
「
仏
陀
釈
尊
は
ど
う
い
う
因
縁
で

Ｊ仏
説
無
量
寿
経
を
お
説
き
に
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
」

「
そ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
す
。
釈

Ｄ尊
に
は
一
二
五
〇
人
の
お
弟
子
が
お

ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
お
弟
子
方
は
み
な

出
家
者
で
す
。
一
般
の
在
俗
の
方
は

お
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
出
家

の
す
ぐ
れ
た
弟
子
た
ち
だ
け
が
さ
と

り
を
実
現
し
て
迷
い
の
世
界
か
ら
離

れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ

の
他
大
勢
の
在
俗
の
人
た
ち
は
、
さ

と
り
へ
の
道
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
ま

ま
な
わ
け
で
す
」

「
で
は
、
在
俗
の
人
の
中
で
、
さ

Ｊと
り
を
開
き
た
い
と
い
う
願
い
を
起

こ
し
た
人
に
対
し
て
、
釈
尊
は
ど
う

お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」

「
も
し
さ
と
り
た
い
の
な
ら
家
族

Ｄと
離
れ
て
出
家
修
行
し
な
さ
い
と
お

っ
し
ゃ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
わ
け
で

す
。
け
れ
ど
も
、
出
家
で
き
る
条
件

は
か
ぎ
ら
れ
ま
す
か
ら
、
出
家
で
き

な
い
で
い
つ
ま
で
も
在
俗
の
生
活
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
多
く
の
人
た
ち
は

さ
と
り
へ
の
道
の
外
に
置
か
れ
て
い

た
と
い
え
ま
し
ょ
う
」

「

」

Ｊ

出
家
で
き
る
よ
う
な
条
件
と
は

「
ま
ず
は
本
人
が
健
康
な
成
人
で

Ｄ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
養
わ
ね

ば
な
ら
な
い
子
供
が
い
て
は
出
家
は

で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
親
と
も

、

、

別
れ

時
に
は
妻
と
も
夫
と
も
別
れ

し
か
も
財
産
の
相
続
権
も
放
棄
す
る

と
い
う
強
い
決
意
が
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
出
家
す
る
に
は
こ
の
よ
う

な
条
件
が
あ
り
ま
す
」

「
そ
う
す
る
と
、
出
家
し
て
仏
道

Ｊ修
行
が
で
き
る
人
は
多
く
は
あ
り
ま

せ
ん
ね
」

＊

「
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ

Ｄ以
外
の
大
多
数
の
人
た
ち
は
い
っ
た

い
ど
う
す
れ
ば
苦
し
み
の
生
か
ら
解

放
さ
れ
、
さ
と
り
へ
の
道
を
歩
む
こ

と
が
で
き
る
か
、
こ
れ
は
釈
尊
が
心

の
底
に
持
ち
続
け
て
お
ら
れ
た
問
題

で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ

な
ら
、
釈
尊
の
慈
悲
は
、
全
て
の
い

き
と
し
い
け
る
も
の
を
救
い
た
い
と

い
う
お
心
で
す
か
ら
」

「
釈
尊
は
、
万
人
が
救
わ
れ
る
道

Ｊは
な
い
か
と
い
う
課
題
を
心
の
底
に

も
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
ね
」

「
私
は
そ
う
思
い
ま
す
」

Ｄ

＊

「
そ
れ
で
そ
の
課
題
は
ど
う
な
っ

Ｊた
の
で
す
か
」

「

、

Ｄ

仏
説
無
量
寿
経
に
よ
り
ま
す
と

〈
あ
る
時
、
世
尊
は
奇
特
の
法
に
住

き

ど

く

し
、
仏
の
所
住
に
住
し
た
〉
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
」

「

」

Ｊ

そ
れ
は
ど
う
い
う
境
地
で
す
か

「
諸
仏
を
念
じ
、
諸
仏
と
念
じ
あ

Ｄう
、
深
い
禅
定
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
諸
仏
の
根
本
は
阿
弥
陀
如

来
で
す
か
ら
、
こ
の
禅
定
は
阿
弥
陀

仏
を
念
じ
る
禅
定
（
大
寂
定
弥
陀
三

昧
）
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
禅

定
に
よ
っ
て
釈
尊
は
阿
弥
陀
仏
の
広

大
な
本
願
力
を
感
得
さ
れ
、
そ
こ
に

万
人
が
救
わ
れ
る
法
を
見
い
だ
さ
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
長

年
の
課
題
に
光
を
見
い
だ
さ
れ
、
そ

の
喜
び
で
全
身
が
光
り
輝
か
れ
た
の

で
す
。
そ
れ
を
そ
ば
に
い
た
お
弟
子

の
阿
難
が
見
て
驚
か
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
阿
難
は
釈
尊
に

世
尊
、
今
日
は
喜
び
に
満
ち
あ
ふ

《れ
、
お
姿
も
清
ら
か
で
、
そ
し
て
輝

か
し
い
お
顔
が
ひ
と
き
わ
気
高
く
見

受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
る
で
く
も
り
の

な
い
鏡
に
映
る
姿
が
透
き
と
お
っ
て

い
る
か
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
神
々
し
い
お
姿
が
こ
の

上
な
く
超
え
す
ぐ
れ
て
輝
い
て
お
い

で
に
な
り
ま
す
。
わ
た
し
は
今
日
ま

で
こ
の
よ
う
な
尊
い
お
姿
を
見
た
て

ま
つ
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

な
ぜ
世
尊
の
お
姿
が
こ
の

（
乃
至
）

よ
う
に
神
々
し
く
輝
い
て
お
い
で
に

（
大
経
）

な
る
の
で
し
ょ
う
か
》

と
問
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
釈
尊

は
阿
難
よ
、
そ
な
た
の
問
い
は
た
い

《

（
大
経
）

へ
ん
結
構
で
あ
る
》

と
そ
の
問
い
を
お
喜
び
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
釈
尊
は

今
の
そ
な
た
の
問
い
は
大
き
な
利

《益
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
す
べ
て
の

天
人
（
神
々
）
や
人
々
を
み
な
真
実

の
道
に
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

（
大
経
）

で
あ
る
》

と
仰
せ
に
な
っ
て
、
す
べ
て
の
人
々

に
大
き
な
利
益
と
な
り
、
真
実
の
道

に
入
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
る
法
を
説

き
始
め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
仏

説
無
量
寿
経
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
因
縁
で
す
」

「

、

Ｊ

全
て
の
人
々
が
真
実
に
入
る
法

す
な
わ
ち
救
わ
れ
る
法
を
釈
尊
は
見

い
出
さ
れ
て
ご
自
身
が
非
常
に
喜
ば

れ
た
の
で
、
そ
れ
が
全
身
か
ら
の
輝

き
と
な
っ
て
表
れ
た
の
で
す
ね
」

「
そ
う
お
聞
き
し
て
い
ま
す
」

Ｄ
「
そ
こ
で
在
俗
の
人
た
ち
も
真
実

Ｊに
出
会
う
こ
と
の
で
き
る
道
を
説
き

始
め
ら
れ
た
の
で
す
ね
」
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「
え
え
。
出
家
・
在
家
と
い
く
区

Ｄ別
の
な
い
、
全
人
類
が
等
し
く
救
わ

れ
る
法
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
大
乗

の
中
の
大
乗
と
い
う
べ
き
法
を
説
き

出
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
聖

人
は
仏
説
無
量
寿
経
は
〈
出
世
本
懐

の
経
〉
と
仰
せ
ら
ま
す
」

＊

「
出
世
本
懐
の
経
典
と
は
ど
う
い

Ｊう
意
味
で
す
か
」

「
釈
尊
が
こ
の
世
に
出
現
さ
れ
た

Ｄ（
出
世

、
そ
の
本
懐
・
本
望
・
目
的

）

は
こ
の
経
典
に
教
示
さ
れ
た
法
を
説

か
れ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う

い
う
経
典
の
こ
と
で
す
。
仏
説
無
量

寿
経
は
、
釈
尊
が
こ
の
世
に
お
出
ま

し
に
な
っ
た
本
懐
、
そ
の
お
心
を
説」

か
れ
た
経
典
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

「
よ
く
法
華
経
が
出
世
本
懐
の
経

Ｊ典
だ
と
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
」

「
天
台
宗
や
日
蓮
宗
で
は
そ
う
言

Ｄい
ま
す
。
こ
と
に
近
年
、
創
価
学
会

は
法
華
経
こ
そ
が
出
世
本
懐
の
経
典

で
あ
る
。
こ
の
経
典
が
仏
法
で
は
最

も
尊
重
す
べ
き
経
典
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
の
法
華
経
を
さ
し
お
い
た
り
、

他
の
経
典
を
よ
り
尊
重
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
謗
法
の
大
罪
を
犯
す
こ
と
に

な
る
、
と
ま
で
言
う
よ
う
で
す
」

「
創
価
学
会
の
人
た
ち
が
そ
れ
ほ

Ｊど
ま
で
に
出
世
本
懐
を
主
張
す
る
根

拠
は
何
で
す
か
」

「
彼
ら
が
、
法
華
経
が
出
世
本
懐

Ｄの
経
典
と
主
張
す
る
の
は
、
無
量
義

経
と
い
う
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
言

葉
を
根
拠
に
し
て
い
ま
す
」

＊

「
無
量
義
経
は
ど
う
い
う
経
典
で

Ｊす
か
」

「
こ
の
経
典
は
法
華
経
を
説
く
に

Ｄ

、

先
立
っ
て
説
か
れ
た
経
典
と
い
わ
れ

法
華
経
の
開
経
と
い
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
中
に
釈
尊
が
「
四
十
余
年

い
ま
だ
真
実
を
顕
さ
ず

（
四
十
余
年

」

未
顕
真
実
）
と
説
き
、
三
十
五
歳
で

さ
と
り
を
開
い
て
か
ら
今
ま
で
説
い

て
き
た
法
は
ま
だ
真
実
を
説
い
て
い

な
い
、
と
言
わ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
か

ら
説
く
と
こ
ろ
の
法
華
経
こ
そ
真
実

を
完
全
に
説
き
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ

る
と
予
言
し
て
、
法
華
経
を
説
か
れ

始
め
た
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
法

華
経
こ
そ
出
世
本
懐
の
経
典
だ
と
主

張
す
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
釈
尊

が
入
滅
さ
れ
る
八
十
歳
近
く
に
な
っ

て
初
め
て
真
実
を
完
全
円
満
に
説
い

た
の
が
法
華
経
だ
か
ら
、
そ
れ
以
外

の
経
典
は
真
実
を
不
十
分
に
し
か
説

か
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
法
華
経
を

第
一
に
し
な
い
の
は
も
っ
て
の
ほ
か

で
あ
っ
て
謗
法
罪
に
当
た
る
と
主
張

す
る
の
で
す
」

「

」

Ｊ

そ
れ
は
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か

「
と
こ
ろ
が
近
年
の
経
典
研
究
の

Ｄ結
果
、
こ
の
無
量
義
経
は
法
華
経
や

大
無
量
寿
経
の
よ
う
に
イ
ン
ド
で
で

き
た
経
典
で
は
な
く
て
、
中
国
で
で

き
た
経
典
、
い
わ
ば
偽
経
で
あ
る
と

い
う
の
が
、
大
方
の
見
方
に
な
っ
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
法
華
経
が
説
か

れ
る
に
先
立
っ
て
、
法
華
経
の
開
経

と
い
わ
れ
る
無
量
義
経
が
説
か
れ
、

そ
れ
か
ら
法
華
経
が
説
か
れ
た
の
で

は
な
く
て
、
ま
ず
イ
ン
ド
で
法
華
経

が
説
か
れ
、
そ
れ
が
中
国
に
伝
わ
っ

て
、
そ
の
法
華
経
を
権
威
づ
け
る
た

め
に
制
作
さ
れ
た
の
が
無
量
義
経
で

あ
る
と
い
う
の
が
今
日
の
大
方
の
仏

教
学
者
の
見
解
で
す
」

「
そ
う
な
る
と
、
も
と
も
と
の
法

Ｊ華
経
に
は
開
経
な
ど
と
い
う
経
典
は

な
か
っ
た
の
で
す
ね
」

「
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
無
量
義
経

Ｄを
盾
に
法
華
経
だ
け
が
出
世
本
懐
の

経
典
だ
と
い
う
根
拠
は
ゆ
ら
ぐ
わ
け

で
す
。
た
だ
法
華
経
は
大
乗
経
典
を

代
表
す
る
大
変
優
れ
た
経
典
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
仏
教
界
で
は
定
説
と

な
っ
て
い
ま
す
」＊

「
で
は
親
鸞
聖
人
が
仏
説
無
量
寿

Ｊ経
を
出
世
本
懐
の
経
典
と
お
示
し
に

な
っ
た
の
は
、
ど
う
い
う
お
心
か
ら

で
す
か
」

「
そ
れ
は
他
の
経
典
と
比
較
研
究

Ｄし
て
大
経
だ
け
が
出
世
本
懐
と
い
わ

れ
る
の
と
は
違
い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ

は
、
万
人
を
平
等
に
救
わ
れ
る
法
が

こ
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、

出
世
本
懐
の
経
典
と
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
も
し
他
に
そ
う
い
う
内
容
の

経
典
が
あ
る
な
ら
そ
れ
も
出
世

本
懐
の
経
と
申
さ
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
に
阿
弥

陀
経
に
も
出
世
本
懐
の
お
心
を

聖
人
は
見
て
お
ら
れ
ま
す
。
い

わ
ば
、
万
人
を
救
う
普
遍
の
法

が
説
か
れ
て
い
る
経
典
だ
か

ら
、
出
世
本
懐
の
経
と
い
わ
れ

る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
出
世
本
懐
の
経
典
は
一
つ

だ
け
に
限
る
必
要
は
な
い
と
い

え
ま
す
」

＊

「
釈
尊
は
阿
難
の
問
い
を
縁
と
し

Ｊて
仏
説
無
量
寿
経
を
説
き
始
め
ら
れ

た
の
で
す
ね
」

「
そ
う
で
す
。
釈
尊
は
阿
難
に
対

Ｄし
て阿

難
よ
、
そ
な
た
の
問
い
は
た
い

《へ
ん
結
構
で
あ
る
。
そ
な
た
は
深
い

智
慧
と
巧
み
な
弁
舌
の
力
で
、
人
々

を
哀
れ
む
心
か
ら
こ
の
す
ぐ
れ
た
質

問
を
し
た
の
で
あ
る
。
如
来
は
こ
の

上
な
い
慈
悲
の
心
で
迷
い
の
世
界
を

お
哀
れ
み
に
な
る
。
世
に
お
出
ま
し

に
な
る
わ
け
は
、
仏
の
教
え
を
説
き

述
べ
て
人
々
を
救
い
、
ま
こ
と
の
利

益
を
恵
み
た
い
と
お
考
え
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
の
お
出

ま
し
に
会
う
こ
と
は
、
は
か
り
知
れ

な
い
長
い
時
を
経
て
も
な
か
な
か
難

し
い
の
で
あ
っ
て

ち
ょ
う
ど
優
曇
華

、

う

ど

ん

け

の
咲
く
こ
と
が
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

今
の
そ
な
た
の
問
い
は
大
き
な
利
益

》

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る

と
大
経
に
は
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
説
く
法
は
人
々
に
真
実
の
利

益
を
与
え
恵
む
と
こ
ろ
の
法
で
あ
る

と
釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
。
聖
人
は
こ
の
部
分
を
『
教
行
信

証
』
の
教
卷
の
は
じ
め
に

《
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教

を
光
闡
し
て
、
群
萠
を
拯
い
、
恵
む

こ
う
せ
ん

ぐ
ん
も
う

に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し

お
ぼ

て
な
り
》

と
経
文
の
原
文
の
ま
ま
に
述
べ
て
お

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
仏
説
無
量
寿
経

は
私
た
ち
に
真
実
の
功
徳
を
与
え
て

救
お
う
と
い
う
〈
恵
み
の
経
典
〉
で

あ
る
と
の
思
し
召
し
で
す
。
こ
の
よ

う
に
し
て
こ
の
経
典
は
始
ま
り
、
釈

尊
は
法
蔵
菩
薩
の
物
語
を
説
き
出
さ

れ
る
の
で
す
」

（
以
上
）

平成１７年度御年忌年回表

１周忌 平成１６年亡
３回忌 平成１５年亡
７回忌 平成１１年亡

１３回忌 平成 ５年亡
１７回忌 平成 １年亡
２５回忌 昭和５６年亡
３３回忌 昭和４８年亡
５０回忌 昭和３１年亡

２５回忌をせずに２３回忌と２７回（
忌とにする場合があります。また５０

）回忌以後は５０年ごとになります

《 》念仏座談会変更

１１月６日→→１１月２日

１１月２０日→→１１月１２日

＊都合により、この１１月のみ「念仏座

談会」を上記の通りに変更いたします。



す
べ
て
よ
ろ
ず
の
こ
と
に
つ
け
て
、
往

生
に
は
、
か
し
こ
き
お
も
い
を
具
せ
ず
し

て
、
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
弥
陀
の
御
恩
の
深

重
な
る
こ
と
、
つ
ね
は
お
も
い
い
だ
し
ま

い
ら
す
べ
し
。
し
か
れ
ば
念
仏
も
も
う
さ

れ
そ
う
ろ
う
。
こ
れ
自
然
な
り
。
わ
が
は

か
ら
わ
ざ
る
を
、
自
然
と
も
う
す
な
り
。

こ
れ
す
な
わ
ち
他
力
に
て
ま
し
ま
す
。
し

か
る
を
、
自
然
と
い
う
こ
と
の
別
に
あ
る

よ
う
に
、
わ
れ
も
の
し
り
が
お
に
い
う
ひ

と
の
そ
う
ろ
う
よ
し
、
う
け
た
ま
わ
る
。

あ
さ
ま
し
く
そ
う
ろ
う
な
り
。

（
歎
異
抄
第
十
六
章
よ
り
）

現
代
語
訳
（
浄
土
へ
の
往
生
に
つ
い
て
は
、
何

ご
と
に
も
こ
ざ
か
し
い
考
え
を
は
さ
ま
ず
に
、

た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
、
阿
弥
陀
仏
の
ご
恩
が
深
く

重
い
こ
と
を
い
つ
も
思
わ
せ
て
い
た
だ
く
の
が

よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
念
仏
も
口
を
つ

い
て
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
が

「
お
の
ず

、

と
そ
う
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
は

か
ら
い
を
ま
じ
え
な
い
こ
と
を

「
お
の
ず
と

、

そ
う
な
る
」
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
す
な
わ

ち
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
な
の
で
す
。

そ
れ
な
の
に
、
お
の
ず
と
そ
う
な
る
と
い
う

こ
と
が
、
こ
の
本
願
の
は
た
ら
き
の
他
に
も
あ

る
か
の
よ
う
に
、
物
知
り
顔
を
し
て
い
う
人
が

い
る
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
実
に
歎
か

わ
し
い
こ
と
で
す

）
。

＊

こ
こ
で
は
〈
自
然
〉
と
い
う
こ
と
が
取
り
上

じ

ね

ん

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
章
の
は
じ
め
に
異
義

者
が

「
信
心
の
行
者
、
自
然
に
、
は
ら
を
も
た
て
、

あ
し
ざ
ま
な
る
こ
と
を
も
お
か
し
、
同
朋
同
侶

ど
う
ほ
う

に
も
あ
い
て
口
論
を
も
し
て
は
、
か
な
ら
ず
回

心
す
べ
し
」

と
い
う
の
は
、
念
仏
を
信
ず
る
人
は
腹
を
立
て

た
り
、
悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
り
、
同
じ

念
仏
の
仲
間
と
口
論
し
た
り
し
た
な
ら
、
そ
の

つ
ど
、
申
し
訳
な
か
っ
た
と
反
省
し
懺
悔
す
る

こ
と
が
自
然
に
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
す
べ
き

で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
こ
の
人
た
ち
が
「
自
然
に
」
と
い
わ

れ
る
自
然
と
は
「
自
然
必
然
に
」
と
い
う
こ
と

で
、
信
心
の
念
仏
者
は
当
然
、
こ
う
あ
る
べ
き

で
あ
る
。
腹
を
立
て
た
り
、
口
げ
ん
か
し
た
り

し
た
と
き
は
、
あ
あ
間
違
っ
て
い
ま
し
た
、
悪

う
ご
ざ
い
ま
し
た
と
、
そ
の
つ
ど
悔
い
改
め
る

、

、

べ
き
で
あ
り

当
然
そ
う
あ
る
は
ず
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
異
義
者
の
い
う
「
回
心
す
べ
し
」
と
い

わ
れ
る
回
心
と
は
懺
悔
し
悔
い
改
め
る
と
い

く

う
、
道
徳
的
な
色
合
い
の
強
い
も
の
で
す
。
き

ま
じ
め
で
あ
っ
て
も
、
非
常
に
窮

屈
な
、
こ

き
ゅ
う
く
つ

わ
ば
っ
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
場
合
の

自
然
は
、
当
然
こ
う
あ
る
は
ず
だ
、
こ
う
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
〈
自
然
〉
で
あ
り
、

親
鸞
聖
人
が
仰
せ
く
だ
さ
る
自
然
す
な
わ
ち
願

力
自
然
と
は
違
う
の
で
あ
る
、
と
唯
円
房
は
批

判
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

＊

（

）

で
は
聖
人
が
申
さ
れ
て
い
た
自
然

じ
ね
ん

と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
え
ば
、

す
べ
て
よ
ろ
ず
の
こ
と
に
つ
け
て
、
往
生
に

「は
、
か
し
こ
き
お
も
い
を
具
せ
ず
し
て
、
た
だ

ほ
れ
ぼ
れ
と
弥
陀
の
御
恩
の
深
重
な
る
こ
と
、

つ
ね
は
お
も
い
い
だ
し
ま
い
ら
す
べ
し
。
し
か

」

れ
ば
念
仏
も
も
う
さ
れ
そ
う
ろ
う

と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
唯
円
房
は
申

さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

実
際
、
人
に
対
し
て
腹
が
立
っ
た
り
、
憎
ん

だ
り
、
怨
む
気
持
ち
が
起
こ
る
と
き
、
そ
の
つ

う
ら

ど
「
あ
あ
こ
ん
な
心
を
起
こ
し
て
申
し
わ
け
な

い
。
こ
れ
か
ら
は
腹
を
立
て
な
い
よ
う
に
気
を

つ
け
よ
う
」
と
悔
い
改
め
よ
う
と
し
て
も
、
反

省
し
た
後
か
ら
後
か
ら
腹
立
ち
が
む
く
む
く
と

湧
い
て
く
る
、
人
を
怨
ん
だ
ら
い
け
な
い
と
そ

わの
つ
ど
反
省
す
る
の
で
す
が
、
怨
む
心
が
な
く

な
ら
な
い
。
頭
で
は
「
腹
を
立
て
て
は
い
け
な

。

」

、

い

人
を
怨
ん
で
は
い
け
な
い

と
思
っ
て
も

内
か
ら
わ
き
起
こ
る
腹
立
ち
の
感
情
、
怨
み
の

感
情
は
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
凡

夫
の
実
際
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

「
い

。

け
な
い
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
先
に
先
に
と
煩

悩
が
起
こ
る
の
で
す
。
ま
っ
た
く
始
末
が
つ
か

な
い
の
で
す
。
我
が
心
ほ
ど
思
う
よ
う
に
な
ら

ぬ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
反
省
や
ら
、
懺
悔
や

ざ

ん

げ

ら
、
人
間
の
悔
い
改
め
で
、
始
末
の
つ
く
よ
う

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
あ
れ
ば
他
に
道
は
あ
り
ま
せ
ん

「
煩
悩

。

具
足
と
信
知
し
て
」
で
、
煩
悩
具
足
と
お
知
ら

せ
い
た
だ
い
て

「
そ
ん
な
心
だ
か
ら
、
私
の

、

方
で
必
ず
浄
化
す
る
か
ら
、
汝
の
心
の
始
末
は

我
に
任
せ
て
く
れ
よ

「
我
が
名
を
称
え
よ
」

」

と
仰
せ
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
仏
の
願
力
に
我
が
身

を
ゆ
だ
ね
て
、
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
「
阿
弥
陀
様

な
れ
ば
こ
そ

と
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
出
る

お

」

（

ま
か
せ
す
る
）
他
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
る
に
「
お
念
仏
し
て
も
心
は
も
と
の
ま

」

、「

」

ま
で
す

と
文
句
を
言
う
の
は

ま
か
せ
よ

と
仰
せ
く
だ
さ
る
弥
陀
に

「
い
ま
こ
こ
で
始

、

末
を
つ
け
て
ほ
し
い
」
と
、
阿
弥
陀
仏
に
注
文

を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
お
ま
か
せ
し
て
い

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

＊

こ
の
世
で
は
こ
の
宿
業
の
身
を
抱
え
て
い
る

、

、

限
り

こ
の
身
を
捨
て
る
ま
で
煩
悩
は
消
え
ず

絶
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
煩
悩
の
消
え
る

の
は
お
浄
土
に
生
ま
れ
て
、

報
土
の
き
し
に
つ
き
ぬ
る
も
の
な
ら
ば
、
煩

「悩
の
黒
雲
は
や
く
は
れ
、
法

性
の
覚
月
す
み

ほ
っ
し
ょ
う

や
か
に
あ
ら
わ
れ
て
、
尽
十
方
の
無
碍
の
光
明

（
歎
異
抄
第
十
五
章
）

に
一
味
に
し
て
」

く
だ
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

＊

た
だ
不
思
議
な
こ
と
で
す
が

「
私
が
汝
の

、

心
を
き
っ
と
仏
心
に
変
え
る
か
ら
」
と
誓
わ
れ

た
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
願
力
を

わ
ろ
か
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
い
よ
い
よ
願
力

「を
あ
お
ぎ
ま
い
ら
せ
ば
、
自
然
の
こ
と
わ
り
に

」

て
、
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
も
い
で
く
べ
し

に
ん
に
く

で
、
腹
立
つ
心
が
和
ら
い
で
い
き
、
と
げ
と
げ

し
く
な
る
心
が
柔
ら
か
と
な
っ
て
い
く
の
で

す
。
そ
れ
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
徳
力
に
よ

っ
て
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
願
力
の
「
自
ず

か
ら
な
る
然
ら
し
め

（
お
の
ず
か
ら
な
る
は

」

か
ら
い
）
に
よ
っ
て
、
腹
立
ち
や
憎
し
み
を
止

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
こ
そ
大
悲
の
願
力
の
自
然
に
よ
っ
て
、
怒
り

で
堅
く
な
っ
た
心
が
と
か
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

り
ま
す
。

＊

も
う
少
し
論
点
を
広
げ
ま
す
と
、
今
日
、
道

徳
教
育
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
人
間
の
限
界

と
本
質
に
立
ち
入
っ
て
、
そ
こ
か
ら
考
え
な
い

と
、
無
理
に
理
想
的
道
徳
的
な
こ
と
ば
か
り
を

い
え
ば
い
う
ほ
ど
、
こ
れ
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ

る
人
間
の
本
性
が
逆
に
反
発
し
て
表
れ
て
く
る

こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
い
ま
し
め
を
押
し
つ

け
る
だ
け
で
人
は
い
ま
し
め
を
守
る
か
と
い
う

と
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
ず
、
や
や
も
す
る
と

押
さ
え
つ
け
る
と
返
っ
て
い
ま
し
め
を
破
ろ
う

と
す
る
衝

動
が
突
き
上
げ
て
く
る
と
も
い
わ

し
ょ
う
ど
う

れ
ま
す
。
人
為
的
な
抑
制
か
ら
、
仏
の
大
悲
の

よ
く
せ
い

自
然
に
よ
る
抑
制
が
人
間
に
と
っ
て
無
理
の
な

い
道
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
十
六
章
第
四
講

歎
異
鈔



《住職つれづれ日誌》
。 、十月二十六日 ハンセン氏病だった人たちが暮らす岡山県の邑久光明園の方々が難波別院の報恩講に参拝され

お く

その方々との交流会が別院で催された。ともに食事をしながら入園者の人たちのお話をお聞きした。私の隣に

いたお二人の老婦人は五十年近くも入園しておられる方々で、終戦後まもなく入園したときは一部屋に十数人

いて、半畳ほどのところで寝ていたとのこと。皆さんの表情は本当に明るく、いろんな苦しみや悲しみを経て

こられたとはとても思えなかった。


