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私はどこで生きているのか
～たずねよう　真宗の教えに～

H I B I K I

教区教化テーマ「私はどこで生きているのか ～たずねよう 真宗の教えに～」 真宗大谷派高田教区教化委員会 ２０２２
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私
は
本
山
で
、
法
名
を
頂
い
た
直
後
の
法
話
の
中

で
「
真
宗
に
と
っ
て
高
田
は
特
別
の
場
所
な
の
で

す
。」
と
聞
き
ま
し
た
。
特
別
と
は
、
宗
祖
親
鸞
聖

人
ご
流
罪
の
地
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
講
師
が
高
田

へ
出
張
の
際
、
母
親
か
ら
高
田
は
特
別
の
地
な
の
だ

か
ら
丁
寧
に
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

法
話
が
終
わ
る
と
、「
私
達
の
高
田
は
特
別
の
地

な
ん
だ
ね
」
と
、
さ
さ
や
く
声
が
聞
こ
え
て
来
た
の

で
す
。
高
田
教
区
が
無
く
な
る
と
知
っ
た
門
徒
さ
ん

は
ど
の
よ
う
に
思
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
際
、
教
務
所
（
教
団
）
か
ら
門
徒
に
対
し
て
、

丁
寧
に
説
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。

　
そ
れ
で
は
質
問
に
移
り
ま
す
。

深
井
：
改
編
に
よ
り
高
田
教
区
で
大
き
く
変
わ
る
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

橘
：
高
田
の
地
が
宗
祖
の
ご
縁
の
地
で
あ
る
こ
と
は

変
わ
ら
な
い
こ
と
で
す
。真
宗
を
名
告
る
宗
門
に
と
っ

て
大
切
な
地
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
の
進
む
中
、

世
代
間
継
承
や
仏
事
に
対
す
る
価
値
観
の
変
化
な
ど

の
現
状
を
受
け
止
め
つ
つ
、
ま
た
、
宗
門
の
財
政
状

況
か
ら
宗
務
改
革
、
特
に
教
区
改
編
は
不
可
避
の
課

題
で
あ
り
ま
す
。
先
ず
人
員
面
で
は
、
現
高
田
教
務

所
の
教
務
所
長
と
主
計
が
削
減
さ
れ
ま
す
。
そ
の
こ

と
か
ら
、
主
計
不
在
と
な
り
ま
す
の
で
、
今
の
と
こ

ろ
現
金
の
取
り
扱
い
を
止
め
る
方
向
で
協
議
を
し
て

お
り
ま
す
。
現
行
の
出
版
物
・
授
与
物
等
取
り
扱
い

も
同
じ
よ
う
に
、
新
潟
教
務
所
で
の
取
り
扱
い
と
な

り
ま
す
。
必
要
な
場
合
は
新
潟
教
務
所
で
の
対
応
と

　
何
故
、
門
徒
の
私
が
教
区
改
編
に
つ
い
て
質
問
す

る
の
か
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
先
般
、
開
催
さ
れ
た
第
６
組
門
徒
会
の
所
長
巡
回

で
教
区
改
編
の
進
捗
状
況
の
説
明
を
お
聞
き
し
、
最

終
段
階
の
調
整
に
入
っ
て
い
る
と
認
識
し
ま
し
た
。

　
新
教
区
（
新
潟
教
区
）
の
教
務
所
は
、
現
三
条
教

務
所
に
置
く
計
画
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
条
教

区
の
人
に
と
っ
て
は
「
名
称
が
変
わ
っ
た
」
で
、
済

み
ま
す
が
、
高
田
教
区
の
場
合
は
、
何
故
、
高
田
教

区
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
疑
問
を
感
じ
る
人
が

い
る
事
で
し
ょ
う
。

な
り
ま
す
の
で
、
口
座
振
込
・
郵
便
振
替
等
を
ご
活

用
い
た
だ
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

改
編
後
の
高
田
教
務
支
所
に
は
、
教
化
面
で
は
駐

在
を
常
駐
さ
せ
、
一
般
事
務
を
取
り
扱
う
職
員
も
配

置
予
定
で
す
。

深
井
：
新
井
・
高
田
別
院
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
高
田
教
区
に
は
新
井
・
高
田
と
二
つ
の
別
院
が
あ

り
、
真
宗
門
徒
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
他
、
地
域
に
於
け

る
文
化
発
信
の
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
春
の
花
見
・
秋
の
両
別
院
の
お
た
や
は
、昔
か
ら
、

地
域
の
伝
統
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。

橘
：
新
教
区
に
な
っ
て
も
新
井
・
高
田
・
三
条
別
院

の
３
つ
の
別
院
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
ま
す
。
基
本
的

に
そ
れ
ぞ
れ
の
崇
敬
地
域
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
し
、

こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
教
区
・
組
の
各
種
研

修
会
等
の
会
場
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
活
用
い

た
だ
け
ま
す
。

　

真
宗
門
徒
の
大
切
な
別
院
報
恩
講
、
お
た
や
に
関

し
て
は
、
コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
い
た
ら
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
盛
り
上
が
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

深
井
：
教
区
改
編
は
、
宗
派
に
と
っ
て
大
き
な
改
革

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

教
団
を
支
え
て
い
る
門
徒
は
、
住
職
か
ら
教
区
改

編
を
お
聞
き
す
る
だ
け
で
な
く
、公
式
な（
教
務
所
・

本
山
）
お
知
ら
せ
が
必
要
と
思
う
の
で
す
が
。

橘
：
教
団
組
織
の
伝
達
は
、
基
本
的
に
本
山
・
教
区
・

組
・
寺
院
の
順
で
門
徒
さ
ん
に
伝
わ
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
、
各
組
の
代
表
者
等
で
構
成
さ
れ
る
教
区
会
、

教
区
門
徒
会
の
議
決
機
関
を
経
な
が
ら
本
山
か
ら
の

実
施
日　

令
和
４
年
10
月
26
日

場
　
所　

所
長
室
で
対
話

門
徒
の
立
場
か
ら

　
　 
教
区
改
編
に
つ
い
て

　
　
　
　
　 

教
務
所
長
に
質
問

教区通信143号別刷第１次教区改編説明会特集号（takada-kyoku.jp）

今
さ
ら
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け
な
い
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た
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こ
と
⑧
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憲
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『
同
朋
新
聞
』（
第
７
６
７
号
）
や
教
区
準
備
委
員
会

発
行
の
『
か
わ
ら
版
』（
第
１
～
３
号
）、
教
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
、
門
徒
さ
ん
に
周
知
も
進
め
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
。

　

寺
だ
け
に
頼
る
の
で
な
く
門
徒
会
に
出
席
し
た
寺

の
役
員
が
所
属
寺
院
に
戻
り
、
住
職
さ
ん
と
一
緒
に

門
徒
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
方
法
も
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

深
井
：
な
る
ほ
ど
、
門
徒
会
に
出
席
し
て
い
ま
す
が
、

そ
こ
ま
で
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

提
案
で
す
。
新
聞
等
マ
ス
コ
ミ
を
利
用
す
る
方
法

は
検
討
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
特
に
高
田
教
区
内

で
は
『
地
域
の
話
題
』
と
し
て
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
性

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
如
何
で
し
ょ
う
か
。

橘
：
他
の
教
区
改
編
の
動
き
を
地
方
紙
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
事
実
が
あ
る
の
で
、
検
討
し
て
、
２
０
２
３
年

７
月
１
日
の
新
教
区
、
新
潟
教
区
発
足
の
前
後
に
新

聞
等
に
掲
載
さ
れ
る
と
門
徒
の
皆
さ
ん
に
伝
わ
り
や

す
い
と
は
思
い
ま
す
。

深
井
：『
今
さ
ら
』、
基
本
的
な
こ
と
を
お
聞
き
し
ま

す
。
教
団
と
し
て
、
教
区
改
編
は
い
つ
頃
か
ら
取
り

掛
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

橘
：
三
条
・
高
田
教
区
に
お
け
る
教
区
改
編
取
り
組

み
の
経
緯
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
２
０
０
３
年
「
宗
務
改
革
推
進
条
例
」
施

行
に
始
ま
り
、「
宗
務
改
革
推
進
準
備
委
員
会
」
が
設

置
さ
れ
ま
し
た
。

　

２
０
１
０
年
２
月　

第
１
回
三
条
・
高
田
教
区
地

方
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
中
央
委
員
会
か
ら
趣
旨
説

明
を
受
け
、
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
宗
祖
御
遠
忌
が
２
０
１
５
年
三
条
教
区
、

２
０
１
８
年
高
田
教
区
で
執
り
行
わ
れ
た
関
係
も
あ

り
協
議
を
中
断
し
た
期
間
が
あ
り
ま
し
た
が
、

２
０
１
９
年
３
月
第
６
回
地
方
協
議
会
で
開
催
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
策
定
し
、
地
方
協
議
会
の
承
認
を
経
て
、

２
０
２
１
年
７
月
教
区
会
・
教
区
門
徒
会
の
議
決
を

得
て
進
め
て
い
ま
す
。
２
０
２
２
年
６
月
新
潟
教
区

改
編
概
要
（
現
案
）
を
基
に
、
各
組
を
巡
り
説
明
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

深
井
：
門
徒
会
で
使
っ
た
表
紙
が
緑
色
の
資
料
で
す

ね
。
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
理
解
し
ま
し
た
が
、
私
は
、

教
区
改
編
は
教
団
の
弱
体
化
に
結
び
付
く
の
で
は
と
思

う
の
で
す
。
本
山
は
何
を
狙
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

橘
：
先
に
述
べ
ま
し
た
財
政
面
で
は
人
件
費
の
削
減

は
一
つ
で
す
が
、
効
率
化
を
図
る
た
め
宗
派
の
予
算
規

模
の
見
直
し
を
行
い
、
１
９
３
４
年
（
昭
和
９
年
）
に

定
め
ら
れ
た
現
在
の
30
教
区
制
を
段
階
的
に
17
教
区

に
改
編
を
進
め
ま
す
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
三
つ
の
新
教

区
が
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
、
現
在
は
23
教
区
と
な
っ
て

い
ま
す
。

深
井
：
新
潟
教
区
は
全
27
ヵ
組
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
現
高
田
教
区
は
そ
の
ま
ま
移
行
す
る
計
画
で
す

が
、
組
改
編
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

橘
：
現
状
の
高
田
教
区
で
は
、
過
去
に
見
直
し
を
行
い

11
ヵ
組
と
な
っ
て
い
ま
す
。
名
称
が
重
複
す
る
３
ヵ
組
に

つ
い
て
は
「
高
田
」「
中
越
」
の
冠
を
付
け
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
教
区
運
営
面
か
ら
今
後
は
組
を
中

心
に
運
営
す
る
こ
と
も
願
わ
れ
て
い
る
の
で
、
今
回
は
現

状
の
ま
ま
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
教
区
改
編
後
の
早
い
段

階
で
新
潟
教
区
と
し
て
組
改
編
に
つ
い
て
協
議
確
認
を

行
っ
て
い
く
こ
と
は
申
し
送
り
の
一
つ
と
し
て
い
ま
す
。

教
区
改
編
計
画

現
教
区

新
教
区

改
編
時
期

第
１
期
高
山
・
岐
阜

岐
阜
高
山

２
０
２
１
年
７
月

日
豊
・
久
留
米
・
長
崎
・
熊
本
・
鹿
児
島

九
州

２
０
２
１
年
７
月

第
２
期

奥
羽
・
山
形
・
仙
台

東
北

２
０
２
２
年
７
月

富
山
・
高
岡

富
山

２
０
２
３
年
７
月

小
松
・
大
聖
寺

小
松
大
聖
寺
２
０
２
３
年
７
月

三
条
・
高
田

新
潟

２
０
２
３
年
７
月

第
３
期
能
登
・
金
沢

―

未
定

長
浜
・
京
都

―

未
定

山
陽
・
四
国

―

未
定
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悦

池
の
平
青
少
幼
年
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
50
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て

　

２
０
２
３
年
に
池
の
平
青
少
幼
年
セ
ン
タ
ー
は
50
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
記
念
し
て
２
０
２
３
年
6
月
24
日
と
25
日
に
50
周
年
記
念
行

事
を
行
い
ま
す
。

　

24
日
は
記
念
式
典
と
夜
に
は
「
ホ
タ
ル
Ｂ
Ａ
Ｒ
」
を
計
画
中
で
す
。

　

25
日
は
50
周
年
記
念
マ
ル
シ
ェ
を
開
催
し
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
の
50
年
の
お

誕
生
日
を
お
祝
い
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
、
50
年
の
振
り
返
り
の
コ
ー
ナ
ー
や
飲

食
、
物
販
の
あ
る
イ
ベ
ン
ト
に
す
る
計
画
で
す
。
ま
た
、
漫
才
法
話
や
音
楽

ラ
イ
ヴ
も
開
催
予
定
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
ブ
ー
ス
も
計
画
中
。
詳
細

が
決
ま
り
ま
し
た
ら
高
田
教
区
内
の
各
広
報
に
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

50
周
年
記
念
マ
ル
シ
ェ
に
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

芝生広場に設置予定の
ベルテント。
お誕生日ケーキを
イメージしています。

坊さん漫才
『えしんりょう』

↑音楽ライヴ
『～NIGA～Duo Flumen』

深
井
：
改
編
に
よ
り
こ
れ
ま
で
３

つ
の
新
教
区
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
が
、
問
題
点
は
聞
こ
え
て
い
ま

す
か
。

橘
：
先
行
し
て
い
る
教
区
ご
と
に

改
編
の
内
容
の
詳
細
や
運
営
方
法

が
違
う
の
で
、
す
べ
て
同
じ
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、

参
考
に
し
た
り
、
情
報
交
換
や
質

問
を
聞
け
る
体
制
を
構
築
し
て
あ

り
ま
す
。

深
井
：
最
後
に
所
長
さ
ん
か
ら
の

コ
メ
ン
ト
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

橘
：
教
区
の
皆
さ
ん
が
納
得
し
て

新
教
区
を
お
迎
え
で
き
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
様
々
な
声
を
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら

も
委
員
会
を
中
心
に
、
協
議
を
重

ね
て
検
討
し
て
行
か
な
け
れ
ば
と

ネット検索

思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
教
区
内
の
皆
様
方
に
は
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

対
談
を
終
え
て

　

将
来
の
教
団
・
お
寺
の
運
営
を
考
え
る
と
改
編
に

よ
る
効
率
化
を
図
る
時
期
に
来
て
い
る
こ
と
は
事
実

で
す
。
改
編
に
よ
っ
て
一
番
影
響
を
受
け
る
の
は
寺
院

で
す
。
門
徒
は
、
改
編
は
関
係
な
い
、
決
ま
っ
た
ら
従

う
と
放
置
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
機
に
、
門
徒
と

お
寺
の
良
い
関
係
を
考
え
る
機
会
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
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次
回
は
第
８
組　

圓
性
寺　

林　

康
一
朗
さ
ん
で
す
。

大西
今回

次回

林

第7回

水嶋
第6回

豊島

第5回

井上

つ
な
ぎ
法
話

数
珠

第4回

比後
第3回

渡邉

第2回

藤島

第1回

金子

リ
レ
ー
方
式
の

リ
レ
ー
方
式
の
珠珠
数
つ
な
ぎ
で

数
つ
な
ぎ
で

法
話
を
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

法
話
を
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

第
８
回　

第
８
回　

「
し
ら
ん
じ
ゃ
あ
」（
笑
顔
）

「
し
ら
ん
じ
ゃ
あ
」（
笑
顔
）

第
１
組
　
光
德
寺

第
１
組
　
光
德
寺
　
大
西
　
真
志
　

　
大
西
　
真
志
　

　

伯
母
の
葬
儀
の
お
と
き
で
「
阿
弥
陀
様
と
お
釈
迦
様
の
違
い
は
何
で
す

　

伯
母
の
葬
儀
の
お
と
き
で
「
阿
弥
陀
様
と
お
釈
迦
様
の
違
い
は
何
で
す

か
」
と
導
師
に
お
尋
ね
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
お
答
え
い

か
」
と
導
師
に
お
尋
ね
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
お
答
え
い

た
だ
い
た
の
に
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、「
法
話
」
と
検
索
し
、

た
だ
い
た
の
に
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、「
法
話
」
と
検
索
し
、

仏
法
聴
聞
を
し
は
じ
め
ま
し
た
。

仏
法
聴
聞
を
し
は
じ
め
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、「
信
心
を
い
た
だ
く
」と
い
う
お
話
を
よ
く
耳
に
し
ま
し
た
が
、

　

そ
し
て
、「
信
心
を
い
た
だ
く
」と
い
う
お
話
を
よ
く
耳
に
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
し
ば
ら
く
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
い
ま
し
た
。
た
だ
、
聴
聞
し
て
る

こ
れ
も
し
ば
ら
く
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
い
ま
し
た
。
た
だ
、
聴
聞
し
て
る

と
き
に
、
周
り
の
ご
門
徒
さ
ん
か
ら
、「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」「
な
ん
ま
ん

と
き
に
、
周
り
の
ご
門
徒
さ
ん
か
ら
、「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」「
な
ん
ま
ん

だ
ぶ
つ
」と
お
念
仏
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
は
っ
と
し
ま
し
た
。

だ
ぶ
つ
」と
お
念
仏
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
は
っ
と
し
ま
し
た
。

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
念
仏
だ
と
。

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
念
仏
だ
と
。

　

ば
あ
ち
ゃ
ん
は
孫
の
私
を
お
ん
ぶ
し
て
る
と
き
も
、
手
を
つ
な
い
で
る

　

ば
あ
ち
ゃ
ん
は
孫
の
私
を
お
ん
ぶ
し
て
る
と
き
も
、
手
を
つ
な
い
で
る

と
き
も
、
洗
濯
物
を
た
た
む
と
き
も
お
念
仏
し
て
い
ま
し
た
。「
な
ん
ま

と
き
も
、
洗
濯
物
を
た
た
む
と
き
も
お
念
仏
し
て
い
ま
し
た
。「
な
ん
ま

ん
だ
ぶ
っ
つ
ぁ
ま
」
と
。

ん
だ
ぶ
っ
つ
ぁ
ま
」
と
。

　

小
学
生
の
時
に
「
ね
え
、
そ
れ
何
？
」
と
聞
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
ば

　

小
学
生
の
時
に
「
ね
え
、
そ
れ
何
？
」
と
聞
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
、「
し
ら
ん
じ
ゃ
あ
」（
笑
）
と
答
え
ま
し
た
。
小
学
生
な
が

あ
ち
ゃ
ん
は
、「
し
ら
ん
じ
ゃ
あ
」（
笑
）
と
答
え
ま
し
た
。
小
学
生
な
が

ら
、「
僕
の
こ
と
、
馬
鹿
に
し
て
る
な
！
」
と
腹
を
立
て
ま
し
た
。
高
校

ら
、「
僕
の
こ
と
、
馬
鹿
に
し
て
る
な
！
」
と
腹
を
立
て
ま
し
た
。
高
校

生
に
な
っ
た
と
き
に
ま
た
た
ず
ね
ま
し
た
。「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
っ
て
念

生
に
な
っ
た
と
き
に
ま
た
た
ず
ね
ま
し
た
。「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
っ
て
念

仏
で
し
ょ
。
何
そ
れ
？
」と
。
す
る
と
ま
た
ば
あ
ち
ゃ
ん
は「
し
ら
ん
じ
ゃ

仏
で
し
ょ
。
何
そ
れ
？
」と
。
す
る
と
ま
た
ば
あ
ち
ゃ
ん
は「
し
ら
ん
じ
ゃ

あ
」（
笑
）
と
答
え
ま
し
た
。
今
度
は
「
だ
め
だ
だ
め
だ
。
ば
あ
ち
ゃ
ん

あ
」（
笑
）
と
答
え
ま
し
た
。
今
度
は
「
だ
め
だ
だ
め
だ
。
ば
あ
ち
ゃ
ん

に
聞
い
て
も
わ
か
ら
ん
ま
ん
ま
口
ず
さ
ん
で
る
だ
け
だ
」
そ
う
ば
あ
ち
ゃ

に
聞
い
て
も
わ
か
ら
ん
ま
ん
ま
口
ず
さ
ん
で
る
だ
け
だ
」
そ
う
ば
あ
ち
ゃ

ん
を
見
限
っ
て
い
る
私
が
い
ま
し
た
。

ん
を
見
限
っ
て
い
る
私
が
い
ま
し
た
。

　

人
生
の
な
か
ば
で
お
寺
に
聴
聞
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ど
う
し
て
だ

　

人
生
の
な
か
ば
で
お
寺
に
聴
聞
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ど
う
し
て
だ

ろ
う
。
少
な
か
ら
ず
の
虚
し
さ
と
根
本
的
な
自
分
の
在
り
方
に
違
和
感
を

ろ
う
。
少
な
か
ら
ず
の
虚
し
さ
と
根
本
的
な
自
分
の
在
り
方
に
違
和
感
を

覚
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
自
ら
を
問
う
こ
と
も
な
く

覚
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
自
ら
を
問
う
こ
と
も
な
く

い
た
私
に
ふ
と
、
そ
の
「
し
ら
ん
じ
ゃ
あ
」
と
い
う
言
葉
が
思
い
起
こ
さ

い
た
私
に
ふ
と
、
そ
の
「
し
ら
ん
じ
ゃ
あ
」
と
い
う
言
葉
が
思
い
起
こ
さ

れ
た
の
で
す
。

れ
た
の
で
す
。

　

今
改
め
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
返
し
て
み
る
と
、「
し
ら
ん
じ
ゃ

　

今
改
め
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
返
し
て
み
る
と
、「
し
ら
ん
じ
ゃ

あ
」
っ
て
い
う
言
葉
は
も
し
か
し
た
ら
絶
妙
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と

あ
」
っ
て
い
う
言
葉
は
も
し
か
し
た
ら
絶
妙
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と

思
っ
た
り
も
し
ま
す
。
ご
法
話
で
耳
に
し
た
、「
仏
智
不
思
議
」、「
行
者

思
っ
た
り
も
し
ま
す
。
ご
法
話
で
耳
に
し
た
、「
仏
智
不
思
議
」、「
行
者

の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
」「
聞
名
」、
な
ど
の
お
言
葉
が
浮
か
ん
で
く
る
の

の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
」「
聞
名
」、
な
ど
の
お
言
葉
が
浮
か
ん
で
く
る
の

で
す
。還
浄
し
た
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
ま
た
聞
い
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、

で
す
。還
浄
し
た
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
ま
た
聞
い
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、

で
も
ま
た
「
し
ら
ん
じ
ゃ
あ
」
っ
て
答
え
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
ま
た
「
し
ら
ん
じ
ゃ
あ
」
っ
て
答
え
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
の
笑
顔
で
。

あ
の
笑
顔
で
。
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コ
ト
バ
キ
ラ
リ

　
　

朝
の
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
泉　
周
二

お
は
よ
う　
ま
つ
毛

お
は
よ
う　
あ
く
び

お
は
よ
う　
手
の
ひ
ら

お
は
よ
う　
か
ら
だ

き
ょ
う　
ま
た　
ぼ
く
は　
生
ま
れ
た

お
は
よ
う　
タ
オ
ル

お
は
よ
う　
じ
ゃ
ぐ
ち

お
は
よ
う　
水
お
と

お
は
よ
う　
こ
こ
ろ

き
ょ
う　
ま
た　
ぼ
く
は　
う
ま
れ
た

お
は
よ
う　
光

お
は
よ
う　
小
鳥

お
は
よ
う　
緑

お
は
よ
う　
み
ん
な

き
ょ
う　
ま
た　
ぼ
く
は　
生
ま
れ
た

⑧

コ
コ
ロ
テ
ラ
ス

　
２
０
２
２
年ね
ん

８
月が
つ

８よ
う
か日

に
新あ
ら

井い

別べ
つ

院い
ん

で

開か
い

催さ
い

さ
れ
た
べ
つ
い
ん
寺て
ら

子こ

屋や

で
は
、
暑あ
つ

さ
に
負ま

け
ず
元げ
ん

気き

い
っ
ぱ
い
の
子こ

ど
も
た

ち
と
ス
タ
ッ
フ
の
笑え

顔が
お

が
輝か
が
やい

て
い
ま
し

た
。

峯み
ね
村む
ら
あ
や
め
（
妙
高
市　
小
四
）　

　
ほ
か
の
学が
っ
校こ
う
の
お
友と
も
だ
ち
と
一い
っ
緒し
ょ
に
勉べ
ん

強き
ょ
うし

た
り
、
な
ぞ
な
ぞ
を
解と

い
た
り
し
た

こ
と
が
と
て
も
楽た
の

し
か
っ
た
で
す
。

　
新あ
ら
井い

別べ
つ
院い
ん
の
寺て
ら
子こ

屋や

は
二に

回か
い
目め

で
し
た

が
色い
ろ

々い
ろ

準じ
ゅ
ん

備び

し
て
も
ら
っ
て
楽た
の

し
く
過す

ご
せ
ま
し
た
。

　
ま
た
寺て
ら

子こ

屋や

が
あ
れ
ば
参さ
ん

加か

し
た
い
と

思お
も
い
ま
す
。

響き
ょ
う

流
り
ゅ
う

寺じ

の
テ
ラ
ス
さ
ん
へ
の

質し
つ

問も
ん

や
お
便た

よ

り
を
お
待ま

ち
し

て
い
ま
す
。
み
ん
な
の
声こ

え

を

聞き

か
せ
て
く
だ
さ
い
ね
。
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第
６
組　

福
成
寺　

鎮ち
ん

西ぜ
い　

広こ
う

円え
ん

第
11
組　

光
圓
寺　

竹た
け
内う
ち　
淳
じ
ゅ
ん
一い
ち

拝
啓

 
通
信
員
よ
り

ね
ほ
り
は
ほ
り

第
４
組　

養
性
寺　

内う
ち
山や
ま　
真ま
さ
明あ
き

第
８
組　

明
岸
寺　

法ほ
う
り
ゅ
う隆　
光み
つ
昭あ
き

第
５
組　

聽
信
寺　

居こ

多た　
啓さ
と
し　

　
「
暑
い
、暑
い
」と
言
っ
て
い
た
の
が「
寒

い
、
寒
い
に
」
と
な
り
、
も
う
雪
の
心
配

を
す
る
よ
う
な
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
昼

夜
の
寒
暖
差
が
激
し
く
な
り
、
体
が
ま
だ

寒
さ
に
慣
れ
て
い
き
ま
せ
ん
。

　

今
年
も
ま
た
大
雪
に
な
る
と
の
予
報
も

あ
り
ま
す
。自
然
に
勝
て
な
い
私
た
ち
は
、

た
だ
た
だ
備
え
る
ば
か
り
で
す
。

第
12
組　

善
立
寺　

山や
ま
越こ
し　
英ひ
で
隆た
か

第
13
組　

福
淨
寺　

井い
の
上う
え　
立り
つ
英え
い

第
２
組　

常
圓
寺　

鈴す
ず
井い　
祐
ゆ
う
き
ょ
う恭

　

十
月
半
ば
、
自
坊
の
周
り
に
た
く
さ
ん
の

キ
ノ
コ
が
発
生
。学
名
を
ナ
ラ
タ
ケ
と
言
い
、

こ
の
地
で
は
〝
あ
ま
ん
だ
れ
〟
と
呼
び
ま
す
。

美
味
し
い
キ
ノ
コ
で
す
。
コ
ン
テ
ナ
い
っ
ぱ

い
に
採
れ
た
の
で
、
第
一
発
見
者
の
方
や
近

所
の
方
た
ち
と
分
け
合
い
ま
し
た
。
思
い
が

け
な
い
ご
馳
走
に
皆
さ
ん
大
喜
び
。
い
つ
も

は
、
頂
く
一
方
の
身
が
今
回
は
逆
。
そ
ん
な

中
「
財
施
に
た
い
し
て
法
施
で
き
な
け
れ
ば

虚
食
信
施
者
で
す
よ
」
と
い
う
恩
師
の
言
葉

が
去
来
し
て
や
ま
な
い
。

　

第
２
組
で
は
去
る
10
月
２
日
に
第
13
組

福
淨
寺
住
職
井
上
一
英
先
生
を
お
招
き
し

て
門
徒
研
修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
全
７

回
の
御
文
講
座
は
、
途
中
コ
ロ
ナ
感
染
拡

大
に
よ
る
１
年
半
の
中
断
を
経
て
最
終
回

を
迎
え
ま
し
た
が
、
井
上
先
生
よ
り
大
変

わ
か
り
や
す
い
講
義
を
い
た
だ
き
、
あ
ら

た
め
て
御
文
の
あ
り
が
た
さ
や
大
切
さ
を

学
び
ま
し
た
。

第
７
組　

願
生
寺　

平ひ
ら
い
で出　

文ふ
み

勇お

第
３
組　

正
光
寺　

髙た
か
橋は
し　
良よ
し
暁あ
き

　

10
月
６
日
か
ら
９
日
ま
で
、
高
田
別
院

で
報
恩
講
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
３
年
ぶ

り
に
４
日
間
開
催
と
な
り
、
本
山
か
ら
鍵

役
の
宣
心
院
殿
に
御
参
修
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
感
染
対
策
の
た
め
団
体
参
拝
や

お
斎
、
出
店
な
ど
催
し
は
な
く
、
少
し
寂

し
い
開
催
に
な
り
ま
し
た
が
、
無
事
に
滞
り

な
く
で
き
た
こ
と
に
安
堵
し
ま
し
た
。
列
座

と
し
て
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
多
く
の
方
の
ご
協
力
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

去
る
10
月
27
日
（
木
）
第
七
組
親
鸞
聖
人
講
座

を
新
井
別
院
で
開
催
し
ま
し
た
。
講
師
に
同
県
亀

田
に
て
地
域
同
朋
の
会
『
往
生
人
舎
』
を
開
い
て

お
ら
れ
る
今
泉
温
資
師
を
迎
え
、
毎
回
心
に
響
く

温
か
い
お
話
し
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

ま
だ
聞
い
た
こ
と
が
な
い
方
、
次
回
来
年
６
月
に

開
催
予
定
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ

い
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

10
月
に
高
田
別
院
で
報
恩
講
が
勤
修
さ

れ
、
組
内
の
寺
院
に
お
か
れ
ま
し
て
も
報
恩

講
が
勤
ま
り
だ
し
て
き
ま
し
た
。
自
坊
に
お

い
て
も
例
年
通
り
と
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
勤

め
よ
う
と
総
代
さ
ん
方
よ
り
声
が
あ
が
り
嬉

し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

改
め
て
恩
に
報
い
る
っ
て
な
ん
な
の
か
、

ふ
と
感
じ
た
私
で
す
。

　

４
組
社
会
問
題
の
部
門
で
教
化
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
３
を
作
成
中
で
す
。

　

個
人
的
な
事
で
す
が
、
10
月
７
日
、
報

恩
講
の
晨
朝
法
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
お
題
を
い
た
だ
き
、「
親
鸞
聖
人
の
恩

徳
と
は
」
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
自
身
の
向
き
合
い
が
足
り
な
い
様
に
感
じ

ま
し
た
。

　

後
に
「
弘
願
と
も
っ
と
向
き
合
っ
て
み
た

ら
ど
う
か
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
先
輩
か
ら
い

た
だ
き
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
。

　

組
門
徒
会
の
聞
法
会
で
、
次
世
代
へ
の

念
仏
の
相
続
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。

　

昨
今
は
寺
離
れ
。
核
家
族
化
で
、
念
仏

申
す
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

だ
が
こ
れ
も
、
阿
弥
陀
様
の
「
も
う
助

け
さ
せ
ろ
」
と
、
私
へ
の
御
催
促
。
私
た

ち
は
念
仏
を
喜
び
、
助
か
る
だ
け
だ
。
寺

離
れ
の
悪
世
こ
そ
、
阿
弥
陀
様
の
真
骨
頂

で
な
か
ろ
う
か
。

　
「
捨
て
る 

ど
う
で
も
い
い
も
の
か
ら
捨

て
て
ゆ
く
ん
だ
ね 

（
相
田
み
つ
を
）」【
出

典
『
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
』】

　

気
付
け
ば
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
猛
威
を
奮
い
始
め
て
か
ら
三
年
が
経

と
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
三
年
で
何
を

捨
て
て
き
て
、
何
を
残
し
て
き
た
で
し
ょ

う
か
。 第

１
組　

光
照
寺　

梅う
め
澤ざ
わ　
謙け
ん
吾ご

　

憂
鬱
で
す
。
上
が
ら
な
い
給
与
、
止
ま

ら
な
い
円
安
、グ
ダ
グ
ダ
な
あ
れ
や
こ
れ
。

日
本
が
落
ち
て
ゆ
く
様
を
目
の
当
た
り
に

し
て
、
自
分
が
こ
れ
ほ
ど
落
ち
込
む
と
は

思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
発
見
で
す
。

そ
し
て
、
若
い
人
た
ち
に
は
申
し
訳
あ
り

ま
せ
ん
。

　

存
命
中
に
は
、
と
ら
わ
れ
、
害
い
合
う
も
の
を
脱

し
な
い
質
と
し
て
の
、
我
々
凡
愚
の
観
で
あ
っ
た
も
の

が
、互
い
に
見
捨
て
合
う
し
か
無
か
っ
た
者
が
、底
下
・

凡
夫
・
悪
人
の
身
を
決
し
て
脱
し
な
い
ま
ま
で
あ
り

な
が
ら
、
願
心
に
問
わ
れ
戒
め
ら
れ
つ
つ
、
初
め
て

場
を
た
ま
わ
る
。
呪
縛
と
し
て
あ
る
も
の
が
、
転
質
・

転
成
さ
れ
て
く
る
。
か
か
る
我
が
身
に
、
愈
々
、
本

心
か
ら
尊
い
世
界
、真
価
値
が
、開
か
れ
て
参
り
ま
す
。

　

ア
ミ
タ
の
願
心
と
浄
土
観
は
そ
れ
を
促
し
、
人
間

自
然
の
本
性
の
一
つ
で
あ
る
が
故
に
成
就
せ
ず
に
は

い
な
い
。同
時
に
成
就
か
ら
こ
そ
、愈
々
、我
々
の
日
々

が
問
わ
れ
続
け
て
参
り
ま
し
ょ
う
。
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新
井
の
地
に
東
本
願
寺
掛
所
が
置
か
れ
た
の
は
、

１
６
８
５
（
貞
享
２
）
年
、
本
願
寺
16
代
一
如
上
人

の
時
で
あ
る
。

　

徳
川
幕
府
は
、
１
６
０
０
年
代
後
半
に
武
断
政
治

か
ら
文
治
政
治
へ
と
政
策
転
換
を
行
い
、
朱
子
学
を

政
治
思
想
の
中
核
と
し
、
学
問
を
奨
励
し
て
い
く
。

真
宗
に
お
い
て
も
宗
学
の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
本

山
に
学
寮
が
創
設
さ
れ
、
本
末
制
度
の
確
立
に
よ
る

集
権
的
な
教
学
の
体
系
化
が
進
む
が
、
教
義
解
釈
を

め
ぐ
る
異
安
心
問
題
を
引
き
起
こ
す
背
景
と
も
な
っ

た
。

　

当
地
に
お
い
て
も
、
真
宗
の
教
義
解
釈
の
差
異
に

よ
り
、
幕
府
を
巻
き
込
む
一
大
論
争
が
惹
起
し
た
。

当
時
、
越
後
の
国
一
円
と
北
信
濃
地
方
に
触
頭
寺
院

（
中
本
山
格
）
と
し
て
絶
大
な
教
勢
を
誇
っ
て
い
た

新
井
願
生
寺
（
大
谷
派
）
と
、
や
は
り
有
力
寺
院
の

一
つ
で
あ
っ
た
高
田
浄
興
寺
（
戦
後
当
派
を
離
脱
し

て
現
在
浄
興
寺
派
本
山
）
と
の
間
の
教
義
異
安
心
論

争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
越
後
・
信
濃
の
寺
院
・
門

徒
の
間
に
動
揺
を
も
た
ら
し
、
本
山
は
そ
れ
を
取
り

締
ま
る
た
め
に
役
人
を
派
遣
し
、
敗
訴
と
な
っ
た
願

生
寺
跡
を
新
井
道
場
に
し
た
。
こ
れ
が
新
井
掛
所
の

始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
如
上
人
は
１
６
８
９

（
元
禄
２
）
年
に
越
後
と
信
濃
の
寺
院
に
御
消
息
を

出
し
、
異
安
心
の
な
い
よ
う
に
と
伝
え
た
。
ま
た
、

本
山
の
裁
定
と
幕
府
の
対
応
に
不
満
を
持
つ
願
生
寺

高
田
教
区
報
『
響
流
』
発
行
も
あ
と
わ
ず
か
に
な
り
ま
し
た
。
新
潟
教
区
に
な
る
と
、

高
田
別
院
、
新
井
別
院
に
加
え
三
条
別
院
も
同
教
区
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、も
と
も
と
こ
の
三
つ
の
別
院
は
関
係
し
あ
っ
て
建
立
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
高
田
教
区
に
あ
る
別
院
を
『
別
院
探
訪
』【
２
０
１
２
（
平
成
24
）
東
本
願

寺
出
版
部
発
行
】
を
参
考
に
紹
介
い
た
し
ま
す
。

そ
う
だお寺
に
行
こ
う

新
井
別
院

真
宗
大
谷
派
高
田
教
区 

寺
院
探
訪
⑤

編
集
長

紹
介

が

明治の本山両堂再建と同時期に並行して1895（明治28）年に
再建された本堂【18間４面】

報恩講でにぎわう参道
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新井駅道の駅あらい
新井別院

矢
代
川

妙
高
は
ね
う
ま
ラ
イ
ン

上
信
越
自
動
車
道

8

292

新井別院

高田教区
〒944-0048
新潟県妙高市下町5-3
Tel.0255-72-2519
えちごときめき鉄道「新井駅」
下車徒歩５分

側
に
つ
い
た
寺
院
は
、
仏
光
寺
派
に
転
派
す
る
と
い

う
事
態
に
発
展
し
た
。
本
山
は
１
６
９
０（
元
禄
３
）

年
に
、三
条
に
掛
所
を
設
置
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

１
６
９
８
（
元
禄
11
）
年
の
御
消
息
で
は
、
こ
の
新

井
掛
所
を
「
新
井
御
坊
」
と
称
し
て
い
る
（『
一
如

上
人
御
消
息
集
））。

　

当
御
坊
を
崇
敬
す
る
門
徒
衆
は
、
寛
政
年
間
の
本

山
両
堂
再
建
（
１
７
９
８
〈
寛
政
10
〉
年
竣
工
）
に

際
し
て
、
上
洛
し
て
工
事
を
手
伝
い
、
そ
の
功
績
に

応
え
た
本
願
寺
20
代
達
如
上
人
は
、
再
建
を
発
願
し

た
父
乗
如
上
人
の
墨
衣
の
御
影
一
幅
を
、
越
後
国
頸

城
郡
並
び
に
信
濃
国
門
徒
中
へ
授
与
し
た
。
以
来
、

新
井
御
坊
で
は
「
墨
衣
御
影
巡
教
」
と
称
し
て
、
農

閑
期
の
毎
冬
、
豪
雪
の
中
、
二
百
有
余
年
休
む
こ
と

な
く
、
こ
の
地
方
一
帯
の
集
落
へ
巡
回
の
法
座
が
営

ま
れ
て
い
る
。

 

次
回
は
高
田
別
院
を
紹
介
し
ま
す
。

恵信尼公堂
【1956（昭和31）年建立】
恵信尼公の尊像を安置している

再建用材を曳く毛綱を作るために寄進された毛髪の一部と
寄進帳が残されている
この地方に相続されてきた念仏の歴史を今に伝えている

天保・明治の火災を逃れた唯一の江戸期の
建物である鐘楼
太平洋戦争の供出を免れている梵鐘【1792（寛政４）
年鋳造】

1747（延享４）年の矢代川
大洪水で流失した梵鐘

【1703（元禄16）年鋳造】
2005（平成17）年４月に妙高市
の土地造成現場から発見され
別院に戻ってきた

最寄りの橋から望む春の妙高山

梵鐘が流された矢代川
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の
人
々
を
都
合
よ
く
利
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

『
破
戒
』
は
主
人
公
の
小
学
校
教
師
で
あ
る
青
年

の
被
差
別
部
落
へ
の
苦
悩
を
通
し
、
当
時
の
四
民

平
等
は
名
ば
か
り
で
、
不
合
理
か
つ
理
不
尽
な
、

部
落
差
別
の
実
態
を
世
に
問
い
か
け
て
い
る
。
日

本
の
自
然
主
義
文
学
は
日
露
戦
争
に
よ
る
資
本

主
義
の
発
展
に
伴
い
生
じ
た
貧
富
の
格
差
拡
大
か

ら
暴
動
が
頻
発
、
思
想
弾
圧
が
行
わ
れ
る
。
欧

米
の
自
然
主
義
の
影
響
を
う
け
た
日
本
自
然
主

義
文
学
は
、
詩
的
な
表
現
に
現
実
矛
盾
の
暴
露
と

自
己
告
発
の
作
品
が
多
く
な
る
。
今
夏
名
作
『
破

戒
』
が
映
画
と
な
り
全
国
上
映
さ
れ
た
。
戦
後
、

池
部
良
主
演
で
映
画
化
さ
れ
て
い
る
が
、
令
和
に

入
り
あ
ら
た
め
て
映
画
化
さ
れ
た
意
味
は
大
き

い
。
全
国
水
平
社
の
創
立
百
周
年
記
念
映
画
と

し
て
製
作
さ
れ
た
。
仏
教
の
根
本
に
は
、「
慈
悲

と
平
等
」
が
流
れ
る
。
釈
迦
は
人
の
善
根
に
、「
慈

悲
」
を
訴
え
る
一
方
で
、
個
体
と
し
て
人
間
の
そ

れ
ぞ
れ
の
違
い
で
生
ま
れ
る
性
別
・
能
力
・
階
級

等
の
異
な
り
を
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
人
が
互
い
に
差

別
を
惹
起
し
な
い
よ
う
戒
め
る
。
仏
教
は「
慈
悲
」

の
精
神
を
説
き
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
「
不
平
等
」

を
看
過
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
。「
慈

悲
」
と
「
平
等
」
は
双
方
と
も
に
軽
重
が
つ
け
ら

れ
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
人
は
「
平
等
」
の
思
想

を
貫
く
心
の
深
淵
に
、
畢
竟
「
慈
悲
」
の
心
を
見

出
す
も
の
で
あ
る
。
人
の
善
根
を
説
く
仏
教
が
、

社
会
の
差
別
に
逡
巡
し
て
き
た
事
実
を
、
明
治
時

代
の
名
作
が
文
学
で
鋭
く
炙
り
出
し
て
い
る
。
名

作
の
舞
台
は
信
州
飯
山
で
あ
る
。
飯
山
か
ら
関
田

峠
を
越
え
る
と
、
越
後
頸
城
平
野
に
至
る
。
信
州

の
偏
狭
の
寒
村
を
舞
台
に
し
た
名
作
は
、
現
代
社

会
の
新
た
な
差
別
と
貧
困
と
不
平
等
の
存
在
に
疑

問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

　

主
人
公
丑
松
が
蓮
華
寺
の
内
部
に
感
じ
た
暗
い

光
景
が
差
別
の
厚
い
雲
に
映
る
さ
ま
は
寂
し
い
限

り
。

　

あ
ま
つ
さ
え
現
代
社
会
の
歪
み
は
藤
村
の
明
治

期
の
差
別
意
識
と
相
似
形
を
な
し
て
い
る
と
感
じ

る
。

　

人
間
社
会
の
差
別
を
な
く
す
根
底
に
こ
そ
「
人

間
は
皆
等
し
く
尊
厳
を
も
つ
と
の
言
葉
に
感
動
す

る
主
人
公
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
《
比
べ
る
な
弥
陀

の
前
で
は
皆
同
じ
》
の
精
神
が
宿
る
。
門
徒
仏
々

言
い
た
い
放
題
を
捲
し
立
て
る
。酒

呑
童
子 

 　

門
徒
仏
々
放
題

言
いた
い

ぶ
つ

ぶ
つ

⑧

　

近
代
自
然
主
義
文
学
の
第
一
人
者
・
島
崎
藤
村

は
、
小
説
『
破
戒
』
で
差
別
問
題
を
社
会
に
訴
え

た
。

　

藤
村
の
名
作
は
日
露
戦
争
終
結
の
翌
年
に
発

表
さ
れ
て
い
る
。
明
治
に
入
り
徳
川
幕
府
に
よ
る

士
農
工
商
の
差
別
が
無
く
な
る
。
文
明
開
化
の
音

が
す
る
時
代
は
厳
格
な
身
分
制
度
が
崩
壊
し
、
四

民
平
等
の
自
由
な
社
会
に
移
り
変
わ
っ
た
。
さ
れ

ど
、
実
際
の
明
治
政
府
は
新
た
な
平
民
の
他
に
、

「
新
平
民
」な
る
も
の
を
つ
く
っ
た
。「
穢
多・非
人
」

と
蔑
称
さ
れ
た
被
差
別
部
落
の
人
々
に
対
し
、
白

眼
視
す
る
扱
い
を
し
た
の
で
あ
る
。『
解
体
新
書
』

を
著
わ
し
た
蘭
学
者
杉
田
玄
白
は
、『
蘭
学
事
始
』

に
死
罪
に
な
っ
た
遺
体
の
腑
分
け
を
見
事
に
行
う

老
人
と
の
出
会
い
を
書
い
て
い
る
。
司
馬
遼
太
郎

原
作
『
胡
蝶
の
夢
』
に
も
浅
野
弾
左
衛
門
の
活

躍
と
身
分
引
き
上
げ
を
興
味
深
く
描
い
て
い
る
。

幕
府
は
体
制
維
持
の
上
か
ら
、
忌
み
嫌
わ
れ
る
社

会
生
活
基
盤
を
支
え
る
職
業
に
、
被
差
別
部
落
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愚
僧
の
つ
ぶ
や
き

〈
真
宗
の
葬
儀
編
⑯ 

最
終
回
〉　

　

真
宗
の
葬
儀
編
も
今
回
で
最
後
と
な
り
ま
し

た
。
最
終
回
は
、
お
墓
に
つ
い
て
頂
い
て
ゆ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

中
陰
法
要
が
済
み
ま
す
と
、
早
い
時
期
に
納

骨
と
な
り
ま
す
。
お
墓
の
形
式
は
、
宗
派
や
地

域
な
ど
に
よ
り
様
々
で
す
が
、
真
宗
門
徒
の
お

墓
に
は
、
墓
石
の
正
面
に
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』

又
は
『
倶く
え
い
っ
し
ょ

会
一
処
（
倶と
も

に
一
処
に
会
す
る
）』

と
い
う
お
言
葉
を
刻
む
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
又
、
お
墓
を
持
っ
て
い
て
も
、
ご
本
山

（
東
本
願
寺
）
や
大
谷
祖
廟
に
分
骨
す
る
こ
と

も
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
亡
き
人

を
偲
ぶ
と
共
に
、阿
弥
陀
様
の
お
心
と
出
遇
い
、

念
仏
相
続
す
る
身
と
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願

い
が
あ
る
訳
で
す
。

　

私
は
、こ
の
お
墓
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
、

い
つ
も
ご
本
山
を
思
い
ま
す
。
現
在
、
世
界
最

大
の
木
造
建
築
物
と
い
わ
れ
て
い
る
東
本
願
寺

の
御
影
堂
で
す
が
、
も
と
は
親
鸞
聖
人
の
小
さ

な
小
さ
な
一
基
の
お
墓
で
あ
り
ま
し
た
。
京
都

に
ご
ざ
い
ま
す
崇そ
う

泰た
い
い
ん院

の
本
堂
裏
に
は
、
当
時

の
親
鸞
聖
人
の
お
墓
を
再
現
し
た
も
の
が
あ
り

ま
す
。
以
前
、
お
参
り
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
は
質
素
な
も
の
で

あ
り
、
思
わ
ず
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。親
鸞
聖
人
を
慕
う
当
時
の
方
々
も
、

聖
人
の
90
年
の
ご
苦
労
を
思
う
時
、
そ
の
お
墓

が
あ
ま
り
に
も
寂
し
い
も
の
に
思
え
た
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
納
骨
か
ら
10
年
後
、
墓
石
の
代

わ
り
に
六
角
の
お
堂
を
建
て
、
そ
の
中
に
親
鸞

聖
人
の
ご
影
像
を
安
置
致
し
ま
す
。こ
の
様
な
、

納
骨
し
た
上
に
お
堂
を
建
て
、
影
像
を
安
置
す

る
と
い
う
形
式
は
、
当
時
の
最
高
の
お
墓
の
形

で
あ
り
ま
し
た
。

　

け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
の

が
、
本
願
寺
第
三
代
の
覚
如
上
人
で
あ
り
ま
し

た
。
上
人
様
は「
ど
ん
な
に
立
派
な
お
墓
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
所
詮
、
親
鸞
様
を
偲
ぶ

だ
け
の
お
墓
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
み
ん

な
が
共
に
阿
弥
陀
様
の
お
心
と
出
遇
い
、
お
念

仏
を
慶
ぶ
場
所
で
あ
る
お
寺
と
な
る
事
こ
そ
、

親
鸞
様
の
お
心
に
叶
う
形
で
あ
る
」
と
、
寺
院

化
を
願
い
、
つ
い
に
本
願
寺
と
い
う
お
寺
と

な
っ
た
の
で
す
。つ
ま
り
、念
仏
相
続
の
願
い
が
、

現
在
の
本
山
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
お
墓
も
ま

た
、
そ
う
い
う
願
い
を
感
じ
て
ゆ
け
る
場
所
と

な
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
、
浄
土
真
宗
の
葬
儀
の
歴
史
と
心
を
頂

い
て
き
た
訳
で
す
が
、
先
人
の
方
々
は
、
こ
の

悲
し
い
葬
儀
と
い
う
仏
事
を
悲
し
い
ま
ま
で
終

わ
ら
す
の
で
は
な
く
、
亡
き
人
を
『
弥
陀
の
本

願
信
ず
べ
し
』
と
呼
び
か
け
続
け
て
下
さ
っ
て

い
る
諸
仏
と
拝
み
、
念
仏
相
続
し
て
ゆ
く
尊
い

仏
事
と
頂
い
て
き
た
事
で
あ
り
ま
す
。

合
掌　

称
六
字　
　

ペ
ン
ネ
ー
ム　

維
摩
教
信　

11

高田教区報



　コミュニケーションツールとして爆発的に広まっている
「LINE（ライン）」ですが、情報発信ツールとしても有用です。
今回はLINEによる情報発信方法についてご紹介します。

ネットDE 仏教
教区ホームページ連動企画『響流』～ＷＥＢ版～

今回の記事
  第８回  　LINEで情報発信！

〈高田教区ホームページアドレス　⇒  http://takada-kyoku.jp〉 

こ
も
れ
び

　

セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
を
ご
存
知
だ

ろ
う
か
。
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
生
え
て
く

る
厄
介
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
の

方
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
で
染
め

物
を
す
る
と
鮮
や
か
な
黄
色
に
染
ま
っ
て

実
に
美
し
い
。
私
の
秋
の
楽
し
み
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
花
を
摘
ん
で
煮
出
す
と
、
名

前
の
如
く
泡
立
ち
、
こ
の
エ
キ
ス
は
肌
に

よ
く
、
特
に
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
に
効
果

が
あ
る
と
の
こ
と
。
秋
の
ア
レ
ル
ギ
ー
の

原
因
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
風
媒
花
で
は

な
く
虫
媒
花
で
あ
り
、
花
粉
も
比
較
的
重

く
飛
び
に
く
い
た
め
、
花
粉
症
と
は
無
関

係
だ
そ
う
だ
。
厄
介
者
で
駆
除
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
が
、
見
方
を
変
え
る
と
、
暮

ら
し
に
役
立
つ
良
草
な
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
一
方
的
な
思
い
込
み
や
勘
違

い
で
人
や
物
事
を
見
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

誹
謗
中
傷
や
偏
見
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ

る
。セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
へ
の
イ
メ
ー

ジ
も
そ
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
、
在
来
植
物
の
生
態
系
に
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
確
か
な
の
で
汚
名
返

上
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
来
秋
は
、
セ

イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
を
違
う
視
点
か
ら

眺
め
、
楽
し
ん
で
み
る
の
は
い
か
が
だ
ろ

う
か
。 

（
浅
山
）

・
不
要
不
急
　
何
処
へ
行
く
や
ら
　
人
の
波

�

ペ
ン
ネ
ー
ム
　
し
げ
じ
い

・
身
を
削
り
　
値
上
げ
の
秋
を
　
乗
り
切
る
ぞ

�

ペ
ン
ネ
ー
ム
　
や
せ
我
慢
し
げ
じ
い

・
独
裁
者
　
自
暴
自
棄
　
核
の
夢

�

ペ
ン
ネ
ー
ム
　
ロ
シ
ア
の
夢
遊
病
者

・
次
々
と
　
上
が
る
値
段
に
　
そ
れ
頭
痛

�

ペ
ン
ネ
ー
ム
　
貧
乏
老
人
頭
痛
持
ち

さ
あ
　
ひ
ご
ろ
の
う
っ
憤
を

　
　
川
柳
を
作
り

　
晴
ら
し
て
み
て
は

　
　
　
い
か
が
で
し
ょ
う
。

響
流
川
柳
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