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高
田
教
務
所
長
　
橘
　
　
秀
憲
　

　
『
響ひ
び
き流

』
も
こ
れ
ま
で
１
５
６
号
を
発
行
し
て

き
た
わ
け
で
す
が
、
教
区
改
編
で
新
潟
県
が
１
つ

の
教
区
と
な
り
、
残
念
な
が
ら
今
号
で
一
応
一
区

切
り
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

教
区
改
編
と
い
う
こ
と
で
掲
載
内
容
も
含
め
て

再
検
討
の
上
新
し
い
新
潟
教
区
の
教
区
報
へ
と
引

き
継
が
れ
て
い
く
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

高
田
教
区
の
教
区
報
と
し
て
、
そ
の
時
々
の
熱

い
出
来
事
を
、
そ
の
時
代
の
編
集
委
員
に
よ
り
形

作
ら
れ
発
信
し
て
き
た
歴
史
は
大
変
貴
重
な
財
産

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

通
信
媒
体
も
進
化
し
て
お
り
、
発
信
方
法
も
変

わ
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
新
潟
教
区
の

様
々
な
出
来
事
・
情
報
が
教
区
内
ご
寺
院
を
は
じ

め
と
し
て
ご
門
徒
の
方
々
へ
ひ
び
き
渡
る
こ
と
を

願
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
『
響
流
』
の
作
成
に
関
わ
っ
て
来
ら

れ
た
編
集
委
員
の
皆
様
と
各
組
か
ら
の
通
信
員
の

皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

第
11
組
　
福
樂
寺
　
井
上
　
　
博
　

　

教
区
報
『
響
流
』
は
、
そ
の
名
の
通
り
教
区
内

に
ひ
び
き
渡
り
、
十
二
分
に
広
報
の
役
割
を
果
た

し
て
き
た
。
編
集
に
当
た
っ
て
は
、
原
稿
依
頼
が

大
変
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

そ
の
当
時
は
、
勿
論
白
黒
印
刷
で
あ
り
、
内
容

も
前
年
踏
襲
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が

す
る
。
し
か
し
、
４
年
前
の
第
１
４
６
号
か
ら
は

カ
ラ
ー
化
さ
れ
、
内
容
も
多
岐
に
渡
り
、
読
む
者

と
し
て
大
い
に
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

今
回
で
最
終
号
と
な
る
が
、
何
と
か
「
地
域
版
」

と
し
て
続
け
ら
れ
な
い
も
の
か
、
御
一
考
を
。

第
８
組
　
專
長
寺
　
白
鳥
　
顕
雄
　

　

私
は
、
副
編
集
長
２
期
、
編
集
長
１
期
の
９
年

間
務
め
ま
し
た
。
当
時
を
振
り
返
る
と
、
あ
る
日

編
集
委
員
会
の
案
内
が
突
然
届
き
、
な
に
も
聞
い

て
お
ら
な
い
中
出
席
す
る
と
、
新
し
い
メ
ン
バ
ー

で
の
初
回
の
会
議
で
し
た
。
会
議
の
中
、
役
員
の

選
出
と
な
り
、
大
丈
夫
だ
か
ら
と
い
う
事
で
副
編

集
長
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
思

え
ば
な
に
も
分
か
ら
な
い
中
、
よ
く
引
き
受
け
た

と
思
い
ま
す
。
９
年
間
務
め
た
こ
と
に
よ
り
、
寺

院
関
係
の
皆
さ
ん
と
の
お
付
き
合
い
が
出
来
、

色
々
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
致
し

ま
す
。
こ
れ
ま
で
『
響
流
』
編
集
に
ご
尽
力
い
た

だ
い
た
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

第
12
組
　
福
正
寺
　
矢
嶋
　
一
樹
　

　

私
は
３
期
編
集
員
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
１
期
目
は
渡
邉
編
集
長
の
下
副
編
集
長
を
、

そ
の
後
は
編
集
長
を
務
め
ま
し
た
。

　

紙
面
を
Ｂ
４
か
ら
Ａ
４
に
変
更
し
、
多
く
の
方

に
手
に
取
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
考
え
ま

し
た
。
最
初
は
自
分
た
ち
で
割
り
付
け
、
文
字
数

を
数
え
な
が
ら
の
編
集
で
し
た
が
、
デ
ジ
タ
ル
入

稿
に
か
わ
り
本
当
に
作
業
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。

　

教
区
内
の
諸
先
輩
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る

『
ひ
と
』と
寺
院
紹
介
の『
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
寺
院
』

と
い
う
コ
ー
ナ
ー
は
大
変
で
し
た
が
、
若
僧
だ
っ

た
自
分
に
は
仕
事
と
い
う
よ
り
教
区
の
こ
と
を
知

れ
て
勉
強
に
な
り
本
当
に
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　

編
集
員
諸
氏
並
び
に
教
務
所
員
各
位
の
頑
張
り

と
ご
尽
力
に
敬
意
を
表
し
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

第
１
組
　
清
雲
寺
　
渡
邉
　
順
哲
　

　

い
ま
思
い
返
せ
ば
、
た
だ
時
間
が
過
ぎ
た
だ
け

な
の
で
す
が
、
当
時
の
自
分
と
す
れ
ば
、
教
区
の

み
な
さ
ん
に
対
し
て
、
教
区
報
の
役
割
と
は
な
ん

な
の
か
、
限
ら
れ
た
紙
面
の
中
で
何
を
優
先
す
れ

ば
良
い
の
か
、
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
の
報
告
が
大
切

か
、
そ
れ
と
も
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
に
重
点
を
置

く
べ
き
か
、
新
し
い
企
画
は
な
い
か
、
継
続
で
き

る
企
画
は
な
い
か
等
々
。
自
分
な
り
に
精
一
杯
、

真
剣
に
考
え
行
動
す
る
貴
重
な
時
間
を
与
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最
終
号
に
寄
せ
て

歴
代
編
集
長
よ
り
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林
今回

第8回

大西

第7回

水嶋

第6回

豊島

つ
な
ぎ
法
話

数
珠

第5回

井上

第4回

比後

第3回

渡邉

第2回

藤島

第1回

金子最
終
回
　

最
終
回
　「
本
願
の
仏
道
」

「
本
願
の
仏
道
」第

８
組
　
圓
性
寺

第
８
組
　
圓
性
寺
　
林
　
康
一
朗
　

　
林
　
康
一
朗
　

　

皆
様
は
仏
様
と
聞
い
て
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。
一
番
多
い
の
は
ご

　

皆
様
は
仏
様
と
聞
い
て
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。
一
番
多
い
の
は
ご

自
宅
の
お
内
仏
や
お
寺
の
絵
や
木
像
と
な
ら
れ
た
阿
弥
陀
様
で
は
な
い
か

自
宅
の
お
内
仏
や
お
寺
の
絵
や
木
像
と
な
ら
れ
た
阿
弥
陀
様
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
で
は
「
仏
様
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
お
尋
ね
し
た
ら

と
思
い
ま
す
。
で
は
「
仏
様
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
お
尋
ね
し
た
ら

ど
う
で
し
ょ
う
。
一
言
で
い
え
ば
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
方
が
多

ど
う
で
し
ょ
う
。
一
言
で
い
え
ば
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
方
が
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、「
苦
し
み
は
あ
り
ま
す
か
」
と
お
尋
ね
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、「
苦
し
み
は
あ
り
ま
す
か
」
と
お
尋
ね
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
自
分
の
こ
と
で
す
か
ら
何
か
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
自
分
の
こ
と
で
す
か
ら
何
か
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
人
よ
り
悩
み
が
強
い
ら
し
い
の
で
す
。
生
活
の
中
で
色
々
と
不
安

　

私
は
人
よ
り
悩
み
が
強
い
ら
し
い
の
で
す
。
生
活
の
中
で
色
々
と
不
安

に
な
り
強
く
苦
し
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

に
な
り
強
く
苦
し
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

　

一
方
、
自
分
の
安
心
の
た
め
に
人
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
平
気
な
の
で

　

一
方
、
自
分
の
安
心
の
た
め
に
人
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
平
気
な
の
で

す
。
自
分
が
高
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
人
を
見
下
し
て
い
た
い
の
が
私
の
本

す
。
自
分
が
高
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
人
を
見
下
し
て
い
た
い
の
が
私
の
本

性
で
す
。
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
で
、
そ
れ
が
ま
た
苦
し
み
に
な
り
ま

性
で
す
。
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
で
、
そ
れ
が
ま
た
苦
し
み
に
な
り
ま

す
。
す
。

　

こ
の
苦
し
み
が
強
い
私
を
お
目
当
て
に
お
救
い
の
願
い
、
本
願
を
た
て

　

こ
の
苦
し
み
が
強
い
私
を
お
目
当
て
に
お
救
い
の
願
い
、
本
願
を
た
て

て
く
だ
さ
っ
た
の
が
仏
様
で
す
。
自
分
の
力
で
は
人
も
自
分
も
救
う
力
の

て
く
だ
さ
っ
た
の
が
仏
様
で
す
。
自
分
の
力
で
は
人
も
自
分
も
救
う
力
の

な
い
私
一
人
を
救
わ
ん
と
さ
れ
る
お
は
た
ら
き
で
す
。

な
い
私
一
人
を
救
わ
ん
と
さ
れ
る
お
は
た
ら
き
で
す
。

　
「
人
間
に
は
迷
い
し
か
な
い
」本
願
は
そ
う
い
う
私
の
本
当
の
姿
を
は
っ

　
「
人
間
に
は
迷
い
し
か
な
い
」本
願
は
そ
う
い
う
私
の
本
当
の
姿
を
は
っ

き
り
と
お
知
ら
せ
く
だ
さ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
の
自
分
で
は
と
れ
な

き
り
と
お
知
ら
せ
く
だ
さ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
の
自
分
で
は
と
れ
な

い
迷
い
を
転
じ
て
、
二
度
と
苦
し
み
に
戻
ら
な
い
楽
、
極
楽
の
生
活
を
こ

い
迷
い
を
転
じ
て
、
二
度
と
苦
し
み
に
戻
ら
な
い
楽
、
極
楽
の
生
活
を
こ

の
娑
婆
の
中
で
さ
せ
よ
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。「
さ
わ
り

の
娑
婆
の
中
で
さ
せ
よ
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。「
さ
わ
り

お
お
き
に
徳
お
お
し
」（『
真
宗
聖
典
』
４
９
３
頁
）、
と
親
鸞
聖
人
も
い

お
お
き
に
徳
お
お
し
」（『
真
宗
聖
典
』
４
９
３
頁
）、
と
親
鸞
聖
人
も
い

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

き
れ
い
な
身
に
な
っ
て
の
お
救
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
迷
い
の
私
そ
の

　

き
れ
い
な
身
に
な
っ
て
の
お
救
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
迷
い
の
私
そ
の

ま
ま
が
仏
様
の
本
願
の
お
力
で
お
救
い
に
転
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

ま
ま
が
仏
様
の
本
願
の
お
力
で
お
救
い
に
転
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

　

私
は
迷
い
の
者
で
し
か
な
い
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
無
明
だ
と
い
う
こ
と

　

私
は
迷
い
の
者
で
し
か
な
い
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
無
明
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
私
に
私
自
身
を
楽
に
す
る
力
な
ど
な
い
。
そ
れ
は
仏
様
か

で
す
。
だ
か
ら
私
に
私
自
身
を
楽
に
す
る
力
な
ど
な
い
。
そ
れ
は
仏
様
か

ら
知
ら
さ
れ
る
姿
で
す
。
自
分
の
力
で
わ
か
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ら
知
ら
さ
れ
る
姿
で
す
。
自
分
の
力
で
わ
か
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
で
わ
か
る
こ
と
は
全
て
迷
い
で
し
か
な
い
の
で
す
。

自
分
で
わ
か
る
こ
と
は
全
て
迷
い
で
し
か
な
い
の
で
す
。

　

人
間
に
は
仏
様
を
信
じ
る
心
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
自

　

人
間
に
は
仏
様
を
信
じ
る
心
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
自

分
を
た
の
ん
で
い
た
こ
と
だ
っ
た
、
全
て
の
苦
し
み
の
元
だ
っ
た
、
と
最

分
を
た
の
ん
で
い
た
こ
と
だ
っ
た
、
全
て
の
苦
し
み
の
元
だ
っ
た
、
と
最

近
知
ら
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。私
を
救
お
う
と
は
た
ら
か
れ
る
仏
様
を
、

近
知
ら
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。私
を
救
お
う
と
は
た
ら
か
れ
る
仏
様
を
、

私
が
迷
い
し
か
な
い
自
分
に
何
か
力
が
あ
る
と
思
っ
て
自
分
を
た
の
み
、

私
が
迷
い
し
か
な
い
自
分
に
何
か
力
が
あ
る
と
思
っ
て
自
分
を
た
の
み
、

邪
魔
を
し
て
い
た
の
で
す
。

邪
魔
を
し
て
い
た
の
で
す
。

　

人
間
に
は
人
も
自
分
も
救
う
力
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

　

人
間
に
は
人
も
自
分
も
救
う
力
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

知
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
る
お
救
い
で
す
。
だ
か
ら
仏
様
を
他
力
と

知
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
る
お
救
い
で
す
。
だ
か
ら
仏
様
を
他
力
と

申
し
ま
す
。
私
に
は
わ
か
ら
な
い
仏
様
が
不
思
議
に
私
を
救
う
は
た
ら
き

申
し
ま
す
。
私
に
は
わ
か
ら
な
い
仏
様
が
不
思
議
に
私
を
救
う
は
た
ら
き

と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
く

と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
く

の
が
本
願
の
仏
道
、
と
歩
ま
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

の
が
本
願
の
仏
道
、
と
歩
ま
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
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今
さ
ら
聞
け
な
い

知
り
た
い
こ
と⑨

答　

今
か
ら
八
百
五
十
年
前
、
親
鸞
聖
人
が
誕
生
さ
れ
、
過
ご

さ
れ
た
平
安
時
代
の
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
は
、
相

次
ぐ
戦
乱
や
、
飢
饉
、
疫
病
の
流
行
等
で
混
乱
し
た
時
代
で

あ
り
、
王
朝
の
衰
退
、
武
士
の
勃
興
と
い
う
時
代
の
変
わ
り

目
で
も
あ
り
ま
し
た
。『
恵
信
尼
文
書
』
第
三
通
―
四
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
　

�

又　

こ
の
く
に
ハ　

こ
そ
の
つ
く
り
も
の
こ
と
に
そ
ん

し
候
て　

あ
さ
ま
し
き
事
に
て　

　
　

�

お
ほ
か
た
の
い
の
ち
い
く
へ
し
と
お
ほ
え
す
候
中
に
と

こ
ろ
と
も
か
は
り
候
ぬ
（
原
文
の
ま
ま
）

　

※�

現
代
語
訳　
　

ま
た
、
こ
の
越
後
の
国
は
、
去
年
の
作

物
が
と
り
わ
け
不
作
で
、
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
、
滅
多

な
こ
と
で
は
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
思
え
ま

せ
ん
。
な
か
に
は
す
っ
か
り
様
子
が
か
わ
っ
た
所
も
あ

り
ま
す
。

　

一
一
九
二
年
、
鎌
倉
に
幕
府
が
開
か
れ
た
後
も
政
変
が
相

次
ぎ
人
々
は
安
寧
を
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
歳
月
が
た
つ
に
つ
れ
て
仏
法

は
廃
れ
、
こ
の
世
は
限
り
な
く
悪
化
す
る
と
い
う
末
法
思
想

の
高
ま
り
と
と
も
に
既
成
の
仏
教
に
絶
望
し
た
僧
が
教
団
を

離
れ
、
独
自
の
信
仰
を
説
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
時
代
で

も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
時
代
に
親
鸞
聖
人
や
日
蓮
上
人

が
新
し
い
宗
派
を
開
い
て
い
き
ま
す
。
南
都
北
嶺
の
既
成
宗

派
か
ら
見
れ
ば
当
時
の
新
興
宗
教
と
も
い
え
ま
す
。

　

と
り
わ
け
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
る
称
名
念
仏
こ
そ
が

往
生
極
楽
の
道
だ
と
説
く
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
は
、
い
わ

問　
本
山
で
は
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法

要
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
簡
単
に

八
百
年
と
言
い
ま
す
が
、
立
教
当
時
は

新
興
宗
教
と
し
て
、
迫
害
を
受
け
た
の

で
は
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

　
先
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
ど
う

す
る
家
康
」
で
は
、
一
向
宗
と
家
康
が

戦
う
シ
ー
ン
が
放
映
さ
れ
、
そ
の
場
面

に
Ｂ
Ｇ
Ｍ
で
流
れ
た
正
信
偈
が
信
仰
を

醸
し
出
し
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
迫
害
を
受
け
な
が
ら
も

浄
土
真
宗
は
、
何
故
、
民
衆
が
受
け
入

れ
死
守
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
民
衆
が
求
め
て
い
た
信
仰
と
は
、
何

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ば
異
端
者
と
し
て
他
宗
か
ら
強
い
反
発
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。「
興
福
寺
奏
状
」に
よ
る「
承
元
の
法
難
」（
一
二
二
七

年
）
な
ど
の
弾
圧
が
そ
れ
で
す
。
鎮
護
国
家
を
標
榜
す
る
既

成
宗
派
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
民
衆
仏
教
と
し
て
の
専
修

念
仏
の
教
え
は
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
次
第
に
裾
野
が
広

が
っ
て
い
く
の
で
す
。
学
問
や
戒
律
な
ど
の
修
行
を
必
要
と

し
な
い
専
修
念
仏
の
教
え
は
当
時
の
人
々
に
寄
り
添
う
教
え

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
迫
害
や

弾
圧
に
ひ
る
ま
ず
、
八
百
年
の
時
空
を
超
え
て
念
仏
の
教
え

は
つ
な
が
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
底
力
は
何
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
は「
勤
」、訓
読
み
で
は「
つ
と
め
る
」

「
い
そ
し
む
」
で
す
。
か
つ
て
「
家
」
を
意
識
す
る
象
徴
の

ひ
と
つ
は
お
内
仏
で
し
た
。
毎
朝
夕
、
家
族
揃
っ
て
お
内
仏

の
前
で
手
を
合
わ
せ
「
正
信
偈
」
の
お
つ
と
め
と
仏
法
聴
聞

を
生
活
の
基
本
と
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
真
宗
文
化

と
言
い
土
徳
と
も
称
さ
れ
て
き
た
「
お
つ
と
め
」
で
す
。

　

二
つ
目
は
「
聞
」
で
す
。
聞
法
と
言
い
、
聴
聞
と
言
い
、

真
宗
は
「
聞
」
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
人
生

の
意
義
に
目
覚
め
、
仏
の
説
か
れ
た
法
（
真
理
）
に
目
覚
め

る
た
め
で
す
。『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
に
は
「
た
だ

信
心
は
、き
く
に
き
わ
ま
る
こ
と
な
る
」（
第
一
〇
六
条
）「
仏

法
に
は
、世
間
の
ひ
ま
を
闕
き
て
き
く
べ
し
」（
第
一
五
五
条
）

な
ど
、
聞
法
の
大
切
さ
を
強
調
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。
真

宗
は
聞
法
道
の
伝
統
を
も
っ
た
宗
派
な
の
で
す
。

　
　
　
　
　

第
８
組　

延
壽
寺　

鷲
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世
襲
へ
の
反
発
は
主
人
公
の
人
間
存
在
の
意
味
を

考
え
直
す
願
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代

の
檀
家
制
度
は
各
宗
派
を
超
え
て
寺
院
経
営
の

安
定
を
築
き
上
げ
た
。
さ
ら
に
宗
門
に
よ
っ
て
は

寺
院
の
世
襲
が
確
立
さ
れ
る
。
一
方
、
明
治
に
入

り
仏
教
は
大
き
な
変
革
期
を
迎
え
る
。
欧
米
の

個
人
主
義
が
浸
透
、
信
仰
の
自
由
の
影
響
を
受

け
た
。宗
門
の
権
威
と
保
守
的
な
伝
統
の
固
執
は
、

多
様
化
す
る
信
仰
心
と
現
代
の
人
間
精
神
を
捉

え
る
こ
と
が
出
来
ず
寺
の
空
洞
化
が
進
ん
で
い

る
。
檀
家
制
を
引
き
継
ぐ
仏
教
は
現
代
に
お
い
て

主
体
的
な
思
想
選
択
と
相
容
れ
な
い
。
仏
教
の
檀

家
の
曖
昧
さ
を
指
摘
し
た
い
。
人
口
減
少
は
仏
教

末
寺
の
存
在
を
根
幹
か
ら
揺
る
が
す
。
墓
仕
舞
い

に
象
徴
さ
れ
る
潮
流
に
、
門
徒
各
々
の
信
仰
心
が

希
薄
化
す
る
傾
向
を
強
く
感
じ
る
。
大
正
期
の

小
説
が
描
く
「
信
心
の
破
綻
」
と
い
う
問
題
は
、

自
由
な
個
人
宗
教
の
命
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

解
決
の
道
筋
は
現
代
に
お
い
て
も
見
い
だ
せ
て
い

な
い
。
国
家
鎮
護
と
し
て
発
展
し
た
仏
教
は
、
平

安
末
期
、
既
存
仏
教
に
限
界
を
感
じ
た
法
然
・

親
鸞
が
庶
民
の
救
済
に
根
差
し
た
「
称
名
念
仏
」

を
説
い
た
。
源
平
争
乱
に
加
え
、
飢
餓
で
苦
し
む

庶
民
に
疫
病
が
蔓
延
し
た
。
全
国
各
地
の
河
原
や

道
端
に
は
屍
骸
が
転
が
る
阿
鼻
叫
喚
の
光
景
。
平

和
を
叫
ぶ
現
代
に
お
い
て
も
、
軍
事
侵
攻
を
一
方

的
に
行
う
巨
大
国
家
が
存
在
し
、
ミ
サ
イ
ル
開
発

に
拘
泥
す
る
専
制
国
家
等
、
戦
争
の
無
間
地
獄
の

恐
怖
が
高
ま
っ
て
い
る
。
弥
陀
の
本
願
は
「
た
だ

念
仏
申
す
」、
親
鸞
の
救
済
は
念
仏
に
よ
る
世
俗

を
超
え
る
道
を
明
示
す
る
。
仏
教
の
普
遍
性
は

自
由
な
信
仰
心
を
育
て
、
剰
え
宗
門
及
び
寺
院

の
閉
鎖
性
の
解
放
に
相
即
不
離
に
繋
が
る
。
昔
生

活
に
根
付
く
仏
教
が
自
由
な
宗
教
と
し
て
、
後

世
に
連
綿
と
続
く
よ
う
、
近
代
化
を
図
る
必
要
が

急
が
れ
る
。
小
説
は
解
け
な
い
問
題
に
答
え
を
教

え
る
よ
り
、
宗
門
・
寺
院
・
門
徒
が
相
互
の
信
仰

心
の
本
質
を
自
覚
す
る
「
卒
琢
同
時
」
の
思
惑
が

見
え
隠
れ
す
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

最
終
回

　

近
年
寺
院
の
活
性
化
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

活
性
化
の
阻
害
要
因
の
一
つ
に
、
徳
川
幕
府
の

政
治
に
お
い
て
仏
教
の
檀
家
制
度
と
世
襲
の
弊
害

が
横
た
わ
る
。
こ
の
根
本
問
題
を
文
学
作
品
に
昇

華
し
た
妙
々
た
る
小
説
が
あ
る
。
作
者
は
文
豪
夏

目
漱
石
の
門
下
生
で
あ
る
松
岡
譲
。
越
後
長
岡
の

雪
深
い
寺
院
で
生
ま
れ
た
作
者
は
、
自
ら
を
主
人

公
に
し
た
『
小
説
法
城
を
護
る
人
々
』
を
書
い
た
。

明
治
・
大
正
期
の
封
建
的
な
慣
習
を
引
き
ず
る

寺
院
の
裏
側
を
赤
裸
々
に
暴
き
立
て
る
。
青
年
の

宗
門
と
僧
へ
の
憎
悪
と
懐
疑
心
が
、
信
仰
の
無
垢

な
情
熱
と
交
わ
り
、
厳
格
な
父
と
の
葛
藤
と
確
執

を
通
し
描
い
て
い
る
。
父
に
逆
ら
い
僧
籍
と
宗
門

大
学
を
拒
む
主
人
公
。
敢
え
て
東
京
大
学
哲
学

科
を
選
ん
で
い
る
。
幼
少
期
か
ら
の
宗
門
へ
の
虚

仮
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
き
た
主
人
公
に
は
、
宗
門
と

寺
院
の
旧
い
因
習
の
現
実
矛
盾
が
看
過
で
き
ず
、

若
い
熱
情
と
重
な
り
懊
悩
呻
吟
を
繰
り
返
す
。
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第
１
組　
光
照
寺　
梅う

め
澤ざ

わ　
謙け

ん
吾ご　

　

３
月
、
数
年
ぶ
り
に
走
り
始
め
た
。
体
が
重
い
。
呼
吸

も
苦
し
い
。
た
っ
た
1
㎞
が
果
て
し
な
く
長
い
。
若
く
て

普
通
に
走
る
こ
と
が
で
き
た
こ
ろ
の
記
憶
だ
け
が
先
走
り

し
て
い
る
感
じ
。
４
月
、走
れ
な
い
こ
と
に
慣
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
少
し
長
い
距
離
を
少
し
だ
け
楽
に
走
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

皆
さ
ん
さ
よ
う
な
ら
。
そ
し
て
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

第
２
組　
常
圓
寺　
鈴す

ず
い井　

祐ゆ
う
き
ょ
う恭　

　

第
２
組
は
、
４
月
７
日
に
32
名
に
て
宗
祖
慶
讃
法
要
に

上
山
参
拝
し
ま
し
た
。

　

教
区
合
併
を
目
前
に
「
高
田
教
区
第
２
組
」
の
団
体
名

で
の
上
山
は
今
回
が
最
後
と
思
う
と
、
高
田
教
区
を
支
え

た
先
達
に
感
謝
の
念
を
抱
き
つ
つ
一
抹
の
寂
し
さ
も
覚
え

る
旅
立
ち
で
し
た
が
、
渡
辺
組
長
と
旅
行
会
社
ス
タ
ッ
フ

様
の
き
め
細
か
く
心
の
こ
も
る
段
取
り
と
引
率
の
も
と
、

御
門
徒
の
皆
様
と
も
た
く
さ
ん
の
会
話
や
座
談
の
機
会
を

得
て
、
あ
ら
た
め
て
ご
縁
を
結
べ
た
有
意
義
な
団
体
参
拝

と
な
り
ま
し
た
。

　

私
個
人
は
、
午
後
の
法
要
に
先
立
ち
拝
観
し
た
京
都
国

立
博
物
館
の
親
鸞
聖
人
特
別
展
に
て
、
立
教
開
宗
の
根
本

で
あ
る
国
宝
の
聖
人
直
筆
教
行
信
証
に
謁
見
し
「
教
行
信

証
を
読
ん
で
み
な
さ
い
」
と
８
０
０
年
の
時
を
超
え
聖
人

に
語
り
か
け
ら
れ
た
想
い
に
駆
ら
れ
、
こ
の
ご
縁
を
機
に

浅
学
菲
才
な
が
ら
教
行
信
証
に
聖
人
と
そ
の
教
え
を
訪
ね

て
行
き
た
い
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

　

最
後
に
響
流
通
信
員
と
し
て
今
ま
で
皆
様
よ
り
ご
高
覧

を
賜
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
高
田
の
地
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
南
無
阿
弥
陀
仏

第
３
組　
正
光
寺　
髙た

か
橋は

し　
良よ

し
暁あ

き　

　

４
月
13
、
14
日
に
高
田
別
院
の
春
の
法
要
が
あ
り
ま
し

た
。
３
年
間
に
わ
た
り
猛
威
を
ふ
る
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
も
よ
う
や
く
鎮
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
高
田

別
院
の
春
の
法
要
も
、
お
斎
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

雅
楽
も
あ
り
以
前
の
よ
う
な
華
や
か
で
荘
厳
な
法
要
に
な

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
３
組
で
は
本
山
の
慶
讃
法
要
に
、
４
月
15
日
～

17
日
と
21
日
～
23
日
の
２
班
に
分
か
れ
40
名
ほ
ど
の
方
が

参
拝
致
し
ま
し
た
。

　

人
と
会
う
、
人
と
話
す
、
人
と
集
う
と
い
う
当
た
り
前

の
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
々
。
コ
ロ
ナ
の
お
か
げ
で
、

当
た
り
前
の
有
り
難
さ
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
で
最
終
号
と
い
う
こ
と
で
、
今
ま
で
有
り
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

第
４
組　
養
性
寺　
内う

ち
山や

ま　
真ま

さ
明あ

き　

　

４
月
現
在
、
教
区
合
併
の
足
音
は
す
ぐ
そ
こ
ま
で
聞
こ

え
て
き
ま
し
た
。

　
「
私
は
通
信
員
と
し
て
何
を
お
伝
え
で
き
た
の
か
」
そ

ん
な
こ
と
を
考
え
ま
す
。

　

４
組
は
コ
ロ
ナ
禍
で
も
若
手
が
自
由
に
表
現
を
で
き
る

よ
う
に
住
職
さ
ん
達
が
後
ろ
推
し
、
指
導
を
い
た
だ
け
ま

し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
教
化
活
動
の
可
能
性
の
幅
が
広

が
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

何
が
起
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。「
今
、
何
を
や
め
る

の
か
」
で
は
な
く
「
今
、
何
が
で
き
る
の
か
」
を
大
事
に

し
て
い
き
た
い
で
す
。

第
５
組　
聽
信
寺　
居こ

多た　
　
啓さ

と
し　

　

今
年
は
暖
か
い
日
が
多
く
、
春
の
訪
れ
も
早
か
っ
た
よ

う
に
感
じ
ま
す
。
季
節
が
移
ろ
い
ゆ
く
よ
う
に
、
新
型
コ

ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
様
々
な
形
で
縮
小
さ
れ
て
き
た
組
内

寺
院
の
報
恩
講
も
、
よ
う
や
く
本
来
の
形
で
厳
修
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

御
住
職
を
始
め
、法
中
寺
院
方
と
で
喜
び
合
い
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
支
え
て
こ
ら
れ
た
御
門
徒
の
皆
さ
ん
も
、
本
当

に
喜
ば
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
、何
も
か
も
が
縮
小
さ
れ
て
き
た
中
、

行
事
に
よ
っ
て
は
や
め
て
し
ま
う
事
も
あ
る
中
、
形
は
変

わ
れ
ど
も
、
ど
の
御
寺
院
に
お
い
て
も
報
恩
講
は
勤
め
ら

れ
て
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

報
恩
講
が
そ
れ
だ
け
大
事
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
れ
を
共
に
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
有
り
難
さ
を
、

改
め
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

通
信
員
の
役
目
も
こ
れ
で
一
区
切
り
と
な
る
よ
う
で

す
。
組
の
通
信
員
と
し
て
は
相
応
し
く
な
か
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
担
当
さ
せ
て
頂
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

第
６
組　
福
成
寺　
鎮ち

ん
西ぜ

い　
広こ

う
円え

ん　

　

慶
讃
法
要
が
三
月
下
旬
よ
り
、約
一
カ
月（
讃
仰
期
間
含
）

お
勤
め
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
期
間
に
本
山
の
方
へ
団
参
等

で
伺
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
何
年
振
り
に
会
っ
た
で
あ

通
信
員
よ
り

ね
ほ
り
は
ほ
り

拝
啓
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ろ
う
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
、
約
束
を
し
て
な
く
て
も
本

山
で「
で
あ
う
」こ
と
の
大
切
さ
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

こ
れ
も
一
つ
の
よ
ろ
こ
び
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

第
７
組　
願
生
寺　
平ひ

ら
い
で出　

文ふ
み

勇お　

　

歴
史
あ
る
高
田
教
区
報
『
響
流
』
に
2
0
1
7
年
12
月

１
日
か
ら
新
体
制
、
淀
野
編
集
長
の
も
と
関
わ
ら
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
公
私
と
も
に
様
々
な
行
事
、
出
来
事
（
災
害
、

疫
病
、
戦
争
）、
出
遇
い
、
別
れ
な
ど
激
動
の
５
年
半
で

あ
り
ま
し
た
。

　

ね
ほ
り
は
ほ
り
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
ほ
ん
の
数
行
の
こ

と
が
い
つ
も
ギ
リ
ギ
リ
で
最
後
ま
で
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
し
た
。
モ
ノ
ク
ロ
か
ら
カ
ラ
ー
に
変
わ
り
、
私
が
撮
影

し
た
写
真
を
掲
載
し
て
い
た
だ
け
て
光
栄
で
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
出
現
に
よ
り
人
の
集
ま
り
が

制
限
さ
れ
、
お
寺
同
士
の
お
付
き
合
い
も
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
間
、
教
区
報
と
し
て
『
響
流
』
の
存
在
は
大

き
く
楽
し
み
に
見
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

当
た
り
前
に
感
じ
て
い
た
こ
と
が
、
有
難
い
と
知
ら
さ

れ
た
コ
ロ
ナ
禍
、
日
本
人
だ
け
で
は
な
く
世
界
中
の
人
々

が
そ
う
感
じ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
今
戦
争
を
目
の

当
た
り
に
し
て
、
人
間
と
し
て
い
き
る
と
は
？　

生
ま
れ

て
き
た
意
味
は
？　

と
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
」の
お
言
葉
を
大
切
に
、新
教
区
、

地
域
社
会
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

第
８
組　
明
岸
寺　
法ほ

う
り
ゅ
う隆　

光み
つ

昭あ
き　

　

初
回
「
法
然
上
人
門
弟
は
、
死
を
勧
め
、
命
以
上
の
尊

い
価
値
を
示
す
」
と
書
い
た
。
懐
か
し
い
。
教
務
所
の
中

川
氏
「
も
っ
と
エ
ッ
ジ
を
き
か
せ
て
よ
」「
え
？
こ
れ
以

上
？
」。
お
蔭
で
好
き
放
題
で
し
た
。

　

真
の
仏
法
は
、
役
に
立
た
な
い
。

　

仕
事
も
せ
ず
瞑
想
三
昧
。
つ
い
に
解
脱
輪
廻
。
そ
こ
に

功
徳
が
あ
る
。

　

世
間
は
役
立
た
ず
を
嫌
う
。
昨
今
、
役
に
立
つ
仏
法
が

流
行
る
。

　

そ
こ
に
徳
は
あ
る
ん
か
。

　

あ
る
禅
僧
が
獅
子
吼
「
食
え
な
ん
だ
ら
食
う
な
」。
何

と
い
う
快
い
暴
言
。

　

あ
る
真
宗
僧
「
飢
え
た
児
か
ら
食
を
奪
う
。
そ
れ
が
如

来
の
慈
悲
」。
怒
り
す
ら
覚
え
る
法
語
。
こ
れ
が
言
え
れ

ば
「
そ
の
ま
ま
の
御
助
け
」
で
あ
る
。

　

仏
法
は
無
我
。
人
間
の
仁
義
は
妄
念
。
そ
れ
で
、
吉
祥

吉
祥
、
大
吉
祥
。

　

こ
れ
に
て
漫
語
放
言
終
わ
り
ま
す
。
御
堪
忍
頂
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

第
11
組　
光
圓
寺　
竹た

け
内う

ち　
淳

じ
ゅ
ん

一い
ち　

　

例
え
ば
、
本
願
よ
り
生
ず
る
教
相
と
念
仏
信
心
が
開
発

さ
れ
ま
す
と
、
諸
観
も
転
生
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

世
界
＝
人
間
観
が
変
わ
っ
て
参
り
、
観
よ
り
は
生
ず
る
好

き
世
界
が
開
か
れ
、
同
時
に
ま
た
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
五

濁
悪
世
観
が
、
愈
々
、
す
え
通
り
た
る
濁
世
と
し
て
身
に
引

き
据
え
て
現
れ
直
し
て
参
り
ま
す
。底
下
の
凡
愚・悪
人
、と
。

　

こ
う
し
た
現
象
は
若
き
求
道
や
回
心
の
自
身
に
生
じ
た

わ
け
で
す
が
、
宗
憲
、
宗
派
諸
条
例
や
同
朋
会
運
動
等
、

各
種
生
活
運
動
等
々
に
そ
の
発
現
が
あ
り
、
な
お
片
鱗
か

も
知
れ
な
い
し
、
未
だ
そ
れ
と
し
て
自
ら
を
顕
現
し
な
い

可
能
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
実
し

て
参
る
。（
光
圓
寺
H
P
に
あ
と
二
稿
掲
載
し
ま
す
）

第
12
組　
善
立
寺　
山や

ま
越こ

し　
英ひ

で
隆た

か　

　

私
の
『
響
流
』
の
フ
ァ
イ
ル
に
は
1
9
9
7
年
３
月
31

日
発
行
の
第
79
号
か
ら
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
は
別

に
一
枚
だ
け
飛
び
抜
け
て
古
い
『
響
流
』
が
あ
り
ま
す
。

昭
和
32
（
1
9
5
7
）
年
６
月
20
日
発
行
の
『
響
流
』
の

「
号
外
」
で
す
。
内
容
は
新
興
宗
教
に
つ
い
て
の
特
集
で

す
が
、
な
か
な
か
刺
激
的
な
も
の
で
す
。

　

昭
和
32
年
は
、
す
で
に
老
人
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る

私
が
１
歳
の
年
で
す
。『
響
流
』
が
い
つ
か
ら
発
行
さ
れ

た
も
の
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
自
ら
の
老
い
に
重
ね
て
そ

の
歴
史
の
古
さ
を
感
じ
、
つ
な
い
で
こ
ら
れ
た
方
々
の
ご

苦
労
に
頭
が
下
が
り
ま
し
た
。

　
「
終
わ
り
は
終
わ
り
に
非
ず
、終
わ
り
は
始
ま
り
だ
」と
、

あ
る
師
が
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

新
た
な
歩
み
に
、
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

第
13
組　
福
淨
寺　
井い

の
上う

え　
立り

つ
英え

い　

　

今
年
は
桜
の
開
花
が
早
く
、
ゆ
っ
く
り
と
花
を
楽
し
む

間
も
な
い
ま
ま
に
散
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

本
山
で
は
慶
讃
法
要
が
始
ま
り
、
13
組
で
は
第
１
班
と

し
て
４
月
６
日
（
木
）
か
ら
７
日
（
金
）
の
一
泊
二
日
の

日
程
で
団
体
参
拝
に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
参
加
さ
れ
た

方
か
ら
行
く
前
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
や
長
距
離
の
バ

ス
移
動
等
も
あ
り
不
安
の
声
も
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、
本

山
に
着
き
阿
弥
陀
堂
で
の
参
拝
に
「
来
て
よ
か
っ
た
」「
ま

た
本
山
に
行
き
た
い
」
等
の
言
葉
を
頂
き
嬉
し
い
気
持
ち

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
度
の
法
要
を
通
し
て
改
め
て
教
え

に
出
遇
え
る
場
に
な
れ
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
通
信
員
と
し
て
の
目
線
を
も
っ
て
教
区
を
見
る

機
会
を
頂
き
、
新
た
な
発
見
や
気
づ
き
が
あ
り
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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高
田
別
院
の
前
身
で
あ
る
高
田
掛
所
は
、
本
願
寺

17
代
真
如
上
人
の
時
、
１
７
３
０
（
享
保
15
）
年
に

寺
社
奉
行
か
ら
そ
の
設
立
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
、
江
戸
幕
府
は
新
寺
建
立
停
止
の
政
策
を
遂

行
し
て
い
た
が
、
こ
の
掛
所
設
置
に
向
け
て
の
運
動

は
、
１
７
２
２
（
享
保
７
）
年
か
ら
８
年
間
に
及
び
、

多
く
の
寺
院
・
門
徒
の
嘆
願
に
よ
っ
て
設
立
の
願
い

が
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
１
７
３
１
（
享
保

16
）
年
、
掛
所
設
置
に
尽
力
し
た
真
宗
寺
良
由
は
、

幾
多
の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
、
自
坊
で
あ
る
真
宗
寺

の
借
地
に
仮
御
堂
を
建
て
、
新
井
掛
所
の
通
所
（
休

息
宿
泊
所
）
で
あ
っ
た
稲
田
通
所
（
現
在
の
稲
田
支

院
の
前
身
）
を
こ
こ
に
移
し
た
。
１
７
３
３
（
享
保

18
）
年
７
月
、
こ
の
通
所
が
東
本
願
寺
高
田
掛
所
と

な
っ
た
。
頸
城
地
方
開
墾
の
祖
小
栗
美
作
の
屋
敷
跡

で
あ
り
、
時
の
高
田
城
主
榊
原
政
永
か
ら
１
７
５
４

（
宝
暦
４
）
年
に
寄
進
さ
れ
た
、
５
３
０
０
坪
余
を

境
内
地
と
し
て
い
る
。

　

掛
所
設
置
の
許
可
の
後
、
御
堂
の
建
立
は

１
７
３
１
（
享
保
16
）
年
９
月
か
ら
始
め
ら
れ
、

１
７
３
７
（
元
文
２
）
年
に
東
西
十
四
間
半
、
南
北

十
五
間
の
本
堂
や
御
食
堂
、
総
門
、
鐘
楼
、
宝
蔵
、

庫
裡
、
総
会
所
、
茶
所
、
詰
所
を
備
え
た
伽
藍
が
完

成
す
る
。
そ
の
後
、
四
度
の
火
災
の
た
び
に
再
建
が

な
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

最
後
に

　
『
別
院
探
訪
』
発
行
の
当
時
、
宗
務
総
長
で
あ
っ

た
安
原
晃
氏
の
「『
別
院
探
訪
』
刊
行
に
あ
た
っ
て
」

の
文
章
を
一
部
抜
粋
紹
介
し
て
締
め
く
く
り
ま
す
。

前
号
に
引
き
続
き
、
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

高
田
別
院

真
宗
大
谷
派
高
田
教
区 

寺
院
探
訪
⑥

編
集
長

紹
介

が

本堂
1951（昭和26）年に焼失後、鉄筋コンクリート、インド風の耐火建築として1959（昭和34）年
に再建。その後、2004（平成16）年に大改修が行われ、落慶法要・蓮如上人五百回御遠忌法要
がつとめられた。

鐘楼
1838（天保９）年に建立。梵鐘は1783（天明３）年に宮
崎勘助氏の寄進による480貫の大鐘。先の大戦で供出
したが、戦後埼玉県にて発見され、再びこの地に返る。
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―
こ
の
よ
う
に
、
私
自
身
が
深
い
ご
縁
を
感
ず
る

新
潟
県
の
別
院
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
大
切
で

示
唆
に
富
ん
だ
歴
史
と
、
地
域
の
中
心
的
な
「
念
仏

の
道
場
」
と
い
う
、
別
院
存
立
の
本
義
が
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

真
宗
大
谷
派
に
は
、
日
本
全
国
に
51
、
海
外
開
教

区
に
３
つ
の
別
院
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自

の
、そ
し
て
大
変
に
興
味
深
い
沿
革
を
有
し
て
お
り
、

い
ず
れ
も
地
域
に
お
け
る
真
宗
門
徒
の
歴
史
的
事
実

が
あ
り
、
佛
法
興
隆
の
中
心
的
存
在
た
れ
と
い
う
使

命
が
通
底
し
て
い
ま
す
。
別
院
の
設
立
と
変
遷
の
歴

史
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
地
域
の
お
同
行
の
信
仰
の
歩

み
、
宗
祖
の
み
教
え
に
聞
か
ん
と
す
る
人
び
と
の
躍

動
の
し
る
し
な
の
で
し
ょ
う
。

　

―
こ
れ
ら
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、
私
た
ち
の
教

団
を
支
え
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
先
達
の
願
い
と
、
今

日
の
私
た
ち
の
な
す
べ
き
こ
と
が
、
見
え
て
く
る
と

思
い
ま
す
。
別
院
の
「
こ
れ
か
ら
」
は
、
ま
さ
に
今
、

教
団
に
ご
縁
を
い
た
だ
く
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
か

か
っ
て
い
る
と
も
う
し
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

上
信
越
自
動
車
道

上
信
越
自
動
車
道

上越高田 IC

稲田支院 光明寺

南高田駅

高田別院

妙
高
は
ね
う
ま
ラ
イ
ン

関 

川

山
麓
線

上
越
大
通
り

寺
町
通
り

高田城址公園

真宗寺
高田駅

高田別院

高田教区
〒943-0892
新潟県上越市寺町2-24-4
Tel.025-523-2465
えちごトキめき鉄道「高田駅」
下車徒歩15分

山門
1803（享和３）年に焼失後、1827（文政10）年に総欅の単層入母屋造で再建。2018（平成30）年大改修が行われ、
落慶法要・高田教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要がつとめられた。
棟梁竹澤志摩則行の手による中国の故事や十二支彫刻は細部にわたって見事にあしらわれ往時の隆盛を偲ばせ、
文化的歴史的に高く評価されている。
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よ
き
出で

会あ

い
を

　
響

き
ょ
う

流り
ゅ
う

寺じ

の
あ
る
高た

か
田だ

教き
ょ
う

区く

は
、
2
0
2
3
年ね

ん
７
月が

つ
か
ら
、
お
隣と

な
りの

三さ
ん

条じ
ょ
う

教き
ょ
う

区く

と
一い

っ
緒し

ょ
に
な
り
、
新あ

ら
た
に
『
新に

い
潟が

た

教き
ょ
う

区く

』
に
な
り
ま
す
。「
教

き
ょ
う

区く

改か
い

編へ
ん

」
と
い
う
ん
だ
。
ど
ん
な
風ふ

う
に
変か

わ
る
の
だ
ろ
う
と
、
ド
キ
ド
キ

し
て
い
る
人ひ

と
、
楽た

の
し
み
に
し
て
い
る
人ひ

と
、
な
ど
様さ

ま
々ざ

ま
な
気き

持も

ち
で
７
月が

つ
を

迎む
か

え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思お

も
い
ま
す
。

　
み
ん
な
の
生せ

い
活か

つ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
春は

る
に
な
り
、
お
引ひ

っ
越こ

し
や
転て

ん
校こ

う
を
し

た
人ひ

と
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。
新あ

た
らし

い
学が

っ
校こ

う
や
ク
ラ
ス
、
部ぶ

活か
つ

動ど
う

、
先せ

ん

輩ぱ
い

や
先せ

ん
生せ

い
…
そ
れ
ぞ
れ
に
新あ

た
らし

い
環か

ん
境き

ょ
うで

の
生せ

い
活か

つ
が
始は

じ
ま
っ
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

　
「
そ
の
時と

き

の
出で

会あ

い
が　
人じ

ん

生せ
い

を
根こ

ん

底て
い

か
ら
変か

え
る
こ
と
が
あ
る　
よ

き
出で

会あ

い
を
」
相あ

い
田だ

み
つ
を
さ
ん
の
詩し

で
す
。
人
と
の
出で

会あ

い
、
言こ

と
ば葉

と

の
出で

会あ

い
、
自し

然ぜ
ん
や
生い

き
物も

の
と
の
出で

会あ

い
、
教お

し
え
と
の
出で

会あ

い
…
生い

き
て

い
る
と
毎ま

い
日に

ち
い
ろ
い
ろ
な
出で

会あ

い
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
た
く
さ
ん
の
出で

会あ

い
の
中な

か
で
、
自じ

分ぶ
ん

の
考か

ん
がえ

方か
た

が
ガ
ラ
リ
と
変か

わ
っ
た
り
、
生

し
ょ
う

涯が
い

忘わ
す

れ
ら

れ
な
い
出で

来き

事ご
と
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時と

き
に
は
、
気き

に
も
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
後あ

と
か
ら
自じ

分ぶ
ん

に
大お

お
き
く
影え

い
響き

ょ
うを

与あ
た

え
る

こ
と
も
。

　
そ
う
い
う
出で

会あ

い
の
不ふ

思し

議ぎ

さ
を
、
仏ぶ

っ
教き

ょ
うで
は
「
縁え

ん
」
と
呼よ

ん
で
い
ま

す
。
縁え

ん
が
あ
る
か
ら
出で

会あ

い
が
あ
る
の
で
す
ね
。

　
私わ

た
し（
テ
ラ
ス
）
は
、
こ
の
『
コ
コ
ロ
テ
ラ
ス
』
で
皆み

な
さ
ん
と
出で

会あ

い
ま

し
た
。
新に

い
潟が

た

教き
ょ
う
区く

に
な
る
と
、ま
た
新あ

ら
た
な
出で

会あ

い
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
皆み

な

さ
ん
も
、
た
く
さ
ん
の
出で

会あ

い
を
繰く

り
返か

え

し
、
味あ

じ

わ
い
な
が
ら
、

毎ま
い
日に

ち
を
過す

ご
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
高た

か
田だ

教き
ょ
う
区く　
響

き
ょ
う

流り
ゅ
う
寺じ　
テ
ラ
ス

⑨

コ
コ
ロ
テ
ラ
ス

　
境け
い

内だ
い

白し
ら
す洲
に
は
、
全ぜ
ん

国こ
く

か
ら
集あ
つ

ま
っ
た
ス

タ
ッ
フ
が
趣し
ゅ

向こ
う

を
凝こ

ら
し
た
遊あ
そ

び
や
イ
ベ
ン

ト
の
ブ
ー
ス
が
設も
う
け
ら
れ
ま
し
た
。
高た
か
田だ

教
き
ょ
う

区く

は
、
安や
す
塚づ
か
区く

小こ

黒ぐ
ろ
の
專せ
ん

敬き
ょ
う
寺じ

境け
い
内だ
い
の
雪ゆ
き
を

京き
ょ
う

都と

へ
！
冷つ
め

た
い
雪ゆ
き

の
中な
か

に
手て

を
入い

れ
て
カ

プ
セ
ル
を
探さ
が

し
出だ

す
「
雪せ
っ

中ち
ゅ
うた

か
ら
さ
が
し
」

が
子こ

ど
も
た
ち
に
大だ
い
人に
ん
気き

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

～
で
あ
う
　
つ
な
が
る
　
と
も
に
あ
る
～

2
0
2
3
年
５
月
５
日
（
金
・
祝
）

　
　
子
ど
も
の
つ
ど
い
in
東
本
願
寺

イ
ン

ひ
が
し
ほ
ん
が
ん
じ

こ

宗し
ゅ
う
そ祖

親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
御ご

た
ん
じ
ょ
う

誕
生
八は

っ
ぴ
ゃ
く
ご
じ
ゅ
う
ね
ん

百
五
十
年
・

　
　
　
　
　
　
　
　
立

り
っ
き
ょ
う
か
い
し
ゅ
う
は
っ
ぴ
ゃ
く
ね
ん

教
開
宗
八
百
年
慶き

ょ
う
さ
ん
じ
ぎ
ょ
う

讃
事
業
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詳細はInstagramでも
情報発信しています

サウナテントサウナテント

中央ステージ中央ステージ

50周年記念
　　マルシェ
50周年記念
　　マルシェ

50周年記念展示（施設内）50周年記念展示（施設内）
言の葉の木

写真展示
50年の記録

シアタールーム
お昼のおつとめ

PLOWさんによる
実演・展示販売

スタンプラリー
写真展示
50年の記録

※詳細は下記の
タイムスケジュールで

飲食
雑貨
ワークショップ

三角ちまき
スキー汁

キッチンカーキッチンカー

ふるまいふるまい

キッズベルテントキッズベルテント
てつなぎフラッグ
ガーランド装飾

50周年記念展示（屋外）50周年記念展示（屋外）

源泉掛け流し温泉源泉掛け流し温泉

【50周年記念マルシェ】【50周年記念マルシェ】【LIVE】【LIVE】
ステージイベントステージイベント マルシェ出店店舗マルシェ出店店舗 10:00̃16:0010:00̃16:00

もちや菓子舗（お菓子）
大阪教区児童連盟（たこ焼き）
トラットリア・ラ・ペントラッチャ（ピザ）
Terra（クラフトビール）
お米カフェ結ーmusubiー（米粉オムレット）
杉野沢実行委員会（軽食、ソフトドリンク）
MYOKO coffee（コーヒー）
小麦の奴隷（パン）

もちや菓子舗（お菓子）
大阪教区児童連盟（たこ焼き）
トラットリア・ラ・ペントラッチャ（ピザ）
Terra（クラフトビール）
お米カフェ結ーmusubiー（米粉オムレット）
杉野沢実行委員会（軽食、ソフトドリンク）
MYOKO coffee（コーヒー）
小麦の奴隷（パン）

【飲食ブース】【飲食ブース】

高田教区仏教青年会連盟（こども縁日）
三条教区仏教青年会（煩悩射的、顔はめパネル）
大谷スカウト（ロープワーク）
slowpace（竹灯篭販売とワークショップ）
念珠ワークショップ
with made（似顔絵とオリジナルマグカップ）

高田教区仏教青年会連盟（こども縁日）
三条教区仏教青年会（煩悩射的、顔はめパネル）
大谷スカウト（ロープワーク）
slowpace（竹灯篭販売とワークショップ）
念珠ワークショップ
with made（似顔絵とオリジナルマグカップ）

【遊びとワークショップブース】【遊びとワークショップブース】

10:0010:00 開場・オープニング開場・オープニング

:30:30 ＜漫才法話＞ えしんりょう①＜漫才法話＞ えしんりょう①

11 :0011 :00 ＜ライブ＞マリキータ with ariko＜ライブ＞マリキータ with ariko

13:0013:00 ＜漫才法話＞ えしんりょう②＜漫才法話＞ えしんりょう②

:30:30 トークタイムトークタイム

14:0014:00 ＜ライブ＞NIGA Duo Flumen＜ライブ＞NIGA Duo Flumen

15:0015:00 ゆるキャラと写真をとろう！ゆるキャラと写真をとろう！

16:0016:00 エンディング・閉場エンディング・閉場

東本願寺出版（書籍）
おおすぎのさと（ポン菓子実演、雑貨）
やまびこ（雑貨）
和（なごみ）（帽子、衣類、布小物）
handmade ゆりかご（アクセサリー）
石ころアート～アトリエMakiko～
　　　　　　　　（アクセサリー）

東本願寺出版（書籍）
おおすぎのさと（ポン菓子実演、雑貨）
やまびこ（雑貨）
和（なごみ）（帽子、衣類、布小物）
handmade ゆりかご（アクセサリー）
石ころアート～アトリエMakiko～
　　　　　　　　（アクセサリー）

【雑貨ブース】【雑貨ブース】

お問合せは高田教務所 Tel 025-524-3913までお問合せは高田教務所 Tel 025-524-3913まで
＜主催：東本願寺池の平青少幼年センター 50周年記念事業実行委員会＞＜主催：東本願寺池の平青少幼年センター 50周年記念事業実行委員会＞【慶讃テーマ】

上越初のフォルクローレバンドとして10年
前に結成したマリキータです。昨年オーレ
ンホールでの10周年コンサートでは大勢
のお客様からエールを頂きました。可愛く
羽ばたくマリキータ(てんとう虫)の演奏を
お楽しみ下さい。

愛知県一宮市「養蓮寺」住職の中村 亮（なかむら りょう）と、名古屋市
「隨縁寺」住職の土井 恵信（どい えしん）による説法漫才コンビ。

2015年3月結成。楽しい法話、何よりも楽しむ法話を目指して頑張っ
ていきます！漫才、歌、法話が基本のスタイルです。

Risa(マリンバ)と山下正樹(ジェンベ)のユニット。クラシックとアフリ
カンを融合させ、独自の世界観を音楽で表現。NIGAは2018年6月に
オーストラリアで結成され、現在九州から北海道まで日本全国の寺
院を中心にパフォーマンスを展開している。

マリキータ with ariko

坊さん漫才『えしんりょう』

NIGA Duo Flumen 

池の平青少幼年センター 50周年記念イベント池の平青少幼年センター 50周年記念イベント
いけ　　　 たいら せい しょう よう  ねんいけ　　　 たいら せい しょう よう  ねん

しゅう　　ね ん　　  き　　　ね んしゅう　　ね ん　　  き　　　ね ん

10:00̃16:0010:00̃16:00
2023 6.25 SUN.
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７月からの新潟教区では…
　教化の願いを「一カ寺に聞法の場を開く」「組を共同教化の基軸とする」「教区は聞法の
場を開く人の育成を担い、現場の声を聞き、必要な支援を実施する」とし、３年度間はこ
れまでの事業を引き継ぎ、必要であれば実行委員会を設置して取り組んでいきます。

新潟教区同朋社会協議会

教化委員長

本部長・副本部長

本 部 会

教学儀式部 同朋社会部 伝道広報室未来構想部 共同教化部

差別問題
専門部会 専門部会

男女平等参画推進 靖国問題
専門部会

教区－組
教化連絡会

２７ヵ組

高田教区教化委員会

新潟教区教化委員会

教化委員長

本部長・副本部長

本　部　会
調整会・出版検討会

教学儀式部 共同教化部 伝道広報部社会教化部 青少幼年部

解放推進委員会 靖国問題研究班男女平等参画を考える会
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教区諸施設・別院 住所 

新潟教務所 三条市本町２丁目１－５７ 

高田教務支所（教務事務所） 上越市寺町２丁目２４番４号  

三条別院 三条市本町２丁目１－５７ 

高田別院 上越市寺町２丁目２４番４号  

新井別院 妙高市下町５番３号 

池の平青少幼年センター 妙高市大字関川２２８３ 

 

第第 2222組組  

＊＊新新潟潟教教務務所所  

＊＊三三条条別別院院  

＊＊高田

教務支所（高田

教務事務所

）

  

  

＊＊高高田田別別院院  

＊＊東東本本願願寺寺  

池池のの平平青青少少幼幼年年セセンンタターー  

＊＊新新井井別別院院  

三三条条  

見見

  

附附  

加加茂茂  

田田上上  

五五 泉泉

  
 田田上上  

阿阿賀賀野野  

新新発発田田  

胎胎内内  

村村上上  

関関川川  

阿阿賀賀  

  

聖聖籠籠  

東東区区  
中中央央区区  

江江南南区区  

秋秋葉葉区区  

  

南南  区区  

  

西西   区区  

西西蒲蒲区区  

  

燕燕  

第第 2233組組  
第第 2200組組  

第第 1199組組  

第第 1188組組  
第第 1177組組  

第第 1166組組  

第第 2211組組  

第第 1155組組  

第第 1144組組  

中中越越 1122組組  

中中越越 1111組組  

中中越越 1133組組  

第第 2244組組  

第第 1100組組  

第第 88組組  

第第 77組組  

第第 33組組  

第第 22組組  

第第 11組組  

第第 66組組  

第第 55組組  

第第 44組組  

高高田田 1111組組  

高高田田 1122組組  

高高田田 1133組組  

佐佐渡渡組組  

弥弥彦彦  

長長   岡岡  

小小
千千
谷谷  

佐佐渡渡  

魚魚沼沼  

南南魚魚沼沼  

十十日日町町  

出出雲雲崎崎  

刈刈羽羽  

柏柏崎崎  

湯湯沢沢  

津津南南  

妙妙高高  

糸糸魚魚川川  

上上越越  

北北  

区区  

粟粟島島浦浦  

長長
岡岡  

 

 

教区諸施設・別院
新潟教務所

三条市本町２丁目１－５７

高田教務事務所（教務支所）
上越市寺町２丁目２４－４

三条別院
三条市本町２丁目１－５７

高田別院
上越市寺町２丁目２４－４

新井別院
妙高市下町５－３

池の平青少幼年センター
妙高市大字関川２２８３

組　名 寺院数 地　域
第１組 20 糸魚川市
第２組 16 糸魚川市
第３組 13 糸魚川市・上越市
第４組 11 上越市
第５組 15 上越市
第６組 50 上越市
第７組 52 上越市・妙高市
第８組 33 上越市
高田11組 26 上越市・十日町市
高田12組 20 上越市
高田13組 36 上越市
第10組 37 柏崎市・長岡市・刈羽郡
中越11組 39 長岡市・三島郡
中越12組 17 小千谷市・長岡市
中越13組 19 長岡市

組　名 寺院数 地　域
第14組 28 長岡市・見附市
第15組 42 加茂市・三条市・燕市・長岡市・見附市・南蒲原郡
第16組 22 燕市・新潟市（西蒲区）・西蒲原郡
第17組 26 新潟市（西区西蒲区）
第18組 31 加茂市・燕市・新潟市（西区西蒲区南区）
第19組 31 五泉市・新潟市（秋葉区南区）
第20組 43 新潟市（江南区中央区東区）
第21組 19 新潟市（中央区）
第22組 28 新発田市・胎内市・村上市・新潟市（北区）・北蒲原郡
第23組 40 阿賀野市・新発田市・新潟市（北区）
第24組 7 魚沼市・十日町市・南魚沼市
佐渡組 32 佐渡市

合計 753 ※�新潟県内で真宗大谷派寺院が所在しない市区町村は、
関川村・阿賀町・湯沢町・津南町・粟島浦村。

　

新
教
区
発
足
後
、「
高
田
教
務
所
」
は
「
高
田
教
務
事
務

所
（
高
田
教
務
支
所
）」
と
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
伴
い
、事
務
の
取
扱
い
が
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、事
務
取
扱
い
に
つ
い
て
は
別
途「
事
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

を
全
寺
院
に
発
送
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

〈基本的な事務の流れ〉
●礼金を伴う事務の流れ

●礼金を伴わない事務の流れ

【備考】
・�高田教務事務所では、入金を伴う事務の受付はできませんが、各種申請用紙のお渡しや事務
手続きに伴う相談・確認は対応可能です。

・��入金については、直接教務所へお納めいただく他、各金融機関による振込も対応しております。
振込の際は、教務所へご連絡くださいますようお願いします。

【備考】
・�礼金が発生しない事務については、新潟教務所・高田教務事務所のどちらでも受付可能です。

本
　
山

申請及び入金

経由
披露状等を送付

新
潟
教
務
所

寺
　
院

本
　
山

申請
経由

新
潟
教
務
所

経由

申請

高
田
教
務
事
務
所

寺
　
院
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高田教区 検索高田教区ホームページ

法界寺

専修寺

五村別院

　
高
田
教
区
第
12
組
で
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生

８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
に
は
４
月

３
日
〜
４
日
、
４
月
14
日
〜
16
日
で
参
拝
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。こ
れ
を
機
会
に
普
段
な
か
な
か
行
け
な
い（
行

か
な
い
）
真
宗
縁
の
寺
院
に
参
拝
し
て
ま
い
り
ま
し
た

の
で
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

法
界
寺
： 

親
鸞
聖
人
の
日
野
家
の
菩
提
寺

　

宇
治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
仏
と
同
時
代
の
阿

弥
陀
如
来
坐
像
で
普
段
開
帳
さ
れ
な
い
国
宝
で
す
（
阿

弥
陀
堂
も
国
宝
）。
ま
た
、
日
野
家
歴
代
の
五
輪
の
塔

が
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
聞
い

て
い
る
人
は
こ
の
お
寺
に
足
を
運
ぶ
べ
き
で
す
。
と
こ

ろ
が
法
界
寺
に
は
私
た
ち
以
外
の
参
詣
客
は
い
ま
せ
ん

専
修
寺
： （
三
重
県
津
市
一
身
田
）
真
宗
高
田
派
の
本
山

　

元
は
栃
木
県
真
岡
市
に
あ
っ
た
寺
院
で
、
親
鸞
聖
人

の
弟
子
の
系
統
で
す
。
本
願
寺
三
代
の
覚
如
上
人
が
最

初
望
ん
だ
寺
号
で
も
あ
り
ま
す
（
本
願
寺
は
専
修
寺
を

高
田
教
区
第
12
組
参
拝
記

真
宗
縁
の
寺
院
紹
介

第
12
組
　
福
正
寺
住
職
　
矢
嶋
　
一
樹

最
初
で
最
後
の
投
稿
い
た
だ
き
ま
し
た

で
し
た
。
境
内
を
取
り
巻
く
壁
が
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
壊
れ
て
い
て
経
営
は
苦
し
い

の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
一
方
、
法
界
寺

か
ら
徒
歩
１
分
の
と
こ
ろ
に
親
鸞
聖
人

誕
生
の
比
定
地
と
し
て
江
戸
時
代
に
お

西
さ
ん
が
「
誕
生
院
」
な
る
寺
院
を
建

立
し
て
い
ま
す
が
、
そ
ち
ら
は
大
型
バ

ス
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
出
入
り
し
て
盛

況
で
し
た
。
誕
生
院
だ
け
で
親
鸞
聖
人

縁
の
法
界
寺
を
訪
れ
な
い
の
は
片
参
り

で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

名
乗
れ
な
か
っ
た
）。
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
ど

う
す
る
家
康
」
で
三
河
一

向
一
揆
が
描
か
れ
て
い
ま

し
た
が
、
松
平
元
康
を
裏

で
支
え
て
い
た
の
が
高
田

派
で
す
。
八
代
蓮
如
上
人

の
と
き
、
当
時
最
大
勢
力

で
あ
っ
た
仏
光
寺
の
法
主

自
ら
蓮
如
上
人
の
弟
子
と

し
て
合
流
し
た
為
、
本
願

寺
は
今
の
全
国
規
模
の
大

教
団
に
な
り
ま
し
た
。
加

賀
や
越
前
で
も
一
向
一
揆
の
敵
対
勢
力
に
加
勢
し
て
い

た
の
が
高
田
派
で
し
た
。
別
の
機
会
に
真
宗
木
辺
派
本

山
錦
織
寺
（
滋
賀
県
）
に
参
拝
し
た
際
、

蓮
如
上
人
ご
下
向
道
中
通
り
か
か
る
と
山

門
を
閉
め
て
「
憎
っ
く
き
蓮
如
め
っ
！
」

と
言
っ
て
い
た
と
の
こ
と
。
先
代
の
門
首

さ
ん
は
お
西
か
ら
の
ご
養
子
で
す
の
で
今

は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
そ
う
で
す
。

五
村
別
院
： 
東
本
願
寺
初
代
教
如
上
人
建
立

　

教
如
上
人
が
京
都
に
戻
れ
な
か
っ
た
時

の
本
拠
地
と
し
て
考
え
て
い
た
寺
院
で
あ

り
正
式
名
称
は
「
東
本
願
寺
別
院
」
だ
そ

う
で
す
。
普
段
ご
門
徒
に
お
取
り
持
ち
い

た
だ
い
て
い
る
の
で
、
仏
具

に
触
ら
な
け
れ
ば
内
陣
に

入
っ
て
も
構
わ
な
い
と
言
わ

れ
て
驚
き
ま
し
た
。

成
信
坊
（
愛
知
県
津
島
市
）

　
「
津
島
御
坊
」
と
名
乗
り

を
許
さ
れ
た
寺
院
で
石
山
合

戦
と
並
行
し
て
織
田
信
長
と

争
っ
て
い
た
長
島
一
向
一
揆

関
連
の
事
象
で
血
気
盛
ん
に

突
出
し
た
教
如
上
人
を
こ
の
寺
の
住
職
が
身
代
わ
り
に

な
っ
て
救
っ
た
（
つ
ま
り
住
職
は
死
亡
）
と
い
う
寺
院

で
す
。

光
顕
寺
（
岐
阜
県
安
八
町
）

　

教
如
上
人
が
石
田
三
成
の
軍
勢
に
墨
俣
（
岐
阜
県
）

で
追
わ
れ
逃
げ
込
ん
だ
寺
で
須
弥
壇
の
中
に
隠
れ
、「
も

は
や
こ
れ
ま
で
」
と
辞
世
の
句
を
残
し
た
と
い
う
寺
院

で
す
。
結
局
近
隣
の
僧
俗
合
わ
せ
て
八
十
名
ほ
ど
が
鍬

や
鋤
、
鎌
を
振
り
回
し
教
如
上
人
を
京
都
ま
で
送
り
届

け
、
後
に
感
状
と
直
参
土
手
組
（
じ
き
さ
ん
ど
ろ
て
ぐ

み
）
の
名
を
与
え
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
旅
で
、
本
願
寺
の
歴
史
で
も
知
っ
て
い
る
こ

と
と
知
ら
な
い
こ
と
、
見
え
て
い
る
こ
と
と
見
え
て
い

な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
も
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
京
都

に
行
か
れ
た
ら
是
非
と
も
「
五
村
別
院
」
と
「
法
界
寺
」

だ
け
で
も
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。
さ
ら
に
寄
進
を
い

た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
甚
の
至
り
に
存
じ
ま
す
。
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長
年
に
わ
た
り
発
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た
高
田
教
区
報

『
響
流
』
の
最
終
号
を
お
届
け
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
発
行
さ
れ
て
き
た
『
響
流
』
を
拝
見
し
ま
す
と
、

多
く
の
方
々
の
ご
支
援
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と

を
改
め
て
実
感
い
た
し
ま
す
。
私
自
身
も
、
最
後
の
編
集

委
員
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
充
実
し
た
経
験
を

積
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
は
、
こ
の
経
験
を
新
潟

教
区
で
の
活
動
に
も
活
か
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

（
上
宮
）

　

子
育
て
に
奮
闘
す
る
母
ち
ゃ
ん
目
線
で
お
子
さ
ん
向
け

の
ペ
ー
ジ
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
高
田
教
区

の
ど
こ
か
に
ひ
っ
そ
り
と
住
ま
う
〝
響
流
寺
の
テ
ラ
ス
さ

ん
〟
か
ら
の
言
葉
が
、
ど
な
た
か
の
コ
コ
ロ
を
テ
ラ
ス
こ

と
が
で
き
た
の
で
し
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

　

伝
道
広
報
部
員
と
い
う
重
責
の
不
安
と
緊
張
は
、
読
者

の
皆
様
か
ら
の
励
ま
し
の
お
陰
で
い
つ
し
か
楽
し
み
に
変

わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

紙
面
作
り
へ
の
ご
協
力
、
ご
愛
読
に
深
く
感
謝
い
た
し

ま
す
。�

（
浅
山
）

　

新
教
区
の
発
足
に
伴
い
、
今
号
、
第
１
５
７
号
を
も
っ

て
終
刊
と
な
り
ま
す
『
響
流
』。

　

創
刊
時
よ
り
、
本
紙
に
携
わ
れ
た
多
く
の
方
々
、
並
び

に
お
読
み
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
紙
も
、
そ
の
時
々
の
編
集
員
方
の
ご
尽
力
に
よ
り
数

十
年
に
渡
り
続
刊
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
今
回
最
後
の

編
集
員
の
一
人
と
な
り
ま
し
た
こ
と
を
光
栄
に
思
い
ま
す
。

　

今
後
、
新
た
に
刊
行
さ
れ
る
教
区
報
が
よ
り
親
し
み
の

あ
る
誌
面
と
な
る
こ
と
を
期
待
い
た
し
ま
す
。�

（
松
野
）

　
『
響
流
』
の
編
集
に
携
わ
り
足
掛
け
七
年
が
過
ぎ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
本
号
で
長
い
歴
史
に
幕
を
閉
じ
ま
す
。
広

報
誌
を
読
ん
で
ど
の
よ
う
に
感
じ
受
け
止
め
ら
れ
た
か
は

ご
寺
院
方
及
び
門
徒
・
信
徒
の
方
々
の
評
価
に
お
任
せ
し

ま
す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
皆
様
に
親
し
ま
れ
て
い
た
か
と
い

う
命
題
に
は
、
正
直
、
素
朴
な
疑
問
が
残
り
ま
す
。
聖
人

は
深
山
幽
谷
の
九
十
九
折
の
道
を
一
条
の
木
漏
れ
日
を
頼

り
に
修
行
を
続
け
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
新
教
区
誕
生
に
よ

り
真
宗
の
信
仰
が
愈
々
深
ま
る
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。�
（
清
澤
）

思
え
ば
遠
く
へ
来
た
も
ん
だ　

入
寺
し
て
15
年

思
え
ば
遠
く
へ
来
た
も
ん
だ　

結
婚
続
い
て
15
年

思
え
ば
遠
く
へ
来
た
も
ん
だ　

　
　
　

今
で
は
女
房
、
三
人
子
ど
も
も
ち

思
え
ば
遠
く
へ
来
た
も
ん
だ　

　
　
　

編
集
員
、
編
集
長
、
部
長
で
15
年

思
え
ば
遠
く
へ
来
た
も
ん
だ

　
　
　

入
寺
か
ら
ず
っ
と
『
響
流
』『
響
流
』『
響
流
』

思
え
ば
遠
く
へ
来
た
も
ん
だ

　
　
　

さ
よ
う
な
ら
高
田
教
区　

あ
り
が
と
う
高
田
教
区

思
え
ば
遠
く
へ
来
た
も
ん
だ

　
　
　
　

こ
の
先
ど
こ
ま
で
行
く
の
や
ら
。

　
　
　
　
　
　

い
や
い
や
、『
響
流
』
は
も
う
充
分
で
す
。

　

ふ
つ
う
の
男
の
子
に
戻
れ
ま
す
。�

（
淀
野
）

　

こ
の
伝
道
広
報
部
門
に
お
声
が
け
い
た
だ
い
た
の
は
、
私

が
尾
神
嶽
山
腹
に
鎮
座
し
て
い
る
報
盡
為
期
碑
を
記
録
・

紹
介
す
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
報
盡
為
期
碑
物
語
』
を
作
成
し
た
こ

と
に
起
因
し
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
、
安
塚
区
小
黒
の
專
敬

寺
住
職
岩
崎
英
宣
師
は
、
大
正
期
ま
で
国
土
地
理
院
地
図

に
は
石
碑
の
マ
ー
ク
が
あ
っ
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
消
え
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
何
と
か
復
活
し
た
い
と
、
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
ご
覧
い
た
だ
い
た
、
元
国
土
地
理
院
職
員

だ
っ
た
広
島
県
在
住
の
西
田
文
雄
氏
の
働
き
が
け
で
、
昨

年
2
月
『
自
然
災
害
伝
承
碑
』
と
し
て
、
国
土
地
理
院
の

地
図
に
報
尽
碑
が
復
活
し
た
の
で
す
。

　

�

自
然
災
害
伝
承
碑
の
地
図
記
号

　

私
が
担
当
し
た
の
は
、『
今
さ
ら
聞
け
な
い
知
り
た
い
こ

と
』
で
し
た
。
前
号
で
は
、
教
区
改
編
に
つ
い
て
教
務
所
長

に
対
談
形
式
で
、
取
材
し
ま
し
た
。
教
務
所
長
と
門
徒
の

対
談
は
滅
多
に
な
い
機
会
な
の
で
、
遠
慮
な
く
質
問
し
ま

し
た
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
回
答
い
た
だ
き
ま
し
た
住
職
の
皆

様
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。�

（
深
井
）
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　高田教区発行の『響流』は今回で最終号となりますが、本コー
ナーの最終回は、現在話題になっている「メタバース」及び
「AI(ChatGPT)」という技術を通して、「仏教の未来を考える」
というテーマで記事をまとめてみました。

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９回  　仏教の未来を考える -メタバースとAI-
　〈高田教区ホームページアドレス
　　　⇒ http://takada-kyoku.jp〉 

【予告】2023年７月より《新潟教区》のホームページが新たにスタートします！

受
賞
句
は
法
要
期
間
中
慶
讃
テ
ー
マ
館
（
境
内
高
廊
下

付
近
）
に
お
い
て
パ
ネ
ル
展
示
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

ま
た
、『
月
刊
同
朋
』５
月
号
に
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、『
同
朋
新
聞
』
６
月
号
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
掲
載

さ
れ
る
そ
う
で
す
。
大
変
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

歎
異
抄  

そ
の
果は

て

深
き  

虫
の
闇

作
品

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃

法
要
記
念
俳
句
に
お
い
て
石
野
公
一
氏
（
高
田
教
区
第
12
組
徳

生
寺
門
徒
・
み
な
も
と
同
朋
の
会
会
員
）が
慶
讃
法
要
大
賞（
坊

城
俊
樹
撰
）
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。




