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「
歎
異
抄
」
後
序

続
き

み

だ

聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
に
は
、「
弥
陀
の

ご

こ
う

し

ゆ
い

が
ん

五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、

し
ん
ら
ん
い
ち
に
ん

ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。

さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身

に
て
あ
り
け
る
を
、た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め

し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」

（
真
宗
聖
典
六
四
十
頁
）

「
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
」
と
は
、
公

式
の
場
で
は
な
く
、
一
人
で
居
ら
れ
た
時

も
仰
せ
ら
れ
て
い
た
。
唯
円
大
徳
が
そ
れ

を
聞
か
せ
て
頂
い
て
い
た
。
そ
の
お
言
葉

を
親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
に
思
い

出
さ
れ
て
考
え
ら
れ
た
事
。

「
弥
陀
」と
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
略
称
。

日
本
人
は
略
称
し
て
し
ま
う
悪
い
癖
が
あ

る
。
阿
弥
陀
の
阿
の
字
、
無
量
寿
、
無
量

光
、
阿
の
字
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら

意
味
が
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
お
構
い

な
し
に
弥
陀
と
い
う
、日
本
人
の
悪
い
癖
。

「
五
劫
思
惟
の
願
」
と
は
人
間
の
問
題

を
問
い
尽
く
し
た
事
。
五
劫
と
は
、
イ
ン

ド
人
の
時
間
の
表
現
、
平
た
く
い
え
ば
、

単
に
考
え
て
本
願
を
お
こ
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
深
い
こ
の
仏
の
御
智
慧
を
持
っ

て
、
菩
薩
の
位
に
下
が
っ
て
お
考
え
に
な

っ
た
そ
の
事
を
五
劫
。
そ
の
思
索
に
よ
っ

て
本
願
を
お
こ
さ
れ
た
と
い
う
事
。
そ
れ

を
五
劫
思
惟
の
本
願
と
い
う
わ
け
で
す
。

「
ひ
と
え
に
」
と
は
全
く
と
い
う
言
葉

に
置
き
換
え
ら
れ
ま
す
。
全
く
こ
れ
は
、

わ
た
く
し
親
鸞
一
人
が
た
め
で
あ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
自
分
の
こ
と
を
仰
せ
ら
れ

る
場
合
に
実
名
を
仰
る
場
合
は
、
大
事
な

と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
事
が
云
わ
れ
て
い

る
。『歎

異
抄
』
を
読
ん
で
い
く
と
第
五
章
、

第
六
章
の
様
に
実
名
を
挙
げ
て
仰
る
箇
所

が
あ
る
、
こ
う
い
う
所
を
大
事
に
考
え
て

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
先

輩
方
が
沢
山
居
ら
れ
る
。

こ
こ
の
箇
所
は
全
く
親
鸞
一
人
が
た
め

で
あ
り
、
本
願
は
十
方
衆
生
あ
る
い
は
国

中
人
天
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
今
の

言
葉
で
い
う
と
人
類
全
体
、
過
去
現
在
未

来
、
三
世
の
全
て
の
人
々
を
十
方
衆
生
。

全
て
の
人
よ
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
本
願

を
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
と
頂
か
れ
た
、

そ
こ
に
信
心
の
主
体
性
が
あ
る
。
漠
然
と

わ
か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
わ
た
く
し
一
人

の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
受
け
止
め
る
、

こ
う
い
う
事
で
す
。

そ
く
ば
く
の
業
と
は
我
々
自
分
で
自
覚

は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
多
く
の
業
を
身
の

中
に
備
え
て
い
る
、業
因
と
い
う
も
の
を
。

そ
れ
が
縁
に
よ
っ
て
業
果
と
な
っ
て
あ
ら

わ
れ
る
。
だ
か
ら
因
縁
果
。
業
因
、
業
縁
、

業
果
。
因
だ
け
が
外
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な

い
か
ら
わ
か
ら
な
い
、
だ
か
ら
き
っ
か
け

が
あ
る
と
腹
を
立
て
た
り
、暴
力
し
た
り
、

嘘
を
云
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
の
が
縁

次
第
で
出
て
く
る
の
が
我
が
身
で
あ
る
。

宗
教
は
こ
こ
ろ
の
問
題
だ
と
い
わ
れ
る

が
、
身
の
問
題
だ
と
い
わ
れ
た
の
が
親
鸞

聖
人
。
我
が
身
と
い
う
こ
と
、
自
身
と
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
多
く
の
業
を
皆

持
っ
て
い
る
、
そ
れ
が
縁
次
第
で
い
つ
で

も
出
て
く
る
、
そ
れ
で
罪
を
作
る
、
そ
う

い
う
私
だ
と
い
う
事
、
し
か
し
自
覚
が
出

来
に
く
い
、
私
は
ち
ゃ
ん
と
知
性
を
持
っ

て
い
る
、
自
分
で
制
御
し
て
い
る
と
思
っ

て
い
る
。
い
か
に
知
性
的
な
生
活
を
し
て

も
、
教
育
を
受
け
て
も
、
人
間
の
こ
こ
ろ

の
中
に
は
動
物
本
能
的
な
も
の
が
あ
る
。

い
ざ
と
な
っ
た
ら
戦
争
も
起
こ
る
、
こ
う

い
う
事
で
す
。

他
の
宗
教
で
も
た
す
け
る
と
出
て
く
る

が
親
鸞
聖
人
の

云
わ
れ
る
、
た

す
け
る
と
は
何

か
、
こ
こ
が
問

題
、
救
済
と
い

う
事
で
す
。

真
宗
に
お
い

て
の
救
済
は
他

力
の
自
覚
、
仏

の
力
に
よ
っ
て

自
覚
者
と
し
て

頂
く
と
い
う
こ

と
が
救
済
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住
職

釈
徹
照
）次
回
へ
続
く

春彼岸法要の様子

八
月
十
二
日（
土
）
午
前
・
午
後

厳
修
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処
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り
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こ
の
度
は
、
自
分
が
人
間
と
し
て
生
ま

れ
て
き
た
意
味
を
、
問
い
尋
ね
て
み
ま
し

ょ
う
。
子
供
が
言
葉
を
覚
え
、
自
分
を
意

識
し
始
め
る
と
、「
自
分
は
ど
こ
か
ら
生

ま
れ
て
き
た
の
」
と
母
親
に
問
う
こ
と
で

こ
う
の
と
り

す
。
西
洋
で
は
「
鸛
が
運
ん
で
き
て
く

だ
さ
っ
た
の
よ
」と
云
う
。
日
本
で
は「
お

お
な
か

母
さ
ん
の
腹
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
よ
」

と
云
う
。

子
供
の
頃
よ
り
私
は
「
こ
の
世
に
何
を

し
に
き
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
持
ち
、

二
十
歳
に
な
り
、
成
人
式
よ
り
帰
り
、
一

人
机
に
向
か
っ
て
、
二
十
歳
の
記
念
に
こ

の
問
い
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
立
ち
、

新
し
い
大
学
ノ
ー
ト
に
記
し
て
み
よ
う
と

書
き
始
め
、
す
ぐ
出
た
言
葉
は
『
子
孫
を

残
す
こ
と
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
動
物

と
同
じ
で
は
な
い
か
と
自
問
し
、「
で
は

人
間
と
し
て
は
‥
‥
」
と
問
う
と
書
け
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
問

い
を
持
っ
て
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
歩
ん
で

い
こ
う
と
心
に
決
め
苦
悩
が
始
ま
っ
た
。

ゲ
ー
テ
の
「
わ
か
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩

み
」
を
読
み
、
い
ろ
い
ろ
な
人
生
論
を
読

み
、
特
に
影
響
を
受
け
た
の
は
亀
井
勝
一

郎
の
人
生
論
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
一
句

と
し
て
、「
迷
っ
て
い
く
力
が
あ
る
。」
で

あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
吉
川
英
治
の
言
葉

「
我
以
外
は
皆
、
師
な
り
。」で
あ
っ
た
。

後
で
知
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
亀
井

勝
一
郎
も
、
吉
川
英
治
も
親
鸞
聖
人
の
信

奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
偶
然
な
の
か
、

必
然
で
あ
っ
た
の
か
不
思
議
な
思
い
で

す
。

き

し

浄
土
真
宗
に
来
及
く
も
出
遇
い
、
本
願

の
教
え
に
学
ぶ
と
、
人
類
の
根
元
的
問
い

で
あ
り
、
究
極
の
救
い
で
あ
っ
た
こ
と
に

頷
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

『
あ
た
か
も
牢
獄
を
逃
れ
る
ご
と
く
、

人
は
み
な
自
己
の
前
を
逃
れ
ん
と
す
れ
ど

も
、
世
に
一
つ
の
大
い
な
る
奇
跡
あ
り
、

我
は
感
ず「
い
の
ち
み
な
生
き
ら
る
べ
し
」

と
。』（
リ
ル
ケ
・
信
国
淳
訳
）。
こ
の
リ

ぐ

し
こ
う

ル
ケ
の
詩
の
感
得
こ
そ
、「
遇
斯
光
」
�

こ
の
光
に
遇
う
�
で
あ
り
、
弥
陀
の
智
慧

の
光
に
遇
う
た
親
鸞
聖
人
の
回
心
の
体
験

と
相
応
す
る
も
の
で
す
。
弥
陀
如
来
の
本

願
は
、
一
人
も
漏
ら
さ
ず
救
う
と
誓
わ
れ

る
、
如
来
の
大
慈
悲
心
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
こ
そ
世
の
光
で
あ
り
、
人
類
の
闇
を
救

う
光
で
あ
り
ま
す
。

「
三
帰
依
文
」の
冒
頭
の
言
葉
と
し
て
、

に
ん
じ
ん

が
た

「
人
身
受
け
難
し
、
い
ま
す
で
に
受
く
。」

み
こ
ん
じ
ょ
う

で
あ
り
、「
こ
の
身
今
生
に
お
い
て
度
せ

し
ょ
う

ず
ん
ば
、
さ
ら
に
い
ず
れ
の
生
に
お
い
て

か
こ
の
身
を
度
せ
ん
。」
で
あ
り
ま
す
。

人
皆
苦
悩
の
衆
生
で
あ
り
ま
す
。「
生
・

老
・
病
・
死
」
の
四
苦
を
超
え
る
お
覚
り

を
お
釈
迦
様
が
悟
ら
れ
、
本
願
の
教
え
を

末
法
の
世
の
光
と
し
て
、
今
現
在
説
法
さ

れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

東
本
願
寺
「
真
宗
会
館
」
の
「
サ
ン
ガ
」

の
機
関
誌
五
月
号
に
、
名
越
康
文
さ
ん
の

記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、「
ど

う
せ
死
ぬ
の
に
、
な
ぜ
生
き
る
の
か
」
の

問
い
に
感
銘
致
し
ま
し
た
。
人
は
生
ま
れ

て
来
た
問
い
と
、
死
し
て
行
く
問
い
に
、

自
身
が
応
え
ら
れ
な
け
れ
ば
生
き
る
こ
と

も
、
死
ぬ
こ
と
も
出
来
な
い
存
在
で
あ
る

こ
と
で
す
。

人
は
曠
却
来
、
流
転
し
、
今
生
に
人
と

し
て
受
け
た
い
の
ち
を
成
就
す
る
道
と
し

て
、
善
導
大
師
の
「
千
金
の
喩
え
」
が
あ

り
ま
す
。
人
は
九
百
九
拾
九
金
を
既
に
積

み
、
あ
と
一
金
の
念
仏
申
す
功
徳
を
今
生

に
積
む
こ
と
に
於
て
、い
の
ち
を
成
就
し
、

仏
と
な
る
と
示
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
誓
願

一
仏
乗
に
感
謝
し
、
懺
悔
し
念
仏
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

大
宮
市
内
か
ら
車
で
三
〇
分
位
い
の

所
に
木
々
の
間
を
吹
き
抜
け
る
風
、
キ

ラ
キ
ラ
光
る
木
の
葉
の
陰
を
ぬ
っ
て
杜

の
中
に
カ
フ
ェ
が
あ
り
ま
す
。
朝
は
、

キ
ジ
の
夫
婦
が
ご
あ
い
さ
つ
に
来
、
野

鳥
の
声
が
し
て
ま
る
で
山
里
に
居
る
よ

う
で
疲
れ
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

師
か
ら
こ
の
世
に
は
ど
こ
に
も
真
実
が

な
い
こ
と
を
教
え
て
頂
い
て
お
り
な
が

ら
、
不
条
理
な
事
に
つ
い
愚
痴
が
出
て

し
ま
う
、
や
っ
か
い
な
煩
悩
に
ふ
り
ま

わ
さ
れ
て
迷
い
を
生
き
て
い
ま
す
。私
、

こ
の
と
こ
ろ
ふ
つ
ふ
つ
と
感
じ
さ
せ
ら

れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
歎
異
抄
第
四

条
に
慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
わ
り
め

あ
り
。
と
あ
り
ま
す
が
、
私
は
そ
の
か

わ
り
め
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
と
思

い
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
や
っ

と
少
し
い
た
だ
け
る
様
に
な
っ
て
来
た

よ
う
で
す
。
弥
陀
に
救
わ
れ
な
け
れ
ば

生
き
ら
れ
な
い
こ
の
身
が
歓
ん
で
い
ま

す
。

岡
田
ノ
リ
子

自
分
を
悩
ま
せ
て
い
る
問
題

し
か
、
自
分
を
立
ち
上
が
ら

せ
る
御
縁
は
な
い

坂
東
性
純

（『
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
』よ
り
）
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盂蘭盆会法要

お盆参り

※準備の都合上、出席人数と午前か
午後の参詣をご連絡下さい。預骨、
初盆の方は率先してお参り下さい。
また、どなたでもお参りできます。
真宗のお盆に触れて下さい。ご参詣
をお待ちしてます。

※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
して連絡させて頂きます。ご自宅か
当寺のいずれかで読経いたします。

お
盆
お
盆
お
盆

告
報
会
供
子

現
役
を
リ
タ
イ
ヤ
し
た
人
が
口
に
す
る

セ
リ
フ
は
「
教
育
と
教
養
」
が
大
事
と
云

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
折
り
に
触
れ
て

耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
発
音
だ
け

聞
く
と
右
記
の
字
を
想
像
し
ま
す
が
、
実

際
は
、「
今
日
、
行
く
と
こ
ろ
が
あ
る
、

と
、
今
日
、
用
が
あ
る
こ
と
」
が
大
事
だ

と
実
感
を
持
っ
て
話
す
そ
う
で
す
。
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ラ
ジ
オ
で
「
さ
わ
や
か
に
目
覚
め
て
今

日
も
用
は
な
し
」
と
い
う
川
柳
を
聞
き
、

前
述
の
「
今
日
行
く
、
と
、
今
日
用
」
の

話
し
を
し
て
い
ま
し
た
。
如
何
に
人
は
用

（
や
る
こ
と
が
あ
る
）
が
あ
る
と
い
う
こ

と
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
リ
タ
イ
ヤ
し
た
人
や
高
齢
者
の

方
々
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
老
若
男
女

誰
も
が
抱
え
持
つ
、
実
存
の
問
題
と
し
て

大
切
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ど
こ

へ
行
く
の
か
、
本
当
に
大
事
な
用
な
の
か

は
よ
く
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
奥
底
に
は
、
本
当
に
い
の
ち
が
成

就
す
る
世
界
に
出
遇
う
こ
と
を
望
ん
で
い

る
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
誰
も
が
空
し
く
な
い
人
生
を
送
り
た

い
と
叫
び
、
そ
の
叫
び
に
本
願
は
摂
取
不

捨
（
お
さ
め
と
っ
て
す
て
た
ま
わ
ず
）
と

呼
び
か
け
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

亡
き
人
を
偲
び
、
ご
一
緒
に
お
念
仏
申

し
ま
し
ょ
う
。

お
盆
法
要
は
二
部
制
に
て
厳
修
致
し
ま

す
。
多
数
の
ご
参
詣
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

（
副
住
職

釈

徹
照
）

・8月12日（土）
第一部（午前）9時30分受付

午前 10時～11時30分まで
第二部（午後）1時受付

午後 1時30分～3時30分まで
・光照寺本堂にて
・勤行・法話

・7月13日から16日の期間
・8月1日から16日の期間
（12日は除く）

子
供
会
「
ポ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
」

花
ま
つ
り
＆
遠
足
（
鉄
道
博
物
館
）

坊
守

池
田

邦
子

四
月
三
日（
月
）桜
花
爛
漫
、
大
人
十

二
名
小
人
十
一
名
の
参
加
を
得
て
、
陽

子
さ
ん
導
師
の
勤
行
後
、
直
ち
に
鉄
道

博
物
館
へ
移
動
、
数
年
前
に
孫
と
見
学

し
た
事
を
思
い
出
さ
れ
た
。
お
弁
当
を

食
べ
た
後
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
二
人

と
参
加
者
二
手
に
分
か
れ
館
内
を
回
っ

た
。
パ
ネ
ル
を
見
な
が
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ

か
つ

ア
の
方
の
説
明
と
、
曽
て

の
国
鉄
に
勤
め
ら
れ
て
い

た
平
山
さ
ん
の
狭
軌
か
ら

広
軌
へ
の
線
路
の
変
遷
の

解
説
あ
り
と
、
有
意
義
な

時
間
を
過
ご
せ
た
。
寺
に

戻
り
花
ま
つ
り
の
冊
子
を
皆
で
読
み
合

い
、
花
御
堂
に
甘
茶
を
か
け
て
釈
迦
の

誕
生
と
私
達
の
命
の
尊
さ
を
喜
び
合
い

ま
し
た
。

次
回
は
夏

休
み
中
、

八
月
二
十

二
日（
火
）

を
予
定
し

て
ま
す
。

ご
参
加
を

お
待
ち
し

て
お
り
ま

す
。

こうごうらい る てん み たす

羅漢：曠劫来流転の身は助かる
か。
「信心のさだまるときに、ひとた

せっしゅ

び摂取してすてたまわざれば、
りん ね

六道に輪回すべからず。」第15章

み だ ほんがん しん

「弥陀の本願を信じ 念仏申すと
しんこうしょう ご

ころに、弥陀の心光摂護して、
しょう じ はな

ながく生死を離れて行く道が与
えられる。」
川越喜多院の五百羅漢

鉄道博物館にて 本堂にて

甘茶かけ
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寺
務
所
よ
り

（
詩
）

�
法
要
の
ご
案
内

�
盂
蘭
盆
会
法
要

八
月
十
二
日（
土
）、

午
前
・
午
後
の
二
部
厳
修
。

�
秋
季
彼
岸
会
法
要

九
月
二
十
三
日

（
土
）午
後
一
時
三
十
分
よ
り
厳
修
。

�
報
恩
講

十
月
八
日（
日
）講
師
は
田
代

俊
孝
先
生
（
同
朋
大
学
大
学
院
教
授
、
行

順
寺
住
職
）、
午
前
十
一
時
よ
り
厳
修
。

�
光
照
寺
護
持
会
総
会

六
月
十
日（
土
）午
前
十
時
よ
り
開
催
。
講

師
は
佐
々
木
玄
吾
先
生
（
い
ず
み
会
館
館

主
）。
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
も
あ
り
ま
す
。

�
光
照
寺
旅
行

十
一
月
十
二
日（
日
）日
帰
り
旅
行
、神
奈
川

県
の
鎌
倉
・
小
田
原
方
面
を
旅
行
し
ま
す
。

�
聞
法
会
の
お
知
ら
せ

�
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会

講
師
は
延
塚
知
道
先
生
（
大
谷
大
学
特
別

任
用
教
授
）
七
月
二
十
四
日
、
九
月
十
一

日
、
十
一
月
二
十
七
日
、
午
後
一
時
半
〜

四
時
半
。『
教
行
信
証
』
を
学
ん
で
い
ま

す
。

�
大
経
の
会

七
月
九
日
、
九
月
十
日
、
十
月
十
四
日
、

午
前
十
時
〜
午
後
三
時
ま
で
。
講
師
は

佐
々
木
師
と
住
職
の
担
当
月
別
。
細
川
巌

著『
正
信
偈
讃
仰
』㈥
を
学
ん
で
い
ま
す
。

お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

�
我
聞
の
会

六
月
二
十
六
日
、七
月
二
十
日
、九
月
十
五

日
、十
月
三
十
日
、午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。

講
師
は
住
職
。「
真
宗
の
簡
要
」（
住
職
著
）。

�
微
風
学
舎

六
月
六
日
、
七
月
二
十
七
日
、
九
月
二
十

七
日
、
十
月
二
十
四
日
。
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
―
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
「
今
日
の
こ
と
ば
」

「
真
宗
の
生
活
」
を
学
ん
で
い
ま
す
。

�
さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。
会
場
は
大
宮
川

鍋
ビ
ル
。
八
月
五
日
、
九
月
九
日
、
講
師

は
四
衢
亮
氏
。

�
お
願
い

ご
自
宅
で
法
事
の
際
は
駐
車
場
を
ご
用
意

下
さ
い
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

住
所
・
電
話
番
号
変
更
の
際
は
必
ず
ご
連

絡
下
さ
い
。

吉
澤

光
昭

野
立
傘
一
点
朱
く
夏
立
ち
ぬ

若
鮎
や
歯
形
鋭
く
川
藻
食
む

す
り
抜
け
る
風
薄
暑
な
り
コ
ン
コ
ー
ス

み
ま
か
り
し
母
へ
一
声
ほ
と
と
ぎ
す

朧
て
ふ

江
部
鴨
村
「
俳
号
」

花
筏
小
事
大
事
は
既
に
な
く

子
と
並
び
童
顔
と
な
り
土
筆
つ
む

上
り
鮎
掌
を
合
せ
焼
く
越
後
人

花
神
去
る
志
功
の
女
神
棲
む
国
へ

朧
て
ふ
凡
夫
無
明
の
道
明
り

子
を
咤
り
白
く
な
り
ゆ
く
菜
種
梅
雨

さ
き
も
り

お
ぐ
な

し
た

防
人
の
壮
夫
を
慕
ふ
桜
貝

逃
水
や
振
向
き
ざ
ま
に
人
老
ゆ
る山

田

恒

Ａ
Ｉ
へ
傘
寿
の
窓
を
開
け
て
待
つ

ト
ラ
ン
プ
の
ウ
イ
ン
ウ
イ
ン
に
見
え
る
陰

佐
藤

セ
ツ
子

逝
き
し
子
に
よ
く
似
た
孫
の
来
訪
を

待
ち
居
て
嬉
し
笑
顔
で
よ
り
来

車
中
よ
り
富
士
見
通
り
と
名
付
け
た
る

子
等

有
り
し
日
の
想
い
出
浮
か
ぶ

佐
々
木

玄
吾

義
父
逝
き
て
五
十
回
忌
の
法
要
に

妻
と
二
人
で
久
留
米
に
行
き
ぬ

妻
の
里
久
留
米
よ
い
と
こ
子
や
孫
も

み
ん
な
そ
ろ
っ
て
法
話
を
聞
き
ぬ

佐
々
木

文
子

聖
人
の
直
筆
に
な
る
唯
信
鈔

妙
安
寺
様

熱
心
に
説
か
る
る

鳥
好
む
豌
豆
の
芽
を
保
護
せ
ん
と

我
網
を
張
る
念
仏
し
つ
つ

赤
秀

品
枝

聞
き
馴
れ
ぬ
言
葉
ゆ
き
交
う
人
ざ
か
り

花
ざ
か
り
な
り
新
宿
御
苑
は
つ
ま

連
れ
そ
っ
て
い
く
年
な
る
か
わ
が
夫
は

出
か
け
る
度
に
無
事
を
祈
っ
て

私
は
四
十
才
の
頃
、
妻
と
二
人
の

娘
と
四
人
で
十
二
坪
半
の
家
を
建
て

て
、
日
野
で
暮
し
て
い
た
。
娘
二
人

は
小
学
校
の
高
学
年
で
あ
っ
た
。
そ

の
頃
、
細
川
先
生
か
ら
お
は
が
き
を

頂
い
た
。「
君
の
家
庭
の
成
就
が
何
事

よ
り
も
大
事
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ

っ
た
。
そ
の
言
葉
は
私
に
と
っ
て
忘

れ
ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
の

時
か
ら
四
十
数
年
た
っ
た
。
今
は
家

内
と
二
人
暮
し
で
あ
る
。
朝
・
晩
二

人
で
勤
行
し
て
い
る
。
正
信
偈
や
讃

仏
偈
を
あ
げ
て
、
わ
か
り
易
い
法
語

を
頂
い
て
い
る
。
子
ど
も
や
孫
た
ち

が
来
る
と
一
緒
に
仏
壇
に
お
参
り
し

て
勤
行
し
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の

私
に
お
け
る
家
庭
の
成
就
で
あ
る
。

（
玄
）

人参と蕪
山田 邦興 画
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