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親
鸞
聖
人
が
七
高
僧
の
お
ひ
と
り
に
あ
げ
ら
れ
て

い
る
恵え
し
ん
そ
う
ず
　
げ
ん
じ
ん
か
し
ょ
う

心
僧
都
源
信
和
尚
が
西
暦
一
〇
一
七
年
に
お

亡
く
な
り
に
な
ら
れ
て
千
年
の
月
日
が
流
れ
ま
し

た
。

　

諸
宗
派
で
法
要
が
営
ま
れ
た
り
、
奈
良
国
立
博
物

館
で
は
記
念
の
展
示
が
行
わ
れ
た
り
し
ま
し
た
の

で
、
ご
縁
を
結
ば
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

こ
の
紙
面
で
は
、『
今
こ
ん
じ
ゃ
く
も
の
が
た
り
し
ゅ
う

昔
物
語
集
』
に
書
か
れ
て

い
る
源
信
和
尚
と
母
上
の
説
話
を
通
し
て
、
和
尚
の

み
教
え
を
再
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

源
信
は
奈
良
県
の
生
ま
れ
で
、
幼
く
し
て
比
叡

山
に
登
り
、
天て
ん
だ
い
し
か
ん
ご
う

台
止
観
業
な
ど
の
学
問
を
修
め
て

止や
ん
ご
と
な

事
無
き
（
優す
ぐ

れ
た
）
学
が
く
し
ょ
う生
に
な
り
ま
し
た
。

　

三
条
の
大
お
お
き
さ
き后

の
宮
の
御み
は
つ
こ
う

八
講
（
学
習
会
）
に
召
さ

れ
て
、
朝
夕
二
回
、
四
日
間
に
わ
た
る
八
回
の
講
義

を
終
え
て
、
多
く
の
褒
美
の
品
を
賜
り
ま
し
た
。
初

め
て
貰
っ
た
褒
美
の
品
々
を
母
上
に
見
て
も
ら
い
た

い
と
、
遣
い
に
託
し
て
届
け
ま
し
た
が
、
大
喜
び
し

て
も
ら
え
る
も
の
と
予
想
し
て
い
た
源
信
に
、
母
上

か
ら
思
わ
ぬ
手
紙
が
届
い
た
の
で
す
。

　
「
立
派
な
学
生
に
な
ら
れ
た
の
は
限
り
な
い
喜
び

で
す
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
御
八
講
に
出
向
く
こ
と

を
、
あ
な
た
は
結
構
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
が
、
老
母
の
わ
た
く
し
は
そ
う
は
思
い
ま
せ

ん
。
一
男
四
女
で
、
元
服
も
し
て
い
な
い
あ
な
た
を

比
叡
山
に
上の
ぼ

ら
せ
た
の
は
、
学
問
し
て
、
貴
た
っ
と
く
な
っ

て
、
わ
た
く
し
の
後
世
を
も
救
っ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
世
俗
的
な
名
僧
と
し
て
花
や
か
に
振
舞
っ
て
い

る
の
は
本
意
に
違
う
事
で
す
。
わ
た
く
し
は
年
老
い

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
あ
な

た
が
聖
人
に
な
っ
て
い
ら
れ
る
の
を
見
届
け
て
、
安

心
し
て
死
に
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
し
た
」

　

源
信
は
母
上
の
手
紙
を
読
み
、
泣
く
泣
く
返
事
を

書
き
ま
し
た
。

　
「
私
は
名
僧
で
あ
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
更
々

あ
り
ま
せ
ん
。
只
、
母
上
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
と
い
う
話
を
お
聞
か
せ
し
た
か
っ
た
だ
け
な

の
で
す
。
母
上
の
ご
心
配
を
喜う

れ

し
く
思
い
ま
す
の

で
、
仰
せ
の
通
り
山
に
籠
っ
て
聖
人
に
な
る
よ
う
心

が
け
ま
す
。
自
分
の
母
を
褒
め
る
の
も
ど
う
か
と
思

い
ま
す
が
、
あ
な
た
は
極
き
わ
め
て
立
派
な
善
人

（
善ぜ
ん
ぢ
し
き

知
識
）
で
す
」

　

母
上
か
ら
の
二
度
目
の
返
事
は
、

　
「
今
こ
そ
ほ
っ
と
し
て
、
安
心
し
て
死
ね
る
気
が

し
ま
す
。
返
す
返
す
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
決
し
て
い

い
加
減
な
修
行
を
な
さ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」

　

源
信
は
こ
の
二
度
目
の
返
事
を
書
物
に
巻
き
込
ん

で
、
時
々
取
り
出
し
て
読
み
返
し
な
が
ら
泣
い
て
い

ま
し
た
。

　

山
に
籠
っ
て
九
年
が
過
ぎ
た
頃
、
母
上
の
健
康
状

態
が
思
わ
し
く
な
い
便
り
を
受
け
た
源
信
は
母
の
住

む
奈
良
県
に
馬
を
早
め
て
向
か
い
ま
し
た
。
久
し
ぶ

り
に
対
面
し
た
母
上
は
ひ
ど
く
弱
ら
れ
て
い
て
、
頼

り
な
さ
そ
う
で
し
た
。
源
信
が
「
母
上
、
只
今
帰
り

ま
し
た
」
と
大
き
な
声
で
呼
び
か
け
る
と
、
母
上
は

「
命
つ
き
る
前
に
会
え
る
と
は
、
母
子
の
縁
が
深
い

か
ら
で
、
し
み
じ
み
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
ね
」
と

息
も
絶
え
絶
え
に
弱
々
し
い
声
で
言
う
の
で
し
た
。

源
信
が
「
母
上
、お
念
仏
申
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
と
、

母
上
は
「
そ
う
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、体
が
弱
っ

て
唱
え
る
気
力
が
な
い
上
に
、
勧
め
て
く
れ
る
人
も

い
な
い
の
で
す
」
と
返
事
し
ま
す
。
源
信
は
経
き
ょ
う
も
ん文

や

偈げ
じ
ゅ頌
の
貴
た
っ
と
い
言
葉
を
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
念
仏
を
勧

め
る
と
、
母
上
は
道
心
を
発お
こ

し
て
百
辺
ば
か
り
念
仏

を
申
さ
れ
、
消
え
入
る
よ
う
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

表
紙
は
本
山
境
内
蓮
池
の
風
景
で
す
。「
泥
中
生
仏
正
覚
華
」

の
一
節
が
あ
る
偈
文
は
報
恩
講
十
五
日
の
後
夜
で
お
つ
と
め

さ
れ
ま
す
。
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源
信
は
「
母
上
は
道
心
を
発
さ
れ
て
、
念
仏
を
唱
え

て
亡
く
な
ら
れ
た
か
ら
往
生
は
間
違
い
な
い
。
母
上

は
わ
た
く
し
を
聖
ひ
じ
り
の
道
に
勧
め
ら
れ
た
の
で
、
こ
の

よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
で
す
。
母
は
子
の
た
め
子

は
母
の
た
め
に
こ
の
上
な
い
善
知
識
な
の
で
す
」
と

涙
を
流
し
て
横よ
か
わ川
に
帰
り
ま
し
た
。

　

源
信
和
尚
は
横
川
の
恵
心
院
に
籠
ら
れ
て
念ね
ん
ぶ
つ仏

三さ
ん
ま
い昧
の
求
道
に
専
念
さ
れ
、『
往
お
う
じ
ょ
う
よ
う
し
ゅ
う

生
要
集
』
な
ど
私

た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
多

く
の
書
物
を
著
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　
『
往
生
要
集
』
は
、
経
文
中
か
ら
重
要
部
分
を
抜

粋
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と

を
勧
め
た
十
章
か
ら
成
る
整
然
と
し
た
体
系
を
な
す

書
物
で
す
。

　

こ
の
『
往
生
要
集
』
の
主
旨
を
一
枚
の
紙
に
要
約

し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
『
横
川
法
語
』（『
念
仏
法
語
』）

を
紹
介
し
ま
す
。

　
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
の
中
に
お
い
て
、

三さ
ん
な
く
ど
う

悪
道
を
避
け
て
、
人
間
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
大
変
希
な
こ
と
で
す
。
社
会
的
な
地
位
が
低
い

と
言
っ
て
も
、
畜
ち
く
し
ょ
う生
よ
り
劣
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

家
が
貧
し
い
と
言
っ
て
も
、
も
が
き
苦
し
む
餓が

き鬼
で

は
な
い
の
で
す
。
心
の
中
に
思
う
こ
と
が
実
現
し
な

い
と
言
っ
て
も
、
地じ
ご
く獄

の
苦
し
み
に
は
比
べ
よ
う
も

あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
の
中
で
の
不
満
は
、
自
分
が
愛い
と

お
し
い
と
い
う
証
拠
な
の
で
す
。
多
く
の
人
が
、
浅

ま
し
い
心
根
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当

の
幸
せ
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
な
の
で
す
。
人

間
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
。
信

心
は
浅
く
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
あ
ま
り
に
も

深
い
の
で
、
頼
め
ば
必
ず
浄
土
に
往
生
で
き
る
の
で

す
。
念
仏
を
称
え
る
の
は
気
の
進
ま
な
い
こ
と
で

し
ょ
う
が
、
称
え
れ
ば
、
必
ず
仏
の
救
い
に
あ
ず
か

る
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
は
莫
大
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遭
う
こ
と
を
、

大
切
に
喜
ぶ
べ
き
な
の
で
す
。
ま
た
妄
念
は
、
本
来

私
た
ち
凡
夫
に
備
わ
っ
た
も
の
で
す
。
臨
終
の
時
ま

で
は
、
私
は
妄
念
の
凡
夫
な
の
で
す
と
自
覚
し
て
、

一
向
に
念
仏
す
れ
ば
、
来
迎
に
出
遭
っ
て
、
蓮
の
台

う
て
な

に
乗
る
と
き
に
こ
そ
、
妄
念
を
ひ
る
が
え
し
て
、
さ

と
り
の
心
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
妄
念
を

持
っ
た
ま
ま
で
称
え
て
い
る
念
仏
は
、
泥
の
中
に

育
っ
て
も
よ
ご
れ
に
染
ま
ら
な
い
蓮
の
よ
う
に
、
必

ず
浄
土
に
往
生
す
る
の
で
す
か
ら
、
絶
対
に
疑
っ
て

は
な
ら
な
い
の
で
す
。
妄
念
が
あ
る
と
い
う
事
実
を

嫌
わ
な
い
で
、
む
し
ろ
、
真
実
の
信
心
が
浅
い
の
だ

と
嘆
い
て
、
心
を
し
っ
か
り
と
保
っ
て
、
南
無
阿
弥

陀
仏
の
名
号
を
称
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
」

　

源
信
和
尚
没
後
千
年
、
源
信
（
恵
心
）
和
尚
よ
り

源
空
（
法
然
）
上
人
へ
、
そ
し
て
親
鸞
聖
人
に
受
け

継
が
れ
た
お
念
仏
の
み
教
え
を
繙
ひ
も
と
い
て
、
心
新
た
に

前
進
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。　

源信和尚の
ふるさと

源信和尚がすごされた

比叡山横川
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「
梵
天
勧
請
」

釈
尊
シ
リ
ー
ズ
⑧

　

三
十
五
歳
の
釈し

ゃ
く
そ
ん尊
は
、

十
二
月
八
日
の
朝
、「
縁え
ん
ぎ起

の
道ど
う
り理
」
に
基
づ
き
、
佛ぶ
っ
だ陀

（
目め

ざ覚
め
た
も
の
）
と
な
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
菩ぼ
だ
い提
樹じ
ゅ

の
下
で
し
ば
ら
く
ひ
と
り
で

そ
の
さ
と
り
の
法ほ
う

の
深
い
よ

ろ
こ
び
を
あ
じ
わ
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
う

ち
「
私
の
さ
と
っ
た

こ
の
法
は
あ
ま
り
に

も
難
し
す
ぎ
る
。
誰

が
こ
の
法
を
理り
か
い解
で

き
る
の
か
」
と
釈
尊

は
さ
と
っ
た
よ
ろ
こ

び
か
ら
絶
望
の
淵ふ
ち

へ

と
落お

ち
て
行
か
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
「
そ

う
だ
。
き
っ
と
人
々

に
説
く
こ
と
は
不
可

能
だ
。
こ
の
ま
ま
自
み
ず
か

ら
の
内う
ち
ふ
か深
く
に
閉
じ

込
め
て
お
こ
う
」
と
さ
え
思

わ
れ
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、

梵ぼ
ん
て
ん天
と
い
う
神
が
釈
尊
の
前

に
現
れ
「
世
の
中
に
あ
な
た

の
説と

か
れ
る
法
を
待ま

っ
て
い

る
人
が
い
ま
す
。
そ
の
人
の

た
め
に
も
あ
な
た
の
そ
の

法
を
お
説
き
く
だ
さ
い
」
と

何
度
も
何
度
も
勧す
す

め
請こ

わ

れ
ま
し
た
。
梵
天
の
勧
か
ん
じ
ょ
う請

（
要よ
う
せ
い請
）
は
釈
尊
の
み
心こ
こ
ろ
を

強
く
ゆ
り
動
か
し
ま
し
た
。

そ
し
て
釈
尊
は
そ
こ
で
初
め

て
立
ち
上
が
り
「
私
が
み
つ

け
た
本
当
の
智ち

え慧
は
私
一
人

の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
」
と
説せ
っ
ぽ
う法

の
決
意
を
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

一
歩
が
四
十
五
年
に
及
ぶ

布ふ
き
ょ
う教
の
旅
の
第だ
い
い
っ
ぽ

一
歩
と
な
っ

た
の
で
す
。

　

梵
天
は
当
時
の
イ
ン
ド
の

神
々
の
中
で
の
最さ
い
こ
う
じ
ん

高
神
で
あ

り
、
こ
の
世
界
の
主
で
あ

り
、
人
類
の
代
表
者
と
し
て

人
々
に
信し
ん
こ
う仰
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
梵
天
が
説
法
を
勧

請
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の

人
類
が
説
法
を
勧
請
し
た
こ

と
を
示し
め

し
て
い
ま
す
。

　

人
は
誰
も
が
自
ら
に

執し
ゅ
う
ぢ
ゃ
く
着
し
「
無む
み
ょ
う明
の
闇や
み

」
の

中
で
苦く
る

し
み
ま
す
。
釈
尊
の

説
法
を
聞き

く
こ
と
も
な
く
、

聞
こ
う
と
も
し
な
い
よ
う
な

人
生
を
歩
ん
で
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
心
の
奥
で

は
人
は
誰
で
も
真し
ん
じ
つ実
の
法
を

求
め
る
願が
ん
し
ん心

を
必
ず
持
っ
て

い
ま
す
。
釈
尊
が
そ
の
願
心

を
信し
ん
ら
い頼
す
る
心
と
、
そ
れ
に

応こ
た

え
説と

い
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
決け
つ
い意

を
私

に
教
え
て
く
だ
さ
る
の
が
梵

天
勧
請
の
物も
の
が
た
り語

で
あ
り
ま

す
。

釈
尊
が
説
法
を
決
意
さ
れ
な

け
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
の
み

教
え
に
出で

あ遇
う
こ
と
は
出
来

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
、
神し
ん
わ
て
き

話
的
に

物
語
ら
れ
て
い
る
梵
天
勧
請

の
説せ
つ
わ話
は
、
私
た
ち
の
人
生

に
お
い
て
、
大
変
重
要
な
意

味
を
持
つ
物
語
で
あ
る
と
い

え
ま
す
。（
教
学
院
第
三
部
会
）

ぼ
ん
て
ん
か
ん
じ
ょ
う
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先
日
、
あ
る
お
同
行
の
四
十
九
日

法
要
に
参
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き

の
お
話
で
す
。
休
憩
の
際
、
施
主
で

あ
る
息
子
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た

お
父
さ
ん
に
つ
い
て
お
話
を
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
息
子
さ
ん
に
よ

る
と
、
お
父
さ
ん
は
胃
が
ん
が
見
つ

か
っ
た
当
初
、
全
摘
す
れ
ば
ま
た
元

気
に
な
れ
る
と
お
医
者
さ
ん
か
ら
言

わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
物
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
あ
っ
と

い
う
間
に
体
力
が
衰
え
て
し
ま
い
、

手
術
を
す
る
こ
と
も
な
く
亡
く
な
ら

れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
様

子
を
す
ぐ
側
で
ご
覧
に
な
っ
た
息
子

さ
ん
は
、「
今
ま
で
当
然
の
よ
う
に

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
食
事
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
だ
け
有
り
難

い
こ
と
か
、
そ
の
食
事
が
い
の
ち
に

と
っ
て
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
父

が
教
え
て
く
れ
た
ん
で
す
」
と
話
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

食
前
の
「
い
た
だ
き
ま
す
」、
食

後
の
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
は
、
多
く

の
動
植
物
や
、
そ
の
食
事
に
関
わ
っ

て
く
れ
た
沢
山
の
人
々
に
対
す
る
感

謝
の
気
持
ち
で
す
。
た
と
え
ば
、
私

は
毎
年
地
元
の
畜
産
業
の
追
悼
法

要
に
参
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す

が
、
そ
の
市
だ
け

で
年
間
約
九
万
頭

の
牛
や
豚
な
ど
、

食
肉
と
な
っ
た
家

畜
の
い
の
ち
が
弔

わ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
現
場
に

関
わ
っ
た
沢
山
の

人
々
が
追
悼
に
訪

れ
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
う
し
て
食
卓

に
運
ば
れ
た
お
肉
を
、「
い
た
だ
き

ま
す
」
と
手
を
合
わ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
煩
悩
具

足
の
私
た
ち
人
間
は
、
日
々
の
生
活

の
中
で
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の
行
為

や
食
事
そ
の
も
の
を
日
常
の
当
た
り

前
の
こ
と
と
感
じ
て
し
ま
い
、
そ
の

こ
と
の
有
り
難
さ
を
忘
れ
が
ち
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　

よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
同
じ

こ
と
が
い
の
ち
に
関
わ
る
す
べ
て
に

お
い
て
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
も

そ
も
こ
の
世
に
生
を

受
け
た
こ
と
も
、
食

事
を
は
じ
め
、
様
々

な
縁
の
中
で
い
の
ち

が
今
こ
う
し
て
あ
る

こ
と
も
、
当
た
り
前

の
こ
と
は
何
一
つ
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

人
間
が
そ
の
こ
と
に

気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
大
抵

の
場
合
、
そ
れ
が
当
た
り
前
に
な
ら

な
い
状
況
に
お
か
れ
た
と
き
で
す
。

そ
こ
で
は
じ
め
て
有
り
難
さ
に
気
づ

き
、
同
時
に
絶
望
や
焦
り
、
恐
怖
を

覚
え
た
り
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
私

た
ち
人
間
の
あ
り
方
で
し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
ど
う
し
よ
う
も
な
い
思
い

を
抱
い
て
し
ま
う
私
た
ち
を
見
抜

き
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
、
常
に

は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
る
の
が
阿

弥
陀
さ
ま
で
す
。
私
た
ち
の
い
の
ち

は
、
様
々
な
ご
縁
に
生
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
阿
弥
陀
さ
ま
に
照

ら
さ
れ
て
今
こ
う
し
て
有
り
得
て
い

る
こ
と
、
そ
の
有
り
難
さ
、
尊
さ
に

改
め
て
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
た
ご

縁
で
し
た
。
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先
号
で
紹
介
し
た
比
叡
山

大
乗
院
を
は
じ
め
、
磯
長
の

御
廟
や
六
角
堂
で
親
鸞
聖
人

が
み
ら
れ
た
夢
が
、
信
仰
の

転
換
点
と
し
て
、
よ
く
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

第
五
回
　
三
夢
記

ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。（
敬
称
略
・
奉
仕
日
順
）

六
月
　
西
蓮
寺
・
本
覚
寺
・
三
重
長
寿
会
・
正
圓
寺
・
常
教
寺
・
海
念
寺
・
西
林
寺

七
月
　
法
林
寺
・
光
明
寺
・
常
寳
寺

八
月
　
熱
中
症
予
防
の
た
め
お
休
み
で
す

親
鸞
聖
人
の
み
も
と
で
汗
を
流
し
ま
せ
ん
か
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
力
が
合
わ
さ
り
本
山
が
護
持

さ
れ
て
い
ま
す
。
お
檀
家
さ
ま
・
お
同
行
さ
ま
だ
け
は
な
く
一
般
の
団
体
の
方
に
も
ご
来
山
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
お
申
し
込
み
、お
問
い
合
わ
せ
は
宗
務
院
庶
務
部
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

汗
を
流
し
て
清
掃
奉
仕

　

こ
の
夢
に
つ
い
て
記
さ
れ

た
本
山
に
つ
た
わ
る
親
鸞
夢

記
が
仏
教
文
化
講
座
開
催

中
、
宝
物
館
に
て
展
観
さ
れ

て
い
た
の
は
ご
覧
に
な
ら
れ

ま
し
た
か
。

　

さ
て
、
磯
長
の
御
廟
は
叡

福
寺
と
い
う
真
言
宗
の
お
寺

の
境
内
の
奥
に
あ
る
聖
徳
太

子
の
お
墓
で
す
。

　

こ
こ
に
は
親
鸞
聖
人
を
お

ま
つ
り
す
る
見
真
堂
も
あ
り

ま
す
。

　

見
真
堂
に
安
置
さ
れ
て
い

る
親
鸞
聖
人
は
八
十
八
歳
の

時
に
こ
ち
ら
の
お
寺
に
お
参

り
さ
れ
た
時
に
自
身
で
彫
ら

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
木
像

で
す
。

　

お
参
り
に
訪
れ
た
時
、
ち

ょ
う
ど
修
復
工
事
期
間
と
い

う
こ
と
で
、
親
鸞
聖
人
に
宝

蔵
で
お
会
い
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
照
明
も
明
る
く

堂
内
で
拝
む
よ
り
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
拝
見
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

叡
福
寺
は
近
鉄
喜
志
駅
か

ら
金
剛
バ
ス
で
太
子
前
下
車

す
ぐ
で
す
。　
（
山
川
蓮
生
）

磯長聖徳太子廟清掃奉仕・おみがき
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●
今
年
も
仏
教
文
化
講
座
が

盛
況
の
う
ち
に
幕
を
閉
じ
ま

し
た
。
毎
日
百
名
あ
ま
り
の

聴
講
で
高
田
会
館
ホ
ー
ル
が

熱
気
に
あ
ふ
れ
ま
す
。

　

内
容
の
濃
い
話
を
聴
き
終

え
、
ふ
と
ふ
り
か
え
る
と
、

背
後
に
は
蓮
池
の
ハ
ス
が
咲

き
乱
れ
て
い
ま
し
た
。

　

初
日
と
な
る
八
月
一
日
は

法
主
殿
御
親
講
と
い
う
こ
と

で
、
昨
年
に
ひ
き
つ
づ
き
高

田
の
門
流
と
は
ち
が
う
明
恵

上
人
を
通
し
て
私
た
ち
の
信

仰
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
内

容
で
、
新
鮮
な
感
じ
を
う
け

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

二
日
は
小
山
聡
子
先
生
に

よ
る
呪
術
が
盛
ん
な
時
代
に

現
れ
た
親
鸞
聖
人
の
お
念
仏

の
教
え
に
つ
い
て
社
会
的
背

景
と
と
も
に
お
話
い
た
だ
い

き
ま
し
た
。

　

三
日
は
藤
本
淨
彦
先
生
に

檀
信
徒
研
修
会
や
坊
守
婦
人

会
合
同
研
修
会
で
も
と
り
あ

げ
た
源
空
聖
人
の
言
葉
か
ら

生
き
方
の
指
針
を
お
話
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

四
日
は
ケ
ネ
ス
田
中
先
生

に
ア
メ
リ
カ
仏
教
を
通
じ
て

今
日
の
仏
教
の
あ
り
か
た
に

つ
い
て
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

五
日
は
高
田
派
の
堤
正
史

先
生
に
明
治
の
真
宗
学
者
で

あ
る
清
沢
満
之
の
ご
紹
介
を

い
た
だ
い
き
ま
し
た
。

　

は
っ
と
す
る
話
が
あ
っ
た

り
、
新
た
に
気
づ
き
を
え
た

り
し
て
自
己
啓
発
に
も
つ
な

が
る
こ
の
講
座
は
、
こ
の
夏

で
九
十
一
回
を
迎
え
て
い
ま

す
。
来
夏
も
八
月
一
日
か
ら

五
日
に
開
講
さ
れ
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
予
定
を
あ
わ
せ

て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
七
月
中
旬
に
は
高
田
会
館

ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
旅
し
て

ゴ
メ
ン
色
紙
展
や
蓮
フ
ェ
ス

タ
に
あ
わ
せ
て
、
呈
茶
を
し

ま
し
た
。
蓮
を
眺
め
な
が
ら

お
茶
を
い
た
だ
く
時
間
は
素

敵
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾
が

本
山
を
会
場
に
今
年
も
夏
休

み
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

綺
麗
に
な
っ
た
食じ
き
ど
う堂
に
宿

泊
し
て
昔
の
寺
内
町
の
生
活

を
感
じ
る
二
日
間
で
す
。

　

朝
の
お
参
り
や
、
御
影
堂

の
掃
除
な
ど
も
体
験
し
た

り
、
境
内
や
寺
内
町
を
め

ぐ
っ
た
り
盛
り
だ
く
さ
ん
の

二
日
間
で
す
。
対
象
が
五
年

生
・
六
年
生
と
限
ら
れ
ま
す

が
、
来
夏
も
開
催
さ
れ
る
予

定
で
す
。
ど
う
ぞ
、
予
定
に

入
れ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

仏教文化講座

蓮フェスタ

歴史まるごと体験塾
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真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

●
行
事
案
内

九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

　

讃
仏
会

十
月
一
日
〜
三
日

　

資
堂
講
法
会

十
月
十
七
日
〜
十
八
日

　

坊
守
婦
人
会
合
同
研
修
会

十
月
二
十
五
日

　

第
65
回
檀
信
徒
研
修
会

十
一
月
三
日
・
四
日

　

納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
日
〜
十
日

　

秋
法
会

十
二
月
八
日
〜
十
日

　

中
興
上
人
御
正
当
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寺
院
名

　

十
一
月
三
日
・
四
日
は
本

山
境
内
が
大
勢
の
お
参
り
の

人
で
賑
わ
う
納
骨
堂
法
会
が

厳
修
さ
れ
ま
す
。
今
年
も
亡

き
人
を
ご
縁
に
し
て
大
勢
の

参
詣
が
み
こ
ま
れ
ま
す
。
た

だ
、
そ
れ
に
反
し
て
世
の
中

の
死
生
観
は
急
速
に
変
化
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

特
に
葬
儀
を
軽
視
す
る
よ

う
な
風
潮
が
都
市
部
を
中
心

に
み
ら
れ
ま
す
。
中
に
は
長

生
き
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
故
人
が
こ
の
世
に
縁
の
あ

る
人
が
少
な
く
葬
儀
に
人
が

あ
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
と
い
う
人
も
い
ま
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ

う
に
思
え
る
の
で
す
。

　

納
骨
堂
法
会
に
お
参
り
を

し
な
が
ら
、
本
来
の
葬
儀
の

あ
り
か
た
や
、
こ
れ
で
良
い

本
山
に
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
　
　
ほ
と
け
さ
ま
と
過
ご
す
贅
沢
な
時
間

次回開催予定　10/21 10/27 　　

　　　　　　　11/11 11/21

詳しくは宗務院広報課まで

の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
そ
し

て
、
今
を
生
き
る
私
の
い
の

ち
を
見
つ
め
直
す
ご
縁
に
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。

　

の
ん
び
り
と
お
参
り
す
る

の
な
ら
ば
、
納
骨
堂
法
会
前

後
に
勤
ま
る
、
資
堂
講
法
会

や
秋
法
会
に
本
山
に
合
わ
せ

て
お
参
り
い
た
だ
く
の
も
良

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
年
が
あ
け
れ
ば
す

ぐ
に
報
恩
講
で
す
。
忙
し
い

時
期
で
す
が
、
報
恩
講
に
も

お
参
り
く
だ
さ
い
。
七
夜
八

日
に
わ
た
っ
て
お
勤
め
さ
れ

る
お
七
夜
さ
ん
で
す
か
ら
、

そ
の
間
に
ご
都
合
を
つ
け
て

是
非
と
も
ご
縁
を
お
結
び
く

だ
さ
い
。


