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ヒ
ダ
カ
く
ん
・
ひ
か
り
ち
ゃ
ん
の

『
御
文
章
』
の
お
話
そ
の
22

易
往
而
無
人
章

い
お
う
に
む
に
ん
し
ょ
う

し
づ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
そ
れ
人
間
界
の
生
を
受
く
る
こ
と
は
、

し
ょ
う

ま
こ
と
に
五
戒
を
た
も
て
る
功
力
に
よ
り
て
な
り
。
こ
れ
お
ほ
き
に

ご
か
い

く
り
き

ま
れ
な
る
こ
と
ぞ
か
し
。
た
だ
し
人
界
の
生
は
わ
づ
か
に
一
旦
の

に
ん
が
い

い
っ
た
ん

浮
生
な
り
、
後
生
は
永
生
の
楽
果
な
り
。
た
と
ひ
ま
た
栄
華
に
ほ
こ

ふ
し
ょ
う

ご
し
ょ
う

よ
う
し
ょ
う

ら
っ
か

え
い
が

り
栄
耀
に
あ
ま
る
と
い
ふ
と
も
、
盛
者
必
衰
会
者
定
離
の
な
ら
ひ
な

え
い
よ
う

し
ょ
う
じ
ゃ
ひ
っ
す
い
え
し
ゃ
じ
ょ
う
り

れ
ば
、
ひ
さ
し
く
た
も
つ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
た
だ
五
十
年
・
百
年
の

あ
ひ
だ
の
こ
と
な
り
。
そ
れ
も
老
少
不
定
と
き
く
と
き
は
、
ま
こ
と

ろ
う
し
ょ
う
ふ
じ
ょ
う

に
も
つ
て
た
の
み
す
く
な
し
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
今
の
時
の
衆
生
は
、

他
力
の
信
心
を
え
て
浄
土
の
往
生
を
と
げ
ん
と
お
も
ふ
べ
き
な
り
。

そ
も
そ
も
そ
の
信
心
を
と
ら
ん
ず
る
に
は
、
さ
ら
に
智
慧
も
い
ら
ず
、

才
学
も
い
ら
ず
、
富
貴
も
貧
窮
も
い
ら
ず
、
善
人
も
悪
人
も
い
ら
ず
、

男
子
も
女
人
も
い
ら
ず
、
た
だ
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
す
て
て
、

ぞ
う
ぎ
ょ
う

正

行

に
帰
す
る
を
も
つ
て
本
意
と
す
。
そ
の
正
行
に
帰
す
る
と
い

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

ほ
ん
に

ふ
は
、
な
に
の
や
う
も
な
く
弥
陀
如
来
を
一
心
一
向
に
た
の
み
た
て

ま
つ
る
理
ば
か
り
な
り
。
か
や
う
に
信
ず
る
衆
生
を
あ
ま
ね
く
光
明

こ
と
わ
り

の
な
か
に
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
は
ず
し
て
、
一
期
の
命
尽
き
ぬ
れ
ば

せ
っ
し
ゅ

い
ち
ご

か
な
ら
ず
浄
土
に
お
く
り
た
ま
ふ
な
り
。
こ
の
一
念
の
安
心
一
つ
に

て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
の
、
あ
ら
、
や
う
も
い
ら
ぬ
と
り
や
す
の

安
心
や
。
さ
れ
ば
安
心
と
い
ふ
二
字
を
ば
、
「
や
す
き
こ
こ
ろ
」
と

よ
め
る
は
こ
の
こ
こ
ろ
な
り
。
さ
ら
に
な
に
の
造
作
も
な
く
一
心
一

向
に
如
来
を
た
の
み
ま
ゐ
ら
す
る
信
心
ひ
と
つ
に
て
、
極
楽
に
往
生

す
べ
し
。
あ
ら
、
こ
こ
ろ
え
や
す
の
安
心
や
。
ま
た
、
あ
ら
、
往
き

や
す
の
浄
土
や
。

こ
れ
に
よ
り
て
『
大
経
』
（
下
）
に
は
「
易
往
而
無
人
」
と
こ
れ
を

説
か
れ
た
り
。
こ
の
文
の
こ
こ
ろ
は
、
「
安
心
を
と
り
て
弥
陀
を
一

向
に
た
の
め
ば
、
浄
土
へ
は
ま
ゐ
り
や
す
け
れ
ど
も
、
信
心
を
と
る

ひ
と
ま
れ
な
れ
ば
、
浄
土
へ
は
往
き
や
す
く
し
て
人
な
し
」
と
い
へ

る
は
こ
の
経
文
の
こ
こ
ろ
な
り
。

次
ペ
ー
ジ
へ
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ひ か り

か
く
の
ご
と
く
こ
こ
ろ
う
る
う
へ
に
は
、
昼
夜
朝
暮
に
と
な
ふ

ち
ゅ
う
や
ち
ょ
う
ぼ

る
と
こ
ろ
の
名
号
は
、
大
悲
弘
誓
の
御
恩
を
報
じ
た
て
ま
つ
る

べ
き
ば
か
り
な
り
。
か
へ
す
が
へ
す
仏
法
に
こ
こ
ろ
を
と
ど
め

て
、
と
り
や
す
き
信
心
の
お
も
む
き
を
存
知
し
て
、
か
な
ら
ず

今
度
の
一
大
事
の
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
べ
き
も
の
な
り
。

あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
。

◎
語
句

功
力(

く
り
き)

…
功
徳
力
。

一
旦(

い
っ
た
ん)

…
短
い
時
間
。
わ
ず
か
の
間
。

浮
生(

ふ
し
ょ
う)

…
定
ま
り
の
な
い
、
は
か
な
い
一
生
。

永
生
の
楽
果
…
往
生
し
て
無
量
寿
の
仏
果
を
得
て
永
く
楽
し
む

こ
と
。

盛
者(

し
ょ
う
じ
ゃ)

必
衰
会
者
定
離
…
勢
い
の
盛
ん
な
者
も
必

ず
衰
え
、
会
う
者
も
必
ず
離
れ
る
と
い
う
こ
と
。

才
学
…
学
才
・
学
識
。

正
行
…
仏
の
教
え
に
も
と
づ
い
た
正
し
い
実
践
。

一
期
の
命
…
こ
の
世
で
の
寿
命
。

や
う
も
い
ら
ぬ
…
は
か
ら
い
の
い
ら
な
い
。

易
往
而
無
人
…
「
往
き
易
く
し
て
人
な
し
」
（
信
巻
訓
）

昼
夜
朝
暮
…
一
日
中

弘
誓
…
ひ
ろ
き
ち
か
い
と
い
う
意
。
弘
願
と
同
意
。

一
大
事
…
迷
い
を
転
じ
さ
と
り
を
開
く
こ
と
。

◎
現
代
語
訳
・
大
意

人
間
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
五
戒
を
た
も
っ
た
功
徳
に
よ
る
の

ご
か
い

で
あ
り
、
ま
こ
と
に
ま
れ
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
人
生
は
短

く
は
か
な
い
も
の
で
、
た
と
え
栄
華
を
ほ
こ
っ
て
も
、
盛
者
必

衰
会
者
定
離
の
な
ら
い
で
久
し
く
続
く
も
の
で
は
な
く
、
し
か

も
老
少
不
定
な
の
で
す
か
ら
、
人
の
世
は
あ
て
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は
他
力
の
信
心
を
得
て
、
浄
土
往
生
を

願
う
べ
き
な
の
で
す
。

そ
の
信
心
を
得
る
に
は
、
智
慧
も
学
識
も
必
要
で
は
な
く
、

貧
富
や
善
悪
や
男
女
と
い
っ
た
違
い
も
一
切
関
係
な
く
、
た
だ

自
力
の
は
か
ら
い
を
捨
て
、
二
心
な
く
阿
弥
陀
如
来
を
た
の
む

（2）

ば
か
り
で
す
。
み
仏
は
こ
の
よ
う
に
信
じ
る
も
の
を
光
明
の

中
に
お
さ
め
と
っ
て
、
命
が
終
わ
れ
ば
か
な
ら
ず
浄
土
に
生
ま

れ
さ
せ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
こ
の
信
心
一
つ
で
浄
土
に
往
生

す
る
こ
と
の
た
や
す
さ
か
ら
、
「
安
心
」
と
い
う
の
で
す
。

『
大
経
』
の
「
易
往
而
無
人
（
往
き
易
く
し
て
人
な
し
）
」
と

い
う
の
は
、
信
心
を
得
れ
ば
浄
土
に
往
生
す
る
の
は
易
し
い
が
、

信
心
を
得
る
人
が
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
に
は
往
き
や
す
い

人
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
信
心
の
い
わ
れ
を
心
得
た
後
に
私
た
ち
が
称
え

る
念
佛
は
す
べ
て
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
お
救
い
く
だ

さ
る
ご
恩
を
報
じ
る
も
の
で
す
。
仏
法
を
よ
く
聞
い
て
、
な
ん

の
は
か
ら
い
も
い
ら
な
い
信
心
の
い
わ
れ
を
知
り
、
浄
土
往
生

を
と
げ
る
よ
う
こ
こ
ろ
が
け
な
さ
い
。

ひ
か
り
ち
ゃ
ん

五
戒
を
た
も
つ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
な
の
？

ヒ
ダ
カ
く
ん

蓮
如
上
人
の
時
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
前
世
で

五
戒
を
持
っ
て
い
た
人
だ
け
が
再
び
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
れ
る

と
思
っ
て
い
た
ん
だ
。

ひ
か
り

五
戒
っ
て
。

ヒ
ダ
カ

不
殺
生
戒
（
い
の
ち
の
あ
る
も
の
を
殺
さ
な
い
）

ふ
せ
っ
し
ょ
う
か
い

不
偸
盗
戒
（
盗
ま
な
い
）
不
邪
淫
戒
（
み
だ
ら
な
関
係
を
持
た

ふ
ち
ゅ
う
と
う
か
い

ふ
じ
ゃ
い
ん
か
い

な
い
）
不
妄
語
戒
（
う
そ
を
言
わ
な
い
）
不
飲
酒
戒
（
酒
を
飲

ふ

も

う

ご

か

い

ふ
お
ん
じ
ゅ
か
い

ま
な
い
）
だ
よ
。

ひ
か
り

こ
ん
な
の
一
つ
で
も
守
っ
て
る
？

ヒ
ダ
カ

当
然
だ
よ
、
全
部
守
っ
て
い
る
よ
。

ひ
か
り

そ
う
ね
、
『
西
遊
記
』
の
猪
八
戒
は
、
八
つ
も
戒

さ
い
ゆ
う
き

を
守
っ
て
い
る
わ
ね
。

ヒ
ダ
カ

儂
は
は
ブ
タ
か
。

ひ
か
り

私
は
こ
ん
な
の
一
つ
も
守
れ
な
い
か
ら
、
御
門
主

か
ら
「
法
名
」
は
い
た
だ
い
て
い
る
け
れ
ど
、
「
戒
名
」
は
い

た
だ
い
て
い
な
い
わ
ね
。

ヒ
ダ
カ

そ
の
と
お
り
だ
よ
。
僕
た
ち
真
宗
の
門
徒
は
、
こ

ん
な
戒
な
ど
始
め
か
ら
守
れ
な
い
も
の
で
、
そ
う
い
う
人
間
と

い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
や
蓮
如
上
人
は
見
抜
い
て
く
だ
さ
っ
て

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

い
る
ん
だ
。

こ
ん
な
罪
業
深
い
身
の
私
が
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
る
の
は
た

だ
た
だ
不
思
議
な
縁
に
よ
る
も
の
な
ん
だ
よ
。

ひ
か
り

へ
え
、
そ
う
な
ん
だ
。

ヒ
ダ
カ

さ
ら
に
は
、
蓮
如
上
人
の
時
代
で
さ
え
体
制
化
儀

式
化
し
て
い
た
も
の
を
、
個
人
の
苦
を
解
放
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
る
仏
教
に
戻
る
よ
う
に
革
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ん

だ
ね
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
は
そ
の
儀
式
で
さ
え
危
う
い
時

代
だ
と
も
い
え
る
ん
だ
よ
。
昔
だ
っ
た
ら
、
念
珠
の
持
ち
方
な

ど
は
人
に
教
え
ら
れ
な
く
て
も
で
き
た
の
に
、
核
家
族
が
進
ん

で
、
右
手
か
左
手
に
持
つ
の
か
も
わ
か
ら
な
い
人
が
増
え
て

（
左
手
で
す
）
、
仏
壇
の
お
荘
厳
も
無
茶
苦
茶
に
な
っ
て
い
る
。

し
ょ
う
ご
ん

儀
礼
化
は
い
け
な
い
親
鸞
聖
人
の
精
神
に
戻
れ
と
い
わ
れ
た
時

代
は
、
き
っ
と
こ
う
い
う
初
歩
的
な
こ
と
は
誰
で
も
で
き
て
い

て
、
そ
ん
な
誰
で
も
で
き
て
い
る
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
い
わ
ず
、

精
神
こ
そ
大
切
だ
と
い
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
今
は
、
す
べ

て
が
混
沌
と
し
て
何
が
何
や
ら
わ
か
ら
な
い
時
代
だ
。
せ
め
て

こ
ん
と
ん

仏
さ
ま
を
拝
む
と
き
は
念
珠
に
手
を
通
し
て
拝
み
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
も
。
真
宗
の
ベ
ー
シ
ッ

ク
な
事
が
で
き
ず
に
、
雑
行
雑
修
に
人
が
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い

ぞ
う
ぎ
ょ
う
ざ
っ
し
ゅ

お
ち
い

る
の
が
今
の
時
代
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
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【応募締め切り】

2023（令和5）年5月31日（必着）

Ｑ
：
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
の
地
は

ど
こ
で
し
ょ
う
か

？

次
の
①
～
③
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
番
号
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

①

奈
良
県
の
「
当
麻
（
た
い
ま
）
の
里
」

②

京
都
の
南
東
に
あ
る
「
日
野
の
里
」

③

岡
山
県
久
米
郡
の
「
稲
岡
の
里
」

一
一
八
号
の
正
解
は

「
③
90
歳
」
で
し
た
。

親
鸞
聖
人
は
90
歳
で
ご
往
生
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
親
鸞
聖
人
が

師
と
仰
ぐ
法
然
聖
人
は
80
歳
で
往
生
さ
れ
、
蓮
如
上
人
は
85
歳
で
往
生
さ

れ
ま
し
た
。

正解者の中から、次の方に粗品を進呈いたします。

滋賀県 佐野友基 様 由良町 峐山雄一 様

由良町 畑中靖子 様 由良町 小林民子 様

由良町 岩根登代美様 由良町 濵上 弘 様

由良町 濵﨑香代子様 由良町 坂口泰子 様

御坊市 宮本みさほ様 日高町 濱 幸治 様

新しい「領解文」（浄土真宗のみ教え）についてのご消息が発布される

専如ご門主は2023年1月16日、御正忌報恩講法要ご満座に続いて御影堂で「ご消息」を発布されました。蓮如上人から

続く『領解文』とは別のものと位置付けていますが、今後どのように用いられるのか注目が集まります。
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「
あ
し
た
死
ぬ
か
も
よ
？
」
の
著
者
ひ
す
い
こ
う
た
ろ
う

さ
ん
は
、
そ
の
本
の
中
で
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
グ
ル
ー
プ
社
長
プ

ロ
野
球
の
福
岡
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
ホ
ー
ク
ス
オ
ー
ナ
ー
の

孫
正
義
さ
ん
の
こ
と
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
孫
さ
ん
は
一
九

そ
ん
ま
さ
よ
し

五
七
年
に
佐
賀
県
鳥
栖
市
で
生
ま
れ
、
21
歳
の
時
、
音
声
機

能
付
き
電
子
翻
訳
機
を
自
ら
考
案
し
ま
す
。
こ
れ
は
の
ち
に

シ
ャ
ー
プ
で
商
品
化
し
、
電
子
手
帳
の
原
型
に
当
た
る
商
品

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
24
歳
の
時
た
っ
た
ひ
と
り
で
は

じ
め
た
会
社
が
26
歳
の
時
に
は
社
員
一
二
五
人
に
拡
大
し
、

売
上
高
は
45
億
円
に
ま
で
急
成
長
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

矢
先
突
然
の
病
に
倒
れ
ま
す
。
病
名
は
慢
性
肝
炎
。
そ
れ
も

肝
臓
が
ん
へ
進
行
す
る
可
能
性
の
高
い
肝
硬
変
寸
前
の
状
態
。

死
亡
リ
ス
ク
の
高
い
重
病
で
し
た
。
医
師
か
ら
は
、
「
５
年

は
（
命
が
）
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
上
は
・
・
・
」

と
診
断
さ
れ
ま
す
。

「
会
社
も
始
動
し
た
ば
か
り
。
子
ど
も
も
ま
だ
幼
い
の
に
、

俺
も
こ
れ
で
終
わ
り
か
・
・
・
。
こ
ん
な
に
勉
強
し
て
こ
ん

な
に
熱
い
気
持
ち
で
会
社
を
起
こ
し
た
の
に
、
あ
と
た
っ
た

５
年
で
俺
の
命
は
終
わ
る
の
か
・
・
・
。
な
ん
の
た
め
に
仕

事
を
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
・
・
・
。
俺
の
人
生
は
い
っ
た
い

な
ん
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
」

入
院
当
初
孫
さ
ん
は
、
夜
な
夜
な
ひ
と
り
メ
ソ
メ
ソ
泣
い

て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
入
院
中
孫
さ
ん
は
、
経
営
書
、

歴
史
書
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
書
な
ど
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
本
を

三
〇
〇
〇
冊
以
上
買
い
込
ん
で
病
室
の
ベ
ッ
ト
で
む
さ
ぼ
り

読
み
ま
す
。
中
学
生
の
こ
ろ
読
ん
で
感
銘
を
受
け
た
司
馬
遼

太
郎
の
「
竜
馬
が
ゆ
く
」
も
改
め
て
読
み
直
し
ま
す
。
坂
本

龍
馬
は
28
歳
で
脱
藩
し
、
33
歳
で
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
の
５
年

間
で
日
本
を
変
え
て
い
ま
す
。
５
年
で
革
命
を
起
こ
し
た
龍

馬
の
人
生
を
改
め
て
知
り
、
「
あ
と
５
年
も
あ
れ
ば
相
当
大

き
な
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
い
直
し
ま
す
。

そ
し
て
、
「
た
か
が
自
分
の
命
く
ら
い
で
く
よ
く
よ
し
て
ど

な
い
す
る
ん
や
。
も
っ
と
大
き
く
構
え
に
ゃ
い
か
ん
」
と
思

う
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
す
。
家
も
い
ら
ん
。
車
も
い
ら

ん
。
物
欲
は
全
部
な
く
な
っ
た
。
で
は
、
ほ
ん
と
う
に
ほ
し

い
も
の
は
な
ん
だ
？
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
娘
の
笑
顔
が
み
た

い
。
社
員
の
笑
顔
も
見
た
い
。
お
客
さ
ん
の
笑
顔
も
見
た
い
。

そ
ん
な
想
い
の
な
か
で
、
孫
さ
ん
は
お
ば
あ
さ
ん
の
こ
と
を

想
い
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん
は
、
14
歳
の
時
、
韓
国
か
ら
日

本
に
渡
っ
て
き
ま
し
た
。
韓
国
籍
で
日
本
語
も
カ
タ
コ
ト
、

知
り
合
い
も
な
く
、
お
ま
け
に
戦
争
ま
で
体
験
し
ま
し
た
。

「
人
様
の
お
か
げ
だ
。
ど
ん
な
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

ど
ん
な
に
辛
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
誰
か
が
助
け
て
く
れ
た
。

人
様
の
お
か
げ
だ
。
だ
か
ら
絶
対
人
を
恨
ん
だ
ら
い
け
な
い
」

「
人
様
の
お
か
げ
だ
」
、
こ
れ
が
、
苦
労
の
連
続
だ
っ
た
は

ず
の
お
ば
あ
さ
ん
の
口
癖
で
し
た
。

死
と
向
き
合
っ
て
、
孫
さ
ん
は
、
「
大
事
な
の
は
お
金
じ
ゃ

な
い
ん
だ
」
そ
う
気
づ
い
た
。
「
地
位
で
も
名
誉
で
も
な
い

ん
だ
」
そ
う
気
づ
い
た
。
お
ば
あ
さ
ん
が
や
っ
て
い
た
よ
う

な
、
人
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
。
そ
う
い
う
貢
献
が
で
き

た
ら
幸
せ
だ
。
入
院
し
て
か
ら
、
な
お
さ
ら
そ
う
思
っ
た
そ

う
で
す
。
「
な
ん
の
た
め
に
生
き
る
の
か
？
」
「
な
ん
の
た

め
に
働
く
の
か
？
」
目
的
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し

て
、
３
年
の
間
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
迎
え
た
一
九
八
六
年

に
画
期
的
な
治
療
法
が
見
つ
か
り
孫
さ
ん
は
見
事
に
復
活
し
、

完
全
復
帰
を
果
た
し
た
の
で
す
。
東
日
本
大
震
災
で
は
、
被

災
者
支
援
の
た
め
、
個
人
資
産
か
ら
１
０
０
億
円
を
寄
付
。

二
〇
一
一
年
か
ら
引
退
ま
で
の
孫
社
長
の
報
酬
全
額
も
、
震

災
で
両
親
を
亡
く
し
た
孤
児
の
支
援
と
し
て
寄
付
す
る
と
宣

言
し
ま
す
。
「
私
の
事
業
で
、
た
と
え
ば
世
界
の
ど
こ
か
の

小
さ
な
女
の
子
が
に
っ
こ
り
微
笑
む
。
そ
ん
な
一
瞬
の
た
め

に
、
業
界
ナ
ン
バ
ー
１
に
な
り
た
い
。
い
つ
も
本
気
で
そ
う

思
っ
て
い
ま
す
」
と
人
を
笑
顔
に
す
る
こ
と
が
孫
さ
ん
の
人

生
の
目
的
と
な
り
ま
し
た
。

翻
っ
て
、
皆
さ
ん
の
人
生
の
目
的
は
何
で
し
ょ
う
か
。
親

鸞
さ
ま
は
、
「
正
信
偈
」
の
な
か
で
、
「
如
来
所
以
興
出
世

『
人
生
の
目
的
』

唯
説
弥
陀
本
願
海
」
「
お
釈
迦
さ
ま
が
、
こ
の
世
に
お
出
ま

し
に
な
っ
た
人
生
の
目
的
は
、
た
だ
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
意
の

願
い
を
説
く
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
」
と
お
釈
迦
さ
ま
の
人
生
の

目
的
を
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

私
の
恩
師
は
、
「
如
来
」
の
と
こ
ろ
に
自
分
の
名
前
を
、
そ

し
て
、
「
説
」
の
と
こ
ろ
を
「
聴
」
に
し
て
読
ん
で
み
な
さ
い
。

と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
「
菅
原
が
こ
の

世
に
生
ま
れ
で
た
人
生
の
目
的
は
、
た
だ
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本

意
の
願
い
を
聴
く
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
」
と
な
り
ま
す
。
阿
弥

陀
さ
ま
は
、
「
ホ
ン
マ
に
疑
い
な
く
、
私
の
国
、
お
浄
土
に
生

ま
れ
る
と
お
も
う
て
、
念
仏
を
申
し
な
が
ら
精
一
杯
生
き
抜
い

て
ほ
し
い
。
そ
の
念
仏
す
る
者
が
、
ど
ん
な
生
き
か
た
、
ど
ん

な
死
に
か
た
を
し
よ
う
と
も
、
こ
の
弥
陀
は
、
あ
な
た
を
決
し

て
見
捨
て
る
こ
と
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、
安
心
し
て
生
き
て
い

き
、
安
心
し
て
こ
の
世
の
命
を
お
え
て
き
な
さ
い
」
と
願
っ
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
願
い
を
聴
く
こ
と
こ
そ
が
、
私
た

ち
の
人
生
の
目
的
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
の
な
か
で
、
各
々

が
、
各
々
の
人
生
を
称
名
念
仏
申
し
な
が
ら
、
精
一
杯
生
き
抜

い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
菅
原
吉
人
）
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御正忌報恩講は、親鸞聖人の祥月命日（1月16日）にあわせて
ごしょうきおうほんこう

おつとめする法要で、浄土真宗では最も大切な行事です。

親鸞聖人のご生涯は、阿弥陀如来のご本願をよりどころに常に

自己をかえりみて、いのちの苦悩を超えてゆく歩みでした。

聖人のお姿に学び、み教えを明らかにされたご苦労に感謝して、

お念仏を深く味わわせていただきました。

〇報恩の心

「唯能常称如来号 応報大悲弘誓恩」
ゆいのうじょうしょうにょらいごう おうほうだいひぐぜいおん

※親鸞聖人が著された「正信念仏偈」

（ただ常に如来の号を称して、大悲弘誓の恩を報ずべし）これは、

「南無阿弥陀仏とお念仏を申しなさい、阿弥陀如来が私を救うた

めに大変なご苦労をなさったご恩に報いる」という意味です。

宗祖親鸞聖人ご命日法要

御正忌報恩講が営まれました

組内寺院では10月末から1月にかけて各寺院

で報恩講法要が営まれました。浄土真宗にお

いてはいちばん大切な法要として特に丁寧に

お勤めされています。
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門
徒
心
得

～
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
～

京
都
に
生
ま
れ
、
越
後
へ
流
罪
と
な
り
、
常
陸
で
布

教
し
、
再
び
京
都
へ
と
、
旅
の
多
い
ご
生
涯
を
送
ら
れ

た
親
鸞
聖
人
。

厳
し
い
修
行
こ
そ
が
極
楽
浄
土
へ
の
道
と
言
わ
れ
た

時
代
に
、
「
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
れ
念
仏
を
と
な
え
れ

ば
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
」
と
い
う
他
力
本
願

の
教
え
を
説
か
れ
、
多
く
の
人
々
に
救
い
の
道
を
示
さ

れ
ま
し
た
。

一
、
ご
誕
生
～
法
然
聖
人
と
の
出
遭
い

（
一
一
七
三
～
一
二
〇
七
）

親
鸞
聖
人
は
平
安
時
代
末
期
一
一
七
三
年
に
京
都
の
日
野

の
里
（
現
在
の
京
都
市
伏
見
区
）
に
て
、
日
野
有
範
の
長
男

ひ

の

あ

り

の

り

と
し
て
ご
生
誕
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
９
歳
で
得
度
し
、
比

叡
山
で
20
年
間
厳
し
い
修
行
を
積
ま
れ
ま
し
た
が
、
迷
い
は

晴
れ
ず
、
下
山
し
て
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
六
角
堂
に
百
日
の

ろ
っ
か
く
ど
う

参
籠
を
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
、
夢
の
お
告
げ
に
導
か
れ
法
然

さ
ん
ろ
う

聖
人
に
出
遭
わ
れ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
法
然
聖
人
の
専
修
念
仏
の
教
え
に
深
く
共
感

さ
れ
、
生
涯
「
法
然
聖
人
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
浄
土

往
生
を
説
く
真
実
の
教
え
」
を
継
承
し
、
さ
ら
に
高
め
て
い

く
こ
と
に
力
を
注
が
れ
ま
す
。

二
、
流
罪
と
な
り
越
前
へ
（
一
二
〇
七
～
一
二
一
四
）

知
識
の
な
い
者
、
修
行
が
で
き
な
い
者
で
も
、
一
心
に
念

仏
を
称
え
れ
ば
あ
ま
ね
く
救
わ
れ
る
と
す
る
専
修
念
仏
の
教

え
は
、
多
く
の
人
々
に
救
い
の
道
を
示
し
ま
し
た
が
、
一
方

で
、
当
時
の
仏
教
界
に
お
い
て
は
異
端
視
さ
れ
、
弾
圧
を
受

け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
つ
い
に
は
朝
廷
へ
の
訴
え
に
よ
り
、

法
然
聖
人
は
土
佐
へ
、
親
鸞
聖
人
は
越
後
へ
と
流
罪
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
も
親
鸞
聖
人
は
自
ら
を
「
非
僧
非
俗
」

ひ

そ

う

ひ

ぞ

く

（
僧
で
も
、
俗
人
で
も
な
い
）
と
し
て
、
民
衆
に
寄
り
添
い
、

他
力
本
願
の
教
え
を
伝
え
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

三
、
関
東
一
円
で
の
布
教
（
一
二
一
四
～
一
二
三
二
）

流
罪
が
解
か
れ
た
親
鸞
聖
人
は
常
陸
（
茨
城
）
へ
移
り
、
20

年
に
わ
た
り
布
教
さ
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
自
坊
を
持
た
ず
、

各
地
に
簡
素
な
念
仏
道
場
を
設
け
て
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
も
と
に
は
多
く
の
人
々
が
集
い
、
他
力
本
願
の
教
え
は
関

東
一
円
に
広
が
り
、
二
十
四
輩
と
呼
ば
れ
る
高
弟
た
ち
も
生
ま

に
じ
ゅ
う
よ
は
い

れ
ま
し
た
。

他
力
本
願
の
教
え
を
著
し
た
の
が
『
教
行
信
証
』
で
、
浄
土

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

真
宗
の
根
本
聖
典
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
書
が
完
成
し
た
日
は

立
教
開
宗
の
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

四
、
執
筆
活
動
に
心
血
を
注
ぐ
（
一
二
三
二
～
一
二
六
三
）

晩
年
の
親
鸞
聖
人
は
京
都
に
戻
り
、
執
筆
に
心
血
を
注
が
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
は
、
弟
子
の
唯
円
が
記

ゆ
い
え
ん

し
て
と
さ
れ
る
『
歎
異
抄
』
に
伝
え
ら
れ
、
宗
派
の
垣
根
を
越

た
ん
に
し
ょ
う

え
て
今
も
多
く
の
人
々
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
「
善
人
な

を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
（
悪
人
こ
そ
が

救
わ
れ
る
）
の
一
文
は
「
悪
人
正
機)

」
の
思
想
と
し
て
あ
ま

あ
く
に
ん
し
ょ
う
き

り
に
も
有
名
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
80
歳
を
過
ぎ
て
な
お
筆
を
取

り
続
け
、
御
年
90
歳
に
て
、
仏
の
本
願
に
生
き
抜
か
れ
た
そ
の

ご
生
涯
を
閉
じ
、
ご
往
生
さ
れ
ま
し
た
。

（
出
典
：
真
宗
教
団
連
合
「
親
鸞
聖
人
を
訪
ね
て
」
参
照
）

（
鈴
木
章
吾
）

日
高
組
仏
教
壮
年
会
（
エ
徳
一
夫
会
長
）
で
は
１
月

26
日
、
由
良
町
蓮
専
寺
に
お
い
て
研
修
会
と
し
て
布
教

大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
教
区
布
教
団
所
属
の
３
名
の
講
師
が
約
20
分

づ
つ
登
壇
さ
れ
、
お
取
次
ぎ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

海南組教法寺 森 薫師有田南組善照寺 雑賀 聡師紀南組善福寺 藤 俊乗師
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法
座
活
動
や
日
頃
の
本
堂
へ
の
参
拝
の
機
会
が
、
こ
の
と
こ
ろ

減
少
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

「
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
」
と
い
う
、
取
っ
て
付
け
た
理
由
で
参
拝
を

控
え
て
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
よ
く
よ
く
考
え
た
ら
、
も
と
も
と
お
寺
参
り
の
習
慣
が

身
に
つ
い
て
い
な
い
世
代
の
方
が
い
か
に
増
え
て
き
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

お
墓
参
り
に
は
行
く
け
れ
ど

も
、
本
堂
は
素
通
り
さ
れ
て
い

る
参
拝
者
が
い
か
に
多
い
か
を

憂
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
機

会
に
お
寺
に
近
い
お
墓
参
り
の

際
は
、
必
ず
本
堂
の
阿
弥
陀
さ

ま
に
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
。

さ
て
昨
今
、
「
御
朱
印
」
ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
、
老
若
男
女
問
わ

ご
し
ゅ
い
ん

ず
、
有
名
な
寺
社
仏
閣
に
御
朱
印
帳
を
手
に
巡
ら
れ
て
い
る
お
話

を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は
、
御
朱
印
は
用
い
な
い
の

で
す
が
、
大
阪
の
津
村
別
院
や
京
都
の
仏
光
寺
な
ど
で
「
法
語
印
」

ほ
う
ご
い
ん

を
参
拝
記
念
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

御
朱
印
だ
と
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
的
な
意
味
合
い
も
あ
る
の
で
、

一
度
参
拝
す
る
と
そ
の
後
は
幾
度
も
参
拝
は
し
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
法
語
印
だ
と
毎
回
違
う
法
語
が
手
に
入
り
、

法
語
印
を
求
め
る
リ
ピ
ー
タ
ー
も
少
な
か
ら
ず
い
る
の
で
は
な
い

か
と
推
察
で
き
る
の
で
す
。

実
際
に
、
今
年
の
元
旦
に
初
め
て
法
語
印
を
作
成
し
て
配
布
し

た
と
こ
ろ
、
隣
町
か
ら
法
語
印
を
求
め
て
来
ら
れ
た
方
も
お
ら
れ
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
情
報
発
信
の
威
力
を
痛
感
し
ま
し
た
。
法
語
印
に
つ

い
て
、
元
旦
会
の
参
拝
客
に
感
想
を
伺
い
ま
す
と
好
評
で
し
た
の

で
、
御
正
忌
報
恩
講
に
も
配
布
、
そ
の
後
は
毎
月
法
語
を
替
え
て

本
堂
内
に
自
由
に
持
ち
帰
り
で
き
る
よ
う
に
置
い
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
本
堂
ま
で
上
が
っ
て
い
た
だ
け
る
機
縁
を
、

法
語
印
に
託
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
り
ま
す
。
お
墓
参

り
の
た
び
に
本
堂
へ
の
お
参
り
習
慣
が
身
に
つ
い
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
の
思
い
で
す
ね
。

ま
た
、
御
正
忌
報
恩
講
を
一
月
七
日
、
八
日
の
両
日

に
勤
修
し
た
際
に
も
記
念
と
し
て
参
拝
者
に
配
布
し
た

と
こ
ろ
で
す
。

過
疎
寺
院
に
お
い
て
、
新
た
な
取
り
組
み
を
通
じ
て

今
ま
で
お
寺
に
ご
縁
が
少
な
か
っ
た
世
代
の
方
々
に
、

浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
、
法
語
印

を
活
用
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
も
継
続
し
て
ゆ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
方
法
で
お
寺
の
魅
力
を
発
信
し
つ
つ
、

「
行
っ
て
み
た
い
お
寺
か
ら
始
ま
り
、
行
っ
て
み
よ
う

に
、
そ
し
て
あ
の
お
寺
に
行
っ
て
き
た
よ
」
と
な
れ
る

お
寺
を
目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

妙願寺の法語印 左は諦聴（観無量寿経より引用）右は六字名号

お地蔵さんのイラストを合わせています。右上印は「遇無空過者」

「
法
語
印
」
に
託
す
思
い

「
門
徒
総
代
会
」

後
期
研
修
会
に

35
名
が
お
聴
聞

２
月
11
日
開
催
（
８
ペ
ー
ジ
参
照
）

門
徒
総
代
会
（
田
端
三
津
雄
会
長
）
は
、
昨
年
よ
り
延
期
し

て
い
た
後
期
研
修
会
を
こ
の
ほ
ど
由
良
町
網
代
の
念
興
寺
に
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
久
し
ぶ
り
に
顔
を
合
わ
せ
た
総
代
さ
ん
ら

は
、
口
々
に
近
況
を
語
り
合
う
な
ど
コ
ロ
ナ
禍
の
生
活
習
慣
が

一
変
し
た
様
子
と
こ
の
研
修
会
が
無
事
開
催
で
き
た
こ
と
に
ホ
ッ

と
胸
を
な
で
お
ろ
し
て
い
ま
し
た
。



ひ か り

（8）

※
い
つ
も
ひ
か
り
を
読
ま
せ
て
も
ら
い
い
い
勉
強

に
な
り
ま
す
。
毎
朝
主
人
と
仏
前
で
讃
仏
偈
を
お

つ
と
め
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
「
ひ
か
り
」
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。

※
オ
ミ
ク
ロ
ン
ワ
ク
チ
ン
５
回
目
接
種
終
え
ま
し

た
。
無
事
に
こ
こ
ま
で
こ
ら
れ
て
良
か
っ
た
で
す
。

一
日
も
早
い
終
息
を
願
う
日
々
で
す
。

※
文
章
に
あ
ま
り
縁
が
少
な
い
私
で
も
本
当
に
読

み
や
す
い
「
ひ
か
り
」
。
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
を
交

え
さ
せ
読
者
の
気
持
ち
に
な
っ
て
作
成
さ
れ
た

「
ひ
か
り
」
こ
ん
な
私
で
も
読
め
ま
す
。

※
前
回
ク
イ
ズ
に
当
選
し
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
「
ひ
か
り
」
毎
号
楽
し
み
に
し

て
い
ま
す
。

※
仏
事
の
作
法
に
つ
い
て
、
新
た
に
確
認
で
き
る

記
事
が
あ
り
「
知
ら
な
か
っ
た
な
～
」
と
、
何
歳

に
な
っ
て
も
学
ぶ
こ
と
の
切
っ
掛
け
に
な
り
ま
し

た
。

※
紙
面
が
明
る
い
感
じ
に
な
り
見
や
す
く
な
り
ま

し
た
。
毎
号
興
味
深
く
拝
読
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。

※
今
回
の
「
ひ
か
り
」
で
語
句
の
勉
強
さ
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。

※
い
つ
も
「
ひ
か
り
」
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
で
法
話
を
い
た
だ
く
事
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
の
で
勉
強
に
な
り
ま
す
。

日
高
組
通
信

【
行
事
報
告
】

☆

第
27
回
真
宗
法
座

12
月
11
日
（
日
）
に
由
良
町
里
、
蓮
専
寺
に
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
ご
講
師
に
滋
賀
教
区
滋
賀
組
福
田
寺
の
佐
々
木
義
英
和
上
を

お
迎
え
し
、
「
正
信
偈
の
こ
こ
ろ
」
の
演
題
で
親
鸞
聖
人
が
師
と

仰
ぐ
七
高
僧
の
紹
介
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
、
七
高
僧
さ
ま
へ
の
ご
恩

報
謝
を
と
も
ど
も
に
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

☆

組
内
会
（
第
２
回
・
第
３
回
）

第
２
回
は
12
月
17
日
（
土
）
日
高
組
事
務
所
（
教
専
寺
）
に
て
、

第
３
回
は
実
践
運
動
推
進
僧
侶
研
修
会
を
兼
ね
て
、
２
月
18
日

（
土
）
、
由
良
町
衣
奈
の
信
行
寺
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

☆

仏
教
壮
年
会
研
修
会
（
布
教
大
会
）

１
月
29
日
（
土
）
由
良
町
里
、
蓮
専
寺
に
て
教
区
布
教
団
所
属

の
３
布
教
使
に
よ
る
布
教
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

☆

寺
族
女
性
会
総
会

２
月
４
日
（
土
）
由
良
町
里
、
光
専
寺
に
て
総
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

☆

広
報
部
（
編
集
委
員
会
）

２
月
６
日
（
月
）
日
高
町
柏
、
善
宗
寺
に
て
１
１
９
号
ひ
か
り

の
編
集
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

☆

門
徒
総
代
会
後
期
研
修
会

２
月
11
日
（
土
）
由
良
町
網
代
、
念
興
寺
に
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
講
師
は
有
田
北
組
極
楽
寺
の
三
浦
良
成
住
職
で
し
た
。

【
行
事
計
画
】

☆

実
践
運
動
推
進
委
員
会

３
月
４
日
（
土
）
日
高
町
志
賀
、
妙
願
寺
に
て
開
催
予
定
。

委
員
会
終
了
後
、
団
体
参
拝
実
行
委
員
会
が
開
催
予
定
。

☆

日
高
組
定
期
組
会

３
月
25
日
（
土
）
午
後
２
時
か
ら
由
良
町
衣
奈
、
西
教
寺
に
て

令
和
４
年
度
定
期
組
会
が
開
催
予
定
。

読
者
の
声

※
法
話
の
中
で
、
コ
ロ
ナ
と
ハ
ン
セ
ン
病
に
触
れ

ら
れ
て
い
て
、
漠
然
と
し
た
知
識
し
か
な
か
っ
た

私
で
す
が
、
勉
強
し
て
あ
ま
り
の
人
権
侵
害
に
心

が
痛
み
ま
し
た
。
未
だ
に
残
る
差
別
の
無
い
社
会

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。

※
い
つ
も
楽
し
く
拝
読
し
て
い
ま
す
。
毎
号
た
め

に
な
る
内
容
で
知
識
も
増
え
て
い
ま
す
。
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
症
が
ま
た
拡
大
し
て
い
る
こ
の
頃
で
す

が
、
仏
壇
に
手
を
あ
わ
せ
る
機
会
が
大
変
増
え
、

あ
り
が
た
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
充
実
し
た
内
容
で
「
ひ
か
り
」
を
お

届
け
く
だ
さ
い
。

※
御
文
章
の
現
代
語
訳
や
大
意
な
ど
が
と
て
も
詳

し
く
わ
か
り
や
す
く
て
良
か
っ
た
で
す
。
個
人
的

に
蓮
如
上
人
ゆ
か
り
の
御
旧
跡
を
巡
っ
て
お
り
、

先
日
鷺
森
別
院
に
お
参
り
し
た
と
こ
ろ
「
ひ
か
り
」

を
手
に
し
て
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
親
鸞
聖
人
や
蓮
如
上
人
に
お
導
き
い
た
だ

き
な
が
ら
歩
ん
で
い
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

※
い
つ
も
「
ひ
か
り
」
拝
読
し
、
数
々
の
こ
と
を

教
わ
り
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
一
つ

年
を
と
り
ま
し
た
が
い
つ
ま
で
も
、
愛
読
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
で
す
。

※
は
る
か
遠
き
と
こ
ろ
か
ら
、
は
る
か
な
昔
の

「
ひ
か
り
」
が
、
い
ま
我
の
身
辺
に
心
に
頂
け
る

有
難
さ
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。


