
世
話
人
交
代
（
二
部
下
）

久
保
田

守

様

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

永
井

正
行

様

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

墓
地
通
路
敷
設

二
〇
〇
九
年
に
造
成
し
た
第
二
墓

地
の
区
画
が
ほ
ぼ
埋
ま
り
ま
し
た
の

で
、
通
路
を
敷
設
し
新
た
に
三
十
区

画
ほ
ど
で
き
ま
し
た
。

お
墓
は
、
お
参
り
し
た
方
が
亡
き

人
を
縁
と
し
て
、
仏
教
に
出
遇
う
場

で
す
の
で
、
墓
石
に
は
必
ず
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
か
「
倶
会

一

処
」
と

刻

く

え
い
っ
し
ょ

き
ざ

ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。

住
職
と
共
に
仏
教
を
聴
聞
す
る
意

欲
の
あ
る
方
に
永
代
貸
与
し
ま
す
。

な
お
、
ペ
ッ
ト
埋
葬
は
不
可
で
す
。

鐘
突
き
堂
南
側
山
斜
面
に
植
え
た

桜
木
保
護
の
た
め
、
奉
仕
作
業
な
ど

で
草
刈
り
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

渡
る

聖

人

川

に
架
け
ら
れ
て
い
た

せ
い
じ
ん
が
わ

木
造
橋
が
老
朽
化
し
危
険
な
の
を
見

か
ね
た
写
真
右
か
ら
狩
野
駿
介
氏
・

池
田
義
正
氏
・
狩
野
昌
也
氏
が
、
材

料
を
自
前
で
調
達
し
溶
接
し
組
み
立

て
頑
丈
な
橋
が
架
か
り
ま
し
た
。
草

払
い
機
を
肩
に
か
け
安
全
に
渡
れ
る

よ
う
に
、
片
側
に
手
す
り
ま
で
付
き

ま
し
た
。
手
前
の
土
地
所
有
者
峯
信

一
氏
も
「
ど
う
ぞ
使
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
快
く
承
諾
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

み
な
様
の
お
気
持
ち
で
、
寺
は
相
続

さ
れ
て
い
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

ご
予
定
く
だ
さ
い

月
曜
朝
の
お
勤
め

毎
週
６
時
～

春
彼
岸
会

春
分
の
日

３
月

日
（
木
）

時
～

時

分

20

10

11

30

花
ま
つ
り

同
朋
の
会
主
催

４
月

日
（
日
）

時
半
～

時

6

13

16

親
鸞
教
室

４
月

日
（
水
）

時
半
～

時

30

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

５
月

日
（
日
）

時
半
～

時

11

13

16

中
佐
久
間
講

５
月

日
（
火
）

時
半
～

時

20

13

16

親
鸞
教
室

５
月

日
（
木
）

時
半
～

時

29

13

16

八
日
講
十
日
講

６
月

日
（
月
）
９
時
～

時

1

11

奉
仕
作
業

６
月

日
（
日
）
８
時

分
～

8

30

勝
善
寺
聞
法
会

６
月

日
（
日
）

時
半
～

時

8

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

７
月

日
（
日
）

時
半
～

時

20

13

16

※
地
区
講
・
月
曜
朝
の
お
勤
め
以
外

は
、
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

４
月
６
日
（
日
）

時

分
～

時

13

30

16

み
ん
な
で
、

お
勤
め
し
て
、

甘
茶
を
か
け
て
、

『
も
う
じ
き
食
べ
ら
れ
る
ぼ
く
』
を

勝
善
寺
衆
徒
（
所
属
僧
侶
）
釋
徹
照

（
鈴
木
正
一
郎
氏
）
が
読
み
聞
か
せ

し
、
短
い
お
話
を
し
ま
す
。

そ
の
後
、
お
茶
を
飲
み
お
菓
子
を

食
べ
な
が
ら
歓
談
し
よ
う
と
、
「
同
朋

の
会
で
」
企
画
し
て
い
ま
す
。

準
備
の
都
合
上
、
３
月
末
日
ま
で

に
参
加
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
同
朋
の
会
」
は
、
二
〇
〇
六
年
に
結
成
さ

れ
た
仏
教
を
聴
聞
す
る
ご
門
徒
の
会
で
す
。

当
寺
所
属
門
徒
は
、
全
員
が
会
員
で
す
。

題
字
下
の
言
葉
は
、
今
年
の
「
御

年
賀
」
に
お
渡
し
し
た
『
今
日
の
こ

と
ば
』
に
あ
り
ま
す
。
見
開
き
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
れ
を
読
ん
で
い
て
、
植
木
等
氏

が
歌
っ
て
大
ヒ
ッ
ト
し
た
「
ス
ー
ダ

ラ
節
」
が
フ
ッ
と
頭
に
浮
か
び
ま
し

た
。
六
十
年
以
上
前
、
私
が
小
学
生

の
頃
で
し
た
。
ご
存
じ
な
い
方
は
、

ス
マ
ホ
で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

チ
ョ
イ
ト
一
杯
の
つ
も
り
で
飲
ん
で

い
つ
の
間
に
や
ら
ハ
シ
ゴ
酒

気
が
つ
き
ゃ
ホ
ー
ム
の
ベ
ン
チ
で
ゴ
ロ
寝

こ
れ
じ
ゃ
身
体
に
い
い
わ
き
ゃ
な
い
よ

分
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
や
め
ら
れ
ね
ぇ

ア

ホ
レ

ス
イ
ス
イ

ス
ー
ダ
ラ
ラ
ッ
タ

ス
ラ
ス
ラ

ス
イ
ス
イ
ス
イ

ス
イ
ス
イ

ス
ー
ダ
ラ
ラ
ッ
タ
ス
ラ
ス
ラ

ス
イ
ス
イ
ス
イ

そ
れ
は
、
高
度
経
済
成
長
期
、
社

会
が
豊
か
な
未
来
に
向
っ
て
い
る
実

感
の
あ
る
活
気
溢
れ
る
時
代
で
し
た
。

長
時
間
労
働
な
ど
当
た
り
前
、
仕
事

第
一
の
「
猛
烈
社
員
」
が
闊
歩
し
て

ま
し
た
。

植
木
等
氏
は
、
真
宗
大
谷
派
の
僧

侶
を
父
と
し
て
育
ち
、
将
来
は
僧
侶

に
な
る
よ
う
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
で
す
か
ら
ク
レ
ー
ジ
ー
キ
ャ

ッ
ツ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
青
島
幸
男

氏
が
作
っ
た
こ
の
歌
詞
を
歌
う
こ
と

に
な
っ
た
時
、
さ
す
が
に
悩
ん
だ
そ

う
で
す
。

そ
こ
で
父
親
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

な
ん
と
「
『
わ
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
や

め
ら
れ
ね
ぇ
』
は
、
親
鸞
聖
人
の
教

え
に
通
じ
る
」
と
押
し
出
さ
れ
た
と

い
う
か
ら
驚
き
ま
す
。

も
し
今
、
著
名
人
が
何
か
し
で
か

し
て
、「
分
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
や
め

ら
れ
ね
ぇ
」
な
ど
と
言
っ
た
ら
大
騒

ぎ
、
ネ
ッ
ト
上
で
大
炎
上
間
違
い
な

し
で
す
よ
ね
。

今
は
、
み
ん
な
が
正
義
を
掲
げ
た

善
人
の
顔
を
し
て
威
張
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
な
ん
で
も
「
わ
か
っ
て
い

る
つ
も
り
」
で
自
分
は
棚
に
上
げ
、

他
人
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

そ
れ
が
「
実
は
迷
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。」

住
職
も
副
住
職
も
、
こ
の
こ
と
を

伝
え
よ
う
と
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

仏
教
を
聴
聞
し
ま
し
ょ
う
。

私
は
、
善
人
の
ふ
り
を
し
て
生
き

●

●

て
い
た
か
ら
窮
屈
で
し
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏

光といのち
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「
わ
か
っ
て
い

る
つ
も
り
」
が
、

実
は
迷
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

春
彼
岸
会

三
月
二
十
日
（
木
）
春
分
の
日

十
時
～
十
一
時
半

仏
法
聴
聞
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

「勝善寺聞法会」
副住職が、お話します。テキスト『歎異抄 白日抄』

「仏教を聞き語り合う会（同朋の会）」
住職が、お話します。テキスト『歎異抄 白日抄』

2024年12月15日（日）

2025年2月9日（日）



私
た
ち
は
日
々
の
生
活
の
中
で
、

「
宗
教
と
は
」
と
問
う
こ
と
は
、
あ
ま

り
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
仮

に
そ
の
よ
う
な
問
い
を
持
っ
た
と
し

て
も
、
宗
教
団
体
や
信
者
の
社
会
的

な
振
る
舞
い
を
見
て
、
是
か
非
か
、
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
に
宗
教
を
自
分
の

外
側
に
お
い
て
、
対
象
化
し
て
考
え

て
み
て
も
、
宗
教
の
本
質
は
掴
む
こ

つ
か

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
な
宗
教
で
あ
れ
宗
派
で

あ
れ
、
本
来
的
に
宗
教
と
は
、
二
つ
と

な
い
「
ま
こ
と
」
を
私
た
ち
に
教
え
る

も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
中
西
智
海
先

生
の
お
言
葉
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

宗
教
の
本
質
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
い
う
「
ま
こ
と
」
と
は
、
こ

の
世
界
の
真
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、

道
理
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
道

理
に
適
う
生
き
方
を
求
め
て
い
く
こ

か
な

と
こ
そ
、
本
当
の
意
味
で
の
宗
教
で

あ
る
は
ず
で
す
。

「
ま
こ
と
」
を
求
め
て
生
き
て
い
く

こ
と
で
は
じ
め
て
、
逆
に
普
段
の
私

た
ち
の
生
き
方
が
、
い
か
に
道
理
に

背
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が

そ
むは

っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

道
理
に
背
く
も
の
の
見
方
の
最
た
る

も
の
こ
そ
は
、
私
た
ち
の
「
生
」
に
対

す
る
考
え
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
日

ご
ろ
の
生
の
実
感
は
、
生
を
良
い
こ

と
、
死
を
悪
い
こ
と
、
と
い
う
分
別
に

ふ
ん
べ
つ

基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
健
康
で

も
と若

々
し
く
生
気
に
満
ち
溢
れ
て
い
る

こ
と
に
価
値
を
見
出
し
、
老
い
や
病

や
死
を
で
き
る
だ
け
遠
ざ
け
た
い
と

い
う
の
が
素
直
な
実
感
だ
と
思
い
ま

す
。し

か
し
、
仏
教
は
、
私
た
ち
に
生
と

死
が
離
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
、
「
ま
こ
と
」
と
し
て
伝
え
て
い

る
の
で
す
。
真
宗
大
谷
派
の
碩
学
で

せ
き
が
く

あ
る
清
沢
満
之
師
（
一
八
六
三
～
一

き
よ
ざ
わ
ま
ん

し

九
〇
三
）
は
、
若
く
し
て
肺
結
核
に

冒
さ
れ
、
自
ら
の
死
の
問
題
と
向
き

合
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
「
生
の
み

が
我
等
に
あ
ら
ず
、
死
も
亦
我
等
な

ま
た

り
」
（
『
清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
一
二

頁
）
と
い
う
言
葉
を
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
死
を
わ
が
身
の
課
題
と
し
て
真

摯
に
仏
法
に
聞
い
て
い
か
れ
た
が
故

の
お
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

翻

っ
て
、
生
の
価
値
の
み
を
肯

ひ
る
が
え

定
し
、
死
を
忌
避
し
て
い
く
私
た
ち

き

ひ

の
あ
り
方
を
、
む
し
ろ
助
長
し
て
い

く
よ
う
な
宗
教
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
本
当
の
宗
教
と
い
え
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
人
の
死
が
必
然
で
あ

る
こ
と
を
「
客
観
的
に
は
」
誰
で
も
理

解
し
て
い
ま
す
。
頭
で
は
自
分
事
と

し
て
も
考
え
て
い
る
つ
も
り
で
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
「
わ
か
っ
て
い
る

つ
も
り
」
が
、
実
は
迷
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。
生
死
を
貫
く
ま

こ
と
一
つ
の
教
え
に
出
遇
う
と
き
、

で

あ

は
じ
め
て
、
い
つ
か
死
に
ゆ
く
生
で

あ
る
こ
と
が
自
分
自
身
の
問
題
と
な

る
の
で
す
。
と
、
同
時
に
、
常
に
真
摯

に
死
の
問
題
と
向
き
合
っ
て
生
き
る

こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
も
知

ら
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
ど

こ
ま
で
も
煩
悩
を
捨
て
去
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。

そ
ん
な
時
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願

が
、
我
々
凡
夫
悪
人
を
こ
そ
救
い
と

ぼ
ん

ぶ

ろ
う
と
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
一

筋
の
光

明

と
し
て
私
た
ち
に
響
い

こ
う
み
ょ
う

て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

『
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
』
表
紙
の
言
葉

は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
僧
侶
で
あ

っ
た
中
西
智
海
師
の
言
葉
で
す
。
そ
の

言
葉
の
随
想
を
、
真
宗
大
谷
派
僧
侶
黒

田
浩
明
師
が
『
今
日
の
こ
と
ば
』
で
述

べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
文
中
（
下
の
文
章
）
に
「
人
の

死
が
必
然
で
あ
る
こ
と
を
「
客
観
的

に
は
」
誰
で
も
理
解
し
て
い
ま
す
。

頭
で
は
自
分
事
と
し
て
も
考
え
て
い

る
つ
も
り
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
『
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
』
が
、

実
は
迷
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。」
と
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
読
み
、

再
三
迷
っ
て
い
る
自
分
を
ま
た
知
ら
さ

れ
ま
し
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
・
・
・

さ
て
宗
教
は
、
人
生
の
「
宗
」
と
な

る
「
教
え
」
、「

宗

」
は
「
む
ね
」
と
読

し
ゅ
う

み
ま
す
ね
。「
胸
や
棟
」
と
同
様
に
大
事

む
ね

む
ね

な
と
か
中
心
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

「
宗
教
」
を
怪
し
く
危
な
い
。
近
寄

あ
や

あ
ぶ

り
た
く
な
い
と
す
る
節
も
あ
り
ま
す
が
、

ふ
し

そ
れ
を
求
め
る
要
求
は
、
い
た
だ
い
て
し

ま
っ
た
現
実
を
生
き
る
し
か
な
い
誰
し
も

が
、
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。

し
か
し
そ
れ
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い

限
り
は
顔
を
出
し
ま
せ
ん
。

「
生
死
」
は
、
日
常
的
に
は
「
生
」

と
「
死
」
と
を
別
々
に
考
え
ま
す
が
、

仏
教
で
は
「
生

死
」
と
読
み
、
生
ま
れ

し
ょ
う
じ

て
死
ぬ
ま
で
の
迷
い
の
人
生
を
表
し
ま

す
。
そ
れ
を
貫
く
「
ま
こ
と
一
つ
の
教

え
」。
そ
れ
は
、
浄
土
真
宗
で
す
。



世
話
人
交
代
（
二
部
下
）

久
保
田

守

様

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

永
井

正
行

様

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

墓
地
通
路
敷
設

二
〇
〇
九
年
に
造
成
し
た
第
二
墓

地
の
区
画
が
ほ
ぼ
埋
ま
り
ま
し
た
の

で
、
通
路
を
敷
設
し
新
た
に
三
十
区

画
ほ
ど
で
き
ま
し
た
。

お
墓
は
、
お
参
り
し
た
方
が
亡
き

人
を
縁
と
し
て
、
仏
教
に
出
遇
う
場

で
す
の
で
、
墓
石
に
は
必
ず
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
か
「
倶
会

一

処
」
と

刻

く

え
い
っ
し
ょ

き
ざ

ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。

住
職
と
共
に
仏
教
を
聴
聞
す
る
意

欲
の
あ
る
方
に
永
代
貸
与
し
ま
す
。

な
お
、
ペ
ッ
ト
埋
葬
は
不
可
で
す
。

鐘
突
き
堂
南
側
山
斜
面
に
植
え
た

桜
木
保
護
の
た
め
、
奉
仕
作
業
な
ど

で
草
刈
り
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

渡
る

聖

人

川

に
架
け
ら
れ
て
い
た

せ
い
じ
ん
が
わ

木
造
橋
が
老
朽
化
し
危
険
な
の
を
見

か
ね
た
写
真
右
か
ら
狩
野
駿
介
氏
・

池
田
義
正
氏
・
狩
野
昌
也
氏
が
、
材

料
を
自
前
で
調
達
し
溶
接
し
組
み
立

て
頑
丈
な
橋
が
架
か
り
ま
し
た
。
草

払
い
機
を
肩
に
か
け
安
全
に
渡
れ
る

よ
う
に
、
片
側
に
手
す
り
ま
で
付
き

ま
し
た
。
手
前
の
土
地
所
有
者
峯
信

一
氏
も
「
ど
う
ぞ
使
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
快
く
承
諾
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

み
な
様
の
お
気
持
ち
で
、
寺
は
相
続

さ
れ
て
い
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

ご
予
定
く
だ
さ
い

月
曜
朝
の
お
勤
め

毎
週
６
時
～

春
彼
岸
会

春
分
の
日

３
月

日
（
木
）

時
～

時

分

20

10

11

30

花
ま
つ
り

同
朋
の
会
主
催

４
月

日
（
日
）

時
半
～

時

6

13

16

親
鸞
教
室

４
月

日
（
水
）

時
半
～

時

30

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

５
月

日
（
日
）

時
半
～

時

11

13

16

中
佐
久
間
講

５
月

日
（
火
）

時
半
～

時

20

13

16

親
鸞
教
室

５
月

日
（
木
）

時
半
～

時

29

13

16

八
日
講
十
日
講

６
月

日
（
月
）
９
時
～

時

1

11

奉
仕
作
業

６
月

日
（
日
）
８
時

分
～

8

30

勝
善
寺
聞
法
会

６
月

日
（
日
）

時
半
～

時

8

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

７
月

日
（
日
）

時
半
～

時

20

13

16

※
地
区
講
・
月
曜
朝
の
お
勤
め
以
外

は
、
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

４
月
６
日
（
日
）

時

分
～

時

13

30

16

み
ん
な
で
、

お
勤
め
し
て
、

甘
茶
を
か
け
て
、

『
も
う
じ
き
食
べ
ら
れ
る
ぼ
く
』
を

勝
善
寺
衆
徒
（
所
属
僧
侶
）
釋
徹
照

（
鈴
木
正
一
郎
氏
）
が
読
み
聞
か
せ

し
、
短
い
お
話
を
し
ま
す
。

そ
の
後
、
お
茶
を
飲
み
お
菓
子
を

食
べ
な
が
ら
歓
談
し
よ
う
と
、
「
同
朋

の
会
で
」
企
画
し
て
い
ま
す
。

準
備
の
都
合
上
、
３
月
末
日
ま
で

に
参
加
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
同
朋
の
会
」
は
、
二
〇
〇
六
年
に
結
成
さ

れ
た
仏
教
を
聴
聞
す
る
ご
門
徒
の
会
で
す
。

当
寺
所
属
門
徒
は
、
全
員
が
会
員
で
す
。

題
字
下
の
言
葉
は
、
今
年
の
「
御

年
賀
」
に
お
渡
し
し
た
『
今
日
の
こ

と
ば
』
に
あ
り
ま
す
。
見
開
き
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
れ
を
読
ん
で
い
て
、
植
木
等
氏

が
歌
っ
て
大
ヒ
ッ
ト
し
た
「
ス
ー
ダ

ラ
節
」
が
フ
ッ
と
頭
に
浮
か
び
ま
し

た
。
六
十
年
以
上
前
、
私
が
小
学
生

の
頃
で
し
た
。
ご
存
じ
な
い
方
は
、

ス
マ
ホ
で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

チ
ョ
イ
ト
一
杯
の
つ
も
り
で
飲
ん
で

い
つ
の
間
に
や
ら
ハ
シ
ゴ
酒

気
が
つ
き
ゃ
ホ
ー
ム
の
ベ
ン
チ
で
ゴ
ロ
寝

こ
れ
じ
ゃ
身
体
に
い
い
わ
き
ゃ
な
い
よ

分
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
や
め
ら
れ
ね
ぇ

ア

ホ
レ

ス
イ
ス
イ

ス
ー
ダ
ラ
ラ
ッ
タ

ス
ラ
ス
ラ

ス
イ
ス
イ
ス
イ

ス
イ
ス
イ

ス
ー
ダ
ラ
ラ
ッ
タ
ス
ラ
ス
ラ

ス
イ
ス
イ
ス
イ

そ
れ
は
、
高
度
経
済
成
長
期
、
社

会
が
豊
か
な
未
来
に
向
っ
て
い
る
実

感
の
あ
る
活
気
溢
れ
る
時
代
で
し
た
。

長
時
間
労
働
な
ど
当
た
り
前
、
仕
事

第
一
の
「
猛
烈
社
員
」
が
闊
歩
し
て

ま
し
た
。

植
木
等
氏
は
、
真
宗
大
谷
派
の
僧

侶
を
父
と
し
て
育
ち
、
将
来
は
僧
侶

に
な
る
よ
う
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
で
す
か
ら
ク
レ
ー
ジ
ー
キ
ャ

ッ
ツ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
青
島
幸
男

氏
が
作
っ
た
こ
の
歌
詞
を
歌
う
こ
と

に
な
っ
た
時
、
さ
す
が
に
悩
ん
だ
そ

う
で
す
。

そ
こ
で
父
親
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

な
ん
と
「
『
わ
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
や

め
ら
れ
ね
ぇ
』
は
、
親
鸞
聖
人
の
教

え
に
通
じ
る
」
と
押
し
出
さ
れ
た
と

い
う
か
ら
驚
き
ま
す
。

も
し
今
、
著
名
人
が
何
か
し
で
か

し
て
、「
分
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
や
め

ら
れ
ね
ぇ
」
な
ど
と
言
っ
た
ら
大
騒

ぎ
、
ネ
ッ
ト
上
で
大
炎
上
間
違
い
な

し
で
す
よ
ね
。

今
は
、
み
ん
な
が
正
義
を
掲
げ
た

善
人
の
顔
を
し
て
威
張
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
な
ん
で
も
「
わ
か
っ
て
い

る
つ
も
り
」
で
自
分
は
棚
に
上
げ
、

他
人
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

そ
れ
が
「
実
は
迷
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。」

住
職
も
副
住
職
も
、
こ
の
こ
と
を

伝
え
よ
う
と
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

仏
教
を
聴
聞
し
ま
し
ょ
う
。

私
は
、
善
人
の
ふ
り
を
し
て
生
き

●

●

て
い
た
か
ら
窮
屈
で
し
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏
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「
わ
か
っ
て
い

る
つ
も
り
」
が
、

実
は
迷
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

春
彼
岸
会

三
月
二
十
日
（
木
）
春
分
の
日

十
時
～
十
一
時
半

仏
法
聴
聞
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

「勝善寺聞法会」
副住職が、お話します。テキスト『歎異抄 白日抄』

「仏教を聞き語り合う会（同朋の会）」
住職が、お話します。テキスト『歎異抄 白日抄』

2024年12月15日（日）

2025年2月9日（日）
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