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い
る 

「
柴
講
」
と
い
う
ご
縁 

お
講
と
は
、
今
か
ら
六
百
年
ほ
ど
前
の
蓮
如
上
人
の

時
代
、
毎
月
決
ま
っ
た
日
に
「
寄
り
合
い
・
談
合
」
の
場
が

持
た
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
心
を
確
か
め
合
っ
た
の
が
「
お

講
」
の
始
ま
り
で
す
。「
お
講
」
に
集
ま
っ
た
人
々
は
、
宗

祖
親
鸞
聖
人
へ
の
報
恩
謝
徳
の
お
心
と
し
て
、
収
穫
し

た
作
物
や
物
資
を
仏
前
に
お
供
え
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら

は
真
宗
本
廟
に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。「
柴
講
」
は
、
二
百
年

以
上
続
い
て
い
て
、
か
つ
て
真
宗
本
廟
報
恩
講
の
お
斎

作
り
に
か
ま
ど
を
使
用
し
た
こ
ろ
は
燃
料
と
な
る
柴

や
薪
を
納
め
て
い
ま
し
た
。
か
ま
ど
を
使
わ
な
く
な 

っ
た
現
在
で
も
燃
料
懇
志
を
お
供
え
し
て
い
ま
す
。 

今
月
21
日
か
ら
真
宗
本
廟
で
は
報
恩
講
が
勤
ま
っ 

て
い
ま
す
。
今
回
、
当
紙
面
に
お
い
て『
同
朋
新
聞 

（２
０
０
３
年

11
月
号
）』「
現
在

い

ま

を
生
き
る
」
に
掲
載
さ 

れ
た
記
事
を
紹
介
し
、
先
人
先
達
が
伝
え
て
き
て
く

だ
さ
っ
た「
本
山
柴
講
」の
意
義
を
訪
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

大
阪
府
の
北
部
に
あ
る
茨
木
市
の
山
間
部
、

旧
三
島
山
手
組
（
現
在
大
阪
教
区
大

11

組
の
一

部
）
に
は
、
本
山
の
報
恩
講
に
薪
や
柴
を
持
っ
て

お
参
り
す
る
「
柴
講
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
市
の

南
部
を
流
れ
る
淀
川
は
、
そ
の
昔
、
川
を
境
に
芥

子
の
花
と
菜
の
花
で
白
と
黄
色
に
染
ま
り
、
向

こ
う
岸
で
の
河
内
の
油
講
に
対
し
、「
山
で
た
く

さ
ん
柴
が
と
れ
る
か
ら
」
と
こ
の
地
で
柴
講
が

お
こ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。 

報
恩
講
の
お
斎
を
作
る
の
に
使
っ
て
も
ら
お

う
と
、
今
か
ら
１
９
０
年

マ

マ

ほ
ど
前
、
組
内
の
９
ヵ

寺
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
さ
れ
、
ま
た
近
隣
の

車
作
板
谷
の
教
行
寺
門
徒
も
参
加
し
た
。
住
職

が
毎
年
交
代
で
当
番
を
し
て
呼
び
か
け
、「
ご
本

山
に
納
め
る
柴
だ
か
ら
、
地
面
に
お
い
て
は
も

っ
た
い
な
い
」
と
各
寺
で
布
や
筵
を
敷
き
、
そ
の

上
に
計
６
１
０
束
の
薪
や
柴
を
集
め
た
。
集
め

た
柴
は
牛
の
背
に
乗
せ
、
旗
や
の
ぼ
り
を
掲
げ

て
農
道
を
下
り
、
淀
川
の
前
島
ま
で
運
ん
だ
の

ち
、
船
で
本
山
に
納
め
ら
れ
た
。
当
時
は
柴
講
々

員

35

名
が
毎
年
交
代
で
選
ば
れ
、
本
山
近
く
の

宿
に
泊
ま
っ
て
報
恩
講
の
晨 じ

ん

朝
じ
ょ
う

に
お
参
り
し
、

帰
敬
式

き
き
ょ
う
し
き

を
受
け
た
。
そ
の
後
の
お
斎
に
は

裃
か
み
し
も

を
借
り
て
き
て
着
用
し
席
に
連
な
り
、
お
斎
を

重
箱
に
詰
め
て
お
土
産
に
持
っ
て
帰
り
、
番
に

当
た
ら
な
か
っ
た
近
所
の
人
に
分
け
た
そ
う
で

あ
る
。
（
中
略
） 

現
在
、
柴
講
は
永
久
寺
、
敎
圓
寺
、
長
徳
寺
、

長
福
寺
、
教
誓
寺
、
円
福
寺
の
６
ヵ
寺
と
板
谷
の

教
行
寺
門
徒
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
時

代
の
変
遷
と
と
も
に
運
搬
も
牛
・
船
か
ら
、
鉄
道
、

ト
ラ
ッ
ク
へ
と
形
態
が
変
わ
り
、
今
で
は
金
納

に
な
っ
て
い
る
。
昭
和

15

年
か
ら

28

年
ま
で  

薪
の
統
制
が
し
か
れ
、
一
時
や
む
な
く
途
絶
え 

 

た
が
、
現
在
ま
で
毎
年
、
柴
講
が 

引
き
継
が
れ
て
き
た
の
は
「
わ
し
、
お 

七
夜

し

ち

や

（
本
山
の
報
恩
講
）
に
お
参
り
す
る 

ね
ん
。

ほ
ん
で
お
か
み
そ
り
受
け
ん
ね
ん
」 

と
当
番
に
当
た
る
の
を
楽
し
み
に
し
て 

ご
門
徒
の
方
々
が
い
る
か
ら
に
違
い
な

い
。
円
福
寺
住
職
（
当
時
）
は
「
〝
後
生
の
一
大

事
の
た
め
に
〟
と
相
続
し
て
く
れ
は
っ
た
ん
や

ろ
な
。
こ
れ
に
尽
き
る
ん
や
」
と
、
先
人
か
ら
柴

講
と
い
う
縁
を
い
た
だ
き
、
報
恩
講
に
お
参
り
で

き
る
喜
び
を
か
み
し
め
て
お
ら
れ
た
。 

※
本
文
は
大
阪
教
区
・
松
谷
泰
明 

通
信
員
（
当
時
）
の
リ
ポ
ー
ト
に 

よ
る
文
章
で
す
。 

先
人
か
ら
〝

後
生
の
一
大
事
の

た
め
に
〟
と
相
続

 

こ
れ
に
尽
き
る 


