
今
年
の
３
月
１
日
、
真
宗
大
谷
派
は
「
ロ

シ
ア
連
邦
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
関
す
る
声

明
」
を
発
表
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。ロ

シ
ア
連
邦
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
関
す
る

声
明私

た
ち
真
宗
大
谷
派
は
、
こ
の
た
び
の
ロ
シ

ア
連
邦
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
侵
攻
を
は

じ
め
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
武
力
行
使
に
対
し
て

反
対
の
意
を
表
明
し
ま
す
。

ま
た
現
在
、
恐
怖
と
悲
し
み
の
中
に
い
る
多

く
の
人
々
に
平
和
が
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
を

強
く
望
み
ま
す
。

私
た
ち
は
、
先
の
大
戦
に
お
い
て
国
家
体

制
に
追
従
し
、
戦
争
に
積
極
的
に
協
力
し

て
、
多
く
の
人
々
を
死
地
に
送
り
出
し
た
歴

史
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
過
ち
を
深
く
慙
愧

（
ざ
ん
き
）
す
る
教
団
と
し
て
、1995

年
の
『
不

戦
決
議
』
に
お
い
て
、
「
す
べ
て
の
戦
闘
行
為
の

否
定
」
と
と
も
に
、
「
民
族
・
言
語
・
文
化
・
宗

世
の
な
か
安
穏
な
れ
、

あ
ん
の
ん

仏
法
ひ
ろ
ま
れ

親
鸞
聖
人
の
お
言
葉

教
の
相
違
を
越
え
て
、
戦
争
を
許
さ
な
い
、
豊

か
で
平
和
な
国
際
社
会
の
建
設
に
む
け
て
、

す
べ
て
の
人
々
と
歩
み
を
と
も
に
す
る
」
こ
と
を

誓
い
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
国
家
間
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、

世
界
に
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
、
今

な
お
武
力
に
よ
る
衝
突
や
弾
圧
の
続
く
国
や

地
域
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
、
す
べ
て
の

武
力
行
使
に
対
し
て
反
対
の
意
を
表
す
る
と

と
も
に
、
一
日
も
早
く
安
穏
な
る
日
々
が
訪

れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

２
０
２
２
年
３
月
１
日

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

宗
務
総
長

木

越

渉

『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
に
「
兵

戈
無
用
（
ひ
ょ
う
が
む
よ
う
）」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。「
兵
戈
」
は
、
兵
士
や
武
器
と

い
う
意
味
で
す
。

「
仏
の
歩
む
と
こ
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

の
あ
ら
ゆ
る
人
々
は
み
な
、
そ
の
教
え
の
尊

さ
を
思
わ
な
い
者
は
い
な
い
。
人
々
の
心
は

豊
か
に
安
ら
か
で
あ
り
、
兵
士
や
武
器
を
全

く
必
要
と
し
な
い
世
界
で
あ
る
。
」
と
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
は
、
「
兵
戈
無
用
」
で
あ
る
た
め

に
は
、
仏
法
が
繁
盛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
言
わ
れ
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
は
、
「
殺
し
て
は
な
ら
な
い
、
殺

さ
し
め
て
は
な
ら
な
い
。
」
「
世
の
中
が
安
穏

（
お
だ
や
か
）
」
で
あ
る
為
に
は
「
仏
法
ひ
ろ

ま
れ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

改
め
て
、「
世
の
な
か
安
穏
な
れ

仏
法
ひ

ろ
ま
れ
」。

切
に
そ
う
思
い
ま
す
。

６
月

日
（
日
）
～

日

午
後
２
時
よ
り

26

28

法
話

寺
西
良
夫
先
生
（
富
山
県
氷
見
市
）

今
年
も
日
程

を
短
縮
し
て
、

永
代
経
法
要
を

お
勤
め
さ
せ
て

い

た

だ

き

ま

す
。

な
お
、
最
終
日

日
は
、
西
光

28寺
門
信
徒
総
追

悼
法
要
も
併
せ

て
お
勤
め
し
ま

す
。

お
参
り
の
皆
さ
ま
に
は
、
読
経
中
お
焼
香

を
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
皆
さ
ん
お

参
り
下
さ
い
。

西
光
寺
永
代
経
法
要
の
ご
案
内

亡
き
お
方
を
ご
縁
と
し
て

昨年の永代経法要 皆さんと正信偈唱和
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永
代
経
法
要
と
は

永
代
経
は
「
永
代
読
経
」
を
略
し
た
言
葉

で
す
。

永
代
経
に
は
、
先
達
の
「
お
寺
の
本
堂
に

永
代
に
渡
っ
て
、
仏
さ
ま
の
教
え
が
子
々
孫

々
に
続
い
て
い
き
ま
す
よ
う
に
」
、
そ
こ
か
ら

ま
た
「
お
念
仏
の
道
場
で
あ
る
お
寺
が
永
き

に
渡
っ
て
存
続
し
、
お
念
仏
の
教
え
が
繁
栄

し
続
け
る
よ
う
に
」
と
い
う
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

長
き
に
わ
た
り
、
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た

お
念
仏
の
道
を
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
次
の

世
代
に
申
し
伝
え
る
、
こ
の
尊
い
ご
縁
を
い

た
だ
く
の
が
、
永
代
経
で
す
。

亡
き
人
、
ご
先
祖
さ
ま
に
「
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
」
と
感
謝
申
し
つ
つ
、
仏
法
聴

聞
の
ご
縁
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

昨
年
四
月
よ
り
今
年
三
月
に
亡
く
な
ら
れ

た
ご
門
徒
さ
ん
（

名
）
の
追
悼
法
要
で
す
。

24

永
代
経
法
要
と
併
修
し
ま
す
。

お
参
り
は
午
後
二
時
か
ら
で
す
の
で
、

受
付
は
三
日
間
と
も
午
後
か
ら
に
な
り
ま

す
。

■

前
年
度
物
故
者
追
悼
法
要
に
つ
い
て

６
月

日
（
日
）
午
後
二
時
～

26

法
要
の
初
め
に
、

亡
く
な
ら
れ
た
方

の
お
名
前
を
読
み

上
げ
ま
す
。
お
勤

め
と
と
も
に
、
ご

遺
族
の
方
々
に
お

焼
香
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

法
要
終
了
後
、

ご
遺
族
の
方
に
は
、

お
供
え
を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
お
持
ち
帰

り
い
た
だ
き
ま
す

今
年
も
４
月
24

日
・

日
の
二
日

25

間
に
わ
た
り
蓮

如
忌
の
お
参
り

を
勤
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

年
々
桜
の
開

花
時
期
が
早
く

な
り
、
お
内
陣

の
お
花
に
「
桜
」

が
使
え
る
か
ど

う
か
心
配
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
年

も
桜
の
花
が
早
く
咲
き
、
心
配
し
て
い
た
の

で
す
が
、
お
花
切
り
の
み
な
さ
ん
の
ご
苦
労

蓮
如
忌
・へ
ん
じ
ゃ
ま
い
り

無
事
勤
ま
る
！

昨年の物故者追悼法要
4/25 御書様と蓮如像

に
よ
り
、
桜
が
準
備
で
き
、
き
れ
い
に
仕
上

が
り
ま
し
た
。

日
・

日

24

25

は
、
瓶
子
秀
尚
さ

ん
宅
で
の
お
勤
め

か
ら
始
ま
り
、
御

書
様
の
行
列
、
西

光
で
の
お
勤
め
の

後
、
住
職
の
御
書

様
拝
読
、
加
賀
市

か
ら
お
越
し
い
た

だ
い
た
山
本
龍
昇

先
生
の
法
話
の

後
、
御
書
様
は
瓶

子
さ
ん
宅
へ
お
帰

り
に
な
り
ま
し

た
。

日
は
、
正
院
雅
楽
会
の
皆
さ
ま
に
も
参

25
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
お
導
師

様
の
光
行
寺
住
職
（
蛸
島
）
さ
ん
を
は
じ
め
、

乗
光
寺
（
飯
田
）
・
了
覚
寺
（
野
々
江
）
・
慶

西
寺
（
熊
谷
）
・
長
覚
寺
（
川
尻
）
・
広
栄
寺

（
大
谷
）
・
願
念
寺
（
大
谷
）
・
称
名
寺
（
加

賀
市
）
の
住
職
さ
ん
方
、
そ
し
て
広
栄
寺
前

住
職
さ
ん
に
お
参
り
い
た
だ
き
、
お
ご
そ
か

な
お
勤
め
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

皆
様
に
は
仏
供
米
並
び
に
ロ
ー
ソ
ク
料
の

志
納
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

4/25 お参りの様子
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近
親
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
事
を
ご
縁
に
、

故
人
の
追
慕
か
ら
納
め
ら
れ
る
特
別
な
懇
志

を
、
『
永
代
経
志
』
と
い
い
ま
す
。

北
陸
地
方
で
は
、
祠
堂
が
上
が
る
と
も
言

し
ど
う

い
ま
す
。

『
永
代
経
志
』
を
納
め
ら
れ
ま
す
と
、
永

代
経
志
札
を
本
堂
に
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
永
代
経
法
要
の
期
間

中
の
前
年
度
物
故
者
追
悼
法
要
と
は
別
に
、

日
時
を
合
わ
せ
て
来
寺
し
て
い
た
だ
き
、
特

別
永
代
経
の
お
勤
め
に
お
参
り
い
た
だ
き
ま

す
。
お
勤
め
の
後
、
お
備
え
し
た
お
仏
飯
と

永
代
経
志
・
特
別
懇
志
に
つ
い
て

＝
二
〇
二
一
二
年
度
蓮
如
忌
志
納
報
告
＝

仏
供
米
代
（
お
金
で
志
納
さ
れ
た
分
）

一
三
八
戸

一
一
八
，五
〇
〇
円

（
一
四
〇
戸

一
一
九
，三
〇
〇
円
）

ロ
ー
ソ
ク
料

二
六
〇
戸

九
三
二
，〇
〇
〇
円

（
二
七
五
戸

九
六
四
，五
〇
〇
円
）

お
賽
銭

二
八
，八
五
〇
円

（
二
四
，九
五
〇
円
）

（

）
内
は
二
〇
一
一
年
度

西
光
寺
で
作
っ
た

精
進
料
理
を
参
詣

の
皆
様
に
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
西
光
寺

で
は
毎
朝
六
時
五

十
分
よ
り
「
お
あ

さ
じ
」
と
い
う
朝

の
お
勤
め
を
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
お
あ
さ
じ
の
お
勤
め
の
後

に
、
祠
堂
が
上
が
っ
た
方
々
の
命
日
の
お
勤

め
と
し
て
、
「
歎
佛
偈
（
た
ん
ぶ
つ
げ
）
」
と

い
う
お
経
を
読
経
し
て
い
ま
す
。

永
代
経
志
・
特
別
懇
志
を
考
え
ら
れ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
方
は
、
西
光
寺
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

５
月
８
日
（
土
）
、
６
月
８
日
（
火
）
の

午
後
２
時
よ
り
法
和
会
の
集
い
が
あ
り
ま
し

た
。法

話
会
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
「
そ
の
ま
ま

で
い
い
よ
、
そ
の
ま
ま
で
い
い
よ
、
み
ん
な

遇
え
る
別
れ
の
な
い
世
界
が
あ
る
よ
」
と
い

う
教
え
聞
く
会
で
す
。

法
話
を
「
お
と
り
つ
ぎ
」
と
も
言
い
ま
す
。

住
職
自
身
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
教
え
を
味
わ

い
、
喜
ぶ
。
そ
の
喜
び
を
阿
弥
陀
さ
ま
に
か

わ
っ
て
皆
さ
ま
に
「
お
と
り
つ
ぎ
」
を
し
ま

■

法
和
会

五
月
・六
月
開
か
れ
る
！

お斎は、西光寺特製精進料理

す
。両

日
と
も
、
正

信
偈
を
唱
和
し
た

あ
と
、
住
職
の
法

話
を
聞
き
ま
し
た
。

休
憩
時
に
は
、

大
正
琴
の
伴
奏
に

よ
る
歌
。
皆
さ
ん

大
き
な
声
で
楽
し

そ
う
に
歌
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

次
回
は
、
７
月
８
日
（
木
）
実
施
予
定
で

す
。
ど
う
ぞ
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ご
参
加

下
さ
い
。

西
光
寺
護
持
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

ご
門
徒
の
皆
さ
ま
に
は
、
日
頃
よ
り
、
西

光
寺
の
護
持
に
対
し
、
格
別
な
る
ご
尽
力
を

賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

◆

西
光
寺
維
持
費
に
つ
い
て

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
度
の
西
光
寺
維
持
費

は
、昨
年
度
と
同
じ
四
千
円
で
す
。

六
月
中
に
、
各
町
内
護
持
委
員
さ
ん
が
、

集
金
に
回
ら
れ
ま
す
の
で
、
御
協
力
お
願
い

し
ま
す
。

護
持
委
員
さ
ん
の
お
い
で
な
い
町
内
の
方
、

ま
た
遠
方
の
門
徒
さ
ん
に
は
申
し
訳
あ
り
ま

せ
ん
が
、
直
接
西
光
寺
あ
る
い
は
郵
送
で
お

納
め
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

6/7 法話会



2022年(令和 4年) 6月 22日 第 104号
◆

護
持
委
員
さ
ん
交
代
の
お
知
ら
せ

○
岩
坂

鼠
田

弥
義
さ
ん
（
瀬
法
司

忠
良
さ
ん
）

（

）
は
前
任
者

西
光
寺
本
堂
に
本
棚
を
設
置
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
月
刊
雑
誌
『
同
朋
』
を
置
い
て

い
ま
す
。『
同
朋
』
は
「
仏
教
が
み
ち
び
く
、

あ
ら
た
な
人
生
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
東
本
願

寺
が
毎
月
発
行

す
る
月
刊
誌
で

す
。今

後
は
、
い

ろ
い
ろ
な
本
を

置
い
て
い
き
た

い

と

思

い

ま

す
。

墓
地
管
理
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆

二
〇
二
二
年
度
墓
地
代
に
つ
い
て

護
持
委
員
さ
ん
が
集
金
に
回
ら
れ
ま
す
の

で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

護
持
委
員
さ
ん
の
お
い
で
な
い
町
内
の
方
、

ま
た
遠
方
の
方
は
、
直
接
西
光
寺
へ
、
あ
る

い
は
、
西
光
寺
内
墓
地
管
理
委
員
会
宛
に
郵

送
等
で
お
願
い
し
ま
す
。

＊
西
光
寺
墓
地
管
理
委
員
会
規
定
よ
り

第
４
条

西
光
寺
は
墓
地
に
墓
地
を
所
有
す
る

■

お
寺
の
本
棚

設
置
！

本堂に設置された本棚

者
を
以
て
会
員
と
し
、
新
規
の
会
員
を
妨
げ

な
い
。

第
５
条

墓
地
の
管
理
、
運
営
に
あ
た
り
、
会
員

よ
り
必
要
経
費
と
し
て
段
階
毎
に
年
会
費
の

納
入
を
願
う
。記

イ
、
三
平
米
未
満

年
間
千
円

ロ
、
三
平
米
以
上

年
間
千
五
百
円

ハ
、
六
平
米
以
上

年
間
二
千
円

ニ
、
九
平
米
以
上

年
間
二
千
五
百
円

ホ
、
十
平
米
以
上

年
間
三
千
円

ヘ
、
特
別

年
間
五
千
円

ト
、
門
徒
外

年
間
五
千
円

附
別

こ
の
規
定
は
平
成

年
５
月

日

13

15

よ
り
適
用
す
る

◆

墓
地
清
掃
に
つ
い
て

６
月

・

日
に
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

13

14

タ
ー
に
依
頼
し
て
墓
地
清

掃
を
行
い
ま
し
た
。

年
々
草
の
成
長
が
早
く

な
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
見

か
け
な
か
っ
た
草
も
増
え

大
変
な
作
業
に
な
り
ま
し

た
が
、
シ
ル
バ
ー
さ
ん
の

お
か
げ
で
き
れ
い
に
な
り

ま
し
た
。

な
お
、
八
月
上
旬
に
も

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
依
頼
し
、
墓
地

清
掃
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

＝
編
集
後
記
＝

「
隣
の
レ
ジ
は
早
い
」

隣
の
レ
ジ
で
並
ん
で
い
た
人
た
ち
が
支
払

い
を
終
え
、
買
い
物
を
済
ま
せ
て
い
る
の
に
、

自
分
は
ま
だ
レ
ジ
の
列
に
並
ん
で
い
る
。

私
も
隣
の
レ
ジ
の
ほ
う
が
早
く
進
ん
で
い

る
の
を
見
て
損
を
し
た
気
持
ち
に
な
る
こ
と

が
何
度
も
あ
り
ま
す
。

人
間
と
い
う
の
は
、
つ
い
つ
い
他
人
と
比

べ
て
し
ま
う
生
き
も
の
の
よ
う
で
す
。

自
分
は
、
○
○
さ
ん
よ
り
優
れ
て
い
る
と

か
、

△
△
さ
ん
に
は
か
な
わ
な
い
と
か
…
い

つ
も
他
人
と
の
比
較
は
関
心
事
で
す
。

自
分
に
限
ら
ず
、
家
族
、
子
ど
も
な
ど
自

分
の
身
の
回
り
の
人
も
、
つ
い
つ
い
自
分
と

同
じ
よ
う
に
、
他
の
家
族
、
他
の
子
と
比
べ

て
し
ま
い
ま
す
。

隣
の
レ
ジ
は
早
い
と
思
う
の
は
、
他
人
が

す
る
こ
と
を
気
に
す
る
自
分
が
こ
こ
に
い
る

か
ら
で
す
。「
他
人
と
比
べ
る
と
不
幸
が
始
ま

る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
他
人
（
隣

の
レ
ジ
）
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
苦
し

み
が
起
こ
り
ま
す
。

も
し
隣
に
も
う
一
つ
の
レ
ジ
が
存
在
し
な

け
れ
ば
、
き
っ
と
何
も
思
わ
ず
に
順
番
を
待

ち
、
普
通
に
買
い
物
を
済
ま
せ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。

思
い
通
り
に
は
い
か
な
い
私
の
人
生
で
す

が
、
隣
の
レ
ジ
が
早
く
て
も
、
少
し
だ
け
穏

や
か
な
気
持
ち
で
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

そ
う
思
う
こ
と
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏


