
、
、
、

、
心
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1

一
宗
報
一
(
八
月
号
)
で
は
、
「
ア
メ
リ
カ
浄
土
真
宗
に
学
ぶ
②
1
同
性
婚
を
め
ぐ
っ
て
」

を
テ
ー
マ
に
ミ
ャ
ジ
・
タ
カ
シ
さ
ん
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は

「
宗
教
と
平
和
」
(
前
半
)
で
す
。
戦
後
七
一
年
目
を
迎
え
ま
し
た
が
、
今
な
お
世
界
で
は

紛
争
が
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
平
和
な
世
界
の
実
現
に
浄
土
真
宗
は
ど
の
よ
う
な

役
割
を
担
え
る
の
か
。
宗
教
が
持
っ
価
値
を
発
信
す
る
こ
と
の
大
翊
さ
を
訴
え
る
ミ
ャ
ジ

さ
ん
が
、
平
和
を
め
ぐ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
親
聖
人
の
人
周
観
を
伝
え
る
こ
と
の
重
要

性
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
す
。

大
統
領
の
広
島
訪
問

今
年
の
五
月
に
オ
バ
マ
大
統
領
が
広
島
を
訪

問
し
た
こ
と
は
記
^
に
新
し
い
で
し
ょ
、
つ
。
そ

の
際
に
大
統
領
は
、

広
島
と
長
崎
は
核
戦
争
の
夜
明
け
と
し
て
で

は
な
く
、
道
義
的
な
目
覚
め
の
始
ま
り
と
し

て
知
ら
れ
る
だ
ろ
う

と
い
、
つ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
ま
し
た
0
 
こ
の

「
道
毅
的
な
目
覚
め
」
(
ヨ
0
岳
一
讐
卦
雪
ヨ
如
)
を

め
ぐ
つ
て
は
、
そ
れ
が
一
体
何
を
意
味
し
て
い

る
の
か
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
人
は
小
ノ

ミ
亀
(
日
本
語
訳
一
禅
と
戦
争
1
禅
仏
教
は
戦

争
に
協
力
し
た
か
』
二
0
0
一
年
)
と
い
う
本
を

出
版
し
て
大
変
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃

ア
メ
リ
カ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
は
な
い仏

身
体
性
を
と
も
な
う
座
禅
が
人
気
を
集
め
、

教
・
N
含
(
禅
)
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
 
N
含

わ

ブ
ー
ム
が
沸
き
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
0
 
そ
の
よ

う
な
中
、
 
N
曾
が
実
は
先
の
戦
争
に
協
力
し
て

い
た
こ
と
が
本
書
に
ょ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
自
分

へ
だ

い
だ

た
ち
が
抱
い
て
い
た
 
N
含
認
識
と
の
隔
た
り

に
、
人
び
と
は
動
揺
し
た
の
で
す
。

N
含
に
限
ら
ず
、
浄
土
真
宗
も
戦
争
を
サ
ポ

ー
ト
し
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ア
メ

り
力
の
信
徒
の
方
も
小
ノ
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

「
ま
さ
か
浄
士
真
{
示
が
:
・
・
:
」
と
、
ソ
ヨ
ッ
ク
を

受
け
る
方
は
案
外
多
い
で
す
。
人
び
と
の
心
や

た
ず
さ

価
値
観
に
携
わ
る
宗
教
は
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
に

限
ら
ず
、
戦
時
に
「
心
を
動
員
す
る
」
役
割
を

果
た
し
て
し
ま
、
つ
こ
と
が
小
ノ
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
や
は
り
、
こ
う
し
た
{
示
教
が
持
つ
危
険
性

に
普
段
か
ら
注
意
を
向
け
て
お
く
こ
と
が
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。

な
く
な
い
よ
う
で
す
。
個
人
的
な
意
見
で
す

が
、
こ
の
「
道
義
的
な
目
覚
め
」
が
指
す
意
味

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

「
宗
教
と
平
和
」
の
問
題
に
つ
い
て
知
っ
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
「
道
義
的
」
と
訳
さ
れ
る
ヨ
又
巴
は
、

往
々
に
し
て
{
示
教
に
ょ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
0
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国
家
に
ょ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
操
作

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ

宗
教
の
戦
争
協
力

と
こ
ろ
で
前
回
(
一
宗
報
一
八
月
号
)
も
触
れ

ま
し
た
が
、
日
系
人
は
昔
も
今
も
、
「
自
分
は

一
体
何
者
か
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

か
か

揺
ら
ぎ
を
抱
え
な
が
ら
過
ご
し
て
い
ま
す
。
そ

の
こ
と
は
先
の
大
戦
の
際
も
非
常
に
顕
著
で
し

た
0
 
ア
メ
リ
カ
で
は
外
国
人
と
し
て
扱
わ
れ
、

日
本
か
ら
は
敵
国
の
ア
メ
リ
カ
人
と
見
な
さ
れ

る
。
ど
こ
に
い
て
も
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
ま

し
た
。
他
国
に
派
避
さ
れ
た
多
く
の
ア
メ
リ
カ

以
前
、
ビ
ク
ト
リ
ア
・
プ
ラ
イ
ア
ン
(
ぐ
片
・

§
§
如
二
当
)
と
い
、
つ
仏
教
学
者
が
、
 
N
急
注

重
要
な
点
は
、
「
人
種
の
サ
ラ
ダ
ボ
ー
ル
」

な
ど
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
民
族
が
共
存

す
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
今
も
日
系
人
だ
け
で
な

<
、
多
く
の
人
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
¥
の
揺
ら

↓
美
噐
ミ
冨
一
亘
一
(
宮
地
崇
)

一
九
八
四
年
フ
メ
リ
カ
・
ユ
タ
州
生
ま
れ
。
二
0
0
六
年
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
哲
学
科
卒
業
。
こ

の
間
、
慶
應
毅
塾
大
学
へ
一
年
問
留
学
。
二
0
 
三
年
、

1
B
S
 
(
米
国
仏
教
大
学
院
)
修
士
課
程
修
了
。
二
0
 
-

三
年
か
ら
二
0
一
六
年
ま
で
、
龍
谷
大
学
大
学
院
修
士
課

程
及
び
博
士
課
程
に
在
籍
。
現
在
本
願
寺
派
総
合
研
究

所
臨
時
職
員
、
龍
谷
大
学
研
究
生
の
傍
ら
、
浄
土
真
宗
聖

典
英
語
鋼
訳
委
員
会
で
仏
典
翻
訳
な
ど
に
も
携
わ
る
。

人
兵
士
た
ち
の
な
か
で
、
日
系
人
が
ま
ず
危
険

な
戦
場
に
送
ら
れ
た
歴
史
が
そ
の
こ
と
を
物
語

つ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
を
常
に
持
ち
続
け

て
き
た
の
で
す
。
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ぎ
と
葛
藤
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
、
つ
こ
と

で
す
。
「
ア
メ
リ
カ
の
思
春
期
」
と
い
、
つ
一
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
ア
イ
デ
ン
テ

女
や

イ
テ
ィ
が
不
確
定
な
状
況
に
悩
む
人
び
と
の
状

態
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と

い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
本
当
に
多
様
で
す
。

だ
か
ら
国
家
が
、
国
民
に
同
じ
方
向
を
向
か

せ
て
国
を
動
か
そ
う
と
す
る
時
、
「
私
た
ち
は

ニ
'

一
つ
な
ん
だ
」
と
意
識
さ
せ
、
鼓
舞
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
し
ぱ
し
ぱ
行
わ
れ

る
の
が
、
「
共
通
の
敵
・
仮
想
敵
」
を
探
す
と

い
う
こ
と
で
す
。
共
通
の
敵
が
見
つ
か
れ
ぱ
、

自
分
た
ち
は
一
つ
に
な
れ
る
と
考
え
る
の
で

す
。
よ
く
、
宇
宙
人
が
攻
め
て
き
た
ら
地
球
人

は
争
い
を
や
め
、
互
い
に
協
力
し
合
う
こ
と
が

で
き
る
、
な
ど
と
い
う
話
が
聞
か
れ
ま
す
が
、

そ
れ
に
近
い
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
が
「
共
通
の
敵
」
を
見
つ
け
た
最

近
の
事
例
と
し
て
、
イ
ラ
ク
戦
争
が
挙
げ
ら
れ

る
で
し
ょ
、
つ
0

イ
ラ
ク
で
は
、
大
量
破
壊
兵
器
を
理
由
に
彼

ら
を
「
共
通
の
敵
」
と
見
な
し
侵
攻
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
つ
い
に
大
呈
破
壊
兵
器
は
発
見

か
0
と
う

分
が
正
し
い
」
と
い
う
正
鞭
を
振
り
か
ざ
す
ア

メ
リ
カ
の
風
潮
に
異
を
唱
え
、
浄
土
真
宗
の
み

教
え
を
伝
え
つ
つ
行
動
す
る
こ
と
で
、
平
和
な

世
界
、
す
な
わ
ち
自
他
共
に
、
心
豊
か
な
世
界
が

実
現
さ
れ
る
一
歩
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
犠
牲
だ
け
が
残
っ
た
事

態
に
、
ア
メ
リ
カ
国
民
も
次
第
に
国
家
に
対
し

て
疑
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
分

た
ち
の
正
幾
が
本
当
に
正
し
か
っ
た
の
か
、
問

い
始
め
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
家

を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

操
作
さ
れ
、
戦
争
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

次
号
で
も
引
き
続
き
「
宗
教
と
平
和
」
(
後

半
)
を
テ
ー
マ
に
、
ア
メ
リ
カ
浄
土
真
宗
の
具

体
的
な
活
動
な
ど
に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ

く
予
定
で
す
。

(
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
教
団
総
合
研
究
室
)

多
様
性
の
確
保
と
宗
教
の
役
割

私
は
、
意
図
的
に
仮
想
敵
を
作
っ
て
幽
己
を

確
立
し
よ
う
と
し
た
り
、
統
一
的
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
設
定
し
よ
、
つ
と
い
う
態
度
に
、
そ

も
そ
も
の
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
無
理
な

「
ア
メ
リ
カ
人
」
像
の
押
し
つ
け
は
、
結
局
、

よ
く
あ
つ

そ
こ
に
収
ま
り
き
れ
な
い
人
び
と
を
抑
圧
し
、

排
除
さ
れ
た
人
び
と
と
の
争
い
を
生
じ
さ
せ
る

の
で
す
。

国
が
「
一
つ
に
な
ろ
う
」
と
動
く
と
き
、
{
示

教
は
そ
の
り
ク
エ
ス
ト
に
安
易
に
従
う
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
異
な
る
価
値
を
積
極
的
に
訴
え

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
保

守
派
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
背
景
と
し
て
い
ま

す
。
一
神
教
的
な
価
値
観
に
ょ
っ
て
政
治
を
動

か
そ
う
と
し
ま
す
。
そ
こ
に
ど
の
程
度
多
様

な
価
値
観
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ

こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
が
重
要
な
役

に
4

割
を
担
う
の
で
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
浄
土
真

宗
を
含
む
多
様
な
宗
教
が
、
ど
の
程
度
異
な
る

意
見
や
視
点
を
提
示
し
、
多
様
性
を
支
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

97

と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
避
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り

ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
に
触
れ
る
こ
と
も

し
て
い
な
い
の
に
、
「
愚
か
だ
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
を
ア
メ
リ
カ
人
は
極
端
に
嫌
う
か
ら
で

す
。
私
も
以
前
あ
る
開
教
使
さ
ん
に
「
ア
メ

り
力
で
は
煩
悩
や
漸
槐
の
話
は
し
な
い
ほ
う
が

い
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ

う
か
0
 
り
ク
エ
ス
ト
さ
れ
な
い
か
ら
真
宗
教
巽

の
最
も
基
本
的
な
考
え
方
に
触
れ
な
い
と
い
う

姿
勢
に
は
疑
問
を
覚
え
ま
す
0
 
り
ク
エ
ス
ト
さ

れ
な
い
居
、
心
地
の
悪
い
よ
う
な
内
容
を
、
い
か

に
皆
さ
ん
に
聞
い
て
も
ら
え
る
か
、
そ
こ
が
僧

侶
の
腕
の
見
せ
所
だ
と
思
う
の
で
す
。

真
宗
の
み
教
え
を
通
し
て
、
一
人
ひ
と
り
の

エ
ゴ
を
見
つ
め
、
内
省
的
に
考
え
て
行
動
す

る
、
と
い
う
態
度
が
ア
メ
リ
カ
に
は
非
常
に
欠

み
t

け
て
い
ま
す
。
自
己
の
限
界
・
欲
望
を
見
据
え

た
と
こ
ろ
か
ら
他
者
を
認
め
合
っ
た
め
に
は
、

や
は
り
親
鸞
聖
人
の
人
間
観
は
重
要
で
す
。
大

統
領
が
述
べ
た
「
道
義
的
な
目
覚
め
」
に
つ
い

て
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
で
は
{
示
教
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
「
絶
対
的
に
自

無
明
煩
悩
」
と
い
う
人
問
観

多
様
性
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
ア
メ
リ
カ

U
み
ょ
う
ぼ
ん
の
う

で
親
鸞
聖
人
の
「
無
明
煩
悩
」
と
い
う
人
間

観
を
も
っ
と
訴
え
た
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま

寺
ろ

す
。
人
間
が
根
本
的
に
「
愚
か
さ
」
や
「
自
己

中
心
性
」
を
備
え
た
存
在
だ
と
い
う
認
識
や
、

ぎ
ん
ぎ

そ
れ
を
「
衛
槐
」
す
る
と
い
う
態
度
は
、
国
や

宗
教
を
超
え
て
通
用
す
る
考
え
方
だ
と
信
じ
て

い
ま
す
。

残
念
な
こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
法
話
な
ど

で
「
愚
か
さ
」
や
「
幽
己
中
心
性
」
、
「
漸
槐
」
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