
こ
の
度
、
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十

年
・
立
教
開
宗
八
百
年

慶
讃
法
要
」
を
お

迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
ご
勝
縁
を
共

々
に
慶
ば
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
現
代

を
生
き
る
私
た
ち
の
依
り
処
と
な
る
『
教
行

信
証
』
を
中
心
と
し
て
、
受
け
継
が
れ
て
き

た
み
教
え
と
伝
統
が
、
更
に
は
現
代
か
ら
未

来
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
願
い
、
制

定
さ
れ
た
の
が
「
新

制

御
本
典
作
法
」

し
ん
せ
い

ご
ほ
ん
で
ん
さ
ほ
う

で
あ
り
ま
す
。

「
新
制
」
と
は
、
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八

百
年
・
立
教
開
宗
七
百
五
十
年
慶
讃
法
要
」

の
折
に
制
定
さ
れ
た
「
御
本
典
作
法
」
に
続

く
作
法
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
御

本
典
作
法
」
は
音
楽
法
要
と
し
て
作
成
さ
れ
、

様
々
な
場
面
で
行
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

現
在
は
、
本
山
の
立
教
開
宗
記
念
法
要
で

用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

「
新
制

御
本
典
作
法
」
で
は
具
体
的
に
、

①
聴
く
も
の
、
②
僧
俗
共
に
唱
え
る
も
の
、
③

伝
統
的
な
も
の
、
④
新
し
い
も
の
、
を
念
頭
に
、

更
に
静
・
動
の
中
に
リ
ズ
ム
感
の
あ
る
お
勤
め

と
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
構
成
と
い
う
こ
と
を
掲
げ

ま
し
た
。
次
に
作
法
の
流
れ
に
沿
っ
て
概
略

を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
宿

縁
】「
念
仏
」
が
唱
え
ら
れ
る
中
、

し
ゅ
く
え
ん

「
教
行
信
証

総
序
」
の
御
文
を
五
十
年
前

の
「
御
本
典
作
法
」
の
旋
律
で
唱
え
て
い
き

ま
す
。
念
仏
は
本
願
寺
で
も
か
つ
て
唱
え
ら

れ
て
い
た
〝
伽
陀
〟
の
節
を
採
譜
し
ま
し
た

か

だ

（
『
龍
谷
唄
策
』
等
の
譜
）
。
こ
れ
は
明
治
期

ま
で
の
旋
律
を
復
元
し
つ
つ
、
御
誕
生
八
百

年
の
音
楽
法
要
の
曲
と
で
和
洋
を
融
合
さ

せ
、
五
十
年
前
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
、
次
の

五
十
年
へ
向
け
て
の
思
い
を
込
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
堂
内
を
荘

厳

な

雰

囲

気

へ

と
導
き
ま
す
。

【
宿

縁

讃
】
こ
こ
か
ら
が
、
行
事

し
ゅ
く
え
ん
さ
ん

鐘
後
の
法
要
と
な
り
ま
す
。
御
文
は
『
総
序
』

の
御
文
。
譜
は
大
原
声
明
の
「
四
智
梵
語
讃
」

し
ち
ぼ
ん
ご
さ
ん

が
元
で
、
こ
れ
が
本
願
寺
声
明
の
「
五
眼
讃
」

（
現
「
大
師
影
供
作
法
」
）
に
採
譜
さ
れ
、

こ
の
度
は
こ
の
「
五
眼
讃
」
か
ら
の
採
譜
と

な
り
ま
す
。

【
頌

讃
】
『
教
巻
』
の
「
六
句
嘆
釈
」
の

じ
ゅ
さ
ん

御
文
で
、「
大
師
影
供
作
法
」
等
の
「
頌
讃
」

に
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
度
は
、「
無

量
寿
経
作
法

成
就
文
」
や
「
阿
弥
陀
経
作

法

名
義
段
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
〝
次
第

取
〟
を
従
来
の
大
原
声
明
や
か
つ
て
本
願
寺

で
も
依
用
さ
れ
て
い
た
「
例
時
作
法
」
に
則

れ
い
じ
さ
ほ
う

っ
た
〝

受
上

の
次
第
取
〟
と
い
う
形
に

う
け
あ
げ

し
、
毎
句
の
〝
受
上
〟
と
し
ま
し
た
。

【
正
信
念
仏
偈
】
『
行
巻
』
の
御
文
。
「
新

制

御
本
典
作
法
」
で
は
第
二
種
と
し
て
従

来
の
〝
い
わ
ゆ
る
十
二
礼
の
節
〟
を
用
い
、

第
一
種
で
は
新
た
に
〝
和
讃
譜
〟
を
採
譜
し

ま
し
た
。
〝
い
わ
ゆ
る
十
二
礼
の
節
〟
と
い

う
の
は
、
元
々
「
十
二
礼
」
は
天
台
を
は
じ

め
浄
土
各
派
で
も
「
五
念
門
」
の
呼
称
で
用

い
ら
れ
、
本
願
寺
で
も
か
つ
て
は
「
十
二
礼
」

の
他
「
十
二
礼
文
」
や
「
例
時
作
法

五
念

門
」
と
称
さ
れ
て
日
常
的
に
唱
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
「
十
二
礼
」
に
は

幾
通
り
も
の
節
が
あ
り
、
本
願
寺
に
お
い
て

も
現
在
の
譜
と
別
の
節
も
用
い
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
現
行
の
節
は
そ
の
う
ち
最
も
略
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
節
を
以
て
〝
い
わ
ゆ

る
十
二
礼
の
節
〟
と
表
し
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。ま

た
「
正
信
念
仏
偈
」
を
用
い
た
法
要
は

か
つ
て
（
明
治
以
前
）
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、

初
め
て
依
用
し
た
の
が
本
願
寺
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
大
正
十
二
年
大
谷
本
廟
で
の
「
正
信

念
仏
偈
作
法
」
（
現
在
の
と
は
違
う
も
の
）

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
明
治
以
前
ま
で
は
「
正

信
念
仏
偈
」
は
法
要
に
は
用
い
ら
れ
ず
、「
念

仏
正
信
偈
」
を
用
い
て
い
ま
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
本
願
寺
の
法
要
で

用
い
ら
れ
る
「
正
信
念
仏
偈
」
の
節
は
〝
い

わ
ゆ
る
十
二
礼
の
節
〟
の
た
だ
一
種
類
だ
け

で
あ
っ
て
、
一
般
寺
院
の
法
要
に
お
い
て
も

他
の
節
の
選
択
の
余
地
が
な
い
の
が
実
状
で

す
。
そ
こ
で
次
の
五
十
年
を
見
据
え
、
更
に

「
正
信
念
仏
偈
」
の
節
を
加
え
、
選
択
肢
を

作
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で

慣
れ
親
し
ん
だ
〝
い
わ
ゆ
る
十
二
礼
の
節
〟

と
は
別
に
、
今
回
新
た
に
〝
和
讃
譜
〟
を
加

え
る
こ
と
で
、
今
後
二
種
類
の
節
か
ら
選
択

で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
〝
和
讃
譜
〟
は
、
大
衆
唱
和
と
し
て

は
親
し
み
易
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
度
は

「
善
導
独
明
・
・
」
か
ら
が
大
原
声
明
の
〝

和
讃
譜
〟
を
踏
襲
し
、
そ
れ
以
前
は
〝
和
讃

譜
〟
の
略
譜
と
い
う
形
と
な
り
ま
す
。

【
大

信

讃
】
『
信
巻
』
の
「
大
信
釈
」

だ
い
し
ん
さ
ん

の
御
文
。
元
は
大
原
「
伝
教
大
師
御
影
供

で
ん
ぎ
ょ
う
だ
い
し
み
え
い
く

・
讃
」
の
譜
で
、
本
願
寺
で
は
「
報
恩
講
作

法
・
式

間
和
讃
」
に
用
い
ら
れ
、
こ
の
度

し
き
あ
い

は
こ
こ
か
ら
採
譜
し
ま
し
た
。
行
道
も
想
定

し
、
定
曲
で
拍
を
感
じ
な
が
ら
音
の
変
化
の

あ
る
曲
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
念
仏
】
元
は
大
原
声
明
の
「
百

八

讃
」

ひ
ゃ
く
は
ち
さ
ん

で
、
リ
ズ
ム
よ
く
拍
を
刻
み
な
が
ら
行
道
を

想
定
し
た
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
各
寺
院

の
内
陣
の
広
さ
に
よ
り
「
念
仏
の
回
数
を
調

整
で
き
る
よ
う
に
二
句
毎
の
繰
り
返
し
で
組

み
立
て
て
い
ま
す
。

【
回
向
句
】
御
文
は
『
証
巻
』
の
「
往
還

結
釈
」
。
元
は
大
原
声
明
「
三
力
偈
」
の
譜

さ
ん
り
き
げ

で
、
本
願
寺
で
は
「
讃
弥
陀
偈
作
法

回
向

句
」
の
譜
。
こ
の
度
は
そ
の
「
回
向
句
」
か

ら
採
譜
し
ま
し
た
。

【
慶

喜
】
『
化
身
土
文
類

後
序
』
の
御

き
ょ
う
き

文
。
前
の
「
回
向
句
」
で
法
要
を
終
わ
り
、

続
け
て
前
出
の
「
念
仏
」
が
唱
え
ら
れ
る
中
、

五
十
年
前
の
「
御
本
典
作
法
」
の
「
慶
喜
」

の
旋
律
を
唱
え
、
法
要
の
余
韻
を
も
た
せ
る

効
果
を
つ
く
り
ま
す
。

凡
そ
す
べ
て
の
本
願
寺
声
明
は
代
々
大
原

魚
山
声
明
を
そ
の
範
と
し
伝
承
し
て
参
り
ま

し
た
。
そ
の
伝
統
的
な
声
明
の
節
回
し
の
一

端
を
復
活
さ
せ
る
声
明
を
意
識
し
、
ま
た
法

要
の
前
後
に
「
御
本
典
作
法
」
の
旋
律
と
声

明
旋
律
を
融
合
さ
せ
る
と
い
う
新
し
い
形
を

取
り
入
れ
、
法
要
に
ご
参
拝
頂
く
皆
様
に
荘

厳
な
雰
囲
気
の
中
、
伝
統
的
声
明
を
聴
い
て

味
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
感
染
症
が
収
束
し
た

際
に
は
共
に
「
正
信
念
仏
偈
」
を
ご
唱
和
で

き
ま
す
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
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