
	 1 富	山　如	大	地　第147号
◆ ◆

2020年		7 	月	31	日発行

　　発行人　　　　 発行所　富山市総曲輪 2 丁目 8 －29　　 電 話　0 7 6 － 4 2 1 － 9 7 7 0　　ＦＡＸ　0 7 6 － 4 2 1 － 9 7 9 9
　　　長澤 秀豊 　　　　　 真宗大谷派富山教務所 　　　　教区・別院ホームページ　
　　　　　　　　　 編　集　富山教区如大地編集委員会 　　　　　　教務所アドレス　toyama@higashihonganji.or.jp

　 第１４7号 　

　　　　　　【富山教区教化テーマ】
「 なむあみだぶつ」 を訪

たず

ねませんか？

富山東別院

　

寺
離
れ
、
仏
事
の
簡
略
化
と
い
う
流
れ
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
昨
今
、
宗
派
で
は
、
帰
敬
式
受
式
を

契
機
と
し
、
あ
ら
た
め
て
念
仏
申
す
真
宗
門
徒
の
生
活
を
始
め
る
方
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
お

り
ま
す
。

　

富
山
教
区
で
は
、「
帰
敬
式
実
践
運
動
推
進
計
画
」
の
も
と
、
真
宗
本
廟
・
別
院
報
恩
講
・
各
寺
院
で

の
受
式
奨
励
を
す
す
め
る
形
で
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

　

本
誌
で
は
、
今
号
を
「
帰
敬
式
特
集
号
」
と
し
て
、
受
式
奨
励
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
い
、
様
々

な
取
り
組
み
等
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

帰
敬
式
特
集
号

自
ら
仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る

　 
自
ら
法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る

　
　 

自
ら
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
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数
か
月
前
に
、
あ
る
ご
門
徒
の
方
が
法
事
の
打
ち
合
わ
せ
に
夫
婦
で
来
寺
さ
れ
、
そ
の
際
に
法
名
の
依
頼
を
受
け
た
。

野
暮
な
質
問
か
と
も
思
っ
た
が
、
理
由
を
聞
い
た
。「
自
分
た
ち
も
七
十
歳
を
超
え
、
そ
ろ
そ
ろ
法
名
を
持
っ
て
い
な
い
と

恥
ず
か
し
い
歳
に
な
っ
て
き
た
。
親
の
葬
儀
を
勤
め
る
際
、
法
名
軸
と
な
っ
て
既
に
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
す
ご
く

あ
り
が
た
か
っ
た
。
子
供
た
ち
に
負
担
を
か
け
な
い
た
め
に
も
親
の
つ
と
め
と
し
て
や
っ
て
お
か
ね
ば
と
思
い
、
あ
わ
せ

て
お
願
い
し
た
い
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

承
諾
を
し
た
上
で
、
帰
敬
式
を
受
け
る
意
義
に
つ
い
て
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
あ
ま
り
ピ
ン
と
き
て
い
な
い

様
子
。
伝
え
る
私
の
技
量
に
も
問
題
が
あ
る
が
、
最
近
よ
く
耳
に
す
る
「
終
活
」
の
一
環
と
し
て
法
名
を
望
ん
で
お
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
帰
敬
式
に
つ
い
て
話
す
機
会
を
設
け
、
法
要
当
日
に
再
度
、
子
や
孫
・
親
戚
の
前
で
受
式

や
剃
刀
の
意
義
等
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
帰
敬
式
を
行
っ
た
。
神
妙
な
顔
で
頷
い
て
お
ら
れ
る
夫
婦
の
様
子
か
ら
、
時

間
は
多
少
か
か
っ
た
け
れ
ど
、
少
し
理
解
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　

自
坊
の
あ
る
地
域
で
は
、
高
齢
の
方
は
法
名
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
比
較
的
多
く
、
生
前
に
受
式
す
る
か
ら
こ
そ
本

当
の
意
味
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
方
も
ま
だ
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。
し
か
し
、
団
塊
の
世
代
に
な
る
と
、
帰
敬
式
は

も
ち
ろ
ん
、
報
恩
講
や
祠
堂
経
会
、
他
に
も
御
影
様
な
ど
地
域
に
根
づ
く
仏
事
が
、
年
々
伝
わ
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
。

　

帰
敬
式
実
践
運
動
が
慶
讃
法
要
に
向
け
推
進
さ
れ
て
い
く
中
、「
終
活
」
の
一
環
で
は
な
く
、
一
人
で
も
多
く
の
念
仏
申

す
真
宗
門
徒
の
生
活
が
始
め
る
た
め
に
は
、
帰
敬
式
を
受
式
す
る
意
義
を
私
た
ち
が
責
任
を
も
っ
て
伝
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
組
　
光
榮
寺
　
井
口
　
賢
昭

帰
敬
式
実
践
運
動
が
慶
讃
法
要
に
向
け
推
進
さ
れ
て
い
く
中
で
・・・

巻 

頭 

言
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二
〇
一
七
年 

富
山
別
院 

報
恩
講
法
話

　
　 
「

帰
敬
式
法
話 

」

北
海
道
教
区
南
第
三
組
　
法
誓
寺
　
住
職
　
黑く

ろ 

萩は
ぎ

　 

昌ま
さ
み 

氏

　 

　

私
た
ち
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
申
す
、
仏

の
名
を
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
す
で
に
如
来
の

光
明
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
光
明
に

照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
私
の
罪
の
深

さ
と
愚
か
さ
に
深
い
と
こ
ろ
で
思
い
当
た
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

　

私
た
ち
は
、
実
は
本
当
の
自
分
を
知
ら
な
い
ま
ま
生

き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
自
分
の
罪
の
深
さ
と
愚
か
さ

に
無
自
覚
な
ま
ま
生
き
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
平
生
、

他
人
の
前
で
は
言
葉
遣
い
や
行
動
に
気
を
つ
け
て
生
活

し
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
自
分
の
一
番
安
心
で
き
る

場
所
、
我
が
家
に
居
る
時
に
は
無
意
識
の
う
ち
に
本
性

が
表
に
出
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
家
庭
生
活
の
中
で
は
、

私
た
ち
の
わ
が
ま
ま
で
身
勝
手
な
根
性
が
垂
れ
流
さ
れ

て
い
ま
す
。
無
意
識
の
う
ち
に
で
す
か
ら
無
自
覚
な
ん

で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
一
番
迷
惑
を
か
け
て
い
る

家
族
に
対
し
て
ど
う
し
て
も
頭
が
下
が
っ
て
い
か
な
い

ん
で
す
ね
。

　

そ
こ
に
夫
婦
や
親
子
が
中
々
出
会
っ
て
い
け
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、
わ

が
ま
ま
で
身
勝
手
な
我
が
身
の
自
覚
に
立
っ
て
、
そ
の

人
に
頭
が
下
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
私

た
ち
真
宗
門
徒
は
「
頭
が
上
り
よ
う
の
な
い
世
界
を
い

た
だ
く
」
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
「
頭
の
上
り
よ

う
の
な
い
世
界
」
を
、「
自
覚
」
に
お
い
て
私
た
ち
の
上

に
開
い
て
く
れ
る
は
た
ら
き
が
如
来
の
本
願
で
す
。
そ

し
て
、
少
し
ず
つ
我
が
身
の
事
実
に
目
覚
め
て
い
く
こ

と
を
、
如
来
の
お
育
て
に
あ
ず
か
る
と
言
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
深
い
罪
業
を
抱
え
て
生
き
て
き
ま
し
た
。

我
が
子
の
た
め
と
言
い
な
が
ら
実
は
自
分
の
満
足
の
た

め
で
し
た
。
親
の
た
め
妻
の
た
め
夫
の
た
め
と
言
い
な

が
ら
、
親
や
妻
、
夫
を
利
用
し
て
き
ま
し
た
。
罪
深
い

愚
か
な
身
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
が
、
私
た
ち
の
生
活

の
中
に
満
ち
満
ち
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の

こ
と
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
私
た
ち
が
本
当
の
自
分
を

知
る
た
め
の
大
事
な
持
ち
札
な
の
で
す
。
無
駄
な
も
の

は
ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
は
、
た
だ
煩
悩
に
流
さ
れ
て
生
き
て
き
た
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
流
転
の
人
生
に
お
い
て
、

如
来
が
「
本
当
の
自
分
に
気
づ
け
気
づ
け
」
と
私
た
ち

に
呼
び
か
け
仏
道
を
行
じ
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
人
生
そ
の
も
の
が
す
で
に
仏
道

だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
無
駄
な
も
の
は
ひ
と
つ

も
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち
の
過
去
が
そ

の
ま
ま
仏
道
と
し
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
き
ま
す
。

私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
て
き
た
こ
と
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
が
、
私
に
私
の
罪
と
愚
か
さ
、
私
の
身
の
事
実
を

教
え
て
く
れ
る
か
け
が
え
の
な
い
持
ち
札
だ
っ
た
の
で

す
。
こ
の
一
点
に
立
っ
た
ら
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
出

会
っ
て
き
た
こ
と
全
て
を
ま
る
ご
と
い
た
だ
け
る
は
ず

　
こ
の
法
話
録
は
、
二
〇
一
七
年
十
月
七
日
、
富
山
別
院
報
恩
講
期
間
中
、
黑
萩
昌
氏
よ
り
お
話
し

さ
れ
た
も
の
に
加
筆
・
修
正
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
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な
ん
で
す
。

　

今
ま
で
い
ろ
ん
な
こ
と
に
出
会
っ
て
き
た
よ
う
に
、

私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
い
ろ
ん
な
こ
と
に
出
会
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
も
し
か
し

た
ら
、
今
ま
で
以
上
に
辛
い
こ
と
に
出
会
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
も
お
互
い
辛
い
こ
と
に
も
出
会
っ
て
き
ま

し
た
が
、
な
ん
と
か
頑
張
っ
て
生
き
て
こ
れ
ま
し
た
。

何
故
頑
張
れ
た
か
と
い
う
と
、
色
々
な
こ
と
が
な
ん
と

な
く
間
に
合
っ
て
き
た
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
お
い
し
い

も
の
を
食
べ
る
だ
け
で
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
着
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
服
を
買
っ
た
時
に

は
、
ウ
キ
ウ
キ
し
て
外
出
し
た
く
な
っ
た
り
も
し
ま
し

た
。
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
行
け
た

時
は
、
そ
れ
だ
け
で
大
き
な
喜
び
で
し
た
。
不
安
を
ご

ま
か
す
も
の
は
ま
わ
り
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
結

婚
や
子
育
て
も
私
た
ち
に
生
き
る
目
標
を
与
え
て
く
れ

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
事
実
と
し
て
、

お
い
し
い
食
べ
物
も
気
に
入
っ
た
服
も
、
旅
行
も
や
さ

し
い
家
族
も
、
最
後
は
全
て
間
に
合
わ
な
く
な
る
の
で

す
。
年
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と

が
、
実
は
間
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実

が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
時
に
、
私
た
ち
に

と
っ
て
の
ご
ま
か
し
の
き
か
な
い
人
生
が
は
じ
ま
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
無
意
味
な

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
ば
、
も
と
も
と
間

に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
も
の
を
、
間
に
合
わ
な
い

と
気
づ
か
さ
れ
る
そ
の
こ
と
が
、
人
生
を
根
底
か
ら
問

い
直
す
大
事
な
機
縁
と
な
る
か
ら
で
す
。

　

い
ざ
と
な
る
と
人
間
は
弱
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

病
気
に
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
身
体
が
弱
っ
て
く
る
。
そ

し
て
痛
み
と
苦
し
さ
の
中
、
や
は
り
私
た
ち
は
イ
ラ
イ

ラ
し
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
イ
ラ
イ

ラ
は
ど
こ
に
向
か
う
か
と
い
う
と
、
ま
わ
り
に
い
る
身

近
な
人
々
で
し
ょ
う
。
ま
わ
り
に
当
た
っ
て
い
く
ん
で

す
ね
。「
自
分
が
だ
ん
だ
ん
弱
っ
て
い
く
の
に
、
妻
や
友

だ
ち
は
み
ん
な
あ
ん
な
に
元
気
だ
、
な
ぜ
自
分
だ
け
」

と
思
う
ん
で
す
ね
。
病
状
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
愚
痴

と
怒
り
の
根
性
が
自
分
の
中
を
駆
け
回
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。
病
気
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
そ
こ
に
落

ち
た
ら
、
も
う
そ
こ
か
ら
自
力
で
這
い
上
が
る
こ
と
は

不
可
能
で
す
。

　

突
発
性
間
質
性
肺
炎
で
六
十
二
歳
の
若
さ
で
亡
く
な

ら
れ
た
祖そ

父ぶ

江え

文ふ
み

宏ひ
ろ

先
生
も
ま
た
、
苦
し
い
闘
病
生
活

の
中
で
、
ど
こ
に
も
っ
て
い
き
よ
う
も
な
い
ご
自
身
の

怒
り
の
心
を
も
て
あ
ま
し
た
こ
と
が
幾
度
も
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
祖
父
江
先
生
の
詩
集
に

　

文
宏
よ　

お
ま
え
は
な
ん
の
不
足
が
あ
っ
て　

怒
る
の
か　

こ
れ
ほ
ど
に　

ひ
と
び
と
の
愛
に

囲
ま
れ
て
い
な
が
ら　

何
の
不
足
が
あ
る
の
か　

な
ぜ　

怒
る
の
か　

お
前
を
見
捨
て
て
い
る
の

は　

お
前
だ
け
だ

と
い
う
一
編
の
詩
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
祖
父
江
先
生

ご
自
身
の
い
の
ち
の
根
底
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
如
来
の

声
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
如
来
の
声
に
照
ら
さ

れ
て
、
祖
父
江
先
生
に
「
ひ
と
び
と
の
愛
に
囲
ま
れ
て

い
な
が
ら
、
ひ
と
り
怒
っ
て
い
る
」
ご
自
身
の
姿
が
見

え
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
自
覚
と
い
う
の
で
す
。

こ
こ
に
愚
痴
と
怒
り
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
愚
痴

と
怒
り
の
心
を
超
え
て
い
く
唯
一
の
道
が
あ
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

人
は
、
年
を
重
ね
る
と
と
も
に
「
家
族
に
迷
惑
を
か

け
な
い
よ
う
に
命
終
え
て
い
き
た
い
」
と
い
う
気
持
が

切
実
に
な
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
中
々
そ
う

は
い
き
ま
せ
ん
。
死
の
縁
は
無
量
で
す
。
ど
ん
な
死
に
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方
を
す
る
の
か
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
し
選
ぶ
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。
祖
父
江
先
生
も
ま
た
辛
い
闘
病
生
活
の

中
、
ご
自
身
の
怒
り
の
心
に
翻
弄
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
道
を
開
い
て
く
れ
る
の
が

自
覚
で
す
。
自
分
を
知
る
と
い
う
こ
と
、
罪
深
く
愚
か

な
身
の
事
実
を
知
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

　

私
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
一
人
暮
ら
し
に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
施
設
や
病
院
の
ベ
ッ
ド
の
上
で
一
人
で
死

ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ど
う
な
る
か
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ど
ん

な
身
に
な
っ
て
も
、
お
念
仏
が
そ
こ
に
自
覚
の
道
、
自

ら
に
目
覚
め
て
い
く
仏
道
を
開
い
て
く
れ
ま
す
。
お
念

仏
が
あ
れ
ば
そ
こ
は
い
つ
で
も
仏
道
そ
の
も
の
な
の
で

し
ょ
う
。　

そ
の
こ
と
を
宗
祖
は

　
　

念
仏
者
は
、
無む

碍げ

の
一い
ち

道ど
う

な
り

（『
歎
異
抄
』
真
宗
聖
典 

六
二
九
頁
）

と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
「
本
当
の
自
分
を
知
っ
て
ほ
し
い
」
た
だ
そ
れ
だ
け
が

如
来
の
本
願
の
願
い
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
私
が
私

に
目
覚
め
る
た
め
に
、
本
当
の
自
分
を
知
る
た
め
に
は

何
ひ
と
つ
無
駄
な
も
の
は
な
い
の
で
す
。
全
て
が
自
覚

の
材
料
で
す
。
そ
こ
に
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
に
何
か
を

足
す
必
要
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
か
ら
何
か
を
引

く
必
要
も
な
く
そ
の
ま
ま
を
い
た
だ
け
る
身
に
さ
せ
て

も
ら
う
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
何
が
あ
っ
て
も

無
駄
な
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
、
生
き
て
い
け
る
、
そ

う
い
う
身
を
た
ま
わ
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
過
去
の

こ
と
一
切
に
無
駄
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
ど

の
よ
う
な
こ
と
に
遭
っ
た
と
し
て
も
、
私
が
私
を
知
る

た
め
に
は
無
駄
な
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
の
で
す
。

　

人
間
は
、
過
去
を
悔
い
て
未
来
を
案
じ
、
今
生
き
て

い
る
こ
と
の
意
味
を
失
っ
て
い
く
存
在
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
過
去
と
未
来
と
現
在
の
一
切
が
「
自
覚
道
」
と
し

て
深
い
意
義
を
持
っ
て
く
る
教
え
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
こ
そ
私
た
ち
の
本
当
の
救
い
が
あ
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
過
去
と
未
来
と
現
在
、
三
世

が
ま
る
ご
と
救
わ
れ
な
け
れ
ば
本
当
の
救
い
と
は
な
ら

な
い
の
で
す
。「
我
が
人
生
に
悔
い
な
し
」
と
言
い
切
れ

る
智
慧
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
遭
っ
て
も
生
き
て
い

け
る
と
い
う
確
信
、
こ
の
二
つ
が
与
え
ら
れ
て
は
じ
め

て
、
私
た
ち
は
今
を
生
き
て
い
く
力
を
た
ま
わ
っ
て
い

く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
何
が
あ
っ
て
も
、
私
が
生
き
て

い
る
こ
と
の
意
味
を
失
わ
な
い
。
私
が
生
き
て
き
た
こ

と
を
軽
く
見
な
い
。
こ
こ
を
も
ら
う
こ
と
が
我
々
に
と
っ

て
の
本
当
の
救
い
で
す
。

　

仏
法
聴
聞
と
い
う
こ
と
は
、
難
し
い
仏
教
用
語
を
一

生
懸
命
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

の
身
の
事
実
、
私
の
罪
深
さ
と
愚
か
さ
、
自
力
無
効
を

教
え
て
も
ら
う
歩
み
な
の
で
す
。
罪
深
く
な
い
も
の
に
、

無
理
や
り
「
罪
深
い
と
思
え
」
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
我
が
身
の
事
実
を
知
り
な
さ
い
と
い
う
教

え
な
の
で
す
。
私
た
ち
は
自
分
自
身
を
色
々
な
も
の
で

飾
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
仏
法
聴
聞
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
飾
り
が
一
枚
一
枚
は
ぎ
と
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
し
て
全
部
は
ぎ
と
ら
れ
て
最
後
の
最
後
に

残
る
の
が
、

黑萩　昌 氏
北海道教区第３組法誓寺住職。　　 　　　　　
約20年間、本山・同朋会館教導としてもご活躍



	 6富	山　如	大	地　第147号
◆ ◆

　
　

罪ざ
い

悪あ
く

深じ
ん

重じ
ゅ
う

煩ぼ
ん

悩の
う

熾し

盛じ
ょ
うの
衆し
ゅ

生じ
ょ
う 

（『
歎
異
抄
』
真
宗
聖
典 

六
二
六
頁
）

と
い
う
私
の
事
実
な
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
の
「
罪
悪
深

重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
」
を
「
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
」

こ
そ
が
弥
陀
の
本
願
で
す
。

　
「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
立

つ
こ
と
が
で
き
た
時
、
私
た
ち
の
頭
が
下
が
る
。
頭
の

上
げ
よ
う
の
な
い
広
大
無
辺
の
広
い
世
界
に
出
さ
せ
て

も
ら
う
の
で
す
。
夫
に
妻
に
頭
が
下
り
、
我
が
子
、
我

が
親
に
頭
が
下
が
る
。
そ
し
て
一
切
衆
生
、
我
が
人
生

ま
る
ご
と
に
頭
が
下
が
っ
て
い
く
時
を
も
ら
う
の
で
す
。

　

な
ご
り
お
し
く
お
も
え
ど
も
、
娑
婆
の
縁
つ

き
て
、
ち
か
ら
な
く
し
て
お
わ
る
と
き
に
、
か

の
土
へ
は
ま
い
る
べ
き
な
り

（『
歎
異
抄
』
真
宗
聖
典 

六
三
〇
頁
）

こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
ご
信
心
の
世
界
で
す
。
や
は
り
名

残
惜
し
い
ん
で
す
ね
。
真
宗
は
こ
の
人
間
の
弱
さ
や
情

を
否
定
し
ま
せ
ん
。
人
間
の
弱
さ
や
情
を
そ
の
ま
ま
に

し
て
人
生
に
対
す
る
心
か
ら
の
満
足
と
頭
の
下
が
る
世

界
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

も
し
「
自
分
は
こ
の
娑
婆
に
何
の
未
練
も
な
い
、
い

つ
死
ん
で
も
い
い
」
と
言
う
人
が
い
る
と
し
た
ら
、
そ

の
人
は
せ
っ
か
く
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
名
残
惜
し

い
、
別
れ
が
た
い
と
思
う
人
に
一
人
も
出
会
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
事
な
人
と
出

会
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
人
と
の
別
れ
が
名
残
惜
し

い
の
で
す
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
名
残
惜
し
い
と
い
う
心

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
生し
ょ
う

死じ

を
超
え
て
い
く
道
が
私
た
ち

に
必
要
な
の
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
は
本
当
は
そ
の
道
が
ほ
し
い
の
で
す
。
真
宗

の
教
え
は
そ
の
道
を
自
覚
に
お
い
て
私
た
ち
ひ
と
り
ひ

と
り
に
与
え
て
く
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
仏
の
名
を
呼
び
、
念
仏
申
し
て
本
願
の
は
た
ら

き
に
照
ら
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
照
ら
し
出

さ
れ
た
「
罪
深
く
愚
か
な
」
身
の
事
実
に
、「
そ
の
通
り

で
し
た
。
こ
れ
が
私
で
し
た
」
と
う
な
ず
く
。
こ
れ
を

自
覚
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
自
覚
の
た
め
に
は
材
料
が
い
り
ま
す
。
照
ら
し

出
さ
れ
て
う
な
ず
く
に
は
材
料
が
い
る
の
で
す
。
そ
し

て
そ
の
自
覚
の
材
料
は
私
た
ち
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
は
元
来
「
わ
が
ま
ま
で
身
勝
手
で
自
分
の

た
め
に
し
か
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
存
在
で
す
。

そ
の
根
性
を
理
性
で
何
と
か
抑
え
込
ん
で
い
る
つ
も
り

で
い
る
の
で
す
が
、
実
は
日
常
生
活
の
中
に
無
意
識
の

う
ち
に
限
り
な
く
漏
れ
出
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
漏
れ

出
て
い
る
根
性
が
私
た
ち
の
自
覚
の
材
料
で
す
。
私
た

ち
が
自
分
自
身
に
目
覚
め
る
た
め
の
材
料
は
、
日
常
生

活
の
中
に
宝
の
山
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
を
勉
強
す
る
と
言
い
ま
す
が
、
真
宗
は
教
え
を

対
象
化
し
て
知
的
関
心
で
学
ぶ
よ
う
な
、
そ
う
い
う
教

え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
願
の
は
た
ら
き
に
照
ら
さ
れ

て
、
我
が
身
の
罪
の
深
さ
と
愚
か
さ
に
限
り
な
く
目
覚

め
続
け
て
い
く
歩
み
な
の
で
す
。

　

母
親
の
「
私
が
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
よ
」
と
い
う
名

の
り
を
通
し
て
、
子
ど
も
が
母
親
の
愛
情
に
ふ
れ
て
い

く
よ
う
に
、
私
た
ち
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
本

願
の
名
告
り
を
と
お
し
て
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
照
ら

さ
れ
て
我
が
身
を
知
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
こ
で
知
ら

さ
れ
た
身
の
事
実
に
「
そ
う
で
し
た
、
こ
れ
が
私
で
し

た
」
と
う
な
ず
く
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
。
そ
こ
に
理

屈
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

加か

藤と
う

辨べ
ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
方
は

京
都
大
学
に
在
学
中
に
チ
フ
ス
に
か
か
ら
れ
た
こ
と
を

機
縁
に
金
子
大
栄
先
生
を
と
お
し
て
仏
教
に
出
会
っ
て

い
か
れ
ま
す
。
そ
の
加
藤
辨
三
郎
さ
ん
が
こ
ん
な
こ
と

を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
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南
無
阿
弥
陀
仏
、
こ
の
念
仏
を
ほ
ん
と
う
に

心
か
ら
と
な
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は
じ

め
て
、
仏
教
の
真
実
信
を
探
り
得
た
と
い
え
よ

う
。
私
も
、
と
な
え
て
は
じ
め
て
そ
れ
を
知
っ

た
。
私
が
素
直
な
気
持
ち
で
、
念
仏
を
と
な
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
五
十

歳
を
過
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
南
無
阿
弥

陀
仏
と
い
う
こ
と
が
何
の
こ
と
で
あ
る
か
、
さ
っ

ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
念
仏
を
と
な
え
な

く
っ
て
も
、
教
え
を
聞
き
、
し
た
が
っ
て
お
れ

ば
、
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
み
た

り
、
と
き
に
は
、
自
分
の
よ
う
な
汚
れ
た
心
の

も
の
が
念
仏
を
と
な
え
る
な
ど
は
、
偽
善
じ
ゃ

な
い
か
と
考
え
た
り
、
迷
い
に
迷
っ
た
。
仏
教

の
教
え
は
本
当
に
良
い
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
頭
の
中
で
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
ど
う
し

て
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
口
を
つ
い
て
出
て
こ

な
い
。
そ
う
し
た
迷
い
を
抜
け
る
の
に
、
相
当

の
時
間
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

迷
い
に
迷
い
、
悩
み
に
悩
ん
で
の
末
、
刀
折
れ

矢
尽
き
た
思
い
で
、
念
仏
を
と
な
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
と
な
え
て
み
て
、
は
じ
め
て
、
念
仏

が
何
を
教
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
。
こ
の
六
字
に
秘
め
ら
れ
た
仏
教
の
真

実
信
と
い
う
も
の
が
、
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て

き
た
。
念
仏
を
と
な
え
な
く
っ
て
も
、
教
え
を

聞
き
、
し
た
が
っ
て
さ
え
お
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
、
か
つ
て
の
考
え
は
逆
転
し
、
念

仏
を
と
な
え
ず
し
て
、
た
だ
観
念
的
に
仏
教
を

知
っ
た
と
て
、
何
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（『
い
の
ち
尊
し
』
加
藤
辨
三
郎
）

　

真
宗
の
教
え
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
仏
の
名
を
呼

び
、
念
仏
申
し
て
限
り
な
く
自
ら
に
目
覚
め
続
け
て
い

く
歩
み
で
す
。
た
だ
そ
れ
だ
け
な
の
で
す
が
、
そ
の
「
念

仏
申
す
」
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
に
と
っ
て
は
本
当
に

難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
意
味
が

分
か
っ
て
納
得
し
て
か
ら
、
は
じ
め
て
そ
こ
で
「
そ
れ

で
は
念
仏
申
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
こ
れ
が

私
た
ち
の
常
識
的
な
も
の
ご
と
の
順
序
で
す
。
し
か
し

加
藤
辨
三
郎
さ
ん
は
「
と
な
え
て
み
て
、
は
じ
め
て
、

念
仏
が
何
を
教
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
た
。
こ
の
六
字
に
秘
め
ら
れ
た
仏
教
の
真
実
信
と
い

う
も
の
が
、
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
き
た
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　

念
仏
の
本
当
の
意
味
を
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
私
た

ち
の
口
か
ら
こ
ぼ
れ
て
く
る
お
念
仏
な
の
で
す
。
昔
、

寺
の
御み

堂ど
う

に
座
っ
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
申

し
て
い
た
お
同
行
の
姿
を
思
い
起
こ
し
ま
す
と
、
そ
の

時
、
み
ん
な
罪
深
く
愚
か
な
自
分
自
身
に
出
会
っ
て
お

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
念

仏
申
す
時
、
私
た
ち
は
す
で
に
本
願
の
は
た
ら
き
に
出

遇
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
お
念
仏
を
蓮
如
上
人
は

「
仏ぶ
っ

恩と
ん

報ほ
う

謝し
ゃ

の
お
念
仏
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
た
ち

の
申
す
念
仏
は
「
仏
恩
報
謝
」
と
い
う
意
義
を
持
つ
も

の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
親
鸞
聖
人

の
御
遠
忌
を
機
縁
と
し
て
、「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
い
う

言
葉
の
重
さ
を
今
一
度
い
た
だ
き
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

帰き

敬き
ょ
う

式し
き

法
話
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
帰
敬
式
（
お
か

み
そ
り
）
を
受
け
て
、
法
名
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
ま
で
自
分
の
価
値
観
、
人
間
の
価
値
観
を
よ

り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
て
き
た
者
が
、
仏
弟
子
の
名
の

り
を
境
に
今
度
は
「
本
願
の
教
え
、
お
念
仏
を
唯
一
の

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
る
者
と
な
り
ま
す
」
と
い
う

こ
と
を
宣
言
す
る
と
い
う
大
事
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
仏
法
聴
聞
と
お
念
仏
の
あ
る
生
活
を
大
切
に

お
暮
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

（
了
）
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富
山
教
区
帰
敬
式
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

 

「
法
名
を
い
た
だ
い
て
　
今
を
生
き
る
」
作
成
の
願
い

　

最
初
の
作
成
委
員
会
で
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
必
要
と
思
わ
れ
る
文
章
を
持
ち
寄
ろ
う

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
二
回
目
に
私
が
作
っ
て
い
っ
た
文
章
が
趣
旨
文
の
よ
う
な
形

で
採
用
さ
れ
た
の
だ
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
Ｑ
＆
Ａ
は
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
質
問
へ

の
答
え
を
、
そ
の
ま
ま
文
章
に
す
る
形
で
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
文
章
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
「
帰
敬
式
は
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
現
在
帰
敬
式
、
お
か
み
そ
り
と
い
い
ま
す
と
、
葬
儀
の
直
前
に
受
け
る
も
の

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
。
年
を
重
ね
て
そ
ろ
そ
ろ
私
も
…
と
い
う
よ
う
な
、

極
楽
浄
土
へ
ま
い
る
片
道
切
符
を
も
ら
う
よ
う
な
儀
式
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

帰
敬
式
は
そ
う
し
た
終
わ
り
の
儀
式
で
は
な
く
、
改
め
て
人
生
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

に
立
つ
式
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
文
章
で
は
何
を
ス
タ
ー
ト
す
る
の
か
と
い
う
内
容
と
し
て
「
四
苦
を

問
う
」
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
書
き
ま
し
た
。
帰
敬
式
は
仏
弟
子
に
な
る
儀
式
で
す
。

そ
れ
は
お
釈
迦
さ
ま
と
同
じ
問
い
を
も
ち
、
問
い
続
け
る
こ
と
で
あ
る
と
私
は
思
い

ま
す
。
そ
の
基
本
に
あ
る
の
が
四
苦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
を
書
く
よ
う
に
、
最
期
の
た
め
に
お
か
み
そ
り
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
改
め
て

生
・
老
・
病
・
死
を
見
つ
め
な
お
す
。
そ
れ
が
新
た
な
聞
法
、
お
寺
に
ご
縁
を
持
つ

き
っ
か
け
に
な
る
と
考
え
ま
し
た
。

　

玉
永
寺
で
は
こ
の
と
こ
ろ
、
報
恩
講
で
の
お
参
り
が
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
、
毎
年
報
恩
講
の
際
に
寺
を
会
場
に
帰
敬
式
を
執
行
し
、
教

え
を
聴
く
朋
と
出
会
い
、
同
朋
会
活
動
に
誘
う
新
た
な
き
っ
か
け
に
し
よ
う
と
計
画

し
て
い
ま
す
。
皆
様
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

帰
敬
式
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
委
員
会 

主
査 

　
　
　

第
十
一
組
　
玉
永
寺
　
住
職
　
石
川
　
正
穗

 

帰
敬
式
を
通
し
て
お
も
う
こ
と

　

二
〇
〇
八
年
、
教
師
資
格
を
取
得
し
勢
い
づ
い
た
私
は
自
坊
の
同
朋
会
復
活
を

住
職
に
持
ち
掛
け
た
。
夫
は
全
て
任
せ
る
と
応
じ
て
く
れ
た
。

　

怖
い
も
の
知
ら
ず
の
私
は
聞
法
会
、
女
性
の
会
、
そ
し
て
寺
子
屋
。
さ
ら
に
永

代
祠
堂
経
会
前
日
に
開
催
す
る
帰
敬
式
を
始
め
た
。

　

当
初
は
珍
し
さ
も
あ
り
其
々
に
盛
況
だ
っ
た
が
言
わ
ず
も
が
な
問
題
を
抱
え
る

こ
と
に
な
る
。
特
に
帰
敬
式
で
は
こ
こ
数
年
受
式
を
希
望
す
る
の
は
一
人
か
二

人
、
参
加
者
の
無
い
年
も
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
『
真
宗
入
門
講
座
』
へ
の
誘
い
を
受
け
る
。
帰
敬
式
を
奨
励

す
る
宗
門
の
意
向
の
も
と
講
座
を
開
催
す
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
仏
事
は
す
で
に

形
骸
化
し
世
の
中
の
価
値
観
も
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
劇
的
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の

状
況
下
で
受
式
者
を
増
や
す
と
い
う
の
は
厳
し
い
。
し
か
し
引
き
受
け
た
以
上
あ

ら
た
め
て
問
題
を
見
据
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

本
来
の
問
題
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
突
き
詰
め
れ
ば
最
後
は
自
分
自
身
に
立
ち

帰
る
こ
と
に
な
る
。
身
近
に
あ
る
は
ず
の
お
聖
教
に
応
じ
る
こ
と
も
な
く
帰
敬
式

の
意
義
だ
の
大
切
さ
な
ど
と
持
論
を
振
り
か
ざ
し
て
も
何
も
伝
わ
ら
な
い
。
そ
の

こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
も
な
く
現
状
に
腰
を
下
ろ
せ
ば
自
ら
学
ぶ
こ
と
も
な
く
危

機
感
は
ど
こ
ま
で
も
他
人
事
で
あ
る
。
肝
に
銘
じ
た
い
。

第
十
二
組
　
勝
福
寺
　
大
中
臣
　
千
恵
美
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帰
敬
式
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
委
員
会
に
参
画
し
て

　

富
山
教
務
所
か
ら
、
帰
敬
式
を
勧
め
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
り
た
い
の
で
門
徒
の

立
場
か
ら
忌
憚
の
な
い
意
見
を
出
し
て
欲
し
い
と
の
お
話
が
あ
り
、
住
職
二
名
、
門

徒
四
名
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
方
も
加
わ
り
、
昨
年
十
一
月
か
ら
今
年
の
四
月
ま
で
四
回

に
わ
た
り
作
成
委
員
会
に
出
席
し
ま
し
た
。
門
徒
と
し
て
も
住
職
方
に
リ
ー
ド
し
て

貰
い
な
が
ら
日
頃
感
じ
て
い
る
帰
敬
式
の
受
式
方
法
、
法
名
に
つ
い
て
の
疑
問
等
い

ろ
い
ろ
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
雰
囲
気
の
な
か
で
発
言
で
き
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

私
が
帰
敬
式
を
受
式
し
た
の
は
母
の
葬
儀
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
法
要
の
席
で
住

職
か
ら
「
六
十
に
も
な
っ
た
の
な
ら
お
寺
へ
話
を
聞
き
に
来
た
ら
ど
う
だ
」
と
言
わ

れ
、
推
進
員
講
座
に
参
加
し
、
同
朋
の
会
へ
も
入
会
し
ま
し
た
。
二
年
後
に
本
山
で

「
学
明
」
と
い
う
法
名
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
当
時
法
名
に
は
自
分
の
名
前
が
一

字
入
る
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
私
は
少
し
ガ
ッ
カ
リ
し
た
も
の
で
し
た
。
し
か

し
、
翌
年
に
妻
が
「
知
明
」
と
い
う
法
名
を
い
た
だ
き
、
今
は
夫
婦
セ
ッ
ト
の
法
名

に
気
づ
き
感
激
ひ
と
し
お
で
す
。

　

聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
仏
法
は
難
し
く
、「
学
明
」
の
法
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
何
も

身
に
つ
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
六
年
前
の
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
の
「
百
人
百

話
」
で
は
五
十
五
名
の
善
智
識
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
自
分
の
本
当
の
姿

は
何
な
の
か
」
に
つ
い
て
改
め
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
し

て
答
え
が
出
せ
て
い
な
い
自
分
が
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
は
法
名
を
い
た
だ
い
た
二
度
目
の
誕
生
日
か
ら
数
え
て
二
十
年
、
成
人
の
年

に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
委
員
会
で
の
経
験
が
も
う
一
度
自
分
の
足
元
を
し
っ
か
り
見

つ
め
直
し
生
き
て
い
く
機
縁
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

第
九
組
　
西
光
寺
　
門
徒
　
吉
野
　
正
敏
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Ｑ
．
戒
名
で
は
な
く
法
名
と
い
う
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

Ａ
．�

戒
名
は
戒か
い
り
つ律
を
守
っ
て
修
行
す
る
人
の
名
で
す
。
私

た
ち
は
出
家
し
て
厳
し
い
戒
律
を
守
る
出
家
信
者
で

は
な
く
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
聞
き
な
が
ら
深
く
豊
か

な
人
生
を
生
き
て
い
く
在
家
信
者
と
し
て
、
お
釈
迦

さ
ま
の
弟
子
と
な
り
ま
す
。
そ
の
証あ
か
しと
し
て
、
仏
さ

ま
の
願
い
が
か
け
ら
れ
た
法
名
を
い
た
だ
く
の
で
す
。

Ｑ
．�

法
名
は
亡
く
な
っ
た
後
の
名
前
で
は
な
い
の
で
す
か
？

Ａ
．�

教
え
を
聞
い
て
い
き
い
き
と
生
き
て
い
く
こ
と
を
誓

う
仏ぶ
つ

弟で

子し

と
し
て
の
名
前
で
す
の
で
、
生
き
て
い
る

時
に
こ
そ
い
た
だ
く
名
前
で
す
。
お
葬
式
の
時
に
お

か
み
そ
り
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
仏
さ
ま

の
願
い
が
か
け
ら
れ
た
あ
り
が
た
い
法
名
を
本
人
が

知
ら
ぬ
ま
ま
死
ん
で
ゆ
く
の
は
、
大
変
も
っ
た
い
な

く
、
残
念
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ
．� 

生
前
に
法
名
を
い
た
だ
く
と
、
不
幸
な
こ
と
が
起
こ

る
と
聞
い
た
こ
と
が
…
…

Ａ
．�

法
名
を
亡
く
な
っ
た
人
の
名
前
と
考
え
る
か
ら
そ
う

い
う
迷
信
が
起
こ
る
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
亡

く
な
っ
た
人
に
向
か
っ
て
説
法
を
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
間
に
、
本
当
に
幸

せ
で
安
ら
か
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
、
お
釈
迦
さ

ま
の
お
慈
悲
の
お
こ
こ
ろ
が
私
た
ち
に
か
け
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
法
名
を
い
た
だ
い
て
も
、
い
た
だ
か

な
く
て
も
、
人
間
は
老
・
病
・
死
を
避
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
生
き
て
い
る
う
ち
に

老
・
病
・
死
の
苦
し
み
を
乗
り
越
え
る
本
当
の
道
に

で
あ
い
た
い
も
の
で
す
。

Ｑ
．�

法
名
の
は
じ
め
に
つ
く
「
釈
」「
尼
」
の
意
味
は
？

Ａ
．�

法
名
は
、
必
ず
「
釈
（
尼
） 

〇
〇
」
と
い
う
形
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
釈
迦
さ
ま
を
先
生
と
し
て
、

そ
の
一
字
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

性
別
が
分
か
る
よ
う
、
女
性
の
場
合
は
釈
の
あ
と
に

「
尼
」
の
字
が
入
り
ま
す
が
、
特
に
深
い
意
味
は
あ
り

ま
せ
ん
。

 
帰き

敬き
ょ
う

式し
き 

と
は

　

帰き

敬き
ょ
う

式し
き

（
お
か
み
そ
り
）
と
は
、
三さ
ん
ぼ
う宝
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
法
名
を
い
た
だ
き
、
お
釈
迦
さ
ま

の
弟
子
と
し
て
新
た
な
人
生
の
出
発
を
す
る
儀
式
で
す
。
三さ

ん
ぼ
う宝
と
は
人
生
の
本
当
の
宝
の
こ
と
で
す
。

　

一
つ
め
の
宝
「
仏
」
は
、 

人
間
と
し
て
本
当
に
深
く
豊
か
に
生
き
る
道
に
目
覚
め
ら
れ
た
お
釈
迦
さ

ま
で
す
。

　

二
つ
め
の
宝
「
法
」
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
説
か
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
で
す
。

　

三
つ
め
の
宝
「
僧
」
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
大
切
に
し
て
生
き
る
人
々
の
仲
間
で
す
。

　

私
た
ち
は
本
当
の
宝
を
知
ら
な
い
と
、
ど
ん
な
に
お
金
や
物
が
あ
っ
て
も
、
健
康
で
長
生
き
し
て
も
、

本
当
の
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
し
て
教

え
を
聞
き
な
が
ら
、
深
く
豊
か
な
人
生
を
生
き
て
ゆ
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

Ｑ  ＆　 Ａ
帰
敬
式
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
で
き
な
か
っ
た
質
問
を
こ
ち
ら
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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Ｑ
． 

法
名
に
は
俗
名
の
一
字
を
入
れ
る
も
の
で
す
か
？

Ａ
．�
特
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
入
っ
て
い
て
も
、
入
っ

て
い
な
く
て
も
良
い
の
で
す
。

Ｑ
．� 

法
名
は
ど
の
よ
う
に
決
ま
り
ま
す
か
？
自
分
の
希
望

す
る
法
名
に
で
き
ま
す
か
？

Ａ
．�

法
名
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
住
職
選
定
と
、
本
山（
東

本
願
寺
）
選
定
の
二
つ
の
方
法
か
ら
選
べ
ま
す
。
法

名
に
つ
い
て
の
希
望
が
あ
る
場
合
、
住
職
選
定
な
ら

住
職
と
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
本
山
選
定
の
場

合
は
『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
の
言
葉
の
中

か
ら
法
名
が
選
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
希
望
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
法
名
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
や
雅
号
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
思
い
を
超
え
て
、
仏
さ
ま

か
ら
「
い
た
だ
く
」
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
自
分
の

思
い
や
計
ら
い
（
わ
が
ま
ま
）
で
つ
け
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
．�

法
名
と
院
号
と
の
関
係
は
？

Ａ
．�

院
号
と
は
、
お
寺
の
護
持
に
特
に
貢
献
し
て
く
だ

さ
っ
た
方
へ
の
賞
典
と
し
て
授
与
さ
れ
る
も
の
で
、

法
名
と
は
別
物
で
す
。
現
在
の
制
度
で
は
、
本
山
へ

八
万
円
以
上
の
懇
志
を
納
め
ら
れ
た
方
に
対
し
て
院

号
が
授
与
さ
れ
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
賞
典
で
す
か
ら
、

生
前
に
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

Ｑ
．� 

帰
敬
式
を
二
回
以
上
受
け
た
り
、
他
宗
派
の
法
名
・

戒
名
を
い
た
だ
い
て
も
い
い
の
で
す
か
？

Ａ
．�

帰
敬
式
を
受
け
る
の
は
人
生
で
一
回
で
す
。
法
名
・

戒
名
を
た
く
さ
ん
も
ら
え
ば
そ
の
分
功
徳
が
あ
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
た
だ
い
た
法
名

と
そ
こ
に
か
け
ら
れ
た
願
い
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

　
　

教
え
を
聞
く
人
生
を
歩
み
ま
し
ょ
う
。

Ｑ
．�

い
た
だ
い
た
法
名
紙
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？

Ａ
．�

丁
寧
に
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
お
内
仏
（
仏
壇
）

の
引
き
出
し
の
中
に
入
れ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で

す
が
、
何
よ
り
自
分
の
法
名
を
忘
れ
ず
、
か
け
ら
れ

た
願
い
に
導
か
れ
な
が
ら
教
え
を
聞
い
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
か
ら
、
額
に
入
れ
る
な
ど
し
て
目
に
見

え
る
所
に
飾
っ
て
お
く
の
も
良
い
で
し
ょ
う
（
法
名

紙
専
用
の
額
を
本
山
で
頒
布
し
て
い
ま
す
。）

明
日
あ
り
と

 

　
思
ふ
心
の
あ
だ
桜

夜
半
に
嵐
の

 

　
吹
か
ぬ
も
の
か
は
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Ｑ
．��

帰
敬
式
を
受
け
る
と
ど
う
な
る
？ 

何
が
変
わ
る
？

Ａ
．�
帰
敬
式
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
お
釈
迦
さ
ま
の
弟

子
と
な
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
お
釈
迦
さ
ま
を
先
生

と
し
て
、
そ
の
教
え
を
聞
い
て
い
く
人
生
が
始
ま
り

ま
す
。
帰
敬
式
を
受
け
な
く
と
も
教
え
は
聞
け
る
で

は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
法

名
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
と
い
な
い
の
と
で
は
、
仏

弟
子
の
自
覚
と
い
う
点
で
違
い
が
出
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
入
門
の
た
め
、
ま
ず
帰
敬
式
を
受
け

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

Ｑ
．� 

教
え
を
聞
い
て
い
く
と
ど
う
な
る
の
で
す
か
？

Ａ
．�

教
え
を
聞
い
て
い
く
こ
と
は
、
私
が
私
と
し
て
、
私

が
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う

こ
と
で
あ
る
の
か
を
た
ず
ね
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。
教
え
を
聞
い
て
い
く
メ
リ
ッ
ト
を
あ
え
て
表

現
し
て
み
ま
す
と
、「
私
の
人
生
を
も
っ
と
深
く
生
き

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
」「
意
欲
を
持
っ
て
い
き
い
き

と
生
き
て
い
け
る
」「
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
こ
と
が
見

え
て
く
る
。
聞
こ
え
な
か
っ
た
こ
と
が
聞
こ
え
て
く

る
」
な
ど
が
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

Ｑ
．� 

教
え
を
聞
く
に
あ
た
っ
て
の
大
切
な
心
構
え
は
、「
自

分
の
こ
と
と
し
て
聞
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
常
に
、

「
あ
な
た
は
ど
う
な
の
か
」
と
自
分
の
こ
と
を
言
わ
れ

て
い
る
つ
も
り
で
聞
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

Ａ
．�

さ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
聞
い
て
い
く
こ
と

を
「
聞も

ん
ぽ
う法
」
と
い
い
ま
す
。
具
体
的
に
ま
ず
は
朝
晩
、

家
の
お
内
仏
（
仏
壇
）
の
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
、

念
仏
を
声
に
出
し
て
称と

な

え
、
正
信
偈
の
お
勤
め
を
し

ま
し
ょ
う
。
忙
し
く
と
も
、
日
に
一
回
は
仏
さ
ま
の

前
に
身
を
す
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
念
仏
申
す
の

も
、
正
信
偈
を
読
む
の
も
、
実
は
仏
さ
ま
の
願
い
と

教
え
を
私
が
聞
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
も

し
ア
パ
ー
ト
暮
ら
し
な
ど
で
お
内
仏
が
置
け
な
い
場

合
は
、
小
型
の
三
折
本
尊
等
も
用
意
し
て
あ
り
ま
す

の
で
、
富
山
教
務
所
（
TEL
〇
七
六

－

四
二
一

－

九
七 

七
〇
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
つ
ぎ
に
、

所
属
の
お
寺
の
行
事
や
聞
法
会
に
お
参
り
し
て
、
法

話
を
聞
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
後
は
所
属
の
お
寺
に
限

ら
ず
、
他
寺
で
も
よ
い
の
で
法
話
を
聞
き
に
行
き
ま

し
ょ
う
。
お
寺
に
よ
っ
て
は
毎
月
一
回
以
上
の
ペ
ー

ス
で
聞
法
会
を
開
い
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。
富
山

別
院
で
も
毎
月
十
五
日
に
法
話
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
月
参
り
等
の
際
に

で
も
直
接
お
寺
さ
ん
に
分
か
ら
な
い
こ
と
を
質
問
を

さ
れ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
か
ら
、
東
本
願

寺
か
ら
も
様
々
な
教
え
に
関
す
る
本
が
出
版
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
読
ん
で
学
ぶ
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

お
買
い
求
め
の
際
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
通
販

（https://higashihonganji-shuppan.jp/

）
を
ご
利

用
い
た
だ
く
か
、
も
し
く
は
富
山
教
務
所（
TEL
〇
七
六

－

四
二
一

－

九
七
七
〇
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

帰
敬
式
を
受
け
る
方
法

① 

真し
ん

宗し
ゅ
う

本ほ
ん

廟び
ょ
う

（
東
本
願
寺
）
で
の
受
式

団
体
参
拝
や
奉
仕
団
で
上
山
し
た
と
き
、
ま
た
個
人
の

参
拝
で
も
受
式
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
所
属
す
る
お

寺
や
富
山
教
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

② 

富
山
別
院
報
恩
講
で
の
受
式

毎
年
十
月
六
日
～
八
日
に
行
わ
れ
て
い
る
富
山
別
院
報

恩
講
の
期
間
中
、
七
日
に
帰
敬
式
が
行
わ
れ
ま
す
。
九

月
上
旬
ま
で
に
、
所
属
す
る
お
寺
を
通
し
て
お
申
込
み

下
さ
い
。

③ 

住
職
に
よ
る
受
式

詳
し
く
は
所
属
す
る
お
寺
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

（
す
べ
て
の
お
寺
で
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

 

費
用

 　

受
式
者
お
一
人
に
つ
き
冥
加
金
（
お
礼
金
）
一
万
円
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
②
と
③
の
受
式
の
場
合
、
他
に

費
用
が
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

 

【
お
問
い
合
わ
せ
】

富
山
教
務
所　

〇
七
六

－

四
二
一

－

九
七
七
〇

富 

山 

別 

院　

〇
七
六

－

四
二
一

－

三
二
七
二　

toyam
a@
higashihonganji.or.jp
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宗
派
経
常
費

完　

納　

御　

礼　
　

　

二
〇
一
九
年
度
宗
派
経
常
費
を
ご
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
し
、
御
礼
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
二
〇
一
九
年
七
月
一
日
～
二
〇
二
〇
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

　

應
聲
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
源
寺　
　

善
敎
寺　
　

善
性
寺　
　

德
蓮
寺

　

寳
藏
寺　
　

報
光
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

　

勝
光
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　
　

西田中
光
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
蓮
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　
　

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
心
寺　
　

西
順
寺

　

光
照
寺　
　

改
観
寺
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教
区
役
職
者
の
改
選
　
　
　

①
教
区
会
正
・
副
議
長

　
（
任
期
：
二
〇
二
〇
年
四
月
二
十
四
日
～
二
〇
二
二
年
十
二
月
二
十
三
日
）

　
　

議　

長   
石　

川　

正　

穗
（
第
十
一
組　

玉
永
寺
）

　
　

副
議
長　

永　

崎　
　
　

暁
（
第 

十 

組　

永
宗
寺
）

②
教
区
会
参
事
会

　
（
任
期
：
二
〇
二
〇
年
四
月
二
十
四
日
～
二
〇
二
二
年
十
二
月
二
十
三
日
）

　
　

第 

九 

組　

西
光
寺　

源　
　
　

大　

寿

　
　

第 

十 

組　

永
福
寺　

長　
　
　

真　

寿

　
　

第
十
一
組　

等
通
寺　

髙　

谷　

純　

夫

　
　

第
十
二
組　

長
樹
寺　

前　

田　
　
　

潤

　
　

第
十
三
組　

正
覺
寺　

小　

塚　

弘　

道

同 

補
充
員
一

　
　

第 

九 

組　

中
堂
寺　

五
十
嵐　

浄　

和

同 

補
充
員
二　
　
　

  

　
　

第
十
二
組　

安
成
寺　

塚　

本　

正　

明

③
組　

長　
　

　
（
任
期
：
二
〇
二
〇
年
四
月
二
十
四
日
～
二
〇
二
二
年
十
一
月
三
十
日
）

　
　

第 

九 

組　

西
光
寺　

源　
　
　

大　

寿

　
　

第 

十 

組　

永
福
寺　

長　
　
　

真　

寿

　
　

第
十
一
組　

等
通
寺　

髙　

谷　

純　

夫

　
　

第
十
二
組　

長
樹
寺　

前　

田　
　
　

潤

　
　

第
十
三
組　

正
覺
寺　

小　

塚　

弘　

道

④
副
組
長　

　
（
任
期
：
二
〇
二
〇
年
四
月
二
十
四
日
～
二
〇
二
二
年
十
一
月
三
十
日
）

　
　

第 

九 

組　

長
光
寺　

長　

守　

覚　

昭

　
　
　
　
　
　
　

永
源
寺　

島　

倉　

慶　

晃 

　
　

第 

十 

組　

覺
順
寺　

信　

耀　

祐　

顯

　
　
　
　
　
　
　

浄
光
寺　

齊　

藤　

弘　

顕

　
　

第
十
一
組　

祐
教
寺　

佐　

伯　
　
　

淳 

　
　
　
　
　
　
　

光
顕
寺　

種　

昂　

宣　

弘

　
　

第
十
二
組　

常
德
寺　

北　

條　

秀　

樹 

　
　
　
　
　
　
　

善
念
寺　

岩　

田　

一　

定

　
　

第
十
三
組　

光
誓
寺　

西　

山　

恵　

紹 
　
　
　
　
　
　
　

雲
龍
寺　

藤　

谷　

英　

順

⑤
教
区
監
事
（
教
区
内
住
職
よ
り
１
名
）

　
　

第
十
一
組　

浄
誓
寺　

福　

井　
　
　

修

⑥
教
区
教
化
委
員
会

　
（
任
期
：
二
〇
二
〇
年
六
月
一
日
～
二
〇
二
三
年
五
月
三
十
一
日
）

　
〈
寺
族
研
修
小
委
員
会
〉

　
　

幹　

事　

藤　

條　

法　

彰

　
　

副
幹
事　

庭　

田　

龍　

信　

　
〈
門
徒
研
修
小
委
員
会
〉

　
　

幹　

事　

髙　

見　

敏　

明

　
　

副
幹
事　

金　

山　

哲　

成

　
〈
青
少
幼
年
教
化
小
委
員
会
〉

　
　

幹　

事　

北　

條　

智　

秀

　
　

副
幹
事　

金　

谷　

哲　

由

　
　

副
幹
事　

赤　

田　

晶　

乃

　
〈
社
会
教
化
小
委
員
会
〉

　
　

幹　

事　

見　

義　

智　

証

　
　

副
幹
事　

華
藏
閣　

行　

文

　
〈
組
織
拡
充
小
委
員
会
〉

　
　

幹　

事　

石　

川　

正　

穗

　
　

副
幹
事　

野　

澤　

一　

成

⑦
教
区
坊
守
会

　
（
任
期
：
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
～
二
〇
二
三
年
六
月
三
十
日
）

　

会　

長

　
　

第
十
三
組　

雲
龍
寺　

藤　

谷　

美　

穂

　

副
会
長

　
　

第
十
一
組　

養
照
寺　

藤　

谷　

不
二
子

　

副
会
長

　
　

第
十
三
組　

勝
蓮
寺　

河　

村　

志
乃
生

　

会　

計

　
　

第 

十 

組　

浄
光
寺　

齊　

藤　

美
和
子

　

庶　

務

　
　

第 

九 

組　

西
光
寺　

源　
　
　

美　

佳
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教
　
化
　
日
　
誌
　
　

（
二
〇
二
〇
年
一
月
一
日
～
六
月
三
十
日
）　　

 

1
月

１
日 

初
参
り
・
初
鐘
の
集
い　

10
日 

青
少
年
ス
タ
ッ
フ
会

15
日 

『
如
大
地
』
編
集
会
議
、
ご
命
日
の
つ
ど
い
【
幽
溪　

浩
】、

 

門
徒
・
寺
族
総
合
研
修
会 （
～
16
日
）

20
日 

第
十
一
組
組
会
・
門
徒
会
合
同
会 （
教
区
改
編
説
明
会
）

21
日 

教
区
坊
守
会
報
恩
講

24
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会

27
日 

共
学
研
修
会  【
佐
野
明
弘
】

28
日 

社
会
教
化
小
委
員
会

29
日 

第
九
組
・
第
十
組
合
同
教
区
改
編
説
明
会
、
第
九
組
組
会

30
日 

第
十
組
組
会

31
日 

第
十
二
組
組
会
（
教
区
改
編
説
明
会
）

 

2
月

3
日 

帰
敬
式
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
委
員
会

4
日 

第
十
三
組
組
会
、
声
明
作
法
講
座

5
日 

組
織
拡
充
小
委
員
会

6
日 

第
十
二
組
組
門
徒
会

7
日 

あ
い
あ
う
会

10
日 

第
十
三
組
組
門
徒
会

12
日 

共
学
研
修
会  【
佐
野
明
弘
】、『
如
大
地
』
編
集
会
議

13
日 

秋
安
居
事
前
学
習
会
①

15
日 

ご
命
日
の
つ
ど
い 【
渕
上
知
明
】

17
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会
、
第
十
三
組
教
区
改
編
説
明
会

18
日 

秋
安
居
事
前
学
習
会
②

25
日 

声
明
作
法
講
座

26
日 

秋
安
居
事
前
学
習
会
③

 

3
月

2
日 

寺
族
研
修
小
委
員
会

3
日 

北
陸
連
区
真
宗
同
朋
の
会
推
進
員
交
流
研
修
会（
～
４
日
）【
中
止
】

4
日 

秋
安
居
事
前
研
修
会
④
【
中
止
】

5
日 

教
区
坊
守
聞
法
会
【
中
止
】

6
日 

あ
い
あ
う
会
、
合
唱
『
コ
ー
ル
菩
提
樹
』
練
習

9
日 

別
院
教
化
委
員
会
「
企
画
会
」

10
日 

富
山
・
高
岡
教
区
改
編
地
方
協
議
会
、
声
明
作
法
講
座

11
日 

秋
安
居
（
～
⓬
日
）【
中
止
】

13
日 

社
会
教
化
小
委
員
会　

15
日 

ご
命
日
の
つ
ど
い
【
鷲
尾
祐
恵
】

17
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会

18
日 

『
如
大
地
』
編
集
会
議

19
日 

富
山
別
院
彼
岸
会 【
藤
原
千
佳
子
】

20
日 
　
　
　

〃　
　
　

 【
伊
藤
俊
作
】

21
日 

　
　
　

〃　
　

 　
【
野
田
博
俊
】

23
日 

別
院
教
化
委
員
会
『
総
会
』

24
日 

声
明
作
法
講
座

25
日 

真
宗
教
学
講
座
【
中
止
】

26
日 

得
度
事
前
研
修
会
【
中
止
】

30
日 

得
度
研
修
会
（
～
31
日
）【
中
止
】

 

4
月

7
日 

正･

副
組
長
会

8
日 

あ
そ
び
環
境
研
修
会 【
中
止
】

9
日 

帰
敬
式
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
委
員
会

13
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会
公
開
講
座 【
中
止
】

14
日 

 

手
づ
く
り
お
も
ち
ゃ
講
習
会 【
中
止
】、
あ
い
あ
う
会
、

 

声
明
作
法
講
座
、
法
話
研
修
会 【
中
止
】

15
日 

組
織
拡
充
小
委
員
会

16
日 

『
如
大
地
』
編
集
会
議

17
日 

結
の
会  

20
日 

坊
守
会
聞
法
講
座 【
中
止
】

28
日 

声
明
作
法
講
座

30
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会

 

5
月

１
日 

五
一
会
（
教
区
内
物
故
住
職
追
恩
法
要
）

14
日 

教
区
会
（
臨
時
会
）

20
日 

富
山
別
院
院
議
会　

28
日 

教
化
委
員
会
『
総
会
』

23
日 

社
会
教
化
小
委
員
会

24
日 

真
宗
教
学
講
座
【
中
止
】

27
日 

青
少
幼
年
教
化
小
委
員
会
、
あ
い
あ
う
会

28
日 

声
明
作
法
講
座

29
日 

組
織
拡
充
小
委
員
会

 

6
月

8
日 

青
少
幼
年
教
化
小
委
員
会

9
日 

門
徒
研
修
小
委
員
会

10
日 

寺
族
研
修
小
委
員
会

15
日 

社
会
教
化
小
委
員
会

18
日 

組
織
拡
充
小
委
員
会

25
日 

教
区
教
化
委
員
会
「
総
会
」

※
3
月
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
対
応
に

　
と
も
な
い
、
各
種
研
修
会
等
は
中
止
し
て
お
り
ま
す
。 
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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
。

 

《 

住 

職 

》

第 

十 

組　

長
龍
寺　
前
住
職　

富　

田　
　
　

博 

二
〇
二
〇
年
一
月
十
四
日 

寂

第
十
一
組　

入
覺
寺　
前
住
職　

齊　

藤　

學　

眞 

二
〇
二
〇
年
一
月
十
五
日 
寂

第
十
二
組　

勝
福
寺　

住
職　

大
中
臣　

春　

樹 

二
〇
二
〇
年
三
月
十
三
日 
寂

第 

十 

組　

專
福
寺　

住
職　

今　

湊　

憲　

英 

二
〇
二
〇
年
三
月
十
八
日 

寂

 

《 

前
坊
守 

》

第
十
一
組　

願
成
寺　
前
坊
守　

立　

白　

章　

子 

二
〇
二
〇
年
六
月
十
一
日 

寂

 

訃　

報

　

か
ね
て
よ
り
病
気
療
養
中
の
富
山
教
区
雇
員
の
竹
本
雅
代
さ
ん
が
三
月
二
十
九
日
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。

 『如大地』第147号はいかがでしたでしょうか。本誌を読まれてのご感想、ご意見等につきましては、
 同封のアンケート用紙にて富山教務所までご連絡ください。アンケートへのご協力をお願いいたします。

	 　　　　　　　　　　　　　（2020年	7	月31日発行）

書
籍
の
ご
案
内

本
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
。 

図　

書　

名

著
者
名

発
行
元

浄
土
真
宗
聖
教
全
書
１
～
同
６

　

本
願
寺
出
版
社

『
月
刊　

住
職
』

興
山
舎

は
じ
め
て
ふ
れ
る
親
鸞
聖
人
伝
絵

沙
加
戸　

弘

東
本
願
寺
出
版

女
性
の
い
な
い
民
主
主
義

前
田　

健
太
郎

岩
波
書
店

清
沢
満
之
全
集 

別
巻
Ⅰ

　

岩
波
書
店

親
鸞
の
宿
業
観: 

歎
異
抄
十
三
条
を
読
む

廣
瀬　
　

杲

法
藏
館

必
携　

真
宗
事
物
の
解
説

西
原　

芳
俊

東
方
出
版

な
ぜ
人
は
カ
ル
ト
に
惹
か
れ
る
の
か

瓜
生　
　

崇

法
藏
館

　 

編 

集 

後 

記

　

こ
の
た
び
の
『
如
大
地
』
の
編
集
は
、
未
曽
有
の
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
以
前
の

よ
う
に
、
教
務
所
で
編
集
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
ず
、
主
に
メ
ー

ル
と
電
話
を
利
用
し
て
の
活
動
と
な
っ
た
。

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
生
活
上
の
困
難
と
経
済
的
な
疲
弊
等
々

を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
人
々
の
心
の
奥
に
、

い
つ
何
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
形
で
顕
現
す
る
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
誰
も
が
あ
る

種
の
「
差
別
意
識
」
の
「
種
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
明
確
に

あ
ぶ
り
出
し
た
と
も
言
え
る
。
無
く
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
は
ず
の
心
、
解
決
し
て

い
た
は
ず
の
事
柄
が
、
実
際
に
は
、
人
々
の
心
の
奥
に
、
形
態
を
変
え
て
い
つ
ま
で

も
残
存
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
人
権
・
民
主
主
義
の
先
進
国
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
白
人
の
警
察
官
が

黒
人
の
容
疑
者
に
対
し
て
必
要
以
上
の
暴
行
を
加
え
、
死
に
至
ら
し
め
る
と
い
う
悲

劇
が
、
ま
た
ま
た
繰
り
返
さ
れ
た
。
こ
れ
も
、
既
に
、
同
様
の
こ
と
が
何
度
も
行
わ

れ
、
反
省
さ
れ
て
き
た
は
ず
の
行
為
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
少
し
視
点
を
変
え
て
社
会
的
な
事
象
に
目
を
転
ず
る
と
、
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
開
催
の
た
め
の
一
連
の
運
営
に
関
し
て
も
、
日
本
と
い
う
国
が
、
国
民
が

素
朴
に
信
じ
て
い
た
ほ
ど
に
は
し
っ
か
り
し
た
国
で
は
な
い
面
が
多
々
あ
る
こ
と
を

次
々
と
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
誘
致
当
初
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
は
ず
の
「
成
熟
し
た

大
人
の
国
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
と
は
ほ
ど
遠
い
初
歩
的
な
ド
タ
バ
タ
劇
を
ス
タ
ー
ト

か
ら
演
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
日
ご
ろ
は
意
識
さ
れ
ず
に
、
既
に
解
決
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
い

込
ん
で
い
た
諸
問
題
」
が
、
少
し
ず
つ
改
善
は
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
実
際
は
、

自
他
の
心
の
奥
や
社
会
の
根
底
に
存
在
し
、
そ
れ
が
何
か
を
き
っ
か
け
に
顕
現
す
る

か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
、
絶
え
ず
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
今
回
は
「
帰
敬
式
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
日
常
的
な
疑
問
に

対
す
る
回
答
や
、
既
に
自
坊
で
実
施
し
て
お
ら
れ
る
方
の
状
況
、
実
際
に
受
式
さ
れ

て
の
感
想
、
等
々
が
寄
せ
ら
れ
た
。
帰
敬
式
を
と
お
し
て
、「
見
え
て
い
な
か
っ
た
も

の
を
見
る
」「
聞
こ
え
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
聞
く
」
新
し
い
道
の
た
め
の
機
縁
と
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
々
の
営
み
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
少
し
時
間
が

た
て
ば
、
最
初
の
思
い
も
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
も
、
人
な
る
が
ゆ
え
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
仏
弟
子
と
な
っ
た
喜
び
や
感
動
や
自
覚
を
一
度

「
体
得
し
て
み
る
」
こ
と
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
重
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
十
三
組
　
雲
龍
寺
　
藤
谷
　
英
順

 さし絵：大伴慎介


