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「
歎
異
抄
」

第
十
二
章
　
続
き
　

か
つ
は
、「
諍
論

じ
ょ
う
ろ
ん

の
と
こ
ろ
に
は
も

ろ
も
ろ
の
煩
悩

ぼ
ん
の
う

お
こ
る
、
智ち

者し
ゃ

遠お
ん

離り

す

べ
き
」
よ
し
の
証
文
そ
う
ろ
う
に
こ
そ
。

（
真
宗
聖
典
六
三
二
頁
）

仏
教
の
議
論
と
い
う
も
の
は
、
勝
ち

負
け
の
た
め
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

お
互
い
仏
法
に
よ
っ
て
、目
覚
め
る
、た

す
か
る
と
い
う
意
味
が
議
論
で
あ
る
か

ら
、論
争
で
は
な
い
。と
こ
ろ
が
、我
々

は
そ
の
道
理
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
。

議
論
す
る
と
勝
ち
負
け
の
世
界
に
落
ち

込
ん
で
し
ま
う
。自
分
の
云
う
こ
と
が

正
し
く
、相
手
の
云
う
こ
と
は
間
違
っ

て
い
る
と
云
わ
な
い
ま
で
も
、相
手
よ

り
優
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
意
識
で

論
破
し
よ
う
と
い
う
煩
悩
が
お
こ
る
。

第
十
二
章
の
主
旨
は
は
じ
め
の
ほ
う

に
あ
る
よ
う
に
、「
他
力
真
実
の
む
ね

を
あ
か
せ
る
も
ろ
も
ろ
の
聖
教
は
、
本

願
を
信
じ
、念
仏
も
う
さ
ば
仏
に
な
る
。

そ
の
ほ
か
、
な
に
の
学
問
か
は
往
生
の

要
な
る
べ
き
や
。」
こ
れ
が
、
根
本
的

な
意
味
で
あ
る
。
学
問
で
た
す
か
る
と

い
う
の
は
聖
道
門
的
な
も
の
の
考
え
方

で
、
我
々
は
本
願
力
に
よ
っ
て
救
済
さ

れ
る
。
学
問
を
中
心
に
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
念
仏
申
す
こ
と
、
念
仏
ひ
と

つ
の
救
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。
本
願
の
意
義
を
深
く
聞
い
て
納
得

す
る
。
信
心
成
就
し
た
も
の
は
み
な
救

わ
れ
る
と
い
う
の
が
浄
土
真
宗
で
あ

る
。自

分
で
学
問
し
て
悟
る
と
か
、
修
行

し
て
観
念
の
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
る
と

い
う
よ
う
な
聖
道
門
的
な
念
仏
で
は
な

く
、
縁
し
だ
い
で
南
無
阿
弥
陀
仏
を
申

す
。
そ
う
す
る
と
、
言
葉
と
な
っ
た
ほ

と
け
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
我
々
の

闇
が
破
れ
、
常
に
浄
土
の
光
に
当
た
っ

て
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
念
仏
を
手
段
化
す
る
と
か
、
念

仏
を
修
行
の
方
法
と
す
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
ど
う
い
う
心
が
起
こ
っ
て

も
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
で
も
、

ど
ん
な
心
が
動
い
た
と
き
も
、
す
べ
て

が
ご
縁
で
念
仏
申
す
。
言
葉
と
な
っ
て

我
々
を
目
覚
ま
し
て
い
た
だ
く
は
た
ら

き
に
い
つ
も
遇
う
て
い
く
、
疑
い
な
く

念
仏
申
さ
な
け
れ
ば
た
す
か
ら
な
い
私

で
あ
り
ま
し
た
と
目
が
覚
め
る
。

我
々
の
よ
う
な
一
文
不
通
の
も
の
が

信
心
に
よ
っ
て
た
す
か
る
。
仏
の
本
願

に
よ
っ
て
迷
い
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
か
し
て
い

た
だ
く
の
が
大
事
だ
と
云
わ
れ
て
い

る
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住

職
　
釈
徹
照
）
次
回
へ
続
く
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真
の
依
り
処 

真
の
依
り

真
の
依
り
処 

今
年
の
ビ
ッ
ク
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て

「
お
く
り
び
と
」
が
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を

受
賞
し
た
。
日
本
の
葬
送
の
儀
が
世
界

の
人
々
に
感
動
を
与
え
、
返
り
て
日
本

人
が
日
本
の
文
化
に
改
め
て
気
づ
い
た

劇
的
な
映
画
と
な
っ
た
こ
と
で
す
。

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要

を
二
〇
一
一
年
に
迎
え
る
に
あ
た
り
、

御
遠
忌
テ
ー
マ
が
「
今
、
い
の
ち
が
あ

な
た
を
生
き
て
い
る
」
と
掲
げ
、「
お

待
ち
受
け
上
山
」
を
全
国
津
々
浦
々
よ

り
ご
門
徒
の
皆
様
が
京
都
の
本
山
へ
と

上
山
し
て
い
る
。

私
は
「
お
く
り
び
と
」
の
中
で
、
父

親
が
河
原
の
形
の
良
い
小
石
を
拾
い
、

主
人
公
の
子
供
に
「
暗
黙
の
願
い
」
を

込
め
て
、「
石い

し

文ぶ
み

」
と
し
て
子
に
託
す

る
場
面
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
筋
と
し
て
暗

示
し
て
い
る
の
に
感
動
し
た
者
で
す
。

こ
の
「
石
文
」
は
祖
先
か
ら
子
へ
託

さ
れ
た
「
伝
統
」
の
伝
授
で
あ
り
、
こ

の
小
石
よ
り
、
親
が
託
し
た
願
い
を
子

が
命
題
と
し
て
受
け
取
り
、
そ
の
意
味

を
自
ら
の
子
の
誕
生
と
、
親
の
死
に
よ

っ
て
解
読
出
来
る
不
思
議
な
伝
統
と
感

じ
た
の
で
す
。

私
は
こ
の
「
石
文
」
が
浄
土
真
宗
に

於
い
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
っ
た

と
気
づ
い
た
の
で
す
。
独
断
と
偏
見
を

許
し
て
頂
く
な
ら
ば
、
そ
の
「
石
文
」

に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
記
さ
れ
て

あ
っ
た
と
思
う
。
私
が
「
南
無
」
す
る

前
に
、
親
が
子
に
「
南
無
」
さ
れ
、
又
、

そ
の
背
後
の
億
々
の
祖
先
が
「
南
無
」

さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
伝
統
が
「
石

文
」
で
あ
っ
た
と
頂
い
た
も
の
で
す
。

子
が
親
を
、
又
、
祖
先
を
「
諸し

ょ

仏ぶ
つ

」

と
仰
い
だ
時
、
一
切
か
ら
願
わ
れ
て
い

た
私
と
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
証
拠
に
、
主
人
公
の
友
人
の
母

親
が
銭
湯
を
経
営
し
、
そ
の
銭
湯
の
常

連
の
客
で
も
あ
り
、
友
人
の
将
棋
の
好

き
な
男
性
が
、
最
後
に
火
葬
場
の
職
員

と
わ
か
る
。
そ
の
男
性
職
員
の
常
の
こ

と
ば
に
、
だ
れ
に
で
も
言
う
言
葉
、

「
ま
た
、
あ
お
う
」
で
す
。「
又
、
遇あ

う

世
界
」
が
可
能
な
世
界
は
、
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
、
す
な
わ
ち
、「
極
楽
浄
土
」

で
す
。
阿
弥
陀
経
に
あ
る
言
葉
「
倶く

会え

一い
っ

処し
ょ

」
で
す
。
だ
れ
と
で
も
遇あ

え
る
世

界
は
、
他
の
ど
の
様
な
教
え
の
世
界
に

も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
と
す
れ
ば
「
選

ば
れ
た
人
」
の
み
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「
石
文
」
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
文
字

は
、
最
後
は
火
葬
場
の
職
員
の
男
性
が

証
明
し
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
理
解
し

た
の
で
す
。

私
は
こ
の
「
お
く
り
び
と
」
よ
り
教

え
を
頂
け
ば
、「
続ぞ

っ

括か
つ

の
矢や

」
の
喩
え

で
す
。
は
じ
め
の
一
人
が
天
空
め
が
け

て
矢
を
放
つ
。
矢
が
曲
線
を
描
い
て
落

ち
は
じ
め
る
と
、
落
す
ま
じ
と
し
て
次

の
人
が
矢
を
放
ち
、
先
の
矢
を
支
え
、

又
、
天
空
を
飛
ぶ
、
又
、
落
ち
は
じ
め

れ
ば
、
次
、
次
、
次
と
矢
を
放
ち
、
矢

は
連
な
り
地
に
落
ち
な
い
喩
え
で
す
。

私
は
こ
の
「
石
文
」
の
伝
統
と
「
念

仏
」
の
教
え
の
伝
統
に
共
通
す
る
も
の

を
感
じ
ま
し
た
。

「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て

い
る
」
の
テ
ー
マ
の
言
葉
と
も
通
じ
、

「
今
、
こ
の
私
に
、
願
わ
れ
た
、
言
葉

と
な
っ
た
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
が
生
き

て
ま
し
ま
す
」。
現
に
今
、
感
じ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
書
き
の
こ
さ
れ
た
、
教

行
信
証
の
安
楽
集
の
最
後
の
言
葉
、

「
連れ

ん

続ぞ
く

無む

窮ぐ
う

理り

」
を
憶
う
こ
と
で
す
。

気
づ
け
ば
願
わ
れ
た
い
の
ち
と
し
て

い
ま
あ
り
、全
て
仏
法
領

ぶ
っ
ぽ
う
り
ょ
う

と
頂
き
ま
す
。

平成21年7月10日（2）第44号 や　す　ら　ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
元 

（『
法
語
か
ら
読
む
宗
祖
親
鸞
聖
人
』） 

教
え
を
聞
く
と
い
う
こ

と
は
、
思
い
も
し
な
か
っ

た
自
分
に
出
遇
う
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す 

世
の
若
者
は
ど
う
し
て
働
く
意
欲

が
減
退
し
て
し
ま
っ
た
の
か
!!
そ
れ

は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
上
げ
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
。
世
の
中
の
変
化
と
改
革

に
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
点
も
多
大
で
あ
り
、

自
分
を
見
失
っ
て
し
ま
う
人
も
い
る

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
彼
ら
は
自
分

の
為
に
だ
け
働
く
か
ら
だ
と
感
じ
ま

す
。
賃
金
を
頂
い
て
お
金
の
尊
さ
と

物
に
対
す
る
感
謝
が
な
い
、
こ
う
し

て
生
き
て
い
る
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
の

前
人
の
労
苦
の
結
晶
を
受
け
て
い
る
。

南
無
阿
弥
陀
佛
、
働
く
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
方
々
に
返
す
こ
と
の
出
来

な
い
膨
大
な
恩
に
対
す
る
さ
さ
や
か

な
お
返
し
の
一
分
で
あ
る
と
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
健

康
で
働
け
る
環
境
に
あ
る
方
は
佛
様

に
感
謝
を
申
し
上
げ
お
蔭
様
■
■
と

お
念
佛
を
申
す
と
愚
痴
を
言
っ
て
い

た
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
な
り
御
佛

み
ほ
と
け

に

さ
さ
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
何
よ
り

も
幸
せ
で
あ
り
感
謝
に
変
わ
る
で
し

ょ
う
。

岡
田
ノ
リ
子
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四
月
十
四
日
〜
十
六
日
の
三
日
間
、

東
京
教
区
後
期
教
習
奉
仕
団
と
し
て
、

京
都
本
山
（
真
宗
本
廟
）
で
受
講
す

る
事
が
出
来
ま
し
た
。
私
は
前
年
度

に
受
講
の
出
席
を
決
め
て
い
た
と
こ

ろ
、
突
然
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
感
染

し
て
欠
席
を
余
儀
な
く
せ
ざ
る
を
得

な
く
心
残
り
の
一
年
間
で
あ
り
ま
し

た
の
で
、
今
回
そ
れ
が
叶
っ
た
こ
と

で
も
一
潮
の
思
い
で
し
た
。
そ
の
事

だ
け
で
も
感
動
の
連
続
で
し
た
。
前

年
真
宗
会
館
の
前
期
教
習
を
受
け
た

方
達
は
出
席
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
光
照
寺
か
ら
門
徒
の
佐
々
木

み
つ
さ
ん
と
一
緒
で
し
た
の
で
安
心

し
て
受
講
出
来
ま
し
た
。
東
京
教
区

は
十
名
と
ス
タ
ッ
フ
四
名
計
十
四
名

の
構
成
で
し
た
。
教
導
に
あ
た
っ
た

方
は
、
私
の
青
少
年
時
代
を
過
ご
し

た
北
海
道
教
区
の
敬
徳
寺
の
中
岡
明

秀
住
職
と
長
浜
教
区
の
多
賀
英
樹
補

導
の
も
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
従
い
、

前
期
教
習
か
ら
一
貫
し
た
中
で
、
真

宗
の
基
礎
を
学
ぶ
こ
と
で
し
た
。
教

習
は
三
回
の
講
義
と
座
談
会
、
阿
弥

陀
堂
と
講
堂
で
の
晨
朝
参
拝
夕
事
勤

行
、
帰
敬
式
（
当
受
講
者
内
二
名
含

む
）
参
列
、
清
掃
奉
仕
は
、
御
影
堂

門
の
最
上
階
で
、
ま
た
内
部
の
拝
観

も
印
象
深
く
、
諸
殿
拝
観
、
食
事
時

に
他
教
区
の
方
達
と
の
会
話
が
長
び

き
、
交
代
で
勤
め
る
食
事
当
番
を
つ

い
忘
れ
る
事
も
あ
っ
て
、
忙
し
い
体

験
の
三
日
間
で
し
た
。
終
盤
は
、
宣

誓
文
作
成
（
翌
朝
阿
弥
陀
堂
で
の
宣

誓
式
に
全
員
で
唱
和
す
る
文
章
）
に

は
、
全
員
で
真
宗
門
徒
と
し
て
の
心

構
え
を
活
発
に
出
し
合
い
「
共
通
な

思
い
」
を
ま
と
め
る
為
多
少
時
間
も

要
し
ま
し
た
が
…
内
容
を
要
約
し
ま

す
と
、（
一
）
仏
法
を
聞
い
て
い
く
事

は
、
ひ
た
す
ら
自
ら
を
問
い
か
け
て

歩
む
と
い
う
聞
法
者
と
し
て
の
道
を

確
か
め
た
。
同
時
に
本
廟
に
お
い
て

二
名
が
法
名
を
い
た
だ
き
、
よ
ろ
こ

び
を
得
て
出
発
点
に
立
つ
こ
と
が
で

き
た
。（
二
）
講
義
を
と
お
し
て
思
い

通
り
に
し
た
い
と
い
う
自
分
の
人
生

を
見
直
し
自
ら
を
確
か
め
て
い
く
教

え
に
遇
う
事
が
で
き
た
。
そ
し
て
、

『
誓
い
』
の
（
一
）
お
念
仏
を
申
し
ま

す
（
一
）
今
日
の
感
動
を
後
の
人
に

伝
え
ま
す
（
一
）
お
寺
に
通
っ
て
聞

法
し
新
た
な
朋
を
見
出
し
ま
す
。
と

「
宣
誓
文
」
清
書
の
役
目
は
、
引
き
受

け
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
私
自
身
、

教
え
を
依
り
所
と
し
た
生
活
を
一
層

心
掛
け
た
い
と
思
う
次
第
で
す
。合
掌

四
月
十
四
日
よ
り
真
宗
本
廟
同
朋

会
館
に
於
い
て
後
期
教
習
に
参
加
さ

せ
て
戴
き
ま
し
た
。

北
海
道
よ
り
お
い
で
の
教
導
中
岡

明
秀
先
生
の
講
義
、
補
導
の
多
賀
英

樹
様
の
お
世
話
で
二
泊
三
日
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
の
り
越
え
る
こ
と
も
で

き
引
率
の
ス
タ
ッ
フ
の
住
職
様
、
同

朋
の
皆
様
方
と
自
己
紹
介
や
質
問
等

で
に
ぎ
や
か
で
楽
し
い
時
間
も
あ
り

疲
れ
も
消
え
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。

阿
弥
陀
堂
で
は
今
回
も
帰
敬
式
受

式
も
あ
り
後
方
で
厳
粛
な
空
気
に
ふ

れ
て
昨
年
法
名
受
式
の
時
の
自
分
の

感
動
を
思
い
日
々
の
生
活
に
本
願
に

出
遇
い
仏
法
僧
に
つ
い
て
自
覚
が
出

来
て
い
る
の
か
と
反
省
す
る
ば
か
り

で
し
た
。

今
回
講
義
で
は
信
心
と
現
実
生
活

と
ど
う
関
係
す
る
の
か
に
つ
い
て
で

し
た
。
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
人
生

が
目
の
前
に
あ
り
悩
み
を
解
決
し
よ

う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
無
常
で
孤
独

を
感
じ
て
し
ま
う
世
界
が
あ
る
。
で

も
仏
法
に
依
り
、
自
分
の
知
ら
な
い

世
界
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
迷
い

は
仏
法
を
聞
く
こ
と
で
自
分
を
越
え

て
行
く
自
分
に
成
り
、
裏
切
ら
な
い

如
来
に
頭
が
下
が
る
の
で
あ
る
。

仏
法
を
知
る
こ
と
は
聞
法
す
る
こ

と
に
あ
る
。
自
分
の
意
志
や
思
い
で

は
理
解
出
来
な
い
現
実
社
会
で
あ
る

が
、
人
間
は
自
分
に
合
わ
せ
よ
う
と

す
る
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
苦
悩
し

無
常
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
、
聞
法

し
仏
の
言
葉
に
依
っ
て
生
き
る
人
生

が
始
ま
る
の
で
あ
り
苦
悩
を
か
か
え

て
生
き
る
身
と
な
る
の
で
あ
る
。
人

間
は
風
と
い
う
縁
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
波
を
立
て
煩
悩
の
花
を
散
ら
す
、

こ
れ
が
自
然
の
道
理
で
も
あ
る
。

最
終
日
は
宣
誓
式
が
あ
り
前
夜
遅

く
ま
で
皆
ん
な
で
意
見
を
出
し
合
っ

て
作
成
し
た
も
の
を
阿
弥
陀
堂
で
読

み
上
げ
お
誓
い
致
し
ま
し
た
。

一
、
お
念
仏
を
申
し
ま
す
。

一
、
今
日
の
感
動
を
後
の
人
に
伝
え

ま
す
。

一
、
お
寺
に
通
っ
て
聞
法
し
、
新
た

な
朋
を
見
出
し
ま
す
。

右
の
誓
い
に
恥
じ
ぬ
様
こ
れ
か
ら

生
活
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

思
い
出
に
な
る
奉
仕
活
動
と
し
て

今
回
は
御
影
堂
門
に
登
り
釈
迦
三
尊

を
拝
し
清
掃
奉
仕
を
さ
せ
て
戴
き

清
々
し
い
気
持
で
帰
宅
し
ま
し
た
。合

掌

北
川
　
美
智
雄

推
進
員
後
期
教
習
を
終
え
て

佐
々
木
　
み
つ
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平
成
二
十
年
度
第
十
回
光
照
寺
護
持

会
総
会
が
六
月
七
日
十
時
か
ら
光
照
寺

本
堂
に
お
い
て
開
会
さ
れ
参
加
者
は
四

十
六
名
で
し
た
。

勤
行（
正
信
偈
同
朋
奉
讃
）に
引
き
続

き
、会
員
全
員
で
婦
人
部
の
皆
様
に
合

わ
せ
て
仏
教
讃
歌「
真
宗
宗
歌
」・「
い

の
ち
」・「
恩
徳
讃
」を
唱
和
し
ま
し
た
。

法
話
は
元
広
島
豊
平
道
場
主
佐
々
木

玄
吾
師
に
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
よ

今
回
の
役
員
改
選
を
機
に
、
護
持
会

会
長
職
を
退
任
致
す
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
在
任
中
は
格
別
の
ご
鞭
撻
を
賜
り

ま
し
た
。

こ
の
様
な
大
役
は
始
め
て
の
経
験
で

あ
り
小
生
に
は
大
変
厳
し
く
重
い
職
務

で
あ
り
ま
し
た
が
、
会
員
・
役
員
・
寺

族
の
方
々
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
賜
り

今
日
ま
で
勤
め
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
こ

と
、
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
貴
重
な
経
験
を
残
さ
れ
た
僅
か

な
余
生
の
糧
と
し
て
生
か
せ
れ
ば
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
光
照
寺
並
び
に
光
照
寺

護
持
会
の
益
々
の
発
展
を
祈
念
申
し
上

げ
ま
し
て
、
退
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
戴

き
ま
す
。

長
い
間
有
り
難
う
御
座
い
ま
し
た
。

私
は
此
の
度
、
光
照
寺
の
護
持
会
会

長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
が

今
一
番
心
配
し
て
い
る
こ
と
は
体
力
が

持
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
し
ろ

私
は
七
十
九
才
四
か
月
で
あ
る
。

私
の
住
ん
で
い
る
日
野
市
か
ら
大
宮

の
光
照
寺
ま
で
片
道
二
時
間
、
往
復
で

四
時
間
か
か
る
。
途
中
駅
の
階
段
を
通

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
足

腰
が
疲
れ
る
。

そ
こ
で
私
は
歩
く
訓
練
を
始
め
た
。

毎
日
歩
い
て
い
る
。
買
物
に
行
っ
た
り
、

散
歩
を
し
た
り
、
此
の
間
は
高
尾
山
ま

で
出
か
け
た
。
少
し
歩
く
こ
と
に
自
信

が
つ
い
て
き
た
。

最
近
『
吾
れ
老
ゆ
故
に
我
在
り
』
波

多
野
完
治
著
を
読
ん
だ
。
波
多
野
氏
九

十
才
を
迎
え
る
時
の
感
想
で
あ
る
。
そ

の
中
に
、「
バ
ス
の
停
留
所
で
立
ち
話
を

し
た
ぐ
ら
い
で
、
ブ
ル
ッ
と
し
、
そ
れ

が
も
と
で
風
邪
気
味
に
な
る
の
が
高
齢

者
の
風
邪
だ
。
そ
の
時
、
す
ぐ
寝
る
か
、

テ
レ
ビ
に
釣
ら
れ
て
起
き
て
い
る
か
が

境
目
で
あ
る
」
と
。

私
は
す
ぐ
寝
る
こ
と
を
心
掛
け
て
一

日
々
々
歩
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

り
「
仏
法
は
、
讃
嘆
・
談
合
に
き
わ
ま

る
」
と
題
し
お
話
頂
き
ま
し
た
。「
仏
法

は
一
人
居
て
悦
ぶ
法
な
り
」
と
は
光
明

無
量
の
用は

た
ら

き
に
よ
っ
て
救
わ
れ
よ
う
の

な
い
自
己
が
照
ら
し
出
さ
れ
、
寿
命
無

量
の
用は

た
ら

き
で
摂
取
不
捨
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
お
念
仏
に
出
会
っ
た
喜
び
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご

と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
」
と
い
う

歎
異
抄
九
条
の
お
言
葉
に
尽
き
る
。

子
々
孫
々
ま
で
仏
法
が
伝
わ
る
こ
と
を

共
に
願
い
た
い
と
い
う
お
話
で
し
た
。

総
会
は
山
田
恒
氏
を
議
長
に
議
案
に

入
り
、
役
員
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

護
持
会
設
立
当
初
よ
り
会
長
の
任
務
を

遂
行
さ
れ
ま
し
た
山
田
恒
氏
が
退
任
さ

れ
、
新
会
長
に
佐
々
木
玄
吾
氏
が
就
任

さ
れ
、
挨
拶
を
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、

副
会
長
の
土
田
一
冨
三
氏
が
退
任
さ
れ

山
田
邦
興
氏
が
就
任
し
ま
し
た
。
他
の

役
員
は
留
任
と
な
り
ま
し
た
。

続
い
て
前
年
度
の
護
持
会
の
活
動
実

績
及
び
、
護
持
会
の
収
支
決
算
と
監
査

が
報
告
さ
れ
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
ま

し
た
。
今
年
度
の
活
動
計
画
案
及
び
、

今
年
度
の
収
支
予
算
案
が
提
案
さ
れ
何

れ
も
原
案
通
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

護
持
会
活
性
化
の
た
め
の
親
睦
旅
行

は
十
月
三
、
四
日
に
茨
城
大
洗
方
面
へ

の
バ
ス
旅
行
を
企
画
し
ま
し
た
。
続
い

て
、
副
住
職
よ
り
聞
法
会
の
内
容
紹
介

と
参
加
の
呼
び
か
け
が
あ
り
ま
し
た
。

御
住
職
よ
り
挨
拶
を
賜
り
、
退
任
さ

れ
ま
し
た
山
田
恒
氏
に
感
謝
状
と
記
念

品
が
、
新
会
長
、
新
副
会
長
に
委
嘱
状

が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
退
任
さ
れ
ま
し

た
山
田
氏
、
土
田
氏
に
は
庶
務
の
、

佐
々
木
玄
吾
氏
、
池
田
義
郎
氏
に
は
組

門
徒
会
員
の
委
嘱
状
が
授
与
さ
れ
ま
し

た
。総

会
終
了
後
、
お
斎
を
頂
き
な
が
ら

始
め
て
の
参
加
者
の
紹
介
と
感
話
発
表

が
あ
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
親
鸞
聖
人

御
絵
伝
が
絵
解
き
サ
ー
ク
ル
に
よ
り
解

説
さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
忌
に
あ
た
り
、
布
教
の
ご
苦
労
を
垣

間
見
る
良
い
機
会
で
し
た
。
ス
ク
リ
ー

ン
に
映
し
出
さ
れ
る
御
絵
伝
を
見
な
が

ら
、
御
恩
徳
に
感
謝
の
お
念
仏
で
し
た
。

最
後
に
全
員
で
仏
教
讃
歌
「
恩
徳
讃
」

を
唱
和
し
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

今
後
と
も
皆
様
方
の
ご
支
援
、
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

淡
海
　
雅
子 

「
護
持
会
総
会
報
告
」 

佐
々
木
　
玄
吾 

護
持
会
会
長
に
就
任
し
て 

山
田
　
恒 

会
長
退
任
の
挨
拶 
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ひ
と
く
ち
に
死
と
い
っ
て
も
様
々
で
す
。

数
ケ
月
の
死
も
あ
れ
ば
、百
歳
を
越
え
た

死
も
あ
り
ま
す
。い
の
ち
の
長
短
で
人
の

価
値
と
い
う
も
の
は
量
れ
ま
せ
ん
。逆
に

質
を
重
ん
じ
て
も
量
り
難
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。そ
も
そ
も
い
の
ち
を
量
ろ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
大
き
な
間
違
い
が
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
は
、ア（
〜
な
い
）

ミ
タ（
量
る
）と
い
う
こ
と
で
、「
量
れ
な
い
」

と
な
り
ま
す
。

元
気
で
長
生
き
し
て
、欲
望
満
足
し
て
、

苦
し
ま
な
い
で
死
に
た
い
。と
い
う
無
茶

苦
茶
な
願
望
に
対
し
て
、現
実
は
思
い
通

り
に
な
り
ま
せ
ん
。量
ら
っ
て
ば
か
り
い

る
生
活
だ
と
と
て
も
窮
屈
で
、辛
い
で
す
。

「
手
を
合
わ
せ
る
と
何
か
ホ
ッ
と
す
る
」

と
い
う
こ
と
を
以
前
は
よ
く
耳
に
し
ま
し

た
。そ
の「
何
か
」と
は
、量
る
こ
と
が
必
要

な
い
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
け
て
い
る
か

ら
だ
と
自
分
な
り
に
分
析
し
て
い
ま
す
。

そ
の
心
境
が
持
続
し
て
い
れ
ば
良
い
の
で

す
が
、縁
し
だ
い
で
、煩
悩
の
渦
巻
き
に
飲

み
込
ま
れ
て
、不
平
不
満
が
生
じ
ま
す
。

念
仏
申
す
と
い
う
こ
と
は
、故
人
の
成

仏
を
願
う
の
で
は
な
く
、量
り
し
れ
な
い

大
き
な
世
界
を
南
無
し
て
欲
し
い
と
い
う

声
を
聞
く
も
の
に
し
た
い
で
す
。

お
盆
法
要
は
二
部
制
に
て
厳
修
致
し
ま

す
。多
数
の
ご
参
詣
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

（
副
住
職
　
釈
　
徹
照
）

ひと 

くち 

羅漢：信
しん

心
じん

に異
こと

なりはあるのか。

「源
げん

空
くう

が信心も、如
にょ

来
らい

よりたまわり

たる信心なり。善
ぜん

信
しん

房
ぼう

の信心も如

来よりたまわらせたまいたる信心

なり」。後序

如来より賜
たま

わりたる信心は同
どう

一
いつ

です。
信心に異

こと

なりはないものです。
川越喜多院の五百羅漢

盂蘭盆会法要 

お盆参り 

・8月2日（日） 
　第一部（午前）9時30分受付 
　　　 午前10時～11時30分まで 
　第二部（午後）1時受付 
　　　 午後1時30分～3時30分まで 
・光照寺本堂にて 
・勤行・法話 

・7月13日から16日の期間 
・8月3日から16日の期間 
　　　　　　　　　　（2日は除く） 

※準備の都合上、出席人数と午前か午後の参詣をご連絡下さい。 
　預骨、初盆の方は率先してお参り下さい。 
　また、どなたでもお参りできます。 
　真宗のお盆に触れて下さい。ご参詣をお待ちしてます。 

※ご希望の日にちをお知らせ下さい。 
　時間につきましては、こちらで調整して連絡させて頂きます。 
　ご自宅か当寺のいずれかで読経いたします。 

総会　お斎での感話

山田氏へ感謝状授与 総会　お斎での感話
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法
要
の
ご
案
内

盂
蘭
盆
会
法
要

八
月
二
日（
日
）、午
前
・
午
後
の
二
部
厳
修
。

秋
季
彼
岸
会
法
要

九
月
二
十
三
日（
水
）午
後
一
時
三
十
分

よ
り
厳
修
。

報
恩
講

十
月
二
十
五
日（
日
）午
前
十
一
時
よ
り
厳
修
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会

毎
月
開
催
。
午
後
一
時
半
〜
四
時
半
ま

で
。
講
師
は
櫟
暁
先
生
。
日
程
は
当
寺

に
お
尋
ね
下
さ
い
。

大
経
の
会

七
月
二
十
日（
月
）、九
月
二
十
八
日（
月
）、

十
月
十
三
日（
火
）午
前
十
時
〜
午
後
三

時
ま
で
。
講
師
は
佐
々
木
師
と
住
職
の

担
当
月
別
。
お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

我
聞
の
会

七
月
七
日（
火
）、九
月
七
日（
月
）、十
月

二
十
八
日（
水
）午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。

講
師
は
住
職
。

微
風
学
舎

毎
月
開
催
。
午
後
七
時
〜
九
時
ま
で
。

講
師
は
副
住
職
。「
顕
浄
土
」の
教
学
を

学
ん
で
い
ま
す
。
日
程
は
寺
に
お
尋
ね

下
さ
い
。

さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。
会
場
は
大
宮

川
鍋
ビ
ル
。
八
月
八
日（
土
）、十
月
十
七

日（
土
）、十
二
月
十
二
日（
土
）。

真
宗
の
つ
ど
い

会
場
は
埼
玉
県
内
の
寺
院
。
ご
参
加
の

際
は
お
寺
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

お
願
い

ご
自
宅
で
法
事
の
際
は
駐
車
場
を
ご
用

意
下
さ
い
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

�
沢
　
光
昭

双
眼
鏡
の
ぞ
く
浮
巣
や
つ
つ
が
な
し

池
ポ
チ
ャ
も
楽
し
か
ら
ず
や
花
ふ
ぶ
き

停
年
を
照
ら
す
我
が
道
お
ぼ
ろ
月

西
木
　
順
子

ラ
ジ
オ
体
操
新
緑
の
影
踏
ん
で

角
の
ば
し
尻
尾
を
の
ば
し
か
た
つ
む
り

水
木
の
花
弁
天
池
に
散
り
込
み
ぬ

花
岡
　
　
要

毎
日
の
朝
寝
と
が
む
る
人
も
な
し

鉢
の
土
乾
き
て
か
な
し
櫻
草

梨
棚
の
跳
ね
た
る
枝
も
花
盛

布
施
　
毅
夫

竿
竹
屋
花
の
下
を
潜
り
過
ぐ

伊
佐
沼
や
内
気
な
風
に
波
騒
ぐ

初
場
所
や
視
線
ぶ
つ
か
る
仕
切
線

鯉
幟
ベ
ラ
ン
ダ
の
波
凪
に
け
り

花
冷
へ
や
靖
国
に
眠
る
二
十
三

春
の
空
動
く
も
の
と
て
な
か
り
け
り

進
級
や
コ
ミ
ッ
ク
棚
へ
一
目
散

朝
練
や
桜
散
る
ち
る
中
学
生

釈
　
　
義
深

お
寺
に
も
山
あ
り
風
も
吹
く
も
の
ぞ

門
徒
集つ

ど

う
門
徒
が
担に

な

う
そ
れ
が
寺

成
田
着
菌
の
感
染
危
ぶ
ま
る

布
施
　
毅
夫

わ
が
庭
に
春
爛
漫
の
ひ
び
き
あ
り
石
楠

花げ

・
蘇す

芳お
う

に
花
水
木
な
ど

菜
の
花
の
溢
る
る
横
の
バ
ス
停
に
会
う

人
あ
ら
ば
心
う
き
た
つ

伊
佐
沼
に
溜
息
の
よ
な
風
吹
か
ば
花
び

ら
散
り
て
湖
面
い
ろ
ど
る

子
供
ら
と
勿な

來こ
そ

の
遺
跡
を
訪
ぬ
れ
ば
馬

上
の
武
将
に
花
の
散
り
舞
う

小
名
浜
の
渚
に
立
ち
て
潮
騒
の
さ
さ
や

き
の
音
に
古
里
し
の
ぶ

テ
ー
ブ
ル
に
主
婦
等
寄
り
合
い
て
会
食

の
終
り
て
清
算
の
小
銭
を
数
え
る

帰
宅
し
て
開
錠
の
音
冷
え
冷
え
と
一
歩

踏
み
入
り
闇
を
破
り
ぬ

今
は
亡
き
兄
と
来
た
り
し
奏
楽
堂
今
日

は
「
か
ら
た
ち
の
花
」
を
聴
く
な
り

赤
秀
　
品
枝

孫
達
の
よ
ろ
こ
ぶ
姿
今
夏
こ
そ
梅
ジ
ュ

ー
ス
レ
シ
ピ
ネ
ッ
ト
よ
り
出
す

あ
ど
け
な
き
顔
恋
し
け
れ
ど
い
か
ん
せ

ん
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ま
ん
え
ん
の
時

篠
原
　
潤
子

百
均
で
帽
子
ス
ト
ッ
パ
ー
え
ら
ん
で
る

熟
年
夫
婦
仲
よ
く
み
ゆ
る

障
害
得
て
五
十
一
年
義
弟

お
と
う
と

が
初
め
て
つ

く
る
即
席
ラ
ー
メ
ン

鼻
唄
を
う
た
い
て
作
る
ラ
ー
メ
ン
に
ニ

ン
ジ
ン
炒い

た

め
て
義
弟

お
と
う
と

が
の
せ
る

職
員
に
習
い
し
ラ
ー
メ
ン
披ひ

露ろ
う

す
る
義

弟
の
顔
自
信
に
満
つ
る

ネ
コ
の
手
で
野
菜
を
切
る
と
手
を
き
ら

ぬ
と
我
に
教
え
る
義
弟

お
と
う
と

が
い
る

―
寺
務
所
よ
り
― 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
深
夜
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
い

た
時
、
あ
る
大
学
の
先
生
が
「
今
、

い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」

と
い
う
言
葉
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
見

て
唖
然
と
し
た
と
い
う
話
を
し
て
お

ら
れ
た
。
理
由
は
こ
の
教
授
が
こ
れ

か
ら
半
年
か
け
て
大
学
で
講
義
す
る

内
容
を
こ
の
「
今
、
い
の
ち
が
あ
な

た
を
生
き
て
い
る
」
で
全
て
を
言
い

表
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
私
達
は
こ
の
御
遠
忌
テ
ー
マ
の

言
葉
に
度
々
出
合
っ
て
い
る
が
本
当

の
事
は
何
も
理
解
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
私
達
は
人
生
で
ど
う
に
も
な

ら
な
い
事
に
遭
っ
て
苦
し
く
て
ど
う

し
た
ら
い
い
か
判
ら
な
い
時
に
、
自

分
自
身
が
そ
の
様
な
状
況
を
作
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
事
を
本
当
に
判
ら

せ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
人
間
は
自
分
自
身
が
一
番
判
ら

ず
、
自
分
の
事
は
自
分
で
絶
対
に
判

り
ま
せ
ん
。
い
い
こ
と
も
悪
い
こ
と

も
辛
い
こ
と
も
苦
し
い
こ
と
も
全
部

仏
様
に
い
た
だ
い
た
も
の
な
の
で

す
。
仏
様
の
大
き
な
い
の
ち
の
中
に

私
達
は
お
互
い
に
生
か
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
い
う
事
を
判
ら
せ
て
も
ら
う

事
が
必
要
で
す
。

釈
一
乗

花岡　要　画

し
ゃ
く
な


