
  

 

こ
の
間
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「青
天
を
衝

く
」
を
見
て
い
た
ら
、
渋
沢
栄
一さ
ん
が
、
京
都

に
上
る
こ
と
を
父
親
に
許
し
を
請
う
シ
ー
ン
で
、

父
親
が
「今
日
ま
で
、
〝孝
行
〟
と
い
う
も
の

は
、
子
が
親
に
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
親

が
子
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
な
あ
」
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
感
慨
深
く
述
べ
て
、
貯
蓄
し
て
い
た

お
金
を
英
一に
渡
す
と
こ
ろ
が
、
印
象
に
残
っ
て

お
り
ま
す
。 

 

自
身
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
大
学
院
ま
で

出
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
東

京
に
布
教
所
を
開
設
し
、

ご
本
尊
を
お
迎
え
さ
せ
て

頂
く
な
ど
、
数
え
切
れ
な

い
ほ
ど
の
親
か
ら
の
あ
ら

ゆ
る
物
心
両
面
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
な
あ

と
、
今
更
な
が
ら
、
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り

ま
し
た
。
「親
の
心
、
子
知
ら
ず
」
で
あ
り
ま

す
。 

 

「親
思
う
心
に
勝
る
親
心
」
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
そ
れ
は
存
命
中
だ
け
で
は
な
く
、
仏
さ
ま
と

成
っ
て
も
、
今
も
続
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
そ
れ
も
、
存
命
中
の
母
の
こ
と
は
、
時
々
思

い
出
せ
て
も
、
亡
き
父
に
対
し
て
は
、
父
と
い
う

感
情
の
も
と
、
ほ
ん
の
一瞬
し
か
思
い
出
せ
て
い

な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

亡
き
方
を
〝偲
ぶ
〟
と
は
、
生
き
て
い
る
私
が

一方
的
に
、
亡
き
方
を
思
い
や
っ
て
い
る
心
で
は

な
く
、
本
来
、
〝お
互
い
に
思
い
や
る
〟
の
意
味

だ
そ
う
で
す
。
私
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
、
私
の

こ
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
、
日
常
、

コ
ロ
コ
ロ
変
わ
る
私
の
心
に
、
〝偲
ぶ
〟
と
い
う

尊
い
心
を
起
こ
さ
せ
て
く
だ
さ
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

〝親
〟
と
は
〝阿
弥
陀
さ
ま
〟
の
こ
と
で
あ

り
、
私
た
ち
の
先
人
は
、
み
な
阿
弥
陀
さ
ま
の
化

身
の
仏
さ
ま
と
成
り
、
そ
の
お
心
の
ご
本
願
を
届

け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
お
聞
き
す
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。 

 

 

 

発
行 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱 

讃 

寺 
 
 

 

〒

一
二
一
ー
〇
〇
七
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東
京
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Ａ
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〇
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五
二
四
二
ー
二
〇
二
六 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ｈ 

Ｐ 
sh

ou
san

ji . co
m

 
 
 
 
 
 

 

二
二
二
号 

二
〇
二
一
年
六
月

一
日
発
行

一
切

い
っ
さ
い

の
有
情

う
じ
ょ
う

は
み
な
も
っ
て
世
々

せ

せ 

生
々

し
ょ
う
じ
ょ
う

の
父
母

ぶ

も

・兄
弟

き
ょ
う
だ
い

な
り
。 

い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、
こ
の
順
次
生

じ
ゅ
ん
じ
し
ょ
う 

に
仏 ぶ

つ

に
成 な

り
て
た
す
け
候 そ

う
ろ

ふ
べ
き 

な
り
。 

 

（『歎
異
抄
』第
五
条 

『註
釈
版
聖
典
』八
三
四
頁
） 

  

Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１
９
禍
中 

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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五
月
二
十

一
日
は
、
親
鸞
聖
人
の
お
誕
生
日
で

す
。
今
年
、
稱
讃
寺
で
は
、
こ
の
日
に
先
が
け
て

五
月
十
六
日
の
日
曜
日
に
、
の
ん
の
ん
法
話
会
に

併
せ
て
、
お
つ
と
め
い
た
し
ま
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
と

ご
本
尊
の
前
に

打
ち
敷
を
掛
け

て
、
お
供
物
を

飾
り
、
お
仏
華

と
蝋
燭
は
朱
蝋

に
し
た
だ
け
で

す
。 

 

髙
橋
八
重
子

さ
ん
と
中
木
原

乃
既
子
さ
ん
が

ご
参
拝
く
だ
さ

い
ま
し
た
。 

 

ご

一
緒

に

『
宗
祖
讃
迎

作
法
』

（
音

楽
礼
拝
）(

正

信
偈

の
十
二

礼
節)

を
お
つ

と
め
し
ま
し 

た
。 

 

法
話
は
、

住
職
が

い
た

し
ま
し
た
。 

 

正
信
偈
に 

「
如
来
所
為

興
出
世 

唯

説
弥
陀
本
願

海
」

（如
来
世
に
興
出
し
た
ま
ふ
ゆ
ゑ
は
、
た
だ

弥
陀
の
本
願
海
を
説
か
ん
と
な
り
。
」

（現
代
語

訳 
お
釈
迦
さ
ま
が
こ
の
世
に
お
出
ま
し
に
な

っ

た
の
は
、
た
だ
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
人
々

に
お
伝
え
す
る
た
め
で
あ
り
ま
し
た
。
）
と
ほ
め 

讃
え
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は
、
こ
の
世
に
誕
生
し
て
直
ぐ
に

七
歩
歩
い
て
上
下
を
指
し
て

「天
上
天
下 

唯
我

独

（為
）
尊 

三
界
皆
苦 

吾
当
安
之
」
と
宣
言

さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
世
で
自
分

が

一
番
尊
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「仏
と
成
っ
て
、
苦
し
む
人
々
を
救
う
」
と
の
誓

い
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
も
、
親
鸞
聖
人
も
生
ま
れ
た
と
き

は
、
み
ん
な

一
緒
で
、
凡
夫

（た
だ
の
人
）
で
あ

り
ま
し
た
。 

 

先
の
お
釈
迦
さ
ま
の

「天
上
天
下

・
・
・
」
の

お
言
葉
を
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
に
置
き
換
え
る
と

「こ
の
世
の
私
た
ち
は
、
必
ず
仏
と
な
る
存
在
で

あ
り
、
苦
し
み
の
こ
の
世
界
を
や
す
ら
か
に
し
て

い
こ
う
と
は
た
ら
く
」
と
解
せ
る
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。 

 

蓮
如
上
人
は
、
お
名
号
が
火
事
で
焼
か
れ
た
折

り
、
お
弟
子
の
法
敬
房
が
、

「六
体
の
仏
と
な
ら

れ
ま
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
で
す
」
と
話
す
と
、

「そ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏

が
仏
に
成
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
く
、
こ

の
悪
凡
夫
が
仏
に
成
る
こ
と
こ
そ
不
思
議
な
こ
と

で
す
。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

（こ
こ
で

は

「阿
弥
陀
さ
ま
を
た
の
む

一
念
に
て
」
の
理
が

が
あ
り
ま
す
が
） 

 

お
念
仏
の
教
え
を

「超
世
希
有
の
正
法
」
と
言

わ
れ
ま
す
。

「超
世
」
と
は
こ
の
世
で
最
も
勝
れ

た
も
の
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

「生
死
を
超
え

る
」
唯

一
の
教
え
と

い
う
意
味
で
す
。 

 

こ
の
世
に
生
ま
れ

た
私
た
ち
は
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
ご
本
願
に

出
遇
い
、
必
ず
仏
に

成
っ
て
い
く
存
在
で

あ
る
と
気
づ
か
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
歓

喜
が
あ
る
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。 

１ 

 稱讃寺 
親鸞聖人降誕会 

 

２０２１年５月１６日 
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※
団
体
参
拝
申
し
込
み
案
内 

  

親
鸞
聖
人
御
誕
生
・八
五
〇
年
並
び
に
立
教
開
宗

八
〇
〇
年
記
念
の
慶
讃
法
要
（二
〇
二
三
（令
和
五
）

年
三
月
～
五
月
ご
本
山
厳
修
）に
つ
い
て
、全
国
各
教

区
に
団
体
参
拝
の
ご
案
内
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

現
在
、CO

V
ID

-19

の
禍
中
で
も
あ
り
、気
の
早
い

こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
と
存
じ
ま
す
が
、今
年

八
月
末
日
ま
で
に
概
ね
の
参
拝
予
定
の
申
込
書
を
提

出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

二
〇
一
一
年
に
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要

か
ら
十
年
に
な
り
、東
日
本
大
震
災
直
後
の
ご
法
要

で
も
あ
り
ま
し
た
。当
時
、ご
一
緒
に
ご
参
拝
い
た
だ

き
ま
し
た
こ
と
を
、も
う
十
年
に
も
な
る
の
か
な
あ
と

懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

二
年
先
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
大

き
な
ご
法
要
は
、
な
か
な
か
お
遇
い
で
き
る
も
の
で
は

な
い
と
も
思
い
ま
す
。 

 

も
う
一
度
、
み
ん
な
で
参
拝
し
て
み
た
い
と
思
わ
れ

る
方
、ま
た
、初
め
て
ご
本
山
に
参
拝
し
て
み
た
い
と

思
わ
れ
ま
し
た
ら
、稱
讃
寺
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。 

 

尚
、左
記
の
通
り
、参
拝
日
の
指
定
が
ご
ざ
い
ま
す

こ
と
を
ご
留
意
く
だ
さ
い
。 

  
 
 
 

 
 
 

 

記 
 

三
月
二
十
九
日
（
水
）
午
後
の
法
要 

 

四
月 
 

 

一
日
（
土
）
午
前
の
法
要 

 

四
月 

 
 

三
日
（
月
）
午
前
の
法
要 

 

四
月 

 

十

一
日
（
火
）
午
後
の
法
要 

 

四
月 

 

十
三
日
（
木
）
午
後
の
法
要 

 

四
月
二
十
四
日
（
月
）
午
後
の
法
要 
 

四
月
二
十
六
日
（
水
）
午
前
の
法
要 

 
四
月
二
十
八
日
（
金
）
午
後
の
法
要 

 
五
月 

 
 

八
日
（
月
）
午
後
の
法
要 

 

五
月 

 
 

九
日
（
火
）
午
前
の
法
要 

 

五
月 

 
十

一
日
（
木
）
午
後
の
法
要 

 

五
月 

 
十
六
日
（
火
）
午
前
の
法
要 

 

五
月
二
十

一
日
（
日
）
午
前
の
法
要 

 

※
東
組
と
し
て
団
体
参
拝
を
行
う
か
、ま
た
参
拝
日

も
未
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

皆
さ
ま
の
ご
希
望
を
お
聞
き
し
て
、今
後
、東
組
内
で

決
め
て
参
り
ま
す
。
一
回
の
参
拝
人
数
も
制
限
が
あ

る
よ
う
で
す
。 

 

尚
、参
拝
の
方
に
は
、
お
一
人
、東
組
よ
り
一
万
円

補
助
い
た
だ
く
こ
と
は
決
ま
り
ま
し
た
。 

   

２ 

 
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

立
教
開
宗
八
〇
〇
年 

慶
讃
法
要 

親鸞聖人７５０回大遠忌法要 
２０１１年５月１４日 
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安
楽
浄
土

あ
ん
ら
く
じ
ょ
う
ど

に
い
た
る
ひ
と 

 

五
濁
悪
世

ご
じ
ょ
く
あ
く
せ

に
か
へ
り
て
は 

 

釈
迦
牟
尼
仏

し

ゃ

か

む

に

ぶ

つ

の
ご
と
く
に
て 

 

利
益
衆
生

り
や
く
し
ゅ
じ
ょ
う

は
き
は
も
な
し 

『浄
土
和
讃
』

（讃
弥
陀
偈
讃
） 

  

東
京
は
、
六
月
二
十
日
ま
で
、
緊
急
事
態
宣
言

中
で
あ
り
、
不
要
不
急
の
外
出
は
控
え
る
な
ど
、 

ま
だ
ま
だ
当
分
の
間
は
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
し

て
も
、
感
染
予
防
を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
下
記

の
通
り
、

「永
代
経
法
要
」
を
執
り
行
い
た
く
、

ご
案
内
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

私
た
ち
の
先
人
は
、
今
、
ど
う
さ
れ
て
お
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

お
浄
土
に
生
ま
れ
、
仏
さ
ま
と
成
っ
て
お
ら
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
は
、
あ
の
世

へ
の
逝
き
っ
ぱ
な
し
の
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

あ
の
世

へ
逝
き
っ
ぱ
な
し
で
、
さ
ま
よ
っ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
私
が

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
疑
っ
て
い
る
証
拠
で
も

あ
り
ま
す
。 

 

自
分
の
都
合
で
判
断
し
が
ち
な
私
た
ち
で
す

が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
に
、
今
、
出
遇
っ
て

い
る
こ
と
を
、
お
互
い
に
確
か
め
合
え
る
衆
会
に

な
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 

短
い
お
時
間
で
す
が
、
感
染
予
防
を
徹
底
し
て

お
迎
え
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

記 

 

日
時 

六
月
二
十
七
日(

日) 

 
 
 
 

午
後
二
時
～
午
後
三
時 

日
程 

一
四

：
〇
〇 

お
つ
と
め 

 
 
 
 

『仏
説
阿
弥
陀
経
』 

 
 
 

一
四

：
四
〇 

法
話 

 
 
 

一
五

：
〇
〇 

恩
徳
讃 

 

※
携
帯
電
話
の
ア
プ
リ
か
ら
稱
讃
寺
カ
メ
ラ
で
、 

 

 

ラ
イ
ブ
で
法
要
に
リ
モ
ー
ト
参
拝
で
き
ま
す
。 

  

☆
先
月
号

（二
二

一
号
）
に
て
、
下
段
の
年
会
費

の
ご
案
内
を
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
よ
り

お
振
り
込
み
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
未
納
の
方
は
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん

が
、
ご
協
力
の
程
、
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

２０２１(令和３)年度 讃迎会年会費 

（稱讃寺 門信徒会）のお知らせ 
 
ＣＯＶＩＤ-１９の禍中、なかなかお寺にお参りできない状況でございますが、引き続き、お寺のことも 
お心に留めておいていただきますよう、宜しくお願い申しあげます。 
 
年会費 ￥6,000-（振込手数料別） 
 
振込先 ①城北信用金庫 一ツ家支店 店番 049 口座番号 普通 6176051 
        名義 浄土真宗本願寺派 稱讃寺教会 代表 北村信也 
 
      ②ゆうちょ銀行 店名 四四八（読み ヨンヨンハチ） 店番 448 口座番号 普通 2374851 
        名義 北村信也 
 
※ＪＰに口座のない方は、同封の「電信振込請求書」をお使いください。但し、手数料が５５０円掛かります 

 
稱
讃
寺 

 
 

永
代
経
法
要
の
ご
案
内 
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『親
鸞
聖
人
と
東
国
の
人
々
』 

 

今
井
雅
晴
氏  

 

山
伏
は
呪
文
と
指
・腕
・体
の
動
き
に
よ
っ
て
祈
り
の
効

果
を
現
そ
う
と
し
ま
す
。
呪
術
で
す
。分
か
り
や
す
く

は
、お
ま
じ
な
い
と
い
い
ま
す
。
山
伏
に
と
っ
て
は
念
仏
も

お
ま
じ
な
い
の
一
つ
で
し
た
。念
仏
を
称
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、自
然
や
社
会
・人
間
の
状
態
を
動
か
そ
う
と
い

う
の
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
自
力
の
念
仏
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、も
ち
ろ
ん
、そ
の
よ
う
な
念
仏
は
否
定

さ
れ
た
の
で
す
。当
然
の
よ
う
に
山
伏
か
ら
は
大
き
な
反

発
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。前
掲
（前
号
二
二
一

号
掲
載
）の
『親
鸞
伝
絵
』の
前
半
を
現
代
語
訳
し
て
み
ま

す
と
、 

  
 

親
鸞
聖
人
は
常
陸
国
で
専
修
念
仏
を
広
め
ら
れ
ま
し
た 

 
 

（中
略
）。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
一
人
の
僧
侶
が
い
ま
し
た
（そ 

 
 

れ
は
山
伏
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
）。彼
は
親
鸞
聖
人 

 
 

が
広
め
て
お
ら
れ
る
正
し
い
仏
教
を
怨
み
が
ま
し
く
思
い 

 
 

ま
し
た
。そ
し
て
遂
に
親
鸞
聖
人
を
殺
害
し
よ
う
と
、時
々 

 
 

聖
人
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
ま
し
た
。弁
円
は
親
鸞
聖
人 

 
 

が
よ
く
利
用
す
る
板
敷
山
の
山
道
で
何
度
も
待
ち
伏
せ
し 

 
 

て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
度
も
出
会
う
こ
と
は
で
き
な 

 
 

か
っ
た
の
で
す
。 

 

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
引
用
部
分
の
前
半
で
す
。
こ
の
『親

鸞
伝
絵
』は
覚
如
の
執
筆
で
す
。し
た
が
っ
て
、親
鸞
聖
人

の
在
東
国
時
代
か
ら
は
か
な
り
年
数
が
経
っ
て
い
ま
す
。

正
確
な
歴
史
的
事
実
が
記
述
の
と
お
り
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
確
認
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
す
。し
か

し
大
ま
か
な
筋
は
だ
い
た
い
こ
の
と
お
り
と
見
て
よ
い 

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

す
な
わ
ち
、親
鸞
聖
人
は
東
国
へ
入
っ
て
し
だ
い
に
多

く
の
人
の
信
頼
を
得
て
、そ
の
説
か
れ
た
念
仏
の
教
え
が

広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。す
る
と
山
伏
た
ち
は
危
機
感
を

募
ら
せ
は
じ
め
ま
し
た
。信
仰
そ
の
も
の
も
そ
う
で
し
ょ

う
け
れ
ど
も
、
山
伏
た
ち
は
人
々
に
呪
術
や
祈
祷
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
糧
を
得
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
道
が

細
く
な
り
、途
絶
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。困
っ

た
こ
と
で
す
。ま
た
今
ま
で
人
々
の
尊
敬
を
勝
ち
得
て
き

た
と
い
う
自
負
心
、プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

俗
っぽ
く
い
え
ば
、さ
ら
に
親
鸞
聖
人
の
フ
ァ
ン
が
増
え

て
い
く
。何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
も
、
な
ん
と
か
で

き
な
い
。
そ
こ
で
遂
に
殺
害
し
よ
う
と
弁
円
は
決
心
し
た

の
で
す
。 

 

し
か
し
板
敷
山
の
山
中
で
待
っ
て
い
て
も
、
こ
の
道
を
通

る
は
ず
だ
と
思
っ
て
も
、弁
円
は
親
鸞
聖
人
に
出
会
う
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

板
敷
山
は
、稲
田
草
庵
か
ら
南
方
の
国
府
や
鹿
島
神
宮

へ行
く
と
き
の
通
り
道
で
す
。当
時
、街
道
な
ど
の
幹
線

道
路
は
平
地
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。な
ぜ
な
ら
、
大

雨
が
降
っ
た
ら
道
が
見
え
な
く
な
る
し
、ま
た
溜
ま
っ
た

水
で
危
険
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。歩
い
て
い
る
と
沼
地
に

落
ち
込
む
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
山
腹
や
尾
根
な
ら
そ

の
心
配
は
少
な
い
の
で
す
。雨
が
降
っ
て
も
、自
然
に
低
い

方
に
流
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
す
。 

 

沼
地
や
広
い
川
で
行
く
手
が
遮
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
東

海
道
よ
り
も
、古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
山
手
を
行
く

東
山
道
が
奈
良
・京
都
か
ら
東
国
へ行
く
幹
線
道
路
で

あ
っ
た
ゆ
え
ん
で
す
。 

 

弁
円
は
板
敷
山
で
親
鸞
聖
人
に
出
会
う
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。宗
教
史
の
一般
的
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、

奇
蹟
が
示
さ
れ
た
、と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
間
の
事
情
は
分
か
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、弁
円
は
自

分
の
行
動
や
考
え
に
疑
問
を
持
ち
始
め
て
い
た
よ
う
で

す
。
こ
の
よ
う
に
人
気
が
出
た
親
鸞
聖
人
と
は
ど
の
よ
う

な
人
な
の
か
。も
し
か
し
た
ら
、自
分
に
誤
り
が
あ
る
の

か
。前
掲
『親
鸞
伝
絵
』の
後
半
を
現
代
語
訳
す
れ
ば
、次

の
よ
う
に
な 

る
で
し
ょ
う
。 

  
 

弁
円
が
稲
田
草
庵
を
訪
ね
る
と
、親
鸞
聖
人
は
何
の
わ
だ 

 
 

か
ま
り
も
な
く
草
庵
か
ら
出
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
弁
円
は 

 
 

そ
の
姿
に
接
す
る
と
、
今
ま
で
聖
人
を
殺
害
し
よ
う
と 

 
 

思
っ
て
い
た
気
持
ち
が
あ
っ
と
い
う
間
に
消
え
て
し
ま 

 
 

い
ま
し
た
。
そ
の
上
、
今
ま
で
の
自
分
の
考
え
や
行
動 

 
 

を
反
省
し
、
後
悔
し
て
涙
が
流
れ
て
止
ま
り
ま
せ
ん
で 

 
 

し
た
。 

   

『親
鸞
伝
絵
』
に
は
、
つ
づ
い
て
弁
円
が
親
鸞
聖
人

に
入
門
し
て
明
法
房
と
い
う
名
を
い
た
だ
い
た
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

板
敷
山
か
ら
稲
田
、
そ
し
て

『
二
十
四
輩
牒
』
に

あ
っ
た
楢
原
ま
で
、
山
伝
い
に
行
け
ば
二
十
数
キ
ロ
か

ら
三
十
キ
ロ
の
距
離
で
す
。
楢
原
に
は
現
在
で
も
弁
円

の
墓
と
称
す
る
塚
が
残
っ
て
い
ま
す
。
久
慈
西
郡
楢
原

は
弁
円
の
本
拠
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
少
な
く

と
も
こ
の
山
伝
い
二
十
数
キ
ロ
か
ら
三
十
キ
ロ
は
、
弁

円
の
勢
力
圏
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

４ 

 

 
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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山
伏
が
勢
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
付
近
だ
け
に
限

り
ま
せ
ん
。
日
本
全
体
に
山
岳
信
仰
が
あ
り
、
山
伏
（修

験
者
）が
い
た
の
で
す
。そ
し
て
私
た
ち
に
は
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。当
時
、呪
術
は
科
学

で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。お
ま
じ
な
い
の
方
が
科
学
と
し
て

は
正
し
か
っ
た
の
で
す
。な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。 

 

当
時
、た
と
え
ば
病
気
は
鬼
や
魔
物
が
近
づ
い
た
り
、

体
内
に
入
っ
た
り
し
て
起
こ
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
が
常
識
で
し
た
。そ
れ
で
病
気
を
治
す
に

は
魔
物
を
追
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。そ
の
た
め

に
呪
術
が
必
要
で
し
た
。鬼
や
魔
物
が
嫌
い
な
呪
文
を
説

い
た
り
、念
仏
を
称
え
た
り
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、念
仏

も
呪
文
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
す
。実
を
い
う
と
、今
日
風
の

薬
も
、昔
は
呪
術
の
一
つ
の
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
す
。
こ
の
鬼
や
魔
物
が
近
づ
き
体
内
の
気
が
乱
れ
る
か

ら
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
か
つ
て
の
中
国
人
の

常
識
で
あ
り
、科
学
で
し
た
。現
在
で
も
、中
国
の
人
た

ち
は
気
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。 

 

現
代
日
本
人
は
、病
気
は
病
原
菌
の
せ
い
だ
と
考
え
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
が
科
学
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し

近
年
で
は
、遺
伝
子
の
せ
い
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
出
て

き
て
い
ま
す
。 

 

時
代
に
よ
っ
て
常
識
や
科
学
は
変
わ
る
の
で
す
。先
ほ

ど
、鎌
倉
時
代
の
常
識
で
あ
り
科
学
で
あ
る
呪
術
を
今
日

の
私
た
ち
が
笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
申
し
上
げ
た
の

は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
で
す
。 

 

そ
し
て
親
鸞
聖
人
に
関
し
て
、次
の
よ
う
な
話
に
展
開

す
る
の
で
す
。弁
円
ら
の
山
伏
が
主
張
す
る
よ
う
な
科
学

と
し
て
の
自
力
の
呪
術
に
、聖
人
は
対
抗
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。当
時
の
科
学
に
対
抗
し
て
、聖
人
は
他

力
の
念
仏
を
説
か
れ
た
の
で
す
。念
仏
で
病
気
を
治
せ

る
、
田
畑
の
病
虫
害
を
退
治
で
き
る
と
い
う
常
識
に
対

し
、聖
人
は
念
仏
は
そ
の
よ
う
な
動
き
を
す
る
も
の
で
は

な
い
、
呪
術
で
は
人
間
を
救
え
な
い
と
説
か
れ
た
の
で

す
。
そ
の
説
得
が
功
を
奏
し
て
、東
国
の
多
く
の
人
々
が

親
鸞
聖
人
に
顔
を
向
け
、そ
の
教
え
を
受
け
と
め
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

で
は
聖
人
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。ま

た
、東
国
の
人
々
は
何
を
も
っ
て
聖
人
の
教
え
を
い
た
だ

く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。私
は
、
そ
れ
は
感
動
で

あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。理
論
で
は
な
く
、感
動
で
す
。

『親
鸞
伝
絵
』に
も
、弁
円
は
専
修
念
仏
の
理
論
に
納
得

し
て
聖
人
の
門
下
に
入
っ
た
と
は
記
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

「す
な
わ
ち
尊
顔

そ
ん
げ
ん

に
む
か
ひ
た
て
ま
つ
る
に
害
心
忽

た
ち
ま
ち

に

消
滅
し
て
、
剰

あ
ま
つ
さ
へ

後
悔
の
涙
禁
じ
が
た
し
」と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
す
。
一
言
も
し
ゃ
べ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。少

な
く
と
も
教
義
の
こ
と
は
。『親
鸞
伝
絵
』に
は
、続
い
て
、 

  
 

や
や
し
ば
ら
く
あ
り
て
、有 あ

り

の
ま
ま
に
、
日 ひ

来 ご
ろ

の
宿
鬱

し
ゅ
く
う
つ

を
述 

 
 

 
す
と
い
へど
も
聖
人
ま
た
お
ど
ろ
け
る
色
な
し
。 

 
と
あ
り
ま
す
。し
ば
ら
く
泣
き
、す
な
お
に
な
っ
た
弁
円

が
、親
鸞
聖
人
の
こ
と
を
お
も
し
ろ
く
な
く
思
っ
て
い
た

こ
と
、
つ
い
に
は
殺
害
し
よ
う
と
計
画
し
た
こ
と
な
ど
を

話
し
た
と
こ
ろ
、聖
人
は
平
然
と
し
て
少
し
も
動
揺
す
る

気
配
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。 

 

こ
こ
で
も
、親
鸞
聖
人
は
弁
円
の
話
を
聞
い
て
あ
げ
る

だ
け
で
、専
修
念
仏
の
話
な
ど
ま
っ
た
く
し
て
い
ま
せ
ん
。

弁
円
は
親
鸞
聖
人
の
専
修
念
仏
の
理
論
に
納
得
し
て
そ

の
門
下
に
入
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。 

 

な
お
、
明
法
は
茨
城
県
石
岡
市
の
大
覚
寺
（本
願

寺
派
）、
同
県
常
陸
大
宮
市
の
法
専
寺
（大
谷
派
）、

同
県
那
珂
市
の
上
宮
寺
（本
願
寺
派
）な
ど
の
開
基

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

二
十
四
輩
第
一
・性
信
に
つ
い
て 

  

で
は
、親
鸞
聖
人
の
一
の
弟
子
と
し
て
有
名
な
性

信
房
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。先
ほ
ど

の
『二
十
四
輩
牒
』の
引
用
部
分
を
あ
ら
た
め
て
ご

覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。第
何
番
な
ど
と
、順
番
の
数

字
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
な
の
で
す
。当
初
は
順

番
な
ど
な
か
っ
た
の
で
す
。
い
つ
の
ま
に
か
も
っ
と
も

ら
し
い
順
番
が
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、第

一
番
や
第
二
番
の
門
弟
や
寺
は
第
二
十
番
く
ら
い

に
比
べ
て
偉
い
の
で
す
か
、
な
ど
と
い
う
質
問
が
出
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。決
し
て
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

た
だ
、第
一
番
目
の
性
信
は
横
曽
根
門
徒
の
最
初

の
指
導
者
で
す
し
、第
二
番
目
の
真
仏
は
高
田
門
徒

の
最
初
の
指
導
者
、第
三
番
目
の
順
信
は
鹿
島
門
徒

の
最
初
の
指
導
者
で
す
。
こ
の
三
つ
の
門
徒
集
団
は
、

初
期
真
宗
教
団
の
三
大
門
徒
集
団
と
い
っ
て
も
よ
い

と
思
わ
れ
ま
す
。し
た
が
っ
て
第
一
か
ら
第
三
ま
で

は
、間
違
い
な
く
親
鸞
聖
人
と
初
期
真
宗
教
団
に

と
っ
て
重
要
な
門
弟
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

そ
の
う
ち
性
信
は
、
現
在
に
残
る
親
鸞
聖
人
の
手

紙
四
十
数
通
の
う
ち
、
六
通
に
宛
名
と
し
て
の
名
前

が
残
っ
て
い
ま
す
。宛
先
が
判
明
す
る
聖
人
の
手
紙

の
う
ち
で
、も
っ
と
も
多
い
数
で
す
。 

 

性
信
を
開
基
と
す
る
東
京
都
台
東
区
の
報
恩
寺
の

伝
で
は
、性
信
は
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）の
生
ま
れ

で
あ
る
と
い
い
ま
す
。親
鸞
聖
人
よ
り
十
二
歳
の
年

下
で
す
。 

５ 

歴
史
を
知
り
、
親
鸞
を
知
る
① 

『親
鸞
聖
人
と
東
国
の
人
々
』
今
井
雅
晴
氏
著 

「自
照
社
出
版
」 
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歴
史
を
知
り
、
親
鸞
を
知
る
① 

『親
鸞
聖
人
と
東
国
の
人
々
』
今
井
雅
晴
氏
著 

「自
照
社
出
版
」 

６ 

 
こ
の
報
恩
寺
は
国
宝
の
坂
東
本
『教
行
信
証
』を
伝

来
し
て
き
た
寺
で
、通
称
、
坂
東
報
恩
寺
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
（大
谷
派
）。
こ
の
坂
東
報
恩
寺
に
所

蔵
さ
れ
る
「報
恩
寺
開
基
性
信
上
人
伝
記
」上
は
、

次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
り
ま
す
。 

  
 

夫
性
信
上
人
ノ
俗
姓
ハ
、
大
中
臣
、常
州
鹿
嶋
ノ
人
ニ
テ
、  

 
 

名
ハ
悪
五
郎
ト
云
々
、蓋
ソ
ノ
人
ト
ナ
リ
豪
伽
二
シ
テ
意
豁 

 
 

如
タ
リ
、
（中
略
）十
八
歳
二
シ
テ
証
誠
殿
二
ツ
ヤ
シ
タ
マ
ヒ 

 
 

ケ
リ
、
于
時
不
思
議
ノ
霊
夢
ノ
告
二
ヨ
リ
テ
、黒
谷
法
然
聖 

 
 

人
ノ
禅
室
二
尋
マ
イ
リ
タ
マ
ヒ
テ
、
ハ
ジ
メ
テ
当
流
祖
師 

 
 

親
鸞
聖
人
二
謁
シ
タ
テ
マ
ツ
ル
、 

 
 

（『茨
城
大
学
人
文
学
部
紀
要
』人
文
科
学
論
集
第
十
九
号 

 
 

に
翻
刻
。
一
九
八
六
年
） 

  

「大
中
臣
」と
い
う
の
は
鹿
島
神
宮
の
神
官
と
し
て

知
ら
れ
た
二
、
三
の
家
柄
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。他

に
、
中
臣
、鹿
島
な
ど
の
家
が
あ
り
ま
す
。
「悪
五

郎
」と
い
う
名
前
は
興
味
深
い
名
前
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
「報
恩
寺
開
基
性
臣
上
人
伝
記
」は
江
戸

時
代
の
書
写
で
す
が
、
「悪
五
郎
」と
い
う
名
前
が
鎌

倉
時
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
な
ら
、

悪
に
は
勇
者
と
し
て
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。江
戸
時
代
に
性
信
に
仮
託
し
て
作
ら
れ
た
名
前

で
あ
っ
た
な
ら
、単
な
る
乱
暴
者
と
い
っ
た
意
味
に

し
か
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。 

 

神
官
は
、今
日
の
常
識
と
異
な
っ
て
、完
全
な
武

士
で
あ
り
地
方
豪
族
で
す
。鎌
倉
時
代
に
制
作
さ
れ

た
性
信
座
像
を
見
る
と
、容
貌
魁
偉
、武
士
と
し
て

活
躍
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
わ
せ
る
顔
つ
き
を
し

て
い
ま
す
。
（群
馬
県
邑
楽
郡
板
倉
町
宝
福
寺
蔵
）。 

 

ま
た
引
用
部
分
の
「証
誠
殿
」と
い
う
の
は
紀
伊
半

島
の
熊
野
本
宮
の
拝
殿
の
こ
と
で
す
。
「ツ
ヤ
」は
通

夜
で
、
お
籠
も
り
を
す
る
こ
と
で
す
。 

 

「報
恩
寺
開
基
性
信
上
人
伝
記
」に
よ
れ
ば
、性
信

は
熊
野
本
宮
で
の
神
託
に
従
っ
て
比
叡
山
黒
谷
の
法

然
聖
人
を
訪
ね
、
そ
の
縁
で
親
鸞
聖
人
に
巡
り
会
っ

て
そ
の
門
弟
と
な
っ
た
、
と
あ
り
ま
す
。や
が
て
聖
人

の
越
後
流
罪
に
も
東
国
布
教
に
も
つ
き
従
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。親
鸞
の
帰
洛
後
は
横
曽
根
（現
在

の
茨
城
県
常
総
市
。
旧
水
海
道
市
）を
本
拠
と
し
て

念
仏
布
教
に
あ
た
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

 

性
信
の
影
響
下
に
あ
る
門
徒
た
ち
を
横
曽
根
門
徒

と
い
い
ま
す
。彼
ら
は
下
総
国
北
部
・常
陸
国
西
南

部
、
下
野
国
と
上
野
国
・武
蔵
国
の
接
点
の
付
近
、

さ
ら
に
は
東
北
地
方
南
端
（福
島
県
）ま
で
勢
力
を

延
ば
し
ま
し
た
。 

 
と
こ
ろ
が
、板
倉
町
の
宝
福
寺
安
置
の
性
信
座
像

に
は
、胎
内
に
銘
文
が
あ
り
ま
す
。鎌
倉
時
代
の
十

三
世
紀
末
に
製
作
さ
れ
た
こ
の
座
像
は
、
そ
の
銘
文

に
よ
っ
て
半
年
後
ご
と
に
修
復
や
塗
り
替
え
が
な
さ

れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
延
文
六
年
（
一
三
六
一
）

塗
り
替
え
の
と
き
に
、
興
味
深
い
銘
文
が
記
さ
れ
て

い
ま
し
た
。 

 

上
野
国
佐
貫
庄
板
倉
法
福
寺
の
先
師
横
曽
根
性
信
上
人
の
御

影
、第
三
度
の
御
彩
色
お
わ
ん
ぬ
、
（『茨
城
大
学
人
文
学
部
紀

要
』人
文
科
学
論
集
第
二
十
号
に
翻
刻
。
一
九
八
七
年
。
一
部 

を
読
み
下
し
に
し
ま
し
た
） 

  

何
が
興
味
深
い
か
と
い
う
と
、
法
福
寺
（宝
福
寺
）

は
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
真
言
宗
の
寺
院
で
あ

り
続
け
て
き
た
こ
と
で
す
（現
在
は
真
言
宗
豊
山

派
）。
一
度
も
真
宗
の
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

 

ま
た
茨
城
県
東
茨
城
郡
茨
城
町
の
円
福
寺
に
安
置

さ
れ
て
い
る
等
身
大
の
阿
弥
陀
三
尊
立
像
の
う
ち
、

中
尊
に
は
胎
内
銘
が
あ
り
ま
す
。ま
た
足
枘
に
も
銘

文
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如

来
」「南
無
阿
弥
陀
仏
」な
ど
の
名
号
や
、性
信
の
あ

と
を
継
い
で
横
曽
根
門
徒
の
第
二
代
の
指
導
者
と

な
っ
た
証
智
尼
の
名
、性
信
の
門
弟
の
性
雲
な
ど
の

名
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
明
ら
か
に
横
曽
根
門
徒
の
人

た
ち
が
制
作
し
た
阿
弥
陀
如
来
立
像
な
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
胎
内
銘
を
見
ま
す
と
、援
助
し
た
人
た

ち
や
組
織
の
な
か
に
、醍
醐
三
宝
院
と
い
う
真
言
宗

の
有
力
寺
院
の
名
が
あ
り
ま
す
。ま
た
こ
の
阿
弥
陀

仏
は
「本
師
証
智
比
丘
尼
御
等
身
也
」と
あ
り
ま

す
。ま
た
「南
无
証
智
比
丘
尼
」な
ど
と
い
う
、
お
よ

そ
親
鸞
の
教
え
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
文
章
も
あ
り

ま
す
。横
曽
根
門
徒
た
ち
は
阿
弥
陀
仏
を
指
導
者

証
智
と
同
じ
背
丈
に
作
り
、
「南
无
証
智
比
丘
尼
」と

崇
拝
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
と
史
料
を
検
討
し
て
い
き

ま
す
と
、横
曽
根
門
徒
に
は
真
言
宗
の
影
響
が
強

か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
東
国
の

初
期
真
宗
門
徒
の
実
態
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
す
。お

そ
ら
く
、初
期
真
宗
門
徒
は
真
言
宗
の
影
響
下
の
日

常
生
活
の
な
か
で
親
鸞
聖
人
の
信
仰
を
受
け
止
め

て
い
た
の
で
す
。机
の
上
で
書
か
れ
た
教
義
書
ど
お

り
に
は
人
間
生
活
は
動
か
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う

の
が
私
の
感
想
で
す
。 
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編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

 

四
月
三
〇
日
の
読
売
新
聞
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
者
へ
の
差
別
に
つ
い
て
の
調
査
報
告

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

 

「差
別
が
あ
る
」
と
の
回
答
が
八
八
％
を
占

め
、
大
半
の
人
が
差
別
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る

と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
感
染
が
広
が
っ
た
昨
春
以

降
、
「感
染
者
の
自
宅
に
投
石
さ
れ
た
」
「医
療

従
事
者
が
心
な
い
暴
言
を
受
け
た
」
な
ど
、
差
別

や
偏
見
に
関
す
る
事
例
が
相
次
い
だ
こ
と
が
影
響

し
て
い
る
と
の
こ
と
。 

 

周
囲
の
人
が
過
去
に
感
染
し
た
こ
と
が
あ
る
と

知
っ
た
場
合
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
接
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
う
か
に
つ
い
て
は
、
「で
き
る
」

が
八
一
％
、
「で
き
な
い
」
が
一
八
％
で
あ
っ

た
。 

 

ま
た
、
自
分
が
感
染
し
た
場
合
、
差
別
に
あ
う

不
安
を
感
じ
る
か
と
の
問
い
で
は
、
「大
い
に
感

じ
る
」
・
「多
少
は
感
じ
る
」
が
八
三
％
を
占
め

て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

自
分
が
感
染
し
た
ら
、
差
別･

偏
見
に
あ
う
と

思
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
人
が
感
染
し
た

ら
、
差
別･

偏
見
を
し
か
ね
な
い
自
分
で
あ
る
こ
と

を
、
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

 

自
身
の
周
り
で
、
も
し
感
染
し
た
人
を
知
っ
た

ら
、
差
別
・
偏
見
を
持
た
な
い
よ
う
に
心
が
け
ね

ば
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後
、
ワ
ク
チ
ン
を
接

種
し
た
、
し
て
い
な
い
で
も
、
偏
見
・
差
別
を
し

な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

二
〇
二
一年 

六
月
の
行
事
予
定 

  

日 ひ

ご
と
に
変 か

わ
る 

  
 

 

あ
じ
さ
い
の
花 は

な 
 

  

二
〇
二
一
年

「心
の
と
も
し
び
」
六
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 
 

六
日(
日) 
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 
 
 
 
 

 
 

 
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
三
日(

日) 

日
曜
礼
拝 
午
前
十
時 

 

一
六
日(

水) 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
〇
日(

日) 

日
曜
礼
拝 

午
前
十
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
十
時 

 
 
 
 
 

     

永
代
経
法
要 

午
後
二
時 

 

※
お
朝
事
の
お
つ
と
め 

毎
日
午
前
七
時 

※
お
夕
事
の
お
つ
と
め 

毎
日
午
後
六
時 

 

二
〇
二
一年 

七
月
の
行
事
予
定 

    

四
日
（日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
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
十
時 

 

一六
日
（金
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

歓
喜
会
法
要 

 

一八
日
（日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 

二
五
日
（日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 

二
六
日
（月
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

二
〇
二
一年 

八
月
の
行
事
予
定 

  
一
日
（日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

  

六
日
（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

八
日
（日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 

一
五
日
（日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 

一六
日
（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 

盂
蘭
盆
会 

 

二
二
日
（日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
十
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
十
時 

 


