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み

教

え

を

聞

く

他
人
の
立
場
に
立

っ
て
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
は
誰

で
も
わ
か

っ
て
い
ま
す
。

誰
で
も
そ
う
し
よ
う
と
思

っ

て
い
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
の
人
は
自
分
は
そ
う
し
て
い
る

と
思

っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、

そ
れ
な
の
に
今
の
世
の

人
は
自
分
勝
手
な
人
が
多
い
と
憂
い
な
げ
き
ま
す
。

し
か
し
、

そ
の
考
え
、

世
の
中
を
評
論
家
席
か
ら
眺

め
、

自
分
は
別
だ
と
思

っ
て
い
る
こ
と
が
自
分
勝
手
と

い
う
も
の
の
よ
う
で
す
。

煩
悩
の
暗
闇
の
中
で
は
自
分

は
見
え
な
い
の
で
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
光
に
熙
ら
さ
れ
て
初
め
て
気
が
つ
か

さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

親
管
聖
人
の
教
え
を
聞

く
と
、

そ
の
お
人
柄
が
温
か
く
私
の
心
に
伝
わ
り
、

自

分
を
涙
な
が
ら
に
振
り
返
ら
せ
て
く
だ
さ
る
の
は
、

評

論
家
と
し
て
批
判
さ
れ
る
の
で
な
く
、

共
に
悲
し
み
、

共
に
喜
び
、

私
の
心
を
わ
か
っ
て
く
だ
さ
る
お
方
だ
か

ら
で
す
。

報
恩
講
を
縁
に
そ
の
教
え
を
聞
き
ま
し
ょ
う
。

鷹
谷
俊
昭
著

『月
ご
と
の
こ
と
ば
』
転
載

親
鸞
聖
人
の

ご
遺
徳
を

し
の
ん
で

十

一
一月
五
日
（土
）

午
後

一
時
半
よ
り

ご
筆

偏

市
内
海
堅

由等

那

須

英

信

師

※
正
午
よ
り
乗
園
和
室
に
て
お
斎
（と
き
）
を
呈
上
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

遠
慮
は
無
用
で
す
。

ど
う
ぞ
お
席
に
お
着
き
く
だ
さ
い
。

ヲ

鰯

靭



＝
陥
虫
需
Ｕ
法
歴

当
山
の
法
宝
物
虫
干
し
法
座
が
七
月

十
七
日
十
三
時
半
よ
り
勤
ま
り
ま
し
た
。

台
風
が
倉
敷
を
通
過
直
後
で
警
報
中
、

風
雨
の
強
い
中
で
し
た
が
、

無
事
に
勤

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
ず

『讃
仏
侶
』
を
お
勤
め
の
後
、

副
住
職
が
当
寺
に
ま
つ
わ
る

「中
国
真

宗
念
仏
行
者
御
形
見
名
号
略
縁
起
」
を

拝
読
。

次
に
福
山
市
神
辺
町
の
光
行
寺
、

苅
屋
光
影
師
の
ご
法
話
を
頂
き
ま
し
た
。

親
驚
聖
人
の

『教
行
信
証
』
に
は
三

哉

（さ
ん
さ
い
）
と
い
う
語
が
あ
り
ま

す
。

こ
れ
は
物
事
に
は
三
つ
の
側
面
、

「慶
ば
し
き
哉

（か
な
ど
、

「悲
し
き
哉
」
、

「誠
な
る
哉
」
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

例
え
ば
結
婚
式
は
喜
び
に
満

ち
て
い
ま
す
が
、

妹
に
出
す
親
は
悲
し

い
気
持
ち
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ

ら
二
つ
の
他
に
、

何
も
の
に
も
左
右
さ

れ
な
い
誠
の
真
実
と
し
て

「ご
縁
」
が

あ
り
ま
す
。

お
寺
参
り
の
う
え
で
は
「仏

縁
」
と
い
う
、

ほ
と
け
の
教
え
と
の
出

会
い
で
す
。

こ
の
真
実
を
拠
り
所
と
し

て
、

喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
し
て
、

充

実
し
た
人
生
を
送
り
た
い
も
の
で
す
。

ま
た
同
じ
く
親
留
聖
人
の
『正
信
侶
』

に
は

「
一
生
造
悪
値
（遇
）
弘
誓
」
と
い

う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
生

涯
、

買
ど

を
な
し
て
過
ご
し
ま
す
が
、

そ
ん
な
私
た
ち
こ
そ
仏
さ
ま
の
大
き
な

救
い
の
願
い
の
中
に
あ
る
ん
だ
、

と
い

う
お
こ
と
ば
で
す
。

翌
置
と
い
う
の
は

親
が
子
に
対
し
て
買
小
い
子
じ
ゃ
の
う
」

と
い
う
も
の
に
近
く
、

決
し
て
放

っ
て

は
お
け
な
い
と
い
う
仏
さ
ま
の
願
い
が

か
け
ら
れ
た
悪
の
こ
と
で
す
。

金
子
大
栄
師
は

「救
わ
れ
る
と
は
、

本
当
の
居
場
所
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

わ
た
し
た

ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、

ど
う
に
も
な
ら
な

い
こ
と
も
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
る
身

の
上
で
あ
り
ま
す
。

お
浄
土
と
い
う
居

場
所
に
気
付
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、

ど

う
に
も
な
ら
な
い
ま
ま
に
救
わ
れ
て
ゆ

き
、

「今
を
確
か
に
生
き
る
身
」
と
な
り

た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一
）

九
月
二
十
六
日
、

午
後

一
時
半
よ
り

秋
季
彼
岸
会
お
よ
び
門
信
徒
総
追
悼
永

代
経
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。

一
同
で
阿
弥
陀
経
を
お
勤
め
の
後
、

ご
法
話
を
拝
聴
。

ご
講
師
は
井
原
市
芳

井
町
、

光
栄
寺
の
佐
藤
知
水
先
生
で
、

「幸
せ
」
と
は
何
か
、

浄
土
真
宗
の
考

え
方
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「幸
福
」
は
明
治
に
外
来
語
の
翻
訳

語
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
ば
だ
そ
う
で

す
が
、

こ
の
造
語
に
よ
り
、

か
え

っ
て

私
た
ち
が
幸
せ
を
追
求
す
る
こ
と
に
な

り
、

「不
幸
」
と
い
う
こ
と
ば
も
生
み
出

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

も
と
も
と

「し

あ
わ
せ
」
と
は

「仕
合
わ
せ
」
と
書
き
、

幸
も
不
幸
も
な
く
、

す
べ
て
は
仕
合
わ

せ
ら
れ
た
も
の
、

縁
が
整
え
ら
れ
た
も

）

の
、

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

「福
は
内
、

鬼
は
外
」
の
福
は
ど
こ

か
ら
来
る
の
で
し
ょ
う
か
、

鬼
は
ど
こ

へ
向
か
う
の
で
し
よ
う
か
？
福
と
は
私

た
ち
に
と

っ
て
望
ま
し
い
も
の
、

都
合

の
い
い
も
の
で
あ
り
、

鬼
と
は
望
ま
し

く
な
い
も
の
、

都
合
の
悪
い
も
の
を
表

わ
し
ま
す
。

鬼
を
他
に
な
す
り
つ
け
、

福
を
奪
い
合

っ
て
生
き
て
い
る
の
が
私

た
ち
で
す
。

そ
こ
に
は
、

幸
せ
を
求
め

て
こ
ち
ら
か
ら
手
を
伸
ば
し
て
い
く
私

た
ち
の
姿
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、

幸

せ
に
は
際
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。

今
、

幸

せ
な
の
に
、

不
幸
に
な
ら
な
い
と
そ
れ

に
気
付
け
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
姿
は
、

今
を

見
な
い
で
、

先
ば
か
り
見
て
生
き
る
姿

と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

本
当
に
大
事

な
の
は
、

今
、

こ
こ
で
す
。

阿
弥
陀
如
来
は
福
も
鬼
も
入
り
混
じ

っ
た
中
で
懸
命
に
生
き
る
私
た
ち
を
、

残
ら
ず
抱
き
と
っ
て
く
だ
さ
る
方
で
す
。

そ
の
ま
ま
で
い
い
か
ら
し

っ
か
り
生
き

な
さ
い
、

あ
と
の
こ
と
は
私
に
任
せ
な

さ
い
と
、

常
に
そ
ば
に
あ
ら
れ
る
方
で

す
。

そ
れ
は
多
く
の
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
の
姿
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

年
齢

に
か
か
わ
ら
ず
、

誰
し
も
明
日
は
ど
う

な
る
か
わ
か
ら
な
い
身
で
あ
り
ま
す
。

今
、

こ
こ
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
感
謝

し
、

今
、

こ
こ
を
し

っ
か
り
と
生
き
抜

き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。



【81)1平成27年秋季号|(11月|) 浮は等だよ り‐ 第|11キ31号

轡
轡
圏
ン
観
圏
熙

ン
””̈＝
！　
　
　
ン
ン

七
月
二
十
二
日
、

二
十
三
日
、

サ
マ

ー
ス
ク
ー
ル
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

小

学
生
七
十
三
名
が
参
加
、

二
名
の
若
手

僧
侶
に
よ
る
指
導
の
も
と
、

お
寺
で
の

一
泊
二
日
を
体
験
し
ま
し
た
。

開
会
式
で
仏
前
で
の
マ
ナ
ー
や
作
法

を
習

っ
た
後
、

班
に
分
か
れ
て
Ｔ
シ
ャ

ツ
づ
く
り
や
ゲ
ー
ム
を
し
、

ほ
と
け
さ

ま
の
お
話
も
聞
き
ま
し
た
。

入
浴
は
恒

例
の
臨
時
露
天
風
呂
（
？
↓
と
、

番
町
の

十
月
七
日

（水
）
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
備
後
教
区
主
催
の
第
二
十
回
備
後
教

区

「平
和
の
集
い
」
が
福
山
市
福
山
リ

ー
デ
ン
ロ
ー
ズ
大
ホ
ー
ル
に
協
賛
寺
院

第二十回備後教区

「平利の集い」

）

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
風
呂
を
お
借
り

し
ま
し
た
。

天
候
が
心
配
さ
れ
ま
し
た

が
、

夜
に
は
キ
ャ
ン
プ

フ
ァ
イ
ヤ
ー
と

二
百
二
十
八
ヶ
寺
か
ら
約
八
百
人
の
住

職
、

総
代
、

門
信
徒
等
関
係
者
が
参
加
し

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

開
会
式
で
正
信
念
仏
侶
の
お
勤
め
の

後
、

野
川
大
卓
備
後
教
区
教
務
所
長
が

開
会
挨
拶
、

昭
和
二
十
年
八
月
八
日
の

福
山
大
空
襲
の
「福
山
大
空
襲
の
記
録
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
実
話
を
原
作
と
し

て
終
戦
七
十
年
を
迎
え
た
今
平
和
を
考

え
る
上
で
の
問
題
提
起
と
し
て
朗
読
劇

「尊
い
犠
牲

っ
て
な
ん
だ
ろ
う
」
を
拝

聴
。

又
、

元
自
衛
官
で
真
宗
大
谷
派
門

信
徒
の
泥
憲
和
氏
が

「憲
法
九
条
の
平

和
力
」
と
題
し
て
の
講
演
が
あ
り
ま
し

た
。

参
加
者
は
住
職
と
総
代
の
内
海
義

郎
、

長
安
圭

一
、

藤
井
祐
三
の
四
氏
で

し
た
。

）

花
火
、

希
望
者
は
さ
ら
に
室
内
で
暗
夜

行
路
を
し
ま
し
た
。

本
堂
と
庫
裡
に
分

か
れ
就
寝
。

翌
日
に
は
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ

ー
で
街
に
繰
り
出
し
ま
し
た
。

手
作
り

う
ち
わ
も
作
成
し
ま
し
た
。

閉
会
式
の

後
に
は
、

今
年
も
藤
井
俊
治
さ
ん
提
供

の
ス
イ
カ
を
頂
い
て
解
散
し
ま
し
た
。

昨
年
に
続
い
て
多
く
の
参
加
者
が
あ

り
、

子
供
た
ち
に
と

っ
て
は
楽
し
く
貴

重
な
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
仏
婦
の
方
々
に
は
食
事
の
調
理
、

清
掃
等
で
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

該当のお方には別途お矢回らせ

しヽたしますが、遺漏することも

ありますので、こ留意 。こ確認

の上、こ法要の日時をこ相談く

平成 28年 年回表

回  忌 往  生  年

1周 忌 平成27年

3回 忌 平成26年

7回 忌 平成22年

13回 忌 平成16年

17回 忌 平成12年

25回 忌 平成 4年

33回 忌 昭和59年

50回 忌 昭呑日42年

ださしヽ。
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カ
ナ
ダ
、

カ
ル
ガ
リ
ー
に
て

（５
月
３０
日
、

３‐
国
の
二
日
間
）

清

掃
■
奉
＝住

カ
ナ
ダ
、

北
米
、

南
米
、

ハ
ワ
イ
各

開
教
区
お
よ
び
日
本
か
ら

（
一
、

○
○

○
名
参
加
）
の
総
計

一
、

七
〇
〇
人
の

仏
婦
が
集
い
ま
し
た
。

当
寺
よ
り
仏
婦

会
長

・
藤
井
悦
子
さ
ん
と
坊
守
の
二
名

が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

ご
門
主
ご
臨
席
の
も
と
、

三
十
日
は

日
本
語
講
演
と
し
て
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ

ラ
イ
タ
ー
の
や
な
せ
な
な
さ
ん

（本
願

寺
派
僧
侶
）
が
自
ら
作
詞
作
出
し
た
歌

を
交
え
な
が
ら
の
ご
法
話
。

翌
三
十

一

日
は
英
語
記
念
講
演
と
し
て
パ
ト
リ
シ

ア

・
ワ
ス
キ
ー
開
教
使
が
ご
法
話
。

ま

た
各
会
場
に
分
か
れ
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ

で
は
各
国
代
表
に
よ
る
体
験
発

表
。

い
ず
れ
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え

を
と
も
に
伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
共
通

の
思
い
が
会
場
に
あ
ふ
れ
、

参
加
者
の

一
体
感
を
生
ん
だ
二
日
間
で
し
た
。

ダ
ー
ナ
バ
む
１
予
告

平
成
２８
年
４
月
２３
日
（土
）
浄
心
寺
ほ
て

み
な
さ
ま
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え

お
越
し
下
さ
い
ま
せ
。

備
後
教
堂
に
て
教
区
内
の
仏
教
讃
歌

を
楽
し
ん
で
い
る
仏
婦
の
皆
さ
ん
が
集

い
ま
し
た
。

講
師
は
た
く
さ
ん
の
和
讃

に
ご
自
身
で
作
曲
さ
れ
、

シ

ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
と

し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
平
田

聖
子
先
生
の
ご
指
導
で
し

た
。

ご
和
讃
の
お
味
わ
い
を

挟
ん
で
楽
し
く
歌
い
ま
し
た
。

当
寺
か
ら
は
コ
ー
ラ
ス
グ
ル

ー
プ

〈
コ
ー
ル
清
風
〉
二
十

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

平成庄特剛卿那嘲却珊冊柵”

六
月
二
十

一
日
（日
）
会
員

五
十
四
名
の
参
加
に
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

二
十
六
年
度

行
事

・
予
算
報
告
、

二
十
七

年
度
行
事

・
予
算
等
審
議
さ

れ
満
場

一
致
で
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

今
年
度
は
役
員
改
選
で
す

が
常
任
委
員
と
地
区
役
員
九

班

・
十
三
班
を
除
き
継
続
と

な
り
ま
し
た
。

教
区
常
任
委
員

伊
藤
　
朋
子

地
区
役
員

九
班
　
石
井
由
美
子

十
三
班
　
長
安
八
重
子

（敬
称
略
）

早朝7時30分～9時。お彼岸を  ‖ |

冥轄榛憎砕曇品し蟹8紀F外
の 941‖

仏翻軽A

逢編主1論≧
のことですも |■■■ |!

松警録全Cぞ1受1碁1竺|ズ雪ξr

昌啓,号F詐二貢導,
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サ
マ
ー
ス
靴
隅
珊
酬
酬
釧

）

Ｂ
肌“錮
詔
ン
棚

今
年
度
の
備
中
里
組
主
催
の

『御
同

朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
』

（実
践
運

動
）
協
議
会
が
去
る
六
月
二
十
五
日
に

浄
心
寺
を
会
場
に
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
協
議
会
は
本
山
が
進
め
る
同
朋

運
動
に
則

っ
て
開
か
れ
る

〃
話
し
合
い

法
座

″
で
す
。

今
年
は
い
ま
、

話
題
に
な

っ
て
い
る

《
終
活
を
考
え
る
》
を
テ
ー
マ
に
備
中

里
組
内
の
お
寺
か
ら
総
代
さ
ん
、

門
徒

推
進
委
員
さ
ん
、

仏
婦
役
員
さ
ん
、

住

職
、

坊
守
な
ど
そ
の
お
寺
を
代
表
す
る

人
た
ち
四
十

一
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
蓮
乗
寺

盆
上
岡
市
生
江
浜
）

住
職
、

本
願
寺
派
布
教
使
の
回
井
智
彦

師
が
問
題
提
起
を
し
そ
の
後
、

四
班
に

分
か
れ
て
話
し
合
い
を
し
ま
し
た
。

切

実
な
社
会
問
題
で
し
た
の
で
、

各
班
と

も
熱
心
な
話
し
合

い
が
な
さ
れ
ま
し

た
。

最
後
に
ま
と
め
と
し
て
田
井
師
は
、

「最
近
、

い
わ
ゆ
る
家
族
葬
が
増
え
て

き
て
い
ま
す
が
、

は
た
し
て
そ
れ
で
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。

葬
儀
は
近
親
者
の

「死
」
を
通
し
て
、

遺
さ
れ
た
も
の
が

改
人
を
偲
び
、

改
め
て
生
前
の
厚
情
に

感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
場
な
の
で
す
。

ま
た
、

慌
た
だ
し
い
日
常
生
活
の
中
で

真
摯
に
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
無
常
の
道
理
を
知
ら
さ
れ
る
場
で
も

あ
り
ま
す
…
」
と
結
ば
れ
ま
し
た
。

こ
の
協
議
会
に
当
寺
か
ら
内
海
義
郎

さ
ん
を
は
じ
め
十
五
名
の
方
々
が
参
加

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
協
議
会
に
先
立
ち
午
前
に
備
中

里
組
の
各
お
寺
の
総
代
さ
ん
の
連
携
を

強
固
に
し
よ
う

と
連
絡
協
議
会

（内
海
義
郎
会

長
）
が
開
か
れ

ま
し
た
。

そ
し

て
今
年
度
の
活

動
方
針
な
ど
が

審
議
さ
れ
ま
し

た
。

伸
ぽ
こ
酌
鮎
験
罰
隆

平
成
２８
年
の
予
定

7徽

今
年
は
七
十
三
人
も
の
大
勢
の
仏
の

子
が
集
い
ま
し
た
。

暑
さ
に
も
め
げ
ず

食
欲
旺
盛
で
ご
飯
の
釜
も
底
を
尽
き
、

ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
ほ
ど
で
し
た
。

境
内
に

子
ど
も
た
ち
の
黄
色
い
声
が
響
き
わ
た

り
楽
し
い
二
日
間
で
し
た
。

ル
フ
ィ
ン
ヘ
お

邪
魔
し
ま
し
た
。

ロ
シ
ア
民
謡

や
な
つ
か
し
の

歌
で
楽
し
い
ひ

と
と
き
を
す
ご

し
ま
し
た
。

簿

鶉

簿

鶴

簿

簿

簿

鶉

鶉

簿

簿

簿

簿

簿

簿

鑢

簿

簿 簿 簿 簿簿

　

◎
第
３７
回

的　の勢４０３９３８帥

鞭　∞筋４２４．醐

韓 簿 簿 簿 簿 鶉簿

２
月
９
日
（火
）

４
月
１２
日
（火
）

６
月
１４
日
（火
）

８
月
１６
日
（火
）

１０
月
６
日
（木
）

・２
月
８
日
（木
）

鞭座『蛇醐雑映落定「幹確れ誨脇勁端

簿

ら
の
仏
教
入
門
』

（本
願
寺
出
版
社
）
に

靭
沿
って
進
め
て
い
ま
す
。
現
在
は
「親

簿

鸞
さ
ま
の
生
涯
」
で
す
。

ど
う
ぞ
お
誘

靭

い
合
わ
せ
の
レつ
ンえ
、

ヂ
上
努
州
く
だ
さ
い
。

毎
回
午
後
７
時
３。
分
よ
り
９
時
ま
で

解
　
説
◆
津
田
明
雅
副
住
職

（第
３８
回
よ
り
新
住
職
）

△
蚕
　
場
合
浄
心
寺
礼
拝
堂

（イ
ス
席
）

聴
講
料
◆
不
要

鶴 鶴 韓 簿 簿 簿 簿 簿 鶉 韓 簿 簿 簿 簿 簿 鶉

第25回

揃奮のつとい
‖■平成28年■月|い国|(月)||■
|■正午|より1審1園租

1室
に|て■

‐■門信1徒|の1曽さ|れ!がキ1豊に1会|
|■じて新1年|を迎えら|れ!た'こと|
| を

毒ぎ 共  線 睦を |める

■|つどしヽです古||||■‖■||
■■カラオケ|||1舞踊な|どのか|く|
|■じ1芸tll文イヒ書|の韓き絢|め|な|
|■ど|で1楽|じいひ|と|と|き|を|お1追‐

|!gじくだ!さぃま(公1費2千日)

中
除
演
の
つ
ど
い

◎
十
二
月
三
十

一
日

◎
午
後
十

一
時
四
十
分
よ
り

◎
当
寺

・
鐘
楼
前
に
て
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糾
撤
批
”答
“静
撲
が

順
，調
”隅
翌
韻

第
十
九
世
住
職
継
職
に
あ
た
っ
て
記

念
事
業

へ
の
ご
懇
志
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
し
た
が
、

お
か
げ
さ
ま
で
多
数
の

方
が
ご
芳
志
を
ご
進
納
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

ま
だ
ご
進
納
で
な
い
お
方
は
何
と

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

Ｄ
煎
尊
が
Ｄ
復
理

継
職
事
業
の

一
環
と
し
て
ご
本
尊

・

阿
弥
陀
如
来
立
像
の
修
復
が
す
す
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、

作
業
が
完
了
し
、

ご
復
座
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
作
業
で
お
像
の
右
足
足

駄
の
外
側
に

「康
雲
□
政
」
の
墨
書
銘

修復なつた

阿弥陀像

「康雲□政」の
墨書が見られる

が
あ
り
、

こ
の
ご
本
尊
を
制
作
し
た
の

は
江
戸
時
代
の
仏
師
、

渡
辺
康
雲
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

ご
本
尊
そ
の
も
の
は

一
部
の
補
修
と

ほ
こ
り
の
除
去
に
留
め
ま
し
た
が
、

光

背
、

蓮
台
、

台
座
は
金
箔
押
し
と
着
色

を
施
し
見
事
に
修
復
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、

阿
弥
陀
堂
に
安
置
さ
れ
ま
す

ご
本
尊
は
お
顔
の

一
部
や
指
が
欠
落
し

た
り
、

台
座
が
ネ
ズ
ミ
の
被
害
で
欠
損

し
て
い
た
の
も
き
れ
い
に
復
元
さ
れ
ま

し
た
。

鍾
幡
の
屋
眼
工
事
が
売
了

戦
後
問
も
な
く
葺
き
替
え
た
瓦
が
劣

化
し
て
瓦
の
表
面
が
剥
落
し
て
き
ま
し

た
の
で
葺
き
替
え
に
着
手
し
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
小
屋
組
か
ら
新
し
い
木
材

に
取
替
え
、

ま
た
四
方
の
軒
も
こ
れ
ま

で
よ
り
３
０
セ
ン
テ
余
長
く
な
り
ま
し

た
。

ま
た
四
本
の
柱
の
最
下
部
が
長
年

の
風
雨
に
よ

っ
て
腐
食
し
て
い
る
の
が

判
明
し
、

そ
の
部
分
を
切
り
取
，
新
材

料
を
継
ざ
足
し
い
た
し
ま
し
た
。

使
用
し
た
瓦
は
昭
和
大
修
復
に
葺
い

た
の
と
同
じ
最
高
級
と
い
わ
れ
ま
す
美

濃
瓦
で
す
。

工
事
の
た
め
覆
わ
れ
て
い
た
素
屋
根

や
周
囲
の
シ
ー
ト
が
取
り
外
れ
、

重
厚

）

な
鐘
楼
が
お
目
見
え
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、

併
せ
て
境
内
の
整
備
工
事
も

行
わ
れ
通
用
口
の
溝
ブ
タ
設
置
、

境
内

の
排
水
工
事
な
ど
が
次
々
に
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

阿
弥
陀
堂
は
檜
の
香
り
が
漂
い
、

外

面
の
白
壁
が
映
え
る
荘
厳
な
た
た
ず
ま

い
で
す
。

樋
は
酸
性
雨
の
損
傷
を
考
慮

し
て
鋼
版
に
ス
テ
ン
レ
ス
を
貼

っ
た
二

重
構
造
の
材
料
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
内
装
工
事
に
取
り
掛
か
っ
て

い
ま
す
。

阿
弥
陀
堂
の
工
事
が
完
了
す

る
と
、

山
門
の
袖
門
部
の
修
復
と
本
堂

外
縁
板
の
張
替
え
工
事
が
続
き
ま
す
。

ま
た
、

山
門
Ｑ
扉
や
破
風
の
金
具
が

三
百
年
余
の
経
過
で
劣
化
が
激
し
く
、

随
所
が
脱
落
し
て
い
ま
し
た
の
で
新
し

く
鋳
造
し
焼
付
塗
装
い
た
し
ま
し
た
。

）

一＆ン

ン

ご
母
堂
さ
ま
な
ら
び
に
お
孫
さ
ん
の

十
三
回
忌
法
要
記
念
と
し
て

◎
電
波
掛
時
計

福
山
市

・
藤
井
洋
行

藤
井
康
男

殿

礼
拝
堂
に
設
置
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

十
九
世
住
職
継
職
記
念
と
し
て

◎
本
堂
用
木
製
い
す

（合
成
レ
ザ
ー
張
）
四
十
脚

浄
心
寺
仏
教
婦
人
会

坐
り
心
地
が
よ
く
、

ゆ

っ
た
り
と
礼

拝
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
大
輪
菊
花
　
８
鉢

横
島
　
長
安
圭

一
殿

◎
ド
ー
ム
菊
花
　
２
鉢

入
江
　
住
谷
大
志

殿
六輪の菊琶が漂い

はが価されます
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》

浄
心
寺
か
ら
は
八
名
の
方
が
参
加
さ
れ

ぉ

ま
し
た
。
こ
の
内
、津
田
完
治
さ
ん
（用
揮

備
中
里
組

九
月

一
日
～
二
日

　

之
江
）
、

北
川
嗣
雄
さ
ん

傘
田
浜
）
が
帰

☆

当
寺
な
ど
近
隣
の
本
願
寺
派
寺
院
１１
　

敬
式
を
受
け

寺
で
構
成
す
る
備
中
里
組
で
は
２０
余
年

　

ら
れ
、

法
名

前
か
ら
南
部
北
部
の
二
班
に
分
か
れ
て

　

を
授
か
り
門

念
仏
奉
仕
団
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
隔
年
ご

、
徒
と
し
て
の

と
に
本
願
寺
に
お
参
り
し
て
い
ま
す
。　

　
自
覚
を
新
た

今
年
は
九
月

一
日
、

二
日
の
両
日
、　

　
に
さ
れ
ま
し

四
ケ
寺
、

〓
一十

一
名
で
実
施
し
ま
し
た
。

　

た
。

中
●
中
手
や
中
中
中
や
中
■
争
や
や
や
お
中
■
や
お
●
中
↑
手
子
争
や
中
や
争
や
■
や
手
↑
や
や
■
中
や
キ
中
中
や
お
や
や
手
や
や
■

”艦冊艦冊柵棚冊柵朋棚川

去
る
九
月

一
日
、

二
日
の
両
日
、

近

隣
四
ケ
寺
で
編
成
さ
れ
た

「本
願
寺
念

仏
奉
仕
団
」
総
勢
三
十

一
名
の
お
仲
間

に
加
え
て
い
た
だ
き
行
事
に
参
加
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。

出
不
精
の
な
ま
く
ら

門
徒
の
私
が
意
を
決
し
て
こ
の
行
事
に

参
加
を
さ
せ
て
頂
く
気
に
な
り
ま
し
た

の
は
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
、

希
望
者
に

は
「法
名
」
を
頂
け
る
と
い
う

一
大
イ
ベ

ン
ト
が
組
ま
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
り

ま
せ
ん
。

少
し
は
門
徒
ら
し
く
あ
ら
ね

ば
と
い
う
殊
勝
な
気
持
ち
が
芽
生
え
て

き
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
時

期
に
案
内
を
頂
い
た
も
の
で
す
か
ら
、

ち

よ
う
ど
タ
イ
ミ
ン
グ
が
あ
っ
た
の
で
す
。

「お
か
み
そ
り
」
と
称
さ
れ
る
こ
の

儀
式
は
御
影
堂
で
御
門
主
様
か
ら

（今

回
は
前
門
主
様
か
ら
）
お
か
み
そ
り
を

頂
く
訳
で
あ
り
ま
す
が
、

御
影
堂
外
陣

に
整
列
し
て

「そ
の
時
」
を
待

つ
段
に

な
り
ま
す
と
今
ま
で
覚
え
の
な
い
緊
張

と
、

晴
れ
て

「法
名
」
を
頂
け
る
と
い

う
期
待
と
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
心

地
よ
い
時
間
が
流
れ
て
行
き
ま
し
た
。

い
つ

「そ
の
時
」
が
や

っ
て
来
て
、

い

つ
終
わ
る
の
か
、

今
か
今
か
と
思

っ
て

い
る
う
ち
に

「そ
の
時
」
は
静
か
に
静

か
に
訪
れ
て
、

そ
し
て
又
、

静
か
に
過

ぎ
て
い
き
ま
し
た
。

今
と
な

っ
て
は
夢

の
中
の
出
来
事
だ

っ
た
と
し
か
形
容
で

き
ま
せ
ん
。

一
連
の
行
事
は
本
願
寺
の
職
員
の
皆

様
方
の
た
く
み
な
誘
導
と
浄
心
寺
様
の

お
介
添
え
が
あ

っ
て
事
も
な
く
進
行
し

て
い
っ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。

宿

へ
帰

っ
て
か
ら
の
朝
食
の
お

い
し
か
っ
た
こ
と
、

た
く
さ
ん

「お
か

わ
り
」
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

報
恩
寺
様
に
は
道
中
始
め
か
ら
終
わ

中
　
備
後
教
区
内
の
各
お
寺
の
門
徒
総
代

率篠陀的剛陣唯卵爆陥計郷筆射倒此

ｔ

て
開
か
れ
ま
し
た
。

光
照
寺
は
中
四
国

手
さ
ら
に
九
州
方
面
に
浄
土
真
宗
の
教
線

率
聯
卸
抑
琥
犯
点
と
な
った
由
緒
のあ
る

様

り
ま
で
気
配
り
を
頂
き
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

ま
た
四
ケ
寺
の
御
住
職

さ
ま
方
の
か
ざ
り
気
の
な
い
お
人
柄
に

接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
も
嬉
し

い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

本
願
寺
の

担
当
職
員
の
愛
称

「巌

（が
ん
）
ち
ゃ

ん
」
に
は
慣
れ
な
い
私
た
ち
を
た
く
み

な
話
術
で
和
ま
せ
て
、

う
ま
く
リ
ー
ド

し
て
下
さ
り
、

心
か
ら
の
御
礼
を
申
し

上
げ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

他
県
か

ら
の
奉
仕
団
の
こ
と
、

思
い
が
け
な
い

激
し
い
雨
の
中
で
の
御
門
主
様
と
の
記

念
写
真
の
こ
と
、

拭
き
掃
除
の
こ
と
、

国
宝
の
数
々
の
拝
観
や
抹
茶
の
接
待
を

頂
い
た
こ
と
等
、

書
き
た
い
こ
と
は

一

杯
ご
ざ
い
ま
す
が
、

た
だ
ひ
と
言
で
い

う
な
ら
ば

「参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

本
当
に
あ
り
が
た
か
っ
た
な
あ
」
と
い

う
こ
と
で
す
。

今
後
と
も
皆
様
方
の
ご
指
導
の
程
、

心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
の
研
修
会
に
は
当
寺
か
ら
内
海

義
郎
、

藤
井
祐
三
、

長
安
圭

一
、

宍
戸

得
二
の
四
氏
と
住
職
の
五
名
が
参
加

し
、

講
師
の
藤
井
邦
麿
先
生
か
ら
総
代

と
し
て
の
在
り
よ
う
を
研
修
し
ま
し
た
。

今
回
の
研
修
会
に
は
主
に
教
区
内
の

南
部
の
寺
院
五
十
力
寺
か
ら
百
五
十
名

の
総
代
さ
ん
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

■
■
子
や
お
●
子
手
や
中
や
や
や
中

伊
藤

英
昭

１。
月
７
日

ご
往
生

行
年
７２
歳

新
横
島
、

緑
町
の
地
区
委
員
と
し
て

ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

永
年
の
ご
苦
労
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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２
、

仏
教
の
あ
ゆ
み

７
年

法
然
上
人
の
教
え

日
本
の
浄
土
教
に
独
立
の
地
位
を
与

え
た
の
は
、

鎌
倉
時
代
の
は
じ
め
に
活

動
さ
れ
た
七
高
僧
の
第
七
祖
、

法
然
上

人
で
す
。

上
人
以
前
の
浄
土
教
は
、

天

台

・
真
言
な
ど
の
既
成
の
宗
派
内
で
行

な
わ
れ
た
も
の
が
多
く
、

し
か
も
浄
土

に
生
ま
れ
る
た
め
の
行
も
、

各
人
各
様

で
雑
然
と
し
て
統

一
が
な
く
、

ま
た
念

仏
を
す
る
に
し
て
も
数
多
く
称
え
る
こ

と
を
重
ん
じ
る
と
い
っ
た
ふ
う
で
、

形

式
的
な
面
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
す
。

し
か
し
法
然
上
人
は
善

導
大
師
の
教
え
を
仰
ぎ
、

源
信
和
尚
の

こ
と
ば
に
導
か
れ
て
、

浄
土
に
生
ま
れ

る
道
は
た
だ
称
名
念
仏
の

一
行
で
あ
る

と
い
う
確
信
に
立
ち
、

四
十
三
歳
の
時

に
専
修
念
仏
の

一
流
、

す
な
わ
ち
浄
土

宗
を
独
立
さ
れ
た
の
で
す
。

上
人
の
代
表
的
著

作
は

『選
択
本
願
念

仏
集
』
と
い
い
ま
す

が
、

上
人
の
こ
と
ば

に
、

「浄
土
宗
は
愚
者

に
な
り
て
往
生
す
る
な
り
」
と
あ
り
ま

す
よ
う
に
、

浄
土
に
生
ま
れ
る
た
め
に

は
た
だ
念
仏
に
よ
れ
ば
い
い
の
で
、

い

か
な
る
末
世
の
凡
夫
悪
人
も
平
等
に
救

わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

従

っ

て
家
も
職
業
も
す
て
る
必
要
は
な
く
、

老
若

・
男
女

・
貴
嬢
を
問
わ
ず

「
一
切

万
人
が
救
わ
れ
る
宗
教
」
な
の
で
す
。

か
く
て
上
人
は
比
叡
山
を
出
て
、

京
都

東
山
の
吉
水
の
庵
室
で
、

新
し
い
念
仏

の
教
え
を
説
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、

上
人
を
慕

っ
て
集
ま
る
者
は
日
に
日
に

増
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
を
見
て
奈

良
や
比
叡
の
僧
た
ち
は
、

こ
こ
ろ
よ
く

思
わ
ず
、

つ
い
に
こ
れ
を
ね
た
ん
で
念

仏
の
禁
止
を
朝
廷
に
訴
え
で
ま
し
た
。

た

ま
た
ま
不
運
な
事
件
が
起
こ
っ
て
そ
の

た
め
に
念
仏
は
禁
止
さ
れ
、

上
人
は
四

国
に
流
罪
と
な
ら
れ
ま
し
た
が
、

そ
の

後
ゆ
る
さ
れ
て
京
都
に
帰
り
東
山
の
大

谷
で
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
。

上
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
も
、

念
仏

に
対
す
る
迫
害
は
続
き
ま
し
た
が
、

ど

ん
な
力
を
も

っ
て
し
て
も
時
代
の
要
求

に
応
え
、

万
人
に
通
ず
る
真
実
の
教
え

を
押
し
つ
ぶ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

の
で
、

そ
の
流
れ
は
ま
す
ま
す
緊
栄
し

た
の
で
す
。

し
か
し
、

上
人
が
亡
く
な

ら
れ
て
ま
も
な
く
、

門
下
に
分
裂
の
き

ざ
し
が
お
こ
っ
て
、

北
九
州
で
伝
道
し

た
聖
光
上
人
を
中
心
と
す
る

一
派
は
、

京
都
に
知
恩
院
、

東
京
に
増
上
寺
等
の

本
山
を
建
て
て
栄
え
た
が
、

こ
れ
を
浄

土
宗
鎖
西
派
と
呼
び
、

ま
た
京
都
の
西

山
の
ふ
も
と
粟
生
に
光
明
寺
を
建
て
、

こ
こ
を
中
心
と
し
て
証
空
上
人
の
流
れ

を
く
む
も
の
を
、

西
山
派
と
呼
ん
で
い

ま
す
。

な
お
時
宗
を
ひ
ら
い
た

一
遍
上

人
は
、

こ
の
西
山
派
の
流
れ
か
ら
出
ら

れ
た
お
方
で
す
。

秋
色
鮮
や
か
な
今
日
こ
の
頃
、

境
内

の
親
鸞
像
に
紅
葉
が
、

穏
や
か
に
散
り

敷
く
季
節
が
や

っ
て
参
り
ま
し
た
。
「お

取
り
越
し
」
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
報
恩
講

は
、

十
二
月
五
日
で
す
。

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
、

虫
干
し
法
座
、

秋
季
彼
岸
会
、

ア
ソ
カ
コ
ー
ナ
ー

〈仏

婦
〉
等
諸
般
の
報
告
と
お
知
ら
せ
を
す

る
浄
心
寺
だ
よ
り
第
１
１
３
号
を
お
届

け
致
し
ま
す
。
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鞭
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太
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