
  

  

三
月
は
、

「雛
祭
り

（桃
の
節
句
）
」
で
あ
り
ま
す

が
、
元
々
は
、
中
国
の
五
節
句
の
一
つ

「上
巳
」
か
ら

来
て
い
る
そ
う
で
、

「節
分
」

（豆
ま
き

・
恵
方
巻

き
）
と
同
じ
く
、
厄
除
け
の
意
味
が
あ

っ
た
そ
う
で

す
。
今
年
二
月
、
三
月
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が

日
本
中

・
世
界
中
に
猛
威
を
振
る
っ
て
お
り
、
早
く
沈

静
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
ば
か
り
で
す
。
自
ら
厄
除

け
の
行
為
は
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
マ
ス
ク
を

し
、
ま
め
に
ア
ル
コ
ー
ル
で
の
手
洗
い
を
、
予
防
と
し

て
や

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
科
学
医
療
が
発
達

し
て
な
か
っ
た
頃
は
、
厄
除
け
す
る
の
は
、
素
直
な
こ

と
だ
っ
た
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
親

鸞
聖
人
は
、
厄
除
け
の
よ
う
な
ま
ね
は

一
切
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
世
で
の
死
を
免
れ
る
こ
と
が

〝救
い
〟
と
は
捉
え
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

 

今
年
に
な
っ
て
か
ら
、
医
療
を
舞
台
に
し
た
ド
ラ
マ

が
多
く
放
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
僧
医
が
主
人

公
の

「病
室
で
念
仏
を
唱
え
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い

う
ド
ラ
マ
が
あ
り
ま
す
。
救
急
医
で
僧
侶
の
主
人
公
と

医
療
仲
間
が
患
者
さ
ん
の
身
心
を
救
お
う
と
奔
走
す
る

姿
に

「生
き
る
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
と
は
何
か
」
を
考
え

さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
す
。
僧
医
と
は
、
医
者
で
も
あ

り
、
僧
侶
で
も
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
す
る

「ホ
ス
ピ
ス
」
に
お
ら
れ
る

「チ
ャ
プ
レ
ン
」
と
呼
ば

れ
る
方

の
こ
と
で
、
そ
の
仏
教

版

（ビ

ハ
ー
ラ
）
で
す
。
こ
れ

に
は
モ
デ

ル
が
実
在
し
、
三
八

歳
で
臨
済
宗
の
管
長
に
な
ら
れ

た
の
で
す
が
、
五

一
歳
で
医
師

免
許
を
取
得
さ
れ
、
現
在
も
病

院
の
医
院
長
を
な
さ

っ
て
い
る

対
本
宗
訓
氏
で
す
。
こ
の
ド
ラ

マ
を
チ
ャ
プ
レ
ン
の
立
場
か
ら

監
修
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
が
、

東
北
大
学

の
谷
山
洋
三
氏

で

す
。
谷
山
氏
は
真
宗
大
谷
派
の

僧
侶
で
あ
り
、
お
医
者
さ
ん
で

は
あ

り
ま

せ
ん
が
、
ス
ピ
リ

チ

ュ
ア
ル
ケ
ア

の
専
門
家

で

す
。
谷
山
氏
は
そ
の
著
書
の
タ

イ
ト

ル
に
も
な

っ
て
い
ま
す

が
、

「人
は
人
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
癒
や
す

こ
と
が
出
来
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

〝
死
〟
か
ら
逃
れ
る
こ
と
だ
け
を

〝救
い
〟
と
し
か

捉
え
ら
れ
な
い
私
で
す
が
、
こ
の
癒
や
し
の
な
か
で
、

私
た
ち
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
が
は
た
ら
い
て
い

る
こ
と
を
、
お
互
い
に
伝
え
、
大
い
な
る
慈
悲
を
味

わ
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
、

〝救
い
〟
と
な
る
と
、
そ
れ

を

「お
念
仏
申
す
」
と
言
い
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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今
生

こ
ん
じ
ょ
う

に
、
い
か
に
い
と
ほ
し
不
便

ふ

び

ん

と
お

も
ふ
と
も
、
存
知

ぞ

ん

じ

の
ご
と
く
た
す
け
が

た
け
れ
ば
、
こ
の
慈
悲
始
終

じ

ひ

し

じ

ゅ
う

な
し
。 

し
か
れ
ば
、
念
仏
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罹
患
な
さ
れ
た
方
、
治
療
に
従
事
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
に
、 

お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

皆
様
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
予
防
、
拡
散
防
止
に

ご
心
労
の
こ
と
と
お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 
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二 

念
仏
成
仏 

 

Ⅲ 

阿
弥
陀
如
来
の

〈い
の
ち
〉
ー
如
来
の
大
悲 

  
 
 

釈
尊
の
還
相
と
私
た
ち
の
往
相 

  

と
こ
ろ
で
、
釈
尊
は
、

成
道

じ
ょ
う
ど
う

に
お
い
て
仏
陀
と
な

り
、
迷

い
か
ら
覚

り

へ
と
往

生

し
た
。
ま

た
、

初
転
法
輪

し
ょ
て
ん
ぼ
う
り
ん

で
は
如
来
と
し
て
、
覚
り
か
ら
迷
い
へ
と
還

相
し
た
。
私
た
ち
は
、
還
相

げ
ん
そ
う

し
た
如
来
に
導
か
れ
て
、

迷
い
か
ら
覚
り

へ
と
往
相

お
う
そ
う

す
る
身
と
な
る
の
で
あ
る
。

釈
尊
が
仏
陀
か
ら
如
来
と
な
っ
て
還
相
し
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
私
た
ち
の
往
相
は
あ
り
う
べ
く
も
な
い
。
如
来

の
本
質
は
、
す
べ
て
の
人
び
と
を
目
覚
め
さ
せ
ず
に
は

お
か
な
い
、
と
い
う
大
悲
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ

は
、
す
べ
て
は
ゼ
ロ

（空
）
で
あ
る
と
見
通
す
無
碍
の

智
慧
に
基
づ
い
て
い
る
。 

 

こ
う
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
は
、

「智
慧
」
か

ら

「慈
悲
」

へ
の
動
向
に
お
け
る

「慈
悲
」
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
、
光
明
と
し
て
の

「智
慧
」
も
、
寿
命
と

し
て
の

「慈
悲
」
も
、
い
ず
れ
も
が
無
量

（無
量
光

・

無
量
寿
）
な
の
で
あ
る
。 

 

な
ぜ
無
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
、

『
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
か

れ
て
い
る
。 

 
 

舎
利
弗

し
ゃ
り
ほ
つ

よ
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
思
う
か
ー
ど
う 

 
 

い
う
理
由
で
、
か
の
阿
弥
陀
如
来
は

「無
量
の
光 

 

 
 

を
も
つ
も
の
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う 

 
 

か
。
ま
こ
と
に
、
舎
利
弗
よ
、
か
の
如
来
の
光
明 

 
 

は
、
無
碍
な
る
ゼ
ロ

（空
）
を
本
質
と
し
て
い
る 

 
 

光
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
仏
国
土
に
お
い
て
、 

 
 

さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
い
う
理
由 

 
 

で
、
か
の
如
来
は

「無
量
の
光
を
も
つ
も
の
」
と 

 
 

名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

舎
利
弗
よ
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
思
う
か
ー
ど
う 

 
 

い
う
理
由
で
、
か
の
阿
弥
陀
如
来
は

「無
量
の
寿 

 
 

命
を
も
つ
も
の
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う 

 
 

か
。
ま
こ
と
に
、
舎
利
弗
よ
、

「い
の
ち
」
の
真 

 
 

実
に
目
覚
め
て
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
び 

 
 

と
の
量
は
無
量
で
あ
り
、
限
り
な
く
い
る
か
ら
そ 

 
 

の
す
べ
て
の
人
び
と
に
対
す
る
大
悲
の
ゆ
え
に
、 

 
 

か
の
如
来
の
寿
命
も
無
量
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い 

 
 

う
理
由
で
、
か
の
如
来
は

「無
量
の
寿
命
を
も
つ 

 
 

も
の
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 

慈
悲
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い 

  

無
碍
な
る
光
明
と
し
て
の
無
量
な
る
智
慧
と
は
、

「生
死
す
る

〈い
の
ち
〉
」
を

「縁
起
す
る

〈い
の

ち
〉
」
と
見
定
め
た
釈
尊
の

《
縁
起
の
道
理
》
を
基
本

と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
私
た
ち
の

〈い
の

ち
〉
の
真
実
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
が
智

慧
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
智
慧
の
内
実
と
は
、
す
べ

て
は
ゼ
ロ

（空
）
で
あ
る
と
知
見
す
る

「般
若
波
羅
蜜

は

ん

に

ゃ

は

ら

み

つ

多た

」
で
あ

っ
た
。
こ
れ
以
外
の
智
慧
は
仏
教
に
は
な

い
。
智
慧
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
に
届
け

て
い
る
。
そ
れ
が
無
量
な
る
寿
命
と
し
て
の
慈
悲
の
は

た
ら
き
で
あ
る
。
如
来
広
大
の
恩
徳
で
あ
る
。 

 

智
慧
と
慈
悲
と
は
別
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
両
者
は
表
裏

一
体
、
不
二
で
あ
る
。
慈
悲
と
な
っ

て
は
た
ら
き
出
な
い
智
慧
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
不

可
知
の
ま
ま
で
あ
る
。
智
慧
に
は
色
も
形
も
な
く
、
た

だ
智
慧
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ば
か
り
、
そ
の
内
実
は
知

り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
れ
を
私
た
ち
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
が
、

「如
来

の
大
悲
」
と
し
て
の
仏
説
、
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
や

思
想

・
芸
術
、

「善
知
識

ぜ
ん
ぢ
し
き

」

（仏
道
に
生
き
た
先
達

せ
ん
だ
つ

）

で
あ
る
。
大
悲
が
い
ろ
い
ろ
な
方
便
と
な
っ
て
、
私
た

ち
に
覚
り
の
智
慧
を
届
け
て
く
れ
る
。
親
鸞
は
、

「阿

弥
陀
如
来
は
如

（あ
り
の
ま
ま
の
世
界
）
か
ら
来
生
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
在
り
方
と
な
っ
て
、
私
た
ち
の
と
こ
ろ

に
智
慧
を
届
け
て
く
だ
さ
る
」

（
『教
行
信
証
』

「証

巻
」
）
と
述
べ
た
。
そ
れ
が

「如
来
」
と
い
う
言
葉
の

本
来
の
意
味
で
も
あ
る
。 

 

慈
悲
が
智
慧
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
ど
う
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
慈
悲
は
人
間
的
な
愛
な
ど
と
混
同
さ

れ
、
単
な
る
人
情

（ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
）
の
根
源
と
見

な
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、

慈
悲
が
智
慧
の
は
た
ら
き
で
あ
る
、
と
い
う
大
乗
仏
教

の
体
系
を
抜
き
に
し
た
理
解
で
し
か
な
い
。 

そ
う
で
は
な
く
、
私
た
ち
の

〈い
の
ち
〉
は
、
無
量

・

無
数
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
た
だ
い

ま
の
こ
の
瞬
間
に
あ
り
え
て
い
る
だ
け

（唯
此
縁
性

ゆ
い
し
え
ん
し
ょ
う

・

因
縁
所
生

い
ん
ね
ん
し
ょ
し
ょ
う

）
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
因
縁
の
ほ
か
に
、

輪
廻

り
ん
ね

に
流
転
す
る
よ
う
な

「私

（我
）
」
と
い
う
存
在

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
無
我
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
私
は
本
来
的
に
空

（ゼ
ロ
）
で
あ
る
。 

１ 

『親
鸞
が
出
遇
っ
た
釈
尊 

 

 
 

 

浄
土
思
想
の
正
意
』 

小
川

一
乘
師
著 
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そ
う
し
た
自
ら
の

〈い
の
ち
〉
の
真
実

へ
の
目
覚
め
が

智
慧
で
あ
り
、
そ
の
目
覚
め
さ
せ
る
は
た
ら
き
が
慈
悲

で
あ
る
。 

 

私
た
ち
は
、
い
か
に
凡
愚

ぼ
ん
ぐ

で
あ
ろ
う
と
も
、
如
来
の

智
慧
の
は
た
ら
き
で
あ
る
大
悲
に
出
遇
う
と
き
、
即
座

に
念
仏
道
を
歩
む
者
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
出で

遇あ

い
は
、
予
想
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
出
遇
っ

た
と
き
に
し
か
出
遇
え
な
い
。
ど
う
し
た
ら
念
仏
の
教

え
に
出
具
え
る
か
、
そ
れ
に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
な
い
。

出
遇
っ
た
人
の
話
を
聞
く
の
も
、
出
遇
っ
た
人
の
喜
び

や
悲
し
み
に
同
感
す
る
の
も
大
切
な
縁
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
自
分
の
出
遇
い
と
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
月
を
さ
す
指
で
し
か
な
い
。 

  
 
 

無
縁
の
慈
悲 

  

と
も
か
く
も
、
こ
の
よ
う
な
如
来
の
智
慧
の
は
た
ら

き
が
本
願
で
あ
り
、
そ
れ
が

「如
来
の
大
悲
」
と
も
、

「無
縁

む
え
ん

の
慈
悲
」
と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「無

縁
」
と
は

「対
象
が
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
私

た
ち
の
存
在
は
本
来
的
に
は
ゼ
ロ

（空
）
で
あ
り
、
対

象
と
な
り
う
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
を
自
覚
せ
し
め
る
慈
悲
が

「無
縁
の
慈
悲
」
で
あ

る
。 

 

身
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

「無
縁
の
慈
悲
」
は
、

愛
な
ど
の
人
情

（ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
）
を
超
克
し
て
い

る
。
浄
土
に
生
き
る
者
と
な
り
た
い
と
願
い
つ
つ
念
仏

道
を
歩
ま
ん
と
す
る
、
そ
う
し
た
自
覚
を
促
す
大
悲
な

の
で
あ
る
。 

『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
は
、
こ
う
説
い
て
い
る
。 

  
 

仏
の
心
と
は
大
慈
悲
で
あ
る
。 

 
 

無
縁
の
慈
悲
を
も
っ
て 

 
 

す
べ
て
の
人
び
と
を
摂
取
す
る
。 

  

こ
の
一
文
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「仏
の

心
」
と
は
、
大
い
な
る
慈
悲
で
あ
る
。

「大
慈
悲
」
と

は
、

「無
縁
の
慈
悲
」
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
我
が
身

あ
り
と
思
い
こ
ん
で
生
き
て
い
る
。
だ
が
、
じ
つ
は
そ

う
で
は
な
く
、
因
縁
所
生
と
し
て
の
わ
が
身
が
あ
る
だ

け
で
、
本
来
的
に
わ
が
身
は
ゼ

ロ

（空
）
な
の
で
あ

る
。

「無
縁
の
慈
悲
」
は
、
そ
れ
を
思
い
知
ら
せ
る
智

慧
の
は
た
ら
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
生

き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の
人
び
と
を
摂お

さ

め
取
る
。

「如

来
の
大
慈
悲
は
無
縁
の
慈
悲
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
こ

そ
、
大
乗
仏
教
の
基
本
で
あ
る
。 

 

親

鸞

は

、

そ

の

こ

と

を

感

動

的

に

和

讃 

（
「正
像
末
和

し
ょ
う
ぞ
う
ま
つ
わ

讃さ
ん

」
）
し
て
い
る
。 
  
 

如
来
大
悲

に
ょ
ら

い
だ

い
ひ

の
恩
徳

お
ん
ど
く

は 

 
 

 
身み

を
粉こ

に
し
て
も
報ほ

う

ず
べ
し 

 
 

 

師
主
知
識

し

し

ゅ

ち

し

き

の
恩
徳

お
ん
ど
く

も 

 
 

 

骨ほ
ね

を
く
だ
き
て
も
謝し

ゃ

す
べ
し 

  

阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
を

「大
悲
」
と
呼
ぶ
の
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。
単
に
、
如
来
の
慈
悲
だ
か
ら
大
き
い
慈

悲
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
如
来
の

慈
悲
は
、
す
べ
て
は
ゼ
ロ

（空
）
で
あ
る
、
と
い
う
真

実
に
目
覚
め
さ
せ
る
は
た
ら
き
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が

「無
縁
の
慈
悲
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

「大
悲
」
と
い

う
の
で
あ
る
。 【

『親
鸞
が
出
遇
っ
た
釈
尊
』
よ
り
抜
粋
】 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
が
続
い
て
い
る
最
中

で
の
ご
案
内
で
あ
り
ま
す
が
、
左
記
の
通
り
、
春
の
お

彼
岸
法
要
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。 

 

日
時 

 

三
月
二
十
二
日

（
日
） 

 
 

 
 

 

午
後
二
時
～
午
後
四
時
半 

日
程 

 

一
四

：
０
０ 

お
つ
と
め 

 
 

 
 

一
四

：
四
五 

休
憩 

 
 

 
 

一
四

：
五
〇 

法
話 

 
 

 
 

一
五

：
五
〇 

休
憩 

 
 

 
 

一
六

：
〇
〇 

茶
話
会 

 
 

 
 

一
六

：
三
〇 

恩
徳
讃 

 

恋
し
く
ば 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
う
べ
し 

 

我
も
六
字
の
中
に
こ
そ
住
む 

  

親
鸞
聖
人
が
、
還
暦
を
お
迎
え
に
な
っ
た
頃
、
京
都
に
お

帰
り
に
な
る
と
き
、
二
〇
年
間
居
ら
れ
た
間
に
、
出
遇
わ
れ

た
方
々
に
、
詠
ま
れ
た
お
詩
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

実
際
に
は
、
そ
う
い
っ
た
関
東
の
ご
門
弟
も
度
々
、
京
都

へ
参
り
、
親
鸞
聖
人
に
お
会
い
し
て
お
り
ま
す
が
、
昔
は
、

生
き
て
い
て
も
、
そ
う
会
え
る
も
の
で
は
な
い
と
誰
も
が

思
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
代
の
私
た
ち
は
、
亡
く
な

ら
れ
た
先
人
こ
そ
、
お
姿
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
仏
さ
ま
と
成

ら
れ
、

〝南
無
阿
弥
陀
仏
〟
の
な
か
に
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま

と
ご

一
緒
に
居
ら
れ
る
と
思
っ
て
生
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

２ 

稱
讃
寺 

春
季
彼
岸
会 

ご 

案 

内 
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二
〇
二
三

（令
和
五
）
年
三
月
よ
り
、
御
本
山

で
は
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年

・
立
教
開
宗
八

〇
〇
年
記
念
の
慶
讃
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
す
。 

 

つ
い
こ
の
間
、
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
法

要
が
営
ま
れ
た
ば
か
り
と
思

っ
て
い
ま
し
た
が
、

も
う
八
年
も
経

っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
、
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳

を
偲
び
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
聞
き
、
お
念

仏
相
続
し
て
い
く
意
義
を
問
う
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。 

  

親
鸞
誕
生
の
時
代 

  
 
 

親
鸞
誕
生 

  

平
安
時
代

の
末
で
あ
る

承
安

し
ょ
う
あ
ん

三

（
一
一
七

三
）
年
、
あ
る
下
級
貴
族
の
夫
婦
に
男
の
子
が
誕

生
し
た
。
親
鸞
で
あ
る
。
当
時
、
政
界
で
は
後
白

河
院
の
も
と
で
平
清
盛
が
権
勢
を
振
る
っ
て
い

た
。
清
盛
が
娘
の
徳
子

（
の
ち
の
建
礼
門
院
）
を

後
白
河
院
の
猶
子

ゆ
う
し

と
し
、
高
倉
天
皇
の
も
と
に
入じ

ゅ

内だ
い

さ
せ
た
の
は
、
親
鸞
誕
生
の
二
年
前
の
こ
と
で

あ
っ
た
。 

 

治
承

じ
し
ょ
う

五

（
一
一
八

一
）
年
、
親
鸞
は
出
家
得
度

し
て
延
暦
寺
の
僧
侶
と
な

っ
た
。
そ
し
て
、
堂
僧

ど
う
そ
う

と
し
て
念
仏
行
を
つ
と
め
な
が
ら
、
多
感
な
青
春

時
代
を
延
暦
寺
で
過
ご
し
た
。
建
仁
元

（
一
二
〇

一
）
年
、
二
十
九
歳
の
と
き
に
、
親
鸞
は
六
角
堂

ろ
っ
か
く
ど
う

に
参
籠

さ
ん
ろ
う

し
て
夢
告
を
得
る
。

「
行
者
宿
報
偈

ぎ
ょ
う
じ
ゃ
し
ゅ
く
ほ
う
の
げ

」

で
あ
る
。 

  
 

行
者

ぎ
ょ
う
じ
ゃ

、
宿
報

し
ゅ
く
ほ
う

に
て
設た

と

い
女に

ょ

犯
ぼ
ん

す
と
も 

 
 

我わ
れ

、

玉
女

ぎ
ょ
く
に
ょ

の
身み

と
な
り
て
犯お

か

せ
ら
れ
ん 

 
 

一
生

い
っ
し
ょ
う

の
間

あ
い
だ

、
能よ

く
荘
厳

し
ょ
う
ご
ん

し
て 

 
 

臨
終

り
ん
じ
ゅ
う

に
引
導

い
ん
ど
う

し
て
極
楽

ご
く
ら
く

に
生

し
ょ
う

ぜ
し
め
ん 

  

夢
告
を
得
た
親
鸞
は
延
暦
寺
を

出
奔

し
ゅ
っ
ぽ
ん

し
、
師

を
探
し
求
め
て
、
つ
い
に
法
然

ほ
う
ね
ん

と
出
会
う
こ
と
に

な
る
。 

 

延
暦
寺
を
飛
び
出
す
き
っ
か
け
と
な

っ
た

「行

者
宿
報
偈
」
で
は
、
わ
た
し
た
ち
人
間
が
逃
れ
ら

れ
な
い

「宿
報
」
を
背
負

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
れ
ゆ
え
に
観
音
の
慈
悲
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ

る
と
い
う
教
え
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
絶
対
的
な

悪
業
観
と
そ
れ
ゆ
え
の
救
済
と
い
う
親
鸞
思
想
の

原
型
が
、
す
で
に
こ
こ
に
登
場
し
て
い
る
。
そ
し

て
親
鸞
は
こ
の
夢
告
の
な
か
で
、
そ
の
教
え
を

一
い
っ

切
衆
生

さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う

に
説
き
ひ
ろ
め
る
よ
う
救
世
観
音

く
ぜ
か
ん
の
ん

か
ら

託
さ
れ
、
生
涯
を
そ
の
布
教
に
賭か

け
る
こ
と
を

誓

っ
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
の
と
き
、

「親
鸞
」
そ

の
ひ
と
に
な

っ
た
。
思
想
家

「親
鸞
」
が
誕
生
し

た
の
だ
。 

 

親
鸞
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
独
創
的
な
思

想
を
獲
得
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
れ
も
が
知
り
た

い
疑
問
で
は
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
に
十

分
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ

は
、
親
鸞
と
い
う
人
物
の
個
性
に
関
わ
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
独
創
性
を
生
ん
だ

背
景
を
探
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
独
創
性
そ
の
も

の
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
歴

史
学
は
こ
の
点
で
無
力
で
あ
る
。 

 

そ
の
限
界
を
十
分
わ
き
ま
え
た
う
え
で
、
親
鸞

の
独
創
性
の
周
辺
を
探

っ
て
み
よ
う
。
親
鸞
を

「親
鸞
」
た
ら
し
め
た
時
代
的
社
会
的
な
背
景
を

考
え
て
み
た
い
。
延
暦
寺
で
過
ご
し
た
二
十
年
間

が
親
鸞
思
想
の
母
胎
と
な

っ
た
が
、
そ
の
時
代
は

ま
だ
激
動
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。

（次
頁
続
く
） 

３ 

 

 
立

教

開

宗

八

〇

〇

年 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

慶
讃
法
要 

企
画 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』 

 

「親
鸞
誕
生
の
時
代
」
平 

雅
行 

氏 

著 

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
） 

 

※
毎
月

「親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う
」
を
掲
載
し
ま
す 

 

 

親
鸞
聖
人
が
生
き
て
お
ら
れ
た
時
代
の
社
会
の 

 

あ
り
方
な
ど
を
通
し
て
、
少
し
で
も
親
鸞
聖
人 

 

の
ご
生
涯
を
訪
ね
、
遺
徳
を
感
じ
れ
た
ら
と
思 

 

い
ま
す
。 
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二
人
の
伯
父 

  

親
鸞
に
は
二
人
の
伯
父

お
じ

が
い
た
。
範
綱

の
り
つ
な

と
宗
業

む
ね
な
り

で
あ

る
。
親
鸞
の
父
の
日
野
有
範

ひ

の

あ

り

の

り

に
つ
い
て
は
史
料
が
あ
ま

り
残
っ
て
い
な
い
が
、
二
人
の
伯
父
に
関
し
て
は
か
な

り
豊
富
な
史
料
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

「親
鸞
」
そ
の
ひ

と
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
親
鸞

一
族
が
激
動
の
時
代
を

ど
の
よ
う
に
生
き
抜
い
た
の
か
を
、
確
認
し
て
お
き
た

い
。 

 

ま
ず
下
の
伯
父
で
あ
る
日
野
宗
業

（
一
一
五
二
～
？
）

は
、
高
名
な
儒
学
者
で
あ
る
。

「才
学

・
文

章

も
ん
じ
ょ
う

を
相
兼

ね
、
名
誉
は
天
下
に
被

こ
う
む

る
」

（
『
玉
葉

ぎ
ょ
く
よ
う

』
）
と
讃
え
ら

れ
て
お
り
、
朝
廷
で
は
大
内
記

だ

い
だ

い
き

や
文
章
博
士
と
な
っ
て
宣せ

ん

命
み
ょ
う

や

詔
勅

し
ょ
う
ち
ょ
く

を
起
草
し
た
り
、
改
元
の
年
号
を
提
案
し

た
り
し
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
の
は
じ
め
に

「建
仁

け
ん
に
ん

（
一
二

〇

一
～
〇
四
）
と

「建
保

け
ん
ぽ
う

（
一
二

一
三
～

一
九
）
の
元
号

が
あ
る
。
京
都
の
建
仁
寺
は
こ
の
元
号
に
ち
な
ん
で
名
づ

け
ら
れ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
年
号
は
宗
業
の
提
案
が
採
用

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
野
宗
業
は
漢
学
者

と
し
て
抜
群
の
才
能
を
も
っ
た
人
物
で
あ
り
、
最
後
は
公く

卿
ぎ
ょ
う

の
地
位
に
ま
で
昇
進
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
い

ば
ら
の
道
で
あ
っ
た
。

「苦
学
の
聞
こ
え
あ
り
」

（
『
玉

葉
』
）
と
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
か
れ
が
そ
の
地
位
を

手
に
す
る
に
は
た
い
へ
ん
な
苦
労
を
要
し
た
。 

 

か
れ
が
苦
学
を
し
た
原
因
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は

父
の
経
尹

つ
ね
た
だ

が

「放
埒

ほ
う
ら
つ

の
人
」
で
あ
っ
た
た
め
、
儒
学
の

家
の
伝
統
が
途
絶
え
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
も
う
ひ

と
つ
は
家
柄
の
低
さ
で
あ
る
。
摂
関
家

せ
っ
か
ん
け

の
九
条

く
じ
ょ
う

兼か
ね

実ざ
ね

は

宗
業
の
こ
と
を

「凡
卑

ぼ
ん
ひ

の
者
」
と
語
っ
て
い
る
し
、
そ

の
孫
の
九
條
道
家

み
ち
い
え

も

「は
な
は
だ
下
品

げ
ぼ
ん

の
も
の
な
り
」

（
『
玉
蘂

ぎ
ょ
く
ず
い

』
）
と
評
し
て
い
る
。
親
鸞

一
族
は
藤
原

氏
と
は
い
っ
て
も
、
傍
流
の
日
野
家
の
出
身
で
あ
り
、

日
野
家
の
な
か
で
も
さ
ら
に
傍
流
に
属
し
て
い
た
。
摂

関
家
の
当
主
か
ら
鼻
も
引
っ
か
け
ら
れ
な
い
下
級
貴
族

に
す
ぎ
な
い
。
日
野
宗
業
は
そ
の
身
分
出
自
の
低
さ

を
、
儒
学
者
と
し
て
の
才
能
と
必
死
の
努
力
で
な
ん
と

か
乗
り
越
え
て
い
っ
た
。 

 

も
う

一
人
の
伯
父
は
日
野
範
綱
で
あ
る
。
親
鸞
の
養

父
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
こ
の
範
綱
は
後
白
河
院

の
腹
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
れ
は
、
平
清
盛

・
木

曽
義
仲

・
源
頼
朝
か
ら
追
放
処
分
を
受
け
て
い
る
。
ま

ず
、
安
元

あ
ん
げ
ん

三

（
一
一
七
七
）
年
平
氏
打
倒
の
計
略
を
め

ぐ
ら
し
た
鹿
ヶ
谷
の
陰
謀
事
件
に
関
わ
っ
て
、
範
綱
は

拷
問
の
す
え
明
石
に
流
罪
と
な

っ
た
。

俊
寛

し
ゅ
ん
か
ん

が
こ
の

と
き
、
鬼
界

き
か
い

ケ
島
に
流
さ
れ
た
の
は
有
名
な
話
で
あ

る
。
範
綱
は
首
謀
者
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
こ
ま
で

き
び
し
い
処
分
を
受
け
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
官
界

に
復
帰
す
る
の
に
は
数
年
を
要
し
た
よ
う
だ
。
寿
永

じ
ゅ
え
い

二

（
一
一
八
三
）
年
七
月
、
平
氏
が
都
落
ち
を
し
て
西
海

に
逃
れ
、
か
わ

っ
て
木
曽
義
仲
が
入
京
し
た
。
し
か

し
、
義
仲
の
ふ
る
ま
い
に
手
を
焼
い
た
後
白
河
院
は
、

や
が
て
鎌
倉
の
源
頼
朝
と
手
を
結
ん
で
義
仲
の
追
討
を

謀

っ
た
。
そ
の
企
て
が
露
顕
し
て
義
仲
は
同
年
十

一

月
、
後
白
河
院
の
御
所
を
襲
撃
し
、
さ
ら
に
院
の
側
近

四
十
三
名
を
解
任
す
る
よ
う
迫
っ
た
。
こ
う
し
て
追
放

さ
れ
た
側
近
の
一
人
が
範
綱
で
あ
る
。 

 

し
か
し
木
曽
義
仲
は
そ
の
二
カ
月
後
に
源
義
経
に
滅

ぼ
さ
れ
、
さ
ら
に
平
氏
も

元
暦

げ
ん
り
ゃ
く

二

（
一
一
八
五
）
年

三
月
、
壇
ノ
浦

だ
ん
の
う
ら

で
亡
ん
だ
。
源
義
経
は

一
躍
脚
光
を
あ

び
る
が
、
そ
の
政
治
的
無
能
は
如
何
と
も
し
が
た
く
、

結
局
、
後
白
河
院
の
手
玉
に
と
ら
れ
た
挙
げ
く
、

一
人

暴
走
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
十
月
、
義
経
は
頼
朝
追

討
の
兵
を
あ
げ
、
無
惨
に
失
敗
し
て
奥
州

へ
と
落
ち
の

び
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
源
頼
朝
は
、
後
白
河
院
の

政
治
責
任
を
き
び
し
く
追
及
し
て
、
守
護
の
設
置
と
、

側
近
十
二
名
の
追
放
を
要
求
し
た
。
こ
の
と
き
に
追
放

さ
れ
た
近
臣
の
一
人
が
範
綱
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

平
安
末

・
鎌
倉
初
期
の
激
動
の
時
代
に
、
日
野
範
綱

は
、
平
清
盛

・
木
曽
義
仲

・
源
頼
朝
と
渡
り
あ
う
後
白

河
院
の
楯
と
な
っ
て
忠
勤
を
励
ん
だ
。
後
白
河
院
が
亡

く
な
る
と
出
家
し
、
葬
送
の
棺
を
か
つ
い
で
官
人
生
活

に
ピ
リ
オ
ド
を
打

っ
て
い
る
。
生
前
も
、
そ
の
没
後
、

範
綱
は

一
貫
し
て
後
白
河
院

へ
の
忠
義
に
生
き
た
。 

 

親
鸞

一
族
は
貴
族
と
は
い
っ
て
も
下
級
貴
族
に
す
ぎ

な
い
。
そ
の
た
め
日
野
宗
業
は
才
学
を
頼
り
に
家
柄
の

壁
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
し
、
範
綱
は
権
勢
者
に
忠

勤
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
身
分
の
低
さ
を
克
服
し
よ

う
と
し
た
。
延
暦
寺
の
親
鸞
を
待
ち
か
ま
え
て
い
た
の

も
、
伯
父
た
ち
と
同
じ
道
で
あ
っ
た
。
才
学
を
頼
り
に

立
身
す
る
か
、
そ
れ
と
も
院
や
門
跡

も
ん
ぜ
き

に
忠
義
を
尽
く
し

て
出
世
す
る
か
。
し
か
し
親
鸞
は
い
ず
れ
の
道
も
選
ば

ず
、
第
三
の
道
を
選
択
し
た
。
親
鸞
は
な
ぜ
、
伯
父
た

ち
と
は
異
な
る
道
を

選
ん
だ

の
か
。
そ

の

理

由

を

探

る

た

め

に
、
中
世

の
延
暦
寺

に

つ
い
て
見
て
お
こ

う
。

（次
号
続
く
） 
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二
〇
二
〇
年

一
月
二
〇
日

（日
）
の
朝
日
新
聞

の
夕
刊
に
次
の
よ
う
な
記
事
を
掲
載
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

  

マ
ダ
ニ
ャ
イ 

 
 
 

と
こ
と
こ
散
歩
旅2

2
5
 

  
 

晴
海
通
り９

⃣ 

築
地
本
願
寺 

  

築
地
に
古
代
イ
ン
ド
仏
教
様
式
を
模
し

た
寺
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
町
の
シ
ン
ボ

ル
、
築
地
本
願
寺

（東
京
都
中
央
区
築
地

三
丁
目
）
だ
。
年
間
２
５
０
万
人
の
参
拝

客
を
迎
え
る
寺
で
は
、
様
々
な
催
し
が
行

わ
れ
る
。
そ
の

一
つ
に
月
１
度
開
か
れ
る

「が
ん
患
者

・
家
族
語
ら
い
の
会
」
が
あ 

る
。 

 

寺
の
和
室
で
先
月
中
旬
、
肺
が
ん
を
経

験
し
た
千
葉
市
の
佐
々
初
子
さ
ん

（

8
7

）

の
話
に
、
約
２
０
人
が
耳
を
傾
け
て
い 

た
。
７
年
ほ
ど
前
に
が
ん
が
発
見
さ
れ
た

時
の
心
情
や
、
支
え
て
く
れ
た
家
族
と
の

関
わ
り
な
ど
を
１
時
間
語

っ
た
。
治
療 

中
、
病
院
で
あ

っ
た
患
者
の
集
ま
り
で
、

悩
み
を
打
ち
明
け
て
心
が
軽
く
な
り
、
趣

味
の
水
彩
画
を
再
開
し
た
と
言
い
、

「何

で
も
聞
い
て
も
ら

っ
て
楽
に
な

っ
た
。
気

持
ち
が
吹

っ
切
れ
、
平
常
心
を
取
り
戻
せ 

ま
し
た
」
。 

 

主
催
し
て
い
る
の
は

「浄
土
真
宗
、
東

京
ビ
ハ
ー
ラ
」
。
ビ
ハ
ー
ラ
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
、

「安
ら
か
な
落
ち
着
き

・

く

つ
ろ
ぐ

こ
と
」
と

い
う
意
味
だ
。 

１
９
８
７
年
か
ら
僧
侶
や
医
療
関
係
者
を

中
心
に
、
が
ん
を
語
る
会
を
始
め
た
。
毎

月
、
患
者
や
家
族
、
遺
族
が
集
ま
り
、
思

い
を
分
か
ち
合
う
。
会
長
の
北
村
信
也
さ

ん

（
５
７
）
は

「ア
ド
バ
イ
ス
は
せ
ず
、

苦
し
み
を
否
定
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
話

し
て
い
く
う
ち
に
気
づ
き
を
得
る
こ
と
も

あ

る
。

そ
れ
を
大
事

に
し
た

い
」
。 

（関
口
佳
代
子
）  

●
昨
年
、
ふ
と
朝
日
新
聞
の
関
口
さ
ん
が
、
東
京

ビ
ハ
ー
ラ
を
訪
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
散
歩
し
て

い
て
、
気
に
な
っ
た
こ
と
を
夕
刊
に
シ
リ
ー
ズ
で

掲
載
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
散
策
し
て
い
た
ら

こ
の
東
京
ビ
ハ
ー
ラ
の
事
務
所
が
目
に
入
っ
た
そ

う
で
す
。
そ
の
時
は
、
私
は
直
接
お
会
い
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
お
電
話
を
い
た
だ
き
、
昨

年
の
十
二
月
十
四
日
の

「が
ん
患
者

・
家
族
語
ら

い
の
会
」
開
催
当
日
に
お
会
い
し
て
、
記
事
と
し

て
掲
載
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
東
京
ビ
ハ
ー
ラ

の
活
動
の
一
環
が
少
し
で
も
多
く
の
方
々
に
知
っ 

て
い
た
だ
け
る
な
ら
と
の
会
員
の
思
い
か
ら
、 

取
材
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
で
す
。 

●
今
で
こ
そ
、
全
国
各
地
で
、
が
ん
患
者
さ
ん
だ

け
に
止
ま
ら
ず
、

「語
り
合
う
会
」
は
催
さ
れ
て 

い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
当
会
が
始
ま

っ
た 

一
九
八
〇
年
代
は
、
そ
ん
な
に
な
か
っ
た
こ
と
で

し
た
。
三
〇
年
以
上
続
け
ら
れ
た
こ
と
の
一
つ
に

は
、
お
寺

（築
地
本
願
寺
）
で
行
わ
れ
る
こ
と
に

こ
だ
わ
っ
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

の
こ
と
が
、
他
の
ど
こ
と
も
違
う
も
の
で
す
。 

●
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
多
少
は
あ
ま
え
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
般
寺
院
で
は
な
く
、
常

設
で
は
な
い
こ
と
と
、
ス
タ
ッ
フ
の
高
齢
化
が
課

題
で
あ
り
、
会
の
あ
り
方
も
過
渡
期
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

●
記
事
を
読
ま
れ
た
方
よ
り
、
私
の
名
前
を
見
て

ご
連
絡
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
自
分
も
が
ん
に
な
っ

て
、
築
地
に
あ
る
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
に
通
っ
て

い
て
、
築
地
本
願
寺
で
こ
ん
な
活
動
が
あ
っ
た
の

だ
と
知
り
ま
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。 

●

「ビ
ハ
ー
ラ
」
は
、
こ
れ
か
ら
の
お
寺
の
在
り

方
と
、
直
結
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

５ 

〈東
京
ビ
ハ
ー
ラ
〉 

 

「が
ん
患
者

・
家
族
語
ら
い
の
会
」 

 
 

が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。 
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
予
防

・
拡
散
防

止
の
た
め
、
築
地
本
願
寺
で
の
行
事
、
東
組
独
自

の
行
事
開
催
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

稱
讃
寺
ご
門
徒
さ
ん
が
関
わ
る
で
あ
ろ
う
行
事

の
中
止
を
左
記
の
通
り
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

お
家
に
閉
じ
こ
も
り
も
良
く
な
い
こ
と
と
思
い

ま
す
が
、
あ
ま
り
多
く
の
人
が
集
ま
る
よ
う
な
場

所
に
は
、
出
来
る
限
り
、
お
控
え
い
た
だ
き
た
い

と
存
じ
あ
げ
ま
す
。 

 

【中
止
】 

 

《築
地
本
願
寺
》 

○
常
例
布
教

（
日
中

・
逮
夜

・
夜
） 

 
 

二
月
二
七
日

（木
）
～
三
月

一
五
日

（
日
） 

○
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ア
カ
デ
ミ
ー 

 
 

三
月

一
五
日

（
日
）
ま
で 

○
Ｋ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
ア
カ
デ
ミ
ー

（銀
座
サ
ロ
ン
） 

 
 

二
月
二
八
日

（金
）
～
三
月

一
五
日

（
日
） 

○
よ
ろ
ず
僧
談 

 
 

三
月

一
五
日

（
日
）
ま
で 

○
真
宗
連
続
講
座 

 
 

三
月

一
四
日

（土
） 

○
親
鸞
聖
人
御
命
日
法
話 

 
 

三
月

一
六
日

（
月
） 

○

一
〇
分
間
法
話 

 
 

全
日
程 

《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
） 

〈教
区
の
つ
ど
い

（ナ
イ
ト
ツ
ア
ー
）
〉 

 
 

日 

時 

三
月
八
日

（
日
） 

〈東
京
ビ
ハ
ー
ラ
〉 

○
が
ん
患
者

・
家
族
語
ら
い
の
会 

 
 

三
月

一
四
日

（土
） 

○
電
話
相
談 

 
 

二
月
二
六
日

（水
）
～
三
月
末
日 

《東
組
》 

〈東
組
実
践
運
動
推
進
協
議
会
〉 

 
 

日 

時 

三
月

一
二
日

（木
） 

 
 

会 

場 

浄
泉
寺 

 
 

講 
師 

大
坂 

智
美 

氏 
 

 
 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
パ
ル
シ
ッ
ク

・
み
ん
か
ふ
ぇ
担
当
） 

 

【実
施
】 

〈東
組
臨
時
組
会
〉 

日 

時 

三
月
二
八
日

（土
）

一
三
時
受
付 

会 

場 

築
地
本
願
寺 

「振
風
道
場
」 

〈築
地
本
願
寺
〉 

○
合
同
墓
説
明
会 

 
 

全
日
程 

○
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
コ
ン
サ
ー
ト 

 
 

三
月

一
九
日

（木
） 

 

去
る
二
月
二

十
四
日
、
住
職

の
親
戚
関
係
で

は
、
久
し
ぶ
り
の
結
婚
式
が
あ

り
、
住
職
の
姉
と
出
席
さ
せ
て 

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

新
郎
は
、
門
徒
さ
ん
で
あ
り
、

住
職
の
父
の
弟
に
あ
た
る
、
平
川

徹
叔
父
さ
ん
、
京
子
叔
母
さ
ん
の

娘
の
大
田
真
実
さ
ん

（住
職
か
ら
み
た
ら
従
妹
）
と
お

医
者
さ
ん
で
ご
主
人
の
大
田
桂

一
さ
ん
の

一
人
息
子
さ

ん
の
大
田

一
路
さ
ん
で
す
。

一
路
さ
ん
は
埼
玉
医
科
大

学
附
属
病
院
の
脳
神
経
内
科
の
お
医
者
さ
ん
で
、
新
婦

の
友
理
さ
ん
も
同
じ
く
大
学
病
院
の
眼
科
の
お
医
者
さ

ん
で
す
。
新
郎
新
婦
と
も
開
業
医
の
ご
家
庭
で
あ
り
ま

す
。 

 

こ
の
度
の
結
婚
式

・
披
露
宴
が
行
わ
れ
る
前
に
、
お

祖
母
様
の
お
体
を
案
じ
、
ご
入
所
さ
れ
て
い
る
施
設
の

方
々
の
ご
協
力
で
、
施
設
で
心
の
こ
も
っ
た
結
婚
式

・

披
露
宴
を
行
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

住
職
は
、
親
族
を
代
表
し
て
、
乾
杯
の
挨
拶
を
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
韓
国
ド
ラ
マ
の
心
医
と
言

わ
れ
た
ホ

・
ジ
ュ
ン
の
よ
う
に
、
そ
し
て
お
祖
母
様
を

気
遣
わ
れ
た
よ
う
に
、
患
者
さ
ん
の
こ
と
を
思
い
、
寄

り
添
う
お
医
者
さ
ん
で
あ
り
、
お
互
い
良
き
伴
侶
と
し

て
歩
ま
れ
る
よ
う
に
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
、
乾
杯
の

音
頭
を
と
ら
せ
て
頂
き

ま
し
た
。 

 

身
内
四
十
名
程
の
結

婚
披
露
で
し
た
が
、
こ

の
時
期
、
ご
友
人
や
同

僚
の
お
医
者
さ
ん
を
呼

ば
ず
に
盛
会

（
正
解
） 

６ 

築
地
本
願
寺

・
東
京
教
区

・
東
組 

 
三
月
開
催
行
事
の
案
内 

ト
ピ
ッ
ク 
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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 

三
月 

法
務

・
布
教

・
出
向
予
定 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年 

四
月
の
行
事
予
定 

 

  

三
日

（火
） 

坂
根
家
月
忌
参
り 

九
時
半 

（ご
自
宅
） 

 

一
二
日

（木
） 

藤
井
家
四
九
日
法
要 

一
〇
時 

（院
内
） 

 

一
四
日

（土
） 

森
家
七
回
忌
法
要 

一
一
時
半 

（八
王
子
の
墓
地
） 

 
 

 
 

 
 

 

が
ん
患
者

・
家
族
語
ら
い
の
会 

 

二
〇
日

（金
） 

奥
田
家
法
事 

一
一
時 （ご

自
宅
） 

 

二
二
日

（
日
） 

春
季
彼
岸
会
法
要 

一
四
時 

 

二
六
日

（木
） 

鹿
児
島
稱
讃
寺
第
三
世 

 
 

 
 

 
 

 
 

清
聲
院
釋
龍
也
七
回
忌
法
要 

（
二
五
日
～
二
七
日 

不
在
） 

 

二
九
日

（
日
） 

岩
吉
家

一
周
忌
法
要 

一
一
時 

（所
沢
の
墓
地
） 

二
〇
二
〇
年 

三
月
の
行
事
予
定 

  

恋こ
い

し
く
ば 

  
 

 

南
無
阿
弥
陀
仏

な

む

あ

み

だ

ぶ

つ

を 
  

 
 
 

 

称
と

の

う
べ
し 

  
 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
三
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

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 

    

 

三
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

  
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
〇
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
七
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二

一
日

（木
） 

築
地
本
願
寺
親
鸞
聖
人
降
誕
会 

 

二
四
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
九
時 

 

二
六
日

（火
） 

日
曜
礼
拝 

五
千
九
時 

 

三

一
日

（
日
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
〇
二
〇
年 

五
月
の
行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年
度 

稱
讃
寺
門
信
徒
会
費 

年
会
費 

六
千
円 

振
込
先 

城
北
信
用
金
庫 

一
ツ
家
支
店 

名 

義 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱
讃
寺
教
会 

 
 

 
 

 

代
表 

北 

村 
 

信 

也 

口 

座 

普
通 

６
１
７
６
０
５
１ 


