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編
集
後
記

今
号
は
1
面
で
は
、
日
本
で
減
少
し
て
い
る
仏
教

徒
を
増
や
す
た
め
に
ど
う
し
て
い
く
の
か
、
2
面
で

は
大
河
ド
ラ
マ
と
絡
め
て
鎌
倉
時
代
を
振
り
返
り
、

4
面
で
は
、
マ
ン
ガ
と
暮
ら
し
の
中
の
仏
教
語
に
て

現
在
の
情
勢
・環
境
問
題
に
対
し
て
書
い
て
い
ま
す

ま
た
、
兄
の
ご
報
告
や
父
の
聞
光
復
帰
な
ど
色
々

詰
ま
っ
た
号
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

日
々
暮
ら
し
て
い
て
状
況
は
常
に
変
わ
る
も
の
で

あ
り
、
誰
に
何
が
起
こ
る
か
な
ど
誰
に
も
予
測
が
つ

か
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
中
で
も
唯
一
変
わ
ら
な
い

も
の
が
3
面
の
念
仏
の
し
ず
く
に
も
あ
る
通
り
、

「
仏
教
と
い
う
教
え
」な
の
だ
と
教
え
て
い
た
だ
い
た

号
と
な
り
ま
し
た
。

め
ぐ
み

一枚の写真
信楽 慧

皆
さ
ん
ゼ
ロ
カ
ー

ボ
ン
と
い
う
言
葉

を
知
っ
て
い
ま
す

か
？

じ
ゃ
あ
、
何
を
す
れ
ば
、
温
室
効
果

ガ
ス
を
減
ら
せ
る
か
と
い
う
と
、
私

た
ち
が
出
来
る
こ
と
は
、
日
々
の
生

活
で
節
電
を
心
が
け
る
、
マ
イ
バ
ッ

グ
や
マ
イ
ボ
ト
ル
等
を
使
っ
て
ゴ
ミ

を
減
ら
す
、
移
動
手
段
を
徒
歩
や
自

転
車
、
公
共
交
通
機
関
に
変
え
る
等

が
あ
り
ま
す
。

今
後
地
球
温
暖
化
が
進
行
す
れ
ば
生
態
系
が
崩

壊
し
当
た
り
前
の
よ
う
に
食
べ
て
い
た
も
の
が

食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
経
済
活
動
へ
の
影

響
も
あ
り
職
を
失
う
人
が
で
て
く
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
は
全
人
類
が
関
係
し
て

い
る
問
題
で
す
。

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
と
も
い
う

言
葉
で
す
。

に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
様
々
あ
る

中
で
も
今
広
く
世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
大

き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
が
「
瞑
想
」

で
あ
り
仏
教
に
と
っ
て
最
適
な
き
っ
か
け
に

な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

瞑
想
は
、
現
在Go

ogle
やAp

ple

な
ど
世

界
の
巨
大
企
業
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
ア
メ
リ

カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
各
国
で
コ
ロ
ナ
の
外
出

自
粛
の
際
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
と
し
て
推
奨
さ

れ
る
ほ
ど
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ど
他
宗
教
の
信
徒
が
取
り

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
瞑
想
は
、
日
本
の
宗

教
と
関
わ
り
の
な
い
人
た
ち
と
の
一
つ
の
大

き
な
接
点
と
な
り
う
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
長
い
歴
史
を
持
つ
瞑
想
が
な

ぜ
今
こ
こ
ま
で
広
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？私

は
、
そ
の
理
由
を
「
瞑
想
に
よ
る
利
益

を
、
現
代
の
人
々
に
対
し
て
分
か
り
や
す
く

伝
え
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
」
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
現
代
社
会
の
人
々
は
ス
ト
レ
ス
や

人
間
関
係
で
疲
弊
し
て
お
り
、
そ
ん
な
人
々

の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
と
し
て
瞑
想
が
有
効
で
あ

り
、
様
々
な
人
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
た
め
広

が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
物
事
が
広
が

る
た
め
に
は
、
「
利
益
」
を
上
手
く
伝
え
る

こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

で
は
、
瞑
想
と
仏
教
を
つ
な
げ
る
た
め
に

は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
こ
で
、
1
人
1
人
が
日
常
生
活
で

使
う
温
室
効
果
ガ
ス
を
減
ら
す
こ
と

が
必
要
不
可
欠
に
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
ご
報
告
か
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
私
は
東
京
の
会
社
に
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
度
東
京
の
会
社
の
仕
事
を
続
け
な
が
ら
、
お
寺
を
継
ぐ
た

め
に
広
島
に
拠
点
を
移
し
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後
は
少
し

ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
が
お
勤
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
勉
強
中
の
身
で
は
あ
り
ま
す
が
、
父
や
祖
父
の
勉
強

し
て
き
た
こ
と
も
吸
収
し
て
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

か
に
つ
い
て
、
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
少
し
お
話
し

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
私
が
勤
め
て
い
る
東
京
の
会
社
は
「
瞑
想
」

を
実
践
す
る
た
め
の
音
声
誘
導
や
企
業
へ
の
導
入
支
援

を
す
る
会
社
で
す
。
私
は
瞑
想
を
広
め
て
い
く
こ
と
は

仏
教
を
広
げ
る
こ
と
に
お
い
て
と
て
も
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
仏
道
を
歩
む
者
と
し
て
と
て
も
大
切
な

仕
事
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

日
本
で
は
、
仏
教
徒
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お

り
、
今
後
仏
教
を
衰
退
さ
せ
ず
広
げ
て
い
く
た
め
に
大

切
な
こ
と
は
「
仏
教
と
関
わ
る
機
会
と
利
益
」
で
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
思
え
ば
昔
、
「
子
ど
も
会
」
を
父

（
住
職
）
が
毎
月
安
楽
寺
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時

私
は
何
も
考
え
ず
に
お
菓
子
が
も
ら
え
る
か
ら
参
加
し

て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
子
ど
も
達
に
仏
教
を
伝
え
る

た
め
の
一
つ
の
き
っ
か
け

で
あ
り
、
伝
え
方
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
お
寺
と
ご
縁

を
持
つ
き
っ
か
け
が
大
切

で
あ
り
、
近
年
で
は
、
お

寺
で
音
楽
の
演
奏
会
や
写

経
体
験
な
ど
様
々
な
イ
ベ

ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
よ
う

意味は説明するまでもありま
せんが、国民とは、その国を構
成する人々のことをいいます。

わが国でこの語が一般化した
のは『法華経』の開経とされて
いる『無量義経』の冒頭に「国
王・王子・国臣・国民・・・」
とあるものから始まったものの
ようです。

上代の文献には、この語はほ
とんど見られませんが、鎌倉時
代頃から、例えば日蓮聖人の御
遺文に「国民たりし清盛」とか
「義時は国民なり」などと随所
にこの語が見え、また『親鸞聖
人御消息集』にも「朝家の御た
め、国民のために、念仏まふし
あはせたまひさふらはば」 と
あります。この辺から日常語に
なったもののようです。

国民と言えば、かわいそうな
のはウクライナ国民です。一人
の為政者のために、何もかもが
破壊され、帰る国がなくなりつ
つあります。ロシア軍には早期
撤退を強く願います。

暮らしの中の仏教語

「 国 民 （こくみん）」

地
球
温
暖
化
を
食
い
止
め
る
た
め
の
世
界

的
な
取
り
組
み
で
、
日
常
生
活
で
使
わ
れ

る
二
酸
化
炭
素
な
ど
の
温
室
効
果
ガ
ス
の

排
出
量
と
、
森
林
な
ど
が
吸
収
す
る
温
室

効
果
ガ
ス
の
吸
収
量
を
一
緒
に
し
て
、
実

質
的
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生
を
ゼ
ロ
に

す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
森
林
の
温
室
効
果
ガ
ス
を
吸

収
す
る
力
だ
け
で
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
を
達

成
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。

温室効果ガス

排出
吸収

既
に
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
温
度
を
下
げ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
今
か
ら
や
れ
る
こ
と
を

心
が
け
、
こ
れ
以
上
地
球
の
温
度
が
上
が
ら
な
い

よ
う
に
努
力
し
ま
し
ょ
う
！

今
回
は
、
瞑
想
に
ゆ
か
り

の
あ
る
臨
済
宗
の
「
鎌
倉

明

月
院
の
本
堂

丸
窓
」
の
写
真

と
と
も
に
、
宗
教
問
わ
ず
現

在
世
界
で
広
が
っ
て
い
る
瞑

想
、
そ
し
て
今
後
仏
教
を
ど

の
よ
う
に
広
め
て
い
く
べ
き



2
0
2
0
年
度

我
々
は
ど
の
道
を
選
ん
で
生
き
て
い
く
べ
き
か
。
こ
の

こ
と
が
、
仏
教
を
学
ぶ
に
つ
い
て
の
、
も
う
一
つ
の
肝
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
い
よ
い
よ
生
命
の
最
後
の
日
が
お
と

ず
れ
た
時
に
、
お
の
れ
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
、
ほ
ん
と

う
に
幸
せ
で
あ
っ
た
な
と
、
し
み
じ
み
と
思
え
る
よ
う
な

確
か
な
道
を
選
ん
で
歩
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
に
は
、
先
ず
人
生
に
と
っ
て
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な

も
の
は
、
す
べ
て
捨
て
な
き
ゃ
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
た

っ
た
一
つ
、
ほ
ん
と
う
の
も
の
、
真
実
な
る
も
の
を
選
び

取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
釈
迦
様
が
お
教
え
く
だ
さ

っ
た
の
は
、
こ
の
人
生
の
究
極
の
ま
こ
と
の
道
で
あ
り
ま

す
。
親
鸞
聖
人
の
言
葉
で
い
え
ば
「
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま

こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
「
た

だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
ち
う
る
か

ど
う
か
が
、
仏
法
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
学
ぶ
に
つ
い
て

最
大
の
肝
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
話
を

耳
に
は
聞
い
て
も
、
こ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
だ
と
、
最
後
に

納
得
で
き
る
地
点
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
立
た
な
き
ゃ
意

味
を
持
た
な
い
ん
で
す
。
真
宗
は
そ
う
い
う
道
を
教
え
て

い
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
ま
た
、
道
と
い
う
も
の
は
自
分
で
歩
か
な
き
ゃ

な
ら
な
い
。
道
の
話
を
い
く
ら
聞
い
て
も
、
地
図
を
い
く

ら
勉
強
し
て
も
、
そ
の
道
を
歩
い
て
行
か
な
き
ゃ
何
に
も

な
ら
な
い
で
す
ね
。
い
ま
、
私
た
ち
は
、
そ
の
教
え
、
そ
の

地
図
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
。
あ
と
は
そ
の
ま
こ
と

の
道
を
歩
く
ほ
か
な
い
。
こ
れ
が
仏
法
を
学
ぶ
に
つ
い
て

の
極
意
で
す
。
お
釈
迦
様
は
そ
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。

「
ひ
と
す
じ
の
白
い
道
」

た
だ
念
仏
の
み
ぞ
…
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「

鎌
倉
の
時

」

安楽寺法要案内

日時 ９月２３日(金・祝) 朝座・昼座
講師 佐伯 正覚寺

瀧 渕 良 孝 先生

--彼岸会法要・聴石忌--

日時 ６月１８日(土) 昼席(13:00～15:00)
６月１９日(日) 朝席(10:00～12:00)

講師 長門 浄土寺
荻 隆 宣 先 生

--永代経法要--

時間 朝座10:00～・昼座13:00～
会場 安楽寺本堂
※昼食のご用意ができませんので、必要
な方は各自ご用意お願いいたします。
※新型コロナウィルスが感染拡大した場
合、急遽中止する場合があります。

--歓喜会合同仏参--

日時 ８月１３日(土) １０時～１１時

８月１４日(日) １０時～１１時

講題 先祖を訪ねて

三(

一
一
七
三)

年
か
ら
二
年
後
の
安
元
元
年

(

一
一
七
五)

源
頼
朝(

大
泉
洋)

が
伊
豆
で
流

人
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
物
語
は

始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
年
は
法
然
上
人
が
専

修
念
仏
を
唱
え
ら
れ
た
年
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
源
平
合
戦
の
き
っ
か
け
と
な
る
以
仁

王(

も
ち
ひ
と
お
う)

の
乱(

一
一
八
〇)

が
描

か
れ
ま
し
た
。
以
仁
王
は
後
白
河
法
皇
の
第

三
皇
子
。
以
仁
王
は
、
欲
し
い
ま
ま
に
振
る

舞
う
平
清
盛
ら
一
門
に
堪
え
か
ね
諸
国
の
源

氏
に
令
旨
を
送
り
決
起
を
促
し
ま
し
た
が
、

計
画
は
露
見
し
、
挙
兵
す
る
も
宇
治
で
敗
死

し
ま
し
た
。

こ
の
以
仁
王
の
学
問
の
師
を
務
め
た
の
が

親
鸞
聖
人
の
伯
父
・
日
野
宗
業(

む
ね
な
り)

で
、
日
野
宗
業
は
以
仁
王
の
首
実
検(

討
ち

取
ら
れ
た
首
の
素
性
を
判
定
す
る
こ
と)

に

呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
も
う
一
人
の
伯

父
・
日
野
範
綱(

の
り
つ
な)

は
、
親
鸞
聖
人

が
九
歳
の
時
、
青
蓮
院
の
慈
円
僧
正
の
元
で

の
得
度
の
時
に
同
伴
し
た
方
で
す
が
、
後
白

河
法
皇(

西
田
敏
行)

の
近
臣
と
し
て
活
躍
し

て
た
方
で
も
あ
り
ま
す
。
平
氏
打
倒
の
計
略

を
巡
ら
し
た
鹿
ヶ
谷
の
陰
謀(

一
一
七
七)

で

は
捕
ら
え
ら
れ
て
流
罪
と
な
っ
て
い
ま
す
。

元
々
仏
教
と
は
ブ
ッ
ダ
が
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
た

め
に
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
を
考
え
抜
い
て
で
き
た
宗
教

で
す
。
い
う
な
れ
ば
、
苦
か
ら
楽
を
求
め
た
も
の
で
す
か

ら
、
瞑
想
の
よ
う
に
ス
ト
レ
ス
と
い
う
苦
し
み
か
ら
解
放

さ
れ
る
た
め
の
行
為
と
因
縁
が
深
い
と
考
え
ま
す
。
で
あ

れ
ば
、
瞑
想
と
出
会
っ
た
人
が
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
行

く
行
く
仏
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
あ
り
え

る
話
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
こ
そ
が
ご
縁
だ
と
思
い
ま

す
。親

鸞
聖
人
は
「
現
生
十
種
の
益
」
と
い
う
信
心
の
人
に

は
現
世
に
十
種
類
の
利
益
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

利
益
を
語
る
こ
と
は
仏
教
の
本
質
で
あ
り
、
そ
の
時
代
に

合
わ
せ
て
上
手
く
伝
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
は
今
後
、
仏
教
を
広
め
て
い
く
た
め
に
は
、
現
代
に

合
わ
せ
た
受
け
入
れ
や
す
い
「
利
益
」
を
伝
え
、
仏
教
と

の
ご
縁
を
持
つ
「
き
っ
か
け
」
を
作
る
こ
と
が
大
切
だ
と

考
え
て
お
り
、
様
々
あ
る
き
っ
か
け
の
中
で
も
特
に
「
瞑

想
」
に
可
能
性
を
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
今
勤
め
て
い

る
東
京
の
会
社
と
お
寺
を
兼
職
す
る
と
い
う
決
断
を
し
ま

し
た
。

私
は
あ
く
ま
で
浄
土
真
宗
の
僧
侶
と
し
て
「
念
仏
」
の

道
を
歩
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
、
自
分
が
ご
縁
に
よ

っ
て
仏
道
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
仏

教
と
関
わ
り
の
な
い
方
が
「
仏
教
と
の
ご
縁
」
を
持
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
が
出
来
た
ら

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

先
日
、
新
聞
に
「
鎌
倉
時
代
に
興
味
が
あ
り
ま
す
か
？
」

と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
が
出
て
い
ま
し
た
。
62
％
の
方
が
興
味

が
あ
る
と
答
え
て
お
り
、
「
な
ぜ
？
」
と
の
問
い
に
、
「
初

め
て
の
本
格
武
士
政
権
だ
か
ら
」
と
い
う
声
と
、
「
大
河
ド

ラ
マ
で
放
送
中
だ
か
ら
」
と
い
う
声
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た

そ
し
て
、
「
鎌
倉
時
代
に
ど
ん
な
人
物
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

か
？
」
と
い
う
問
い
に
は
、
一
番
は
源
頼
朝
、
二
番
は
北
条

政
子
、
三
番
は
源
義
経
と
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
九
位
、
ベ

ス
ト
テ
ン
入
り
し
た
の
が
、
そ
う
で
す
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

我
ら
が
親
鸞
聖
人
で
し
た
。

鎌
倉
時
代
に
は
鎌
倉
仏
教
と
い
い
、
多
く
の
仏
教
宗
派
が

成
立
し
て
い
ま
す
。
中
で
も
私
た
ち
の
浄
土
真
宗
が
、
こ
の

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
て
い
ま
す
の
で
、
注
目
す
べ
き
時
代
だ

と
思
い
ま
す
。
ち
な
に
み
鎌
倉
仏
教
と
言
わ
れ
る
も
の
に
、

六
つ
上
げ
ら
れ
ま
す
。
法
然
上
人
の
浄
土
宗
、
親
鸞
聖
人
の

浄
土
真
宗
、
一
遍
上
人
の
時
宗
、
日
蓮
聖
人
の
日
蓮
宗
、
そ

し
て
栄
西
禅
師
の
臨
済
宗
と
道
元
禅
師
の
曹
洞
宗
で
す
。
い

ず
れ
も
現
代
に
残
る
宗
派
で
す
。

で
は
な
ぜ
、
こ
の
鎌
倉
時
代
に
こ
れ
ほ
ど
の
宗
派
が
生
ま

れ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
混
乱
し
た
時
代
だ
っ
た
と
言

う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ド
ラ
マ
を
見
て
い
て
も
、

大
変
な
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
現
在
人
気
を
博
す
大
河
ド
ラ
マ
、
鎌
倉
殿
の
十
三
人

で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ご
覧
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
鎌
倉

幕
府
二
代
執
権
・
北
条
義
時(

小
栗
旬)
を
主
人
公
に
、
源
平

合
戦
か
ら
鎌
倉
時
代
の
樹
立
、
承
久
の
乱
ま
で
を
描
い
た
ド

ラ
マ
で
す
。
こ
の
ド
ラ
マ
は
そ
の
親
鸞
聖
人
ご
誕
生
の
承
安

ま
た
ド
ラ
マ
中
に
市
川
猿
之
助
が
演
じ
る
文
覚
上
人(

も
ん
が
く)

と
い
う
怪
し
げ
な
僧
が

出
て
き
ま
す
。
真
言
宗
の
僧
で
、
京
都
高
雄
の
神
護
寺
を
再
興
し
た
僧
で
す
が
、
源
頼
朝
に

挙
兵
を
勧
め
た
僧
で
も
あ
り
ま
す
。
親
鸞
物
語(

西
原
祐
治
著)

に
は
親
鸞
聖
人
が
比
叡
山
に

お
ら
れ
る
と
き
に
、
こ
の
文
覚
を
訪
ね
て
、
女
人
成
仏
を
問
う
た
と
い
う
場
面
が
出
て
き
ま

す
。
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
が
、
当
時
有
名
な
僧
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
し
て
主
人
公
の
北
条
義
時
が
そ
の
生
涯
を
終
え
た
の
は
元
仁
元
年(

一
二
二
四)

。
親
鸞

聖
人
が
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
に
「
わ
が
元
仁
元
年
」
と
記
さ
れ
た
年
で
す
。
こ
の

年
を
浄
土
真
宗
で
は
立
教
開
宗
の
年
と
し
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
五
二
歳
の
時
で
し
た
。

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
こ
の
度
の
大
河
ド
ラ
マ
は
、
図
ら
ず
も
来
年
三
月
か
ら
本
山
で

営
ま
れ
る
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
を
盛
り
上
げ
て
く

れ
る
ド
ラ
マ
の
よ
う
に
思
え
て
き
ま
す
。
ド
ラ
マ
を
見
な
が
ら
親
鸞
聖
人
の
生
き
ら
れ
た
時

代
を
感
じ
、
ご
苦
労
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
来
年
の
大
法
要
を
ご
一
緒
に
迎
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
緊
迫

し
た
状
況
下
で
親

鸞
聖
人
は
誕
生
・

成
長
さ
れ
、
出
家

得
度
さ
れ
た
ま
し

た
。

信
楽

晃
仁


