
光
明
月
日
に
勝
過
し
て

し
ょ
う
が

超
日
月
光
と
な
づ
け
た
り

釈
迦
嘆
じ
て
な
お
つ
き
ず

無
等
等
を
帰
命
せ
よ

む

と

う

ど

う

（
現
代
語
訳
）
阿
弥
陀
如
来
の
光

明
は
、
こ
の
世
の
日
や
月
の
光
と

は
、
と
て
も
比
べ
も
の
に
な
ら
な

い
、
そ
れ
で
超
日
月
光
と
名
づ
け

ら
れ
た
。
釈
迦
如
来
が
、
弥
陀
の

こ
の
光
明
の
お
徳
の
勝
れ
て
い
る

こ
と
を
、
ほ
め
て
も
ほ
め
て
も
な

お
説
き
尽
く
せ
な
い
（
大
経

、
そ

）

れ
ほ
ど
他
に
比
類
の
な
い
阿
弥
陀

如
来
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
。

（
語
句
）
無
等
等
ー
ー
ー
等
し
く

等
し
き
も
の
無
き
、
比
類
の
な
い

仏
。

＊

＊

＊

こ
の
ご
和
讃
も
曇
鸞
大
師
の

讃
『

阿
弥
陀
仏
偈
』
の

光
明
照
曜
す
る
こ
と
日
月
に
過
ぎ

「た
り
。
ゆ
え
に
仏
を
超
日
月
光
と
号な

づ

け
た
て
ま
つ
る
。
釈
迦
仏
歎
じ
た
ま
う

も
な
お
尽
き
ず
。
ゆ
え
に
わ
れ
無
等

」

等
を
稽
首
し
た
て
ま
つ
る
。

け
い
し
ゅ

を
和
讃
に
さ
れ
た
も
の
で
す
。

私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
世
界

の
中
で
、
身
近
で
最
も
有
難
い
光

は
、
何
と
言
っ
て
も
太
陽
（
日
）

の
光
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
次
に
月

の
光
で
し
ょ
う
か
。
現
代
は
電
気

の
光
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
い
つ
の
時
代
も
太
陽
の
光
は

な
く
て
な
ら
ぬ
も
の
で
す
。

太
陽
の
光
な
く
し
て
は
生
き
物

は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
か
ら

「
お
天
道
さ
ま
」
と
し
て

、

拝
ま
れ
て
き
た
の
も
不
思
議
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
各
地
に
太
陽

を
神
と
し
て
崇
拝
し
て
き
た
信
仰

が
あ
り
、
現
代
に
も
あ
ち
こ
ち
に

あ
る
ほ
ど
で
す
。
で
す
か
ら
時
に

日
食
が
起
こ
る
と
人
々
は
大
き
な

不
安
に
陥
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

も
し
太
陽
が
な
く
な
れ
ば
、
こ

の
地
球
は
す
ぐ
に
暗
黒
に
な
り
凍

り
つ
い
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
ね
。

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
と
の
基

本
条
件
に
太
陽
の
光
の
恵
み
が
あ

る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
、
太
陽
や
月
の
光
そ
し

て
電
気
の
光
は
、
ど
こ
ま
で
も
物

質
の
光
で
す
。
私
た
ち
の
生
活
に

、

は
な
く
て
な
ら
な
い
も
の
で
す
が

こ
の
よ
う
な
物
質
の
光
は
私
の
体

を
照
ら
し
て
も
、
心

の
中
ま
で
照
ら
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
心
は
見

え
ま
せ
ん
か
ら
、
日

常
生
活
で
は
あ
ま
り

注
意
し
ま
せ
ん
が

〈
心
〉
は
不
思

、

議
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
物
質
の
世
界
（
物
質

）

（

）

現
象

と
心
の
世
界

意
識
現
象

と
は
ど
う
い
う
関
係
に
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
多
く

の
思
想
家
や
科
学
者
が
考
え
て
き

ま
し
た
が
、
分
か
ら
な
い
こ
と
だ

ら
け
と
い
う
の
が
実
際
で
す
ね
。

で
は
、
仏
教
で
そ
こ
を
ど
う
考

え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教

の
思
想
の
な
か
で
も
い
ろ
い
ろ
な

説
が
あ
る
よ
う
で
す
。
現
代
、
フ

ラ
ン
ス
人
で
深
く
仏
教
に
帰
依
し

学
び
を
重
ね
て
き
た
マ
チ
ウ
・
リ

カ
ー
ル
師
は
次
ぎ
の
よ
う
に
言
っ

て
い
ま
す
。

「
宇
宙
は
意
識
と
共
存
し
て
い
る

の
で
す
。
物
質
の
連
続
体
と
並
ん

で
意
識
の
連
続
体
が
あ
る
と
い
う

。
」（
「

」
）

こ
と
で
す

掌
の
中
の
宇
宙

と
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言

お
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。先

ず
、
宇
宙
は
広
大
な
物
質
現

象
が
満
ち
満
ち
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
が
連
続
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
、
こ
の
事
は
私
た
ち
に
も

わ
か
り
ま
す
。
人
も
動
物
も
植
物

も
地
球
も
あ
る
い
は
太
陽
も
、
そ

れ
以
外
の
星
々
も
あ
る
い
は
空
気

も
水
も
す
べ
て
は
悠
久
の
昔
か
ら

活
動
し
続
け
て
い
る
物
質
現
象
で

あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

し
か
し

〈
世
界
そ
の
も
の
〉
は

、

。

物
質
現
象
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

そ
れ
に
つ
い
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
（
龍
樹
菩
薩
）
は

「
人
々
は
言
う
〈
空
が
見
え
る
〉

と
。し

か
し
、
ど
う
し
て
空
が
見
え

る
の
か
。
考
え
て
み
る
が
い
い
」
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○〈 〉同朋の会

２２日 午後２時始。毎月
○〈念仏座談会〉

毎月２日と１２日午後３時始

○〈聖典学習会〉

毎月６日午後７時始。

○〈真宗入門講座〉

毎月１８日午後 時 分始。6 30

８月は２日の念仏座談会と６＊

。日の聖典学習会以外は休み

光
明
月
日
に
勝
過
し
て

（
和
讃
法
話
）

《

》

盂
蘭
盆
会
法
要

（
月
）

八
月
十
日

午
後
二
時
始
ま
り

＊

＊

＊

＊
法
要
の
際
、
法
名
を
ご
持
参
下
さ
れ
ば
仏
前
に
安
置
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

＊
八
月
十
二
日
と
八
月
二
十
二
日
の
集
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
八
月
二
日
（
座
談
会

・
八
月
六
日
（
聖
典
学
習
会
）
は
あ
り
ま
す
。

）



と
言
っ
て
い
ま
す
。
空
な
り
月
な

り
花
が
〈
見
え
る

〈
認
識
し
て
い

〉

る

そ
の
よ
う
に

見
た
り

認

〉
。

〈

〉〈

識
し
て
い
る
〉
も
の
は
何
か
。
天

文
台
な
ど
で
宇
宙
の
星
々
を
研
究

者
が
観
測
し
て
い
ま
す
が
、
観
測

者
が
〈
観
測
し
て
い
る
働
き
〉
は

い
っ
た
い
何
か
。
あ
る
い
は
手
が

あ
り
足
が
あ
り
身
体
が
あ
る
と
い

「

〉

う
こ
と
を

感
知
し
て
い
る
も
の

は
何
か
。
い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
物
質

現
象
を
物
質
の
現
象
と
し
て
〈
知

る
〉
の
は
何
か
。
い
わ
ゆ
る
「
知

る
」
働
き
は
い
っ
た
い
何
か
。

。

そ
れ
は
物
質
な
の
で
し
ょ
う
か

、

〈

〉

そ
う
で
は
な
く
て

そ
れ
を

心

と
か
〈
意
識
〉
と
か
名
づ
け
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
で

あ
っ
た
ビ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
が

「
海
よ
り
も
広
い
も
の
は
空
で
あ

る
。
空
よ
り
も
広
い
も
の
は
心
で

あ
る

」
。

と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
言
葉

を
児
玉
暁
洋
師
か
ら
私
が
始
め
て

聞
い
た
の
は
も
う
五
十
年
近
く
前

の
こ
と
で
す
。
そ
の
時
は
、
ど
う

も
納
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
海

よ
り
も
空
が
広
い
こ
と
は
分
か
り

ま
す
。
し
か
し
空
よ
り
も
心
が
広

い
と
い
う
こ
と
は
納
得
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
今
は
、
こ

の
言
葉
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は

う
な
ず
け
ま
す
。

実
際
、
こ
の
広
大
な
宇
宙
に
し

ろ
、
ミ
ク
ロ
の
領
域
に
し
ろ
、
そ

れ
を
「
知
る
」
心
が
な
け
れ
ば
、

ま
っ
た
く
そ
れ
ら
は
無
い
に
等
し

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
身
体
で

も
、
も
し
心
が
な
け
れ
ば
、
身
体

を
身
体
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
肉
体
は
〈
知
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
〉
は
じ
め
て
〈
肉

体
〉
な
の
で
す
。

そ
こ
で
物
質
と
は
全
く
異
質
な

〈
知
る
働
き

、
そ
れ
が
「
心
」
で

〉

し
ょ
う
。
心
の
働
き
が
あ
る
こ
と

は
毎
日
の
私
た
ち
の
経
験
か
ら
疑

う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も

そ
う
い
う
心
の
働
き
の
範
囲
は
ど

こ
か
ら
ど
こ
ま
で
と
い
う
線
引
き

は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
無
限
定
と

。

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

西
田
幾
多
郎
博
士
は
（
西
田
幾

太
郎
全
集
十
。
一
八
〇
頁
）

「
我
々
の
心
は
無
限
な
る
意
識
の

。

、

流
で
あ
る

そ
れ
は
無
限
に
現
れ

無
限
に
消
え
行
く
、
形
と
し
て
は

把
握
す
べ
か
ら
ざ
る
世
界
で
あ

る

」
。

と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
す
か
ら
、
リ
カ
ー
ル
師

は
、
意
識
は
物
質
現
象
と
別
で
あ

り
な
が
ら
離
れ
ず
、
い
わ
ば
共
存

し
て
い
る
領
域
と
し
て
、
連
続
し

つ
つ
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
宇
宙

が
量
り
な
く
広
い
よ
う
に
、
意
識

の
領
域
も
広
大
な
の
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
太

陽
や
電
気
の
よ
う
な
物
質
の
光
で

は
な
く
て
、
心
の
光
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
も
無
量
の
光
明
と

説
か
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
超
日
月
光
と
呼
ば
れ
て
い

る
仏
の
光
は
こ
う
し
た
心
の
光
で

あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
光
で
す
。
阿

弥
陀
仏
の
光
明
に
は
、
日
月
の
よ

う
な
物
質
の
光
を
超
え
た
素
晴
ら

し
い
お
徳
が
あ
っ
て
、
釈
尊
も
こ

の
お
徳
を
説
き
尽
く
す
こ
と
が
で

き
な
い
ほ
ど
だ
、
と
こ
こ
で
讃
え

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
「
超
日
月

光
」
と
讃
え
ら
れ
る
理
由
の
一
つ

は
、
人
生
生
活
で
は
物
質
現
象
を

価
値
づ
け
て
い
る
の
は
心
だ
か
ら

で
す
。

「
お
金
が
大
事
だ
」
と
言
っ
て
い

る
の
は
、
心
で
す

「
健
康
第
一
」

。

と
言
っ
て
い
る
の
は
体
で
は
な
く

て
心
で
す

長
生
き
し
た
い

死

。「

」「

に
た
く
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の

は
、
肉
体
で
は
な
く
て
自
分
の
心

で
す
。
も
し
心
が
な
け
れ
ば
、
す

な
わ
ち
机
や
鉄
板
の
よ
う
な
物
質

の
固
ま
り
で
し
た
ら
、
そ
れ
ら
を

壊
そ
う
と
す
る
も
の
が
襲
っ
て
き

て
も
、
一
切
問
題
に
し
ま
せ
ん
。

悩
み
も
不
安
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
心
が
あ
る
か
ら
、
貧

乏
を
恐
れ
、
病
気
に
な
ら
ぬ
か
と

不
安
を
も
ち
、
死
ぬ
こ
と
を
嫌
が

り
、
福
楽
を
迎
え
入
れ
、
健
康
を

喜
び
、
長
生
き
を
求
め
る
の
で
し

ょ
う
。

日
月
や
電
気
の
光
は
私
の
外
を

照
し
て
く
れ
て
、
明
る
さ
や
暖
か

さ
を
恵
ん
で
く
れ
ま
す
。
で
す
か

ら
こ
れ
は
大
き
な
恵
み
で
す
。
た

だ
し
か
し
、
心
の
中
を
照
ら
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
心

は
暗
く
、
し
か
も
思
い
わ
ず
ら
い

で
一
杯
で
す
。
私
た
ち
凡
夫
の
心

は
、
心
あ
る
ゆ
え
に
楽
し
み
の
あ

る
半
面
、
苦
し
み
や
不
安
が
大
き

い
の
で
す
。

こ
の
心
の
領
域
を
照
ら
し
た
も

う
の
が
阿
弥
陀
仏
の
光
明
で
す
。

超
日
月
光
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
光

明
に
私
た
ち
の
心
は
照
ら
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
光
明
の
は

た
ら
き
を
そ
の
ま
ま
直
接
に
知
る

こ
と
は
難
し
い
の
で
す
。
仏
様
の

光
明
で
あ
る
と
か
、
仏
の
光
明
に

照
ら
さ
れ
て
い
る
と
か
教
え
ら
れ

ま
す
が
、
そ
れ
を
直
接
に
感
得
す

る
こ
と
は
凡
夫
に
は
及
び
が
た
い

と
い
え
ま
し
ょ
う
。

阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
言
葉
と
な

っ
て
私
た
ち
に
で
あ
っ
て
下
さ
る

の
で
す
。
こ
の
言
葉
の
お
か
げ
で

阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
で
あ
う
の
で

す
。
そ
の
言
葉
が
南
無
阿
弥
陀
仏

の
み
言
葉
で
す
。
こ
の
仏
の
言
葉

に
喚
び
か
け
ら
れ
、
喚
び
さ
ま
さ

れ
て
、
や
っ
と
私
た
ち
は
阿
弥
陀

仏
の
大
慈
大
悲
の
お
心
が
知
れ
る

の
で
す

「
汝
を
助
け
る

「
罪
悪

。

」

の
深
い
汝
を
引
き
受
け
る

「
浄
土

」

に
生
ま
れ
さ
せ
る
」
の
仰
せ
が
南

無
阿
弥
陀
仏
の
仰
せ
で
す
。
こ
の

仰
せ
下
さ
る
大
慈
悲
の
お
心
に
よ

っ
て
、
私
は
自
分
が
「
煩
悩
具
足

の
身
」
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ

て
き
ま
す
。
そ
し
て
一
番
知
ら
さ

れ
る
こ
と
は
、
光
で
あ
り
い
の
ち

で
あ
る
阿
弥
陀
仏
が
私
と
と
も
に

い
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
、
お
粗

末
な
私
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
け
入

れ
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り

ま
す
。
こ
の
〈
お
知
ら
せ
〉
が
人

。

生
の
智
慧
に
な
っ
て
下
さ
い
ま
す

こ
の
単
純
な
智
慧
が
人
生
の
苦

、

、

を
や
わ
ら
げ

何
が
真
実
で
あ
り

何
が
ま
こ
と
の
価
値
で
あ
る
、
何

が
支
え
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
て
下

さ
る
の
で
す
。

そ
れ
を
裏
か
ら
言
え
ば
、
こ
の

世
の
人
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
と
か
才

能
と
か
能
力
と
か
権
力
と
か
学
歴

と
か
人
格
性
と
か
、
そ
う
い
う
人

々
の
も
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
良

き
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
価
値
が

あ
り
ま
す
が
、
す
べ
て
仮
の
も
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
世
の
中

の
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
を
高
く
見
積

も
り
す
ぎ
る
と
、
こ
の
世
の
価
値

に
振
り
回
さ
れ
、
権
力
に
巻
き
込

ま
れ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
人
と
人

の
違
い
を
大
き
く
見
過
ぎ
て
、
人



を
差
別
し
か
ね
ま
せ
ん
。

阿
弥
陀
仏
の
価
値
を
こ
こ
で
は

〈
無
等
等
〉
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
に
〈
等
し
く
等

し
い
〉
よ
う
な
絶
対
的
な
価
値
は

外
に
な
い
と
の
思
し
召
し
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
阿
弥
陀
仏
は
こ

の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
を
超
え

た
比
べ
よ
う
の
な
い
尊
い
働
き
で

あ
り
、
価
値
で
あ
り
、
常
住
な
る

ま
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て

下
さ
る
言
葉
だ
と
伺
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
が

何
を
表
し
、
私
た
ち
に
と
っ
て
ど

。

う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か

そ
う
い
う
こ
と
は
証
り
を
開
か
れ

さ
と

た
仏
陀
釈
尊
が
説
き
示
さ
れ
て
始

め
て
、
世
の
中
の
人
々
に
知
ら
れ

る
事
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
浄

土
の
経
典
と
し
て
伝
わ
り
、
七
高

僧
や
親
鸞
聖
人
が
そ
れ
ら
の
経
典

の
本
当
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て

伝
達
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ

で
私
た
ち
は
経
典
に
説
か
れ
た
ま

こ
と
の
言
葉
を
「
聴
く
」
こ
と
が

で
き
ま
す
。

「
聞
く
」
と
事
な
り
「
聴
く
」

、「

」

と
い
う
字
は

ゆ
る
さ
れ
て
き
く

と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。
私
た

ち
が
聴
こ
う
と
す
れ
ば
自
由
に
聞

き
う
る
よ
う
な
当
た
り
前
の
言
葉

で
は
な
く
て
、
仏
さ
ま
の
方
か
ら

語
ら
れ
て
の
み
、
始
め
て
そ
れ
を

お
聞
か
せ
い
た
だ
け
る
の
で
す
。

仏
陀
の
言
葉
は
、
日
常
生
活
に
あ

ふ
れ
て
い
る
普
通
の
言
葉
で
は
な

く
、
仏
陀
が
お
説
き
下
さ
ら
な
け

れ
ば
、
到
底
「
聴
く
こ
と
が
で
き

な
い

、
そ
う
い
う
有
り
難
く
聞
き

」

難
い
言
葉
で
す
。
そ
れ
を
ご
法
縁

を
い
た
だ
い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ

く
、
と
い
う
こ
と
が

「
ゆ
る
さ
れ

、

て
き
く
」
と
い
う
〈
聴
〉
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。

近
年
、
仏
事
を
お
こ
な
う
人
々

が
減
っ
て
い
ま
す
。
ご
法
事
と
か

仏
事
は
「
意
味
が
な
い

「
何
の
得

」

」「

」

に
も
な
ら
な
い

わ
ず
ら
わ
し
い

な
ど
の
理
由
で
な
さ
れ
な
く
な
っ

て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
仏
事
と
い
う
も
の
は
、
亡
き

人
を
縁
と
し
て
、
た
と
え
ば
祥
月

命
日
を
縁
と
し
て
、
あ
る
い
は
年

回
法
要
を
縁
と
し
て
、
仏
陀
の
お

言
葉
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
く
と
い

う
の
が
仏
事
の
目
的
で
す
。

仏
の
言
葉
は
常
識
的
な
倫
理
と

か
社
会
生
活
に
役
立
つ
と
い
う
た

ぐ
い
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い

わ
ゆ
る
お
互
い
の
人
間
同
士
が
か

た
り
あ
い
し
ゃ
べ
り
あ
う
よ
う
な

言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
南
無
阿

弥
陀
仏
の
言
葉
は
、
真
実
そ
の
も

の
が
何
で
あ
り
、
私
た
ち
に
ど
う

、

か
か
わ
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
の
か

真
実
そ
の
も
の
が
私
た
ち
に
は
大

い
な
る
恵
み
で
あ
る
こ
と
、
そ
う

い
う
幸
い
な
お
言
葉
な
の
で
す
。

こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
わ
れ

を
詳
し
く
お
説
き
下
さ
る
場
が
お

寺
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
お
寺
で
は
南
無
阿
弥

陀
仏
の
意
味
を
聞
く
こ
と
は
で
き

て
も
、
家
庭
で
の
お
仏
事
の
際
に

は
仏
法
の
話
を
詳
し
く
聞
く
こ
と

は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
簡
単
な

法
話
し
か
聞
く
時
間
は
な
い
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
仏
事
の
時
に
、

南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
、
南
無
阿

弥
陀
仏
と
聞
く
、
と
い
う
一
事
。

そ
の
一
言
の
中
に
、
す
で
に
真
実

は
顕
現
し
て
い
る
の
で
す
。

難
し
い
や
や
こ
し
い
話
で
は
な

い
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
一

句
が
私
の
人
生
に
届
く
、
そ
こ
に

仏
事
の
大
事
な
意
味
が
あ
る
の
で

す
。
で
す
か
ら
仏
事
の
時
は
だ
ま

っ
て
後
ろ
に
す
わ
っ
て
人
ご
と
の

よ
う
に
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、

お
互
い
に
口
に
お
念
仏
を
申
し
、

お
念
仏
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
肝
要
で
す
。
真
実
は
〈
南
無

阿
弥
陀
仏
〉
と
喚
び
づ
め
に
し
、

私
た
ち
に
「
あ
な
た
と
と
も
に
い

る
。
あ
な
た
の
罪
は
引
き
受
け
て

い
る
。
助
け
る
」
と
阿
弥
陀
仏
が

喚
び
か
け
て
下
さ
っ
て
い
る
、
そ

の
声
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
一
言
な

の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
仏
事
が

、

無
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は

仏
の
言
葉
に
で
あ
う
縁
が
乏
し
く

な
り
、
も
は
や
〈
人
間
の
日
常
世

間
の
言
葉
〉
し
か
聞
い
て
い
な
い

人
生
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

「
阿
弥
陀
仏
が
私
た
ち
と
と
も

に
ま
し
ま
す
」
こ
と
を
表
し
示
す

南
無
阿
弥
陀
仏
の
言
葉
が
ど
れ
ほ

ど
私
の
実
人
生
に
大
き
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
こ
の

言
葉
を
聞
か
ね
ば
知
れ
る
は
ず
が

な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば

や
や
も
す
る
と
人
生
そ
の
も
の
が

何
の
真
実
性
も
な
い
、
た
だ
快
適

さ
と
苦
痛
を
往
復
す
る
に
終
わ
り

か
ね
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

そ
し
て
幸
い
に
南
無
阿
弥
陀
仏

に
で
あ
え
ば
、
お
念
仏
を
よ
く
よ

く
申
す
こ
と
、
そ
れ
が
仏
恩
に
応

。

え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う

。

だ
ま
っ
て
い
て
は
伝
わ
り
ま
せ
ん

我
が
身
が
称
え
る
こ
と
は
お
の
ず

か
ら
人
々
に
南
無
阿
弥
陀
仏
が
流

れ
て
い
く
こ
と
の
な
る
の
で
し
ょ

う
。
か
と
い
っ
て
何
も
意
識
し
て

人
に
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
必
要
は

な
い
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
南
無
阿

弥
陀
仏
を
称
え
て
い
く
こ
と
が
お

の
ず
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
の
功
徳

力
に
よ
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
響

き
が
十
方
に
伝
わ
っ
て
い
く
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

（
了
）

《
住
職
雑
感
》

六
月
十
八
日
に
大
阪
教
区
第
八
組
門
徒
会
で

正
信
偈
の
お
話
を
す
る
。
三
十
人
ほ
ど
の
ご。

門
徒
さ
ん
が
難
波
別
院
に
集
っ
て
下
さ
っ
た

聞
法
に
あ
ま
り
親
し
ん
で
お
ら
れ
な
い
方
が

多
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
一
時
間
の
法
話

は
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
る
。
真
宗
の
利
益

は

「
長
生
不
死
」
で
「
死
な
い
自
己
」
を
い

、
た
だ
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
を
ど
う
生
き

る
の
か
い
う
話
は
中
心
で
は
な
い
と
い
う
趣

旨
で
お
話
し
し
た
。
後
日
、
聞
か
れ
た
ご
門

徒
の
感
想
は
「
さ
っ
ぱ
り
分
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
以
前
、
や
は

り
「
長
生
不
死
の
利
益
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の

一
番
の
利
益

、
と
お
話
し
た
と
こ
ろ
、
聞
い

」

た
方
か
ら
の
メ
ー
ル
で
は
「
聞
い
て
い
た
周

り
の
人
た
ち
が
目
を
白
黒
さ
せ
て
い
た
」
と

。「

」

の
こ
と
だ
っ
た

死
な
な
い
い
の
ち
を
得
る

と
い
う
よ
う
な
話
は
、
今
日
で
は
ま
っ
た
く

の
絵
空
事
に
し
か
受
け
取
ら
れ
な
い
の
だ
と

思
う
が
、
分
か
ら
な
く
て
も
話
し
続
け
る
ホ

、

。

カ
は
な
い

と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る

一
方
で
そ
こ
を
ど
う
分
か
り
や
す
く
伝
え
ら

れ
る
か
が
自
分
の
課
題
だ
と
も
思
う
。

＊

＊

＊

〈
遠
方
法
話
予
定
〉

①
七
月
三
十
日
（
十
時
～
二
時
半

。
）

名
古
屋
別
院
。
座
談
有
。

②
八
月
四
日
（
十
時
か
ら
二
時
半

。
）

福
井
別
院
。
座
談
有
。

③
九
月
十
日
（
十
時
～
二
時
半

。）

名
古
屋
別
院
。
座
談
有
。

④
十
月
十
日
（
十
時
～
二
時
半

。
）

福
井
別
院
。
座
談
有
。



（
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
七
日
の
お
便
り
。
ご
往
生

さ
れ
る
二
ヶ
月
前
で
す
。
無
相
さ
ん
八
十
才
、
私
は

三
十
八
才
の
こ
ろ
で
す
）

（
前
号
か
ら
の
続
き
で
す
）

＊

＊

＊

そ
の
ア
ト
、
昭
和
三
十
六
年
（
御
遠
忌
）
の
十

一
月
一
日
か
ら
、
昭
和
四
十
八
年
、
同
朋
会
館
の

門
衛
中
心
に
、
真
宗
・
聞
法
・
読
書
を
し
た
の
で

し
た
。

○

私
の
五
十
七
年
か
ら
、
老
人
ホ
ー
ム
に
来
る
ま

で
の
、
六
十
九
年
ま
で
の
十
二
年
間
で
、
そ
の
間

に
、
昭
和
四
十
三
年
ぐ
ら
い
に
同
朋
会
館
で
、
紀

さ
ん
を
知
っ
た
の
で
し
た
。

○

そ
し
て
同
朋
会
館
十
二
年
間
の
間
に
、
だ
ん
だ

ん

念
佛
一
つ

た
だ
念
佛

と
い
う
こ
と
に
な
り

昭
和
四
十
八
年
二
月
に

念

、

「

佛
詩
抄
」
を
出
版
し
た
の
で
し
た
。

○

し
か
し
、
一
昨
年
、
八
月
の

〝
極
重
悪
人
唯
称
仏
〟

〝
た
だ
念
佛
〟

は
も
う
一
つ
、
ウ
ス
紙
一
枚
の
ス
ッ
キ
リ
し
な
い

も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。

○

紀
さ
ん
ー
ー
ー
。
私
は

①
真
実
の
心
を
も
っ
て
「
念
佛
申
す
」
と
い
う
こ

と
は
落
第
で
し
た
。
虚
仮
不
実
の
心
で
し
か
、
念

佛
は
申
さ
れ
ぬ
の
で
し
た
。
自
分
で
念
佛
申
し
て

助
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
落
第
で
し
た
。

②
自
分
の
心
で
、

本
願
を
信
じ

弥
陀
を
タ
ノ
ム

と
い
う
こ
と
も
、
落
第
で
し
た
。

ホ
ン
ト
ー
に
、
信
じ

ホ
ン
ト
ー
に

タ
ノ
ム

と
い
う
こ
と
は

私
に
は
不
可
能
な
こ
と

で
し
た
。

③
今
回
の
紀
さ
ん
の
手
紙
に
関
係
あ
る

「
凡
夫
の
ハ
カ
ラ
イ
を
せ
ず
し
て
、
弥
陀
に
マ
ル

マ
カ
セ
す
る
」

と
い
う
。

『
末
灯
鈔
』
の
お
言
葉
、

「
無
義
の
信
心

無
義
の
念
仏
」

自
分
と
し
て

ハ
カ
ラ
ワ
ヌ
と
か

自
分
の
生
死
を

弥
陀
に
マ
ル
マ
カ
セ

す
る

と
か
い
う
こ
と
も
、
私
に
は
不
可
能
で
し
た
。

○

そ
れ
で
、
ク
サ
イ
モ
ノ
に
フ
タ
を
す
る
よ
う
に

念
仏
一
つ

た
だ
念
佛

仰
せ
一
つ

と
い
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

○

悪
人
唯
称
仏

と
し
か
、
体
感
さ
れ
ぬ
の
に

極
重
悪
人
唯
称
仏

「

」

、

と
体
感
し
て
い
る
か
の
如
く

念
佛
詩
抄

に
は

三
・
四
篇
も

極
重
悪
人
唯
称
仏

と
「
念
佛
詩
抄
」
に
は
う
た
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
は
や
は
り
、
不
徹
底
な
も
の
で
し
た
。

○

そ
れ
ら
一
切
。

凡
夫
無
相
の

心
か
ら

念
佛
申
す
と
か
、

本
願
を
信
ず
る
と
か

弥
陀
を
タ
ノ
ム
と
か

ハ
カ
ラ
イ
な
く

願
力
に
ま
か
せ
る

と
か
の
一
切
は
、
落
第
な
の
で
し
た
。

○

そ
れ
が
、
一
昨
年
八
月
の
思
い
も
か
け
ぬ
「
悪

人
」
な
ら
ぬ
「
極
重
悪
人
」
の
大
自
覚
（
光
明
に

よ
る
）
に
よ
っ
て

「
極
重
悪
人
唯
称
仏
」

「
称
我
名
字
」

「
た
だ
念
佛
し
て
」

の
「
よ
き
人
の
仰
せ
」

「
如
来
の
勅
命
」

が
は
じ
め
て
、
こ
の

極
重
悪
人
の
自
己
そ
の
も
の
に
、

実
に
ピ
ッ
タ
リ
と
い
た
だ
か
れ
て
、
生
ま
れ
て
は

じ
め
て
、

「
わ
が
生
死
の
帰
依
所
」

は
、
如
来
回
向
の

た
だ
念
佛

に
あ
り
と
、
ハ
ッ
キ
リ
い
た
だ
か
れ
て
、
そ
れ
以

来
、
マ
ル
二
年
余
、
ヒ
ト
リ

念
佛
聞
思
し
、

念
佛
聞
思
し
て
来
て

た
だ
念
佛
よ
り
ホ
カ
な
し

と
ハ
ッ
キ
リ
と
、
決
定
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
り

ま
す
。

○

『
歎
異
抄
』
の
第
二
條
の

親
鸞
に
お
き
て
は

の
「
親
鸞
」
と
は

地
獄
一
定
の
親
鸞
で
あ
り
、

「
極
重
悪
人
」
の
親
鸞
で
あ
り
、

よ
き
人
、
法
然
上
人
の

た
だ
念
佛
し
て

の
「
仰
せ
」
は
そ
の
ま
ま

「
如
来
の
勅
命
」

、

善
導
大
師
の
「
加
減
の
文
」
そ
の
ま
ま

「
弥
陀
の
誓
願
」

そ
の
も
の
で
し
た
。○

私
に
あ
っ
て
は

『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
聖
人

、

の
お
言
葉
は
、
唯
円
の
耳
の
底
に
と
ど
ま
る
お
言

葉
な
れ
ど

『
末
灯
鈔

『
ご
消
息
』
と
同
じ
く
、

、

』

聖
人

キ

キ
の
お
言
葉
と
い
た
だ
か
れ
る
の
で

ヂ

ヂ

あ
り
ま
す
。

○

そ
し
て
、

た
だ
念
佛
し
て
ミ
ダ
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す

べ
し

の

よ
き
人

の
仰
せ
も

私
に
あ
っ
て
は

親

「

」

、

、「

鸞
聖
人
」
か
ら
の

極
重
悪
人

無
相

へ
の

キ

キ
の
お
言
葉
と
い
た
だ
か
れ
る
の
で

ヂ

ヂ

あ
り
ま
す
。

（
続
く
）

木
村
無
相
さ
ん
の
法
信

３４


