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「
歎
異
抄
」　

第
十
六
章

一　

信
心
の
行ぎ

ょ
う
じ
ゃ者
、自じ

ね
ん然
に
、は
ら
を
も
た
て
、

あ
し
ざ
ま
な
る
こ
と
を
も
お
か
し
、同ど

う

朋ぼ
う

同ど
う

侶り
ょ

に
も
あ
い
て
口
論
を
も
し
て
は
、か
な
ら
ず

回え
し
ん心
す
べ
し
と
い
う
こ
と
。
こ
の
条
、断だ

ん

悪あ
く

修し
ゅ

善ぜ
ん

の
こ
こ
ち
か
。
一い

っ

向こ
う

専せ
ん

修じ
ゅ

の
ひ
と
に
お
い

て
は
、回え

し
ん心
と
い
う
こ
と
、た
だ
ひ
と
た
び
あ

る
べ
し
。
そ
の
回
心
は
、日
ご
ろ
本
願
他
力

真
宗
を
し
ら
ざ
る
ひ
と
、弥み

だ陀
の
智
慧
を
た

ま
わ
り
て
、日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
に
て
は
、往
生

か
な
う
べ
か
ら
ず
と
お
も
い
て
、も
と
の
こ
こ

ろ
を
ひ
き
か
え
て
、本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す

る
を
こ
そ
、回え

し
ん心
と
は
も
う
し
そ
う
ら
え
。

�

（
真
宗
聖
典
六
三
七
頁
）

　

今
回
の
問
題
は
、回
心
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て

お
り
、そ
の
回
心
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、大
変

な
誤
解
を
し
て
い
る
お
弟
子
が
い
る
と
い
う
こ

と
を
唯
円
大
徳
が
批
判
し
て
、そ
の
間
違
い
を

正
し
て
い
る
一
ケ
条
で
あ
る
。

　

回
心
と
い
う
こ
と
は
、一
体
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、ま
ず
初
め
に
申
し
上

げ
て
み
た
い
。

　

真
宗
に
お
け
る
回
心
と
い
う
こ
と
は
、如
来

の
回
向
に
よ
っ
て
、つ
ま
り
、南
無
阿
弥
陀
仏
の

は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、常
識
生
活
に
生
き
て
い

る
我
々
が
、信
心
に
生
き
る
よ
う
に
な
る
と
い

う
、他
力
の
信
心
に
生
き
る
よ
う
に
な
る
と
い

う
こ
と
を
回
心
と
い
う
。

　
「
回
心
は
回
向
心
で
あ
る
。」と
、私
の
師
で
あ

る
曽
我
先
生
は
云
わ
れ
た
。

　

つ
ま
り
、如
来
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
翻

る
。如
来
の
は
た
ら
き
か
け
が
、私
に
伝
わ
っ
て

く
だ
さ
る
お
か
げ
で
、私
の
常
識
生
活
が
翻
る
。

こ
れ
が
回
心
で
あ
り
、如
来
の
回
向
心
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、回
思

向
道
。思
い
が
翻
っ
て
大
道
に
向
か
う
。自
分
の

思
い
と
い
う
も
の
は
、煩
悩
に
よ
る
妄
念
で
あ

り
、そ
こ
に
は
、我
執
、妄
執
の
心
が
深
く
根
差

さ
れ
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
煩
悩
妄
念
の
思
い

が
翻
っ
て
、本
願
の
大
道
に
向
か
う
と
い
う
こ

と
が
、回
向
で
あ
る
。如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
、我
々
が
一
大
変
革
を
す
る
。人
間
が
変
わ
る
。

　
「
有
漏
の
穢
身
は
か
は
ら
ね
ど　

こ
こ
ろ
は

浄
土
に
あ
そ
ぶ
な
り
」（『
帖
外
和
讃
』）

　

と
あ
る
よ
う
に
、煩
悩
が
い
つ
も
出
て
く
る

こ
の
身
体
だ
け
れ
ど
も
、そ
の
心
は
変
わ
る
と

い
う
こ
と
。

　

如
来
を
ひ
と
す
じ
に
信
じ
、本
願
を
唯
一
の

依
り
処
と
し
て
生
き
る
。そ
う
い
う
心
の
変
わ

り
方
。そ
れ
で
人
間
が
変
わ
る
。如
来
を
信
ず

る
人
間
が
出
来
上
が
る
。

　

今
ま
で
自
分
の
心
と
身
体
を
信
じ
て
、自
分

で
人
生
を
決
着
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
が
、

自
分
の
力
で
は
自
分
の
人
生
を
決
着
は
出
来

な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
、つ
ま
り
、自
力

無
効
と
い
う
こ
と
が
頷
け
て
、そ
し
て
、如
来
の

本
願
を
た
だ
一
つ
の
依
り
処
と
し
て
生
き
る
人

間
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

　

こ
れ
が
、回
心
で
あ
り
、一
言
で
云
う
な
ら

ば
、一
大
変
革
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住
職
釈
徹

照
）
次
回
へ
続
く

報恩講櫟先生法話

詳
細
は
七
頁

旅
行
記

詳
細
は
四
頁

子
供
会
報
告

三
月
二
十
一
日（
金
）午
後
一
時
三
十
分  

厳
修

春
季
彼
岸
会
法
要

詳
細
は
三
頁

修正会住職法話

子供会集合写真



仏

教

に

い

ち

ば

ん

大

事

な

の

は

言

葉

に
感
動
す
る
こ
と

安
田

　理
深

（『
安
田
理
深
集（
下
）』）
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真
の
依
り
処

　

今
回
は
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
に
於
い
て
、

秘
密
文
章
の
公
開
の
時
期
を
三
十
年
と

す
る
か
、
そ
れ
と
も
六
十
年
と
す
る
か

等
が
議
論
さ
れ
て
い
る
中
に
、「
歴
史
の

検
証
に
耐
え
る
も
の
」
と
い
う
言
葉
が

目
に
付
い
た
も
の
で
す
。

　

そ
こ
で
何
を
以
て
後
世
の
歴
史
に
於

て
真
実
と
証
明
さ
れ
る
も
の
か
と
疑
問

を
自
ら
に
問
い
つ
つ
考
え
て
み
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
ま
ず
歴
史
と
は
何
か
。
歴
史

の
事
実
と
は
何
か
、
歴
史
の
真
実
と
は

何
か
と
云
う
根
源
的
な
問
い
を
問
い
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
の
気
の
遠
く

な
る
問
題
で
あ
る
と
気
付
き
ま
す
。

抑そ
も
そ
も、

歴
史
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
時
、
中
学
時
代
の
歴
史
の
先
生
が

云
わ
れ
た
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
ま
し

た
。「
歴
史
と
は
有
史
以
来
を
云
い
、

文
字
に
書
か
れ
た
も
の
を
歴
史
と
云

う
」
と
言
う
定
義
で
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
今
、
私
が
歴
史
を
定
義
す

る
な
ら
ば
、「
有
史
以
前
」
も
「
歴
史
」

と
思
う
我
が
い
る
こ
と
で
す
。

　

何
故
な
ら
ば
、
今
日
の
科
学
が
証
明

し
た
「
Ｄ
・
Ｎ
・
Ａ
」
の
解
明
で
す
。
こ

の
「
Ｄ
・
Ｎ
・
Ａ
」
は
生
命
が
地
球
に
誕

生
し
た
時
か
ら
今
日
ま
で
の
進
化
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
又
、
設
計
図
と
も

云
わ
れ
ま
す
。
文
字
以
前
の
生
命
の
記

録
で
あ
り
、
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
、

い
の
ち
そ
の
も
の
の
事
実
で
す
。

　

無
機
よ
り
有
機
へ
。
そ
し
て
、
有
機

よ
り
生
命
の
誕
生
は
隕
石
説
か
、
雷
説

の
電
気
的
作
用
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
り
、

今
だ
生
命
の
誕
生
は
謎
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
宇
宙
に
地
球
と
同
じ
生
命
の
存

在
す
る
惑
星
は
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
最
初
に
誕
生
し
た
生
物
が
酸
素
を

作
り
、
そ
の
酸
素
に
よ
っ
て
空
気
の
構

成
を
以
て
我
々
生
物
が
呼
吸
し
て
生
存

し
て
い
る
事
実
で
す
。
食
物
連
鎖
と
共

存
と
に
よ
っ
て
生
命
は
進
化
発
展
し
て
、

今
日
の
生
態
系
を
成
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
生
命
の
根
本
は
、
食
う
か
食
わ

れ
る
か
、
敵
か
味
方
か
の
選
択
を
間
違

え
れ
ば
生
命
は
存
続
し
得
な
い
宿
命
に

あ
り
ま
す
。
生
存
し
て
来
た
種
族
が
今

日
の
地
球
上
の
生
命
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

人
間
も
同
じ
で
あ
り
、
又
、
人
間
は

肌
の
色
、
言
語
、
慣
習
、
習
俗
、
宗
教
、

文
化
、
文
明
、
国
土
、
風
土
に
よ
っ
て

民
族
の
歴
史
を
綴
り
、
語
り
伝
え
、
文

字
に
残
し
て
伝
え
て
今
日
に
至
る
の
で

し
ょ
う
。
そ
こ
に
勝
っ
た
負
け
た
、
取

っ
た
、
取
ら
れ
た
を
繰
り
広
げ
、
喜
び
、

恨
み
、
復
讐
を
誓
い
、
正
義
を
立
て
、

神
に
誓
い
、
神
に
祈
り
、
戦
術
戦
略
を

企
て
、
権
謀
術
数
を
巡
ら
し
今
日
の
様

相
を
呈
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

平
和
を
願
い
、
共
存
を
願
い
な
が
ら

戦
争
を
し
て
し
ま
う
、
人
間
の
愚
か
さ

が
露
呈
し
て
い
ま
す
。

　

真
実
と
は
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、

事
実
と
は
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　

私
が
憶
え
ば
、
人
間
の
自
我
（
エ
ゴ

イ
ス
ト
）
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
個
に
於

い
て
も
、
集
団
に
於
い
て
も
、
共
同
体

に
於
い
て
も
、
組
織
に
於
い
て
も
、
国

家
に
於
い
て
も
、
利り

え

き益
が
善
と
な
り
、

会
社
の
利
益
、
国
家
の
利
益
が
正
統
で

あ
り
、
正
義
に
な
り
、
そ
れ
を
主
張
し

て
勝
ち
取
る
こ
と
が
最
善
と
な
っ
て
、

歴
史
は
繰
り
返
え
さ
れ
織
り
成
さ
れ
て

今
日
も
、
又
、
未
来
へ
も
進
ん
で
行
く

の
で
し
ょ
う
。

　

人
間
の
罪
業
性
に
目
覚
め
、
慚ざ

ん

き愧
、

懺さ

ん

げ悔
し
な
け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
存
在
で

す
。
も
し
歴
史
の
検
証
に
耐
え
得
る
教

え
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
は
ハ
ッ
キ
リ

と
答
え
ま
す
。
そ
れ
は
お
釈
迦
様
の
仏

法
に
説
か
れ
て
既
に
あ
る
と
。�

合
掌

　

尾
崎
豊
の
歌
で
ぼ
く
の
夢
は
私
は

私
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
何
を
し
た

い
か
わ
か
ら
な
い
、
君
が
君
で
あ
る

た
め
に
そ
う
い
う
人
生
秘
密
秘
密
。

何
ん
と
素
晴
し
い
が
胸
が
ひ
き
さ
か

れ
る
よ
う
な
詞
で
す
。
人
は
誰
で
も

人
と
し
て
歩
む
な
か
で
こ
れ
で
良
い

の
か
し
ら
と
悩
み
立
ち
止
ま
る
時
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

や
り
直
し
の
き
か
な
い
人
生
で
は

あ
り
ま
す
が
そ
の
場
で
見
直
す
こ
と

が
出
来
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
悲
泣
せ

よ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
悲
し
み
は

悲
し
み
の
ま
ま
、
つ
ら
い
こ
と
は
つ
ら

い
ま
ま
泣
く
こ
と
に
よ
っ
て
大
い
な

る
阿
弥
陀
様
の
大
悲
に
よ
っ
て
自
分

を
超
え
た
も
の
に
出
遇
え
ま
す
。
そ

れ
は
廣
大
無
碍
の
世
界
こ
の
世
に
あ

っ
て
一
番
幸
せ
な
処
自
分
の
居
場
所

を
与
え
て
下
さ
い
ま
す
。
私
が
私
で

良
か
っ
た
と
い
う
最
高
の
も
の
を
頂

け
る
の
で
す
と
宗
祖
親
鸞
が
教
え
て

下
さ
っ
て
い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
佛

岡
田
ノ
リ
子
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お
彼
岸

親鸞聖人と五葉松を背景に

念仏者無碍一道也の碑を背景に

春季
彼岸会法要

彼岸参り

・3月21日（金）春分の日
・午後1時30分
　　　　　～3時30分まで
　　　　　　　（1時受付）
・光照寺本堂にて
・勤行・法話

・3月18日（火）
　　　　～24日（月）の期間
　　　　（但し21日は除く）

※準備の都合上、出席人数をご連絡下さい。
預骨されている方は率先してお参り下
さい。
　ご参詣をお待ちしております。

※ご希望の日にちをお知らせ下さい。時
間につきましてはこちらで調整させて
頂きます。ご自宅か当寺のいずれかで
読経いたします。

羅漢：人間のまことの教えはどこ
にあるか
「弥

み だ

陀の本願まことにおわしまさ
ば、釈尊の説教、虚

きょごん

言なるべから
ず。」第２章

弥
み だ

陀の本願、釈尊、善
ぜんどう

導、法
ほうねん

然、
親
しんらん

鸞の法灯にまことがある。
川越喜多院の五百羅漢

　

光
照
寺
本
堂
南
側
の
土
地
に
建
立
さ

れ
た
親
鸞
聖
人
銅
像
の
両
脇
に
、五
葉

松
を
一
対
、銅
像
の
斜
め
背
後
に
三
波

石
、石
碑（
無
碍
の
一
道
）を
葵
石
材
遠
藤

茂
夫
社
長
に
御
寄
贈
頂
き
ま
し
た
。
感

謝
状
と
記
念
品
千
手
観
世
音
菩
薩
像
を

贈
呈
し
ま
し
た
。（
上
記
写
真
：
右
か
ら

遠
藤
社
長
、住
職
、池
田
総
代
、副
住
職
）

（
右
記
写
真
：
右
か
ら
住
職
、坊
守
、遠
藤

社
長
、池
田
総
代
）

　

彼
岸
と
は
私
た
ち
の
生
き
て

い
る
世
界
を
「
此
岸
」（
此
の

岸
）
と
い
う
の
に
対
し
て
、

「
彼
の
岸
」
と
云
い
ま
す
。
私

た
ち
の
生
き
る
娑
婆
は
苦
し
み

悲
し
み
の
ま
っ
た
だ
中
で
す
。

苦
悩
を
超
え
て
い
き
た
い
と
願

う
こ
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
の
が

「
彼
岸
」
だ
と
云
え
ま
す
。

　

亡
き
人
は
生
き
て
い
る
私
た

ち
に
、
生
老
病
死
の
身
の
事
実

を
教
え
て
下
さ
っ
た
諸
仏
で

す
。
苦
し
み
悲
し
み
の
只
中
で

生
き
る
私
た
ち
に
、
苦
悩
を
超

え
る
阿
弥
陀
様
の
浄
土
を
念
ず

る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
ま
す
。

苦
し
み
や
悲
し
み
、
或
い
は
、

迷
い
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
を
抱
え
て
生
き
て
い
く
力

を
賜
る
と
こ
ろ
に
私
た
ち
は
生

き
ら
れ
ま
す
。
空
し
く
な
い
人

生
を
生
き
て
欲
し
い
と
念
じ
て

下
さ
っ
て
い
る
仏
の
願
い
を
感

じ
て
い
き
た
い
で
す
。

　

如
来
の
本
願
に
尋
ね
て
参
り

ま
し
ょ
う
。

　

日
本
特
有
の
お
彼
岸
週
間
は

亡
き
人
に
憶お

も

い
を
は
せ
て
「
い

の
ち
」
の
道
理
を
深
く
尋
ね
る

機
会
で
す
。

　

亡
き
人
を
偲
び
つ
つ
ご
一
緒

に
お
念
仏
し
ま
し
ょ
う
。
�

副
住
職
（
釈
徹
照
）



光
照
寺
、
旅
行
記
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平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
八
日
〜
二
十
九

日『
光
照
寺
旅
行　

袋
田
の
滝
・
奥
久
慈
と
親

鸞
聖
人
の
関
東
布
教
の
起
点
西
念
寺
へ
』と
題

し
て
茨
城
県
へ
旅
行
し
ま
し
た
。
幹
事
長
川

澄
氏
、幹
事
淡
海
氏
、谷
口
氏
。
参
加
者
の
方
々

の
感
想
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
に

こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。�

（
編
集
長　

副
住
職
池
田
孝
三
郎
）

奥
久
慈
と
笠
間
の
旅

�

川　

澄　

英　

明

　

ま
ず
、
皆
様
の
ご
協
力
で
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

通
り
の
楽
し
い
旅
行
が
出
来
ま
し
た
事
を
心

か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
回
は
親
鸞
聖
人
ゆ
か
り
の
二
つ
の
お
寺

を
訪
ね
ま
し
た
。
光
照
寺
の
旅
行
で
は
平
成

十
七
年
に
願
入
寺
、
善
重
寺
、
笠
間
光
照
寺
、

西
念
寺
、
真
仏
寺
、
上
宮
寺
、
阿
弥
陀
寺
、

常
福
寺
、
光
明
寺
、
報
恩
寺
の
十
ヶ
寺
を
、

平
成
二
十
一
年
に
は
願
船
寺
と
、
今
ま
で
沢
山

の
茨
城
の
お
寺
に
参
詣
で
き
た
こ
と
を
、
大

変
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
旅
行
の
初
め
は
「
袋
田
の
滝
」
か

ら
計
画
を
始
め
た
の
で
す
が
、
私
は
以
前
か

ら
奥
久
慈
の
渓
谷
に
か
か
る
大
き
な
吊
り
橋

の
美
し
い
風
景
が
気
に
か
か
っ
て
お
り
、
こ
れ

は
チ
ャ
ン
ス
と
思
っ
て
行
程
に
加
え
ま
し
た
。

深
い
渓
谷
を
挟
ん
だ
緑
の
山
間
に
か
か
る
大

吊
り
橋
。
訪
ね
て
み
る
と
見
上
げ
る
よ
う
な

橋
塔
と
ビ
ク
と
も
し
な
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
幅

広
い
橋
桁
。
日
本
一
の
歩
行
者
専
用
の
吊
り
橋

な
の
で
す
。
期
待
を
上
回
る
迫
力
に
圧
倒
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
度
々
テ
レ
ビ
の
茨
城
観

光
シ
ー
ン
に
は
、
こ
の
龍
神
大
吊
橋
が
ア
ッ
プ

で
映
し
出
さ
れ
、
行
っ
て
良
か
っ
た
な
あ
と
思

っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
奥
久
慈
の
深
い
自
然
の

な
か
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
一
部
で
す
。
経

済
効
果
な
ん
て
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
よ
く
も

こ
ん
な
巨
大
な
施
設
を
山
奥
に
造
っ
た
も
の

だ
と
、
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
旅
行
で
良
か
っ
た
事
は
も
う
ひ
と
つ
。

ホ
テ
ル
の
宴
会
で
、参
加
者
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ

三
〜
五
分
の
ス
ピ
ー
チ
で
近
況
や
趣
味
の
事
な

ど
を
熱
く
話
さ
れ
た
事
で
す
。
こ
の
皆
さ
ん

の
お
話
は
一
時
間
半
に
も
及
び
、興
味
深
く
聞

く
事
が
出
来
て
楽
し
い
ひ
と
と
き
と
な
り
ま

し
た
。

布
教
の
地
を
尋
ね
思
う
事

�

淡　

海　

雅　

子

　

史
実
を
証
明
す
る
こ
と
は
残
さ
れ
た
文
献

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
如
信
上
人
の
東

国
で
の
記
録
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

　

親
鸞
聖
人
が
善
鸞
義
絶
と
い
う
判
断
を
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
態
が
関
東
で
起
こ
っ
て

い
た
こ
と
は
『
歎
異
抄
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
で
如
信
上
人
は
ど
の
よ
う
に
生

き
ら
れ
た
の
か
。
そ
し
て
「
三
代
伝
持
」
と
い

う
根
拠
を
顕
か
に
さ
れ
た
覚
如
上
人
の
記
述

を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
か
。
こ
の
よ
う

な
課
題
を
抱
え
て
の
旅
行
だ
っ
た
。

　

親
鸞
聖
人
の
教
え
は
様
々
な
フ
ィ
ル
タ
ー
に

か
け
ら
れ
現
在
に
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
。
本
来

は
真
実
に
目
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

歴
史
的
解
釈
そ
れ
自
体
を
自
己
の
範
疇
で
模

索
し
、
良
し
悪
し
を
言
っ
て
い
る
私
が
い
た
。

こ
れ
こ
そ
が
親
鸞
聖
人
が
嘆
か
れ
た
根
源
で

あ
ろ
う
。�

合
掌

は
じ
め
て
の
光
照
寺
旅
行

�

谷　

口　

正　

司

　

毎
年
の
よ
う
に
光
照
寺
旅
行
を
誘
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
敷
居
が
高
い
と
の
思
い
な
ど
が

あ
っ
て
参
加
を
見
送
っ
て
き
ま
し
た
が
、
実
に

ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
、
今
年
の
旅
行
に
参
加
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

お
寺
の
旅
行
自
体
が
初
め
て
で
あ
り
、
少
々

不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
普
通
の
旅
行
と
大

差
な
く
、
家
族
的
な
雰
囲
気
の
中
で
、
旅
行

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
は
、
大
宮
ア
ル
デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
グ

ッ
ズ
を
賞
品
と
し
て
、
ビ
ン
ゴ
大
会
（
ち
ょ
っ

と
大
げ
さ
？
）
を
車
中
で
実
施
し
、
参
加
さ

れ
た
方
か
ら
「
面
白
か
っ
た
」
と
の
お
声
か
け

を
頂
き
、
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

　
【
来
年
（
も
？
）
は
、
早
め
に
大
宮
ア
ル
デ

ィ
ー
ジ
ャ
へ
の
声
か
け
を
行
い
、
皆
さ
ん
に
喜

ん
で
い
た
だ
け
る
（
？
）
賞
品
が
準
備
で
き
た

ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。】

　

台
風
20
号
の
影
響
も
危
惧
さ
れ
ま
し
た
が
、

幸
い
に
も
足
早
に
通
り
過
ぎ
て
く
れ
て
、
出

【
旅
程
表
】

一
日
目

　

�

光
照
寺
→
龍
神
大
吊
橋
→
大
子
ブ
ル

ワ
リ
ー（
昼
食
）→
法
龍
寺
→
袋
田
の

滝
→
袋
田
温
泉
「
思
い
出
浪
漫
館
」

宿
泊

二
日
目

　

�

ホ
テ
ル
→
西
念
寺
→
す
ぎ
の
や（
昼

食
）→
笠
間
日
動
美
術
館
→
陶
芸
美

術
館
→
水
戸
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン（
お
土

産
）→
光
照
寺

法龍寺にて１

法龍寺にて堀川氏のお話

龍神大吊橋にて
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如
信
上
人
の
法
龍
寺
を
尋
ね
、
筑
波
大
学

の
今
井
雅
晴
教
授
の
本
を
買
い
求
め
、
読
ん

で
感
動
致
し
ま
し
た
。

　

今
井
教
授
は
、
関
東
の
原
始
教
団
を
聖
人

没
後
、
一
、
専
修
念
仏
の
集
団
、
二
、
賢
善
精

進
の
集
団
、
三
、
造
悪
無
碍
（
本
願
ぼ
こ
り
）

の
集
団
に
分
か
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
今
日
も
同
じ
と
頂
い
た
こ
と
で
す
。

　

南
無
阿
弥
陀
仏
。�

合
掌

光
照
寺
バ
ス
旅
行
に
思
う

�
坊
守　

池　

田　

邦　

子

　

九
月
二
十
八
日
（
土
）
す
っ
き
り
と
冴
え

わ
た
っ
た
秋
空
、
旅
行
日
和
に
恵
ま
れ
た
朝
、

最
初
の
訪
問
先
茨
城
の
法
龍
寺
へ
と
八
時
半

役
僧
の
伊
東
さ
ん
に
見
送
ら
れ
な
が
ら
元
気

に
出
発
。
歴
史
性
、
物
語
性
を
持
つ
如
信
上

人
御
廟
を
尋た

ず

ね
ま
し
た
。
今
年
の
旅
行
は
、

芸
術
の
秋
の
先
取
り
を
し
た
思
い
が
し
ま
し
た
。

皆
様
と
共
に
楽
し
い
旅
行
が
出
来
ま
し
た
事

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

関
東
布
教
の
地
を
訪
ね
て

�

池　

田　

孝
次
郎

　

今
年
も
五
歳
に
な
る
双
子
を
連
れ
参
加
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
孫
如
信
上

人
御
廟
所
法
龍
寺
を
訪
ね
た
。
何
故
如
信
は

発
当
日
は
快
晴
に
恵
ま
れ
て
、
無
事
旅
行
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
だ
ま
だ
、
真
宗
門
徒
と
し
て
は
新
人
の

私
で
す
が
、
今
後
も
精
進
し
て
い
こ
う
と
の
気

持
を
高
め
て
く
れ
た
旅
行
に
な
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

今
回
の
旅
行
は
、
幹
事
の
一
員
と
し
て
の
参

加
で
し
た
が
、
幹
事
と
し
て
の
務
め
も
十
分

果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
反
省
し
て
い
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
協
力
に

よ
り
無
事
旅
行
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
こ
と
を
深
謝
い
た
し
ま
す
。

　

御
同
朋
の
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

聖
人
を
偲
び
、
関
東
の
原
始
教
団
を
憶
う

�

住
職　

池　

田　

孝　

郎

　

茨
城
の
ご
旧
跡
を
尋
ね
る
旅
は
光
照
寺
旅

行
と
し
て
度
々
訪
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
旅
行
の
眼
目
は
如
信
上
人
の
ご
苦

労
の
足
跡
を
尋
ね
、
本
願
寺
教
団
の
形
成
の

原
点
に
触
れ
た
思
い
で
あ
り
ま
し
た
。

　

親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
し
、
第
二
代
の
如
信

上
人
、
第
三
代
の
覚
如
上
人
を
通
じ
て
、
聖

人
が
関
東
布
教
の
二
十
年
間
の
ご
苦
労
と
、

そ
の
後
の
血
脈
の
方
々
の
法
燈
の
ご
苦
労
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
地
で
終
焉
を
迎
え
た
の
か
疑
問
が
湧
い
た
。

如
信
は
幼
少
か
ら
青
年
期
ま
で
京
都
の
祖
父

親
鸞
の
も
と
で
育
ち
、
父
善
鸞
は
如
信
が
生

ま
れ
て
間
も
な
く
関
東
に
赴
い
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
後
再
会
し
た
の
か
記
録
は
な
い
。

義
絶
後
の
善
鸞
が
関
東
で
山
伏
と
な
っ
て
い

た
と
い
う
説
が
あ
る
。
如
信
は
第
二
世
を
継
い

で
も
京
都
に
は
還
ら
な
か
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し

た
ら
山
深
い
こ
の
地
で
父
善
鸞
と
の
再
会
を

祈
念
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
笠
間

の
西
念
寺
は
親
鸞
が
四
十
二
歳
よ
り
布
教
さ

れ
た
地
と
伝
わ
る
。
偶
然
に
も
小
生
は
今
年

で
四
十
二
歳
に
な
っ
た
。
当
時
の
親
鸞
聖
人
に

思
い
を
馳
せ
感
慨
深
く
参
拝
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
光
照
寺
並
び
に
幹
事
の
皆
さ
ま
に
は

大
変
お
世
話
に
な
り
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

稲
田
御
坊　

西
念
寺

�

佐
々
木　

玄　

吾

　

こ
の
お
寺
は
懐
か
し
い
。
平
成
二
年
八
月
、

こ
の
お
寺
で
細
川
巌
先
生
よ
り
三
日
間
、「
正

像
末
和
讃
讃
仰
」
の
お
話
を
お
聞
き
し
た
。

そ
れ
は
後
に
法
蔵
館
よ
り
『
晩
年
の
親
鸞
』

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

　

お
寺
は
再
建
さ
れ
て
い
た
。
本
堂
で
は
見

覚
え
の
あ
る
御
住
職
が
聖
人
の
関
東
で
の
布

教
の
困
難
の
様
子
と
山
伏
弁
円
が
仏
教
へ
帰

依
さ
れ
た
物
語
を
話
し
て
下
さ
っ
た
。
御
伝

鈔
下
に
「
上
人
左
右
な
く
出
で
あ
ひ
た
ま
い

け
り
」
と
あ
っ
た
の
を
思
い
出
し
た
。
害
心
を

持
っ
た
山
伏
弁
円
が
聖
人
の
お
弟
子
と
な
り

明
法
房
弁
円
と
な
っ
て
聖
人
の
お
仕
事
を
支

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
遠
い
昔
の
話
を
今
よ
み

が
え
ら
せ
る
お
寺
で
あ
る
。

懐
か
し
い
西
念
寺

�

佐
々
木　

文　

子

　

こ
の
た
び
の
旅
行
で
聖
人
の
関
東
で
の
布

教
の
地
・
稲
田
の
西
念
寺
を
訪
ね
る
こ
と
が
で

き
て
嬉
し
か
っ
た
。

法龍寺にて２

袋田の滝にて

西念寺山門前

西念寺本堂前にて

宿にて
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に
流
れ
落
ち
て
お
り
、
下
か
ら
見
る
と
三
段

に
見
え
、
上
の
第
二
観
瀑
台
か
ら
見
る
と
四

段
に
な
っ
て
い
る
。

　

冬
に
な
る
と
凍
り
つ
い
た
滝
で
有
名
で
あ

る
が
、
第
二
観
瀑
台
に
昇
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ

ー
ル
に
貼
っ
て
あ
っ
た
四
季
の
ポ
ス
タ
ー
で
見

た
滝
は
、
秋
の
紅
葉
時
が
最
も
良
い
よ
う
に

思
え
た
。

　

今
回
の
旅
行
は
、
紅
葉
に
は
少
し
早
か
っ

た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
龍
神
大
吊
橋
も
見
事
な
紅
葉
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
来
年
以
降
（
鬼
に
笑
わ
れ
る

か
な
？
）
の
紅
葉
時
に
再
度
行
っ
て
見
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

常
陸
に
旅
行
し
て

�

藤　

原　

自　

雄

　

私
が
最
初
に
光
照
寺
の
旅
行
に
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
の
は
一
昨
年
の“
東
北
平
泉
の

旅
行
”で
し
た
。
今
で
も“
東
北
平
泉
の
旅
行
”

は
と
て
も
印
象
深
い
思
い
出
と
し
て
記
憶
に

残
っ
て
い
ま
す
。
今
年
の
夏
に
妻
と
２
泊
３
日

で
東
北
旅
行
を
し
ま
し
た
。
最
初
の
２
日
間

は
お
寺
の
旅
行
と
ほ
ぼ
同
じ
コ
ー
ス
を
回
り
ま

し
た
。
季
節
に
違
い
は
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

も
良
い
思
い
出
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
旅
行
は
二
度
目
の
参
加
に
な
り
ま

　

二
十
三
年
前
に
、
本
部
夏
期
講
習
会
と
東

京
支
部
三
十
五
周
年
の
記
念
聖
会
で
、
大
変

お
世
話
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

あ
の
後
再
建
さ
れ
た
立
派
な
本
堂
、
び
っ

し
り
と
実
を
付
け
た
お
葉
付
き
イ
チ
ョ
ウ
の
大

木
、
高
い
木
々
が
鬱
蒼
と
茂
っ
た
参
道
、
威

厳
あ
る
茅
葺
の
山
門
が
懐
か
し
い
。
本
堂
で

ご
住
職
の
法
話
を
頂
き
、
現
在
の
坊
守
様
に

も
お
会
い
で
き
て
お
礼
を
申
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

当
時
の
色
々
な
出
来
事
を
通
し
て
こ
の
会

座
で
、
称
名
念
仏
の
大
切
さ
を
具
体
的
に
教

え
て
い
た
だ
い
て
、
念
仏
申
し
な
が
ら
台
所
を

担
当
さ
せ
て
頂
い
た
。

　

聖
人
ゆ
か
り
の
地
を
再
び
訪
ね
て
、
中
国

の
玄
中
寺
や
香
積
寺
、
イ
ン
ド
の
ル
ン
ビ
ニ
ー

や
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
旅
が
思
い
出
さ
れ
て
、
ご

恩
徳
の
歴
史
を
憶
念
さ
せ
て
頂
く
。

　

御
同
朋
の
皆
様
と
こ
う
し
て
聞
法
の
旅
が

で
き
る
幸
せ
を
か
み
し
め
て
い
る
。
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。

袋
田
の
滝

�

平　

山　

正　

三

　

袋
田
の
滝
は
、
茨
城
県
の
久
慈
川
の
支
流

に
あ
る
高
さ
百
二
十
ｍ
、
幅
七
十
三
ｍ
の
滝
で

四
段
に
な
っ
た
巨
大
な
岩
肌
を
白
糸
の
よ
う

す
。「

今

度
は
ど
ん

な
旅
行
に

な
る
の
か

な
？
気
に

入
っ
た
ら

妻
と
一
緒

に
再
度
旅

行
し
て
み

よ
う
な
ど

と
思
っ
た

り
し
て
、

半
ば“
下

見
を
兼
ね
て
”の
参
加
で
し
た
。
私
に
と
っ
て

常
陸（
茨
城
）は
、
こ
れ
ま
で
縁
が
ほ
と
ん
ど
無

く
、
ま
さ
に“
近
く
に
あ
り
な
が
ら
遠
い
国
”で

し
た
。
そ
の
様
な
訳
で
、
ま
る
で
子
供
の
よ
う

に
ワ
ク
ワ
ク
し
、
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
し
て
実
際
に
足
を
踏
み
入
れ
て
感
じ
た
こ

と
、
そ
れ
は
私
の
故
郷
で
あ
る
島
根
の
景
色

に
そ
っ
く
り
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
山
間
部

に
点
在
す
る
家
々
や
田
園
を
眺
め
な
が
ら
、

束
の
間
、
懐
か
し
く
ホ
ッ
と
し
た
気
分
に
浸
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

旅
行
で
お
参
り
し
た
西
念
寺
と
法
龍
寺
は
、

そ
う
し
た
穏
や
か
な
風
景
の
中
に
あ
り
ま
し

た
。
親
鸞
聖
人
と
縁
の
深
い
西
念
寺
、そ
し
て

如
信
上
人
と
縁
の
深
い
法
龍
寺
、お
二
人
が
生

活
を
営
ま
れ
、布
教
の
拠
点
と
さ
れ
た
地
に
建

つ
寺
。
境
内
の
銀
杏
の
巨
木
を
見
上
げ
、時
の

長
さ
と
重
み
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
一
方
。

時
を
経
て
も
、自
然
を
残
し
た
周
り
の
風
景
の

中
に
当
時
の
様
子
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
は

ず
だ
…
。
最
も
変
わ
ら
ぬ
も
の
は
日
の
光
や

風
の
匂
い
…
。
今
、私
が
感
じ
て
い
る
光
と
匂

い
は
当
時
と
変
わ
っ
て
い
な
い
は
ず
だ
…
。
お

二
人
は
こ
の
地
で
、ど
の
よ
う
な
思
い
で
日
々

を
過
ご
し
て
お
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
…
。
そ
ん

な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、ま
る
で
タ
イ
ム・ス

リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
気
分
に
な
り
、思
わ
ず
ジ

ン
と
こ
み
上
げ
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

お
陰
さ
ま
で
穏
や
か
な
気
持
ち
で
、
楽
し

く
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
旅
行
幹
事
の
皆
様
を
は
じ
め
、
共

に
旅
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
は
色
々

と
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
旅
行
で
“
常
陸
は
近
い
国
”
に
な

り
ま
し
た
。
是
非
、
妻
と
一
緒
に
“
親
鸞
め
ぐ

り
旅
”
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
袋
田
の
滝
は
外
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
泊
ま
り

は
袋
田
温
泉
で
す
。�

合
掌

如
信
上
人
御
廟
所
法
龍
寺
を
た
ず
ね
て

�

三　

輪　

民　

子

　

如
信
上
人
は
東
本
願
寺
の
第
二
代
、
親
鸞

聖
人
を
祖
父
に
善
鸞
を
父
に
京
都
で
誕
上
さ

れ
ま
し
た
。
幼
い
と
き
か
ら
青
年
時
代
に
至

る
ま
で
親
鸞
聖
人
の
お
近
く
で
、
念
仏
一
筋
に

生
き
る
姿
に
接
し
て
育
た
れ
ま
し
た
。
聖
人

に
こ
ん
な
素
晴
し
い
孫
が
お
ら
れ
て
、
善
鸞
を

義
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
苦
し
み
を
思

う
時
い
つ
も
胸
が
痛
み
ま
し
た
が
、
孫
で
あ
る

如
信
上
人
が
お
だ
や
か
な
性
格
で
多
く
の

人
々
に
感
銘
を
与
え
報
恩
講
教
団
と
い
わ
れ

る
宗
門
の
原
型
を
創
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
、

如
信
上
人

七
百
回
忌

法
要
が
お
こ

な
わ
れ
た
法

龍
寺
を
た

ず
ね
る
こ
と

が
出
来
て

本
当
に
嬉
し

く
感
銘
を

受
け
ま
し
た
。

　

い
い
企
画

の
良
い
旅
行

で
し
た
。

西念寺住職の法話

バス車中ビンゴ大会

西念寺にて

休憩中
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お好み焼美味しかった

輪なげの様子

みんなでカルタ

楽しかったビンゴゲーム

坊守の紙しばい

お母さんと一緒に

お父さんと一緒に

子
供
会
「
ポ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
」

子
供
報
恩
講

�

坊
守　

池　

田　

邦　

子

　

十
二
月
二
十
三
日
（
月
）
小
人
十
一

名
、
大
人
十
九
名
の
参
加
を
得
て
、
子

供
報
恩
講
が
勤
修
さ
れ
ま
し
た
。
子
供

達
そ
れ
ぞ
れ
の
調
声
の
パ
ー
ツ
を
受
け

持
っ
て
も
ら
い
、
一
年
経
っ
て
の
成
長

が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
紙
芝
居
、
陽
子

さ
ん
の
法
話
、
お
斉
（
お
好
み
焼
き
、

お
で
ん
、
手
作
り
ケ
ー
キ
に
は
子
供
達

が
ト
ッ
ピ
ン
グ
の
お
手
伝
い
）
手
作
り

輪
な
げ
と
盛
り
沢
山
の
次
第
で
し
た
。

最
後
に
は
、
九
月
に
当
寺
御
門
徒
さ
ん

達
と
の
バ
ス
旅
行
の
際
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム

で
楽
し
ん
だ
の
を
思
い
、
谷
口
さ
ん
が

再
度
子
供
達
の
為
に
用
意
し
て
下
さ
い

ま
し
た
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
で
大
い
に
盛
り

上
が
り
ま
し
た
。
初
参
加
の
大
人
の
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
抵
抗
な
く

お
寺
で
過
ご
す
事
が
身
に
つ
い
て
行
か

れ
る
と
、
ス
タ
ッ
フ
も
企
画
す
る
の
に

う
れ
し
く
な
り
ま
す
。
御
婦
人
方
、皆
々

様
の
お
手
伝
い
に
感
謝
致
し
ま
す
。 子

供

会

報

告



寺
務
所
よ
り
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報
恩
講
が
今
年
も
無
事
勤
め
ら

れ
、
快
復
さ
れ
た
櫟
先
生
が
会
座
を

お
勤
め
下
さ
っ
た
。

　

御
法
話
の
テ
ー
プ
を
起
こ
さ
せ
て

い
た
だ
き
な
が
ら
こ
の
何
年
か
、
先

生
の
お
言
葉
の
端
々
か
ら
「
わ
か
っ

て
く
れ
よ
。
私
も
若
く
な
い
の
だ
か

ら
」
と
い
う
願
い
が
聞
こ
え
て
い
た
。

し
か
し
私
は
聞
不
具
足
の
邪
心
を
離

れ
ら
れ
ず
、
ま
た
聞
か
せ
て
い
た
だ

け
る
の
だ
と
い
う
勝
手
な
甘
え
と
身

勝
手
な
聞
き
方
を
し
て
い
た
。
病
を

克
服
し
御
領
解
が
さ
ら
に
深
化
さ
れ

た
先
生
の
お
言
葉
に
歎
異
抄
の
九
章

を
深
く
い
た
だ
い
た
。
如
来
を
仰
ぎ

み
ら
れ
る
喜
び
を
感
じ
、
私
自
身
の

在
り
様
に
目
を
覚
ま
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。

　

一
期
一
会
の
出
会
い
は
い
つ
も
緊

急
事
態
な
の
だ
。『
今
で
し
ょ
。』
こ

の
御
縁
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

�

南
無
阿
弥
陀
仏　

釈
尼
雅
亮

法
要
の
ご
案
内

◦
春
季
彼
岸
会
法
要　

三
月
二
十
一
日

（
金
）、
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
厳
修
。

光
照
寺
護
持
会

会
員
の
方
は
護
持
会
費
の
納
入
を
お
願
い

致
し
ま
す
。
又
、
随
時
新
会
員
受
付
中
。

別
紙
案
内
を
ご
覧
下
さ
い
。
総
会
は
六
月

二
十
九
日
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

◦
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会　

櫟
先
生
が
療
養
中
の
為
、
日
程
は
決
ま
り

次
第
ご
案
内
致
し
ま
す
。

◦
大
経
の
会

三
月
一
日
、
四
月
十
四
日
、
五
月
十
一
日
、

午
前
十
時
〜
午
後
三
時
ま
で
。
細
川
巌
著

正
信
偈
讃
仰
（
四
）
を
学
ん
で
い
ま
す
。

お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

◦
我
聞
の
会

三
月
十
二
日
、
四
月
二
十
二
日
、
五
月
二

十
日
、
午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。
講
師
は

住
職
。『
真
宗
の
簡
要
』（
住
職
著
）、
サ
ブ

テ
キ
ス
ト
「
無
量
寿
経
に
聞
く
」（
松
原

祐
善
著
）
を
学
ん
で
い
ま
す
。

◦
微
風
学
舎

毎
月
開
催
。
午
後
七
時
〜
九
時
ま
で
。
講

師
は
副
住
職
。「
顕
浄
土
」
の
教
学
‐
親
鸞

に
お
け
る
現
生
不
退
の
視
座
‐
（
副
住
職

著
）、
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
「
今
日
の
こ
と
ば
」、

「
真
宗
の
生
活
」
を
学
ん
で
い
ま
す
。
日
程

は
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

午
後
二
時
〜
四
時
。
会
場
は
大
宮
川
鍋
ビ

ル
。
四
月
十
九
日
、
六
月
十
四
日
。

真
宗
に
学
ぶ
つ
ど
い

午
後
一
時
三
十
分
〜
四
時
。
会
場
は
埼
玉

組
の
寺
院
。
講
師
は
武
田
定
光
先
生
。
四

月
十
日
。
参
加
の
方
は
当
寺
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

お
願
い

ご
自
宅
で
法
事
の
際
は
駐
車
場
を
ご
用
意

下
さ
い
。

住
所
・
電
話
番
号
変
更
の
際
は
必
ず
ご
連

絡
下
さ
い
。

�

吉
澤　

光
昭

く
ち
び
る
に
紅
差
し
指
の
初
仕
事

お
降
り
の
傘
に
ふ
れ
る
る
軽
ろ
さ
か
な

干
支
山
行
明
け
て
初
登
や
馬う

ま

い

ら

ず

不
入
山

�
西
木　

順
子

だ
し
ぬ
け
に
閉
園
の
曲
山
羊
鳴
け
り

小
寒
の
棘
の
き
わ
だ
つ
バ
ラ
の
幹

し
く
ら
め
ん
寒
夜
の
耳
を
そ
ば
だ
て
る

山
笑
ふ�

江
部　

鴨
村

お
の
ず
か
ら
声
明
揃
ふ
修
正
会

初
ゆ
め
は
貘
に
食
れ
て
し
ま
え
け
り

窓
の
陽
を
子
の
手
が
つ
つ
む
福
寿
草

塩
餡
大
福
よ
く
売
れ
て
を
り
町
小
春

身
を
貞
し
忍
月
の
川
流
れ
ゆ
く

傘
か
ざ
し
雪
泣
く
と
い
ふ
母
の
顔

弘
興
山
凡
夫
浄
土
と
雪
つ
も
る

み
ち
の
く
の
生
き
て
い
る
ぞ
と
山
笑
ふ

�

山
田　

恒

八
十
路
坂
地
球
が
速
く
回
り
出
し

妻
の
住
む
瞬
く
星
に
生
か
さ
れ
る

�

釈　

義
深

一ひ
と
や
ま山
を
越こ

え
て
望
む
や
富
士
の
山

子こ

ら
集つ

ど

う
広
場
に
建た

つ
や
親
鸞
像

見み

て
や
る
ぞ
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
念
仏
す

七
回
忌�

佐
藤　

セ
ツ
子

も
う
一
度
能
登
に
行
き
た
し
と
言
い
し

息こ

子
よ
つ
い
に
果
せ
ず
七
回
忌
く
る

仏
前
に
一ひ

と
ひ日
も
花
を
欠
か
さ
ず
に
今
日
は

息
子
の
七
回
忌
な
り

昼
も
夜
も
遺
影
に
優
し
く
声
か
け
る
生
前

よ
り
も
ず
ー
っ
と
優
し
く

あ
ふ
れ
咲
く
程
に
盛
ら
れ
し
花
籠
の
仏
間

に
置
か
れ
勤ご

ん
ぎ
ょ
う行
と
な
る

は
ら
か
ら
の
集
い
し
席
に
君
は
亡
く
し
め

や
か
に
七
回
忌
終
る

�

篠
原　

潤
子

函
館
の
ヨ
ネ
伯
母
さ
ん
の
手
作
り
の
布
ぞ

う
り
は
く
有
難
く
は
く

お
じ
さ
ん
と
二
人
で
仲
良
く
布
ぞ
う
り
編

ん
で
下
さ
る
亡は

は母
の
妹

帰
省
時
に
立
ち
寄
る
函
館
伯
母
の
家
魚
貝

の
お
か
づ
作
っ
て
下
さ
る

初
め
て
の
卓
を
囲
ん
で
ジ
ャ
ラ
ジ
ャ
ラ
と

マ
ー
ジ
ャ
ン
大
会
義ち

ち父
と
夫つ

ま

と
娘こ

（
詩
）

山田　邦興　画


