
  

  

二
月
四
日
は
立
春
を
迎
え
ま
す
。
前
日
は
節
分
で
あ

り
、
豆
ま
き
が
全
国
で
行
わ
れ
ま
す
。
豆
を
撒
き
な
が

ら
、
口
々
に

「鬼
は
外 

福
は
内
」
と
言
い
ま
す
。
ど

こ
で
も
そ
う
か
と
言
う
と
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、

「鬼

は
内 

福
も
内
」
だ
と
か
、

「鬼
は
内 

福
は
外
」
と

か
鬼

・
福
の
他
に
悪
魔
も
出
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。 

 

も
と
も
と
、
節
分
は
立
春

・
立
夏

・
立
秋

・
立
冬
の

前
日
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
江
戸
時
代
に
立
春
の

前
日
だ
け
を
節
分
と
し
て
の
行
事
が
残

っ
た
そ
う
で

す
。 

 

節
分
で
、
豆
ま
き
を
す
る
の
は
、
無
病
息
災
を
祈

り
、
厄
除
け
と
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
場
合
、
鬼
は
伝
染
病
を
象
徴
と
し
て
い
ま
す
。 

 

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
し
て
も
、
武
漢
か

ら
政
府
専
用
機
で
帰
国
し
た
方
々
が
宿
泊
し
て
い
る
ホ

テ
ル
の
ス
タ
ッ
フ
の
お
子
さ
ん
が
、
学
校
で
、
い
じ
め

に
あ
っ
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

子
ど
も
た
ち
が
、
自
分
の
思
い
で
、
い
じ
め
を
す
る

こ
と
は
考
え
に
く
く
、
お
そ
ら
く
、
大
人
が
間
違

っ
た

情
報

・
考
え
を
子
ど
も
に
話
し
て
い
る
こ
と
が
原
因
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

確
か
に
、
罹
ら
な
い
よ
う
に
、
予
防
す
る
こ
と
は
大

事
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
排
他
す
る
よ
う
な
差
別

的
な
言
動
は
慎
み
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
で
は
、

「豆
ま
き
」
の
よ
う
な
習
慣
は
あ

り
ま
せ
ん
。
妙
好
人
の
浅
原
才
市
さ
ん
は
自
分
の
姿
を

絵
師
に
描
い
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
誰
も
が
そ
っ
く
り

と
言
っ
て
い
た
の
に
、
才
市
さ
ん
だ
け
が
似
て
な
い
と

言
っ
て
、
頭
に
角
を
加
え
て
も
ら
っ
て
、
こ
れ
が
私
の

本
当
の
姿
だ
と
ご
自
身
に
言
い
聞
か
せ
て
お
ら
れ
た
の

で
す
。 

 

私
た
ち
は
、
三
毒

（貪
欲

・
瞋
恚

・
愚
痴
）
を
代
表

す
る
煩
悩
を
持

っ
て
い
ま
す
。

そ
の
煩
悩
を

「鬼
」
と
喩
え
る

こ
と
も
出
来
る
で
し
ょ
う
。
鬼

は
私

の
外
に
い
る
の
で
は
な

く
、
私

の
中

に
い
る

の
で
あ

り
、

「鬼

は

外
」
と

言

う

の

は
、
私
の
中
に
い
る
鬼
を
表
面

に
出
す
行
為
で
も
あ
り
、
そ
れ

は
差
別
の
心
を
む
き
出
し
に
す

る
こ
と
な
の
か
な
あ
と
思
い
ま

す
。
差
別
す
る
心
を
持

っ
て
い

る
自
分
で
し
か
な
い
こ
と
を
改

め
て
見
つ
め
て
み
た
い
も
の
で

す
。 
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自
身

じ
し
ん

は
こ
れ
現げ

ん

に
罪
悪
生
死

ざ
い
あ
く
し
ょ
う
じ

の
凡
夫

ぼ
ん
ぶ

、

曠
劫

こ
う
ご
う

よ
り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に
し
づ
み
、

つ
ね
に
流
転

る
て
ん

し
て
、
出
離

し
ゅ
つ
り

の
縁え

ん

あ
る
こ
と

な
き
身み

と
し
れ 

 
 
 
 

（
『歎
異
抄
』よ
り
） 

 

当
時
、
科
学
や
医
療
が
発
達
し
て
い
な
い
こ
ろ
は
、

原
因
不
明
の
病
気
が
流
行

っ
た
り
す
れ
ば
、
人
の
力
で

は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
人
を

超
え
る
神
さ
ま
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
罹

っ
た
人
を
排
除
し
た
り
、

隔
離
す
る
こ
と
が
身
を
守
る
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
す
。

そ
れ
が

「鬼
は
外
」
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、

「鬼
は
外 

福
は
内
」
と
い
う
だ
け
で

は
、
差
別
を
助
長
す
る
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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表
題
を
見
て
、
間
違

っ
て
い
る
の
で
は
と
思
っ
て
い

る
方
が
大
半
だ
と
思
い
ま
す
。

「鬼
は
外 

福
は
内
」

が

一
般
的
で
す
よ
ね
。 

 

節
分
と
は
、

「豆
ま
き
」
の
時
に
、
鬼
に
豆
を
投
げ

つ
け
て
退
散
さ
せ
る
光
景
が
テ
レ
ビ
な
ど
に
よ
く
映
し

出
さ
れ
ま
す
ね
。 

 

節
分
と
は
、
各
季
節

の
始
ま
り
の
日

（立
春

・
立

夏

・
立
秋

・
立
冬
）
の
前
日
の
こ
と
で

「季
節
を
分
け

る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
江
戸
時
代
以
降
は
特
に
立
春

（毎
年
二
月
四
日
ご
ろ
）
の
前
日
を
節
分
と
い
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
季
節
の
変
わ
り
目
に
は
邪
気

（鬼
）
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
追
い

払
う
た
め
の
行
事
が

「豆
ま
き
」
に
代
表
さ
れ
る
行
事

で
す
。
豆
は

「穀
物
に
は
生
命
力
と
魔
除
け
の
呪
力
が

備
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
信
仰
、
ま
た
は
語
呂
合
わ
せ

で

「魔
目

（豆

・
ま
め
）
」
を
鬼
の
目
に
投
げ

つ
け
て

鬼
を
滅
す
る

「魔
術
」
に
通
じ
、
鬼
に
豆
を
ぶ
つ
け
る

こ
と
に
よ
り
、
邪
気
を
追
い
払
い
、

一
年
の
無
病
息
災

を
願
う
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
、

一
般
的
に

「福
は

内
、
鬼
は
外
」
と
声
を
出
し
な
が
ら
福
豆

（煎
り
大

豆
）
を
撒
い
た
り
、
年
齢
の
数
だ
け

（も
し
く
は

一
つ

多
く
）
豆
を
食
べ
て
厄
除
け
を
行
う
光
景
が
見
ら
れ
ま

す
。 

  
 

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
見
た
、

「鬼
は
内
、
福
は
外
」 

  

浄
土
真
宗
で
は
、
右
記
の
よ
う
な
意
味
で
の

「豆
ま

き
」
は
し
ま
せ
ん
し
、

「鬼
は
外
、
福
は
内
」
と
い
う

掛
け
声
で
は
な
く
、
む
し
ろ
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え
を

い
た
だ
く
も
の
は
、
表
題
の

「鬼
は
内
、
福
は
外
」
と

い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
を
大
事
に
味
わ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ど
う
い
う
こ

と
か
と
言
い
ま
す
と
、
鬼
と
は
邪
気
の
こ
と
と
い
わ
れ

ま
す
が
仏
教
で
は
三
毒
の
煩
悩
に
代
表
さ
れ
ま
す
。
す

な
わ
ち

一
欲
、
二
怒
り
、
三
愚
痴
で
す
。
親
鸞
聖
人
は

お
手
紙

（
一
念
多
念
証
文
）
の
中
で
、

「凡
夫
と
い
う

は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
身
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
多

く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ

お
お
く
、
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま

で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ぬ
な
り
」
と
語
ら
れ

て
い
ま
す
。 

 

他
人
の
幸
せ
を
心
か
ら
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
相
手

を
恨
ん
だ
り
、
妬
ん
だ
り
、
腹
が
た
っ
た
り
、
卑
下
し

て
み
た
り
、
そ
れ
が
、
凡
夫
で
あ
る
浅
ま
し
い
私
の
本

当
の
姿
で
あ
る
と
、
親
鸞
聖
人
は
仰
る
の
で
す
。
そ
ん

な
私
の
偽
ら
ざ
る
姿
を
鬼
と
表
現
し
た
な
ら
ば
、
そ
の

鬼
の
姿
そ
の
も
の
を
抱
き
と
っ
て
捨
て
ず
と
仰
っ
て
く

だ
さ
る
の
が
阿
弥
陀
さ
ま
で
す
。

「鬼
は
内
」
と
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
が
常
に
煩
悩
に
染
ま
る
凡
夫
の
私
を
抱
き

取
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
心
の
あ
ら
わ
れ
で
す
。 

 

そ
し
て

「福
は
外
」
と
は
、
そ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈

悲
の
あ
た
た
か
い
こ
こ
ろ
を
凡
夫
で
あ
る
私
に
差
し
向

け
て
く
だ
さ
る
こ
こ
ろ
が
こ
の

「福
は
外
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
で
す
。 

  
 

私
か
ら
見
た
、

「鬼
は
内
、
福
も
内
」 

  

お
念
仏
を
喜
ば
れ
た
妙
好
人
の
浅
原
才
市
さ
ん
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
才
市
さ
ん
の
正
像

が
を
絵
師
の
方
が
描
い
て
持
っ
て
こ
ら
れ
た
時
の
こ
と

で
す
。
家
族
や
近
所
の
も
の
は

「大
変
良
く
描
け
て
い

る
」
と
満
足
げ
に
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
の
に
、
当
の
才
市

さ
ん
は
首
を
か
し
げ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
聞
い

て
み
る
と

「
一
つ
足
ら
ん
も
の
が
あ
る
の
で
、
付
け
加

て
描
い
て
も
ら
い
た
い
。
」
と
願
わ
れ
た
の
で
、
何
か

と
問
う
と

「頭
に
、
角
を
描
い
て
く
れ
ん
か
。
あ
ん
た

ら
に
は
見
え
ん
か
も
し
れ
ん
が
、
わ
し
の
頭
に
は
角
が

生
え
と
る
ん
じ
ゃ
。
」
と
い
わ
れ
た
そ
う
で
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
が
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
姿
を
、
才
市
さ

ん
は
角
の
生
え
た
鬼
の
姿
で
表
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。 

 

才
市
さ
ん
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の
こ
こ
ろ
を
い

た
だ
い
て
い
く
中
で
、
お
慈
悲
に
照
ら
さ
れ
る
自
分
の

姿
は
何
と
あ
さ
ま
し
い
こ
と
か
と
、
慈
悲
の
光
に
照
ら

し
出
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

一
皮
む
け
ば
、
本
当
の
姿

は
鬼
。
そ
し
て
、
手
柄
は
自
分
の
も
の
に
し
た
が
る

私
。
し
か
し
、
そ
の
鬼
を
助
け
る
は
た
ら
き
が
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
ご
本
願
。
ど
う
に
も
こ
う
に
も
な
ら
ぬ
鬼
の

こ
の
私
を
救
わ
ね
ば
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
は

た
ら
い
て
く
だ
さ
る
。
あ
さ
ま
し
い
鬼
の
私
が
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
救
い
の
目
当
て
で
あ
っ
た
と
は
何
と
あ
り
が

た
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
こ
こ
ろ
を
い
た
だ
き
な
が
ら
お
念

仏
申
し
、
日
々
の
生
活
を
正
直
に
生
き
た
才
市
さ
ん
の

姿
こ
そ
が
、

「鬼
は
内
、
福
も
内
」
の
阿
弥
陀
さ
ま
に

照
ら
し
出
さ
れ
た
偽
り
な
き
私
の
姿
で
し
た
。 

 

稲
垣
瑞
剱
先
生
の
う
た
に
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

 

「幸
福
来
た
ら
ば
敵
と
思
え 

苦
し
み
き
た
ら
ば
惰

眠
を
覚
ま
す 

他
力
大
行
の
催
促
な
り
と
思
う
べ
し
」

と
い
う
も
の
で
す
。 

 

と
も
に
味
わ
い
た
い
お
言
葉
で
す
。 

  

１ 

鬼
は
内 

福
は
外 

  
 

 
 

 
 

 

浄
教
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

平
成
二
九
年
二
月
の
法
話
よ
り 



3 

 

〈趣
意
書
〉 

  

来
る
二
〇
二
三

（令
和
五
）
年
に
宗
祖
親
鸞
聖
人
の

ご
誕
生
八
五
〇
年
を
、
ま
た
、
そ
の
翌
年
に
は
立
教
開

宗
八
〇
〇
年
を
お
迎
え
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
き

ま
し
て
は
、
私
た
ち
の
宗
門
は
二
〇
二
三

（令
和
五
）

年
に
そ
の
慶
讃
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。 

 

も
の
ご
と
を
自
己
中
心
的
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
私

た
ち
が
こ
の
世
を
生
き
る
こ
と
は
苦
悩
そ
の
も
の
で

す
。
そ
の
苦
悩
を
超
え
て
生
き
て
い
く
道
を
教
え
て
く

だ
さ
る
の
が
仏
法
で
す
。
阿
弥
陀
仏
は
私
た
ち
に

「ど

ん
な
に
孤
独
で
苦
し
く
悲
し
く
と
も
、
私
は
あ
な
た
方

一
人
ひ
と
り
を
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
め
て
、
決
し
て

見
放
さ
な
い
」
と
の
救
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

「南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
い
う
み
名
に
込
め
て
、
よ
び
続
け
て
お
ら

れ
ま
す
。
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
に
頷
き
受
け

と
め
る
こ
と
が
、
私
た
ち
に
届
け
ら
れ
た
真
実
信
心
と

な
り
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
よ
う
と
も
揺
ら
ぐ

こ
と
の
な
い
尊
い
安
心
を
頂
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

そ
れ
こ
そ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
に
も
向
き
あ
っ
て
生

き
る
こ
と
の
で
き
る
依
り
ど
こ
ろ
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
阿
弥
陀
仏
か
ら
頂
い
て
い
る
御
恩

へ
の
感
謝

の
言
葉
が
お
念
仏
で
あ
り
、
そ
の
救
い
の
在
り
方
を
、

念
仏
者
の
生
き
方
と
し
て
私
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く
、

し
か
も
体
系
立
て
て
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
、
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
親
鸞
聖
人
に
よ
る

「立

教
開
宗
」
の
意
義
で
あ
り
ま
す
。 

 

遙
か
二
五
〇
〇
年
前
、
釈
尊
は
、

「諸
行
無
常
」
と

「縁
起
」
と
い
う
、
こ
の
世
界
と
人
間
の
あ
り
の
ま
ま

の
真
実
を
見
抜
か
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
在

り
方
の
な
か
に
は
、
変
化
し
な
い
実
体
的
な
自
我
な
ど

存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
び
と
は
自
ら
仮
想

し
た
自
我
に
執
わ
れ
、
限
り
な
い
欲
望
に
基
づ
い
て
、

自
ら
に
苦
し
み
を
、
そ
し
て
世
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
争
い

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
現
代
に
も
そ
の
ま
ま
に
通
じ
る
現
実
で

す
。 

 

お
よ
そ
八
〇
〇
年
前
、
親
鸞
聖
人
は
、
自
己
の
在
り

方
を
深
く
省
み
て
、
私
た
ち
人
間
と
は
自
己
中
心
的
な

思
い
、
煩
悩
か
ら
い
か
に
し
て
も
抜
け
出
る
こ
と
の
で

き
な
い
存
在
で
あ
る
と
気
づ
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

ｓ
こ
う
い
う
煩
悩
に
突
き
動
か
さ
れ
る
私
た
ち
誰
に

も
、
誰
ひ
と
り
取
り
残
す
こ
と
な
く
尊
い
安
心
を
与
え

よ
う
と
は
た
ら
き
続
け
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
願
い
に
出

遇
わ
れ
た
の
で
し
た
。
そ
の
こ
と
を
身
を
以
て
私
た
ち

の
生
き
方
と
し
て
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
親
鸞
聖
人

で
す
。
そ
の
親
鸞
聖
人
の
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
浄

土
真
宗
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
今
の
私

は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
聖
人

へ
の
感
謝
と
、
そ
の

教
え
に
出
遇
え
た
こ
と
の
喜
び
を
込
め
て
、
聖
人
の
ご

誕
生
を
祝
い
、

「立
教
開
宗
」
に
感
謝
す
る
慶
讃
法
要

を
お
勤
め
す
る
の
で
す
。 

 

さ
て
、
現
代
世
界
は
、
社
会

・
国
家
の
レ
ベ
ル
で
は

自
国
の
経
済
や
文
化
を
優
先
す
る
排
他
的
で
閉
鎖
的
な

在
り
方
が
優
勢
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
国
際
的
に
さ
ま

ざ
ま
な
対
立
や
紛
争
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
個
人

レ
ベ
ル
で
は
、
自
己
努
力
と
自
己
責
任
と
い
う
名
目
の

も
と
に
、
共
に
生
き
る
と
い
う
価
値
観
が
薄
ら
ぎ
、
孤

独

・
孤
立
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
人
類
の
破
滅
を
も
も
た
ら
す
よ
う
な
閉
塞
し
た
現
代

世
界
の
方
向
性
を
、
互
い
に
響
き
合

っ
て
生
き
て
い
け

る
方
向

へ
と
転
換
し
逆
転
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
世
界

の
す
べ
て
の
宗
教
が
果
た
す
べ
き
役
割
で
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
各
地
域
で
は
硬
直
し

た
宗
教
か
ら
は
離
反
現
象
が
広
が
り
つ
つ
あ
り
、
宗
教

は
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
せ
て
い
る
と
は
い
え
ま

せ
ん
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
今
こ
そ
、

「自
他
共
に

心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
」
を
理

念
と
し
、
仏
道
の
基
本
を
踏
ま
え
て
人
び
と
と
共
に
歩

む
私
た
ち
念
仏
者
の
果
た
す
べ
き
使
命
は
、
か
け
が
え

の
な
い
、
大
変
に
重
い
も
の
で
す
。 

 

今
回
の
慶
讃
法
要
に
向
け
て
、

「世
の
な
か
安
穏
な

れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
の
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
胸

に
、
地
道
に
そ
の
役
割
を
果
た
す
べ
く
、
精

一
杯
精
進

し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

  
 

二
〇

一
九

（令
和
元
）
年
八
月 浄

土
真
宗
本
願
寺
派 

龍
谷
山 

本 

願 

寺 

 

２ 

   

 
趣
意
書

・
付
帯
事
項 

立

教

開

宗

八

〇

〇

年 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

慶
讃
法
要 



4 

〈付
帯
事
項
〉 

 

こ
の
た
び
、
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
五
〇
年

・
立
教

開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要

の
趣
意
書
を
起
草
す
る
な

か
、
宗
門
が
慶
讃
法
要
の

在
り
方
及
び
関
連
諸
行
事

を
考
え
、
企
画
す
る
う
え

か
ら
の
課
題
と
し
て
、
主

要
な
点
を
次
の
と
お
り
掲

げ
ま
し
た
。 

 

【大
き
な
感
動
に
つ
な
が
る
法
要
を
】 

  

そ
も
そ
も
慶
讃
法
要
は
、

「法
縁
」
に
よ
っ
て
同
じ

道
を
歩
む
人
た
ち
が
繋
が
る
喜
び
を
再
確
認
し
、
実
感

す
る
場
で
す
。
今
回
の
慶
讃
法
要
は
、
特
に
若
い
人

や
、
こ
れ
ま
で
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
教
え
に
あ
ま
り
親

し
み
の
な
か
っ
た
方
々
へ
、
新
鮮
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お

く
る
絶
好
の
機
会
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

に
も
ま
た
、
今
回
の
よ
う
な
大
き
な
法
要
を
営
む
意
義

が
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
儀
礼
性
を

具
え
つ
つ
、
大
き
な
感
動
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
法
要
の
在
り
方
を
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

【伝
わ
る
伝
道
を
】 

  

真
実
信
心
を
正
し
く
、
わ
か
り
や
す
く
、
あ
り
が
た

く
伝
え
る
こ
と
が
伝
道
の
基
本
で
あ
り
、
儀
礼
や
音
楽

の
有
効
性
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
伝
道
教
団
で
あ
る
か

ら
に
は
や
は
り

「言
葉
」
は
大
切
で
す
。
ご
法
義
そ
の

も
の
は
時
代
を
超
え
る
も
の
で
す
が
、
時
代
の
状
況
や

人
び
と
の
意
識
に
応
じ
た
伝
道
の
方
法
は
工
夫
さ
れ
る

べ
き
で
す
。
近
年
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

「伝
え

る
伝
道
」
か
ら

「伝
わ
る
伝
道
］ 

へ
と
本
質
的
に
転

換
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
慶
讃
法
要
を

機
に
、
宗
門
の
内
外
に
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す

る
文
書
で
も
、
教
理
や
教
学
の
専
門
用
語
を
、
誰
に
で

も
わ
か
り
や
す
い
言
葉
と
し
て
紡
ぎ
か
え
て
い
く
大
胆

な
工
夫
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

【
「私
た
ち
の
ち
か
い
」
の
普
及
を
】 

  

今
回
の
慶
讃
法
要
に
向
け
て
、
将
来
を
担
っ
て
い
く

若
い
世
代

へ
の
よ
り
積
極
的
な
伝
道
を
重
視
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
す
。
専
如
ご
門
主
は
二
〇

一
八

（平
成

三
〇
）
年
の

「秋
の
法
要
」
で
、
特
に
若
い
人
や
、
こ

れ
ま
で
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
教
え
に
あ
ま
り
親
し
み
の

な
か
っ
た
方
々
に
向
け
て
、

「念
仏
者
の
生
き
方
」
の

肝
要
と
し
て

「私
た
ち
の
ち
か
い
」
を
示
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の

「私
た
ち
の
ち
か
い
」
は
、
日
々
の
生
活
の

な
か
で
の
私
た
ち
の
在
り
方
を
易
し
い
言
葉
で
四
カ
条

に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
ご
門
主
の
お
心
を
真
摯

に
受
け
と
め
、
特
に
今
回
の
慶
讃
法
要
に
向
け
て
、
誰

に
で
も
理
解
し
や
す
い
言
葉
で
述
べ
ら
れ
た

「私
た
ち

の
ち
か
い
」
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
多
く
の
人
び
と
に

唱
和
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
そ
の
普
及
に
努
め
て
い

き
ま
し
ょ
う
。 

 

【社
会
に
開
か
れ
た
宗
門

へ
】 

  

こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
か
な

か
改
善
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

「開
か
れ
た
宗
門
」

へ
の

脱
皮
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
出
家
主
義

の
仏
教
と
は
異
な
り
、
こ
の
世
俗
世
界
で
仏
道
を
歩
む

と
い
う
念
仏
者
の
在
り
方
は
、

「生
き
と
し
生
け
る
も

の
と
共
に
生
き
て
い
く
」
と
い
う
大
乗
仏
教
の
理
想
を

実
現
し
て
い
く
道
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
出
遇
え

た
私
た
ち
は
他
者
の
苦
し
み
や
悲
し
み
に
無
関
心
で
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
他
者

へ
の
思
い
が
基
本
に
あ
っ

て
こ
そ
、
仏
法
に
基
づ
く
仏
教
者
の
社
会
参
画
や
社
会

貢
献
を
実
現
し
、
公
共
性
や
公
益
性
と
い
う
社
会
的
な

要
請
に
も
応
え
う
る
の
で
す
。
今
回
の
慶
讃
法
要
を
よ

き
機
縁
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
人
び
と
と
心
を
開
い
て

共
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
こ
と
の
尊
さ
と
、
喜
び
を
伝

え
う
る
開
か
れ
た
宗
門

へ
と
脱
皮
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。 

 

【具
体
的
な
社
会
実
践
と
し
て
】 

  

私
た
ち
宗
門
は
長
年
、
社
会
実
践
の
ひ
と
つ
と
し
て

平
和
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
戦
後
七

〇
年
を
機
縁
に
平
和
に
関
す
る
学
び
を
深
め
る
な
か

で
、
私
た
ち
誰
も
が
取
り
組
め
る
平
和

へ
の
具
体
的
な

貢
献
策
と
し
て
、

「貧
困
の
克
服
」
に
向
け
た
実
践
運

動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

「自
他
共
に
心
豊

か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
す

る
」
と
い
う
宗
門
の
基
本
理
念
と
軌
を

一
に
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
他
の
宗
派
に
先
駆
け
て
、
国
際
連
合
が
提
唱

す
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

（寺
則
可
能
な
開
発
目
標
）
に
も
注
目

し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
の
基
本
理
念
は

「誰

一
人
取
り
残
さ
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、

「十
方
衆
生
を
救
う
と
い
う
阿
弥

陀
仏
の
大
悲
の
教
え
」
と
親
和
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
も
仏
法
に
基
づ
き
、
宗
門
内
外
の
人
び
と

と
連
携
し
つ
つ
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
の

課
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
開
か
れ
た
宗
門
を
目
指
し

て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

３ 
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他
利
利
他
の
深
義 

  

こ
こ
に

「他
利
利
他
の
深
義
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
行
巻
に
引
か
れ
た

「自
利
利
他
」
の
問
題
の
と
こ

ろ
に
出
て
く
る
文
言
と
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
こ

に
は
、 

  
 

問と

う

て

日い

わ

く
、

何な
ん

の
因
縁

い
ん
ね
ん

あ

り

て
か 

 
 

「即
得
成

そ
く
と
く
じ
ょ
う

就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

じ
ゅ
あ

の
く
た
ら
さ
ん
に
ゃ
く
さ
ん
ぼ
だ

い

」
と
言

の
た
ま

え 

 
 

る
や
。
答こ

た

え
て
日い

わ
く
、

『論ろ
ん

』
に
そ
の
本も

と

を
求も

と 

 
 

む
れ
ば
、
阿あ

弥
陀
如
来

み
だ
に
ょ
ら
い

を

増
上
縁

ぞ
う
じ
ょ
う
え
ん

と
す
る
な
り 

 
 

他
利

た
り

と
利り

他た

、
談だ

ん

ず
る
に
左
右

さ
う

あ
り
。
も
し
お
の 

 
 

ず
か
ら
仏ぶ

つ

を
し
て
言い

わ
ば
、
宜よ

ろ

し
く
利
他

り
た

と
言い

う 
 

 
 

べ
し
。
お
の
ず
か
ら
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

を
し
て
言い

わ
ば
、
宜よ

ろ 

 
 

し
く
他
利

た
り

と
言い

う
べ
し
。
い
ま
将ま

さ

に
仏
力

ぶ
つ
り
き

を
談だ

ん

ぜ 

 
 

ん
と
す
、
こ
の
ゆ
え
に
利
他

た
り

を
も
っ
て
こ
れ
を
言い 

 
 

う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（行
巻
） 

 

と
あ
り
ま
す
。

・
・
・
こ
れ
は
衆
生
に
本
当
に
利
益
を

も
た
ら
す
の
は
本
願
以
外
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言

お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

「衆
生
を
し
て
言
う
な
ら
ば
他
利
で
あ
る
」
と
は
、

人
間
に
お
い
て
は

「利
」
と
は

「自
己
の
利
」
と
か 

「他
人
の
利
」
と
い
う
形
で
し
か
成
り
立
た
な
い
。
だ

か
ら
見
か
け
の
上
で
は
自
利
と
他
利
が
円
満
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
み
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
ま
た
ま
自

分
の
利
害
と
他
人
の
利
害
が

一
致
し
た
と
い
う
こ
と
に

過
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
均
衡
状
態
は
、
少

し
で
も
条
件
が
変
れ
ば
す
ぐ
に
壊
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

人
間
同
士
の
関
係
に
お
い
て
は
、
利
と
は
、
ど
こ
ま
で

い
っ
て
も
自
己
中
心
性

（
エ
ゴ
イ
ズ
ム
）
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
衆
生
の
利
は
、

「自
の
利
」

と

「他
の
利
」
の
間
の
一
致
か
衝
突
か
の
ど
ち
ら
か
と

し
て
し
か
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を

「衆
生
を
し

て
言
わ
ば
、
宜
し
く
他
利
と
言
う
べ
し
」
と
言
っ
て
い 

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
れ
に
対
し
て

「仏
を
し
て
言
わ
ば
、
宜
し
く
利
他

と
言
う
べ
し
」
と
い
う
場
合
の
、
こ
の
利
他
に
対
す
る

自
利
と
は
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
定
ま
る
と
い
う
利

益
で
す
。
そ
の
利
益
は
私
の
中
か
ら
出
て
く
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
も
た
ら
す
の
は

「阿
弥
陀
如

来
の
増
上
縁
」
、
す
な
わ
ち
本
願
力
で
す
。
本
願
以
外

の
何
も
の
に
よ
っ
て
も
私
は
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

が
は
っ
き
り
す
る
こ
と
が
こ
の
場
合
の
自
利
の
意
味
で 

す
。 

 

そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
私

が
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
事
実
が
、

「念
仏

の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
ず
」
と
い
う
本
願
の
成
就
を

証
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
私
の
エ
ゴ

が
入
り
込
む
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
弥
陀
の
本
願
は
う

そ
い
つ
わ
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
の
上
に
成

り
立
っ
た
自
利
が
証
明
す
る
の
で
す
。
そ
の
場
合
、
利

他
と
は
、
私
を
救
う
本
願
は
間
違
い
な
く
あ
な
た
を
も

救
う
と
い
う
こ
と
と
し
て
成
り
立
ち
ま
す
。
本
願
が
う

そ
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
本
願
は
私
と
同
じ
よ
う
に
必

ず
あ
な
た
を
も
救
う
。
そ
れ
が
利
他
と
い
う
こ
と
で 

す
。
自
利
の
確
信
と
は
本
願
に
対
す
る
信
頼
と
し
て
成

立
し
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
利
他
の
成
就

へ
の

確
信
に
直
結
す
る
の
で
す
。
本
願
が
根
拠
と
な
っ
て
い

る
の
で
す
か
ら
、
自
利
と
利
他
が
衝
突
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
凡
夫
の
側
の

条
件
は
何
の
根
拠
に
も
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、

「誰

で
も
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
す
。
私
の
中
に

は
本
願
に
付
け
足
す
べ
き
材
料
は
何
も
な
い
。
私
を
救

う
の
は
本
願
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
だ
か
ら
私
を

救
う
本
願
は
、
間
違
い
な
く
あ
な
た
を
救
い
、

一
切
衆

生
を
救
う
。
こ
れ
が

「阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
す 

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

（藤
場
俊
基
氏
著

『親
鸞
の
教
行
信
証
を
読
み
解
く
Ⅲ 

 
 
 
 

 
 
 

 ー

証

・
真
仏
土
巻ｰ

』
よ
り
抜
粋
） 

 

※

「行
巻
」
に
説
か
れ
る

「自
利
」
の
意
味
は
藤
場
氏

が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、

「浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が

定
ま
る
利
益
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
の
は
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
本
願
力
し
か
な
く
、
そ
れ
で
し
か
救
わ
れ
な

い
私
で
あ
る
と

〝罪
悪
深
重
の
凡
夫
〟
の
自
覚
を
言
わ

れ
て
い
る

「往
相
回
向
」
を
意
味
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、

「利
他
」
は

「還
相
回
向
」
の
こ
と
と

思
う
の
で
す
が
、
藤
場
氏
は
、
現
生
に
お
い
て
、
信
心

を
獲
得
し
た
者
が
、
そ
の
者
と
同
じ
よ
う
に
他
の
者
が

本
願
力
に
よ
り
救
わ
れ
て
い
く
こ
と
を

「利
他
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
納
得
い
か
な

い
で
お
り
ま
す
。
私
は
現
生
に
お
い
て
、
私
を
仏
に
し

よ
う
と
往
相
回
向

（自
利
）

・
還
相
回
向

（利
他
）
が

私
の
上
に
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

４ 

宗
師
は
大
悲
往
還
の
回
向
を
顕
示
し

て
、
ね
ん
ご
ろ
に
他
利
利
他
の
深
義

を
弘
宣
し
た
ま
え
り
。 

『教
行
信
証

（証
巻
）
』
よ
り
） 
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四
月 

 

六
日

（月
） 
の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（花
ま
つ
り
） 

 

一
二
日

（
日
） 

築
地
本
願
寺
花
ま
つ
り 

一
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（立
教
開
宗
記
念
） 

二
六
日

（
日
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

五
月 

 

六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（親
鸞
聖
人
降
誕
会
） 

二

一
日

（木
） 

築
地
本
願
寺
降
誕
会
法
要 

二
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

六
月 

 

六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二

一
日

（
日
） 

永
代
経
法
要 

二
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

七
月 

 

六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（歓
喜
会
） 

二
六
日

（
日
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

八
月 

 

六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
六
日

（
日
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
盂
蘭
盆
会
） 

二
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

九
月 

 

六
日

（
日
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
七
日

（木
） 

平
和
フ
ォ
ー
ラ
ム 

一
八
日

（金
） 

千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要 

二
〇
日

（
日
） 

秋
季
彼
岸
会
法
要 

二
六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

十
月 

 
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二
四
日

（土
） 

鹿
児
島

・
稱
讃
寺
永
代
経
法
要 

二
五
日

（
日
） 

鹿
児
島

・
稱
讃
寺
永
代
経
法
要 

二
六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

十

一
月 

 

六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
五
日

（
日
） 

築
地
本
願
寺
報
恩
講
大
逮
夜 

一
六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

十
二
月 

 

六
日

（
日
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二
〇
日

（
日
） 

報
恩
講
法
要 

二
六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

一
月 

 

一
日

（月
） 

元
旦
会 

 

六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

九
日

（土
）
～

一
六
日

（土
） 

 
 

 
 

 
 

 

御
正
忌
報
恩
講 

一
六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（御
正
忌
） 

二
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

二
月 

 

六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 

 
 

 
 

 

（如
月
忌
） 

一
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

三
月 

 

六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
円
光
大
師
会
） 

一
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二

一
日

（
日
） 

春
季
彼
岸
会
法
要 

二
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

※
毎
月
六

・
一
六

・
二
六
日
の

「
の
ん
の
ん
法
話
会
」

は
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
開
催
い
た
し
ま
す
。 

５ 

稱
讃
寺 

二
〇
二
〇

（令
和
二
）
年
度
の
予
定 
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〈東
組
実
践
運
動
推
進
協
議
会
〉 

 

日 

時 

三
月

一
二
日

（木
）

一
四
時
～

一
六
時
半 

 

会 

場 

浄
泉
寺

（葛
飾
区
白
鳥

一-

一
〇-

六
） 

 
 

 
 

 
 

電
話 

〇
三-
六
九

一-

〇
三

一
八 

 

講 

師 

大
坂 

智
美 

氏 
 

 
 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
パ
ル
シ
ッ
ク

・
み
ん
か
ふ
ぇ
担
当
） 

 

内 

容 

 

地
域
で
見
守
り
が
で
き
る
関
係
性
の
再
構
築
を
目
指

し
て
葛
飾
区
の
他
団
体
と
も
連
携
し
な
が
ら
活
動
す
る

「
み
ん
か
ふ
ぇ
」
。
子
ど
も
食
堂
や
宿
題
を
見
る
学
習

支
援
等
を
通
じ
人
と
人
が
安
心
し
て
繋
が
る
事
の
で
き

る
場
所
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

今
回
は
そ
の
担
当
者
を
講
師
に
招
来
し
、
こ
れ
ま
で
の

活
動
や
現
場
で
の
出
来
事
か
ら
見
え
た
利
用
者
を
取
り

巻
く
現
状
や
背
景
、
抱
え
て
い
る
課
題
な
ど
に
つ
い
て

聞
か
せ
て
戴
き
ま
す
。
講
義
を
承
け
、
持
続
可
能
な
実

践
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
。 

 

日
程 

一
四

：
〇
〇 

受
付 

 
 

 

一
四

：
三
〇 

開
会
式 

 
 

 

一
四

：
四
五 

講
義 

 
 

 

一
六

：
〇
〇 

協
議
会 

 
 

 

一
六

：
二
〇 

閉
会
式 

 
 

 

一
六

：
三
〇 

解
散 

〈如
月
忌

（九
條
武
子
様
を
偲
ん
で
）
〉 

 

日 

時 

二
月
七
日

（金
）

一
三
時
～

一
六
時
半 

会 

場 

和
田
堀
廟
所 

本
堂 

講 

題 

武
子
様
ご
往
生
の
新
聞
記
事
を
縁
と
し
て 

講 

師 

淺
田 

恵
真 

師 

 
 

 
 

 
 

（本
願
寺
派
勧
学

・
大
阪
府
因
念
寺
） 

日 

程 

一
三

：
〇
〇 

法
要 

一
三

：
四
五 

布
教 

一
五

：
〇
〇 

仏
教
讃
歌 

築
地
本
願
寺
合
唱
団
楽
友
会 

一
五

：
三
〇 

九
條
武
子
様
墓
前
参
拝

（焼
香
） 

一
六

：
〇
〇 

ぜ
ん
ざ
い
接
待

（蓮
華
の
間
） 

＊
和
田
堀
廟
所 

 
 

住
所 

杉
並
区
永
福

一-

八-

一 

 
 

電
話 

〇
三-

三
三
二
三-

〇
三
二

一 
  

〈東
京
教
区
仏
教
婦
人
会
連
盟 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
日
研
修
会
〉 

 

日 

時 

三
月
三
日

（火
） 

会 

場 

築
地
本
願
寺 

本
堂 

研
修
会 

幸
重 

忠
孝 
師 

 
 

 

（
子
ど
も
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
代
表
） 

講 

題 

子
ど
も
の
貧
困 

法 

話 

細
川 

真
彦 

師

（多
摩
組
覺
證
寺
住
職
） 

日 

程 

一
〇

：
〇
〇 

受
付 

一
一
：
〇
〇 

開
会
式 

一
一
：
二
〇 

研
修
会 

一
二

：
一
〇 

昼
食

・
休
憩

（ダ
ー
ナ
募
金
） 

一
三

：
一
〇 

研
修
会 

一
四

：
〇
〇 

休
憩 

一
四

：
一
五 

法
話 

一
五

：
〇
五 

閉
会
式 

参
加
費 

三
千
円 

持
ち
物 

念
珠

・
式
章

・
聖
典

・
筆
記
用
具

・
常
備
薬 

※
申
込
締
切 

二
月
二

一
日

（金
） 

  

〈東
組
臨
時
組
会
〉 

 

日 

時 

三
月
二
八
日

（土
） 

会 

場 

築
地
本
願
寺 

対 

象 

東
組
僧
侶
議
員

・
門
徒
議
員 

内 

容 

○
組
長
選
挙 

 
 

 
 

○
教
区
会
議
員
選
出 

 
 

 
 

 
 

（僧
侶
議
員

一
名
） 

 
 

 
 

 
 

（
門
徒
議
員

一
名
） 

持
ち
物 

門
徒
式
章

・
念
珠

・
聖
典

・
印
鑑 

 

※
現
在
、
東
組
の
稱
讃
寺
と
し
て
の
門
徒
議
員
さ 

 

ん
は
、
川
田
原
末
廣
氏
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

川
田
原
末
廣
氏
に
は
万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の
う 

 

え
、
ご
出
席
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申 

 

し
あ
げ
ま
す
。 

 

尚
、
川
田
原
氏
が
や
む
な
く
ご
欠
席
の
場
合
は 

 

門
徒
総
代
さ
ん
の
中
で
ご
都
合
が
つ
く
方
に
ご 

 

 

出
席
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
の 

 

で
、
お
心
づ
も
り
戴
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し 

 

あ
げ
ま
す
。 

 

６ 

築
地
本
願
寺

・
東
京
教
区

・
東
組 

 
二
〇

一
九
年
度
内 

行
事
予
定 
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一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

  

六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

八
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
五
日

（
日
） 

日
用
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
二
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 

春
季
彼
岸
会
法
要 

午
後
二
時 

 

二
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
九
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

二
〇
二
〇
年 

二
月 

法
務

・
布
教

・
出
向
予
定 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年 

三
月
の
行
事
予
定 

 

  

一
日

（土
） 

鍛
治
沢
家
七
回
忌 

十

一
時 

 
 

 
 

 
 

 

丸
山
家
七
回
忌 

十
六
時 

  

二
日

（
日
） 

東
京
教
区
仏
教
壮
年
会
連
盟 

 
 

 
 

 
 

 

結
成
四
〇
周
年
記
念
大
会 

  

三
日

（月
） 

坂
根
家
月
忌
参
り 

九
時
半 

  

六
日

（木
）
～
七
日

（金
） 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
教
区
僧
侶
研
修
会 

  

八
日

（土
） 

鬼
丸

（安
原
）
家

一
周
忌 

 
 

 
 

 
 

 

が
ん
患
者

・
家
族
語
ら
い
の
会 

 

  

九
日

（
日
） 

桐
生
家
法
要 

十
時 

 
 

 
 

 
 

 

二
之
宮
家
四
十
九
日
法
要 

 

一
一
日

（火
） 

齋
藤
家

一
周
忌 

十
時 

 

一
二
日

（水
） 

東
組

・
組
内
会 

十
七
時 

 

一
七
日

（月
） 

ビ
ハ
ー
ラ
電
話
相
談 

十
四
時 

 

二
三
日

（
日
） 

東
組
役
員
会 

十
八
時 

 

二
五
日

（火
） 

ビ
ハ
ー
ラ
電
話
相
談 

十
四
時 

 

二
〇
二
〇
年 

二
月
の
行
事
予
定 

 

正
た
だ

し
い
施

ほ
ど
こ

し
は 

  
 

報む
く

い
を
願ね

が

わ
な
い 

  
 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
二
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

二
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

  

六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

九
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
九
時 

 

一
六
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
三
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
    

 

五
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

  

六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
二
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
九
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
九
時 

 

二
六
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

五
千
九
時 

 
 

 
 

 
 

 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
〇
二
〇
年 

四
月
の
行
事
予
定 


