
浄
土
真
宗
の
お
彼
岸

衆
徒

浅
尾
博
之

あ

い
よ
い
よ
春
の
訪
れ
、
こ

の
『
常
國
寺
だ
よ
り
』
か
ら

も
、
温
暖
な
情
報
の
お
届
け

を
続
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
今
回
、
本
紙
に
初
め
て

執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
浅
尾
博
之

（
は
く
し
）
は
、
前
住
職
の

次
男
で
あ
り
ま
す
。

以
後
、
み
な
さ
ま
と
ご
懇

意
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、

ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
あ
げ
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

あ
げ
ま
す
。

さ
て
、
三
月
二
十
日
は
、

昼
と
夜
の
時
間
が
ほ
ぼ
同
じ

に
な
る
春
分
の
日
。
こ
の
日

は
浄
土
真
宗
を
は
じ
め
、
仏

教
で
は
大
切
な
日
と
し
て
い

ま
す
。
ご
存
じ
の
と
お
り
、

お
彼
岸
の
「
お
中
日
」
で
す
。

お
彼
岸
と
は
、
正
式
に
は

「
彼
岸
会
（
え
）」
と
い
い
、

年
に
二
回
、
春
分
の
日
と
秋

分
の
日
を
中
日
と
す
る
前
後

の
七
日
間
を
指
し
ま
す
。

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
迷

い
の
世
界
を
、
仏
教
で
は
「
此

岸
（
し
が
ん
）」
と
い
い
、
こ

れ
に
対
し
て
、
仏
様
の
悟
り

の
世
界
で
あ
る
「
浄
土
」
を

「
彼
岸
」
と
い
い
ま
す
。「
自

力
本
願
」
を
説
く
他
の
宗
教

で
は
、
お
彼
岸
の
七
日
間
を
、

悟
り
を
求
め
、
仏
教
修
行
に

励
む
週
間
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
浄
土
真
宗

で
は
、
私
た
ち
が
浄
土
に
往

生
す
る
た
め
の
修
業
は
、
阿

弥
陀
仏
が
成
し
遂
げ
て
く
だ

さ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
念
仏

を
与
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、

お
彼
岸
は
、
そ
の
念
仏
を
唱

え
、
阿
弥
陀
仏
に
感
謝
す
る

と
と
も
に
、
念
仏
者
の
一
人

で
あ
る
自
分
を
再
確
認
す
る

こ
と
が
大
切
と
し
ま
す
。

今
年
の
お
彼
岸
に
は
、
ぜ

ひ
お
彼
岸
の
趣
旨
を
思
い
出

し
て
い
た
だ
き
、
お
墓
を
参

り
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
ご

本
堂
に
も
ご
参
詣
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

（
合
掌
）

2020 年 春号



『
仏
教
語
源
散
策
』
を
読
ん
で
。

衆
徒

浅
尾

妙
沙

暖
冬
の
た
め
な
の
か
、
例
年
よ
り
早
く

あ
ん
ず
の
花
が
散
り
、
そ
し
て
桜
が
、
は

や
ば
や
と
開
花
し
た
赤
坂
。
肺
炎
感
染
へ

の
不
安
や
花
粉
症
で
外
出
が
ま
ま
な
ら
な

い
た
め
、
わ
が
「
常
國
寺
文
庫
」
で
時
空

を
超
え
た
世
界
を
散
策
し
ま
し
た
。

仏
教
用
語
を
知
る

そ
こ
で
目
を
通
し
た
一
冊
目
は
、

中
村
元
著
『
仏
教
語
源
散
策
』

ま
ず
は
目
に
止
ま
る
項
目
か
ら
読
ん
で

み
ま
す
。
仏
教
特
有
の
概
念
で
あ
る
「
輪

廻(

り
ん
ね)

や
「
無
常
」「
娑
婆(

し
ゃ
ば)

」

か
ら
、
い
ま
は
日
常
語
に
な
っ
て
い
る
仏

教
由
来
の
「
我
慢
」
「
縁
起
」「
有
頂
天
」

な
ど
ま
で
、
次
々
と
…
…
。

そ
れ
ら
の
中
の
一
つ
は
「
無
常
」。
お
説

法
で
も
よ
く
耳
に
す
る
言
葉
で
す
が
、
本

来
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
こ

と
に
改
め
て
気
が
つ
き
ま
す
。
そ
の
部
分

を
引
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
無
常
」
…
…
限
り
あ
る
命
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
を
大
切
に
。

「
諸
行
無
常
」(

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う)

と
い
う
項
目
に
は
三
ペ
ー
ジ
わ
た
る
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
部
分
を
次
の
よ
う

に
要
約
し
て
み
ま
す
。

「
無
常
は
生
命
の
は
か
な
さ
を
嘆
く
意

味
や
、
死
そ
の
も
の
を
示
す
言
葉
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
サ
ン

ス
ク
リ
ト
原
語
で
は
、『
常
で
は
な
い
』『
非

永
遠
的
な
』
と
い
う
意
味
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
諸
行
無
常
と
は
、
万
物
が
変
化

す
る
と
い
う
事
実
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
述

べ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
悲
観
的
に
理
解

す
る
も
の
で
は
な
い
。
生
じ
た
も
の
は
必

ず
滅
す
る
、
と
い
う
事
実
の
指
摘
で
あ
っ

て
、
限
り
あ
る
生
命
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
瞬
間
、
そ
の
瞬
間
を
大
切
に
し
、
そ

こ
に
価
値
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
将
来
に

少
し
で
も
長
く
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
活
か

し
て
い
こ
う
、
と
理
解
す
る
の
が
諸
行
無

常
の
と
ら
え
方
で
あ
る
」

こ
の
よ
う
な
記
述
を
読
む
と
、
日
本
の

日
常
語
に
は
、
い
か
に
多
く
の
仏
教
用
語

が
含
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
改
め

て
実
感
さ
せ
て
く
れ
ま
す(

多
く
は
中
国

経
由
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト)

。

そ
し
て
、
と
き
に
、
そ
の
本
来
の
意
味

を
知
る
こ
と
で
、
自
分
の
生
き
方
を
見
直

す
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
。

通
勤
電
車
の
中
で
読
む
こ
と
で
も
、
自

分
を
見
つ
め
る
機
会
に
な
り
そ
う
で
す
。



高
知

～
お
遍
路
の
寺
々
～

衆
徒

浅
尾
妙
綾

今
年
の
二
月
に
縁
あ
っ
て
高
知
県
に
参

り
ま
し
た
。
今
回
は
土
佐
湾
沿
い
の
お
遍

路
の
お
寺
を
三
か
寺
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

第
三
十
三
番

雪
蹊
寺(
せ
っ
け
い
じ)

坂
本
龍
馬
で
有
名
な
桂
浜
近
く
に
あ
り
、

弘
法
大
師
が
創
建
さ
れ
た
お
寺
で
す
。

そ
の
後
、
廃
寺
と
な
っ
た
と
こ
ろ
を
長

宗
我
部
元
親
が
再
興
し
た
こ
と
で
臨
済
宗

と
な
り
、
元
親
の
法
号
か
ら
寺
名
を
「
慶

運
寺
」
か
ら
「
雪
蹊
寺
」
と
改
め
ま
し
た
。

江
戸
時
代
初
期
に
は
住
職
が
朱
子
学
南

学
派
の
祖
と
し
て
活
躍
し
、
学
問
の
中
心

地
と
な
り
ま
し
た
。
明
治
に
廃
仏
毀
釈
に

よ
り
廃
寺
と
な
り
ま
し
た
が
、
十
年
後
に

山
本
太
玄
和
尚
に
よ
り
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
早
咲
き
の
桜
が
咲
い
て
お
り
、

信
仰
の
元
に
何
度
も
蘇
っ
た
静
か
な
境
内

を
彩
っ
て
い
ま
し
た
。

第
三
十
二
番

禅
師
峰
寺(

ぜ
ん
じ
ぶ
じ)

海
岸
近
く
の
小
高
い
山
の
上
に
あ
り
、

土
佐
湾
を
一
望
で
き
る
お
寺
で
す
。

聖
武
天
皇
か
ら
勅
命
を
受
け
た
行
基
上

人
が
、
土
佐
沖
を
航
行
す
る
船
舶
の
安
全

を
祈
願
し
て
堂
宇
を
建
て
た
の
が
起
源
で

す
。
そ
の
後
、
弘
法
大
師
が
訪
れ
、
境
内

の
岩
々
を
見
て
、
仏
道
の
天
竺
・
補
陀
落

山
さ
な
が
ら
の
霊
域
で
あ
る
と
し
、「
禅
師

峰
寺
」
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

歴
代
の
土
佐
藩
主
か
ら
漁
師
ま
で
、「
船

舶
」
の
観
音
さ
ん
と
し
て
親
し
ま
れ
、
今

も
信
仰
を
篤
く
集
め
て
い
ま
す
。

太
陽
が
海
面
に
反
射
し
、
穏
や
か
な
海

を
ゆ
く
船
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

第
二
十
九
番

国
分
寺

こ
ち
ら
も
聖
武
天
皇
の
勅
命
を
受
け
た

行
基
上
人
が
創
建
し
た
お
寺
で
す
。

こ
の
あ
た
り
は
、
土
佐
日
記
の
作
者
・

紀
貫
之
が
国
司
と
し
て
滞
在
し
た
国
府
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

金
堂
は
薄
い
板
を
重
ね
た
杮
（
こ
け
ら
）

葺
き
と
な
っ
て
お
り
、
堂
内
を
拝
観
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
藤
原
時
代
中
期
に
作

ら
れ
た
一
木
造
の
薬
師
如
来
像
、
創
建
当

時
か
ら
あ
る
梵
鐘
（
千
二
百
年
以
上
も
前

の
も
の
）
な
ど
、
貴
重
な
文
化
財
が
拝
見

で
き
ま
す
。
廃
仏
毀
釈
の
際
に
、
末
寺
か

ら
集
め
ら
れ
た
仏
像
も
あ
り
、
歴
史
の
重

み
を
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
緑
の
絨
毯
の
よ
う
な
苔
の
き
れ

い
な
お
庭
を
眺
め
な
が
ら
、
お
抹
茶
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
心
静
か
に
悠
久
の
時
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
遍
路
さ
ん
の
お
寺
一
つ
一
つ
に
歴
史

を
感
じ
、
人
々
の
信
仰
の
元
に
受
け
継
が

れ
て
い
く
大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。



春
夏
秋
冬
お
料
理
帳

管
理
栄
養
士

浅
尾
昌
美

材
料
四
人
分

豆
腐

３
５
０
ｇ

片
栗
粉

大
さ
じ
２

ゆ
で
竹
の
子

６
０
ｇ

ス
ナ
ッ
プ
エ
ン
ド
ウ

２
本

シ
メ
ジ

１
／
４
パ
ッ
ク

に
ん
じ
ん

２
０
ｇ

だ
し
汁
Ａ

昆
布
出
汁

カ
ッ
プ
２

薄
口
し
ょ
う
ゆ

大
さ
じ
１

塩

少
々

水
溶
き
片
栗
粉
Ｂ

片
栗
粉
・水

各
大
さ
じ
１

豆
腐
・野
菜
の
炒
め
油

春
は
芽
吹
き
の
食
材
の
季
節

三
月
と
も
な
る
と
、
三
寒
四
温
の
日
は

数
え
る
ほ
ど
に
な
り
、
暖
か
な
日
射
し
が

降
り
そ
そ
ぐ
時
間
が
長
く
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
時
期
、
季
節
の
変
化
を
直
接
感

じ
る
の
は
風
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と

も
食
材
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

〇

春
の
食
材
に
は
、
フ
キ
ノ
ト
ウ
、
ウ
ド
、

ワ
ラ
ビ
、
コ
ゴ
ミ
、
タ
ラ
ノ
メ
、
竹
の
子

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

芽
吹
き
の
こ
ろ
の
食
材
は
、
こ
の
よ
う

に
た
く
さ
ん
あ
り
、
台
所
で
の
手
仕
事
が

増
え
て
、
そ
れ
も
ま
た
楽
し
い
時
間
で
す
。

今
回
の
料
理
帖
で
は
、
あ
れ
も
こ
れ
も

ご
紹
介
し
た
い
食
材
ば
か
り
の
た
め
、
大

変
迷
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

で
も
、
こ
の
季
節
に
ぜ
ひ
召
し
あ
が
っ

て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
豆
腐
に
春
野
菜

の
あ
ん
を
か
け
か
け
い
た
だ
く
一
品
。

「
春
寒
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う

に
、
ま
だ
気
温
が
定
ま
ら
ず
、
夕
方
か
ら

急
に
冷
え
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
と
き
、
お
腹
の
中
か
ら
温
め
て
く
れ

る
の
が
こ
の
お
料
理
で
す
。

◆
焼
き
豆
腐
の
春
野
菜
あ
ん
か
け

作
り
方

1

豆
腐
は
、
８
等
分
に
切
り
、
さ
ら
し

で
包
み
、
４０
分
お
く
。
水
気
を
ふ
い

て
片
栗
栗
粉
を
ま
ぶ
し
、
フ
ラ
イ
パ

ン
で
両
面
を
こ
ん
が
り
焼
く
。

2

野
菜
を
切
る
。
竹
の
子
は
幅
１
㎝
の

く
し
形
切
り
、
シ
メ
ジ
は
小
房
に
ほ

ぐ
す
。
に
ん
じ
ん
は
２
㎝
の
長
さ
の

細
切
り
。
ス
ナ
ッ
プ
エ
ン
ド
ウ
は
斜

め
薄
切
り
に
す
る
。

3

鍋
に
サ
ラ
ダ
油
大
さ
じ
１
を
入
れ
、

野
菜
を
軽
く
炒
め
、
昆
布
出
汁
を
加

え
、
野
菜
が
柔
ら
か
く
な
っ
た
ら
調

味
料
を
入
れ
て
味
を
と
と
の
え
る
。

4

最
後
に
水
溶
き
片
栗
粉
を
入
れ
て
と

ろ
み
を
つ
け
る
。

5

器
に
豆
腐
を
盛
り
つ
け
、
上
か
ら
④

の
あ
ん
を
か
け
る
。

赤
坂
寺
庵
（
て
ら
ん
）
精
進
料
理
教
室
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://akasaka-teran.net/

常
國
寺
だ
よ
り

編
集
者

浅
尾
妙
綾

http://akasaka-teran.net/
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