
混

和

会

と

は

、

共

に

許

し

合

い

な

が

ら

、

他

の

人

格

を

尊

重

し

、

共

に

生

き

る

和

の

構

築

を

目

指

す

集

い

で

す

。

御
仏
の
導
き
と
受
け
止
め
な
さ
い
と

言
う
事
な
ん
じ
ゃ
。

更
に
内
面
的
な
心
の
苦
し
み
も
同

じ
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と
心
も

晴
れ
晴
れ
と
す
る
の
じ
ゃ
が
、
こ
れ

が
な
か
な
か
難
し
い
事
な
ん
じ
ゃ
。

実
は
ね
、
私
は
幼
少
の
頃
よ
り
、

会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
人
と
喜
び
を

共
有
す
る
こ
と
が
苦
手
で
、
自
己
の

世
界
に
籠
も
り
孤
立
し
た
生
活
が
多

か
っ
た
の
じ
ゃ
、
だ
か
ら
自
分
が
好

き
に
な
れ
ず
何
時
も
人
を
う
ら
や
ん

で
い
た
の
じ
ゃ
よ
。
そ
ん
な
あ
る
日

「
み
ん
な
ち
が
っ
て
み
ん
な
良
い
」

と
言
う
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
の
詩
を

知
っ
た
の
じ
ゃ
。

こ
の
詩
は
相
手
に
対
す
る
受
け
止

め
方
と
己
に
対
し
て
の
受
け
止
め

方
、
両
方
あ
る
と
思
う
の
じ
ゃ
が
、

あ
え
て
己
の
都
合
に
合
わ
せ
解
釈
す

る
と
「
己
を
他
と
比
べ
る
必
要
は
無

い
、
私
は
私
で
良
い
、
あ
る
が
ま

ま
の
私
、
そ
の
ま
ま
の
私
で
良
い
」

な
ど
と
身
勝
手
な
解
釈
な
が
ら
も
、

そ
の
当
時
は
、
こ
の
詩
は
大
き
な
支

え
と
な
っ
た
の
じ
ゃ
よ
。

そ
の
後
こ
の
詩
を
「
私
は
私
で
良

い
」
と
解
釈
し
た
時
、
こ
の
よ
う
な

わ
が
ま
ま
な
自
己
を
受
け
入
れ
て
く

れ
る
人
々
が
居
て
く
れ
て
、
初
め
て

成
り
立
ち
生
き
る
言
葉
だ
っ
た
事
に

気
付
い
た
の
じ
ゃ
。
私
は
許
さ
れ
、

生
か
さ
れ
て
居
た
の
じ
ゃ
よ
。

先
ず
は
心
か
ら
「
感
謝
と
懺
悔
」

の
念
を
抱
き
、
「
あ
る
が
ま
ま
に
」

「
そ
の
ま
ま
に
」
生
か
さ
せ
て
頂
く

事
か
と
思
う
の
じ
ゃ
よ
。

皆
様
に
於
か
れ
ま
し
て
も
大
い
な

る
道
が
開
か
れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

合
掌

亮
観
拝

そ
う
じ
ゃ
な
ー

お
釈
迦
様
は
ね
、

私
達
の
人
生
を

生
、
老
、
病
、
死
、
愛
別
離
苦

怨
憎
会
苦
、
求
不
得
苦
、
五
蘊
盛
苦
、

合
わ
せ
て
四
苦
八
苦
と
説
い
て
下

さ
っ
た
の
じ
ゃ
が
、
こ
の
苦
し
み

を
苦
と
受
け
止
め
ず
に

「

あ

る

が

ま

ま

に

」
「

そ

の

ま

ま

に
」
受
け
止
め
な
さ
い
と
言
う
事

な
ん
じ
ゃ
よ
。

よ
う
す
る
に
、
生
ま
れ
る
事
や

老
い
、
病
も
死
も
、
そ
し
て
愛
す

る
人
と
の
別
れ
や
、
憎
し
み
や
怒

り
、
限
り
な
い
欲
望
、
体
も
心
も

受
け
止
め
方
次
第
で
、
苦
し
み
の

要
因
と
な
り
ま
す
よ
。
物
事
を
正

し
く
観
な
さ
い
と
言
う
事
な
ん
じ

ゃ
が
、
こ
の
教
え
は
イ
ン
ド
の

「
ド
ゥ
ッ
カ
」
と
言
う
言
葉
を
漢

字
に
当
て
は
め
て
「
苦
し
み
」
と

訳
さ
れ
た
の
じ
ゃ
、
本
来
の
意
味

は
「
思
う
が
ま
ま
に
は
成
ら
な
い
」

と
言
う
事
だ
っ
た
の
じ
ゃ
よ
。

私
達
の
人
生
は
思
う
が
ま
ま
に

な
ら
な
い
、
思
う

が
ま

ま

に
成

ら

な
い
事
を
、
己
の
思
う
よ
う
に
し

よ
う
と
「
我
」
を
振
り
か
ざ
せ
は
、

そ
こ
か
ら
苦
し
み
が
発
生
し
ま
す

よ
。
思
う
が
ま
ま
に
成
ら
な
い
事

は
、
思
う
が
ま
ま
に
し
な
い
で
、

結
果
を
求
め
ず
善
因
の
功
徳
を
巡

ら
す
だ
け
、
後
は
全
て
「
あ
る
が

ま
ま
に
」
「
そ
の
ま
ま
に
」

こ
の

お
地
蔵
さ
ん
は
東
光
院
の

本
堂
前
に
お
祭
り
さ
れ
て
居
る

地
蔵
尊
で
「
そ
の
ま
ま
地
蔵
」
と

命
名
さ

れ
て
お
り

ま
す
。
横
尾

忠

作

「
そ
の
ま
ま
」
と
は
、
様
々
な
出

来
事
や
、
自
己
の

内
面
的
な
迷
い

に
於
い
て
「
あ
る
が
ま
ま
に
」

「
そ
の
ま
ま

に
」
受
け
止
め
て
く

だ
さ
い
。
と
言
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は

仏
教
の
「
諸
法
実
相
」

と

言
う
教
え
を
、
こ
の
地
蔵
尊
の

作
者
は
親
し
み
や
す
く
、
こ
の
よ

う
な
形
で
表
現
し
て
下
さ
っ
た
の

で
す
。

こ
の
仏
陀
の
教
え
「
諸
法
実
相
」

は
「
一
念
三
千
の
冥
利
」
で
あ
る
。

な
ど
と
教
科
書

で
は
ち
ょ
っ
と
難

し
く
説
か

れ
て
い
ま
す
が
、
簡
単

に
解
釈

す
る
と
大
自
然
の
摂
理
や

己
の
心
を
「
あ
る
が
ま
ま
に
」

「
そ
の
ま
ま
に
」
受
け
止
め
て
、

心
に
苦
し
み

を
抱
く
事
無
く
ゆ
っ

た

り
と
生
き
て
行
っ
て
下
さ
い
。

と
言
う
事
な
の
で
す
。

こ
の
「
諸

法
実
相
」
と
言
う
教

え
は
、
己
の
外
で
起
こ
る
現
象
、

た
と
え
ば
、
太
陽

の
光
や
風
雨
の

恵
み
、

そ
し
て
春
夏
秋
冬
の
気
候

の
変
化
と
言
っ
た
自
然
の
営
み
に

感
謝
の
念
を
抱

き
、
更
に
言
え
ば

自
然
災

害
や
不
慮
の
事
故
等
に
於

い
て
も
、
否
定
的
に
受
け
止
め
る

の
で
は
無
く
肯

定
的
に
導
き
と
し

て
受

け
止
め
る
と
言
う
事
な
の
で

す
。
し
か
し
迷
い
や
災
難
を
肯
定

的
に
受
け
止

め
る
に
は
そ
れ
な
り

の

時
間
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
内
な
る
自
己
に
対
し
て

も
、
偽
ら

ず
、
飾
ら
ず
、
虚
勢
を

張

る
事
無
く
、
他
と
比
べ
る
事
無

く

「

そ

の

ま

ま

の

自

己

」
「

あ

る

が
ま
ま
の

自
己
」
真
の
自
己
を
見

い
だ
し
て
下
さ
い
。
と
言
う
事
な

の
で
す
。

よ
っ
て

こ
の
地
蔵
尊
は
、
自
己

の
自
覚
の
元
に
大
い
な
る
仏
性
が

会
得
で
き
ま
す

よ
う
に
、
そ
し
て

様
々

な
迷
い
に
翻
弄
さ
れ
る
事
無

く
、
穏
や
か
で
安
ら
か
な
生
活
が

営
め
る
よ
う
に

と
願
い
を
込
め
て

お
祭
り
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ど
う
か
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
り

ま
す
よ
う
に
。

『
南
無
阿
弥
陀
仏
』

『
南
無
そ
の
ま
ま
地
蔵
尊
』
合
掌

ね
ー
ね
ー
、
お
坊
さ
ん

あ
る
が
ま
ま
に
、

そ
の
ま
ま
に
生
き
る
っ
て

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？

そのまま地蔵

し

ょ

ほ

う

じ

っ

そ

う

ほ
と
け
の

混
和
会
だ

よ
り

平
成
二
十
八
年
九
月

東

光

院

仏

の
混

和

会

第 122 号

日
本
仏
教
に
登
場
す
る
仏
様
を
毎
号

少
し
ず
つ
ご
紹
介

。
今
回
は
菩
薩
部
の

地
蔵
菩
薩
を
紹
介
し
ま
す
。

●
菩
薩
部

地
蔵
菩
薩

昔
話｢

笠
地
蔵｣

や
、
道
ば
た
で
も
見
か

け
（
お
地
蔵
さ
ん
）
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い

る
地
蔵
菩
薩
。
地
蔵
菩
薩
は
お
釈
迦
様

が
こ
の
世
を
去
って
か
ら
次
の
仏
陀
（
弥
勒

菩
薩
）
が
現
れ
る
ま
で
の
五
十
六
億
七
千

万
年
も
の
間
、
仏
陀
に
変
わ
っ
て
人
々
を

救
済
す
る
よ
う
、
お
釈
迦
様
が
頼
ん
だ
の

が
こ
の
地
蔵
菩
薩
で
す
。

｢

地
蔵｣

と
は
、
大
地
が
全
て
の
命
を
育

む
力
を
蔵
す
る
よ
う
に
、
人
々
を
無
限
の

慈
悲
心
で
包
み
込
み
救
う
仏
と
い
う
所
か

ら
名
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
蔵
菩
薩
は
地
獄
の
閻
魔
大
王
の
化

身
で
も
あ
る
た
め
、
一
度
で
も
お
参
り
を

し
、
手
を
合
わ
せ
た
の
な
ら
ば
地
蔵
菩
薩

が
身
替
わ
り
と
な
っ
て
地
獄
の
よ
う
な
苦

し
み
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
、

多
く
の
人
の
信
仰
を
集
め
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
地
蔵
菩
薩
が
伝
来
し
た
当
時
に

書
か
れ
た｢

今
昔
物
語｣

に
は
何
度
も
登

場
し
、
身
代
わ
り
地
蔵
や
と
げ
抜
き
地

蔵
、
歯
痛
地
蔵
に
縛
ら
れ
地
蔵

子
安
地
蔵
な
ど
多
く
の
地
蔵
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

地
蔵
菩
薩
と
い
う
と
先
に
も
取
り
上

げ
た｢

笠
地
蔵｣

で
も
登
場
す
る
六
地
蔵

が
有
名
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
六
地
蔵
は

仏
教
で
考
え
ら
れ
る
六
つ
の
迷
い
の
世
界

（
地
獄
界
・
餓
鬼
界
・
畜
生
界
・
修
羅
界
・

人
間
界
・
天
界
）
に
一
人
ず
つ
地
蔵
菩
薩

が
い
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
り
、
こ

の
六
地
蔵
そ
れ
ぞ
れ
を
供
養
す
る
た

め
、
お
金
を
一
文
ず
つ
、
計
六
文
を
お

供
え
す
る
六
文
銭
と
い
う
風
習
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
死
後
、
三
途
の
川

を
渡
る
際
の
渡
し
賃
と
な
っ
た
と
い
う
説

も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
地
蔵
菩
薩
を
見
る
と
右
手
に

は
錫
杖
、
左
手
に
は
タ
マ
ネ
ギ
の
よ
う
な

形
を
し
た
宝
珠
を
持
って
い
ま
す
。
右
手

の
錫
杖
は
杖
の
先
に
輪
を
付
け
て
音
が

鳴
る
よ
う
に
し
た
物
で
、
元
々
は
イ
ン
ド

の
修
行
僧
が
托
鉢
に
や
っ
て
き
た
事
を

知
ら
せ
る
た
め
の
物
で
、
そ
の
音
か
ら
邪

気
を
払
い
な
が
ら
多
く
の
人
々
の
元
に

赴
く
た
め
錫
杖
を
手
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
左
手
に
持
つ
宝
珠
は
正
式
に

は
如
意
宝
珠
と
い
い
、
仏
教
に
お
い
て
仏

の
教
え
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

宝
珠
か
ら
は
願
っ
た
物
を
取
り
出
し
あ

ら
ゆ
る
願
い
を
叶
え
、
病
気
も
治
す
こ

と
が
出
来
る
と
さ
れ
、
ど
ん
な
悩
み
に
も

対
処
で
き
る
よ
う
手
に
し
て
い
ま
す
。

何
で
も
出
て
き
て
願
い
を
叶
え
て
く

れ
な
ん
て
ま
る
で
ド
ラ
え
も
ん
の
ポ
ケ
ッ

ト
の
よ
う
で
す
ね
。

亮
澄
拝

東光院

交通安全を見守る

地蔵菩薩

№ 12

九
月
に
入
り
、

幾
分
過
ご
し
や

す
い
季
節
に
な

り
つ
つ
あ
る

今
日
こ
の
頃
、

皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
い
か

が
お
過
ご
し
で

し
ょ
う
か
。

今
年
は
昨
年
同
様
、
多
く
の
お
宅
へ

お
盆
の
お
参
り
に
伺
わ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
私
自
身
、
い
ろ
い
ろ
な
方
と
お
会

い
す
る
機
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
面

も
あ
り
ま
す
が
、
お
忙
し
い
中
に
時
間

を
割
い
て
迎
え
て
く
だ
さ
る
皆
様
方
に

対
し
ま
し
て
は
、
ご
負
担
を
か
け
る
こ

と
も
あ
っ
た
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

改
め
て
こ
の
場
を
お
借
り
し
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
去
る
八
月
二
二
日

東
光
院
施

餓
鬼
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
当
日
は
台

風
九
号
の
関
東
上
陸
と
重
な
り
、
法
会

開
始
時
刻
の
一
四
時
は
暴
風
域
の
ピ
ー

ク
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
日
十
一
時

半
の
段
階
で
中
止
を
決
定
。
院
内
三
人

の
み
で
法
要
を
厳
修
す
る
こ
と
に
致
し

ま
し
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
部
内
七
ヶ
寺

の
住
職
に
御
参

集
頂
き
、
施
餓

鬼
法
要
が
営
ま

れ
、
東
光
院
と

し

ま

し

て

も

大
き
な
法
要
と

な
る
予
定
で
あ

り

ま

し

た

。

し
か
し
安
全
面

等
の
配
慮
か
ら
致
し
方
な
い
こ
と
と
は

い
え
、
誠
に
残
念
な
結
果
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

数
年
前
、
大
雪
の
為
に
節
分
会
を
中

止
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
行

事
に
向
け
て
準
備
を
す
す
め
、
す
べ
て

を
手
配
用
意
し
た
後
で
の
中
止
の
判
断

は
、
ど
こ
か
虚
し
い
と
い
い
ま
す
か
、

心
苦
し
い
思
い
が
致
し
ま
す
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
回
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
当
た

り
前
の
よ
う
に
開
催
で
き
る
こ
と
が
、

い
か
に
幸
い
な
こ
と
で
あ
る
の
か
を
気

づ
か
せ
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

亮

敬

拝

開
始
五
分
前
、
境

内
中
央
の
梅
の
木

が
倒
れ
て
し
ま
い
、

お
寺
前
の
県
道
も

倒
木
の
た
め
一
時

通
行
困
難
な
状
態

と
な
り
ま
し
た
。


