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悪
人
正
機
の
教
え 

  

今
月

28

日
は
浄
土
真
宗
の
開

祖
・
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
に
あ
た
り

ま
す
。 

親
鸞
聖
人
が
顕
か
に
さ
れ
た
浄
土

真
宗
の
教
え
と
い
え
ば
、
教
科
書
に

も
載
る
ぐ
ら
い
有
名
な
も
の
が
「
悪

人
正
機
」
の
教
え
。『
歎
異
抄
』
に
「
善

人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
わ
ん

や
悪
人
を
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、 
 

〝
善
人
が
往
生
で
き
る
な
ら
ば
悪
人

で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
往
生
で
き
る
〟

と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。 

 

 

世
間
の
常
識
で
い
え
ば
、
〝
悪
人

が
往
生
で
き
る
な
ら
ば
善
人
で
あ
れ

ば
な
お
さ
ら
往
生
で
き
る
〟
の
ほ
う

が
納
得
で
き
ま
す
。 

し
か
し
、
真
逆
の
こ
と
を
親
鸞
聖

人
は
い
わ
れ
た
。
実
際
に
こ
の
悪
人

正
機
の
教
え
を
誤
解
し
て
、「
悪
い
こ

と
を
す
れ
ば
往
生
で
き
る
の
だ
」「
善

い
こ
と
を
す
る
必
要
は
な
い
」
と
過

激
な
方
向
に
走
る
人
も
い
た
と
い
わ

れ
ま
す
。 

 
な
ぜ
親
鸞
聖
人
は
世
間
の
常
識
と

は
真
逆
な
こ
と
を
い
わ
れ
た
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
「
浄
土
真
宗
の
教

え
＝
阿
弥
陀
仏
の
願
い
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
で
す
。 

阿
弥
陀
仏
の
願
い
か
ら
す
れ
ば
、

悪
人
こ
そ
が
救
い
の
目
当
て
。
だ
か

ら
こ
そ
善
人
よ
り
も
悪
人
な
の
で

す
。
も
っ
と
い
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
か

ら
み
れ
ば
こ
の
世
界
に
善
人
な
ど
い

な
い
、
悪
人
ば
か
り
な
の
で
す
。 

  

私
た
ち
の
根
底
に
は
我
執
と
い
わ

れ
る
「
自
分
が
一
番
か
わ
い
い
」
と

い
う
心
が
あ
り
ま
す
。 

災
害
が
起
こ
っ
た
時
、
〝
被
災
地

の
助
け
に
な
り
た
い
〟
〝
一
日
も
早

く
元
の
生
活
に
戻
る
よ
う
に
応
援
し

た
い
〟
こ
う
い
う
心
が
沸
き
起
こ
っ

て
く
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。
そ

の
心
か
ら
募
金
を
し
た
り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
出
か
け
た
り
と
い
う
行
動

は
と
て
も
尊
い
も
の
で
す
。 

し
か
し
、
私
た
ち
の
心
の
片
隅
に

「
自
分
が
被
災
し
な
く
て
よ
か
っ

た
」
と
い
う
心
が
あ
る
こ
と
も
否
定

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
「
自
分

を
中
心
と
す
る
心
」
を
持
つ
私
た
ち

は
阿
弥
陀
仏
か
ら
み
れ
ば
皆
、
悪
人

な
の
で
す
。 

  
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
善
人
の
部
類

に
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
私

が
、
実
は
我
執
を
持
つ
悪
人
と
知
ら

さ
れ
る
。
こ
の
気
づ
き
こ
そ
が
阿
弥

陀
仏
の
慈
悲
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。 

悪
人
と
知
ら
さ
れ
れ
ば
知
ら
さ
れ

る
ほ
ど
、
阿
弥
陀
仏
の
深
い
願
い
が

私
に
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
た
だ

く
。
そ
こ
か
ら
お
念
仏
を
申
さ
ず
に

は
お
れ
な
い
生
き
方
と
な
る
。
こ
れ

が
親
鸞
聖
人
の
顕
か
に
さ
れ
た
浄
土

真
宗
の
教
え
で
す
。 

 

悪
人
正
機
の
教
え
と
は
変
わ
っ
た

教
え
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い

か
ら
み
た
教
え
な
の
で
す
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

報
恩
講 

 

11
月
８
日
（
水
） 

午
前
10
時
～
正
午
頃 

 

法
話 

伊
奈
祐
諦
師 

（
西
尾
市
安
楽
寺
前
住
職
） 

※
お
斎
（
食
事
）
、
呈
茶
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

本
山
報
恩
講
団
体
参
拝
（
日
帰
り
） 

11
月
24
日
（
金
） 

東
本
願
寺
報
恩
講
（
逮
夜
）
参
拝
、 

聖
護
院
門
跡 

見
学 

他 

参
加
費 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

定
員 

30
名
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
） 

      

 

   

〇
10
月
11
日
に
４
年
ぶ
り
に
雅
楽

の
演
奏
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
た
く
さ
ん
の
方
に
来
場
し
て
い

た
だ
き
、
盛
会
の
う
ち
に
終
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

○
11
月
８
日
に
報
恩
講
を
お
つ
と

め
し
ま
す
。
報
恩
講
は
浄
土
真
宗
で

一
番
大
切
な
法
要
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
皆
様
の
ご
参
詣
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。 

 

〇
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
と
と
も

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

       

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

観
光
地
の
賑
わ
い
も
イ
ベ
ン
ト
も

新
型
コ
ロ
ナ
前
に
す
っ
か
り
戻
っ
た

感
が
あ
り
ま
す
。
雅
楽
の
定
期
演
奏

会
も
４
年
ぶ
り
に
復
活
。
今
回
は
舞

人
で
は
な
く
演
奏
者
と
し
て
の
出
演

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
も

龍
笛
の
音
頭
（
主
笛
）
と
し
て
。
演

奏
会
で
音
頭
と
し
て
吹
く
の
は
初
め

て
の
経
験
で
、
始
ま
る
前
は
か
な
り

緊
張
し
ま
し
た
。
笛
に
息
を
入
れ
て

音
が
鳴
っ
た
時
は
少
し
安
心
。
何
年

や
っ
て
い
て
も
最
初
の
ひ
と
息
は
音

が
鳴
る
の
か
ど
う
か
で
と
て
も
心
配

に
な
り
ま
す
。
演
奏
会
後
に
は
ち
ょ

っ
と
し
た
打
ち
上
げ
会
。
こ
ち
ら
も

無
事
に
復
活
し
ま
し
た
。（
住
職
記
） 

 

修
正
会 

１
月
１
日
（
元
旦
） 

午
後
２
時
～ 

 

元
旦
の
午
後
２
時
か
ら
本
堂
に

て
『
正
信
偈
』
の
お
つ
と
め
を
い

た
し
ま
す
。
今
回
か
ら
恒
例
の
ビ

ン
ゴ
大
会
を
復
活
し
ま
す
。 

な
お
、
修
正
会
に
お
参
り
で
き

な
く
て
も
、
元
旦
の
午
後
１
時
か

ら
本
堂
な
ら
び
に
納
骨
堂
を
開
放

い
た
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
年
の

始
め
に
上
宮
寺
に
ご
参
詣
く
だ
さ

い
。 

※
甘
酒
、
お
抹
茶
の
ふ
る
ま
い
は

中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

        

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 

東
本
願
寺 

報
恩
講 

11
月
21
日
（
火
）
～
28
日
（
火
） 

名
古
屋
別
院 

報
恩
講 

12
月
13
日
（
水
）
～
18
日
（
月
） 


