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『
私
』と
い
う
業
縁
に
よ
る
存
在
を
省
み
て

　

コ
ロ
ナ
禍
に
な
り
、
三
年
の
月
日
が
過
ぎ
た
。
こ
の
間
、

私
を
含
め
、
多
く
の
人
々
が
日
常
の
変
化
に
戸
惑
い
、
苦

し
ん
で
い
た
と
思
う
。
そ
し
て
大
き
な
変
化
の
中
に
お
い

て
は
、
諸
々
の
問
題
が
起
き
る
。

　

記
憶
に
新
し
い
の
は
個
人
の
口
座
に
誤
っ
て
、
多
額
の

給
付
金
が
振
り
込
ま
れ
、
返
還
さ
れ
ず
に
使
い
込
ま
れ
た

事
件
。
メ
デ
ィ
ア
で
は
連
日
い
か
に
、
犯
人
が
非
常
識
で

悪
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
報
道
を
し
て
い
た
。
し
か
し
コ

メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
一
人
が
放
っ
た
あ
る
言
葉
が
私
の
記
憶

に
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
な
事
件
が
お
き

た
の
は
行
政
側
が
誤
っ
て
、
大
金
を
入
金
し
た
か
ら
だ
」

こ
の
言
葉
は
、
私
に
歎
異
抄
の
一
節
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
。

 

「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
、

　
　
　
　

 

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
」

『
歎
異
抄
』（
真
宗
聖
典　

六
三
四
頁
）

　

犯
人
の
本
質
が
悪
だ
か
ら
、
犯
罪
を
犯
し
た
の
で
な
い
。

誤
送
金
と
い
う
縁
、
悪
縁
が
あ
っ
た
か
ら
、
犯
罪
を
犯
し
、

社
会
的
道
理
に
お
け
る
悪
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

私
た
ち
は
業
縁
に
振
り
回
さ
れ
る
存
在
。
己
の
本
質
が

正
、
悪
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
業
縁
に
よ
っ
て
世
間
で
の

善
人
と
悪
人
、
ど
ち
ら
に
も
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
危

う
い
立
場
に
い
る
の
が
私
た
ち
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
思
う
と
「
慎
ま
な
け
れ
ば
」
と
い
う
思
い

が
心
に
起
こ
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
い
も
明
日
、
心
に
残
っ

て
い
る
か
ど
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
今
こ
の
時
、
次
の
瞬

間
に
も
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の

思
い
、
計
ら
い
す
ら
度
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
私
。『
凡

夫
』
で
あ
る
と
あ
ら
た
め
て
、
思
い
知
っ
た
次
第
で
あ
る
。

第
十
二
組　

照
善
寺　

轡
田　

偉
裕

第12組　照善寺　御遠忌の様子
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富
山
教
区
社
会
問
題
研
修
会
講
義
録

　

  
「
な
ぜ
、葬
儀
を
す
る
の
か
」 

東
京
教
区　

專
福
寺　

住
職　

二に 

階か
い 

堂ど
う 

行ゆ
き 

壽と
し 

氏　 

の
こ
と
で
す
。
葬
儀
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
具
体
的

な
事
柄
が
関
係
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
儀
式
の
一
つ

一
つ
の
事
が
ら
も
含
め
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く

の
か
と
い
う
こ
と
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か

変
わ
っ
て
い
か
な
い
（
ま
た
伝
統
さ
れ
た
大
切
な
部
分

を
守
っ
て
い
け
な
い
）
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。

　

私
の
地
域
（
東
京
）
の
事
情
な
り
状
況
か
ら
す
れ
ば
、

葬
儀
の
か
た
ち
は
か
な
り
昔
か
ら
崩
れ
て
い
て
、
こ
の

と
こ
ろ
の
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
を
含
め
、
さ
ら
に
大

き
く
崩
れ
て
き
て
い
る
と
言
っ
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い

ま
す
。
こ
う
い
う
事
が
ら
に
対
し
て
は
、
必
要
に
迫
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
み
ん
な
で
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
手
元
に
い
く
つ
か
資
料
を
お
配
り
し
て
お
り
ま
す

が
、
他
で
も
「
葬
儀
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
」
と
い
う

内
容
で
話
す
よ
う
に
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
り
、

文
章
を
頼
ま
れ
た
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
も

と
に
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
の
と
こ
ろ
（
寺
・
東
京
）
の
状
況

　

先
ず
、
私
の
お
預
か
り
し
て
い
る
寺
の
状
況
で
す
が
、

寺
か
ら
ご
門
徒
一
軒
一
軒
に
伺
う
の
に
大
体
一
時
間
か

　

私
た
ち
の
生
活
様
式
や
時
代
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
「
葬
儀
」
と
い
う
儀
式
も
遷
移
し
て
き
ま
し
た
。

変
わ
り
つ
つ
あ
る
葬
儀
に
、「
こ
れ
が
葬
儀
と
言
え
る
の
か
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、

今
一
度
立
ち
止
ま
り
、
お
念
仏
の
歴
史
に
葬
儀
の
願
い
を
た
ず
ね
、
意
義
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で

な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
富
山
教
区
教
化
委
員
会
社
会
教
化
小
委
員
会
で
は
、
講
師
に
二に

階か
い

堂ど
う

行ゆ
き

壽と
し

氏
を
迎
え
、「
な
ぜ
、
葬
儀
を
す
る
の
か
」
を
テ
ー
マ
に
社
会
問
題
研
修
会
を
企
画
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
会
は
感
染
症
予
防
の
観
点
か
ら
、
富
山
教
務
所
（
講
師
来
所
）
と
第
十
三
組
勝
蓮
寺
本

堂（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
）の
二
会
場
に
分
か
れ
て
、二
〇
二
二
年
五
月
二
十
三
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

本
誌
で
は
、
そ
の
講
義
録
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

は
じ
め
に

　

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
二
階
堂
と
申
し
ま
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
今
日
は
「
な
ぜ
、
葬
儀

を
す
る
の
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
話
す
よ
う
に
と
の
お

声
を
い
た
だ
き
伺
い
ま
し
た
。

　

今
ほ
ど
幹
事
さ
ん
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

富
山
教
区
で
は
葬
儀
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
と
な
る
よ

う
な
資
料
を
今
お
作
り
に
な
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
皆
さ
ま
か
ら
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
作
っ
て
い

く
と
い
う
具
体
的
な
取
り
組
み
が
始
め
ら
れ
て
い
る
と
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ら
一
時
間
半
程
度
か
か
り
ま
す
。
東
京
二
十
三
区
内
約

54
％
（
内
・
新
宿
14
％
）、
二
十
三
区
外
の
市
部
約

11
％
、
千
葉
・
埼
玉
・
神
奈
川
県
が
約
28
％
、
そ
の
他

約
6
％
で
す
。
門
徒
さ
ん
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
く
ら
い

時
間
を
か
け
て
寺
に
参
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
日
常
の
と
こ
ろ
で
寺
が
何
を
考
え
、
ま
た

何
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
な
か
な
か
見
え

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

葬
儀
に
つ
い
て
も
、
こ
ち
ら
か
ら
伺
っ
て
枕
勤
め
や

そ
の
後
の
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
十
分
対

応
で
き
な
い
の
で
、
葬
儀
社
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
こ
ち
ら

側
の
願
い
を
伝
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
ご
門
徒
（
喪
主
）

に
見
て
い
た
だ
い
て
、
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
電
話
で

相
談
し
な
が
ら
と
い
う
形
に
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
も

う
三
十
年
以
上
前
か
ら
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
葬
儀
社
に
指
示

を
し
て
い
ま
す
が
、
最
初
一
枚
か
ら
始
ま
っ
た
フ
ァ
ッ

ク
ス
が
今
は
六
枚
に
な
っ
て
い
ま
す
。
葬
儀
社
の
人
た

ち
か
ら
は
、
専
福
寺
は
厄
介
な
寺
だ
と
か
、
や
り
に
く

い
寺
に
当
た
っ
た
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
で
す
。
た
だ
、

ご
門
徒
さ
ん
か
ら
は
、
葬
儀
社
に
指
示
を
出
し
て
く
れ

て
い
る
と
い
う
面
で
、
あ
る
程
度
喜
ば
れ
て
い
る
面
も

あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
形
で
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
面
が
あ
る
と
い
う
状
況
で
す
。

「
死
」
は
動
物
に
は
な
い

　

今
日
は
ご
門
徒
さ
ん
も
ご
案
内
・
参
加
さ
れ
て
お
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
一
般
的
な
こ
と
の
面
も

含
め
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
と
こ
ろ
に
今
は
犬
は
お
り
ま
せ
ん
が
、
以
前
は

近
所
の
人
や
ご
門
徒
さ
ん
が
連
れ
て
こ
ら
れ
て
、
雑
種

で
す
が
、
何
匹
も
続
け
て
ず
っ
と
お
り
ま
し
た
。
あ
る

時
、
二
匹
一
緒
に
い
た
時
が
あ
っ
て
、
一
匹
は
老
犬
で

ヨ
タ
ヨ
タ
、
も
う
一
匹
は
若
く
て
老
犬
に
戯
れ
る
ん
で

す
。
あ
る
日
、
前
日
ま
で
は
し
ゃ
い
で
飛
び
ま
わ
っ
て

い
た
若
い
犬
が
静
か
に
し
て
い
ま
し
た
。
な
ん
で
今
日

は
走
り
回
っ
て
い
な
い
の
か
な
あ
と
思
っ
た
ら
、
大
き

な
木
の
下
で
年
取
っ
た
方
の
犬
が
死
ん
で
い
ま
し
た
。

　

犬
に
な
っ
た
こ
と
も
動
物
に
な
っ
た
こ
と
も
な
い
か

ら
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
身
の
周
り
に
い
た
仲
間

が
死
ん
で
い
け
ば
や
は
り
何
か
感
じ
取
る
こ
と
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
老
犬
を
埋
葬
し
て
、
若
い
犬
を
そ
の
近

く
に
連
れ
て
行
っ
て
も
近
寄
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。
で

も
、
し
ば
ら
く
す
れ
ば
忘
れ
て
、
そ
こ
に
行
っ
て
普
通

に
お
し
っ
こ
を
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
老
犬
が

亡
く
な
っ
た
そ
の
時
に
は
「
死
」
と
い
う
事
が
ら
を
犬

も
何
か
感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
い
た

し
ま
す
。

　

し
か
し
、「
死
」
と
い
う
事
が
ら
は
動
物
に
は
な
い
と

言
わ
れ
ま
す
。
動
物
は
「
死
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
し

て
い
な
い
。「
老
い
」
や
「
病
」
や
「
死
」
が
自
分
に

と
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
考
え
る
こ
と
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
死
と
い
う
現
象
は
動
物

に
も
起
こ
り
ま
す
が
、
死
と
い
う
事
が
ら
は
人
間
に
し

か
な
い
、
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
。

「
一
人
称
の
死
」「
二
人
称
の
死
」「
三
人
称
の
死
」

　

そ
の
私
た
ち
も
、
自
分
の
死
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な

い
の
で
す
。
死
は
全
員
が
必
ず
体
験
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
が
、
体
験
し
た
時
に
は
も
う
そ
れ
を
認
識
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

　
「
一
人
称
の
死
」「
二
人
称
の
死
」「
三
人
称
の
死
」

（
※
）
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、「
一
人
称
の
死
」
は
自

分
自
身
の
死
で
す
け
ど
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
う
語
る

こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ

と
し
か
な
い
。

　
「
三
人
称
の
死
」
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
接
す
る
よ
う

な
死
で
す
か
ら
、
そ
の
時
は
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
思
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い
も
あ
り
ま
す
が
、
新
聞
を
閉
じ
た
り
テ
レ
ビ
を
消
し

た
り
し
て
日
常
の
自
分
の
仕
事
に
戻
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
に
な
れ
ば
、
も
う
そ
の
こ
と
は
自
分
の

外
に
置
か
ざ
る
を
得
な
い
で
す
。

　

し
か
し
「
二
人
称
の
死
」、
愛
し
い
方
の
死
と
い
う
の

は
簡
単
に
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と

を
抱
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
二
人
称
の
死
」
と
い
う

こ
と
を
通
し
て
は
じ
め
て
私
た
ち
は
「
死
」
と
い
う
こ

と
を
経
験
し
考
え
る
わ
け
で
し
ょ
う
。「
あ
な
た
・
わ
た

し
」
と
こ
う
呼
び
合
い
、
肌
に
触
れ
、
言
葉
を
交
わ
し

と
い
う
よ
う
な
方
の
死
に
お
い
て
の
み
、「
死
」
と
い
う

こ
と
が
自
分
の
抱
え
る
現
実
の
問
題
と
し
て
わ
き
起

こ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

※ 

「
一
人
称
の
死
」（
自
分
の
死
）、「
二
人
称
の
死
」（
近
親
者

の
死
）、「
三
人
称
の
死
」（
他
人
の
死
）
と
「
死
」
を
三
つ

に
分
類
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
。（
一
九
〇
三
～
一
九
八
五
）

人
間
の
は
じ
ま
り
と
は

　

人
間
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の

か
と
い
う
定
義
は
い
ろ
い
ろ
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
私
は

学
者
で
は
な
い
の
で
様
々
な
定
義
の
こ
と
を
全
部
は
知

り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
、「
死
と
い
う
こ
と
を

知
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
人
間
が
始
ま
る
」
と
い
う
こ
と
が

あ
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、「
ザ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
・
フ
ラ
ワ
ー
・
ピ
ー
プ

ル
」
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
で
す
が
、
イ
ラ
ク

の
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
遺
跡
と
い
う
所
で
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー

ル
人
の
遺
骨
が
出
て
き
て
、
そ
の
周
り
の
土
を
成
分
分

析
し
た
時
に
、
綺
麗
な
花
が
咲
く
花
粉
が
非
常
に
多
く

混
じ
っ
て
い
た
と
。
こ
れ
は
確
実
に
花
を
手
向
け
た
の

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
、「
ザ
・
フ
ァ
ー
ス

ト
・
フ
ラ
ワ
ー
・
ピ
ー
プ
ル
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

犬
と
か
猫
も
こ
れ
か
ら
何
千
年
、
何
万
年
と
か
け
れ

ば
変
わ
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
の
と
こ
ろ

は
人
間
だ
け
が
、
死
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
そ
し
て
そ

の
こ
と
を
悼
む
心
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
二
人
称
の
死
」
を
通
し
て
、
こ
の
私
も
ま
た
同
じ
よ
う

に
生
命
を
終
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
て
感
じ

取
る
。

　

そ
れ
が
形
と
な
っ
て
い
く
の
が
「
葬
儀
」
で
し
ょ
う
。

花
が
手
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
別
れ
の
悲
し
み
や
惜

別
の
念
に
お
い
て
手
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に

自
分
も
ま
た
死
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
を

抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
時
に
は
じ
め
て
受

け
止
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
が
人
間
の
始
ま
り
で
あ

り
、
ま
た
「
葬
儀
」
と
い
う
こ
と
の
始
ま
り
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

肌
で
感
じ
る
死

　

死
と
い
う
こ
と
を
じ
か
に
感
じ
取
る
場
面
（
事
が
ら
）

は
、
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
動

か
れ
な
く
な
る
と
か
、
冷
た
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
は
葬
儀
の
時
に
、
亡
く
な
っ

た
方
の
額
に
し
ば
ら
く
手
を
添
え
る
よ
う
に
し
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
は
も
う
三
十
年
以
上
前
に
大
阪
の
戸
次
公

正
さ
ん
か
ら
伺
っ
て
、
そ
う
だ
な
と
思
い
、
行
っ
て
い

る
の
で
す
が
。

　

数
年
前
に
伺
っ
た
葬
儀
の
折
に
、
家
族
七
、 

八
人
の

葬
儀
で
し
た
が
、
出
棺
の
前
に
花
入
れ
を
し
た
後
、
私

が
そ
の
方
の
額
に
し
ば
ら
く
手
を
置
い
て
お
り
ま
し
た

ら
、
何
と
な
く
喪
主
以
下
全
員
が
並
ん
で
額
に
手
を
置

く
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
最
後
に
残
っ
た

五
歳
く
ら
い
の
男
の
子
が
、
自
分
も
や
ら
な
け
れ
ば
い



	 5 富	山　如	大	地　第151号
◆ ◆

け
な
い
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
前
の
大
人
に
続
い

て
額
に
手
を
当
て
て
、
そ
し
て
蓋
が
閉
じ
ら
れ
霊
柩
車

に
み
ん
な
で
運
ん
で
い
く
と
い
う
時
に
、
つ
ま
り
一
分

か
二
分
く
ら
い
経
っ
て
か
ら
、
も
の
凄
い
声
で
泣
き
始

め
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
全
く
は
し
ゃ
い
で
い
る
だ

け
で
、
通
夜
も
葬
儀
も
何
も
感
じ
て
い
な
い
よ
う
な
雰

囲
気
で
し
た
。
ま
あ
、
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
は
し
ゃ
い

で
い
て
一
切
涙
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

そ
の
と
き
大
声
で
泣
き
始
め
た
。
怖
か
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
何
を
感
じ
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

私
は
「
よ
か
っ
た
な
ぁ
」
と
感
じ
ま
し
た
。

　

今
の
時
代
の
心
配
な
こ
と
の
中
に
、
ゲ
ー
ム
の
リ
セ
ッ

ト
感
覚
と
い
う
も
の
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
敗
れ
、
死

ん
で
し
ま
っ
て
も
、
ゲ
ー
ム
機
を
リ
セ
ッ
ト
す
れ
ば
ま

た
生
き
返
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
心
配
の
事
例
と

し
て
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
命
を
終

え
て
い
く
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
と
肌
で
感
じ
る

こ
と
が
、
あ
る
意
味
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「
順
繰
り
だ
か
ら
ナ
」

　

二
十
年
く
ら
い
前
で
し
ょ
う
か
、
あ
る
地
方
紙
に
あ

る
記
事
が
載
っ
て
い
て
、
読
ん
で
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
東
大
を
出
て
農
林
水

産
省
に
入
省
し
て
、
地
方
に
出
向
し
た
人
が
、
そ
の
町

と
牛
に
惹
れ
て
、
ど
う
し
て
も
こ
こ
に
住
み
た
い
と
、

農
水
省
を
辞
め
て
地
方
に

住
ま
わ
れ
た
方
の
随
想
で

し
た
。

　

ま
だ
地
方
の
葬
儀
事
情

が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
頃

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
地
域
で
は
、
村
の
人
が

亡
く
な
る
と
ほ
と
ん
ど
全

員
が
一
日
は
仕
事
を
休
ん

で
、
一
週
間
、
交
代
で

様
々
な
葬
儀
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
ら
し
く
、
東
京
か

ら
行
っ
て
、
他
の
家
の
葬
儀
に
な
ん
で
そ
ん
な
町
を
あ

げ
て
行
う
の
か
と
驚
い
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
葬
儀
が

全
部
終
わ
っ
た
後
、「
疲
れ
た
だ
ろ
？
」
と
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
に
言
わ
れ
て
、
頷
い
た
ら
、「
順
繰
り
だ
か
ら
、
ナ
。

オ
レ
の
と
き
も
頼
む
じ
ぇ
」
と
言
わ
れ
た
と
。

　

そ
の
時
に
そ
の
人
の
中
に
今
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な

い
よ
う
な
安
堵
感
が
広
が
っ
て
き
た
と
。
自
分
が
死
ん

で
も
同
じ
よ
う
に
、
こ
う
い
う
光
景
で
送
ら
れ
て
行
く

ん
だ
な
あ
と
、
す
ご
く
安
堵
し
た
と
い
う
こ
と
を
書
い

て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
死
と
い
う
も
の
が
非
常
に
遠
い
も
の

だ
っ
た
け
れ
ど
、
み
ん
な
で
亡
く
な
っ
た
方
を
お
送
り

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
も
同
じ
よ
う
に
こ
う
い
う

雰
囲
気
の
中
で
送
ら
れ
て
い
く
の
だ
っ
た
ら
安
心
だ
と

思
え
て
、
ほ
っ
と
し
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
今

ま
で
は
死
が
遠
す
ぎ
て
何
と
な
く
落
ち
着
か
な
か
っ
た

も
の
が
、
死
は
自
分
た
ち
の
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の

だ
と
い
う
こ
と
で
、
か
え
っ
て
安
堵
感
が
広
が
っ
た
よ

う
で
し
た
。

　

東
京
の
場
合
特
に
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
見
よ
う
と
も

し
な
い
こ
と
も
含
め
て
、
死
と
い
う
こ
と
を
見
せ
な
い

よ
う
に
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
、
匂
わ
せ
な
い
雰

二階堂　行壽 氏
1958（昭和33）年、東京生まれ。大谷大学卒業。
東京教区專福寺住職。
真宗大谷派首都圏教化推進本部員。著書に
『亡き方からのメッセージ ―浄土真宗の葬
儀―』（東本願寺出版）など。
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囲
気
で
す
ね
。
本
当
は
、
失
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い

も
の
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
事
実
で
す
か
ら
、
そ
の
こ

と
を
含
め
て
自
分
の
人
生
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
で
い
る
な

ら
ば
、
は
た
し
て
人
間
の
本
当
の
安
心
は
得
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
で
も
そ
れ
が“

東
京”

と

い
う
名
に
象
徴
さ
れ
た
場
所
な
の
で
し
ょ
う
か
。（
そ
の

こ
と
も
あ
っ
て
な
の
か
、
悲
し
み
を
演
出
す
る
よ
う
な

葬
儀
社
も
あ
り
ま
す
が
）

言
葉
が
通
じ
な
い

　

も
う
一
点
、
死
と
い
う
こ
と
を
じ
か
に
感
じ
取
る
場

面
（
事
が
ら
）
の
も
う
一
つ
は
、「
言
葉
が
通
じ
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
（
も
ち
ろ
ん
状
況
に

よ
っ
て
で
す
が
）
何
か
言
え
ば
相
手
か
ら
返
っ
て
く
る

の
が
私
た
ち
の
日
常
で
す
。
し
か
し
、
言
葉
が
通
じ
な

い
。
投
げ
か
け
て
も
返
っ
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
中
に

置
か
れ
る
わ
け
で
す
。

　

お
体
が
目
の
前
に
お
姿
と
し
て
あ
る
う
ち
は
、
亡
く

な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
と
頭
で
理
解
は
し
て
い
て
も
、
声

を
か
け
れ
ば
返
っ
て
こ
な
い
か
な
ぁ
と
い
う
期
待
も
含

め
て
、
私
た
ち
は
返
事
を
期
待
す
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
白
骨
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
す
と
、
あ
ら
た
め

て
言
葉
を
か
け
て
も
通
じ
な
い
の
だ
な
と
い
う
こ
と
を

思
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
「
通
じ
な
い
」
わ
け
で
す
が
、
で
は
生
き
て

い
る
私
た
ち
が
お
互
い
に
通
じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う

問
題
が
あ
り
ま
す
。
私
の
調
子
が
よ
く
て
、
そ
れ
か
ら

相
手
の
調
子
も
よ
け
れ
ば
「
そ
う
そ
う
！
」
と
言
っ
て
、

何
か
お
互
い
に
気
持
ち
が
通
じ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な

る
時
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ど
う
で
し
ょ
う
、
そ
ん
な

つ
も
り
で
言
っ
た
の
で
は
な
い
の
に
何
で
そ
う
受
け
取

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
り
、
逆
に
、
そ
ん
な

言
い
方
し
な
く
て
も
い
い
よ
う
な
時
に
、
ち
ょ
っ
と
険

が
あ
る
言
い
方
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
な

か
な
か
生
き
て
い
る
も
の
同
士
で
も
「
通
じ
る
」
と
い

う
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
ね
。

死
か
ら
始
ま
る
対
話

　

亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
わ
れ
ま
す
と
返
っ
て
く
る
言
葉

が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
「
通
じ
な
い
」
の
で
す
が
、

あ
る
意
味
で
こ
れ
が
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

で
も
、
も
し
相
手
の
願
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
の
一
番
深

い
と
こ
ろ
を
こ
ち
ら
が
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
「
通
じ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
ょ
う
。

　

日
常
生
活
で
も
そ
う
で
す
ね
。
相
手
の
人
が
私
の
心

を
深
く
慮
っ
て
何
か
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
き
、
私
た
ち

は
喜
ぶ
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
会
話
を
し
て
な
く
て

も
相
手
が
意
を
確
か
に
汲
ん
で
く
れ
れ
ば
「
通
じ
た
」

と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
。

　

亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
は
寂
し
い
こ
と
で
す
が
、
亡
く

な
ら
れ
て
い
て
も
、
死
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
対
話

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
の
時
の
問
題
は
、
私
た
ち
は
自
分
の
思
い

に
引
き
寄
せ
て
考
え
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
と

い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
仏
と
し
て
の
亡
き
方
の

声
、
真
実
の
声
と
い
う
こ
と
と
し
て
あ
る
の
か
と
い
う

課
題
で
す
。

　

亡
く
な
っ
た
方
を
仏
さ
ま
と
、
こ
う
呼
ん
で
い
ま
す
。

大
仏
も
仏
さ
ま
、
阿
弥
陀
さ
ま
も
仏
さ
ま
で
す
。
南
無

阿
弥
陀
仏
も
仏
さ
ま
で
す
。
私
た
ち
は
、
阿
弥
陀
仏
、

南
無
阿
弥
陀
仏
、
そ
し
て
亡
き
方
、
み
ん
な
仏
さ
ま
と

呼
び
ま
す
が
、
そ
の
は
た
ら
き
か
け
を
本
当
に
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
て
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
亡
く
な
ら

れ
た
ら
仏
さ
ま
と
呼
ぶ
こ
と
の
中
身
の
確
か
め
が
、
浄

土
真
宗
の
念
仏
の
教
え
の
中
で
感
じ
伝
え
ら
れ
て
き
た
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は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
が
な
か
な
か
伝
わ
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
一
人

一
人
が
確
か
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

「
短
い
人
生
だ
っ
た
け
ど
」

　

お
配
り
し
て
い
ま
す
『
短
い
人
生
だ
っ
た
け
ど
』
と

い
う
文
章
。
三
十
年
ほ
ど
前
に
お
通
夜
に
伺
わ
せ
て
い

た
だ
い
た
門
徒
の
、
一
歳
の
お
子
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
た

お
母
さ
ん
の
言
葉
で
す
。
朝
か
ら
晩
ま
で
働
き
づ
め
の

ご
夫
婦
で
、
お
母
さ
ん
が
一
時
間
お
き
く
ら
い
に
ベ
ビ
ー

ベ
ッ
ド
の
様
子
を
見
て
、
ま
た
仕
事
と
い
う
こ
と
を
繰

り
返
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
と

壁
の
間
に
挟
ま
っ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
よ
う
で

す
。

　

そ
の
お
母
さ
ん
が
お
通
夜
で
最
後
に
お
っ
し
ゃ
ら
れ

た
の
が
、「
一
歳
と
い
う
短
い
人
生
だ
っ
た
け
ど
、
彼
に

と
っ
て
は
大
切
な
一
生
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
」
と
い

う
言
葉
で
し
た
。

　

人
間
の
思
い
（
情
）
で
考
え
た
ら
一
歳
と
い
う
人
生

は
あ
ま
り
に
も
短
く
、
そ
し
て
親
の
お
母
さ
ん
か
ら
す

れ
ば
あ
ま
り
に
も
辛
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
一
歳
の

お
子
さ
ん
で
あ
っ
て
も
亡
き
方
を
仏
さ
ま
と
こ
う
呼
ぶ

わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
時
に
何
を
も
っ
て
、
仏
さ

ま
と
言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
に
問
わ

れ
ま
す
。

　

説
明
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
今
の
時
代
だ
っ
た
ら

み
な
何
と
な
く
八
十
才
く
ら
い
ま
で
生
き
る
だ
ろ
う
と
、

こ
う
思
っ
て
生
き
て
い
る
け
れ
ど
、
本
当
は
〇
才
で
命

を
終
え
る
場
合
だ
っ
て
あ
る
。
誰
に
も
分
か
り
ま
せ

ん
。
そ
の
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
方
が
本
当
で
は

な
い
で
す
か
。
決
し
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
事
実
は
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
が
現
実
の
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
い
の
ち

の
事
実
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
私
た
ち
は
自
分
の
思

い
の
中
で
生
き
て
い
な
い
こ
と
を
、
も
し
お
子
さ
ま
の

死
か
ら
受
け
止
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
お
子
さ
ま
は
ご
両

親
に
と
っ
て
は
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
仏
さ
ま

と
し
て
は
た
ら
き
か
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

亡
く
な
ら
れ
た
方
に
向
き
合
う
時
間
全
体
が
「
葬
儀
」

　

し
か
し
、
こ
れ
は
説
明
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
受
け
止

め
る
と
い
う
わ
け
に
は
な
か
な
か
い
き
ま
せ
ん
。
五
十

回
忌
を
さ
れ
た
ご
門
徒
が
、
親
の
五
十
回
忌
を
迎
え
る

ま
で
親
の
こ
と
が
許
せ
な
か
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。
小
さ
い
時
に
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
、

遺
っ
た
子
供
た
ち
は
苦
労
し
た
の
で
す
。「
親
父
さ
え
早

く
死
な
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
の

に
」
と
、
ず
っ
と
恨
み
続
け
て
き
た
。
そ
れ
で
も
法
事

は
勤
め
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
五
十
回
忌
に
な
っ

て
自
分
が
親
の
歳
を
超
え
て
、「
親
父
も
子
供
を
置
い
て

死
ん
で
い
く
の
は
辛
か
っ
た
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
こ
と

を
含
め
て
様
々
な
思
い
が
わ
い
て
、
や
っ
と
親
の
こ
と

が
許
せ
た
と
い
う
か
認
め
ら
れ
た
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
亡
き
方
と
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
、
そ
の
向
き

合
っ
て
い
く
中
に
「
葬
儀
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、
実
際
の
葬
儀
の
場
で
も
時
間
的
に
区
切

ら
れ
た
「
葬
儀
」
だ
け
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。『
通
夜

葬
儀
の
こ
こ
ろ
』（
東
本
願
寺
出
版
）
に
も
少
し
書
き
ま

し
た
し
、
ま
た
『
名
古
屋
御
坊
』
に
も
書
き
ま
し
た
が
、

葬
儀
と
い
う
と
、
一
応
お
通
夜
と
区
分
け
を
し
て
、
通

夜
と
葬
儀
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
、
本
当
は
葬
儀
式
と
い

う
こ
と
は
全
体
、
つ
ま
り
命
終
、
枕
勤
め
、
湯
灌
、
そ

し
て
納
棺
、
通
夜
、
葬
儀
、
還
骨
、
…
、
そ
の
全
部
が

葬
儀
式
で
す
。
お
別
れ
を
し
て
い
く
と
は
そ
ん
な
に
簡
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単
じ
ゃ
な
い
は
ず
で
す
。
そ
う
い
う
時
間
全
体
を
通
し

て
私
た
ち
は
「
死
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
き
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

別
れ
を
味
わ
う

　

私
の
母
親
の
命
終
の
時
に
は
、
最
後
は
家
族
は
家
で

待
機
し
、
私
だ
け
病
院
に
残
っ
て
病
院
の
待
合
室
の
ソ

フ
ァ
ー
で
寝
て
お
り
ま
し
た
が
、
も
う
難
し
い
状
態
だ

と
い
う
こ
と
で
家
に
電
話
を
し
て
全
員
が
駆
け
つ
け
て
、

死
に
際
に
は
み
な
間
に
合
い
ま
し
た
。
悲
し
か
っ
た
で

す
が
、
覚
悟
は
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
時
に
は
、

率
直
な
悲
し
み
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、

通
夜
葬
儀
を
行
い
、
そ
し
て
一
番
寂
し
か
っ
た
の
は
出

棺
で
参
道
を
通
っ
て
い
く
時
で
し
た
。
母
は
時
間
が
あ

る
と
草
む
し
り
を
し
て
お
り
、
参
道
も
折
々
草
を
む
し
っ

て
い
た
場
所
で
、
私
は
「
次
に
母
が
こ
こ
（
寺
）
に
帰
っ

て
く
る
と
き
は
、
遺
骨
で
帰
っ
て
く
る
ん
だ
な
」
と
感

じ
た
と
き
で
し
た
。

　

死
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
の

人
生
、
も
っ
と
言
え
ば
そ
の
人
の
日
常
の
生
活
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
の
別

れ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
感
じ
る
の
は
一
人
一
人

み
ん
な
違
う
わ
け
で
、
家
族
で
あ
っ
て
も
み
ん
な
違
い

ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
ど
こ
で
感
じ
る
か
も
違
い
ま
す
。

通
夜
の
時
な
の
か
葬
儀
の
時
な
の
か
、
一
周
忌
の
時
な

の
か
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
の
中

に
あ
っ
て
別
れ
を
味
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
私

た
ち
葬
儀
に
関
わ
る
一
人
一
人
が
、
自
分
自
身
の
体
験

も
含
め
て
、
人
を
失
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と

い
う
こ
と
を
静
か
に
確
か
め
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
し
ょ

う
。
そ
う
い
う
場
が
「
葬
儀
」
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

「
情
」
中
心
か
ら
「
教
え
」
中
心
へ

　

今
の
葬
儀
の
状
況
は
「
情
」
が
中
心
で
す
。
情
は
大

切
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
情
だ
け
な
ら
こ
ち
ら
側

の
思
い
が
中
心
で
す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
私
た
ち
が
教
え

ら
れ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
私
た
ち
の
自
己
満
足
で

終
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
遺
っ
た
者
が
で

き
る
こ
と
は
、
し
て
差
し
上
げ
た
ら
い
い
わ
け
で
す
が
、

し
か
し
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
亡
く
な
っ
て
い

か
れ
た
方
を
仏
さ
ま
と
私
た
ち
は
お
呼
び
し
て
き
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
が
ら
、

私
た
ち
は
仏
事
を
勤
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

ど
こ
ま
で
も
私
た
ち
が
、「
亡
く
な
っ
た
人
と
は
」

「
仏
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」「
そ
れ
が

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
世
界
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る

の
か
」「
阿
弥
陀
さ
ま
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
か
」

と
い
う
こ
と
を
、
一
人
一
人
の
事
情
も
全
部
違
い
ま
す

か
ら
、
こ
の
よ
う
に
話
せ
ば
、
と
い
う
こ
と
に
は
収
ま

り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と

阿
弥
陀
さ
ま
と
そ
し
て
亡
き
方
と
、
ど
う
い
う
関
係
に

見
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
い
つ
も
問
わ
れ
て
い
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。

― 

ま
と
め
の
講
義 

―

　

竹
中
智
秀
先
生
の
『
浄
土
真
宗
の
葬
儀
』（
東
本
願
寺

出
版
）
の
中
で
、「
現
場
か
ら
の
問
題
提
起
」
が
三
人
の

方
か
ら
さ
れ
て
、
そ
れ
を
受
け
る
か
た
ち
で
竹
中
先
生

が
お
話
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
提
起
が
い
い
で

す
ね
。
特
別
な
地
域
事
情
・
寺
の
事
情
も
あ
り
ま
し
ょ

う
が
、
今
日
も
直
接
何
人
か
の
お
声
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
い
た
り
、
今
も
発
表
い
た
だ
い
た
り
し
ま
し
た
が
、

そ
う
い
う
そ
れ
ぞ
れ
が
現
場
で
抱
え
、
感
じ
て
い
る
日

常
の
葬
儀
・
仏
事
の
中
で
の
実
感
が
大
切
で
す
。
す
ぐ



	 9 富	山　如	大	地　第151号
◆ ◆

に
変
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
長
い
時
間
か
か
る
も

の
も
当
然
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
社
会
教

化
小
委
員
会
の
方
々
と
と
も
に
、
今
日
の
社
会
問
題
研

修
会
に
お
集
り
の
方
々
も
含
め
て
考
え
続
け
て
い
く
こ

と
が
大
切
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

 

東
本
願
寺
仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
東
京

　

さ
て
、
た
く
さ
ん
お
出
し
い
た
だ
い
た
ご
質
問
全
部

に
お
答
え
で
き
る
か
少
し
心
配
で
す
が
、
そ
の
前
に
一

つ
だ
け
。
こ
の
七
月
（
二
〇
二
二
年
）
か
ら
発
足
す
る

「
東
本
願
寺
仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
東
京
」
に
つ
い
て

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
昨
年
（
二
〇
二
一
年
）

四
月
に
「
東
本
願
寺
仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
福
岡
」

が
す
で
に
発
足
し
て
い
ま
す
。

　
「
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
東
京
」
の
場
合
は
、
真
宗
会
館

（
練
馬
）
に
窓
口
を
置
い
て
い
ま
す
が
、
仏
事
の
相
談
、

寺
院
紹
介
や
仏
事
代
務
執
行
を
基
本
と
し
て
お
り
ま

す
。
そ
し
て
、
ご
希
望
に
よ
っ
て
は
真
宗
会
館
で
も
仏

事
を
執
行
し
て
お
り
ま
す
。

　

九
州
の
場
合
は
本
願
寺
派
が
多
く
、
博
多
に
は
大
谷

派
の
別
院
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
新
幹
線
が
で
き
た

た
め
、
み
ん
な
博
多
に
人
口
が
移
動
し
て
い
る
状
況
で

す
。
北
海
道
は
別
院
は
あ
り
ま
す
が
、
人
口
は
札
幌
に

集
中
で
す
。
そ
れ
か
ら
東
北
は
仙
台
に
。
そ
の
よ
う
な

か
た
ち
で
近
隣
の
都
市
部
に
み
ん
な
人
口
が
流
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
移
動
さ
れ
た
方
が
ど
の
よ
う
に
情
報
を

得
る
の
か
と
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
み
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
と
い
う
時
代
で
す
。

　

今
度
能
登
教
区
と
金
沢
教
区
が
一
つ
に
な
る
わ
け
で

す
が
、
も
と
も
と
金
沢
に
お
ら
れ
る
方
は
寺
院
と
ご
関

係
が
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
能
登
か
ら
金
沢
や
こ
こ
富
山

に
出
て
来
ら
れ
た
方
と
な
る
と
、
も
う
近
隣
の
知
人
も

い
な
い
し
親
族
も
少
な
い
。
そ
う
な
る
と
全
部
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
情
報
源
と
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、

お
寺
を
紹
介
し
て
も
ら
い
た
い
と
か
、
仏
事
を
ど
う
し

た
ら
い
い
か
も
含
め
て
、
仏
事
に
つ
い
て
の
相
談
の
窓

口
・
サ
ポ
ー
ト
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
特
に
都
市
部（
地

方
都
市
部
も
含
め
）で
仏
事
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
と
な
っ

第１会場（富山東別院会館）
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て
き
て
い
る
状
況
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
時
代
で
す
の
で
、
こ
の
「
東
本
願
寺
仏
事

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
○
○
（
地
域
名
）」
に
連
絡
す
れ

ば
、
そ
の
地
域
の
東
本
願
寺
の
仏
事
の
情
報
が
得
ら
れ
、

相
談
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
全
国
に
要
望

が
あ
る
し
、
必
要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
少
し
話
が

横
に
な
り
ま
し
た
が
こ
の
こ
と
を
一
つ
だ
け
加
え
て
お

き
ま
す
。

　

七
日
参
り
の
大
事
な
意
味

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
今
発
表
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
か
ら

少
し
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
一
つ
目
は
「
別

れ
に
は
時
間
が
か
か
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。

私
も
言
い
ま
し
た
し
、
座
談
会
で
も
い
ろ
い
ろ
と
お
気

持
ち
が
動
い
た
と
い
う
方
の
お
話
も
お
聞
き
か
せ
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

少
し
話
が
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
で
は
当
然

の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
家
の
、
そ
の
お
内
仏
の
前
と
い

う
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
大
事
な
こ
と
と
最
近
思
っ
て
お

り
ま
す
。
東
京
の
場
合
、
七
日
ご
と
の
参
り
は
現
実
に

は
不
可
能
に
近
い
で
す
（
前
記
、
距
離
時
間
の
問
題

で
）。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
が
住
職
に
な
っ
た

時
に
自
分
で
決
め
た
の
は
、
四
十
九
日
ま
で
の
間
に
一

度
は
必
ず
葬
家
（
門
徒
の
家
）
に
伺
う
と
い
う
こ
と
で

す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
多
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
土
日

に
な
り
、
七
日
当
日
と
は
い
き
ま
せ
ん
が
。

　

ま
た
東
京
で
は
、
初
七
日
の
言
葉
が
中
心
に
お
か
れ

て
し
ま
っ
て
、
あ
ま
り
還
骨
の
言
葉
が
聞
か
れ
ま
せ
ん
。

本
来
は
還
骨
勤
行
が
あ
っ
て
中
陰
勤
行
、
つ
ま
り
初
七

日
（
繰
上
げ
初
七
日
）
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
還
骨
勤

行
は
お
骨
に
な
っ
て
自
宅
の
お
内
仏
の
元
に
還
っ
て
き

た
と
い
う
お
勤
め
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
宅
の
お
内
仏

の
前
で
の
意
味
が
大
切
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
荼
毘
に
ふ
す
ま
で
は
ご
遺
体
が
一
番
大
切

な
わ
け
で
す
し
、
そ
し
て
お
骨
に
な
ら
れ
た
後
は
白
骨

が
一
番
大
切
な
事
が
ら
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
、
で
も

そ
れ
だ
け
が
亡
き
方
に
結
び
付
い
て
い
く
も
の
な
の
か

と
な
る
と
決
し
て
そ
う
と
も
言
え
な
い
で
す
ね
。「
ば
あ

ち
ゃ
ん
こ
こ
に
い
つ
も
座
っ
て
い
た
な
ぁ
」「
い
つ
も
こ

れ
使
っ
て
た
」「
い
つ
も
こ
れ
読
ん
で
た
」「
い
つ
も
こ

れ
見
て
い
た
」「
こ
れ
は
あ
の
お
ば
さ
ん
と
一
緒
に
行
っ

た
時
に
買
っ
て
き
た
あ
の
時
の
お
土
産
だ
」
と
。
家
族

は
忘
れ
て
い
て
も
、
親
戚
の
人
が
集
ま
る
こ
と
で
、
亡

き
方
の
人
生
が
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま

す
ね
。

　

や
は
り
今
ま
で
葬
儀
を
自
宅
（
お
内
仏
）
で
や
っ
て

き
た
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
意
味
が
あ
る
わ
け

で
す
。
今
か
ら
全
部
戻
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
面
が
あ

り
ま
す
が
、
し
か
し
み
な
さ
ん
の
所
で
あ
れ
ば
ま
だ
七

日
参
り
な
ど
の
お
参
り
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
か
ら
、
そ
う
い
う
、
場
所
も
含
め
た
全
体
が
、
そ
の

方
に
触
れ
直
す
大
き
な
手
が
か
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

ま
た
葬
儀
も
家
族
葬
が
多
く
な
っ
た
の
で
、「
式
場
を

借
り
な
く
て
も
い
い
の
で
は
？
」
と
私
は
提
案
し
ま
す
。

ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
け
れ
ど
家
で
葬
儀
を
さ
れ
る
方
が
、

出
て
き
ま
し
た
。

寄
り
添
う
と
い
う
こ
と

　

そ
し
て
「
寄
り
添
う
」
と
い
う
こ
と
も
出
さ
れ
て
お

り
ま
し
た
。
そ
う
で
す
ね
、
大
切
な
こ
と
か
と
は
思
い

ま
す
が
、
寄
り
添
う
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
は
で
き

き
れ
ま
せ
ん
ね
。
申
し
訳
な
い
こ
と
に
や
は
り
、
他
人

で
す
。
ご
門
徒
の
中
で
も
永
く
深
く
お
付
き
合
い
を
し

て
き
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
方

た
ち
は
、
も
う
二
人
称
で
す
。

　

し
か
し
、
一
般
的
な
場
合
は
、
三
人
称
に
な
る
わ
け
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で
、
申
し
訳
な
い
こ
と
で
す
が
、
本
当
に
寄
り
添
い
き

る
こ
と
は
な
か
な
か
適
い
ま
せ
ん
。
で
き
な
い
か
ら
と

い
っ
て
捨
て
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
気
持
ち

は
大
切
な
こ
と
で
す
が
「
本
当
に
寄
り
添
え
る
か
？
」、

「
寄
り
添
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
な
っ
た

時
、
ど
う
か
と
。

　

よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、「
が
ん
ば
っ
て
ね
」
と
い
う
こ

と
が
一
番
辛
か
っ
た
と
。
例
え
ば
、
ご
主
人
を
亡
く
さ

れ
て
、
友
だ
ち
が
「
悲
し
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、
た

ま
に
は
出
て
き
な
よ
。
一
緒
に
食
事
に
行
こ
う
よ
」
と

な
っ
た
時
、
声
を
か
け
て
く
れ
た
お
友
だ
ち
の
気
持
ち

も
配
慮
し
て
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
て
参
加
す
る
の

で
す
が
、
帰
っ
て
き
て
か
ら
ど
っ
と
疲
れ
が
出
た
と
お

聞
き
し
ま
す
。
お
友
だ
ち
の
前
で
は
元
気
な
顔
を
見
せ

な
い
と
失
礼
に
あ
た
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
本
当
に
疲

れ
た
と
い
う
方
は
何
人
も
い
ま
す
。
こ
れ
も
「
寄
り
添

う
」
と
い
う
こ
と
に
は
違
い
は
な
い
の
で
す
が
、
な
か

な
か
本
当
に
寄
り
添
う
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で

す
ね
。

　

で
は
、
し
な
く
て
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
儀
式
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
粛
々
と
、
と

な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
長
い
伝
統
の
中
で
受
け
継
が
れ

た
こ
と
を
し
っ
か
り
行
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ち
ゃ

ん
と
一
緒
に
正
信
偈
を
お
勤
め
し
、
一
般
的
な
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
仏
教
が
死
や
別
れ
と
い
う

こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
伝

え
る
。
そ
う
や
っ
て
「
場
と
時
間
」
を
共
に
過
ご
す
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

寄
り
添
う
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の

場
と
時
間
を
自
分
に
と
っ
て
も
大
切
な
機
縁
と
し
て
い

こ
う
と
い
う
こ
と
が
、
臨
終
か
ら
始
ま
っ
て
、
枕
勤
め
、

納
棺
と
ず
っ
と
時
間
を
共
に
過
ご
す
こ
と
の
中
身
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
ど
こ
で
終
わ
る
の
か
、

四
十
九
日
な
の
か
百
箇
日
な
の
か
一
周
忌
な
の
か
三
回

忌
な
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
正

信
偈
を
お
勤
め
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ

と
の
繰
り
返
し
し
か
で
き
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
の
言
葉
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
言

葉
を
尽
く
し
て
も
寄
り
添
う
こ
と
は
本
当
に
難
し
い
こ
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と
で
す
。
大
切
な
人
を
亡
く
し
た
人
の
前
で
は
何
も
申

し
上
げ
よ
う
が
な
い
の
で
す
。
ど
ん
な
慰
め
の
言
葉
で

あ
っ
て
も
、
人
間
の
言
葉
で
は
無
理
で
す
。
静
か
に
頭

を
下
げ
る
し
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

後
を
継
ぐ
　
　
感
じ
た
恩
恵
の
意
味

　

祖
母
さ
ん
か
ら
、
そ
の
後
を
お
孫
さ
ん
が
お
継
ぎ
に

な
ら
れ
た
と
い
う
お
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ど
こ
で
ど
う
繋
が
っ
て
い
く
か
は
誰
に
も
分
か
り
ま
せ

ん
ね
。
で
も
「
自
分
は
こ
う
い
う
恩
恵
を
い
た
だ
き
ま

し
た
」
と
い
う
も
の
が
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
も

は
っ
き
り
は
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
し
か
し
何
ら
か

の
か
た
ち
で
の
恩
恵
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
方
は
そ

れ
を
感
じ
取
っ
て
、
祖
母
さ
ん
が
大
切
に
し
て
き
た
仏

事
を
引
き
受
け
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味

を
仏
の
願
い
と
し
て
確
か
め
る
場
と
し
て
い
く
こ
と
が

大
事
だ
と
思
い
ま
し
た
。

寺
で
の
葬
儀

　

十
三
組
の
会
場
で
は
、「
お
寺
で
葬
儀
を
」
と
い
う
話

題
も
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
地
域
や
寺
に
よ
っ
て
、

で
き
る
・
で
き
な
い
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
ど
も

の
専
福
寺
で
も
、
三
十
年
以
上
前
か
ら
手
軽
に
寺
で
葬

儀
を
で
き
る
よ
う
な
形
を
作
っ
て
お
り
ま
す
。
二
十
五

人
く
ら
い
し
か
入
れ
な
い
小
さ
な
部
屋
に
野
机
を
置
い

て
や
っ
て
い
ま
す
が
、
今
（
家
族
葬
な
ど
少
人
数
に
は
）

は
か
え
っ
て
そ
れ
が
門
徒
に
は
評
判
が
い
い
で
す
。

　

距
離
が
遠
い
方
も
い
ま
す
の
で
、
ま
っ
た
く
費
用
を

い
た
だ
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
役
員
と
の
話
し

合
い
で
決
ま
り
ま
し
て
、
あ
る
程
度
い
た
だ
い
て
い
ま

す
が
、
し
か
し
ホ
ー
ル
を
借
り
て
祭
壇
を
葬
儀
会
社
に

頼
ん
で
と
な
っ
た
場
合
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
低
い
費

用
で
済
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
リ
ピ
ー
タ
ー

が
多
く
、
お
寺
で
葬
儀
を
さ
れ
る
方
は
結
構
増
え
て
い

ま
す
。
寺
と
し
て
は
大
変
な
面
も
あ
り
ま
す
が
、
費
用

も
門
徒
さ
ん
が
葬
儀
を
選
ぶ
要
素
の
一
つ
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
そ

の
負
担
を
減
ら
す
こ
と
も
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
こ
と

で
す
。

中
陰
壇
の
赤
飯

　

十
三
組
で
は
中
陰
壇
に
赤
飯
を
備
え
る
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
驚
き
ま
し
た
。
大
谷
派
の
儀
式
で
い
え
ば
百

箇
日
か
ら
法
事
で
、
そ
こ
か
ら
蝋
燭
の
色
が
白
か
ら
赤

に
変
わ
り
ま
す
ね
。
赤
飯
と
い
う
の
は
お
祝
い
的
な
意

味
を
感
じ
る
わ
け
で
す
が
、
何
か
を
象
徴
的
に
表
現
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
蓮
如
上
人
は
「
命
日
」
を

「
明
日
」
と
御
文
に
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
も
し
か
す

れ
ば
、「
亡
き
方
を
仏
と
し
て
」
と
い
う
考
え
を
み
な
さ

ん
で
共
有
し
て
き
た
こ
と
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
も

思
い
ま
す
。
大
谷
派
の
、
儀
式
上
で
の
押
さ
え
と
い
う

よ
り
も
、
そ
の
方
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
の
か
と

い
う
こ
と
の
地
域
で
の
一
つ
の
大
切
な
表
現
と
し
て

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
は
大
切
だ
と
思
っ
て
お

聞
き
し
て
い
ま
し
た
。

手
で
遺
骨
を
拾
う

　

私
も
、
火
葬
場
に
行
く
と
、
私
だ
け
は
手
で
遺
骨
を

拾
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
に
は
「
手
で
拾
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
の
で
箸
で
拾
わ
れ
ま
す
が
、

私
は
手
で
拾
っ
て
骨
壺
に
遺
骨
を
入
れ
て
い
ま
す
。
私

も
そ
れ
を
や
り
始
め
て
長
い
の
で
す
が
、
み
ん
な
に
驚

く
と
同
時
に
、
穢
れ
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
、「
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
な
」
と
感
じ
と
っ
て
も
ら
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う
く
ら
い
の
こ
と
に
は
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

儀
式
を
共
有
す
る

　

さ
て
、
先
ほ
ど
儀
式
を
儀
式
と
し
て
し
っ
か
り
行
う

こ
と
だ
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
問
題
は
そ
れ
が
門
徒

と
と
も
に
共
有
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、

そ
こ
が
一
番
問
題
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
も
仏
教
会
で
ご
関
係
が
あ
れ
ば
他
宗
の
住

職
が
亡
く
な
れ
ば
お
葬
式
に
行
か
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
は
仏
教
会
で
の
付
き
合
い
が
薄
く
近
隣

の
お
寺
と
し
か
お
付
き
合
い
が
な
い
の
で
す
が
、
住
職

が
亡
く
な
れ
ば
お
参
り
に
伺
い
ま
す
。
で
も
葬
儀
の
内

容
は
全
く
分
か
ら
な
い
で
す
ね
、
い
ま
何
を
や
っ
て
い

る
の
か
。
こ
ち
ら
も
一
応
坊
さ
ん
な
ん
で
す
け
ど
、
い

ま
何
の
時
間
な
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
あ
あ
、

私
ら
の
儀
式
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
て
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
」
と
思
い
ま
し
た
。
儀
式
は
大
切
な
も
の
で
す

が
、
そ
れ
が
共
有
で
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
昔
で
あ

れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
問
わ
な
か
っ
た
り
、
ま
た
年
寄
り

や
地
域
、
門
徒
同
士
で
伝
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
今
そ
う
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
と
、

儀
式
が
必
要
か
？
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
に
な
っ
て
い
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

私
の
友
人
が
亡
く
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
葬
儀
に
行

き
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
の
葬
儀
は
非
常
に
よ
か
っ
た
で

す
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
配
ら
れ
て
今
日
の
式
次
第
が
書

い
て
あ
り
、
そ
し
て
み
ん
な
で
歌
う
賛
美
歌
が
載
っ
て

い
ま
し
た
。
私
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
の
で
静
か

に
後
ろ
の
方
で
お
参
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
賛
美
歌
を

歌
う
時
間
、
聖
書
を
読
む
時
間
、
そ
れ
か
ら
神
父
さ
ん

な
り
牧
師
さ
ん
の
お
話
を
聞
く
時
間
、
そ
う
い
う
の
が

非
常
に
丁
寧
に
進
ん
で
い
く
の
に
触
れ
て
、「
キ
リ
ス
ト

教
の
葬
儀
、
い
い
な
あ
」
と
感
銘
を
受
け
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
私
は
葬
儀
の
次
第
な
ど
を
あ
る
程
度
記
し

た
も
の
を
配
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
儀
式
自
体
を
変
え

た
方
が
よ
い
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
あ

る
も
の
を
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
っ
て
、
し
っ
か
り
お
伝

え
す
る
と
い
う
こ
と
で
場
と
時
間
を
共
有
す
る
、
そ
れ

が
大
切
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
御
文
」
を
一
緒
に
読
む

　

た
だ
、
お
通
夜
に
つ
い
て
は
次
第
・
順
序
を
変
え
て

行
っ
て
い
ま
す
。
本
来
、
通
夜
は
親
族
な
ど
の
近
し
い

者
だ
け
で
行
い
、
葬
儀
は
近
所
の
人
や
友
人
な
ど
、
外

へ
向
け
て
の
部
分
と
し
て
き
た
面
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
現
状
（
コ
ロ
ナ
感
染
症
以
前
の
場
合
）
は
、
通
夜

の
方
が
会
葬
者
が
多
い
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
ま

す
。（
※
註
）

　

そ
れ
で
私
は
六
時
か
ら
の
お
通
夜
の
場
合
は
、
家
族
・

親
族
だ
け
で
五
時
半
か
ら
通
夜
の
お
勤
め
を
始
め
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
わ
ず
か
で
す
け
ど
そ
の
三
十
分
間

だ
け
は
外
か
ら
の
お
参
り
は
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
て
、

一
緒
に
と
に
か
く
正
信
偈
を
読
み
、
そ
れ
か
ら
御
文
を

先
に
読
ん
で
、
法
話
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
六

時
ち
ょ
っ
と
す
ぎ
る
く
ら
い
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
お
勤
め
（
念
仏
・
和
讃
・
回
向
）
を
再
開

し
て
、
親
族
か
ら
焼
香
し
続
い
て
会
葬
者
の
焼
香
と
な

り
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
一
般
の
人
を
待
た
せ
て
も
十
分

く
ら
い
で
す
。
普
通
の
か
た
ち
で
や
る
と
か
な
り
の
時

間
会
葬
者
を
待
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
。
こ
れ
は
よ

い
の
か
悪
い
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
お
勤
め
も
法
話
に
も
少
し
は
意
識
を
向
け

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
私
な
り
に
変
え
て
き
た
と
こ
ろ

で
す
。
変
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
変
え
る
必
要
が
な

い
こ
と
、
変
え
て
い
っ
て
い
い
こ
と
、
変
え
な
き
ゃ
い

け
な
い
こ
と
、
様
々
に
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
試
行
錯
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誤
で
す
。

　

ま
た
東
京
の
場
合
は
「
白
骨
の
御
文
」
が
通
夜
か
ら

読
ま
れ
ま
す
。
私
は
耳
か
ら
入
れ
る
と
と
も
に
、
声
を

出
だ
す
こ
と
が
大
き
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
御
文
は

正
式
に
は
拝
聴
す
る
わ
け
で
す
が
、
私
は
全
員
に
声
を

出
し
て
読
ん
で
も
ら
い
ま
す
。
通
夜
で
読
ん
で
、
還
骨

で
読
ん
で
、
お
内
仏
に
伺
っ
た
時
に
読
ん
で
、
四
十
九

日
に
読
ん
で
。
四
回
読
む
と
大
体
リ
ズ
ム
は
分
か
り
ま

す
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
み
ん
な
声
に
出
し
ま
す
。
そ
う
い

う
か
た
ち
で
身
に
入
れ
な
い
と
、
東
京
な
ど
は
蓮
如
さ

ん
に
非
常
に
縁
が
浅
い
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
本
来

の
儀
式
と
は
違
い
ま
す
が
、
節
を
付
け
て
み
ん
な
で
読

ん
で
い
ま
す
。

 

（
※
註
） 

　

東
京
で
は
通
夜
で
会
葬
者
が
席
に
つ
い
て
通
夜
の
勤
め

に
会
う
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
会
葬
者
は
焼
香
し
、
飲
食

の
接
待
を
す
る
の
が
一
般
的
。

意
味
の
な
い
こ
と
は
一
切
な
い

　

新
聞
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
私
は
「
本
願
力
に
あ
い

ぬ
れ
ば
」
の
和
讃
を
通
夜
で
も
使
い
、
葬
儀
で
も
使
い

ま
す
。
そ
し
て
一
周
忌
に
そ
れ
を
使
っ
た
意
味
を
お
話

し
ま
す
。
や
は
り
「
空
し
く
過
ぎ
た
く
な
い
」「
亡
き
方

の
人
生
が
ど
の
よ
う
な
人
生
で
あ
っ
て
も
空
し
い
と
い

う
こ
と
は
一
切
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
言
っ

て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
言

え
て
い
る
の
か
は
私
の
課
題
と
し
て
あ
り
ま
す
が
、
し

か
し
、
こ
れ
は
教
え
で
す
。

　

本
願
は
仏
さ
ま
の
願
い
、
誓
い
で
す
が
、
人
間
の
願

い
と
は
質
が
違
う
。
人
間
の
願
い
（
欲
）
は
自
分
の
思

い
通
り
に
な
る
こ
と
、
自
分
の
思
い
と
は
裏
腹
な
こ
と

に
は
出
会
わ
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
人
間
の
基
本
的
な
願

い
（
欲
）
で
す
。
し
か
し
、
現
実
に
は
自
分
の
思
い
と

は
裏
腹
な
こ
と
を
抱
え
て
い
く
、
そ
れ
が
老
病
死
で
あ

り
愛
別
離
苦
、
四
苦
八
苦
で
す
。
そ
れ
で
も
な
お
か
つ

そ
の
方
が
生
き
ら
れ
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
、

そ
し
て
遺
っ
た
私
た
ち
の
涙
、
別
れ
の
涙
に
も
大
き
な

意
味
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
私
た
ち
も
近
し
い
人
を
失
っ

て
い
く
中
で
、
ま
た
多
く
の
仲
間
、
友
人
、
先
輩
、
様
々

な
方
の
死
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
の
「
意
味
の
な
い
こ
と

は
一
切
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で

受
け
止
め
、
表
現
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
た

ち
に
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
新
聞
（
東
京
新
聞
・
中
日
新
聞
）
で
は

「
紙
の
裏
表
」
と
い
う
か
た
ち
で
書
き
ま
し
た
が
、
表
の

面
を
日
常
の
私
た
ち
は
磨
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

少
し
で
も
健
康
に
、
少
し
で
も
若
く
、
少
し
で
も
長
生

き
を
と
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
磨
い
た
っ
て
裏
が
取
れ

な
い
。
紙
一
枚
全
部
が
私
た
ち
の
一
生
で
す
。

　

お
子
さ
ん
か
ら
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
も
必
ず
死

ぬ
ん
だ
っ
た
ら
生
ま
れ
た
意
味
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と

問
い
が
出
さ
れ
た
と
い
う
文
章
も
時
折
目
に
し
ま
す
が
、

残
念
な
が
ら
、
自
分
の
思
い
と
は
裏
腹
な
こ
と
を
抱
え

て
い
く
の
が
人
生
、
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
誕
生
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
時
に
、「
私
た
ち
は
悲
し
い
こ
と
に

命
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
と
別

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
に
生
を
受
け

あ
な
た
に
会
え
て
よ
か
っ
た
」
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な

眼
を
門
徒
さ
ん
に
伝
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
生
き
て
い
る
私
自
身
が
、

そ
う
言
え
る
か
ど
う
か
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
今
の

私
た
ち
の
方
に
問
い
か
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
を

少
し
で
も
お
伝
え
で
き
る
場
と
な
る
か
が
、
葬
儀
の
場

に
願
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

 

（
了
）
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死
を
共
に
考
え
る
場
と
時
間

Ａ　
あ
る
門
徒
さ
ん
か
ら
四
十
九
日
の
お
勤
め
を
す
る

た
め
に
息
子
に
相
談
を
し
た
ら
、「
別
に
納
骨
を
す
る
だ

け
だ
か
ら
儀
式
め
い
た
も
の
は
必
要
な
い
。
親
戚
同
士

で
続
け
て
い
く
の
も
お
互
い
に
迷
惑
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
葬
式
を
し
た
か
ら
こ
れ
以
上
は
必
要
な
い
」
と
い

う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
も
「
ご
縁
の
あ
っ

た
方
の
死
を
と
お
し
て
人
生
の
節
目
を
共
有
し
法
事
が

勤
ま
っ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
を
息
子
さ
ん
に
言
わ
れ

た
の
で
す
が
、「
葬
式
が
勤
ま
っ
た
の
に
ほ
か
に
死
を
考

え
る
場
を
共
有
し
て
い
く
必
要
は
あ
る
の
か
」
と
反
論

さ
れ
返
答
で
き
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
皆
さ
ん
こ
の
よ

う
な
こ
と
言
わ
れ
た
こ
と
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ｂ　
講
師
は
、
葬
儀
の
中
で
の
み
悲
し
み
に
出
会
う
わ

け
で
は
な
く
、
長
い
時
間
を
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
に
向
き

合
う
タ
イ
ミ
ン
グ
が
あ
る
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
僧
侶
側

が
伝
え
よ
う
と
す
る
教
え
の
言
葉
と
そ
れ
を
受
け
止
め

「なぜ、葬儀をするのか」
二階堂先生の講義を受けて

～ 如大地編集委員の座談会  ～

る
側
の
認
識
や
タ
イ
ミ
ン
グ
の
差
異
が
あ
る
か
と
思
い

ま
す
。

Ｃ　
今
の
発
言
で
、
遺
族
の
方
々
が
僧
侶
の
側
に
何
を

求
め
て
い
る
の
か
が
気
に
な
り
ま
す
。
遺
族
の
方
々
は

そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
感
情
を
持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
に
応
え
て
い
く
の
も
難
し
い
で
す
ね
。

寄
り
添
う
と
い
う
こ
と

Ａ　
身
近
な
方
の
死
に
は
寄
り
添
え
る
が
、
そ
う
で
な

い
方
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
講
師
も
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
私
も
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
が
多

い
門
徒
さ
ん
の
お
通
夜
は
仏
教
の
お
話
以
外
に
、
故
人

と
の
思
い
出
の
一
面
を
話
す
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。

Ｂ　
講
義
の
中
に
あ
っ
た
、
僧
侶
か
ら
見
た
葬
儀
の
あ

り
方
は
一
人
称
（
自
分
自
身
）、
二
人
称
（
家
族
や
親
し

い
人
）、
三
人
称
（
生
前
あ
ま
り
関
わ
り
の
な
い
人
）
と

い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
私
の
と
こ
ろ
で
多
い
の
は
三
人

　

 　

先
日
、
開
催
さ
れ
た
「
社
会
問
題
研
修
会
」
の
講
義
（
二
頁
～
十
四
頁
掲
載
）
を
受
け
て
、

　

 

あ
ら
た
め
て
、
編
集
委
員
で
「
な
ぜ
、
葬
儀
を
す
る
の
か
」
に
つ
い
て
座
談
を
し
ま
し
た
。
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称
で
す
ね
。
遠
方
で
あ
っ
た
り
、
ご
縁
を
重
ね
る
こ
と

が
少
な
か
っ
た
方
に
親
し
い
思
い
を
語
る
こ
と
は
難
し

い
で
す
ね
。
日
頃
の
月
参
り
な
ど
の
関
係
が
希
薄
に

な
っ
て
い
く
と
、
な
か
な
か
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
も
無

く
な
り
、
ど
ん
ど
ん
三
人
称
の
葬
儀
に
な
っ
て
い
く
こ

と
は
、
さ
み
し
い
で
す
ね
。

Ａ　
講
義
の
中
で
も
田
舎
の
葬
儀
の
お
手
伝
い
に
参
加

し
て
、
へ
と
へ
と
に
な
っ
た
女
性
の
お
話
が
あ
り
ま
し

た
ね
。
地
域
の
方
々
の
尽
力
に
よ
っ
て
一
生
懸
命
に
見

送
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
何
か
を
感
じ
取
っ
て
い

く
。
し
か
し
、
実
際
に
は
地
域
の
風
習
で
続
い
て
き
た

一
体
感
を
家
族
間
で
も
残
す
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
て

い
る
。
お
寺
さ
ん
に
「
あ
と
は
頼
ん
だ
よ
」
と
託
し
て

い
る
方
も
多
い
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ｃ　
「
あ
と
は
頼
ん
だ
よ
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

葬
儀
も
、
家
の
仏
教
の
こ
と
も
教
え
て
や
っ
て
く
れ
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
ね
。

Ｅ　
私
は
仏
教
の
こ
と
や
真
宗
の
教
え
を
求
め
ら
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
と
あ
ま
り
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
私
た
ち
僧
侶
の
責
任
に
も
よ
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、

実
際
に
お
寺
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
求
め
に
応
じ
て

葬
式
や
法
事
を
執
行
し
て
く
れ
る
こ
と
の
み
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
葬
儀
が
そ
の
人

た
ち
と
関
わ
っ
て
い
く
き
っ
か
け
だ
と
思
っ
て
い
ま
す

が
本
当
に
意
味
が
あ
る
の
か
と
不
安
に
な
り
ま
す
ね
。

だ
か
ら
教
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
緒
に
話
し

合
っ
て
問
う
て
い
く
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
い
い
な
と

思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
こ

と
が
出
て
く
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
の
葬
儀
に
は
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
が
な
い
と
い
う
意
見
も
過
去
の
『
同
朋

新
聞
』
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
僧
侶
が
遺
族
の
思
い

を
汲
ん
で
い
く
だ
け
の
葬
儀
と
な
る
の
も
お
か
し
い
の

で
は
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
の
教
え
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
の
は
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
な
と
い
つ
も
感
じ
て
い
ま
す
。

Ｆ　
私
も
そ
の
こ
と
に
同
感
で
す
。
こ
ち
ら
が
伝
え
た

い
こ
と
と
、
門
徒
さ
ん
が
こ
ち
ら
に
望
む
こ
と
を
す
り

合
わ
せ
て
い
く
姿
が
必
要
な
の
か
な
と
感
じ
ま
す
。

Ｅ　
寄
り
添
う
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
言
い
が
ち
で
す

ね
。
講
師
も
「
寄
り
添
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
言
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
寄
り
添
う
気
持
ち
は
大
切
だ
が
、
寄

り
添
え
る
と
思
う
の
は
傲
慢
に
な
る
気
が
し
ま
す
。（
僧

侶
側
が
）
自
己
満
足
な
寄
り
添
い
に
な
っ
て
い
な
い
か

と
自
分
に
問
い
続
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

真
宗
門
徒
の
葬
儀

Ｂ　
講
義
の
後
の
座
談
会
で
、
儀
式
の
執
行
と
い
う
こ

と
に
僧
侶
と
門
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
目
線
が
あ
る
と
い
う
こ

と
が
出
ま
し
た
。
僧
侶
の
目
線
で
は
死
と
い
う
い
の
ち

の
姿
を
と
お
し
て
お
念
仏
の
教
え
を
聞
い
て
い
く
大
切

な
ご
縁
を
、
門
徒
さ
ん
の
目
線
で
は
、
僧
侶
に
亡
き
人

と
の
お
別
れ
の
儀
式
を
粛
々
と
執
行
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
同
じ
場
と
時
間
を
共
有

し
て
い
て
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
伝
わ
っ
て
い
っ
て

な
い
と
い
う
先
ほ
ど
の
意
見
に
同
感
で
す
。
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Ｆ　
講
義
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
浄
土
真
宗
の
教

え
を
大
切
に
し
た
い
と
思
う
人
が
い
る
か
ら
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
の
葬
儀
を
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
思
っ
て

い
な
い
方
々
に
対
し
て
仏
事
の
葬
儀
を
し
て
も
成
り
立

た
な
い
と
思
い
ま
す
。
真
宗
の
仏
事
と
し
て
の
葬
儀
は

御
同
朋
・
御
同
行
と
い
う
関
係
性
が
あ
れ
ば
こ
そ
成
立

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
今
の
門
徒
さ
ん
に
は
そ
れ
が
足

り
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
僧
侶
側
に
問
題
が
あ
り
、

真
宗
の
教
え
を
説
こ
う
と
す
る
と
嫌
が
ら
れ
る
。
今
、

あ
る
関
係
性
が
壊
れ
て
し
ま
う
の
が
怖
い
か
ら
、
教
え

を
説
い
て
い
な
い
。
教
え
を
聞
い
て
な
い
が
お
寺
を
支

え
る
家
を
門
徒
と
し
て
い
る
だ
け
で
す
。

Ｅ　
そ
れ
は
私
も
よ
く
感
じ
ま
す
。
門
徒
さ
ん
と
は
言

う
が
本
当
に
そ
う
な
の
か
。
真
宗
門
徒
っ
て
言
う
が
本

当
に
真
宗
門
徒
な
の
か
。
そ
れ
は
自
分
自
身
に
対
し
て

も
問
い
か
け
な
ん
で
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
大
切
だ

と
言
う
が
、
そ
の
本
質
が
我
々
僧
侶
の
中
で
も
押
え
ら

れ
て
い
な
い
と
、
い
の
ち
を
問
う
と
い
う
こ
と
ま
で
働

き
か
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い

ま
す
。

か
つ
て
の
葬
儀
、
今
の
葬
儀

Ｇ　
私
が
生
ま
れ
た
地
域
で
は
、
家
で
葬
儀
を
す
る
の

が
当
り
前
で
し
た
。
ホ
ー
ル
で
の
葬
儀
、
家
族
葬
の
増

加
を
寂
し
く
感
じ
ま
す
。
私
は
坊
守
で
葬
儀
に
直
接
携

わ
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
い
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
自

坊
で
葬
儀
を
さ
れ
た
方
が
あ
り
、
す
ご
く
親
し
く
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
以
降
住
職
は
ど
ん
ど
ん
お
寺
で
葬
儀
を

し
て
く
だ
さ
い
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。
お
寺
で
葬

儀
を
す
る
こ
と
で
す
ご
く
繋
が
り
を
感
じ
て
い
ま
す
が
、

皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
は
い
か
が
で
す
か
。

Ｅ　
以
前
、
ホ
ー
ル
が
埋
ま
っ
て
い
て
葬
儀
が
出
来
な

い
状
況
の
方
が
お
ら
れ
た
の
で
、
お
寺
で
葬
儀
を
し
な

い
か
と
提
案
し
ま
し
た
が
断
ら
れ
ま
し
た
。
お
寺
で
葬

儀
を
す
る
と
人
手
が
必
要
だ
。
頼
む
と
迷
惑
が
か
か
る

し
、
断
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
怖
い
の
で
頼
め

な
い
、
だ
か
ら
ホ
ー
ル
で
し
ま
す
と
。
隣
・
近
所
、
地

域
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
も
崩
れ
て
き
て
い
る
の
か

な
と
思
い
ま
し
た
。
準
備
な
ど
大
変
で
す
が
、
そ
れ
に

も
意
味
が
あ
り
大
事
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い

ま
す
。

葬
儀
を
と
お
し
て
伝
え
る
も
の

Ｈ　
講
師
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
葬
儀
の
丁
寧
さ
に
感
銘

を
受
け
た
と
話
さ
れ
ま
し
た
ね
。
参
列
者
の
方
々
に
式

次
第
の
説
明
等
も
さ
れ
、
時
間
と
場
を
共
有
す
る
た
め

の
工
夫
が
見
て
と
れ
た
と
。
講
師
は
儀
式
を
変
え
た
ら

駄
目
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
変
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は

変
え
て
い
ま
す
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
す
ね
。

Ｃ　
講
師
は
、
葬
儀
屋
さ
ん
に
し
っ
か
り
と
こ
ち
ら
側

の
要
望
を
お
伝
え
し
て
い
る
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。
葬
儀
屋
さ
ん
は
時
間
の
配
分
等
も
決
め
た
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
ち
ら
側

が
き
ち
ん
と
し
た
仏
事
で
あ
る
こ
と
を
業
者
さ
ん
に
も

伝
え
て
い
く
の
は
大
切
で
す
よ
ね
。
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Ｆ　
私
の
地
域
で
は
葬
儀
が
終
わ
り
に
出
棺
・
火
葬
を

す
る
前
に
初
七
日
法
要
を
す
る
風
習
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
私
は
や
め
ま
し
た
。
本
来
は
火
葬
が
終
わ
っ
て

お
骨
に
な
っ
て
、
初
七
日
の
期
間
を
経
過
し
て
か
ら
執

行
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ご
門
徒
の
皆
さ
ん
か

ら
も
疑
問
の
声
は
出
て
お
り
、
た
ま
に
心
が
折
れ
そ
う

に
な
り
ま
す
よ
。

Ｇ　
本
来
な
ら
お
か
し
い
こ
と
な
ん
で
す
が
、
続
い
て

き
た
こ
と
に
単
に
お
寺
も
乗
っ
か
っ
て
い
る
実
情
が
あ

る
ん
で
す
ね
。

Ｈ　
葬
儀
に
は
地
域
性
が
多
く
反
映
さ
れ
て
き
た
の
も

事
実
で
し
ょ
う
。
一
方
儀
式
の
形
を
変
え
る
と
い
っ
て

も
簡
略
化
し
て
楽
な
方
に
流
れ
て
い
く
こ
と
で
大
切
な

教
え
を
な
く
し
て
し
ま
う
の
は
駄
目
で
す
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
続
い
て
く
こ
と
で
儀
式
の
形
骸
化
が
進
ん
で

い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
と
め

　
「
な
ぜ
葬
儀
を
す
る
の
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
実
際

の
我
々
の
姿
勢
が
問
わ
れ
て
い
く
内
容
へ
と
展
開
し
て

い
っ
た
座
談
で
し
た
。
相
手
の
中
に
今
ま
で
に
無
か
っ

た
考
え
方
を
求
め
て
い
く
在
り
方
は
、
お
互
い
に
慣
れ

る
ま
で
違
和
感
を
感
じ
る
の
は
仕
方
な
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
講
義
の
中
で
は
葬
儀
が
告
別
式
に
な
っ
て
き

て
い
る
が
、
情
だ
け
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

話
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
の
は

葬
儀
の
場
だ
け
で
な
く
様
々
な
場
で
、
語
り
合
え
る
関

係
性
を
築
い
て
い
け
る
か
と
い
う
課
題
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
か
つ
て
の
葬
儀
は
地
域
や
親
戚

の
方
々
、
多
く
の
ご
縁
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
時
代
の
推
移
と
共
に
葬
儀
に
携
わ
る
ご
縁
や
手
伝

い
が
僧
侶
側
も
遺
族
の
方
々
も
少
な
く
な
り
、
こ
れ
ま

で
あ
っ
た
死
と
向
き
合
う
感
覚
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
座
談
だ
け
で
答
え
が
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
問
い
続
け
て
い
く
こ
と
が
我
々
に
は
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
何

も
残
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。
僧
侶
側
の
思
い
が
伝
わ
り
に

く
く
て
も
丁
寧
に
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を

再
認
識
し
て
い
く
場
と
な
り
ま
し
た
。
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【
二
〇
二
二
年
三
月
九
日
】

帰
敬
式
学
習
会

会
場
　
富
山
別
院
本
堂
・
富
山
東
別
院
会
館

　

教
区
の
帰
敬
式
実
践
運
動
推
進
計
画
の
一
環
と
し

て
、
講
師
に
髙た

か

桒く
わ

敬た
か

和か
ず

氏
（
金
沢
教
務
所
長
）
に
ご
出

向
い
た
だ
き
、「
帰
敬
式
学
習
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

学
習
会
は
二
部
構
成
で
、
第
一
部
で
は
帰
敬
式
の
歴

史
や
願
い
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
第
二
部
で
は
模
擬

帰
敬
式
を
行
っ
て
、
自
坊
で
帰
敬
式
を
執
行
す
る
際
の

要
点
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

帰
敬
式
実
践
運
動
に
つ
い
て
は
教
区
内
の
僧
侶
や
門

徒
の
関
心
も
高
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対

策
の
為
に
定
め
た
会
場
の
人
数
制
限
い
っ
ぱ
い
の
参
加

者
が
、
熱
心
に
受
講
し
て
い
ま
し
た
。

第
一
部
　
前
半
「
講
義
」

 

（
講
義
の
要
旨
）

　

明
治
九
年
の
「
宗し
ゅ
う

規き

綱こ
う

領り
ょ
う

」
で
初
め
て
帰
敬
式
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
は
剃て

い

髪は
つ

式し
き

や
剃て
い

度ど

式し
き

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

　

か
つ
て
明
治
政
府
は
神
道
国
教
化
政
策
を
推
し
進
め

て
い
く
中
に
お
い
て
廃
仏
毀
釈
を
行
い
ま
し
た
。
明
治

五
年
に
は
宗
教
統
制
に
よ
る
国
民
教
化
を
目
的
に
教
部

省
が
設
置
さ
れ
、
寺
院
・
神
社
を
管
理
し
ま
し
た
。
僧

侶
・
神
職
等
は
教
導
職
を
任
ぜ
ら
れ
、「
三
条
教
則
」

（
敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ベ
キ
事
・
天
理
神
明
ヲ
明
ニ
ス

ベ
キ
事
・
皇
上
ヲ
奉
戴
シ
朝
旨
ヲ
遵
守
ス
ベ
キ
事
）
を

広
め
る
役
割
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

三
条
教
則
に
よ
り
大
教
宣
布
を
任
ぜ
ら
れ
た
仏
教
各

宗
は
合
同
で
大
教
院
を
設
立
し
ま
し
た
が
、
本
尊
と
し

て
仏
像
を
安
置
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
仏
教
教
義
を

宣
伝
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
、
国
民
に
尊
皇
愛
国
思
想

の
教
化
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
国
の
政
策
に
反
発
し
、
明
治
八
年
、
真

宗
四
派
（
東
西
本
願
寺
派
・
高
田
派
・
木
辺
派
）
は
大

教
院
を
離
脱
し
、
教
部
省
の
宗
規
制
定
通
達
に
対
し
て

提
出
し
た
の
が
「
宗
規
綱
領
」
で
す
。

　

な
ぜ
帰
敬
式
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
宗

規
綱
領
」
に
は
、「
帰
敬
ノ
誠
ヲ
表
ス
ル
」
の
だ
と
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
帰
敬
式
を
行
う
際
は
、「
改が

い

悔け

文も
ん

」
を
唱

え
、「
観
彼
如
来
本
願
力
ノ
文
」
を
唱
え
る
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
帰
敬
式
が
示
す
も
の
は
、「
真
宗

門
徒
の
掟
・
生
活
を
取
り
戻
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う

意
味
だ
と
私
は
捉
え
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
帰
敬
式
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い

う
と
、
真
宗
門
徒
の
生
活
を
行
え
と
い
う
こ
と
で
す
。

正
信
偈
に
「
本
願
名
号
正
定
業
」
と
あ
り
ま
す
。
本
願

の
名
号
に
よ
っ
て
私
の
生
活
を
正
し
く
な
し
て
い
き
た

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
名
号
を
い
た
だ
く
こ
と
で

た
っ
た
一
度
の
人
生
を
な
し
と
げ
て
い
き
た
い
、
そ
う
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い
う
生
き
方
を
名
告
る
名
前
を
い
た
だ
く
式
が
帰
敬
式

だ
と
考
え
ま
す
。

　

煩
悩
に
ま
み
れ
た
私
た
ち
に
対
し
て
、
本
願
名
号
が

定
ま
り
、
生
活
と
な
り
、
仏
の
種
と
な
っ
て
い
く
人
生

を
送
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
名
前
が
法
名
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
帰
敬
式
の
意
義
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

第
一
部
　
後
半
「
座
談
」

 

（
座
談
で
出
た
主
な
意
見
）

○
講
義
の
感
想

 

・ 

帰
敬
式
の
歴
史
的
な
背
景
や
位
置
づ
け
が
わ
か
り
よ

か
っ
た
。

 

・
門
徒
と
し
て
は
難
し
い
お
話
だ
っ
た
。

 

・ 

作
法
等
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
来
た
の
で
、

こ
の
後
の
模
擬
帰
敬
式
に
期
待
し
て
い
る
。

○
帰
敬
式
の
意
義

 

・ 

推
進
員
養
成
講
座
を
受
け
た
者
と
し
て
、
ご
縁
を
他

者
に
広
げ
て
い
く
立
場
に
あ
る
の
だ
が
、
実
際
は
身

近
な
方
々
に
も
伝
え
に
く
い
の
が
現
況
。

 

・ 

推
進
員
に
な
っ
て
法
名
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
お
寺

に
行
き
や
す
い
気
持
ち
に
は
な
れ
た
。

 

・ 

帰
敬
式
を
受
式
し
、
聞
法
生
活
の
ス
タ
ー
ト
に
立
つ

と
言
い
な
が
ら
、
実
際
は
法
名
を
受
け
る
こ
と
が
ゴ
ー

ル
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
方
が
多
い
の
で
は
。

 

・ 

人
生
で
感
じ
る
矛
盾
…
幼
い
頃
に
道
徳
を
学
ん
で

も
、
世
の
中
の
損
得
の
感
覚
に
触
れ
て
流
さ
れ
て
い

く
と
信
じ
る
べ
き
も
の
が
分
か
ら
な
く
な
る
こ
と
が

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
自
ら
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
教

え
と
し
て
開
か
れ
て
い
く
の
で
は
。

○
法
名

 

・ 

名
前
に
含
ま
れ
る
文
字
を
扱
っ
た
法
名
を
選
定
し
が

ち
だ
が
、
本
来
は
経
典
の
言
葉
を
用
い
る
べ
き
。

 

・ 

お
通
夜
の
法
話
で
法
名
の
意
味
を
、
四
十
九
日
の
法

話
で
は
そ
の
由
来
の
出
典
等
を
お
話
し
し
て
い
る
。

 

・ 

お
弔
い
の
と
き
に
お
剃
刀
を
す
る
際
に
は
、「
本
来
は

ご
生
前
に
受
け
る
べ
き
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。

第
二
部
　「
模
擬
帰
敬
式
」

 

（
第
二
部
の
流
れ
）

① 　
「
帰
敬
式
執
行
の
手
引
き
―
帰
敬
式
実
践
運
動
の

更
な
る
推
進
に
向
け
て
―
」
を
参
照
し
な
が
ら
、
代

表
者
六
名
が
、
執
行
者
・
掛
役
・
受
式
者
に
扮
し
、

自
坊
に
お
け
る
帰
敬
式
執
行
の
流
れ
を
確
認
し
た
。

※ 

帰
敬
式
部
分
の
み
。
学
習
会
や
本
山
へ
の
手
続
き
等

の
部
分
に
つ
い
て
の
研
修
は
割
愛
。

② 　

模
擬
帰
敬
式
終
了
後
、
講
師
か
ら
気
に
な
っ
た
所

作
等
の
指
摘
及
び
自
坊
で
執
行
す
る
際
の
留
意
点
に

つ
い
て
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

③　

質
疑
応
答 

（
第
二
部
で
確
認
し
た
事
柄
な
ど
）

 

・ 

会
場
の
大
き
さ
や
備
品
等
に
よ
っ
て
『
手
引
き
』
の

よ
う
に
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
『
手
引
き
』

で
は
執
行
者
と
掛
役
で
役
割
分
担
し
て
い
る
が
、
住

職
一
人
で
行
う
場
合
も
多
い
と
思
う
。
実
情
に
合
わ



	 21 富	山　如	大	地　第151号
◆ ◆

�
【
二
〇
二
二
年
四
月
十
九
日
】

映
画
『
一
人
に
な
る
』
を
観
て

会
場
　
富
山
東
別
院
本
堂

　

小
笠
原
医
師
を
描
い
た
こ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

画
上
映
の
呼
び
か
け
に
は
、「
群
れ
る
な
…
み
ん
な
に
な

る
な
…
」
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
さ
ん
、
そ
し
て
そ
の
家
族
に
多
大

な
苦
し
み
を
与
え
、
今
な
お
与
え
続
け
て
い
る
「
強
制

隔
離
政
策
」。
し
か
し
、
こ
の
政
策
で
さ
え
も
「
み
ん
な

に
な
っ
て
群
れ
る
」
時
、
そ
れ
は
ご
く
普
通
の
事
柄
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
強
く

感
じ
ま
し
た
。

　

特
に
、
私
が
国
の
一
員
と
い
う
群
れ
に
す
っ
ぽ
り
入

る
時
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
人
を
見
つ
け
出
し
、
隔
離
し
て

い
く
こ
と
は
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
政
策
に
異
を
唱
え
る
者
を
「
国

賊
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
そ
の
こ
と
が
強
く
表
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

　

で
は
何
故
、
小
笠
原
医
師
は
「
一
人
に
な
る
」
こ
と

が
出
来
た
の
か
？ 

そ
こ
に
「
依
り
処
」
と
い
う
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
宗
教
で
は
当
た

り
前
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
の
言
葉
だ
が
、
あ
な
た
は

何
を
依
り
処
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
れ

て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。第

十
組　

浄
光
寺　

齊
藤  

弘
顕

　

二
〇
一
九
年
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
全
国
交
流
集
会

が
富
山
で
開
催
さ
れ
「
業
」
に
つ
い
て
学
ん
で
き
ま
し

た
。
ハ
ン
セ
ン
病
は
業
病
と
言
わ
れ
、
前
世
の
悪
業
の

報
い
に
よ
っ
て
起
こ
る
病
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実

を
あ
ら
た
め
て
自
分
の
中
で
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
り

せ
て
柔
軟
に
対
応
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

 
・ 
お
剃
刀
前
に
は
法
名
は
掲
げ
な
い
。
お
剃
刀
は
お
通

夜
の
前
に
済
ま
せ
て
お
く
。

 

・ 

定
め
ら
れ
た
手
順
で
手
続
き
を
行
う
。
特
に
法
名
紙

の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
す
る
こ
と
。

 

・ 

一
九
九
六
年
以
降
の
受
式
者
は
本
山
で
デ
ー
タ
管
理

さ
れ
て
お
り
、
法
名
の
照
会
が
可
能
。

 

・ 

生
前
に
院
号
法
名
を
願
う
場
合
、
先
に
帰
敬
式
を
受

式
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
。

 

・ 

会
場
に
来
ら
れ
な
い
受
式
希
望
者
が
い
る
時
、
自
宅

や
病
室
に
赴
い
て
執
行
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
し
た
。　

　

今
回
の
映
画
『
一
人
に
な
る
』
は
、
僧
侶
で
あ
り
医

師
で
あ
っ
た
小
笠
原
登
氏
の
足
跡
を
た
ど
っ
た
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
映
画
。

　

今
日
ま
で
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
が
民
族
浄
化
、
国
民
の

恥
辱
と
い
う
こ
と
で
、
国
策
の
た
め
強
制
隔
離
さ
れ
た

生
活
の
苦
悩
等
の
話
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
が
、
病
を
治

す
医
師
の
視
点
か
ら
の
思
い
を
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

一
人
の
医
師
が
国
を
相
手
に
戦
う
わ
け
で
も
な
く
、

た
だ
、
ひ
た
す
ら
に
患
者
に
向
き
合
い
病
を
治
そ
う
、

一
人
で
も
多
く
療
養
所
に
入
所
さ
せ
な
い
で
お
こ
う
、

と
い
う
患
者
一
人
ひ
と
り
に
寄
り
添
う
一
人
の
人
間
の

姿
が
表
わ
さ
れ
て
い
た
映
画
で
し
た
。

　

― 

群
れ
る
な　

ひ
と
り
に
な
れ　

　
　

 

み
ん
な
に
な
る
な　

ひ
と
り
に
な
れ 

―

　

今
の
自
分
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

第
十
組　

覺
證
寺　

舘  

朋
子
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富
山
教
区
団
体
参
拝�

【
二
〇
二
二
年
六
月
八
日
】

五
箇
山
の
念
仏
を
訪
ね
て

会
場
　
五
箇
山
・
行
徳
寺 

他

　

先
日
、
富
山
教
区
の
団
体
参
拝
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
五
箇
山
の
行
徳
寺
（
赤
尾
道
宗
が
開
基
）
を
訪

ね
ま
し
た
。

　

道
宗
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
資
料
を
い
た
だ
い

て
は
い
ま
し
た
が
、
あ
の
山
深
い
赤
尾
谷
か
ら
三
十
五

キ
ロ
の
道
の
り
を
、
雨
の
日
も
雪
の
日
も
、
月
に
一
度

瑞
泉
寺
ま
で
通
わ
れ
た
道
宗
の
信
心
と
は
何
か
…
…
気

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
生
い
立
ち
に
あ
る
の
だ

と
知
り
ま
し
た
。
四
歳
で
母
と
、
十
三
歳
で
父
と
死
別

し
、
一
人
残
さ
れ
た
道
宗
は
い
つ
も
父
母
の
面
影
を
探

し
な
が
ら
、
苦
悩
の
日
々
だ
っ
た
の
で
は
と
お
聞
き
し

ま
し
た
。
や
が
て
蓮
如
上
人
と
の
機
縁
が
結
ば
れ
て
、

深
く
仏
法
に
寄
り
添
う
道
宗
さ
ん
に
な
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

バ
ス
の
窓
か
ら
両
脇
の
山
々
を
眺
め
、
そ
し
て
道ど

う

宗し
ゅ
う

道み
ち

を
通
っ
て
み
て
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

第
十
一
組　

養
照
寺
門
徒　

久
世　

キ
ヲ

　

富
山
教
区
か
ら
の
案
内
で
先
日
五
箇
山
巡
拝
へ
行
っ

て
き
ま
し
た
。
城
端
生
ま
れ
の
私
は
、
懐
か
し
く
思
い

参
加
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
赤
尾
の
道
宗
の
お
寺
へ
行
き
ま
し
た
。
こ
こ
は

五
十
年
以
上
前
に
来
て
泊
っ
た
よ
う
に
覚
え
て
い
る
だ

け
で
、
あ
と
は
何
も
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
初
め
て
来
た

の
と
同
じ
で
し
た
。

　

住
職
の
御
母
堂
様
か
ら
、
お
寺
の
説
明
を
お
聞
き
し

ま
し
た
。
お
寺
の
歴
史
と
現
状
を
話
さ
れ
そ
の
あ
と
「
信

心
」
の
話
ま
で
さ
れ
ま
し
た
。
我
々
は
お
寺
の
関
係
者

と
知
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、「
信
心
」
ま
で
話
さ
れ

る
方
は
少
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

私
が
育
っ
た
家
の
南
側
に
東
西
の
連
な
る
山
脈
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
雪
解
け
頃
に
一
本
の
道
の
よ
う
な
筋

が
で
き
ま
す
。
そ
の
筋
を
祖
父
た
ち
は
道
宗
さ
ん
が
歩

か
れ
た
道
、
道
宗
道
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
思
い
出
し

ま
す
。
つ
い
で
に
思
い
出
し
た
の
は
昭
和
の
終
わ
り
ご

ろ
、
井
波
の
方
が
そ
の
道
宗
道
を
旧
暦
の
十
二
月
三
十

日
に
歩
こ
う
と
挑
戦
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

　

次
に
、
相
倉
集
落
の
念
仏
道
場
へ
行
き
ま
し
た
。
み

な
さ
ん
一
心
に
道
場
を
守
っ
て
、
世
話
を
し
て
お
ら
れ

ま
す
。
頭
が
下
が
り
ま
す
。

　

最
後
に
城
端
別
院
へ
。
亀
渕
輪
番
は
、
以
前
に
富
山

別
院
に
お
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
か
、
特
に
厚
意

を
も
っ
て
丁
寧
に
案
内
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

自
分
の
意
思
で
こ
の
行
事
に
参
加
し
た
の
で
す
が
、

そ
れ
以
上
に
何
か
に
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
な
巡
拝
の
旅

で
し
た
。

第
九
組　

同
朋
の
会　

坂
田　

求
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編集委員がこれまで読んだ本の中で 、心に残った本を紹介していきます。

書 籍 紹 介

　「死んでいくということを甘んじて受け入
れるということは、何も、命を粗末にして
いいということではなくて、逆に生きてお
るというのは自分の意志で生きているので
はなくて、生かされておるという感謝の気
持ちと表裏一体なんですね。……現地のほ
うがいかばかり豊かである……。人が生き
て、死ぬということの意味を日本人は忘れ
ているんじゃないかという気がするんです
ね。」

　「われわれが考えてきた、進歩だとか、近
代化というのが、本当に幸せに繋がるかど
うかわからないなという感じが、このごろ
してならないんです。」

　「日本の皆さん、それからアメリカの人々
に訴えたいのは、軍事活動でよくなった地
域は一つもなかったということ……。」

（一部抜粋）

　1984年からパキスタンのペルシャワール
に拠点を置き、パキスタンとアフガニスタ
ン両国のハンセン病患者や貧困層、難民、山岳民族などの医療を支援しながら、またアフガニス
タンの水源確保のための灌漑用水路の建設や農地の復帰に力を尽くされた中村哲医師が、NHKの
ラジオ番組のインタビューに答えた内容をまとめた一冊である。本書には、中村氏の現地での生
活、活動を通しての感慨や本音が、優しい口調で率直に丁寧に語られている。
　「医療、経済、教育の格差問題」、「貧困問題」、「難民問題」、「生活支援や復興支援の本質」、「内
戦・紛争・テロの問題」「環境問題」「食糧と水の問題」。今国際社会が抱えている数多くの問題が
顕在化していると言えるアフガニスタン、パキスタンの現実。「善か悪か」「正しいか誤りか」と
いう乱暴なものさしでははかりきれない現地の人々の姿には、親鸞聖人が法難によって流罪にな
り出会っていかれた「ゐなかの人々」の姿が重なって見える。私たちがパキスタンやアフガニス
タンという国に抱いている印象や誤解・偏見を見直しさせられると同時に、私たち日本人や先進
国の独善的な在り方を突きつけられる。そして、なにより「人とは何か？」「善とは？悪とは？」
「生きるとは？」「平和とは？」という問題がその根底にあることを投げかけてくる。
　中村氏の活動には、どこか「御同朋・御同行」に通じる生き方が感じられる。
　近代文明に埋没し、文明の利器の便利さを当たり前として生活し、「いのち」ということ、「生
きる」ということの本質と向き合っていない自分自身の有様。中村氏の言葉は「人が生きる」と
いうことの本当のすがたを、静かに語っているようである。言葉一つひとつが胸に突き刺さる。
　残念ながら、彼は2019年12月にテロ組織に襲撃され73歳で亡くなった。非常に悔やまれるとこ
ろである。
  （第九組　光圓寺　安川　潤）

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」
－中村哲が本当に伝えたかったこと－

中村　哲 著　NHK出版
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お
寺
紹
介

今
回
は
第
十
一
組
稱
永
寺
の
住
職
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

濱
の
御
坊　

北
海
山 

稱 

永 

寺

（
滑
川
市
常
盤
町
）

　

稱
永
寺
に
伝
わ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

初
代
の
蜷
川
新
左
衛
門
政
成
（
浄じ

ょ
う

念ね
ん

）
が

明
応
二
（
一
四
九
三
）
年
、
現
在
の
滑
川

市
大
町
付
近
に
小
城
を
築
い
て
住
ん
だ
こ

と
が
開
基
と
さ
れ
る
。

　

三
代
の
政
基
（
浄じ

ょ
う

尊そ
ん

）
が
慶
長
一
〇

（
一
六
〇
七
）
年
、
寺
号
・
木
仏
本
尊
（
現

在
安
置
の
ご
本
尊
）
を
賜
っ
て
か
ら
後
、

本
願
寺
東
西
分
派
の
折
に
教
如
上
人
側
で

尽
力
し
た
こ
と
に
よ
り
「
濱
の
御
坊
」
と

称
さ
れ
る
よ
う
に
。（
当
時
の
稱
永
寺
は
海

岸
に
近
接
し
て
い
た
た
め
。
そ
の
後
激
し

い
海
岸
浸
蝕
に
よ
り
寺
の
跡
地
は
現
在
海

の
中
で
す
）

　

そ
の
後
加
賀
藩
の
要
請
に
よ
り
武
平
太

町
へ
移
転
し
た
が
、
十
三
代
賢け

ん

了り
ょ
う

の
時
代

に
一
代
で
三
度
の
類
焼
に
遭
い
、
万
延
元

（
一
八
六
〇
）
年
現
在
の
地
、
常
盤
町
へ
。

現
在
の
本
堂
は
十
五
代
静じ

ょ
う

賢け
ん

に
よ
り
明

治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
建
立
さ
れ
ま

し
た
。

寺号額と本堂の欄間彫刻
（三誓偈の四句「我建超世願  必至無上道  斯願不満足  誓不成正覚」）

境内地に句仏上人（東本願寺二十三
代影如上人）の歌碑があります。
十六代の龍

たつ

夫
お

の得度のお祝いにいた
だいた句であるとのこと。
 「稲刈りぬ　三冬を越は　法楽に」
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宗
派
経
常
費

完
　
納
　
御
　
礼
　
　

　

二
〇
二
一
年
度
宗
派
経
常
費
を
御
完
納
い
た
だ
き
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
完
納
寺
院
を
ご
披

露
申
し
上
げ
、
御
礼
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
二
〇
二
一
年
七
月
一
日
～
二
〇
二
二
年
六
月
三
十
日
）　　

第
九
組

　

西茶
屋

光
寺　

光
圓
寺　

西長
沢

光
寺　

中
堂
寺　

寳
林
寺

　

寳
堂
寺　

永
源
寺　

西
圓
寺　

善
通
寺　

禮
行
寺

　

速
成
寺　

本
覺
寺　

護
念
寺　

深
妙
寺　

樂
圓
寺

　

慶
正
寺　

尊
光
寺　

康
樂
寺　

圓
龍
寺　

長
光
寺

第
十
組

　

圓
命
寺　

正犬
島

覺
寺　

覺
證
寺　

聞
成
寺　

蓮
照
寺

　

福
恩
寺　

正見
義

覺
寺　

永
福
寺　

応
声
寺　

淨
行
寺

　

慶
念
寺　

專今
湊

福
寺　

專
琳
寺　

満
念
寺　

永
宗
寺

　

善
久
寺　

長
龍
寺　

極
性
寺　

常
念
寺　

覺
順
寺

　

正
願
寺　

正
源
寺　

善
敎
寺　

善
性
寺　

德
蓮
寺

　

寶
藏
寺　

報
光
寺　

養
願
寺　

本
行
寺　

了
照
寺

　

蓮
光
寺　

專米
田

福
寺　

西
元
寺　

浄
光
寺　

乘
善
寺

　

長
福
寺　

唯
見
寺　

傳
長
寺　

持
專
寺　

念
法
寺

　

誓
願
寺　

真
行
寺　

真
成
寺　

西
源
寺　

照
念
寺

第
十
一
組 

 

　

稱
永
寺　

真
證
寺　

專
廣
寺　

養
照
寺　

專
入
寺

　

廣
際
寺　

本
廣
寺　

敎
正
寺　

西大
浦

光
寺 

光
念
寺

　

善
行
寺　

入
覺
寺　

正
樂
寺　

佛
念
寺 

立
尅
寺

　

圓
照
寺　

竹
願
寺　

光
德
寺　

玉
永
寺 

善
覺
寺

　

正
專
寺　

稱
念
寺　

浄
誓
寺　

光
顕
寺 

圓
満
寺

　

本
敬
寺　

松
林
寺　

願
行
寺　

西
養
寺 

真
敬
寺

　

圓
常
寺　

淨
信
寺　

無
量
寺　

淨
惠
寺 

等
通
寺

　

光
明
寺　

正
恩
寺　

常
念
寺　

照
光
寺 

願
成
寺

　

祐
教
寺　

岩
隆
寺

第
十
二
組 

 

　

託
法
寺　

神
久
寺　

圓
覺
寺　

常
念
寺　

長
圓
寺

　

常
德
寺　

圓
乘
寺　

光
曉
寺　

勝
樂
寺　

等
覺
寺

　

唯
信
寺　

榮
明
寺　

安
成
寺　

照
善
寺　

佛
教
寺

　

敬
恩
寺　

專
正
寺　

眞
宗
寺　

相
順
寺　

大
德
寺

　

常
願
寺　

得
性
寺　

勝
福
寺　

則
善
寺　

佛
現
寺

　

願
宗
寺　

正
信
寺　

光
德
寺　

得
念
寺　

西
照
寺

　

長
樹
寺　

願
樂
寺　

明
喜
寺　

淨
永
寺　

本
傳
寺

　

辻
德
法
寺　

明
源
寺　

心
行
寺　

長
安
寺　

善
念
寺

　

長
寳
寺　

願
蓮
寺　

願
生
寺

第
十
三
組

　

樹
德
寺　

養
照
寺　

明
願
寺　

專
德
寺　

淨
慶
寺

　

持
專
寺　

圓
林
寺　

光
誓
寺　

明
榮
寺　

雲
龍
寺

　

善
龍
寺　

光
泉
寺　

念
興
寺　

興
行
寺　

西
養
寺

　

養
現
寺　

本
龍
寺　

願
龍
寺　

龍
照
寺　

長
願
寺

　

大
安
寺　

明
誓
寺　

常
光
寺　

勝
蓮
寺　

蓮
通
寺

　

善
念
寺　

常
泉
寺　

善
久
寺　

正
覺
寺　

明
光
寺

　

真
浄
寺　

真
友
寺　

光
榮
寺　

榮
顔
寺　

西
順
寺

　

光
照
寺　

改
観
寺
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住
　
職
　
就
　
任
　
　

（
二
〇
二
二
年
一
月
一
日
～
二
〇
二
二
年
六
月
三
十
日
）　　

二
〇
二
二
年
二
月
二
十
八
日

　

第  

十  
組 
報 

光 

寺　
　

入　

部　

晃　

純

二
〇
二
二
年
四
月
二
十
八
日

　

第  

十  

組 

專 
福 
寺　
　

今　

湊　
　
　

晃

二
〇
二
二
年
四
月
二
十
八
日

　

第 

十
一 

組 

佛 

念 

寺　
　

神　

凉　

崇　

昭

　

第 

十
二 

組 

願 

樂 

寺　
　

永　

井　

誠　

了

教
　
師
　
補
　
任
　
　

（
二
〇
二
二
年
七
月
一
日
～
二
〇
二
二
年
六
月
三
十
日
）　　

二
〇
二
二
年
一
月
十
七
日

　

第  

九  

組 

深 

妙 

寺　
　

田　

辺　

朋　

耶

二
〇
二
二
年
三
月
二
十
五
日

　

第  

十  

組 

浄 

光 

寺　
　

川　

原　
　
　

稔

　

第 

十
一 

組 

淨 

德 

寺　
　

佐　

　々

阿
都
姫

教
　
化
　
日
　
誌
　
　

（
二
〇
二
二
年
一
月
一
日
～
二
〇
二
二
年
六
月
三
十
日
）　　

 

1
月

１
日 

初
参
り
・
初
鐘
の
集
い　

12
日 

『
如
大
地
』
編
集
会
議

15
日 

ご
命
日
の
つ
ど
い
【
北
島 

昭
彦
】

17
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会

20
日 

あ
い
あ
う
会

25
日 

第
九
組
組
会

27
日 

第
十
組
組
会

28
日 

第
十
一
組
組
会

 

2
月

１
日 

第
十
一
組
組
門
徒
会

2
日 

第
十
二
組
組
会

3
日 

『
如
大
地
』
編
集
会
議

4
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
社
会
教
化
小
委
員
会
」

8
日 

第
十
三
組
組
会

9
日 

第
十
二
組
組
門
徒
会
［
中
止
］

10
日 

新
宗
教
に
関
す
る
研
修
会
実
行
委
員
会 

15
日 

御
命
日
の
つ
ど
い 【
桃
井 

量
純
】

16
日 
第
十
三
組
組
門
徒
会

21
日 
解
放
運
動
推
進
協
議
会

 

3
月

2
日 

秋
安
居
事
前
学
習
会
①

3
日 

教
区
坊
守
聞
法
講
座
［
中
止
］

6
日 

青
少
年
の
つ
ど
い
［
中
止
］

8
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
社
会
教
化
小
委
員
会
」

9
日 

帰
敬
式
学
習
会
【
高
桒 

敬
和
】

10
日 

秋
安
居
事
前
学
習
会
②

11
日 

東
日
本
大
震
災
「
わ
す
れ
な
の
鐘
・
追
弔
法
要
」

15
日 

収
骨
奉
仕
団
（
～　

日
） ［
中
止
］

 

御
命
日
の
つ
ど
い
【
大
伴 

慎
介
】・
奉
仕
研
修

16

17
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
門
徒
研
修
小
委
員
会
」

18
日 

秋
安
居
事
前
学
習
会
③

20
日 

富
山
別
院
彼
岸
会 【
渡
邉 

智
子
】

21
日 

　
　
　

〃　
　

 　
【
土
肥 

人
史
】

22
日 

　
　
　

〃　

 　
　
【
斎
藤　

 

研
】

23
日 

秋
安
居
事
前
学
習
会
④

 

得
度
必
須
事
前
研
修
会

24
日 

児
童
教
化
連
盟 

映
画
「
ち
む
ぐ
り
さ
」
上
映
会

25
日 

門
徒
・
寺
族
総
合
研
修
会

30
日 

得
度
必
須
研
修
会
（
～
31
日
）

 

4
月

1
日 

 

真
宗
本
廟
『
春
の
法
要
』（
～
4
日
）
※
ラ
イ
ブ
配
信

4
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
社
会
教
化
小
委
員
会
」

5
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
門
徒
研
修
小
委
員
会
」

7
日 

秋
安
居
事
前
学
習
会
⑤

 
 

富
山
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗

 

八
百
年
慶
讃
事
業
推
進
委
員
会

12
日 

秋
安
居
（
～
13
日
）【
延
塚 

知
道
】

15
日 

御
命
日
の
つ
ど
い　
【
和
田 　

度
】

 

解
放
運
動
推
進
協
議
会

19
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会
公
開
講
座
【
小
松 

裕
子
】

20
日 

『
如
大
地
』
編
集
会
議

28
日 

教
区
坊
守
会
聞
法
講
座
【
水
嶋 　

聡
】

 

5
月

１
日 

五
一
会
（
教
区
内
物
故
住
職
追
恩
法
要
）

9
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
青
少
幼
年
教
化
小
委
員
会
」

11
日 

教
区
坊
守
会
報
恩
講
【
北
島 

昭
彦
】

12
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
社
会
教
化
小
委
員
会
」
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敬
　
　
　
弔

　

ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、

　
　
　
　

 

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
二
〇
二
二
年
一
月
一
日
～
二
〇
二
二
年
六
月
三
十
日
）

 

《 

前
住
職
・
住
職 

》

第
十
三
組　

淨
慶
寺　
前
住
職　

安　

部　

英　

淳

二
〇
二
二
年 

二 

月 

十 

七 

日 

寂

第
十
二
組　

西
照
寺　

住
職　

星　

谷　

多
賀
夫

二
〇
二
二
年 

二 

月
二
十
五
日 

寂

第
十
三
組　

明
光
寺　
前
住
職　

野　

田　

龍　

俊

 

二
〇
二
二
年 

三 

月  

六  

日 

寂

第
十
二
組　

託
法
寺　
前
住
職　

華
藏
閣　

行　

惠

二
〇
二
二
年 

六 

月
二
十
四
日 

寂

 

《 

前
坊
守
・
坊
守 

》

第
十
一
組　

祐
教
寺　
前
坊
守　

佐　

伯　

葉　

子

二
〇
二
二
年 

二 

月
二
十
二
日 
寂

書
籍
の
ご
案
内

昨
年
度
、
新
た
に
左
記
書
籍
を
購
入
い
た
し
ま
し
た
。

既
存
の
書
籍
と
と
も
に
閲
覧
及
び
貸
出
が
出
来
ま
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

種
別

図　
　

書　
　

名

書　

籍
「
教
行
信
証
化
身
度
巻
講
義
」
第
２
巻

改
め
て
経
典
の
「
旃
陀
羅
」
差
別
に
問
う

宗
祖
・
親
鸞
聖
人
を
差
別
の
盾
に
使
う
詭
弁

月
刊
誌
『
住
職
』

勿
忘
の
刻

紙
芝
居

ふ
た
り
の
パ
ン
タ
カ

し
ん
ら
ん
さ
ま
と
白
い
道

あ
み
だ
さ
ま
の
た
ん
こ
ぶ

Ｄ
Ｖ
Ｄ

七
高
僧
も
の
が
た
り

親
鸞
へ
の
道
／
八
太
の
と
も
だ
ち

ア
ニ
メ
で
ふ
れ
る
ほ
と
け
さ
ま
の
こ
こ
ろ

法　

話

Ｃ　

Ｄ

念
仏
申
す
生
活
を

念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗

一
人
の
尊
さ

非
僧
非
俗

濁
世
の
機

15
日 

御
命
日
の
つ
ど
い
【
星
川 　

了
】

17
日 
『
如
大
地
』
編
集
会
議

19
日 

 
富
山
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗

 

八
百
年
慶
讃
事
業
推
進
委
員
会

 

教
区
教
化
委
員
会
「
組
織
拡
充
小
委
員
会
」

20
日 

新
宗
教
研
修
会
【
瓜
生 　

崇
】

23
日 

社
会
問
題
研
修
会
【
二
階
堂 

行
壽
】

30
日 

共
学
研
修
会 

 

6
月

2
日 

教
区
同
朋
総
会
【
中
山 

郁
英
】

4
日 

第
十
三
組
同
朋
大
会
【
木
村 

宣
彰
】

5
日 

第
九
組
同
朋
大
会
【
髙
桒 

敬
和
】

6
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
門
徒
研
修
小
委
員
会
」

7
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会

 

教
区
教
化
委
員
会
「
寺
族
研
修
小
委
員
会
」

8
日 

教
区
団
体
参
拝
［
五
箇
山
］

 

解
放
連
「
総
会
・
部
落
問
題
講
演
会
」【
上
杉 　

聡
】

9
日 

あ
い
あ
う
会

10
日 

合
唱
「
コ
ー
ル
菩
提
樹
」
練
習

11
日 

第
十
二
組
同
朋
大
会
【
瓜
生 　

崇
】

13
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
組
織
拡
充
小
委
員
会
」

15
日 

御
命
日
の
つ
ど
い　
【
辻 　

明
浩
】

 

『
如
大
地
』
編
集
会
議

18
日 

第
十
一
組
同
朋
大
会
【
木
村 

宣
彰
】

21
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
総
会
」

22
日 

第
十
組
同
朋
大
会
【
日
野 

賢
之
】

28
日 
 

富
山
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗

 

八
百
年
慶
讃
事
業
推
進
委
員
会

29
日 

共
学
研
修
会  【
佐
野 

明
弘
】
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編 

集 

後 

記

　

今
年
は
、
す
で
に
六
月
の
時
点
で
気
温
が
三
十
五
度
を
超
え
る
日
が
あ
っ
た
。
メ

デ
ィ
ア
で
も
例
年
よ
り
も
早
く
熱
中
症
の
話
題
が
出
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

七
月
に
入
っ
て
か
ら
は
、
そ
こ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
コ
ロ
ナ
の
感
染
者
が

増
え
て
い
る
と
い
う
報
道
も
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

以
前
と
比
べ
て
明
ら
か
に
人
の
流
れ
が
活
発
に
な
り
、
私
自
身
も
以
前
ま
で
は
不

要
不
急
の
外
出
は
控
え
て
い
た
が
、
最
近
は
温
泉
に
行
っ
た
り
、
外
食
を
し
た
り
と
、

外
に
出
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
感
染
者
数
が
増
え
て
い
る
と
ひ
と
た
び

耳
に
す
る
と
、
気
を
緩
め
す
ぎ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
反
省
す
る
。

　

私
た
ち
は
、
自
分
の
目
で
な
ん
で
も
自
由
に
見
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
が
、

ど
れ
だ
け
近
く
を
見
て
も
自
分
自
身
の
姿
は
見
え
な
い
。
気
の
緩
み
は
そ
の
わ
か
り

や
す
い
例
だ
と
思
う
。
そ
れ
を
と
き
ど
き
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
が
、
日
々
の
お
勤

め
で
も
あ
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
と
の
関
わ
り
も
少
し
ず

つ
増
え
て
き
て
い
る
。
一
方
通
行
の
主
張
で
は
な
く
、
相
手
と
の
「
対
話
」
を
意
識

し
て
話
を
し
た
い
。

　

春
先
ま
で
は
、
気
候
が
よ
く
、
過
ご
し
や
す
い
日
々
だ
っ
た
の
で
、
家
の
片
づ
け

を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
家
族
と
の
衝
突
が
よ
く
発
生
し
て
い
た
。

も
の
の
置
き
場
所
や
、
掃
除
の
や
り
方
、
捨
て
る
か
捨
て
な
い
か
な
ど
、
細
か
い
こ

と
で
言
い
合
い
に
な
る
。
歩
み
寄
り
な
が
ら
片
づ
け
を
し
よ
う
と
考
え
て
も
、
そ
れ

は
結
果
と
し
て
不
本
意
な
結
果
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
衝

突
が
起
こ
る
。
一
段
落
つ
い
て
し
ま
え
ば
反
省
も
で
き
る
が
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
は

な
か
な
か
難
し
い
。

　

さ
て
、『
如
大
地
』
は
今
号
で
百
五
十
一
号
を
迎
え
る
。
前
号
で
委
員
一
同
が
『
如

大
地
』
は
広
報
誌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
度
確
認
し
あ
い
、
そ
れ
を
忘
れ
ず
に
、

時
代
に
合
わ
せ
た
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
に
原
稿
を
寄
稿
い
た
だ
い
た
方
々
、
ご
意
見
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
、

過
去
に
委
員
と
し
て
編
集
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
方
々
な
ど
、
多
く
の
人

た
ち
の
お
か
げ
で
こ
こ
ま
で
続
け
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。

　

来
年
は
教
区
改
編
が
あ
り
、
今
後
の
『
如
大
地
』
の
活
動
を
ど
う
す
る
か
も
決
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
れ
、
ひ
と
り
で
も
多
く
の
読
者
か

ら
望
ま
れ
る
広
報
誌
を
今
後
も
発
行
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
を
胸
に
『
如
大
地
』

の
編
集
に
臨
む
所
存
で
あ
る
。

第
十
二
組　

勝
樂
寺　

藤
田　

徹

寺
　
院
　
解
　
散
　
　

（
二
〇
二
一
年
七
月
一
日
～
二
〇
二
二
年
九
月
三
十
日
）　　

二
〇
二
一
年
十
月
二
十
日

　
　

第  

十  
組　

 

浄 

林 

寺　
　

清
算
結
了
登
記
完
了
（
寺
籍
削
除
）

二
〇
二
一
年
十
月
二
十
五
日

　
　

第 

十
一 

組　

 
浄 
教 

寺　
　

清
算
結
了
登
記
完
了
（
寺
籍
削
除
）

二
〇
二
二
年
二
月
二
十
四
日

　
　

第 

十
三 

組　

 

重 

願 
寺　
　

解
散
登
記
完
了

二
〇
二
二
年
五
月
十
七
日

　
　

第 

十
一 

組　

 

安 

養 

寺　
　

清
算
結
了
登
記
完
了
（
寺
籍
削
除
）

二
〇
二
二
年
六
月
八
日

　
　

第 

十
一 

組　

 

淨 

恵 

寺　
　

清
算
結
了
登
記
完
了
（
寺
籍
削
除
）

二
〇
二
二
年
六
月
十
七
日

　
　

第 

十
三 

組　

 

泉 

照 

寺　
　

清
算
結
了
登
記
完
了
（
寺
籍
削
除
）

二
〇
二
二
年
六
月
二
十
七
日

　
　

第 

十
三 

組　

 

養 

現 

寺　
　

清
算
結
了
登
記
完
了
（
寺
籍
削
除
）

二
〇
二
二
年
六
月
二
十
九
日

　
　

第 

十
一 

組　

 

順 

正 

寺　
　

清
算
結
了
登
記
完
了
（
寺
籍
削
除
）

二
〇
二
二
年
七
月
八
日

　
　

第  

十  

組　

 

安 

正 

寺　
　

解
散
登
記
完
了

二
〇
二
二
年
八
月
二
十
二
日

　
　

第 

十
三 

組　

 

佛 

性 

寺　
　

清
算
結
了
登
記
完
了
（
寺
籍
削
除
）

二
〇
二
二
年
九
月
五
日

　
　

第 

十
一 

組　

 

圓 

寶 

寺　
　

清
算
結
了
登
記
完
了
（
寺
籍
削
除
）


