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り
び
ん
ぐ
ら
い
ぶ
ず 

令
和
五
年
八
月
第
一
号 

十
六
日
講
の
話
題
か
ら 

◆
ご
讃
題 

十
方
諸
有
の
衆
生
は 

阿
弥
陀
至
徳
の 

御
名
を
き
き 

真
実
信
心 

い
た
り
な
ば 

お
ほ
き
に
所
聞
を 
慶
喜
せ
ん 

（
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
第
二
十
五
番
、
註
釈
版
聖
典p

56
0

） 

◆
は
じ
め
に 

七
月
十
六
日
、正
覚
寺
で
は
、十
年
ぶ
り
で
滋
賀

組
の
報
恩
講
に
当
る
「
十
六
日
講
」
の
会
座
を
承
り

ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
後
に
漸
く
開
か
れ
た
尊
い
御
法
座

で
す
。
早
朝
か
ら
役
員
の
皆
様
方
こ
ぞ
っ
て
の
ご
準

備
に
支
え
ら
れ
て
無
事
お
勤
め
さ
せ
て
戴
い
た
の
で

す
。 お

客
僧
に
は
、僧
侶
養
成
部
で
只
今
「
布
教
専
住

職
員
」
を
お
勤
め
の
蒲
生
上
組
浄
光
寺
ご
新
発
意
の

藤
澤
彰
祐
布
教
使
に
ご
出
講
戴
き
ま
し
た
。
当
院
総

代
長
の
お
話
で
は
、今
年
五
月
、帰
敬
式
（お
か
み
そ

り
）
受
式
の
際
に
お
育
て
の
お
取
次
ぎ
に
与
っ
た
と
の

こ
と
で
し
た
。
滅
多
に
な
い
こ
と
は
重
な
る
も
の
で

す
。
総
代
長
ご
自
身
の
想
い
出
を
通
し
て
布
教
使
様

と
の
ご
縁
を
身
近
に
お
感
じ
戴
い
た
こ
と
は
、住
職

に
と
っ
て
の
大
き
な
歓
び
で
あ
り
ま
す
。
お
聴
聞
が

ご
自
身
の
人
生
に
繋
が
り
人
生
が
豊
か
に
な
る
か

ら
で
す
。 

お
勤
め
が
終
っ
た
後
、奥
の
座
敷
で
ご
法
中
様
方

へ
「
よ
ろ
し
け
れ
ば
お
聴
聞
の
ご
縁
に
お
遇
い
下
さ

い
」
と
い
つ
も
の
ご
案
内
を
さ
し
あ
げ
た
と
こ
ろ
、

略
全
員
の
法
中
が
お
聴
聞
戴
け
ま
し
た
。
お
客
僧
は
、

本
日
は
眼
前
に
ご
法
中
様
方
が
お
並
び
下
さ
り
緊

張
致
し
ま
す
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
当
日
は
組
の

ご
法
座
で
あ
り
、各
寺
院
の
総
代
様
方
が
本
堂
に
お

参
り
だ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

皆
共
に
ご
縁
を
戴
く
お
聴
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
力

強
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。 

◆
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
（ゆ
い
じ
ょ
ご
ぎ
ゃ
く
ひ
ほ
う
し
ょ
う
ぼ
う
） 

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
ふ
は
、第
十
八
願
文

に
示
さ
れ
た
唯
除
の
文
で
す
。
銘
文(R

e
f

注
釈
版
聖
典

p
6
4
4
)

に
「
唯
除
」
と
い
ふ
は
た
だ
除
く
と
い
ふ
こ
と

ば
な
り
。
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
誹
謗
の
お
も

き
と
が
を
し
ら
せ
ん
と
な
り
。
こ
の
二
つ
の
罪
の
お

も
き
こ
と
を
し
め
し
て
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も

れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
ん
と
な
り
」
と
あ
り
ま

す
。
嘗
て
宗
学
院
別
科
で
Ｏ
和
上
が
解
説
な
さ
り
、

「
除
く
」
と
は
「
除
か
ん
」
と
い
う
如
来
様
の
お
心
を

顕
す
と
承
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

（註
）五
逆
と
は
一
般
に
は
小
乗
の
五
逆
を
挙
げ
て

示
さ
れ
ま
す
。
①
父
を
殺
し
、②
母
を
殺
し
、③
阿
羅

漢
を
殺
し
、④
仏
の
身
体
を
傷
付
け
て
出
血
さ
せ
、

⑤
教
団
の
和
合
を
破
る
こ
と
と
言
わ
れ
ま
す
。
誹
謗

正
法
と
は
、仏
の
教
え
を
そ
し
り
正
し
い
真
理
を
な

い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
を
い
い
、一
般
的
に
は
五
逆

罪
よ
り
も
重
い
罪
と
さ
れ
ま
す(R

e
f

注
釈
版
聖
典
、巻

末
註
、浄
土
真
宗
辞
典)

。 

五
逆
と
正
法
を
誹
る
罪
を
犯
せ
ば
、救
い
主
の
如

来
様
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
そ
の
よ
う

な
大
罪
を
お
か
せ
ば
、如
来
様
の
お
救
い
に
与
る
筈

が
な
い
。
だ
か
ら
予
め
「
た
だ
除
く
」
と
示
し
て
十
方

一
切
の
衆
生
に
み
な
漏
れ
ず
お
救
い
に
与
か
っ
て
く

れ
る
よ
う
大
罪
の
ほ
ど
を
お
知
ら
せ
下
さ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
み
な
も
れ
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ず
お
救
い
に
与
る
よ
う
に
」
と
い
う
の
が
如
来
様
の

お
慈
悲
で
す
か
ら
「
唯
除
の
御
文
」
で
お
知
ら
せ
に

与
り
如
来
様
の
お
慈
悲
を
頂
戴
す
る
よ
う
に
と
の

お
心
で
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
で
は
「
罪
を
犯
し
た
者
」
に
は
、如
来
様
の
お

慈
悲
は
ど
の
よ
う
に
働
い
て
下
さ
る
の
か
、「
救
い
の

対
象
に
例
外
を
設
け
な
い
」
の
が
如
来
様
の
お
心
で

す
か
ら
、「
除
く
」
と
い
う
の
は
「
除
か
ん
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
と
了
解
す
る
よ
り
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
言
葉
の
論
理
を
超
え
た
所
に
お
救
い
の
働
き

の
真
の
姿
が
読
み
取
れ
ま
す
。 

◆
お
客
僧
は
ど
の
よ
う
に
ご
案
内
下
さ
っ
た
か
。 

・①
そ
の
一
つ
は
、車
で
迎
え
て
く
れ
た
母
親
と
思
わ

ぬ
親
子
げ
ん
か
に
見
舞
わ
れ
て
、母
親
は
「
も
う
知

ら
ん
」
と
云
っ
て
、私
を
車
か
ら
放
り
出
し
た
。
け
れ

ど
も
母
親
は
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、自
坊
に
向
か

っ
て
先
に
歩
く
我
が
子
の
あ
と
か
ら
「
も
う
知
ら
ん
、

許
せ
ん
け
ど
放
っ
て
お
け
な
い
」
と
、後
か
ら
ゆ
る
ゆ

る
と
車
を
運
転
し
て
つ
い
て
き
て
く
れ
て
い
た
の
で

し
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
、「
許
せ
な
い
か
ら
こ
そ
放
っ
て
お

け
な
い
」
の
が
如
来
様
の
お
立
場
で
あ
る
と
い
う
の

が
お
客
僧
の
ご
指
摘
で
し
た
。
「
皆
漏
れ
ず
掬
い
取

り
た
い
」
お
慈
悲
を
お
知
ら
せ
下
さ
る
お
心
だ
っ
た

か
ら
で
す
。 

・②
今
一
つ
は
中
陰
の
お
参
り
に
遅
れ
た
新
発
意
の

お
話
。
謝
罪
し
て
も
な
お
身
の
置
き
場
の
な
い
緊
迫

し
た
雰
囲
気
の
中
、そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
総
代
長

が
信
頼
を
損
な
っ
た
新
発
意
に
対
し
て
「
な
ん
と
言

う
こ
と
を
し
て
く
れ
た
ん
や
」
と
お
叱
り
下
さ
り
罪

の
姿
を
知
ら
さ
れ
た
。
新
発
意
が
今
一
度
謝
罪
し
て

頭
を
上
げ
る
と
、そ
の
場
の
雰
囲
気
は
一
変
し
て
お

り
、
不
思
議
と
身
の
置
き
場
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

罪
を
知
ら
せ
て
居
場
所
を
与
え
る
。
そ
れ
は
如
来
様

の
お
慈
悲
の
な
せ
る
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。 

◆
顧
み
れ
ば
住
職
に
も
同
様
な
出
来
事
が
な
か
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
門
徒
様
の
ご
法
事
を

承
っ
て
い
た
の
に
前
日
夜
前
住
が
な
く
な
り
、朝
を

迎
え
て
も
大
わ
ら
わ
の
そ
の
日
ご
門
徒
様
の
ご
法

事
の
予
定
に
注
意
が
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
合
掌
。 

（後
書
き
）お
参
り
や
御
法
話
の
準
備
に
つ
い
て
は
、

近
頃
思
う
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
単
に

教
学
上
の
構
想
だ
け
を
重
ね
て
い
る
と
、例
え
ば
、

し
ば
ら
く
ぶ
り
で
老
人
福
祉
施
設
に
赴
い
た
時
に
、

感
じ
方
の
接
点
に
共
通
点
が
見
出
せ
ず
と
ま
ど
う

こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

お
聴
聞
の
皆
様
方
と
の
気
持
ち
の
接
点
を
で
き

る
限
り
豊
か
に
保
つ
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
か
。
只
今
は
毎
朝
の
鐘
撞
堂
の
鐘
撞
の
あ
と
、

正
月
前
に
境
内
に
落
ち
て
い
た
ヒ
ヨ
ド
リ
を
葬
っ
た

お
地
蔵
様
の
前
で
、ヒ
ヨ
ド
リ
さ
ん
の
名
を
呼
び
、昨

年
末
か
ら
今
日
ま
で
お
別
れ
し
た
人
々
を
振
り
返

り
、如
来
様
か
ら
賜
っ
た
お
念
仏
を
称
え
、聞
こ
え
て

下
さ
る
お
喚
び
声
を
改
め
て
噛
み
し
め
る
素
朴
極

ま
り
な
い
一
日
を
重
ね
て
い
る
よ
り
な
い
の
が
住

職
の
実
情
で
あ
り
ま
す
。 

昨
日
聞
く
の
も 

今
日
ま
た
聞
く
も 

ぜ
ひ
に
こ
い
と
の 

お
喚
び
声
。 

六
連
島
（む
つ
れ
じ
ま
）
の
お
軽
さ
ん
の
お
歌
で
あ
り
ま

す
。
合
掌
。 

◆
仏
教
壮
年
会
お
聴
聞
の
会
八
月
六
日(

日)

十
九
時
半
〜 

◆
歓
喜
会 

八
月
十
九
日(

土)

午
前
十
時
、at

正
覚
寺 

◆
仏
婦
例
会
は
、歓
喜
会
と
近
い
の
で
割
愛
し
ま
す
。  
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