
  

 

最
近

「
Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｗ
Ａ
Ｌ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｇ 

Ｄ
Ｅ
Ａ

Ｄ
」

（ザ

・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ 

デ

ッ
ド
）
と
い
う 

ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
に
は
ま

っ
て
い
ま 

す
。
シ
ー
ズ
ン10

ぐ
ら
い
ま
で
あ
る
の
で
す
が
、 

ま
だ
半
分
し
か
観
て
い
ま
せ
ん
。 

 

タ
イ
ト
ル
の
通
り

〝
歩
く
死
人
〟
、
い
わ
ゆ
る 

〝
ゾ
ン
ビ
〟
を
退
治
す
る
だ
け
の
話
で
は
な
い
の 

で
す
。 

 

犯
人
を
追

っ
て
撃
た
れ
、
生
死
を
彷
徨

っ
て
い 

た
警
察
官
の
主
人
公
が
あ
る
日
、
目
を
覚
ま 

す
と
、
世
界
は
、
何
か
の
感
染
で
亡
く
な

っ 

た
人
が
生
き
返
っ
て
、
生
き
て
い
る
人
々
を
襲

っ 

て
い
ま
し
た
。 

 

生
き
返
っ
た
者
は
全
て
、
家
族
や
知
り
合
い
、 

愛
す
る
人
、
過
去
の
記
憶

・
情
の
全
て
を
失
い
、 

生
き
て
い
る
人
や
動
物
の
肉
に
見
境
な
く
躊
躇
す 

る
こ
と
も
な
く
、
襲
い
か
か
り
食
ら
い
つ
い
て
い 

く
の
で
す
。
食
わ
れ
た
ら
最
後
、
腕

・
足
な
ら
直

ぐ
に
切
り
落
と
せ
ば
感
染
を
免
れ
ま
す
が
、
死
ん 

で
し
ま
い
、
同
じ
く
ウ
ォ
ー
カ
ー

（ゾ
ン
ビ
）
と 

し
て
彷
徨
い
人
を
襲
う
の
で
す
。
そ
れ
が
、
い
つ 

の
間
に
か
、
生
き
て
い
る
者
全
員
も
感
染
し
て
お 

り
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
食
わ
れ
な
く
て
も
、
怪
我
、 

他
の
病
気
で
亡
く
な

っ
て
も
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
と
し

て
生
き
返
る
の
で
す
。
そ
の
ウ
ォ
ー
カ
ー
を
動
か 

な
く
す
る
に
は
、
脳
み
そ
を
撃

つ
か
、
切
り
抜
く 

か
、
潰
さ
な
い
限
り
、
襲

っ
て
く
る
の
で
す
。 

 

観
て
、
怖
く
、
気
味
が
悪
い
の
で
す
が
、
い
つ 

も

ハ
ラ

ハ
ラ
し
、
ど
う
な

っ
て
い
く
の
だ
ろ
う 

と
、
次
を
見
た
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

シ
ー
ズ
ン
２
か
３
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
主

人
公
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
、

一
件
の
農
家
に
辿
り

着
き
ま
す
。
最
初
は
、
絶
対
に
中
に
入
れ
さ
せ
て

く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
襲

っ
て
く

る
間
に
、
だ
ん
だ
ん
と
信
頼
し
合
う
よ
う
に
な
り 

ま
す
。 

 

多
く
の
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
襲
わ
れ
て
い
る
時
、
そ

の
農
家
の
主
で
あ
る
老
人
の
一
言
が
印
象
的
で
し

た
。

『
聖
書
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
老
人
は
、

「神
は
、
死
人
が
復
活
す
る
と 

仰

っ
た
。
ま
さ
か
、
こ
ん
な
形
で

・
・
・
」
と
つ

ぶ
や
く
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
イ
エ
ス
の
復

活
が
信
仰
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
死
人
が
蘇
る
こ

と
か
ら
、
殆
ど
土
葬
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で 

す
。
ド
ラ

マ
の
中
で
も
、
愛
す
る
者
が
ウ
ォ
ー 

カ
ー
と
な
り
亡
く
な

っ
た
ら
、
火
葬
よ
り
土
葬
を 

重
視
し
ま
し
た
。 

 

愛
す
る
者
が
息
を
引
き
取

っ
た
時
、
ウ
ォ
ー 

カ
ー
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
泣
き
泣
き
頭
を
撃

つ 

シ
ー
ン
は
、
こ
ち
ら
も
涙
が
出
て
き
ま
す
。 

      

 

稱
讃 

二
一
四
号 

二
〇
二
〇
年

一
〇
月

一
日
発
行

 

 

発
行 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱 

讃 

寺 
 
 

 

〒

一
二
一
ー
〇
〇
七
五 

 
 

東
京
都
足
立
区

一
ツ
家
三
丁
目
五
番
二
〇
号 

 
 
 
 
 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
三
ー
五
二
四
二
ー
二
〇
二
五 

 
 
 
 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
三
ー
五
二
四
二
ー
二
〇
二
六 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ｈ 

Ｐ 
s
h
o
u
s
a
n
ji . c

o
m

 
 
 
 
 
 

仲秋の名月2020年10月1日 鹿児島 

慈
悲
に
三
縁
あ
り
。

一
つ
に
は
衆
生
縁
、

こ
れ
小
悲
な
り
。
二
つ
に
は
法
縁
、
こ
れ

中
悲
な
り
。
三
つ
に
は
無
縁
、
こ
れ
大
悲

な
り
。
大
悲
は
す
な
は
ち
こ
れ
出
世
の
善

な
り
。
安
楽
浄
土
は
こ
の
大
悲
よ
り
生
ぜ

ざ
る
が
ゆ
ゑ
な
れ
ば
な
り
。
ゆ
ゑ
に
こ
の

大
悲
を
い
ひ
て
浄
土
の
根
と
す
。
ゆ
ゑ
に

〈出
世
善
根
生
〉
と
い
ふ
な
り
。 

『教
行
信
証
』

（真
仏
土
巻
）
よ
り 
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キ
リ
ス
ト
教
に
限
ら
ず
、
洋
の
東
西
を
問
わ

ず
、
日
本
で
も
、
特
に
愛
す
る
人
が
生
き
返
っ
て

欲
し
い
と
思
う
し
、
生
き
残
っ
て
欲
し
い
と
思
う

も
の
で
す
。
そ
れ
が

一
番
の

〝
救
い
〟
と
思

っ
て 

い
ま
す
。 

 

ま
た
、
こ
の
ド
ラ
マ
で
は
、
人
間
同
士
の
闘
い

も
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。 

 

安
全
な
場
所
を
奪
い
取
ろ
う
と
さ
れ
て
、
闘
い

相
手
も
殺
し
、
仲
間
も
殺
さ
れ
ま
し
た
。 

 

表
面
的
に
は
、
よ
そ
者
を
ウ

ェ
ル
カ
ム
で
受
け

入
れ
て
く
れ
る
と
言
う
こ
と
で
、
主
人
公
た
ち
の

グ
ル
ー
プ
も
入
り
ま
し
た
。
大
歓
迎
を
受
け
る
か

と
思
い
や
、
入
っ
て
き
た
人
を
食
料

（人
肉
）
に

し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
、
仲
間
を
失
い
ま
す

が
、
主
人
公
た
ち
は
闘
っ
て
死
を
免
れ
ま
す
。 

 

人
間
が
人
間
を
殺
す
。
情
を
掛
け
て
逃
が
し
た

者
か
ら
、
ま
た
命
を
狙
わ
れ
る
。
自
分
た
ち
が
生

き
残
る
た
め
に
、

〝
仕
方
が
な
い
〟
と
思
い
な
が

ら
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
と
も
思
っ
て
い
る
。
人

は
必
ず
変
わ
っ
て
い
く
か
ら
、
殺
し
て
は
な
ら
な

い
と
思
う
人
も
い
る
。
そ
れ
は
、
甘
い
と
主
人
公

は
言
う
。
主
人
公
は
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
だ

が
、
普
通
の
人
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
を
家
族
同
然

に
思
い
、
皆
が
生
き
残
る
た
め
に
、
多
く
の

ウ
ォ
ー
カ
ー
を
、
自
分
ら
を
脅
か
す
生
き
て
い
る

人
間
を
殺
す
度
に
、
悩
み
苦
し
み
、
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
考
え
に
賛
同
す
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
仲
間
の
声
を
聞
か
ず
強
行
す
る

こ
と
も
あ
り
、

〝落
ち
着
い
て
く
れ
〟
と
思
わ
ず

言
い
た
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
が
、
他
の

グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
と
は
違
う
の
は
、
掟
や

ル
ー
ル
で
仲
間
を
縛
ら
ず
、
ま
た
罰
則
を
与
え
た

り
し
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
。 

 

〝
仏
教
〟

〝
浄
土
真
宗
〟
は
、

「死
人
の
復 

活
」
を
説
い
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

否
、

「亡
く
な

っ
た
ら
、
皆
、
仏
さ
ま
に
成 

る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
が
人
を
お
も
う

（情
）
は
、
小
さ
な
慈 

悲
、
教
え
に
基
づ
く
慈
悲
は
、
中
ぐ
ら
い
の
慈
悲 

で
、
こ
の
慈
悲
は
人
が
作
る
慈
悲
で
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
は
、

「大
慈
悲
」
と
言
わ 

れ
、

「無
縁
の
慈
悲
」
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

何
故

「無
縁
」
な
の
で
し
ょ
う
。 

○
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
慈
悲
は

「無
量
」
で
あ
る
意 

 

味
の

〝無
〟
。 

○

「死
ん
だ
ら
お
し
ま
い
」

「死
ん
だ
ら
無
」
と 

 
思
っ
て
い
る
私
を
対
象
に
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま 

 
は
必
ず

〝
仏
〟
に
す
る
と
の
お
心

（大
慈
悲
） 

 

を
意
味
す
る
。 

 

こ
の

「ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

・
デ
ッ
ド
」
を
観
な
が 

ら
、
人
間
の
情
の
素
晴
ら
し
さ
を
思
う
と
同
時 

に
、
ど
れ
だ
け
愛
し
て
い
て
も
、
ど
れ
だ
け
救
い 

た
い
と
思
い
、
行
動
し
て
も
、
人
間
の
慈
悲
で
は 

ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
情
は
己
の

都
合
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
訴
え
て
い
る
よ
う 

に
思
え
ま
し
た
。 

 

そ
の
こ
と
か
ら
、

〝無
縁
〟
の

〝無
〟
と
は
、 

人
間

（私
）
が
為
す
私
の
情
で
は
な
い
慈
悲
だ
か 

ら
こ
そ
、

「無
」
と
言
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と 

思
っ
た
こ
と
で
す
。 

 

秋
の
お
彼
岸
の
頃
、
青
峰

明
誓
先
生
か
ら
お
手
紙
を
賜

り
ま
し
た
。
青
峰
先
生
と
は
十

八
年
前
、
ご
本
山
で
の
住
職
研
修
会
に
参
加
し
た

と
き
、

一
緒
の
班
に
な
り
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
滋
賀
教
区
願
正
寺
の
ご
住
職
で
す
。
そ
の
時

一
度
し
か
お
会
い
致
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

「
つ

く
づ
く
坊
守
さ
ん
で
お
寺
が
成
り
立
っ
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す
」
と
仰
っ
た
こ
と
が
今
も
耳
元
に

残
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

今
夏
、
暑
中
の
お
見
舞
い
を
申
し
た
と
こ
ろ
、

お
手
紙
を
頂
け
る
と
は
、
思
い
も
掛
け
ま
せ
ん
で

し
た
。
お
手
紙
の
他
に
、
青
峰
先
生
が
ご
自
坊
の

ご
法
要
や
布
教
先
の
ご
法
話
で
活
用
さ
れ
る
手
作

り
の
伝
道
教
材
が
幾
つ
も
入
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
幾
つ
か
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

八
十
歳
に
な
ら
れ
る
青
峰
先
生
の
精
力
的
な
伝

道
活
動
を
少
し
で
も
見
倣
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

２ 

ご
紹
介 
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あ
る
仏
教
壮
年
会
の
法
座
の
話
し
合
い
で
、

一

人
の
会
員
の
方
が
次
の
よ
う
な
発
言
を
さ
れ
ま
し

た
。

「お
寺
の
壮
年
会
は
本
当
に
い
い
も
の
で
す

ね
。
初
め
て
あ
っ
た
人
で
も
、
す
ぐ
に
何
で
も
話

が
で
き
て
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
の
友
だ
ち
だ
っ
た

よ
う
な
気
が
し
、
親
し
み
を
覚
え
、
人
間
関
係
の

あ
た
た
か
さ
を
感
じ
ま
す
。
同
じ
み
教
え
に
生
き

る
と
い
う
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う

ね
」
と
申
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に

「そ
れ

に
比
べ
て
こ
の
娑
婆
世
界
は
、
ま
さ
に
競
争
社
会

で
す
。
職
場
も
そ
う
で
す
よ
。
食
う
か
食
わ
れ
る

か
、
人
づ
き
合
い
も
互
い
に
相
手
の
顔
色
を
う
か

が
い
、
腹
の
中
を
探
り
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
つ
も
戦
々
恐
々
と
し

て
、
人
間
関
係
な
ど
は
全
く
冷
た
い
も
の
で
す

よ
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
法
座
に
参
加
し
て
い
る
多
く
の
人
は
、
虚

妄
な
る
こ
の
世
の
在
り
よ
う
に
う
な
づ
い
た
こ
と

で
す
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
今
日
の
社
会
は
互
い

に
競
い
合
い
な
が
ら
、
高
度
に
成
長
し
、
発
展
を

遂
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
私
た
ち
人
間

に
、
多
く
の
利
益
を
も
た
ら
し
ま
し
た
こ
と
も
確

か
で
す
。
し
か
し

一
方
に
お
い
て
は
、
人
間
の
持

つ
自
己
中
心
的
な
在
り
方
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
や
悲
劇
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
今
日
の
競
争
原
理
の

社
会
構
造
の
中
で
、
我
さ
え
よ
け
れ
ば
よ
い
と

い
っ
た
、
自
我
に
執
ら
わ
れ
た
自
己
中
心
性
は
、

互
い
に
争
い
あ
い
、
き
ず
つ
け
あ
い
、
人
間
同
士

が
不
信
を
増
幅
し
な
が
ら
生
き
、
さ
ら
に
は
、
他

を
支
配
し
、
抑
圧
し
、
排
除
す
る
こ
と
ま
で
及

び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
い
の
ち
の
尊
厳
を
踏
み
に
じ
っ

て
い
る
事
実
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。 

  
 

「十
方
衆
生
」
と
い
ふ
は
、
十
方
の
よ
ろ
づ 

 
 

の
衆
生
な
り
、
す
な
は
ち
わ
れ
ら
な
り
。 

（註
釈
版
聖
典
六
五
七
頁
） 

 

と
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
無
量
な

る
願
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
い
の
ち
を
持
っ
た

す
べ
て
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
真

っ

只
中
に
あ
る
自
己
を
、
わ
れ
ら
と
い
た
だ
き
、
小

さ
い
殻
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
関
係

（縁
起
性
）
の
中
に
あ
る
、
開
か
れ
た
自

己
を
見
つ
め
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

ま
た
蓮
如
上
人
は 

  
 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
す
が
た
は
、
す
な 

 
 

は
ち
わ
れ
ら

一
切
衆
生
の
平
等
に
た
す
か
り 

 
 

つ
る
す
が
た
な
り
と
し
ら
る
る
な
り
。 

（註
釈
版
聖
典

一
一
九
六
頁
） 

 

と
、
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
は
十
方
衆
生
の
ま
ん
中
に
生
か
さ
れ
、

平
等
の
す
く
い
に
、
つ
つ
ま
れ
て
生
き
る
こ
と
を

見
失
い
、
自
分
の
い
の
ち
を
、
自
分

一
人
の
力
で

生
き
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
と
も
す
る

と
自
分
本
位
の
勝
手
な
価
値
観
に
よ
り
、
人
と
人

と
の
間
に
優
劣
を
つ
け
て
別
紙
し
た
り
、
身
内
だ

他
人
だ
と
い
っ
て
分
け
隔
て
を
し
、
弱
気
人
を
軽

視
し
た
り
、
男
性
と
女
性
を
比
較
し
て
差
を
つ
け

た
り
、
こ
の
世
は
健
常
者
で
成
り
立
っ
て
い
る
と

思
っ
て
、
体
に
障
害
を
抱
え
て
い
る
人
た
ち
を
無

視
し
た
り
す
る
な
ら
ば
、
私
は
ま
さ
に
差
別
者
で

あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
お
正
信
偈
の
な
か
で 

  
 

弥
陀
仏
の
本
願
念
仏
は
、
邪
見

・
憍
慢
の
悪 

 
 

衆
生
、
信
楽
受
持
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ 

 
 

も
っ
て
難
し
、
難
の
な
か
の
難
こ
れ
に
過
ぎ 

 
 

た
る
は
な
し
。 

（註
釈
版
聖
典
二
〇
四
頁
） 

 

と
、
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

自
己
中
心
的
な
邪
見

・
憍
慢
の
人
生
は
念
仏
者

の
歩
む
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
互
い

に
い
の
ち
の
尊
厳
を
認
め
合
い
高
め
あ
い
、
人
間

相
互
の
信
頼
を
回
復
し
た

「御
同
朋
の
人
生
」
を

親
鸞
聖
人
と
共
に
歩
み
た
い
も
の
で
す
。 

 

（
一
九
九
四
年

一
月
七
日
） 

  
 
 
 
 

『
ひ
と
し
ず
く
の
こ
と
ば 

 
 
 
 
 
 
 

親
鸞
さ
ま
と
歩
む
道
⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ー
同
朋
運
動
法
話
集
三
ー
』 

競
争
社
会
の
た
だ
中
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

後
藤 

法
龍 

師 
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九
月
二
〇
日

（日
）
、
秋
季
彼
岸
会
法
要
を
行
い
ま

し
た
。
福
井
さ
ん
と
中
木
原
さ
ん
が
ご
参
拝
く
だ
さ
い

ま
し
た
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
中
、
お
寺
に
集
う
こ
と

が
出
来
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
ご
法
事
な
ど

で
、
ご
家
族
、
近
親
者
の
少
人
数
で
、
稱
讃
寺
に
ご
参

拝
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

秋
季
彼
岸
会
の
前
後
、
鳥
本
家
様
、
早
田
家
様

・
豊

田
家
様
、
山
下
家
様

・
黒
滝
様
、
福
元
家
様

・
松
清
家

様
が
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
お
彼
岸
会
に
参
拝
で
き
な
か
っ
た
の
で
と
、

二
七
日
に
前
田
様
ご
夫
妻
が
お
参
り
に
こ
ら
れ
ま
し

た
。 

 

そ
し
て
、
二
六
日
に
は
、
六
町
に
お
住
ま
い
の
小
池

様
が
、
初
め
て
ご
来
院
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

当
日
は
、
の
ん

の
ん
法
話
会
で
し

た
の
で
、

一
緒
に

お
つ
と
め
し
て
、

浄
土
真
宗
の
教
え

を
聞
く
き

っ
か
け

を
お
聴
か
せ
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

 

新
た
な
ご
縁
を

い

た

だ

き
、
早

く
、
皆
さ
ま
と
も

お
会
い
し
て
共
に

喜
び
た
い
と
思
い

ま
す
。 

 

例
年
十

一
月
十

一
日
か
ら
十
六
日
ま
で
厳
修
さ
れ
ま

す

「築
地
本
願
寺
報
恩
講
」
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
年

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
中
、
ご
参
拝
は
出
来

ま
せ
ん
。 

 

法
要
は
、
僧
侶
の
み
で
行
わ
れ
、
雅
楽
も
あ
り
ま
せ

ん
が
、
築
地
本
願
寺
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ

ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で

毎
回
ラ
イ
ブ
発
信
さ
れ
ま
す
。 

 

築
地
本
願
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
生
の
法
要
を
ご

覧
に
な
ら
れ
ま
す
の
で
、
左
記
の
日
時
に
ア
ク
セ
ス
し

て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ご
参
拝
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

記 

 

十

一
月
十

一
日

（日
）

一
四:

〇
〇

・
一
七:

〇
〇 

十
二
日

（月
）
六:

三
〇

・
一
〇:

〇
〇

・
一
四:

〇
〇

・
一
七:

〇
〇 

十
三
日

（火
）
六:

三
〇

・
一
〇:

〇
〇

・
一
四:

〇
〇

・
一
七:

〇
〇 

十
四
日

（水
）
六:

三
〇

・
一
〇:

〇
〇

・
一
四:

〇
〇

・
一
七:

〇
〇 

十
五
日

（木
）
六:

三
〇

・
一
〇:

〇
〇

・
一
四:

〇
〇

・
一
八:

〇
〇 

十
六
日

（金
）
六:
三
〇

・
一
〇:

〇
〇 

 

〈通
夜
布
教
〉 

十
五
日

（木
）
～
十
六
日

（金
）
夜
間 

お
そ
ら
く
十
五
日
午
後
八
時
頃
か
ら
ラ
イ
ブ
配
信
さ
れ

ま
す
の
で
、
ご
聴
聞
く
だ
さ
い
。 

 

※
報
恩
講
中
、

「帰
敬
式
」
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
東
京

都
の
コ
ロ
ナ
感
染
状
況
に
よ
り
日
程
等
の
変
更
の
場
合

が
あ
り
ま
す
こ
と
を
ご
了
承
の
う
え
、
受
式
ご
希
望
の

方
は
、
稱
讃
寺
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

  

六
月
か
ら
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染

の
予
防
対
策

と
し
て
、
シ
ー

ル

ド
を
貼

っ
た
り
、

ス
リ

ッ
パ

へ
の
履

き
替
え
に
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。 

 

換
気
が
よ
く
出

来
る
よ
う
に
と
思

い
、
換
気
器
具

の

設
置
も
考
え
ま
し
た
が
、
大
が
か
り
に
な
る
よ
う
で
あ

き
ら
め
ま
し
た
。 

 

開
設
時
か
ら
お
寺
の
玄
関
は
鉄
扉
で
、
内
開
き
に
し

て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
開
放
感
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
、
扉
が
重
た
く
て
、
力
を
入
れ
な
い
と
開
き

ま
せ
ん
。
留
守
か
と
思
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

構
想
二
カ
月
、
鉄
扉
の
外
側
に
軽
く
て
、
開
放
感
の

あ
る
扉
を
両
側
か
ら
軽
く
押
し
て
開
け
ら
れ
る
扉
を
設

置
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

材
料
を
集
め
る
の
に
、
い
く

つ
か
の
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
に
行
き
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
近

く
の
木
材
屋
さ
ん
に
行
き
、
サ
イ
ズ
別
に
注
文
で
き
ま

し
た
。
最
初
か
ら
そ
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し

た
。 

 

夏
の
期
間
に
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
い
く

ら
か
風
通
し
が
良
く
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 

皆
さ
ま
の
ご
参
拝
、
心
よ
り
お
待
ち
申
し
あ
げ
ま

す
。 

４ 

秋
季
彼
岸
会
法
要 

築
地
本
願
寺
報
恩
講 

ト
ピ
ッ
ク 
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親
鸞
の
生
涯
と
そ
の
思
想

【
一
二
三
二
～

一
二
六
三
】 

  
 

帰
京
よ
り
入
寂
ま
で 

  
 

六
十
歳
頃
に
帰
京 

 
 

著
述
に
専
心
す
る
日
々
を
過
ご
す 

  

貞
永

じ
ょ
う
え
い

元

（
一
二
三
二
）
年
頃
、
六
十
歳
過
ぎ
に
親

鸞
は
生
ま
れ
故
郷
の
京
都
に
戻
っ
た
と
さ
れ
る
。
何
歳

の
と
き
に
、
な
ぜ
京
都
に
戻
っ
た
の
か
、
の
ち
に
越
後

に
分
か
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
妻

・
恵
信
尼
は
い
っ
た
ん

京
都
に
と
も
に
来
て
い
る
の
か

（恵
信
尼
は
所
領
管
理

の
た
め
に
越
後
に
戻
っ
た
と
さ
れ
る
）
、
未
だ
不
明
な

点
が
多
い
。
六
十
歳
と
い
う
年
齢
を
考
え
れ
ば
望
郷
の

念
に
駆
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
嘉
禄

か

ろ

く

の
法
難

（
一
二
二
七
年
）
に
よ
っ
て
法
然
の
教
え
は
京
都
で
壊

滅
的
な
状
態
に
あ
り
、
門
弟
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
状
況

に
あ
る
の
か
を
見
届
け
た
い
、
法
然
の
教
え
を
自
分
が

正
し
く
伝
え
た
い
、
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

と
い
う
の
は
、
法
然
の
弟
子
、
聖
覚

せ
い
か
く

が
著
わ
し
た

『

唯
信
鈔

ゆ
い
し
ん
し
ょ
う

』
を
し
ば
し
ば
書
写
し
て
関
東
の
門
弟
に
送

り
、
建

長

け
ん
ち
ょ
う

二

（
一
二
五
〇
）
年
に
は
そ
の
解
説
書

『

唯
信
鈔
文
意

ゆ
い
し
ん
し
ょ
う
も
ん
い

』
を
著
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
康
元
元

こ
う
げ
ん
が
ん

（
一
二
五
六
）
年
に
は
法
然
の
法
語
や
消
息
を
写
し
集

め
た
三
巻
か
ら
な
る

『
西
方
指
南
抄

せ
い
ほ
う
し
な
ん
し
ょ
う

』
を
編
纂
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
然
の
言
行
録
と
し
て
は
最
古

の
も
の
と
い
わ
れ
、
そ
の
精
力
的
な
執
筆
か
ら
は
師
法

然

へ
の
篤あ

つ

い
思
い
が
感
じ
取
れ
る
。 

 

弘
長
二

こ
う
ち
ょ
う
に

（
一
二
六
三
）
年
、
親
鸞
は
九
十
歳
の
生
涯

を
終
え
る
が
、
そ
の
間
、
著
述
活
動
に
専
心
し
、
驚
く

よ
う
な
業
績
を
残
し
て
い
る
。 

  
 

『教
行
信
証
』
を
完
成
さ
せ 

 
 

湧
き
出
で
る
か
の
よ
う
に

「和
讃
」
を
詠
む 

  

親
鸞
の
代
表
的
な
著
述
と
い
え
ば

『教
行
信
証
』

（
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類

け
ん
じ
ょ
う
ど
し
ん
じ
つ
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん
る
い

』
）
で
あ
る
。
そ

の
内
容
に
つ
い
て
は
梯
実
圓
氏
の

「教
行
信
証
と
三
帖

和
讃
」

（五
頁
）
に
詳
し
い
が
、

一
説
に
は

『教
行
信

証
』
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
史
料
が
豊
富
に
そ
ろ
う
京

都
に
帰

っ
た
と
も
い
わ
れ
、
五
十
二
歳
の
草
稿
本
以

来
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
推
敲
を
重
ね
、
七
十
六
歳
頃
に

完
成
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

『教
行
信
証
』
は
全
六
巻
か
ら
な
る
が
、
そ
の
第

一

巻

「教
文
類
」
の
な
か
に

「阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
説
く

こ
と
を

（
「無
量
寿
経

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

」
の
）
要
と
し
、
仏
の
名

号

み
ょ
う
ご
う

を
こ
の
経
の
本
質
と
す
る
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

「大
行

は
無
碍
光
如
来

む
げ

こ
う

に

ょ
ら

い

（阿
弥
陀
仏
）
の
名
号
を
称
え
る
こ
と

で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
名
号
と
は
菩
薩

・
仏
の
名

前
を
意
味
す
る
が
、
親
鸞
が
経
の
本
質
と
示
す
名
号
と

は
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
、

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
六
文

字
を
六
字
名
号
と
い
う
。
浄
土
真
宗
で
は

「木
像
よ
り

も
絵
像
、
絵
像
よ
り
も
名
号
」
と
い
う
考
え
方
が
い
ま

で
も
色
濃
く
残
る
が
、
こ
の
名
号
を
本
尊
と
す
る
考
え

方
は
親
鸞
の
発
想
に
よ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
名
号

に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
出
雲
路
修
氏
の

「名
号
と
は
何

か
」

（次
号
以
降
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

『教
行
信
証
』
が
あ
ら
ゆ
る
経
論
釈
を
当
た
り
、
引

用

・
分
析
し
、
浄
土
信
仰
の
教
義
を
明
ら
か
に
し
た
親

鸞
著
述
の
根
本
経
典
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を

一
般
民

衆
の
た
め
に
や
さ
し
く
説
い
た
の
が

「和
讃
」
で
あ

る
。
和
讃
と
は
和
語
讃
詠

わ

ご

さ

ん

え

い

の
略
で
、
漢
文
の
経
釈
の
意

味
を
五
七
調
の
日
本
語
の

「う
た
」
に
し
て
や
さ
し
く

表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
平
安
時
代
、
天
台
僧

の

良

源

り
ょ
う
げ
ん

や
源
信

げ
ん
し
ん

な
ど
も
作

っ
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
に
さ

ら
に
普
及
し
た
と
い
わ
れ
、
親
鸞
は
生
涯
に
五
百
首
以

上
の
和
讃
を
詠
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
浄
土
三
部
経
を
中
心
に
阿

弥
陀
仏
の
浄
土
を
讃
じ
た

『
浄
土
和
讃
』
と
浄
土
教
の

七
高
僧

の
業
績
や
著
述
を
讃
じ
た

『
浄
土
高
僧
和

讃
』
、
さ
ら
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
末
法
の
世
に
あ
っ

て
も
真
実
の
さ
と
り
を
与
え
る
と
讃
じ
た

『
正
像
末

し
ょ
う
ぞ
う
ま
つ

和
讃
』
で
あ
る
。 

 

こ
の
三
部
を

「三
帖
和
讃
」
と
い
い
、
い
ま
も
門
徒

衆
の
間
で
は
日
常
的
に
詠
わ
れ
て
い
る
。
和
讃
の
詳
し

い
内
容
に
つ
い
て
も
梯
実
圓
氏
の

「教
行
信
証
と
三
帖

和
讃
」
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
宗
祖
の
教
え
が
正
確
に

謡
い
継
が
れ
て
い
る
の
は
、
類
ま
れ
な
例
と
い
え
る
だ

ろ
う
。 

  
 

親
鸞
が
最
晩
年
に
到
達
し
た 

 
 

自
然
法
爾

じ

ね

ん

ほ
う

に

の
境
地 

５ 

 

 
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 

毎
月

「親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う
」
を
掲
載
し
ま
す 

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代
の
社
会
の
あ
り
方
な
ど
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
訪
ね
少
し
で
も
そ
の
ご
遺
徳
を
感
じ
れ
た
ら
と
思
い
ま
す 
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親
鸞
の
生
涯
は
波
乱
に
満
ち
て
い
た
。
な
か
で
も
晩

年
の
親
鸞
に
と

っ
て
も

っ
と
も
苦
し
い
出
来
事
は
息

男
、
善
鸞

ぜ
ん
ら
ん

の
義
絶
で
あ
り
、
在
地
権
力
者
に
よ
る
弾
圧

で
あ
っ
た
。
親
鸞
が
帰
京
後
、
関
東
の
門
弟
の
あ
い
だ

で
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
起
こ
り
、
動
揺
が
走
る
。
そ
の

最
た
る
も
の
が
、
悪
人
こ
そ
救
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
現

世
で
悪
行
を
し
て
も
よ
い
と
い
う

「造
悪
無
碍

ぞ

う

あ

く

む

げ

」
の
考

え
方
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
こ
う
し
た
行
動
を
是
非
す
る 

よ
う
に
善
鸞
を
派
遣
す
る
の
だ
が
、
地
元
門
弟
と
の
あ

い
だ
に
軋
轢

あ
つ
れ
き

が
走
り
、
建
長
四

け
ん
ち
ょ
う
よ

（
一
二
五
二
）
年
、
善

鸞
を
義
絶
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
親
鸞

の
書
簡
の
古
写
本
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
だ
が

（現
在
、

こ
の
書
簡
が
親
鸞
自
身
が
書
い
た
も
の
か
疑
問
視
す
る

説
も
あ
る
。
事
実
と
す
れ
ば
）
親
子
の
義
絶
は
苦
渋
の

選
択
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

親
鸞
入
寂
後
、
直
弟
子
の
唯
円

ゆ
い
え
ん

に
よ
る

『歎
異
抄
』

も
、
こ
う
し
た
異
議
を
正
す
た
め
に
口
伝
の
法
語
を
伝

え
る
た
め
に
、
著
わ
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

内
容
、
構
成
に
つ
い
て
は
佐
藤
正
英
氏
の

「
『歎
異

抄
』
に
語
ら
れ
た
親
鸞
」

（次
号
以
降
）
に
詳
し
い
。 

 

た
だ
、
晩
年
の
親
鸞
の
境
地
を
語
る
上
で
も
っ
と
も

適
切
で
、
か
つ
素
晴
ら
し
い
こ
と
ば
は
、
正
嘉

し
ょ
う
か

二

（
一

二
五
八
）
年
、
親
鸞
八
十
六
歳
の
お
り
、
三
条
富
小
路

の
御
坊
で
の
法
話
を
高
弟
、
顕
智

け

ん

ち

が
記
し
た

「自
然
法

じ
ね
ん

ほ
う

爾に

の
世
界
」

へ
の
到
達
で
あ
る
。
詳
し
く
は
浅
井
成
海

氏

「親
鸞
の
手
紙
」

（次
号
以
降
）
を
参
照
さ
れ
た
。 

 

義
な
き
を
義
と
す
る

（は
か
ら
い
な
ど
な
い
）
の
が

浄
土
の
教
え
で
あ
り
、
無
上
仏
は
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ

ぬ
ゆ
え
に

（こ
の
う
え
な
い
仏
の
世
界
は
す
が
た
か
た

ち
が
な
い
か
ら
こ
そ
）
自
然
な
の
だ
と
、
仏
の
救
済
を

時
空
を
超
え
た
自
然
の

理
こ
と
わ
り

の
世
界
ま
で
高
め
、
あ
る

い
は
深
め
て
い
る
。
も
が
き
な
が
ら
も
阿
弥
陀
仏
を
信

じ
き
る
こ
と
に
か
け
た
親
鸞
の
生
涯
は
、
九
十
歳
を

も
っ
て
幕
を
閉
じ
た
。
往
生
の
地
は
弟
の
尋
有

じ

ん

う

の
僧
坊

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。 

   

『
教

行

信

証

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

』
と

「三
帖
和
讃

さ
ん
じ
ょ
う
わ
さ
ん

」 
 
 

ー
親
鸞
の
主
要
著
作
ー 

 

梯 

実
圓 

氏 
  

師
の
法
然
と
違

っ
て
、
親
鸞
に
は
多
く
の
著
作
が
あ

る
。
そ
の
足
跡
を
慕
う
滅
後
の
弟
子
に
と
っ
て
、
そ
れ

は
な
に
よ
り
も
有
難
い
贈
り
も
の
で
あ
る
。
そ
の
表
現

形
式
も
、
漢
文
あ
り
、
和
文
あ
り
、
韻
文

い
ん
ぶ
ん

あ
り
散
文
あ

り
、
同
じ
韻
文
で
も
漢
文
で
書
か
れ
た
漢
讃

か
ん
さ
ん

あ
り
、
和

文
で
表
わ
さ
れ
た
和
讃

わ

さ

ん

あ
り
、
ま
こ
と
に
多
岐

た

き

に
わ

た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
著
作
の
ほ
か
に
、
門
弟
た
ち
に

宛
て
た
多
く
の

「消
息
」
や
、
法
語
の
聞
き
書
き
な
ど

も
大
切
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
、
七
十
歳
を
超
え
、
す
で
に
老
境
に
入
っ
て
か
ら
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
う
に
つ
け
、
驚

嘆

き
ょ
う
た
ん

と
と
も
に

「い
の
ち
は
法
の
宝
」
と
い
う
こ
と
ば
が
し
み
じ
み
と

思
い
合
わ
さ
れ
る
。 

 

 
 

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
六
巻 

  

こ
の
書
は
浄
土
真
宗
の
立
教

開
宗

り
っ
き
ょ
う
か
い
し
ゅ
う

の
根
本
聖
典
で

あ
る
と
い
う
の
で
、
宗
門
内
で
は

『御
本
典

ご

ほ
ん

で
ん

』
と
尊
称

さ
れ
て
き
た
が
、

一
般
に
は

『教
行
証
文
類
』
と
も
、

『教
行
信
証
』
と
も
略
称
さ
れ
て
い
る
。
著
作
年
時
は

あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、
元
仁

げ
ん
に
ん

元

（
一
二
二
四
）
年
、

五
十
二
歳
頃
か
ら
書
き
は
じ
め
、
関
東
在
住
中

（四
十

二
歳
か
ら
六
十
二
歳
前
後
）
に
は
そ
の
原
型
が
成
立
し

て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
帰
洛
後
、
六
十
三
歳
頃

に
原
本
を
清
書
し
、
さ
ら
に
推
敲
を
重
ね
、
尊
蓮

そ
ん
れ
ん

に
書

写
を
許
し
た
七
十
五
歳
の
頃
に
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
も
っ
と
も
細
部
に
わ
た
る
推
敲
は
八
十
歳
を
超
え

て
か
ら
も
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
現
存
す
る
唯

一
の
自
筆
本
で
あ
る
東
本
願
寺
本

（板
東
本

ば
ん
ど
う
ぼ
ん

）
な
ど
に

よ
っ
て
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
親
鸞
の
後

半
生
の
深
い
宗
教
経
験
と
、
た
ゆ
む
こ
と
の
な
い
聞
思

も

ん

し

に
導
か
れ
た
強
靱
な
思
索
と
が
こ
の
書
に
凝
集
し
て
い

る
。 

 

そ
の
内
容
は
、

「文
類
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
仏

祖
の
経

き
ょ
う

、
論ろ

ん

、
釈

し
ゃ
く

の
文
を
、
教
、
行
、
信
、
証
、
真し

ん

仏
土

ぶ

つ
ど

、
方
便
化
身
土

ほ
う

べ
ん
け

し
ん
ど

の
六
項
目
に
分
類
し
て
引
用
し
、

随
所
に
自
釈

じ
し
ゃ
く

が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の

引
用
文
に
は
独
特
の
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が

自
釈
と
呼
応
し
て
、
引
用
文
が
引
用
文
と
し
て
の
枠
を

超
え
て
、
親
鸞
自
身
が
到
達
し
て
い
る
前
人
未
踏
の
宗

教
的
世
界
観
が
顕あ

ら

わ
れ
る
よ
う
に
著あ

ら

わ
さ
れ
て
い
る
、

古
今
に
比
類
を
見
な
い
聖
典
で
あ
る
。 

６ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「帰
京
よ
り
入
寂
ま
で
」
／

「
『教
行
信
証
』
と

「三
帖
和
讃
」
」
梯 

実
圓 

氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 
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「教
文
類

（教
巻
）
」
の
冒
頭
に
、
こ
れ
か
ら
あ
き

ら
か
に
す
る
浄
土
真
宗
の
教
義
の
鋼
格

こ
う
か
く

を
標
挙

ひ
ょ
う
こ

し
て
、 

  
 

謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
按
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ 

 
 

り
。

一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。 

 
 

往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。 

 
 
 
 
 

 
 
 

（
『
註
釈
版
聖
典
』

一
三
五
頁
） 

 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

「浄
土
真
宗
」
と
は

教
団
の
名
称
で
は
な
く
、
教
法
の
名
称
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
本
願
力
回
向

ほ
ん
が
ん
り
き
え
こ
う

と
呼
ば
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
救
済
活
動

を
浄
土
真
宗
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
本
願
力
の

は
た
ら
く
有
様
を
、
往
相
回
向

お
う
そ
う
え
こ
う

と
還
相
回
向

げ
ん
そ
う
え
こ
う

に
分
け
て

顕
わ
す
か
ら

「二
種
の
回
向
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
往

相
と
は
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
凡
夫
を
救
っ
て
穢
土

え

ど

か
ら

浄
土

へ
つ
れ
て
往
き
、
さ
と
り
を
完
成
さ
せ
る
か
ら
往

相
と
い
う
の
で
あ
る
。
往
相
と
し
て
如
来
よ
り
回
向
さ 

れ
る
内
容
が
教
、
行
、
信
、
証
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
往

相
の
四
法
と
い
い
な
ら
わ
し
て
い
る
。
真
実
の
教
に

よ
っ
て
行
を
信
じ
さ
せ
、
往

生
成

仏

お
う
じ
ょ
う
じ
ょ
う
ぶ
つ

と
い
う
証
果

し
ょ
う
か

を

与
え
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
還
相
と
は
、
浄
土
で
さ
と

り
を
完
成
し
た
も
の
が
、
さ
と
り
の
必
然
と
し
て
大
悲

心
を
起
こ
し
、
苦
し
み
悩
む
人
び
と
の
い
る
穢
土

へ

還
っ
て
き
て
救
い
つ
づ
け
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。 

 

回
向
と
は
、
方
向
を
転
換
し
て
違

っ
た
方
向

へ
向
か

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
い
ま
は

「利
他
回
向

り

た

え

こ

う

」

の
こ
と
を
い
う
。
利
他
と
は
他
の
も
の
に
利
益
を
与
え

る
こ
と
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
は
永
劫
に
わ
た
る
難
行
苦

行
に
よ

っ
て
獲
得

ぎ
ゃ
く
と
く

さ
れ
た
無
量
の
功
徳
の
す
べ
て

を
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
号
に
込
め
て
人
び
と
に

施
し
与
え
て
救
っ
て
い
か
れ
る
が
、
そ
の
大
悲
利
他
の

は
た
ら
き
を
本
願
力
回
向
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
本
願
力
回
向
と
い
う
如
来
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
活

動
を
基
軸

き

じ

く

と
し
て
、
本
願
の
教
え
を
体
系
的
に
顕
わ
す

の
が

『教
行
証
文
類
』
で
あ
る
。 

 

さ
て
こ
の
書
は
真
実
教
、
真
実
行
、
真
実
信
、
真
実

証
、
真
仏
土
、
方
便
化
身
土
と
い
う
六
巻
に
分
け
て
法

義
を
展
開
し
て
い
く
。
ま
ず

「教
文
類

（教
巻
）
」
の

は
じ
め
に
、

「そ
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
は
ち

大
無
量
寿
経

だ
い
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

こ
れ
な
り
」

（
『
註
釈
版
聖
典
』

一
三

五
頁
）
と
い
い
、
釈
尊
が
こ
の
世
に
出
現
さ
れ
た

「本

意
」
を
説
き
顕
わ
さ
れ
た

「真
実
の
教
」
は

「大
無
量

寿
経
」

（
「大
経
」
）
で
あ
る
と
論
定
す
る
。
そ
の
理

由
は
直
接
的
に
は
、

「大
経
」
の
序
文
に
釈
尊
が
、
自

身
を
含
め
て
十
方

じ
っ
ぽ
う

の
世
界
に
出
現
す
る
す
べ
て
の
如
来

は
、
こ
の

「大
経
」
を
説
い
て

「群
萌

ぐ
ん
も
う

に
真
実
の
利
益

を
恵
み
与
え
て
拯す

く

う
た
め
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る

か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
根
源
を
い
え

ば
、
諸
仏
に
本
願
の
名
号
を
讃
嘆
さ
せ
て
衆
生
に
聞
か

せ
よ
う
と
誓
わ
れ
た
、
阿
弥
陀
仏
の
第
十
七
願
力
に
う

な
が
さ
れ
た
説
法
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て

「大
経
」
は
、
阿
弥
陀
仏
の
選
択
本
願

せ
ん
じ
ゃ
く
ほ
ん
が
ん

の

い
わ
れ
を
詳
し
く
説
い
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
本

願
の
名
号
が
万
人
平
等
の
往
生
行
と
し
て
選
び
定
め
ら

れ
た
経
緯

い
き
さ
つ

を
知
ら
せ
、
人
び
と
を
、
本
願
を
信
じ
念
仏

す
る
行
者
に
育
て
て
い
く
経
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
れ
ゆ
え
真
実
の
行
と
信
は
そ
こ
か
ら
恵
ま
れ
て

く
る
。 

 

浄
土
に
往
生
す
る

「行
」
を
顕
わ
す

「行
文
類

（行

巻
）
」
の
は
じ
め
に
、
大
行
と
は
す
な
は
ち
無
碍
光
如

来
の
名
を
称
す
る
な
り
」

（
『
同
』

一
四

一
頁
）
と
い

わ
れ
て
い
る
。
帰
命
尽
十
方
無
礙
光
如
来

き
み
ょ
う
じ
ん
じ

っ
ぽ
う
む
げ
こ
う
に
ょ
ら

い

（南
無
阿
弥

陀
仏
）
と
称
え
て
い
る
称
名
は
、
広
大
無
辺
な
徳
を
も

つ
大
行
で
あ
り
、
真
実
行
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
称
名
に
は
、
わ
た
し
ど
も
の
無
明
煩
悩

む
み
ょ
う
ぼ
ん
の
う

を
転
換

し
て
、
涅
槃

ね

は

ん

の
境
地
に
至
ら
せ
る
徳
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
称
名
は
、
煩
悩
具
足

ぼ
ん
の
う
ぐ
そ
く

の
凡
夫
の
口
か
ら
出
て
い
る

が
、
凡
夫
の
お
こ
な
い
で
は
な
く
、
わ
た
し
の
煩
悩
を

転
換
さ
せ
よ
う
と
は
た
ら
く
如
来
の
本
願
力
の
顕け

ん

現
態

げ
ん
た
い

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
親
鸞
は

「し
か
る
に
こ
の
行

は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
と
い
い
切
る
の
で
あ

る
。
本
願
の
称
名
は
、
わ
た
し
の
口
に
現
わ
れ
て
い
る

が
、
人
間
の
行
為
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
願

の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
顕
わ
れ
出
て
き
た
如
来
の
行
為

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
は
称
名
の
声
と

な
っ
て
煩
悩
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
顕
現
し
、
生
死
に
惑

う
わ
た
し
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
闇
を
破
り
、
往
生
成
仏
の

志
願

し

が

ん

を
満
た
し
て
い
く
本
願
招
喚

ほ
ん
が
ん
し
ょ
う
か
ん

の
勅
命

ち
ょ
く
め
い

が
響
く
す

が
た
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
称
名
は
凡
夫
の
上
に
現

わ
れ
た
如
来
の
お
こ
な
い
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
に
人

生
の
意
味
と
方
向
を
知
ら
せ
、
人
生
に
ま
こ
と
の
実
り

と
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す

「真
実
の
行
」
で
あ
る
と
顕
わ

す
の
が

「行
文
類
」
で
あ
っ
た
。
な
お

「行
文
類
」
の

最
後
に
行
信

の
徳
を
讃
嘆
す
る

「
正
信
念
仏

し
ょ
う
し
ん
ね
ん
ぶ
つ

偈げ

」

（
「正
信
偈
」
）
と
呼
ば
れ
る
六
十
行
百
二
十
句
の
詩

（偈
文

げ

も

ん

）
が
お
か
れ
て
い
る
が
そ
の
詳
細
は
省
略
す

る
。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

（次
号
に
つ
づ
く
） 

７ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「帰
京
よ
り
入
寂
ま
で
」
／

「
『教
行
信
証
』
と

「三
帖
和
讃
」
」
梯 

実
圓 
氏 
著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 
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一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 

門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
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
曜
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 

 

二
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
前
九
時 

 

二
九
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

       

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年 

十

一
月
の
行
事
予
定 

 

 

「ザ

・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

・
デ
ッ
ド
」
の
続
き
で
す
が
死
人 

が
蘇
っ
て
、
生
き
て
い
る
人
間
を
無
作
為
に
襲
い
か
か
る
ゾ 

ン
ビ
な
ん
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
政
府
が 

崩
壊
し
、
経
済
も
な
く
、
生
産
も
な
く
、
教
育
も
、
文
化
も 

崩
壊
し
た
世
の
中
に
突
然
な
っ
た
ら
、
自
分
は
ど
う
す
る
だ 

ろ
う
か
と
想
像
し
ま
す
。
ド
ラ
マ
で
は
生
き
て
い
く
た
め 

に
、
ゾ
ン
ビ
を
殺
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時 

に
、
人
間
同
士
の
闘
い
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
仲
間 

を
殺
さ
れ
れ
ば
、
報
復
し
、
ま
た
敵

・
仲
間
が
死
ん
で
い 

く
。
ま
さ
に

「
恨
み
は
恨
み
し
か
生
ま
な
い
」
。
人
間
を
殺 

め
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
か
と
葛
藤
す
る
人
び
と
の
場
面
も 

あ
り
ま
し
た
。
生
き
る
た
め
に
、
理
不
尽
な
掟
に
従
わ
ざ
る 

を
得
な
い
多
く
の
人
び
と
。
そ
の
人
た
ち
の
た
め
に
、
怒
り 

を
抑
え
て
従
う
主
人
公
。
私
は
そ
れ
を
視
な
が
ら
、

「
早
く 

立
ち
上
が
れ
よ
！
」
と
無
責
任
に
つ
ぶ
や
い
て
い
ま
し
た
。 

戦
争
体
験
の
な
い
私
が
、
戦
争
資
料
を
読
ん
だ
り
、
戦
争
に 

ま
つ
わ
る
ド
ラ
マ
や
映
画
を
観
て
も
、
そ
の
悲
惨
さ
を
感
じ 

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
時
代
の
人
び
と
の
生
き
様
が
慎
ま
し
く 

た
く
ま
し
く
美
し
く
さ
え
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の 

ド
ラ
マ
は
事
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ゾ
ン
ビ
よ
り
怖
い
の 

は
、
人
間
で
あ
り
、
戦
争
や
災
害
等
、
危
機
に
直
面
し
た
と 

き
の
人
び
と
の
心
の
現
実
を
見
抜
き
、
私
の
心
の
奥
底
の
真 

実
を
教
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。 

 

Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９
に
感
染
す
る
こ
と
を
怖
れ
る
私
た
ち
で 

す
が
、
よ
り
怖
い
の
は
、
差
別
を
し
て
し
ま
う
自
分
の
心
で 

あ
る
こ
と
を
見
つ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
分

一
人
の
救
い 

で
は
な
く
、

一
切
平
等
こ
そ
本
当
の
救
い
な
の
で
し
ょ
う
。 

願
以
此
功
徳 

平
等
施

一
切 

同
発
菩
提
心 

往
生
安
楽
国 

二
〇
二
〇
年 

十
月
の
行
事
予
定 

  

思お
も

い
通ど

お

り
に
な
ら
な
い 

  
 

 

の
が 

人
生

じ
ん
せ
い 

 
 

 
 

 
 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
十
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

四
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

    
 

 
 

 
 

門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

  

六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
九
時 

 

一
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
八
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
五
日

（
日
） 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

 

二
六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

※

「
不
要
不
急
」
の
外
出
は
お
避
け
く
だ
さ
い
。 

  

 

六
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 

門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

 

一
三
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
  

 

一
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

（報
恩
講
） 

 

二
〇
日

（
日
） 

親
鸞
聖
人
報
恩
講 

午
後
二
時 

 

二
六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
七
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
〇
二
〇
年 

十
二
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 


