
― 

教
化
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の

　
　
　
　

ご
活
用
に
つ
い
て 

―

　

４
枚
の
「
教
化
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」

　

４
枚
の
「
教
化
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」

は
、各
寺
院
・
教
会
に
お
い
て
「
寺
報
」

は
、各
寺
院
・
教
会
に
お
い
て
「
寺
報
」

や
個
別
に
複
写
し
て
の
配
布
、
同
朋

や
個
別
に
複
写
し
て
の
配
布
、
同
朋

会
や
聞
法
会
で
の
教
材
と
し
て
ご
活

会
や
聞
法
会
で
の
教
材
と
し
て
ご
活

用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

――    

22
月
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

月
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト    

――

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
①

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
①

「
掲
示
板
の
こ
と
ば
…
…
教
化
セ
ン
タ
ー

「
掲
示
板
の
こ
と
ば
…
…
教
化
セ
ン
タ
ー

『
ご
ち
そ
う
を

『
ご
ち
そ
う
を

  

奢
る
自
分
が

奢
る
自
分
が

  

驕
っ
て
る
？
』

驕
っ
て
る
？
』

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
②

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
②

「
今
月
の
こ
と
ば
」
…
…
…
…
宮
部　

渡

「
今
月
の
こ
と
ば
」
…
…
…
…
宮
部　

渡

『
本
師
源
空
明
仏
教

『
本
師
源
空
明
仏
教

  

憐
愍
善
悪
凡
夫
人
』

憐
愍
善
悪
凡
夫
人
』

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
③

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
③

「
も
し
も
し
相
談
」
…
…
…
…
山
雄
竜
麿

「
も
し
も
し
相
談
」
…
…
…
…
山
雄
竜
麿

『
コ
ロ
ナ
禍
で

『
コ
ロ
ナ
禍
で

  

夫
と
の
喧
嘩
が
増
え
て
…
』

夫
と
の
喧
嘩
が
増
え
て
…
』

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
④

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
④

「
仏
典
マ
ン
ガ
・
仏
さ
ま
の
お
し
え
」

「
仏
典
マ
ン
ガ
・
仏
さ
ま
の
お
し
え
」

『
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
の
托
鉢
』

『
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
の
托
鉢
』

((

敬
称
略

敬
称
略

))

　　　　◆　御堂文庫　蔵書の紹介　◆

『真宗とは何か』

『親鸞とマルクス主義 闘争・イデオロギー・普遍性』
［著　者］近藤 俊太郎

［著　者］鈴木 大拙　［訳　者］佐藤 平 顕明

　超個己の個の霊性的直覚において、「親鸞一人」は弥陀と一体であり、法然聖人とも一体
です。「一切即一、一即一切」の超個、個我の意識を離れた無我の信境です。同書の中の大
拙先生の「法然と親鸞を一人格にしてみて良いのだ」という破天荒とも見えるご提言は、
内に深く秘められた大拙先生の同質の体得から湧出したものに違いありません。

　初期水平運動・反宗教運動・転向・戦時教学・戦後仏教史学・反靖国運動―、近現代日
本の諸局面で構築された数多くの親鸞論。なかでもマルクス主義と交差することで、親鸞
論は実に多様な展開を見せていく。その変遷を手がかりに、「親鸞を語る」という営為が語
り手にもたらした思想経験を問い、その語りをもたらした近代という時代の歴史的経験に
迫る。 （帯より引用）

〈発行〉法蔵館

（序文より引用）〈発行〉法蔵館

『唯識・華厳・空海・西田
　　　　　　　　　　　　　　東洋哲学の精華を読み解く』

［著　者］竹村 牧男

〈発行〉青土社

　この世界は、実態的存在などなく、あらゆるものが互いに関係し合って存在している。
ではそこで自己とはいかなる存在で、どのようにあるべきなのか。唯識の事的世界観から
華厳の事実無礙法界へ、さらに空海の人人無礙の曼荼羅、そして西田の「個物の哲学」へ。
東洋の大地にそびえたつ哲学の連峰を縦横に踏破し、その叡智の真髄を未来に向けて照ら
し出す壮大な書。 （帯より引用）
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友
達
に
新
し
い
玩
具
を
自

慢
し
た
り
、
高
級
外
車
に
乗
っ

て
い
る
こ
と
を
自
慢
し
た
り
、

持
っ
て
い
な
い
人
に
対
し
て

見
栄
を
張
る
の
は
【
自
慢
】

と
い
う
煩
悩
の
仕
業
で
あ
る
。

こ
の
煩
悩
に
歯
止
め
が
き
か

な
い
自
慢
好
き
の
人
は
、
友

人
か
ら
も
距
離
を
置
か
れ
て

し
ま
う
。
見
栄
を
張
り
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
き
方

は
、
と
て
も
疲
れ
る
。

　

さ
て
、
目
上
の
者
が
後
輩

に
食
事
な
ど
を
御
馳
走
す
る

こ
と
を
「
お
ご
る
」
と
い
い
、

漢
字
に
す
る
と
「
奢
る
」
と

書
く
。
過
度
な
贅
沢
を
す
る
、

他
人
に
御
馳
走
す
る
、
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

　

一
方
こ
ち
ら
の
「
驕
る
」
は
、

他
人
を
見
下
し
、
自
分
勝
手

な
行
動
に
出
る
驕
慢
を
意
味

す
る
。

　

ご
ち
そ
う
を
「
奢
る
」
だ

け
な
ら
ば
良
い
の
だ
が
、
そ

こ
に
良
い
格
好
を
し
た
い
、

自
己
を
誇
示
し
た
い
な
ど
と

い
う
「
驕
る
」
自
慢
欲
求
が

ふ
く
ま
れ
て
は
い
な
い
か
。

　

好
ま
し
い
「
奢
り
」
方
。

　

「
こ
こ
の
会
計
は
僭
越
な
が

ら
出
さ
せ
て
も
ら
う
よ
。
頼

り
な
い
私
だ
が
い
つ
も
顔
を

立
て
て
力
を
貸
し
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う
。
こ
れ
か
ら
も

よ
ろ
し
く
頼
む
よ
。
日
頃
の

感
謝
の
気
持
ち
と
し
て
、
ど

う
か
こ
こ
は
一
つ
、
私
に
奢

ら
せ
て
く
れ
。」

　

よ
ろ
し
く
な
い
「
驕
り
」
方
。

　

「
お
、
グ
ラ
ス
空
い
た
な
、

酒
を
注
い
て
や
る
よ
。
な
に
、

い
ら
な
い
？　

オ
レ
の
酒
が

飲
め
な
い
っ
て
い
う
の
か
？

生
意
気
な
ヤ
ツ
だ
な
、
目
上

か
ら
振
る
舞
い
を
受
け
た
ら
、

有
難
く
受
け
取
れ
っ
て
ん
だ
。

よ
う
し
、
オ
レ
が
社
会
人
の

な
ん
た
る
か
を
教
え
て
や

る
。」　
　

 　
　
（
教
化
セ
ン
タ
ー
）
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「掲示板のことば」は教化センターで考案・作成したものです。

っ

    

じ           

ま  

ん 

自

慢ち
そ
う
を

奢
る
自
分
が

驕 ご

？
る
て

お
　
ご

お
　
ご

　
友
達
に
新
し
い
玩
具
を
自

慢
し
た
り
、
高
級
外
車
に
乗

っ
て
い
る
こ
と
を
自
慢
し
た

り
、
持
っ
て
い
な
い
人
に
見

栄
を
張
る
の
は
【
自
慢
】
の

煩
悩
の
仕
業
で
あ
る
。
こ
の

煩
悩
に
歯
止
め
が
き
か
な
い

自
慢
好
き
の
人
は
友
人
か
ら

も
距
離
を
置
か
れ
る
。
見
栄

を
張
り
続
け
な
い
と
い
け
な

い
生
き
方
は
と
て
も
疲
れ
る
。

　
さ
て
目
上
の
者
が
後
輩
な

ど
に
食
事
な
ど
を
御
馳
走
す

る
こ
と
を
漢
字
に
す
る
と
「
奢

る
」
と
い
い
、
過
度
な
贅
沢

を
す
る
、
他
人
に
御
馳
走
す

る
、
と
い
う
奢
侈
の
意
味
で

あ
る
。
も
う
一
方
の
「
驕
る
」

は
、
他
人
を
見
下
し
、
自
分

勝
手
な
行
動
に
出
る
驕
慢
を

意
味
す
る
。

　
ご
ち
そ
う
を
「
奢
る
」
だ

け
な
ら
ば
ま
だ
良
い
が
、
そ

こ
に
良
い
格
好
を
し
た
い
、

自
己
を
誇
示
し
た
い
な
ど
と

い
う
「
驕
る
」
自
慢
欲
求
が

ふ
く
ま
れ
て
や
い
ま
い
か
。

　
次
は
好
ま
し
い
奢
り
方
。

　「
こ
こ
の
会
計
は
僭
越
な
が

ら
出
さ
せ
て
も
ら
う
よ
。
頼

り
な
い
私
を
い
つ
も
顔
を
立

て
て
力
を
貸
し
て
く
れ
て
あ

り
が
と
う
、
こ
れ
か
ら
も
よ

ろ
し
く
頼
む
よ
。
厚
か
ま
し

い
お
願
い
だ
け
れ
ど
も
、
感

謝
の
気
持
ち
と
し
て
、
こ
こ

は
一
つ
奢
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」

　
よ
ろ
し
く
な
い
驕
り
方
。

　「
お
、
グ
ラ
ス
空
い
た
な
、

お
酒
を
注
い
て
や
る
よ
。
な

に
、
い
ら
な
い
？
　
オ
レ
の

酒
が
飲
め
な
い
っ
て
い
う
の

か
、
生
意
気
な
ヤ
ツ
だ
な
、

目
上
か
ら
振
る
舞
い
を
受
け

た
ら
、
有
難
く
受
け
取
れ
っ

て
ん
だ
。
よ
う
し
、
オ
レ
が

社
会
人
の
な
ん
た
る
か
を
教

え
て
や
る
」

た
て
　
⑪

よ
こ
　
㉕

５
５
０
字

令和 3年 11月 24日 ( 水 )



今
月
の
こ
と
ば

　

親
鸞
聖
人
は
、
「
面め

ん

授じ
ゅ

の

師
・
源げ

ん

空く
う

（
以
下
、
法ほ

う
ね
ん
し
ょ
う
に
ん

然
上
人
）

は
、

仏
教
を
特
別
な
人
の
も
の
で

な
く
、
分
け
隔
て
な
く
民
衆

の
た
め
の
も
の
と
し
て
説
い

て
く
だ
さ
っ
た
、
善ぜ

ん

人に
ん

も
悪あ

く

人に
ん

も
と
も
に
救
わ
れ
る
世

界
、
そ
う
い
う
本
当
の
仏
教

を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ

た
」
と
讃さ

ん

嘆た
ん

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
、
法
然
上
人
は

美み
ま

作さ
か

の
国
、
稲い

な

岡お
か

（
今
の
岡
山
県
）

に
武
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ

ま
し
た
。
９
歳
の
時
、
武
士

同
士
の
争
い
に
よ
り
父
親
を

殺
さ
れ
る
と
い
う
不
幸
に
見

舞
わ
れ
ま
す
。
父
、
漆う

る

間ま

時と
き

な
っ
た
の
で
す
。

　

15
歳
か
ら
比
叡
山
延
暦
寺

に
上
り
修
業
を
始
め
ま
す
。

父
の
遺
志
に
応
え
る
べ
く
猛

勉
強
さ
れ
後
に
「
智
慧
の
法

然
房
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の

名
声
を
博
し
ま
す
が
、
い
く

ら
沢
山
の
経
典
を
深
く
学
ん

で
も
抱
え
た
課
題
を
満
足
さ

せ
る
も
の
に
は
巡
り
合
う
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
紆
余
曲
折
を
経
て
、

４３
歳
に
し
て
善ぜ

ん

導ど
う

の
『
観か

ん

経
ぎ
ょ
う

疏し
ょ

』
（
散さ

ん

善ぜ
ん

義ぎ

）
の
言
葉

に
出
遇
い
ま
す
。
「
一
心
に

弥
陀
の
名
号
を
専せ

ん

念ね
ん

し
て
、

行
ぎ
ょ
う

住
じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

、
時じ

節せ
つ

の
久く

近ご
ん

を
問
わ
ず
、
念ね

ん

念ね
ん

に
捨
て
ざ

る
を
ば
、
こ
れ
を
「
正

し
ょ
う

定
じ
ょ
う

の

業ご
う

」
と
名
づ
く
、
彼か

の
仏
願

に
順
ず
る
が
ゆ
え
に
。
」

　

今
ま
で
の
、
仏
教
の
教
義

理
解
を
深
め
、
道
を
究
め
る

方
向
で
は
見
い
だ
せ
な
か
っ

た
も
の
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の

で
す
。
誰
で
も
本
願
を
信
じ

念
仏
す
れ
ば
、
必
ず
浄
土
に

往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
願
念
仏
に
よ
っ
て
の
み
、

敵
も
味
方
も
、
善
人
悪
人

も
、
上
下
貴き

賤せ
ん

、
男
女
、
貧

富
…
、
そ
れ
ら
を
分
け
隔
て

な
く
「
倶く

会え

一い
っ

処し
ょ

」
の
浄
土

に
平
等
に
救
わ
れ
る
、
そ
れ

が
阿
弥
陀
仏
の
願
わ
れ
た
願

に
順
ず
る
こ
と
だ
と
。
こ
こ

に
初
め
て
称
名
念
仏
と
い
う

仏
教
実
践
へ
の
道
が
開
け
た

の
で
す
。
法
然
上
人
は
比
叡

山
を
降
り
吉
水
で
民
衆
と
共

に
専せ

ん

修じ
ゅ

念ね
ん

仏ぶ
つ

（
専
ら
念
仏
を
修
め
る
）

の
教
え
を
広
め
て
い
か
れ
ま

す
。
そ
し
て
そ
の
教
え
は
親

鸞
聖
人
へ
と
受
け
継
が
れ
て

い
く
の
で
す
。
（
宮
部　

渡
）

今
月
の
こ
と
ば
出
典
『
正
信
偈
』

　
　

『
真
宗
聖
典
』  

 
 
 
 
 
 

２
０
７
頁

 
 
 
 

『
真
宗
大
谷
派 

勤
行
集
』
（
赤
本
）

　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
０
頁

国く
に

は
臨
終
の
枕
元
に

阿
弥
陀
如
来
の
来ら

い

迎ご
う

図ず

を
か
け
、
念
仏
し
、

幼
き
法
然
上
人
を
呼

び
寄
せ
こ
の
よ
う
に

遺
言
さ
れ
ま
す
。

　

「
敵
人
を
怨う

ら

む
な
、

も
し
怨
み
を
結
べ
ば
、
そ
の

怨
み
は
世
々
に
継
い
て
、
お

互
い
を
殺
し
あ
う
こ
と
の
終

わ
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
怨お

ん

親し
ん

平
び
ょ
う

等ど
う

に
出で

遇あ

え
る
世
界
を

見
出
す
よ
う
に
。
ど
う
か
、

人
を
恨
ま
ず
、
真
の
道
を
求

め
仏
の
弟
子
と
な
っ
て
ほ
し

い
」
。
こ
の
父
の
残
し
た
言

葉
、
「
怨
親
平
等
」
＝
敵
も

味
方
も
、
善
人
悪
人
平
等
に

救
わ
れ
る
世
界
を
見
出
す
、

と
い
う
課
題
が
法
然
上
人
を

し
て
仏
道
を
歩
ま
せ
る
き
っ

か
け
と
な
り
、
ま
た
、
仏
道

を
学
ぶ
上
で
の
テ
ー
マ
と
も

リーフレット②  № 415

本ほ
ん

師じ

・
源
空
は
、
仏
教
に
明
ら
か
に
し
て
、

善
悪
の
凡ぼ

ん

夫ぶ

人
を
憐れ

ん

愍み
ん

せ
し
む
。

本ほ
ん

師じ

源げ
ん

空く
う

明
み
ょ
う

仏ぶ
っ

教
き
ょ
う

憐れ
ん

愍み
ん

善ぜ
ん

悪ま
く

凡ぼ
ん

夫ぶ

人に
ん



　

本
当
に
様
々
な

と
こ
ろ
で
「
コ
ロ

ナ
禍
」
の
影
響
が

出
て
い
ま
す
ね
。
私
た
ち
が

現
状
を
「
コ
ロ
ナ
禍
（
か
＝

わ
ざ
わ
い
）」
と
呼
ん
で
、
窮

屈
に
感
じ
る
の
は
、
人
と
の

　

コ
ロ
ナ
禍
で
、
夫
が

家
で
過
ご
す
時
間
が

多
く
な
り
、
そ
の
た
め
か
今
ま
で

さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
か
っ
た
夫
の

行
動
に
イ
ラ
イ
ラ
す
る
よ
う
に
な

り
、
些
細
な
事
で
喧
嘩
に
な
り
ま

す
。
自
分
が
我
慢
す
れ
ば
と
は
思

う
の
で
す
が
、
気
が
つ
け
ば
喧
嘩

ば
か
り
。
ど
う
し
た
ら
自
分
を
落

ち
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し

ょ
う
か
。　
　
　
　

（
52
歳
・
女
性
）

距
離
を
少
し
で
も
縮
め
た
い

思
い
が
満
た
さ
れ
な
い
た
め

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
人

間
」
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の

で
す
。
人
と
人
の
間
に
生
き

て
い
る
こ
と
を
絶
え
ず
確
認

し
た
い
の
が
私
の
よ
う
で
す
。

　

ご
多
分
に
漏
れ
ず
私
た
ち

夫
婦
も
、
一
日
の
大
半
を
一
緒

に
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
何
か
と
衝
突
し
ま
す
。「
生

涯
を
共
に
」
と
夫
婦
に
な
っ

た
は
ず
な
の
に
、
少
し
過
ご

す
時
間
が
増
え
た
だ
け
で
ど

こ
と
な
く
ギ
ス
ギ
ス
す
る
の

が
私
な
の
で
す
。

　

こ
ん
な
矛
盾
だ
ら
け
の
、

ま
る
で
暗
闇
の
中
を
あ
ち
こ

ち
に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
進
む

よ
う
な
生
き
方
を
、
お
釈
迦

様
は
「
無む

明
み
ょ
う

」
と
教
え
て
く

だ
さ
い
ま
す
。
灯
火
無
く
進

む
べ
き
方
向
を
知
ら
な
い
存

在
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

自
分
の
有
り
様
、
い
わ
ば

自
分
の
現
在
地
を
知
っ
て
、

初
め
て
進
む
べ
き
方
向
は
見

え
て
き
ま
す
。
仏
法
と
い
う

灯
火
が
照
ら
す
の
は
、
他
で

も
な
い
私
の
足
下
な
の
で
す
。

ご
縁
は
「
コ
ロ
ナ
禍
」
で
し

た
が
、
仏
法
に
照
ら
さ
れ
、

矛
盾
だ
ら
け
の
我
が
身
可
愛

い
ご
都
合
主
義
が
、
私
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
と
見
せ
つ
け

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
ご
質
問
か
ら
、
も

う
少
し
深
い
私
自
身
の
有
り

様
も
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
「
自
分
が
我
慢
す
れ

ば
」
と
い
う
思
い
で
す
。
こ

れ
は
我
慢
で
き
る
と
い
う
「
無

明
」
が
成
せ
る
思
い
上
が
り

で
し
ょ
う
。
仏
法
に
照
ら
さ

れ
る
自
己
中
心
の
姿
は
、
自

分
の
思
い
で
善
悪
と
い
う
物

差
し
を
作
り
、
こ
れ
で
万
物

を
測
る
こ
と
に
他
あ
り
ま
せ

ん
。
結
局
、自
分
は
善
人
で
す
。

悪
い
と
思
っ
て
も
い
な
い
の

に
心
を
鎮
め
ら
れ
る
は
ず
が

あ
り
ま
せ
ん
。

　

言
う
ま
で
も
無
く
、
夫
婦

は
一
人
で
は
成
立
し
な
い
、
人

の
間
を
生
き
る
「
人
間
」
の

一
つ
の
姿
な
の
で
す
。
ど
こ
ま

で
も
関
係
性
の
上
に
私
は
存

在
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　

や
は
り
、
一
人
で
解
決
で
き

る
こ
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ど
う
で
す
、
心
ゆ
く
ま
で
ご

夫
婦
で
話
を
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
決
し
て「
話
せ
ば
わ
か
る
」

と
は
申
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

も
、
仏
法
は
見
捨
て
る
こ
と

な
く
私
の
無
明
を
照
ら
し
て

く
だ
さ
い
ま
す
か
ら
。　
　
　

　
　
　
　
　

（
山
雄　

竜
麿
）　
　

コ
ロ
ナ
禍
で

コ
ロ
ナ
禍
で

夫
と
の
喧
嘩
が
増
え
て
…

夫
と
の
喧
嘩
が
増
え
て
…
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た
く
さ
ん
の
人ひ

と

を
殺こ

ろ

し
た

ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
は

釈
し
ゃ
く

尊そ
ん

の
弟で

子し

に
な
り

せ
め
て

そ
の
こ
と
を
…

ブ
ッ
タ
は
な
ぜ

私
わ
た
し

を
見み

捨す

て

な
か
っ
た
の
か
…

人ひ

と

々び

と

の
罵ば

倒と

う

と

叫さ

け

び
が
―
―
―

全す

べ

て
の
い
の
ち
を

見み

捨す

て
ぬ
光

ひ
か
り

が
…

私
わ
た
し

の
犯お

か

し
た
罪つ

み

の

深ふ
か

さ
を
教お

し

え
て
く
れ
る
…

私
わ
た
し

は
人ひ

と

々び

と

に
…

人ひ
と

々び
と

か
ら
罵

の
の
し

ら
れ
た
り

投と
う

石せ
き

さ
れ
て
も

托た
く

鉢は
つ

を
続つ

づ

け
ま
し
た

罪つ

み

と
向む

き
合あ

い

本ほ

ん

当と

う

の
人に

ん

間げ

ん

と
し
て

生い

き
る
道み

ち

が
あ
る

ど
う
し
て

托た

く

鉢は

つ

を
や
め

な
か
っ
た
の
？

今い

ま分わ

か
っ
た
…

こ
ん
な
血ち

ま
み
れ
の
私

わ
た
し

を

見み

捨す

て
ぬ
光

ひ
か
り

が
あ
っ
た

ど
れ
ほ
ど

清き

よ

く
あ
ろ
う
と

修し

ゅ

行
ぎ
ょ
う

し
て
も
―
―
―

ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
の

　
　
　
　
　
　
　托た

く

鉢は
つ

罪つ

み

と
咎

と
が
め

は
消き

え
ず

赦ゆ

る

さ
れ
る
こ
と
は

な
い
が
―
―
―
―
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