
日
曜
大
殿
説
教 

 

 
 
 「 

異
解

い

げ

の
人
に
は
」 

 
平
成
二
十
五
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一
日
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日
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前
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時 

於
大
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増
上
寺
大
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後
藤 

尚
孝 

 

「 

讃
題
」 

  

た
だ
往
生

お
う
じ
ょ
う

極
楽

ご
く
ら
く

の
た
め
に
は
、
南
無

な

む

阿
弥
陀
仏

あ

み

だ

ぶ

つ

と
申
し
て
、
う
た
が
い
な
く
往
生

お
う
じ
ょ
う

す
る
ぞ
と
思
い

お

も

取 と

り
て
申
す
外 ほ

か

に
は
別 べ

つ

の
仔
細

し
さ
い

候
そ
う
ら

わ
ず
。
た
だ
し
三
心
四

さ
ん
じ
ん
し

修 し
ゅ

と
申
す

こ
と
の
候

そ
う
ろ

う
は
、
皆 み

な

決
定

け
つ
じ
ょ
う

し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
思
う
う
ち
に
こ

も
り
候
う
な
り
。 

  

一
、
信
を
発
す 

称
名
の
時
に
心
に
思
う
べ
き
よ
う
は
、
人
の
膝 ひ

ざ

な
ど
を
ひ
き
は
た
ら
か
し
て
、
や
、

た
す
け
給
え
と
云
う
定

じ
ょ
う

な
る
べ
し
。 

 

お
念
仏
を
称
え
る
時
、
心
に
思
う
べ
き
あ
り
さ
ま
は
、
例
え
て
い
う
な
ら
、

頼
る
べ
き
人
の
膝
に
揺
さ
ぶ
り
す
が
っ
て
「 

ど
う
か
、
ど
う
か
、
お
助
け
く
だ

さ
い
」
と
懇
願

こ
ん
が
ん

す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。 

 



 
二
、
信
の
す
が
た 

 

我
は
烏
帽
子

え

ぼ

し

も
き
ぬ
法
然
房
な
り
。
黒
白
を
も
知
ら
ざ
る
童
子
の
如
く
是
非
も
知

ら
ざ
る
無
智
の
者
な
り
。
只
念
仏
往
生
を
仰 あ

お

ぎ
て
信
ず
。
釈
迦
は
念
仏
し
て
往
生

せ
よ
と
勧
め
た
ま
い
、
弥
陀
は
念
仏
せ
よ
、
来
迎

ら
い
こ
う

せ
ん
と
仰 お

お

せ
ら
れ
た
り
。
此
の

一
事
を
信
じ
て
余
事
は
知
ら
ず
。 

  
 

私
は
、
烏
帽
子
も
か
ぶ
れ
ぬ
、
取
る
に
足
ら
な
い
僧
、
法
然
で
す
。 

 

黒
白
の
判
別
も
分
か
ら
ぬ
子
ど
も
の
よ
う
に
、物
事
の
是
非
も
わ
か
ら
な
い
無
智

の
者
で
す
。
た
だ
、
お
念
仏
を
称
え
れ
ば
浄
土
へ
の
往
生
が
叶
う
と
い
う
こ
と
を

仰
ぎ
信
じ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
「 
念
仏
を
称
え
て
往
生
し

な
さ
い
」
と
お
勧
め
に
な
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
「 

念
仏
を
称
え
よ
、
さ
れ
ば
臨

終
に
は
迎
え
に
参
ろ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
だ
け
を
信
じ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
の
こ
と
は
存
じ
上
げ
ま
せ
ん
。 

  

三
、
異
解

い

げ

の
人
に
は 

 

自
他
宗
の
学
者
、
宗
々
所 し

ょ

立
り
ゅ
う

の
義
を
、
各
別
に
こ
こ
ろ
え
ず
し
て
、
自
宗
の
儀

に
違
す
る
を
ば
み
な
ひ
が
ご
と
と
心
え
た
る
は
、
い
わ
れ
な
き
こ
と
な
り
、
宗
々

み
な
お
の
お
の
た
つ
る
と
こ
ろ
の
法
門
、
各
別
な
る
う
え
は
、
諸
宗
の
法
門
一
同

な
る
べ
か
ら
ず
、
み
な
自
宗
の
儀
に
違
す
べ
き
條
は
、
勿
論

も
ち
ろ
ん

な
り
。 

 



 
 

さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
に
お
い
て
そ
の
教
え
を
学
ぶ
者
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
で
説

く
教
え
は
各
々
一
つ
の
体
系
を
持
つ
と
は
理
解
せ
ず
に
、
自
身
の
宗
派
の
教
え

に
異
な
る
も
の
は
す
べ
て
間
違
い
で
あ
る
と
理
解
し
て
し
ま
う
の
は
、
正
当
な

根
拠
を
欠
い
て
い
ま
す
。
各
宗
派
ご
と
に
立
て
ら
れ
た
教
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個

別
に
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
各
宗
派
の
教
え
が
同
じ
は
ず
な
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
宗
派
が
自
身
の
宗
派
の
教
え
と
異
な
る
の
は
当
然
で
す
。 

   

念
仏
を
修
せ
ん
も
の
は
、
余
行
を
そ
し
る
べ
か
ら
ず
、
そ
し
ら
ば
す
な
わ
ち
弥
陀

の
悲
願
に
そ
む
く
べ
き
ゆ
え
な
り
。
余
行
を
修

し
ゅ
う

せ
ん
者
も
念
仏
を
そ
し
る
べ
か

ら
ず
。
又
諸
仏
の
本
誓

ほ
ん
ぜ
い

に
た
ご
う
が
ゆ
え
な
り
。
し
か
る
を
い
ま
真
言

し
ん
ご
ん

止
観

し
か
ん

の
窓

の
前
に
は
念
仏
の
行
を
そ
し
る
、一
向
専
念
の
床
の
上
に
は
諸
余
の
行
を
そ
し
る
。

と
も
に
我
々

が

が

偏
執

へ
ん
し
ゅ
う

の
心
を
も
っ
て
義
理
を
た
て
、
た
が
い
に
お
の
お
の
是
非
の

お
も
い
に
住
し
て
会
釈
を
な
す
、
あ
に
こ
れ
正
義

し
ょ
う
ぎ

に
か
な
わ
ん
や
。
み
な
と
も
に

仏 ぶ
っ

意 ち

に
そ
む
け
り
。 

  
 

お
念
仏
を
修
め
る
者
は
、
他
の
行
を
謗 そ

し
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
謗
る
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
深
い
ご
本
願
に
背 そ

む
く
事
に
な
る
か
ら
で
す
。

他
の
行
を
修
め
る
者
も
お
念
仏
を
謗
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら

ゆ
る
衆
生
を
救
わ
ん
と
願
わ
れ
た
み
仏
方
の
お
誓
い
に
違 た

が

う
こ
と
と
な
っ
て
し

ま 



 
う
か
ら
で
す
。
け
れ
ど
も
、
今
現
実
に
は
真
言
の
行
や
止
観
の
行
を
修
め
る
者
の

観
点
か
ら
見
て
は
お
念
仏
の
行
を
謗
り
、
お
念
仏
の
行
を
修
め
る
者
の
立
場
で
は

他
の
行
を
謗
っ
て
い
ま
す
。
お
互
い
に
偏
っ
た
執
着
の
心
で
教
え
を
理
論
立
て
、

お
互
い
自
分
た
ち
だ
け
の
価
値
判
断
に
執
着
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
ん

な
状
態
で
は
ど
う
し
て
正
し
い
教
え
に
適 か

な

う
事
な
ど
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
み
な
、

共
々
に
み
仏
の
教
え
に
背
い
て
い
る
の
で
す
。 

 

 

難
者
い
わ
く
、
今
来

き
ん
ら
い

の
念
仏
者
、
わ
た
く
し
の
義
を
た
て
て
、
悪
業
を
お
そ
る
る

は
弥
陀
の
本
願
を
信
ぜ
ざ
る
な
り
、
数
遍

す
へ
ん

を
か
さ
ぬ
る
は
一
念
の
往
生
を
う
た
ご

う
な
り
。
行
業

ぎ
ょ
う
ご
う

を
い
え
ば
、
一
念
十
念
に
た
り
ぬ
べ
し
。
か
る
が
ゆ
え
に
数
遍

を
つ
む
べ
か
ら
ず
、
悪
業
を
い
え
ば
、
四
重
五

し
じ
ゅ
う
ご

逆
ぎ
ゃ
く

な
お
う
ま
る
る
ゆ
え
に
諸
悪

を
は
ば
か
る
べ
か
ら
ず
と
い
え
り
。
こ
の
義
ま
っ
た
く
し
か
る
べ
か
ら
ず
、
釈
尊

の
説
法
に
も
見
え
ず
、
善
導

ぜ
ん
ど
う

の
釈
義
に
も
あ
ら
ず
、
も
し
か
く
の
ご
と
く
存
ぜ
ん

も
の
は
、
惣
じ
て
諸
仏
の
御
心

み
こ
こ
ろ

に
た
ご
う
べ
し
、
別
し
て
は
弥
陀
の
本
願
に
か
の

う
べ
か
ら
ず
。 

  
 

お
念
仏
の
教
え
を
非
難
す
る
人
が
「 

近
頃
の
念
仏
者
ど
も
は
自
分
勝
手
に
解

釈
し
、『 

悪
業
の
報
い
を
恐
れ
る
よ
う
で
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
切
っ
て

い
な
い
の
だ
。
何
遍
も
重
ね
て
念
仏
を
申
す
の
も
、
た
っ
た
一
遍
の
念
仏
で
往

生
で
き
る
と
い
う
教
え
を
疑
う
こ
と
に
な
る
。
往
生
の
た
め
に
称
え
る
念
仏
に

つ
い
て
い
え
ば
一
遍
や
十
遍
で
事
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
何
遍
も
回
数
を
重
ね



る
必
要
な
ど
な
い
。
悪
業
に
つ
い
て
い
え
ば
四
つ
の
重
罪
や
五
つ
の
逆
罪
を
犯

し
た
者
で
も
、
な
お
極
楽
へ
の
往
生
が
叶
う
。
そ
れ
故
、
も
ろ
も
ろ
の
悪
業
と

い
え
ど
も
は
ば
か
る
こ
と
は
な
い
の
だ
』
と
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 

こ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
解
釈
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
誤
り
で
す
。お
釈
迦
さ
ま

の
ご
法
説
に
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
し
、
善
導
大
師
の
ご
解
釈
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
、
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
人
は
、
そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ
る
仏
さ
ま
の
御
心

に
背 そ

む

い
て
お
り
ま
す
し
、
こ
と
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
に
沿
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 


