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難
行
と
易
行 

  

今
月
は
「
お
彼
岸
」
が
あ
り
ま
す
。

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
の
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
記
録
ず
く
め
の
猛

暑
も
落
ち
着
い
て
ほ
し
い
も
の
で

す
。 

 

「
お
彼
岸
」
は
彼
（
か
）
の
岸
、

つ
ま
り
向
こ
う
側
の
岸
と
い
う
意
味

で
、
仏
様
の
国
（
浄
土
）
を
指
す
言

葉
で
す
。
ち
ょ
う
ど
太
陽
が
真
西
に

沈
む
こ
の
時
期
に
、
西
方
に
あ
る
と

い
わ
れ
る
浄
土
を
想
う
行
事
が
「
お

彼
岸
」
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

逆
に
私
た
ち
の
居
る
世
界
は
此
岸

（
し
が
ん
）
と
い
い
ま
す
。
此
岸
（
迷

い
の
世
界
）
か
ら
彼
岸
（
覚
り
の
世

界
）
へ
の
「
到
彼
岸
」
が
、
数
多
く

の
宗
派
が
あ
る
と
い
え
ど
も
仏
教
の

究
極
的
な
目
標
と
い
っ
て
も
い
い
と

思
い
ま
す
。 

 

七
高
僧
（
※
）
の
お
一
人
で
あ
る

イ
ン
ド
の
龍
樹
菩
薩
は
「
到
彼
岸
」

に
は
難
行
の
道
と
易
行
の
道
が
あ
る

と
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

多
く
の
方
は
仏
教
と
い
う
と
難
行

の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
思
い
ま
す
。
覚
り

を
得
る
た
め
に
戒
律
を
守
り
厳
し
い

修
行
を
行
う
。
覚
り
と
い
う
究
極
の

目
標
に
対
し
て
階
段
を
上
る
よ
う
に

近
づ
い
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
で

は
ご
く
一
部
の
人
の
た
め
だ
け
の
仏

教
で
あ
り
、
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ

て
い
る
人
た
ち
に
は
仏
教
は
縁
遠
い

も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

仏
様
の
お
心
を
尋
ね
て
み
れ
ば
、

仏
教
が
ご
く
一
部
の
人
だ
け
の
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の

人
が
仏
縁
を
結
び
、
仏
教
に
出
あ
え

た
喜
び
を
得
な
く
て
は
い
け
な
い
。

そ
の
こ
と
か
ら
親
鸞
聖
人
を
は
じ
め

七
高
僧
と
い
わ
れ
る
方
々
は
経
典
を

読
み
こ
み
、
自
ら
も
実
践
し
な
が
ら

「
念
仏
を
称
え
れ
ば
仏
様
の
お
力
に

よ
っ
て
覚
り
と
同
じ
境
地
に
立
た
せ

て
い
た
だ
け
る
」
と
い
う
称
名
念
仏

の
道
を
顕
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

が
易
行
の
道
と
い
わ
れ
る
も
の
で

す
。 親

鸞
聖
人
も
『
正
信
偈
』
の
中
で

龍
樹
菩
薩
の
お
仕
事
と
し
て
「
顕
示

難
行
陸
路
苦 

信
楽
易
行
水
道
楽

（
陸
路
を
歩
む
が
ご
と
く
難
行
は
と

て
も
苦
し
く
、
水
路
を
船
で
渡
る
が

ご
と
く
易
行
は
楽
し
い
こ
と
で
あ
る

と
私
た
ち
に
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
）」

と
著
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
易
行
を
易
行
と
し
な
い
の

が
私
た
ち
の
根
性
で
す
。「
念
仏
を
何

回
称
え
た
か
」
と
回
数
を
誇
っ
た
り
、

「
ど
ん
な
心
持
ち
で
念
仏
を
称
え
た

か
」
と
念
仏
の
質
を
問
題
に
し
た
り

と
「
私
の
は
か
ら
い
（
自
我
）」
が
出

て
き
て
し
ま
う
の
で
す
。 

易
行
の
念
仏
を
難
行
と
し
て
し
ま

う
「
私
の
は
か
ら
い
」
を
見
つ
め
さ

せ
て
い
た
だ
く
。
そ
れ
が
こ
の
「
お

彼
岸
」
の
行
事
に
込
め
ら
れ
た
願
い

で
も
あ
る
の
で
す
。 

        ※
親
鸞
聖
人
が
浄
土
教
の
祖
師
と
尊
敬
さ
れ
た

イ
ン
ド
（
龍
樹
、
天
親
）・
中
国
（
曇
鸞
、
道
綽
、

善
導
）・
日
本
（
源
信
、
源
空
）
の
七
人
の
高
僧
。 
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秋
季
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要 

 

９
月
８
日
（
日
）
午
前
10
時
～ 

 

法
要 

引
き
続
き 

法
話 

法
話 

田
中
智
教 

師 

（
名
古
屋
別
院
主
事
） 

※
午
前
の
み
の
法
要
で
す
。
持
ち
帰
り
用
の
軽
食

を
ご
用
意
い
た
し
ま
す
。 

  

本
山
報
恩
講
団
体
参
拝
（
日
帰
り
） 

11
月
21
日
（
木
） 

東
本
願
寺
報
恩
講
（
逮
夜
）
参
拝
、 

醍
醐
寺
（
三
宝
院
）
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
お
彼
岸
の
お
墓
参
り
に
行
か
れ
る

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
９
月
21
日

（
土
）
か
ら
23
日
（
月
・
祝
）
ま
で

の
間
、
八
事
墓
地
で
は
交
通
規
制
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

  

〇
夏
の
疲
れ
が
出
や
す
い
時
期
で

す
。
体
調
を
崩
さ
ぬ
よ
う
、
ど
う
ぞ

お
身
体
を
大
切
に
お
過
ご
し
く
だ
さ

い
。 

  

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

       

【
お
志
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
】 

渡
邉
延
幸 

様 

 

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
パ
リ
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
。
日
本
は
海
外
大
会
で

は
過
去
最
多
の
43
個
の
メ
ダ
ル
を

獲
得
し
ま
し
た
。
競
技
時
間
が
深
夜

な
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
競
技
を
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
観
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
朝
の
テ
レ
ビ
番
組

で
メ
ダ
ル
獲
得
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
る

の
が
楽
し
み
で
し
た
。
そ
し
て
高
校

野
球
。
愛
知
代
表
の
中
京
大
中
京
は

２
回
戦
敗
退
と
残
念
で
し
た
が
、
延

長
タ
イ
ブ
レ
ー
ク
ま
で
も
つ
れ
こ
ん

だ
決
勝
戦
は
見
応
え
が
あ
り
ま
し

た
。
ス
ポ
ー
ツ
の
感
動
を
た
く
さ
ん

も
ら
っ
た
今
年
の
夏
で
し
た
。
地
元

球
団
も
も
う
少
し
が
ん
ば
っ
て
ほ
し

い
な
ぁ
。 

 
 
 
 
 

（
住
職
記
） 

   

〇
記
録
的
な
猛
暑
の
中
、
お
盆
（
盂

蘭
盆
会
）
法
要
に
は
多
く
の
方
に

お
参
り
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

〇
９
月
８
日
に
は
秋
の
彼
岸
会
・

永
代
経
法
要
を
お
つ
と
め
い
た
し

ま
す
。
猛
暑
も
少
し
は
お
さ
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す

が
、
ど
う
か
お
気
を
つ
け
て
お
越

し
く
だ
さ
い
。
法
話
は
昨
年
に
引

き
続
き
、
住
職
の
別
院
勤
務
時
代

の
同
僚
（
後
輩
）
に
お
話
し
い
た

だ
き
ま
す
。
皆
様
の
ご
参
詣
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。 

      

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 
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