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今
月
の
土
曜
研
修
は
、
今
年
、
浄
土
真
宗

わ
せ
改
修
さ
れ
た
伝
道
院
と
記
念
事
業
と
し

　
今
年
は
梅
雨
入
り
が
早
け
れ
ば
梅
雨
明
け

も
早
く
、
長
い
猛
暑
日
が
続
い
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
、
暑
い
日
差
し
を
遮
っ
て
く
れ
る

は
ず
の
ゴ
ー
ヤ
も
毎
日
の
猛
暑
に
や
ら
れ
て

か
あ
ま
り
元
気
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
々
暑
く
な
っ
て
く
る
夏
の
太
陽
に
、
さ

　
皆
様
、
今
年
は
省
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伝
道
院
の
見
学
で
は
普
段
は
公
開
さ
れ
て

い
な
い
２
階
を
見
学
で
き
、
貴
重
な
体
験
が

で
き
ま
し
た
。
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
、

感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

０
回
大
遠
忌
の
規
模
の
大
き
さ
を
改
め
て
実

　
今
回
の
見
学
で
、
ま
ず
は
親
鸞
聖
人
７
５

行
わ
れ
て
い
た
修
復
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

建
物
は
伊
藤
忠
太
に
よ
る
設
計
で
一
九
一
二

　
外
観
は
洋
風
の
レ
ン
ガ
造
り
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
屋
根
の
骨
組
み
を
木
造
に
し
破
風

設
さ
れ
た
『
仏
教
総
合
博
物
館
』
で
す
。

　
今
年
は
親
鸞
聖
人
７
５
０
回
大
遠
忌
の
年

で
も
あ
り
、
堀
川
通
り
を
挟
み
本
山
本
願
寺

を
目
の
前
に
し
た
門
前
町
界
隈
は
法
要
期
間

中
は
大
変
な
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

物
館
と
し
て
も
、
さ
ら
に
は
本
格
的
な
仏
教

　
　
　
　
　
　
○
レ
ポ
ー
ト
　
井
澤
　
弘
隆

①
播
州(

ば
ん
し
ゅ
う)

皿
屋
敷
」

②
松
本
城

の
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
７
５
０
回
大
遠
忌
に
合

　
伝
道
院
で
は
法
要
期
間
中
テ
ー
マ
館
と
し

て
公
開
中
の
１
階
部
分
と
通
常
は
非
公
開
と

な
っ
て
い
る
２
階
部
分
を
今
回
特
別
に
見
学

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

し
、
仏
教
の
歴
史
を
学
び
ま
し
た
。
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○
レ
ポ
ー
ト

で
は
開
催
中
の
『
釈
尊
と
親
鸞
』
を
見
学
を

建物周囲に並ぶ動物のオブジェ

エ
ネ
が
重
要
課
題
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、

熱
中
症
に
な
ら
な
い

よ
う
気
を
つ
け
て
く

だ
さ
い
。

東出入口

て
オ
ー
プ
ン
さ
れ
た
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

見
学
に
行
き
ま
し
た
。

す
が
の
グ
リ
ー
ン
カ

ー
テ
ン
も
夏
バ
テ
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
よ

で
す
。

仏
教
伝
来
か
ら
浄
土
真
宗
の
歴
史
ま
で
幅
広

く
そ
の
歴
史
、
知
識
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
学
校
法
人
龍
谷
大

学
創
立
３
７
０
周
年
事
業
の
一
環
と
し
て
建

　
第
一
回
目
の
出
展
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い

る
の
が
、
仏
教
を
開
い
た
釈
尊
と
浄
土
真
宗

の
宗
祖
親
鸞
聖
人
を
テ
ー
マ
に
し
た
『
釈
尊

と
親
鸞
』
で
す
。

　
設
計
者
と
し
て
日
頃
寺
院
建
築
を
手
が
け

る
中
、
そ
の
源
流
と
な
る
仏
教
の
歴
史
・
文

　
建
築
物
と
し
て
も
、
大
学
が
運
営
す
る
博

博
物
館
と
し
て
も
、
他
に
は
な
い
文
化
施
設

で
あ
り
、
本
願
寺
の
前
に
あ
る
と
い
う
意
味

も
含
め
て
、
今
後
一
層
京
都
を
面
白
く
す
る

施
設
に
な
る
と
思
い
ま
し
た
。

　
本
願
寺
伝
道
院
は
今
年
３
月
に
約
十
年
間

年(

明
治
四
十
五
年)

に
竣
工
し
、
現
在
は
京

都
市
の
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
伝
道
院
は
元
々
、
真
宗
信
徒
生
命
保

険
株
式
会
社
の
社
屋
と
し
て
建
て
ら
れ
、
現

存
す
る
本
館
の
他
に
「
付
属
屋
」
「
倉
庫
」

な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
時
代
の

流
れ
と
共
に
所
有
者
も
変
わ
り
、
現
在
で
は

「
本
館
」
の
み
残
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
１
階
と
住

職
課
程
で
教
学
や
布
教
の
た
め
に
使
用
さ
れ

て
い
る
２
階
を
特
別
に
見
学
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

を
設
け
、
対
象
的
に
軒
組
を
石
材
で
造
っ
た

り
と
色
々
な
材
種
を
使
用
し
、
そ
の
様
式
も

欧
風
で
も
な
く
、
和
洋
折
衷
で
も
な
い
、
全

く
新
し
い
日
本
建
築
を
造
る
と
い
う
伊
藤
忠

太
の
提
唱
し
た
『
建
築
進
化
論
』
が
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
見
学
を
終
え
、
設
計
者
は
、
こ
だ
わ
り
や

し
っ
か
り
と
し
た
考
え
を
持
っ
て
設
計
さ
れ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
と
て
も
強
く
感
じ
、

大
変
貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

化
に
つ
い
て
学
ぶ
事
は
と
て
も
重
要
な
事
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。


