
抄
』
後
序
「
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご

と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み

ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
。」

（
真
宗
大
谷
派
東
京
教
務
所
発
行
）

右
ペ
ー
ジ
の
文
章
は
、
真
宗
会
館
に
日
曜
礼
拝
の

講
師
と
し
て
赴
い
た
際
、
著
者
の
ご
子
息
佐
野
直
人

氏
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

一
読
し
、
か
つ
て
高
校
教
員
で
あ
っ
た
自
分
を
恥

ず
か
し
く
思
い
ま
し
た
。
私
は
、
動
植
物
へ
の
「
す

ま
な
い
」「
ご
め
ん
よ
」
と
仏
教
的
謝
罪
を
す
る
心

も
な
く
、
ま
た
生
徒
を
下
に
見
て
指
導
し
上
か
ら
裁

い
て
い
た
か
ら
で
す
。
当
時
は
、
あ
る
べ
き
生
徒
に

●

●

●

●

育
て
る
指
導
を
教
師
の
仕
事
と
考
え
、
一
生
懸
命
で

し
た
。
仏
教
の
知
識
は
多
少
あ
り
ま
し
た
が
、
仏
教

を
生
き
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

左
ペ
ー
ジ
文
中
の
「
い
の
ち
よ
り
尊
い
も
の
に
遇

わ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
い
の
ち
を
本
当

に
尊
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
先
達
の
教
え
は
、

私
に
は
ず
っ
と
理
解
し
が
た
い
も
の
で
し
た
。

世
間
で
人
の
「
い
の
ち
」
と
い
う
場
合
は
、
生
物

と
し
て
の
命
、
あ
る
い
は
個
人
の
人
格
を
い
う
こ
と

も
あ
る
。
個
人
の
尊
厳
よ
り
尊
い
こ
と
な
ど
あ
る
の

だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
で
い
う
人
の
「
い
の
ち
」
は
、

す
べ
て
と
の
関
係
性
の
こ
と
で
「
無
量
寿
」
と
か
「
後

生
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

そ
の
「
い
の
ち
」
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
「
い
の
ち
」
の
中
に
、
自
己
を
発
見
す
る
。

こ
れ
が
「
後
生
の
一
大
事
」、
仏
教
の
目
的
で
す
。

自
我
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
の
一
瞬
が
、
仏
教
の
救

い
。
神
仏
に
依
存
し
夢
に
酔
い
癒
や
さ
れ
、
自
己
満

足
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。



親
鸞
教
室

千
葉
組
主
催
の
聞
法
会
で
す
。

も
ん
ぽ
う
か
い

「
僧
侶
が
、
お
葬
式
や
法
事
を
な
ぜ

す
る
の
か
？
」

講
師
は
、
京
都
に
あ
る
教
学
研
究
所

所
員
松
下
英
俊
先
生
で
す
。

実
施
日月

日
（
木
）
勝
善
寺

10

10
月

日
（
火
）
勝
善
寺

12

17
月

日
（
木
）
西
蓮
寺

1

23
月

日
（
水
）
勝
善
寺

2

26
月

日
（
水
）
勝
善
寺

4

30
月

日
（
木
）
西
蓮
寺

5

29

時

間

時
～

時

13

16

参
加
費

５
０
０
円

（
西
蓮
寺
会
場
で
参
加
し
た
場
合
）

※
勝
善
寺
会
場
は
、
ズ
ー
ム
で
聴
聞
し
、

終
了
後
に

分
ほ
ど
座
談
し
ま
す
。

30

※
毎
回
ズ
ー
ム
配
信
し
ま
す
。

月
曜
朝
の
お
勤
め

毎
週
月
曜
日
６
時
～

正
信
偈
な
ど
を
一
緒
に
お
勤
め
し

し
よ
う
し
ん
げ

ま
す
。「
御
文
」
を
拝
読
後
に
、
住
職

お
ふ
み

の
法
話
が
あ
り
ま
す
。
毎
週
月
曜
は
、

寺
で
人
生
の
再
出
発
！

若
さ
あ
ふ
れ

る
老
人
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

（
同
朋
の
会
）

弟
子
唯
円
房
が
聞
い
た
親
鸞
聖
人

の
教
え
を
記
し
た
『
歎
異

抄

』
を

た
ん

に

し
よ
う

テ
キ
ス
ト
に
、
感
じ
た
こ
と
思
っ
た

こ
と
を
語
り
合
い
ま
す
。

第
１
回

月

日
（
日
）

10

13

第
２
回

２
月

日
（
日
）

9

第
３
回

４
月

日
（
日
）

6兼
花
ま
つ
り

第
４
回

５
月

日
（
日
）

11

第
５
回

７
月

日
（
日
）

20

講

師

住
職

時

間

時

分
～

時

13

30

16

参
加
費

５
０
０
円

テ
キ
ス
ト

『
歎
異
抄

白
日

抄

』

は
く
じ
つ
し
よ
う

１
０
０
０
円

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

地
区
聞
法
会

八
日
講
十
日
講

１
月
８
日
（
水
）

６
月

日
（
日
）

1

９
時
～

時
11

中
佐
久
間
講

５
月

日
（
火
）

20
時

分
～

時

13

30

16

◎
地
区
聞
法
会
を
開
き
ま
せ
ん
か
。

二
人
以
上
集
ま
れ
ば
開
催
で
き
ま
す
。

秋
彼
岸
会

秋
分
の
日

９
月

日
（
日
）

22

修
正
会

１
月
２
日

(

木)

春
彼
岸
会

春
分
の
日

３
月

日
（
木
）

20

盂
蘭
盆
会

８
月

日
（
日
）

10

時
間

時
～

時

分

10

11

30

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

勝
善
寺
聞
法
会

名
古
屋
の
高
校
で
教
鞭
を
執
っ
て

い
る
副
住
職
が
、
法
話
し
ま
す
。

第
１
回

月

日
（
日
）

12

15

第
２
回

月

日
（
日
）

6

8

時

間

時

分
～

時

13

30

16

参
加
費

５
０
０
円

テ
キ
ス
ト

『
歎
異
抄

白
日
抄
』

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

奉
仕
作
業

６
月
９
日
（
日
）

８
時

分
か
ら
２
時
間
程
度

30

作
業
は
草
刈
り
と
ガ
ラ
ス
拭
き
な
ど
。

世
話
人
以
外
の
方
も
お
願
い
し
ま
す
。

市
部
西
地
区
世
話
人
交
代

廣
嶋
敏
雄
様
、

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

増
田
一
之
様
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

報
恩
講
に
向
け
て

役
員
会

月

日

時

分
～

10

6

13

30

世
話
人
総
会

月

日

時

分
～

10

20

13

30

仏
具
磨
き月

日

時

分
～

11

11

13

30

報
恩
講
準
備

月

日

時

分
～

11

15

13

30

逮
夜

日

時
～

15

15

晨
朝

日

時
～

16

6

日
中

日

時
～

16

10

除
夜
の
鐘

月

日

時

分
～

12

31

23

45

煩
悩
が
除
け
な
い
除
夜
の
鐘

ぜひ、読んで
みてください。
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真
宗
大
谷
派
で
は
、
お
仏

飯
を
朝

ぶ
つ
ぱ
ん

の
お
勤
め
を
し
て
お
そ
な
え
し
、
そ

●

●

●

●

の
後
に
朝
食
を
い
た
だ
き
ま
す
。

「
お
供
え
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
な

「
お
備
え
」
で
す
。

そ
な

ど
う
違
う
の
か
？

「
お
供
え
」
は
、
私
が
神
仏
・
亡

き
人
の
た
め
に
、
献
ず
る
・
差
し
上

げ
る
こ
と
で
す
。
「
お
備
え
」
は
、

仏
さ
ま
か
ら
食
べ
物
を
い
た
だ
く
準

備
で
す
。

●

年
配
の
方
か
ら
「
子
ど
も
の
頃
、

朝
お
勤
め
を
し
て
か
ら
で
な
い
と
、

ご
飯
を
食
べ
さ
せ
て
も
ら
え
な
か
っ

た
。
」
と
聞
き
ま
す
し
、
今
も
そ
れ

は
同
じ
で
す
。

食
べ
物
は
、
仏
さ
ま
か
ら
い
た
だ

く
も
の
で
す
。

自
然
の
豊
か
な
恵
が
あ
っ
て
こ
そ
、

さ
ら
に
数
え
切
れ
な
い
人
た
ち
の
ご

苦
労
を
経
て
や
っ
と
、
食
べ
物
が
食

卓
に
上
り
ま
す
。
題
字
下
の
法
語
は
、

そ
れ
を
明
快
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。

「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
は
、
そ
の
食

べ
物
を
い
た
だ
き
命
を
繋
げ
た
感
謝

つ
な

の
言
葉
。
私
が
生
き
る
た
め
に
命
を

奪
わ
れ
た
動
植
物
や
手
間
暇
か
け
て

て

ま

ひ
ま

く
だ
さ
っ
た
方
々
へ
の
謝
罪
で
す
。

食
事
は
、
単
に
栄
養
を
摂
取
す
る

だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
と
関
係
し
合

っ
て
存
在
し
て
い
る
私
で
あ
る
と
気

づ
か
せ
る
仏
事
で
す
。

●

●

と
こ
ろ
が
い
ざ
料
理
を
前
に
す
る

と
、
「
こ
れ
は
旨
そ
う
」
と
か
「
ま

う
ま

ず
い
」
、「
こ
れ
は
珍
し
い
」
と
か
「
ま

た
こ
れ
か
」
、
「
手
を
か
け
た
料
理
」

と
か
「
今
日
は
手
抜
き
だ
」
と
、
わ

が
ま
ま
が
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
「
い
た
だ
き

ま
す
」
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
と
掌
を

て

合
わ
せ
ま
す
。

「
本
当
の
こ
と
が
わ
か
れ
ば
わ
か

る
ほ
ど
、
そ
れ
と
逆
な
在
り
方
を
し

て
生
き
て
い
る
自
分
が
、
い
つ
も
問

わ
れ
て
い
く
」（
池
田
勇
諦
先
生
）

親
鸞
聖
人
や
先
達
の
歩
ん
だ
道
が
、

「
そ
う
で
あ
っ
た
か
」
と
知
ら
さ
れ

る
と
、
な
ん
だ
か
嬉
し
く
な
る
の
で

す
が
、
は
た
し
て
毎
日
三
度
の
食
事

が
、
仏
事
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

南
無
阿
弥
陀
仏

「
仏
法
の
こ
と
は
、
い
そ
げ
い
そ
げ
」

光といのち
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命

を
食
べ
て

い
の
ち命

を
つ
な
ぐ

だ
か
ら
食
前
食
後
は

手
を
合
わ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す

ご
ち
そ
う
さ
ま

池
田
勇
諦
師

中尊前お仏飯
ちゆう そ ん ぜ ん

秋
彼
岸
会

月

日
（
日
）

9

22秋
分
の
日

時
～

時

分

10

11

30

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
豊
か
に
力
身
に
満
つ

ご
ち
そ
う
さ
ま

祖師前お仏飯
そ し ぜ ん
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