
浄
土
真
宗
本
願
寺
派（

西
本
願
寺
）

し
ん
ぎ
ょ
う

真

楽

寺

報

し

ん

ぎ

ょ

う

じ

令
和
五
年
六
月

蛇
蝎
奸
詐
の
こ
こ
ろ
に
て

じ

や

か

つ

か

ん

さ

自
力
修
善
は
か
な
ふ
ま
じ

じ

り

き

し

ゆ

ぜ

ん

如
来
の
回
向
を
た
の
ま
で
は

に

よ

ら

い

え

こ

う

無
慚
無
愧
に
て
は
て
ぞ
せ
ん

む

ざ

ん

む

ぎ（
親
鸞
聖
人
『
悲
歎
述
懐
讃
』）

「

蛇
蝎
（

だ
か
つ
）
の
ご
と
く
」

と
い
う
と
、
誰
も
が
忌
み
嫌
う
も
の

と
し
て
譬
え
ら
れ
る
表
現
で
す
。

私
が
蛇
や
サ
ソ
リ
を
怖
が
っ
て
い

る
か
ど
う
か
は
秘
密
で
す
が
、
蛇
や

サ
ソ
リ
に
し
て
は
、
迷
惑
な
言
葉
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
五
月
中
頃
の
あ
る

朝
、
境
内
を
お
掃
除
し
て
い
ま
し
た

ら
、
蛇
が
一
匹
仰
向
け
に
寝
て
い
ま

し
た
。
箒
で
つ
つ
い
て
も
動
き
ま
せ

ん
か
ら
、
多
分
死
ん
で
い
た
の
で
し

ょ
う
。
野
良
猫
に
や
ら
れ
で
も
し
た

の
で
し
ょ
う
か
。
蛇
の
常
識
は
知
り

ま
せ
ん
が
、
こ
ん
な
格
好
で
死
に
様

を
さ
ら
す
の
は
ご
め
ん
だ
と
、
私
な

ら
思
う
か
な
等
と
思
い
な
が
ら
、
土

手
に
も
ど
し
て
や
り
ま
し
た
。
し
か

し
、「

し
て
や
っ

た
」
と
い
う
言
い

方
を
す
る
と
、
善
い
事
し
て
る
よ
う

に
聞
こ
え
ま
す
が
、
実
際
は
手
に
し

て
い
た
箒
で
落
ち
葉
と
一

緒
に
掃
き

だ
し
た
の
で
し
た
。
ゴ
ミ
あ
つ

か
い

に
し
て
お
き
な
が
ら
善
い
事
し
て
い

る
よ
う
な
言
い
回
し
を
つ
い
し
て
し

ま
う
の
は
、
私
の
根
性
で
し
ょ
う
か
。

恩
着
せ
が
ま
し
い
言
い
方
に
そ
れ
が

現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
実

は
そ
ん
な
心
の
毒
性
が
蛇
や
サ
ソ
リ

に
譬
え
ら
れ
、
そ
れ
を
隠
し
な
が
ら

の
善
人
ら
し
い
姿
が
、
人
を
だ
ま
す

「

奸
詐
」
と
い
う
言
葉
で
譬
え
ら
れ

る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
蛇
蝎
奸
詐(

じ
ゃ

か
つ

か
ん
さ)
の
こ
こ
ろ
で
善
行
を

お
さ
め
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い
と
言

い
切
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
凡
夫
は
、

ど
ん
な
に
善
い
行
い
を
重
ね
て
行
っ

て
も
、
内
面
に
は
愚
悪
を
抱
え
て
い

ま
す
。
人
の
称
讃
を
期
待
し
た
り(

ほ

め
ら
れ
た
い)

、
見
返
り
を
求
め
た

り(

御
礼
を
言
っ
て
も
ら
い
た
い)
、

優
越
感
を
持
っ

た
り(

誰
々
に
は
負

け
な
い)

等
々
、
大
な
り
小
な
り
誰

も
が
持
っ
て
い
る
そ
ん
な
心
は
、
人

の
眼
に
は
見
え
ま
せ
ん
し
、
た
と
え

見
よ
う
と
し
て
も
薄
皮
一

枚
の
裏
程

度
の
推
測
し
か
出
来
ま
せ
ん
。
外
面

の
賢
さ
、
善
人
ぶ
り
、
諸
々
の
活
動

が
世
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
評

価
が
良
け
れ
ば
ど
ん
ど
ん
偉
い
人
に

な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
逆
の
評
価
し
か
得
ら
れ
な
い
時

に
は
毒
の
塊
が
姿
を
覗
か
せ
ま
す
。

誰
も
認
め
て
く
れ
な
い
、
こ
ん
な
し

て
や
っ
て
い
る
の
に
裏
切
ら
れ
た
、

自
分
は
こ
ん
な
に
頑
張
っ
て
い
る
の

に
悪
い
の
は
世
間
だ
等
々
と,

善
い

事
し
た
こ
と
が
怒
り
や
愚
痴
の
た
ね

に
な
り
、
そ
れ
が
、
結
構
他
人
の
眼

に
は
よ
く
見
え
る
の
で
す
。

昔
「

ソ
ル
テ
ィ
シ
ュ

ガ
ー
」
と
い

う
フ
ォ
ー
ク
グ
ル
ー
プ
が
、『

ハ
ナ

ゲ
の
唄
』
と
い
う
コ
ミ
ッ
ク
ソ
ン
グ

を
歌
っ

て
い

ま
し
た
。「

ハ
ナ
ゲ
が

の
び
～
る
～
」
と
い
う
歌
詞
を
笑
い

な
が
ら
聴
い
て
い
た
も
の
で
す
。
し

か
し
、
鼻
毛
は
誰
の
鼻
の
中
に
で
も

生
え
て
い
る
の
に
ど
う
し
て
お
か
し

い
の
で
し
ょ
う
。
普
段
鼻
の
中
に
か

く
れ
て
い
る
と
ど
う
も
な
い
の
に
、

そ
れ
が
鼻
か
ら
覗
く
と
笑
わ
れ
て
恥

ず
か
し
い
思
い
を
し
ま
す
。

見
透
か
さ
れ
て
は
恥
ず
か
し
い
思

い
を
す
る
私
の
い
の
ち
の
内
実
で
す

が
、
世
間
か
ら
見
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
恥
ず
か
し
い
と
思
う
こ
と
が
な

い
し
、
慎
む
こ
と
も
覚
え
ま
せ
ん
。

無
慚
愧(
恥
知
ら
ず
）
の
ま
ま
生
き

て
、
無
慚
無
愧
に
果
て
て
い
く
し
か

な
い
の
で
し
ょ
う
。

阿
弥
陀
如
来
の
御
本
願
は
、
私
の

い
の
ち
の
あ
り
の
ま
ま
を
見
抜
か
れ

て
、
そ
れ
故
に
凡
夫
が
歩
む
べ
き
さ

と
り
へ
の
道
を
施
さ
れ
た
も
の
で
し

た
。そ

れ
は
煩
悩
一

杯
に
生
き
る
者

に
、
そ
れ
を
断
ち
切
っ
て
聖
者
に
な

れ
と
い
う
願
い
で
は
な
く
、
諸
々
の

修
行
を
重
ね
よ
と
い
う
働
き
か
け
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
賢
く
な
れ
よ
、
善

人
に
な
れ
よ
、
勤
め
励
め
よ
等
と
い

う
要
求
が
一

切
な
さ
れ
ず
に
、
必
ず

救
う
と
い
う
如
来
の
清
浄
真
実
が
私

の
い
の
ち
に
施
さ
れ
続
け
て
い
る
の

で
す
。
そ
れ
が
身
心
に
響
け
ば
、
そ

の
時
か
ら
凡
夫
が
凡
夫
の
ま
ま
に
仏

力
を
頂
い
て
、
さ
と
り
へ
の
道
を
歩

み
始
め
ま
す
。

そ
こ
に
は
世
間
の
ま
な
ざ
し
に
は

隠
し
通
せ
た
私
の
有
様
が
照
ら
し
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
私
の
姿
に
本
当
に

気
付
か
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
「

凡
夫

だ
か
ら
仕
方
が
無
い
」
等
と
い
う
あ

き
ら
め
で
は
な
く
、
恥
ず
か
し
い
私

だ
か
ら
こ
そ
自
ら
を
慎
み
、
他
を
敬

う
と
い
う
慚
愧
の
人
生
が
見
え
て
き

ま
す
。

「

ふ
た
つ
の
白
法
あ
り
．
よ
く
衆
生
を
た
す

く
。
ひ
と
つ
に
は
慚
、
ふ
た
つ
に
は
愧
な
り
。

慚
は
自
ら
罪
を
作
ら
ず
、
愧
は
他
を
教
え
て

な
さ
し
め
ず
。
慚
は
内
に
自
ら
羞
恥
す
、
愧

は
発
露
し
て
人
に
向
か
う
。
慚
は
人
に
羞
ず
、

愧
は
天
に
羞
す
。
こ
れ
を
慚
愧
と
名
づ
く
。

無
慚
愧
は
名
づ
け
て
畜
生
と
す
。
慚
愧
あ
る

が
ゆ
ゑ
に
、
す
な
わ
ち
よ
く
父
母
・

師
長
を

恭
敬
す
。」

（
『

涅
槃
経
』
よ
り
）



◎
夏
法
事
に
つ
い
て

お
釈
迦
様
の
時
代
か
ら
続
く
安
居(

あ

ん
ご)
と
い
う
行
事
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン

ド
に
は
長
い
雨
期
が
あ
り
、
そ
の
間
仏

弟
子
た
ち
は
精
舎(

寺
院)

に
こ
も
っ
て

修
行
に
専
念
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
。
激

し
い
雨
の
中
で
は
遊
行(

布
教
活
動)

が

難
し
い
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、

歩
く
こ
と
で
草
木
や
虫
な
ど
の
い
の
ち

を
傷
つ
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
努

め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
日
本
で
も
各
宗

派
ご
と
に
安
居
が
勤
め
ら
れ
、
本
願
寺

で
も
夏
の
最
中
に
学
僧
た
ち
が
教
学
研

鑽
を
し
て
い
ま
す
。
一
切
衆
生
を
救
う

と
立
ち
上
が
ら
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
は

た
ら
き
を
間
違
い
な
く
領
解
し
、
そ
れ

を
し
っ
か
り
と
伝
え
る
た
め
に
行
う
の

が
浄
土
真
宗
の
安
居
で
す
。

さ
て
、
私
た
ち
の
先
達
で
あ
る
浄
土

真
宗
の
御
門
徒
方
は
、
梅
雨
の
最
中
で
、

か
つ
暑
さ
の
真
っ
盛
り
の
中
、
農
作
業

を
一
段
落
さ
せ
て
仏
法
聴
聞
の
お
座
に

お
詣
り
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
す

が
た
が
、
仏
法
を
御
縁
の
人
に
弘
め
る

は
た
ら
き
も
な
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

私
の
い
の
ち
の
由
来
、
有
る
べ
き
姿
、

そ
し
て
行
く
末
を
如
来
様
に
尋
ね
て
い

く
こ
の
御
法
座
が
「
夏
法
事
」
で
す
。

◎
真
楽
寺
夏
法
事

期
日

七
月
一
日(

土)

、
二
日(

日)

時
間

午
前
九
時
半
分
～
十
一
時
半

会
処

真
楽
寺
本
堂

※
六
月
三
〇
日(

金)

午
前
九
時
か
ら
、
本
堂

境
内
の
清
掃
を
し
ま
す
。
ご
都
合
つ
か
れ
ま

す
方
は
ご
加
勢
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎
真
楽
寺
歓
喜
会(

盂
蘭
盆
会)

法
要

お
浄
土
に
往
生
さ
れ
た
方
々
は
、

普
く
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の

を
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
様
の
よ
う
に

大
い
な
る
お
慈
悲
を
施
さ
れ
て
い
ま

す
。お

盆
は
、
先
だ
っ
た
お
方
を
仏
様

と
し
て
礼
拝
し
、
讃
嘆
す
る
御
法
縁

で
す
。

真
楽
寺
の
盆
の
法
要
を
お
勤
め
致

し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
参
詣
下
さ
い
。

記

日
時

八
月
十
六
日(

水)

午
前
九
時
半
よ
り

於

真
楽
寺
本
堂

◎
今
年
の
盆
経
に
つ
い
て

今
年
の
盆
経
は
、
昨
年
と
同
様
の

形
で
お
勤
め
し
ま
す
。
八
月
十
三
日

か
ら
十
五
日
は
こ
の
一
年
に
御
往
生

な
さ
れ
た
方
の
ご
家
庭
に
初
盆
の
お

勤
め
に
参
り
ま
す
。

初
盆
以
外
の
方
で
お
詣
り
を
ご
希

望
の
場
合
は
、
八
月
一
日
か
ら
十
二

日
ま
で
の
期
間
で
お
勤
め
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。
特
に
ご
希
望
が
あ
れ
ば
そ

れ
以
外
の
日
で
も
可
能
で
す
。
七
月

十
六
日(

日)

ま
で
に
真
楽
寺(

五
二-

五
〇
一
八)

に
ご
連
絡
下
さ
い
。

す
で
に
御
依
頼
の
方
、
ま
た
、
こ

れ
か
ら
御
依
頼
の
方
に
は
、
葉
書
で

お
詣
り
の
日
時
を
お
知
ら
せ
致
し
ま

す
。

◎
念
仏
奉
仕
団
の
お
知
ら
せ

令
和
五
年
度
の
京
都
の
御
本
山
、
西

本
願
寺
で
の
念
仏
奉
仕
団
の
旅
を
実
施

し
ま
す
。

御
本
山
で
の
清
掃
奉
仕
か
ら
奈
良
の

斑
鳩
、
吉
野
、
明
日
香
そ
し
て
大
阪
通

天
閣
な
ど
の
観
光
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

七
年
ぶ
り
の
念
仏
奉
仕
団
で
す
。
お

誘
い
合
わ
せ
て
ご
参
加
下
さ
い
。

記

期
日

十
月
三
十
日(

月)

～
十
一
月
一
日(

水)

内
容

西
本
願
寺(

御
本
山)

念
仏
奉
仕

帰
敬
式

黄
桜
・
伏
水
蔵
、
斑
鳩
中
宮
寺

歎
異
抄
著
者
唯
円
往
生
の
地

蓮
如
上
人
御
旧
跡
・
願
行
寺

明
日
香
巡
り
、
大
阪
通
天
閣

申
込

真
楽
寺
に
用
意
し
て
い
ま
す
募

集

要
項
を
ご
覧
頂
き
、
八
月

十

六
日(

日)

ま
で
に
お
申
し
込

み
下

さ
い
。

団
費

八
万
九
千
円

※
帰
敬
式
は
仏
祖
の
前
で
浄
土
真
宗
の

門
徒
と
し
て
の
帰
敬
の
心
を
表
わ
す

儀
式
で
す
。
「
お
か
み
そ
り
」
と
も
い

う
こ
の
帰
敬
式
を
受
け
て
、
法
名(

仏

教
徒
と
し
て
の
名
前)

を
頂
き
ま
す
。

ま
だ
受
式
し
て
い
な
い
方
で
、
御
希

望
の
方
は
申
込
書
に
御
記
入
下
さ
い
。

(

奉
仕
団
参
加
費
の
ほ
か
に
、
帰
敬

式
冥
加
金
と
し
て
一
万
円
が
必
要

で
す
。)

◎
長
崎
教
区
平
和
の
つ
ど
い

全
戦
没
者
追
悼
法
要
の
お
知
ら
せ

毎
年
八
月
八
日
に
は
、
本
願
寺
長
崎
教
堂

(

諫
早
市)

に
お
い
て
、
全
戦
没
者
追
悼
法
要

を
お
勤
め
し
て
い
ま
す
。

今
年
は
、
法
要
お
勤
め
の
後
の
平
和
の
つ

ど
い
に
は
『
沖
縄
ス
パ
イ
戦
史
』
と
い
う
映

画
の
監
督
を
さ
れ
た
三
上
智
恵
さ
ん
を
お
招

き
し
ま
す
。
正
式
に
決
ま
り
ま
し
た
ら
、
真

楽
寺
内
に
お
知
ら
せ
を
掲
示
致
し
ま
す
。

◎

九
月
以
降
の
法
要

◆
秋
季
彼
岸
会
法
要

九
月
二
十
二
日(

金)

～
二
十
四
日(

日)

◆
秋
の
法
要

十
一
月
二
十
五
日(

土)

～
二
十
六
日(

日)

毎
月
の
行
事
案
内
（
一
月
、
八
月
を
除
く
）

◆
月
例
法
座

第
一
日
曜
日

午
前
九
時
半
よ
り

◆
家
族
礼
拝

第
二
日
曜
日

午
前
九
時
よ
り

◆
親
鸞
聖
人
御
命
日
法
要

十
六
日

午
前
九
時
半
よ
り

◆
門
徒
会

十
六
日

午
前
十
時
半
よ
り

◆
富
の
原
真
楽
寺
月
例
法
座

第
三
日
曜
日

午
後
二
時
よ
り

※
聞
信
会
休
座
の
お
知
ら
せ

第
三
土
曜
日
の
お
勤
め
し
て
い
ま
し
た

聞
信
会
は
当
分
の
間
お
休
み
致
し
ま
す
。

大
村
市
木
場
一
丁
目
八
五
番
地
二

真

楽

寺

電
話
五
二
ー
五
〇
一
八
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