
第 74 号                  月    影             令和 4 年 10 月 

  
月 

影 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
十
月
一
日
発
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

常 
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案
じ
て
い
る
人
か
ら 

 

案
じ
ら
れ
て
い
る 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

今
は
亡
き
あ
の
人
は 

ど
う
し
て
い
る
か
と 

案あ
ん

じ
て
い
る
私
を 

 

今
は
亡
き
あ
の
人
が 

悲
し
み
の
中
に
い
る 

私
を
案
じ
て
い
る 

 

﹁
悲
し
ま
な
い
で
﹂
と 

聞
こ
え
な
い
声
で 

見
え
な
い
姿
で 
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第 74 号                  月    影             令和 4 年 10 月 

 
 

開
宗
八
五
〇
年 の

生
涯 

 
 

 
 

 
 

 

︻
十
一
︼ 

法
難
の
は
じ
ま
り

 
 

教
団
の
成
立 

 

法
然
上
人
が
六
十
代
の
頃
︑

そ
の
教
え
に
心
を
動
か
さ
れ

た
有
力
な
僧
の
弟
子
入
り
が

相
次
ぎ
︑
少
し
ず
つ
教
団
と

し
て
成
立
し
て
い
き
ま
し
た
︒ 

浄
土
真
宗
の
開
祖
で
あ
る

親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人
も
︑
法
然
上
人

が
六
十
九
歳
の
頃
に
弟
子
入

り
し
て
い
ま
す
︒ 

 

誰
も
が
救
わ
れ
る
教
え 

 

自
分
の
力
で
極
楽
へ
往
生

す
る
の
で
は
な
く
︑
私
た
ち

が
お
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に

阿
弥
陀
仏
が
極
楽

へ
往
生
さ
せ
て
く
だ
さ
る
他

力
の
教
え
は
︑
公
家
︑
武
士

か
ら
庶
民
ま
で
︑
広
く
支
持

さ
れ
ま
し
た
︒
当
時
︑
京
都

の
信
徒
は
三
万
人
を
超
え
て

い
た
と
い
わ
れ
ま
す
︒ 

 
批
判
と
弾
圧 

 

し
か
し
︑
法
然
上
人
の
教

え
に
集
う
人
々
の
勢
力
拡
大

の
動
き
に
︑
既
存
の
教
団
は

警
戒
を
強
め
︑
法
然
上
人
に

対
し
て
批
判
を
向
け
る
よ
う

 

厳
し
い
戒
律
や
修
行
に
耐

え
て
︑
悟
り
を
ひ
ら
く
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
当
時
の
仏

教
界
か
ら
す
れ
ば
︑
お
念
仏

を
称
え
れ
ば
誰
で
も
救
わ
れ

る
と
す
る
法
然
上
人
の
教
え

は
︑
異
端
と
み
な
さ
れ
る
も

の
で
し
た
︒ 

 

元
久
の
法
難 

 

 

一
二
〇
四
年
︑
法
然
上
人

へ
の
批
判
の
声
は
い
よ
い
よ

高
ま
り
︑
比
叡
山
の
僧
た
ち

が
延
暦
寺
で
集
会
を
開
き
︑

天
台
座
主
に
対
し
て
︑﹁
念

仏
停
止
﹂
を
訴
え
る
事
件
が

起
き
ま
し
た
︒
こ
れ
を

﹁
元
久
の
法
難

ほ
う
な
ん

﹂
と
い
い

ま
す
︒ 

﹁
念
仏
さ
え
称
え
れ
ば
︑
ど

の
よ
う
な
行
い
を
し
て
も
許

さ
れ
る
﹂
と
勝
手
な
解
釈
で

理
解
し
︑
悪
事
を
反
省
せ
ず
︑

反
社
会
的
な
ふ
る
ま
い
を
す

る
者
も
現
れ
た
こ
と
へ
の
抗

議
も
お
こ
り
ま
し
た
︒ 

 

七
箇
条
制
誡 

 

 

こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況

を
受
け
て
︑
法
然
上
人
は
す

ぐ
さ
ま
門
弟
を
集
め
︑
教
え

を
履は

き
違ち

が

え
た
者
の
行
き
過

ぎ
を
戒
め
る
﹁
七し

ち

箇
条
制
誡か

い

﹂ 

を
記
し
︑
弟
子
た
ち
百
九
十

名
に
署
名
さ
せ
︑
自
身
の
弁

明
書
を
添
え
︑
天
台
座
主
に

提
出
し
ま
し
た
︒
決
し
て
他

宗
を
軽
ん
じ
て
い
る
意
図
は

な
い
こ
と
を
示
し
た
こ
と
と
︑

九
条
兼
実
の
弁
護
も
あ
り
︑

法
難
は
一
時
的
で
は
あ
り
ま

す
が
収
束
に
向
か
い
ま
し
た
︒ 

︵
つ
づ
く
︶ 
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葬
儀
式
㈤ 

 
 

 
  

中
ち
ゅ
う 

陰い
ん 

 

葬
儀
が
終
わ
る
と
︑
中
陰

の
期
間
に
入
り
ま
す
︒ 

中
陰
と
は
︑
古
代
イ
ン
ド

で
は
人
が
亡
く
な
る
と
︑
あ

る
期
間
を
置
い
て
生
ま
れ
変

わ
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま

し
た
︒
こ
の
期
間
を
中
陰
と

い
い
ま
す
︒ 

一
般
的
な
中
陰
の
考
え
方

は
︑
お
浄
土
へ
往
生
す
る
の

に
︑
初
七
日
で
生
ま
れ
変
わ

る
人
︑
そ
れ
が
無
理
な
ら
二

七
日
︑
三
七
日
︑
四
七
日…

と
続
き
︑
ど
ん
な
人
で
も
七

七
日
︵
四
十
九
日
︶
経
つ
と
︑

お
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
い
う

考
え
方
で
す
︒ 

 

ひ
じ
を
曲
げ
る
速
さ 

 

し
か
し
︑
我
が
宗
派
で
は
︑

こ
の
世
と
あ
の
世
を
迷
う
期

間
は
な
く
﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂

と
お
念
仏
を
聞
け
ば
︑
す
ぐ

さ
ま
阿
弥
陀
仏
が
迎
え
に
来

て
下
さ
り
︑
お
浄
土
へ
往
生

す
る
と
い
う
教
え
で
す
︒ 

腕
を
曲
げ
る
く
ら
い
の
速

さ
で
阿
弥
陀
仏
が
迎
え
に
来

て
下
さ
る
と
経
本
に
記
し
て

あ
り
ま
す
︒ 

 

蓮
の
花
と
な
っ
て 

 

お
浄
土
へ
往い

く
と
︑
浄
土

の
池
の
蓮
の
花
か
ら
生
ま
れ

る
と
い
わ
れ
ま
す
︒
し
か
し
︑

そ
の
蓮
の
花
の
開
く
速
さ
が
︑

生
前

速
い
人
︑
遅
い
人
が
あ
る
と

い
い
ま
す
︒
だ
か
ら
︑
一
刻

も
早
く
蕾

つ
ぼ
み

が
開
く
よ
う
に

と
︑
中
陰
の
お
勤
め
を
す
る

の
で
す
︒ 

ま
た
中
陰
は
︑
残
さ
れ
た

ご
家
族
の
心
の
整
理
を
す
る

期
間
で
も
あ
り
ま
す
︒ 

中
陰
法
要
を
通
し
て
︑
故

人
と
の
思
い
出
を
も
う
一
度

辿た
ど

り
︑
そ
の
中
で
︑
受
け
継

ぐ
も
の
は
受
け
継
ぎ
︑
子
に

伝
え
る
も
の
は
子
に
伝
え
る
︒

故
人
と
向
き

合
う
中
で
︑
し
だ
い
に
心
が

整
理
さ
れ
て
い
く
大
切
な
期

間
で
す
︒ 

  

三
月
超
し 

 

 

中
陰
が
三
月

み
つ
き

に
ま
た
が
る

時
︑
三み

月
越

つ
き
ご

嫌

う
傾
向
が
あ
り
ま
す
︒ 

こ
れ
は
︑
始
終
苦く

︵
四
十

九
︶
が
身
に
つ
く
︵
三
月

み
つ
き

︶

﹁
始
終
苦
し
み
が
身
に
つ
く
﹂

と
い
う
語
呂

ご

ろ

合
わ
せ
か
ら
き

て
い
る
も
の
で
根
拠
は
あ
り

ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
気
に
さ

れ
る
よ
う
な
ら
対
外
的
に
は

五
七
日
で
忌
明
け
を
し
︑
あ

と
は
家
族
だ
け
で
四
十
九
日

ま
で
勤
め
る
よ
う
に
し
ま
す
︒ 
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雑
記
抄 

倶
会
一
処

 
 

気
温

低
く
な
る
早

朝
︒
草
花
の
上
に
︑
き
ら
き

ら
と
露
が
で
き
る
日
が
あ
り

ま
す
︒
朝
日
に
照
ら
さ
れ
輝

く
光
景
は
幻
想
的
で
す
▽
し

か
し
︑
日
が
昇
り
気
温
が
上

が
る
と
︑
輝
い
て
い
た
露
は
︑

一
つ
ず
つ
蒸
発
し
て
消
え
て

し
ま
い
ま
す
︒
露
の
寿
命
は
︑

朝
日
が
昇
る
ま
で
の
︑
儚

は
か
な

い

も
の
で
す
▽

露
の
身
は 

こ
こ
か
し
こ
に
て
消
え
ぬ
と

も 

こ
こ
ろ
は
お
な
じ 

は

な
の
台
︵

︑

浄
土
宗
を
開
か
れ
た
法
然
上

人
の
御
歌
で
す
︒﹁
私
た
ち
も

露
と
同
じ
儚
い
命
︒
寿
命
が

来
れ
ば
一
人
ま
た
一
人
︑
露

が
消
え
て
い
く
よ
う
に
︑
お

浄
土
へ
往
生
し
て
い
く
の
で

す
︒
で
も
︑
阿
弥
陀
さ
ま
に

連
れ
ら
れ
た
お
浄
土
で
︑
池

に
咲
く
蓮は

す

の
台
︵
う
て
な
︶

の
上
で
︑
皆
︑
再
び
出
逢
う

の
で
す
よ
﹂
と
い
う
御
歌
で

す
▽
﹁
倶
会
一
処
﹂
と
い
う

言
葉
が
お
経
に
あ
り
ま
す
︒

﹁
一
つ
の
処

と
こ
ろ

で
倶と

も

に
会
う
﹂

み
ん
な
お
浄
土
で
再
会
す
る

と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
▽
大
切
な
人
と
の
別

れ
は
︑
辛
く
深
い
悲
し
み
に

お
そ
わ
れ
ま
す
︒
で
も
︑
こ

の
世
の
別
れ
は
一
時
の
別
れ
︑

い
ず
れ
︑
お
浄
土
の
蓮
の
上

で
︑
再
び
出
逢
え
る
の
で
す

▽
﹁
ま
た
出
逢
え
る
﹂
そ
の

喜
び
が
︑
こ
の
世
を
生
き
る
︑

大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
︒ 

 
仏
教
歳
時
記 

 
 

 
 

墓は
か

生い

き
て
我わ

れ

を
迎む

か

へ
ぬ
久ひ

さ

し
ぶ
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
浜

た
か
は
ま

虚
子

き
ょ
し 
 

 

﹁
墓
﹂
と
い
う
字
は
︑﹁
莫
﹂
と
﹁
土
﹂
を
組
み
合
わ
せ
た 

漢
字
で
す
︒﹁
莫
﹂
は
暮
や
冥
と
似
て
い
る
よ
う
に
暗
い
こ 

と
を
意
味
し
ま
す
︒
し
か
し
︑
墓
は
﹁
慕
う
﹂
と
い
う
字
に 

も
似
て
お
り
︑﹁
慕
う
﹂
は
﹁
小
（
子
孫
）﹂
が
お
墓
参
り
し
て

い
る
形
に
見
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
︒ 

 

亡
き
人
が
そ
こ
に
生
き
て 

い
る
と
思
う
心
が
あ
る
か
ら 

こ
そ
︑
聞
こ
え
な
い
声
も
聞 

こ
え
る
の
で
し
ょ
う
︒ 

﹁
よ
く
来
た
ね
︒
久
し
ぶ
り
﹂ 

と
︒ 


