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に
思
い
ま
す
。
昔
か
ら
の
門
徒
さ
ん
は
新
潟
県
、
富

山
県
、
滋
賀
県
の
出
身
者
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
滋
賀

の
方
は
銘
仙
（
和
服
）
の
販
売
、
新
潟
・
富
山
の
方

は
醸
造
業
、
販
売
業
等
の
商
業
に
関
係
し
て
、
こ
の

地
に
来
ら
れ
た
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
う
し
た
真

宗
門
徒
の
要
請
が
築
地
本
願
寺
に
出
さ
れ
、
富
山
県

の
回
向
寺
衆
徒
赤
尾
梵
晨
師
が
来
ら
れ
、
弘
教
寺
の

あ

か

お

ぼ
ん
し
ん

元
と
な
る
「
築
地
本
願
寺
布
教
所
西
岡
寺
」
を
起
こ

し
、
門
徒
の
皆
さ
ん
が
み
教
え
を
聞
く
聞
法
道
場
と

な
り
ま
し
た
。
明
治
五
年
に
は
寺
号
公
称
が
許
さ
れ

『
弘
教
寺
』
と
な
り
ま
す
。

現
在
の
弘
教
寺
の
本
堂
と
庫
裡
は
明
治
二
十
三
年

（
一
八
八
九
年
）
旧
世
良
田
村
の
養
蚕
業
を
し
て
い

た
方
の
家
を
移
築
し
て
建
て
ら
れ
た
と
前
坊
守
の
母

か
ら
は
、
聞
い
て
お
り
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
に
輸
出
し

た
蚕
卵
を
植
え
付
け
た
蚕

卵
紙
を
不
正
輸
出
し
て
倒

産
し
、
棟
が
上
が
っ
た
状

態
の
建
物
を
移
築
し
た
よ

う
で
す
。
母
が
何
回
も
聞

か
せ
て
く
れ
た
蚕
卵
紙
の

こ
と
を
こ
れ
ま
で
理
解
で

き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

『
青
天
を
衝
け
』
の
中
で

蚕
卵
紙
の
場
面
を
み
て
理

解
で
き
ま
し
た
。
養
蚕
業

と
弘
教
寺
が
い
ろ
い
ろ
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
興

味
深
い
こ
と
で
す
。

群
馬
県
の
民
謡
と
し
て
知
ら
れ
る
『
八
木
節
音
頭
』

に
つ
い
て
諸
説
有
り
ま
す
が
、
主
な
説
は
木
崎
音
頭

（
太
田
市
木
崎
町
）
が
元
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
越
後
（
新
潟
県
）
か
ら
身
売
り
さ
れ
、

宿
場
町
木
崎
で
飯
盛
女
と
し
て
働
い
た
人
々
が
唄
っ

た
も
の
が
元
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
他
の
説
の
一

つ
に
、
音
頭
を
作
っ
た
堀
込
源
太
が
若
い
時
代
に
弘

教
寺
か
ら
八
百
メ
ー
ト
ル
程
の
中
島
と
い
う
地
に
養

蚕
の
手
伝
い
に
来
て
、
当
時
唄
わ
れ
て
い
た
『
赤
椀

節
』
を
聞
い
て
そ
れ
を
も
と
に
八
木
節
が
で
き
た
と

も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
「
陰
」
の
旋
律
を
「
陽
」

に
変
え
、
樽
を
た
た
き
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
唄
う
八
木

節
、
国
定
忠
治
の
唄
に
変
え
た
こ
と
で
明
治
時
代
、

調
子
の
よ
い
音
頭
は
大
人
気
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
古

く
か
ら
の
民
謡
の
よ
う
で
す
が
明
治
時
代
の
新
し
い

民
謡
で
す
。

ま
た
、
こ
の
地
域
は
水
運
で
栄
え
た
県
内
で
も
重

要
な
場
所
で
し
た
。
当
時
利
根
川
端
の
平
塚
の
地
は

県
内
輸
送
の
拠
点
で
し
た
。
江
戸
か
ら
物
資
が
運
ば

れ
、
江
戸
に
物
資
を
運
ぶ
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

足
尾
銅
山
（
栃
木
県
）
か
ら
運
ば
れ
た
銅
の
鉱
石
を

平
塚
に
運
び
、
船
で
江
戸
に
運
ん
で
い
ま
し
た
。
足

尾
か
ら
平
塚
の
道
は
「
銅
（
あ
か
が
ね
）
街
道
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

旧
世
良
田
村
に
あ
っ
た
弘
教
寺
は
、
そ
う
し
た
養

蚕
業
の
中
心
、
輸
送
の
拠
点
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
た
地

域
だ
か
ら
こ
そ
、
流
入
し
て
来
る
真
宗
門
徒
の
要
望

に
応
じ
て
創
立
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

弘 教 寺
ぐ きょう じ

養
蚕
地
域
と
弘
教
寺
（
ぐ
き
ょ
う
じ
）

弘
教
寺
住
職

中
山
英
昭

昨
年
は
十
二
月
ま
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で

『
青
天
を
衝
け
』
が
放
映
さ
れ
毎
回
楽
し
み
に
み
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
主
人
公
の
澁
澤
栄
一
の
生

家
ま
で
は
弘
教
寺
か
ら
直
線
に
し
て
３
キ
ロ
程
で
す
。

弘
教
寺
の
あ
る
こ
の
地
域
と
は
利
根
川
を
境
に
県

が
わ
か
れ
ま
す
が
、
同
じ
農
業
圏
、
文
化
圏
で
す
。

三
十
年
以
上
前
に
な
り
ま
す
が
、
利
根
川
の
向
い

側
中
瀬
（
血
洗
島
の
隣
村
）
で
古
い
家
が
解
体
さ
れ

家
の
下
か
ら
壺
が
出
て
、
中
に
時
価
６
千
万
円
に
な

る
小
判
が
出
て
き
て
新
聞
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
せ
ま

し
た
。
今
は
静
か
な
田
舎
の
集
落
で
す
が
、
養
蚕
業

の
繁
盛
し
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
で
す
。

弘
教
寺
の
あ
っ
た
世
良
田
村
（
太
田
市
世
良
田
町
）

は
昭
和
三
十
年
代
ま
で
養
蚕
で
栄
え
、
八
坂
神
社
の

祇
園
祭
は
関
東
の
三
大
祇
園
と
言
わ
れ
て
、
東
武
鉄

道
の
電
車
が
終
夜
運
転
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
祇
園

祭
に
出
て
い
る
山
車
の
中
で
繊
細
な
彫
り
物
で
飾
ら

れ
た
山
車
は
、
今
作
れ
ば
一
億
円
す
る
よ
う
な
も
の

が
あ
る
そ
う
で
す
。
如
何
に
こ
の
地
域
が
養
蚕
で
豊

か
で
あ
っ
た
か
が
伺
え
ま
す
。

弘
教
寺
の
創
立
は
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
年
）
澁

澤
栄
一
が
二
十
歳
の
時
で
す
。
養
蚕
業
の
盛
ん
な
時

代
と
そ
の
地
域
に
あ
る
こ
と
に
も
関
係
が
有
る
よ
う

寺
の
Ｑ
Ｒ
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弘
教
寺
に
は
外
来
者
用
の
駐
車
場
が
２
カ
所

あ
り
ま
す
。
一
つ
は
当
寺
の
裏
の
道
路
を
挟
ん

だ
北
側
に
あ
り
、
も
う
一
つ
は
墓
地
の
西
側
に

あ
り
ま
す
。

報
恩
講
や
元
旦
会
等
で
お
参
り
い
た
だ
い
て

い
る
方
は
す
で
に
ご
存
じ
の
こ
と
と
思
い
ま
す

が
、
北
側
に
あ
る
駐
車
場
の
拡
張
整
備
が
昨
年

の
12
月
３
日
に
終
了
し
ま
し
た
。

今
ま
で
こ
の
駐
車
場
は
主
要
道
路
に
面
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
お
帰
り
い
た
だ
く
際
に
は

裏
の
道
路
か
ら
主
要
道
路
に
出
る
の
に
見
通
し

も
悪
く
不
自
由
な
面
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
イ

ベ
ン
ト
等
で
多
く
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
い

た
と
き
な
ど
は
駐
車
場
付
近
が
混
雑
し
、
近
隣

の
方
々
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

こ
の
度
、
こ
の
駐
車
場
に
隣
接
し
て
い
た
西

側
の
土
地
を
買
収
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
駐

車
場
を
拡
張
し
、
主
要
道
路
か
ら
の
出
入
り
が

で
き
る
よ
う
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
見
通
し
も
良

く
な
り
出
入
り
も
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
駐
車
場
の
両
側
に
は
そ
れ
ぞ
れ

７
台
分
の
駐
車
区
画
が
あ
り
、
一
台
分
の
駐
車

区
画
も
広
く
ゆ
っ
た
り
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
中
央
の
ス
ペ
ー
ス
も
２
列
の
縦
列
駐
車
が
で
き

る
ほ
ど
の
余
裕
の
あ
る
駐
車
場
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま

し
た
。

多
く
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
く
よ
う
な
行
事
や

イ
ベ
ン
ト
等
が
あ
る

と
き
に
は
駐
車
場
係

が
出
て
誘
導
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
が
、

で
き
る
だ
け
奥
か
ら

順
に
駐
車
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し

ま
すな

お
こ
の
駐
車
場

の
拡
張
整
備
に
当
た

り
40
万
円
を
護
持
会

積
立
金
か
ら
補
助
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
こ
と
を
こ
の
紙
面

を
お
借
り
し
ご
報
告

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。も

う
一
つ
の
墓
地

の
西
側
に
あ
る
駐
車

場
は
、
主
要
道
路
か

ら
の
出
入
り
が
道
幅

の
狭
い
道
路
で
あ
る

た
め
行
事
や
イ
ベ
ン

ト
等
が
あ
る
と
き
に

当
寺
の
役
員
が
利
用

し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
境
内
も
広
い
の
で
足
が
不
自
由
な
方
や
車

椅
子
等
を
ご
利
用
の
方
、
体
調
が
思
わ
し
く
な
い
方

な
ど
は
気
軽
に
お
声
が
け
い
た
だ
き
境
内
に
駐
車
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

（
栗
原
政
廣
）

駐
車
場
を
拡
張
整
備
し
ま
し
た

１
月
21
日
は
２
年
ぶ
り
の
婦
人
会
新
年
会
で
し
た
。

去
年
は
お
勤
め
と
ご
住
職
の
ご
法
話
を
聴
聞
す
る
だ

け
で
散
会
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
は
役
員
会
で
、
コ

ロ
ナ
禍
で
も
可
能
な
形
の
新
年
会
を
と
知
恵
を
絞
り

ま
し
た
。

フ
ラ
ダ
ン
ス
や
コ
ー
ラ
ス
の
発
表
と
会
食
を
し
な

い
で
、
お
勤
め
の
後
、
会
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
脳

ト
レ
ゲ
ー
ム
と
輪
投
げ
遊
び
を
実
施
し
ま
し
た
。

当
日
、
15
名
の
参
加
者
が
真
剣
に
足
し
算
引
き
算

に
取
り
組
む
表
情
や
、
カ
タ
カ
ナ
を
一
目
で
物
の
名

前
に
読
み
替
え
て
我
先
に
答
え
た
り
す
る
姿
は
、
あ

た
か
も
小
学
生
の
よ
う
で
し
た
。
ま
た
、
鳥
の
名
前

や
世
界
遺
産
、
花
の
名
前
の
漢
字
な
ど
の
ク
イ
ズ
で

固
い
頭
を
ほ
ぐ
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
輪
投
げ
は
、

ペ
ッ
ト
飲
料
獲
得
め
ざ
し
て
活
力
と
集
中
力
ア
ッ
プ

に
な
り
ま
し
た
。
福
引
き
と
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
で
は
、

住
職
の
京
都
土
産
の
念
珠
な
ど
も
含
め
工
夫
さ
れ
た

景
品
を
そ
れ
ぞ
れ
に
引
き
当
て
て
大
盛
況
で
し
た
。

婦
人
会
で
は
、
長
期
間
家

に
こ
も
っ
て
不
健
康
に
な
ら

な
い
よ
う
適
切
な
コ
ロ
ナ
感

染
対
策
の
下
で
、
で
き
る
形

を
模
索
し
つ
つ
活
動
を
進
め

た
い
と
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
脳
ト
レ
と
軽
い

運
動
で
交
流
を
深
め
、
口
々

に
楽
し
か
っ
た
と
喜
び
合
え

た
充
実
し
た
新
年
会
と
な
り

ま
し
た
。

（
坊
守
）

コ
ロ
ナ
禍
の
仏
婦
新
年
会
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私
に
と
っ
て
も
ち
つ
き
は
、
幼
い
頃
に
両
親
と
一

緒
に
お
こ
な
っ
た
数
少
な
い
貴
重
な
記
憶
の
一
つ
で

す
。生

前
父
か
ら
は
、
も
ち
の
つ
き
方
を
始
め
色
々
な

こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
今
で
も
懐
か
し
く

思
い
出
さ
れ
ま
す
。
平
成
元
年
よ
り
住
居
を
構
え
て

い
る
境
新
栄
区
で
は
、
二
十
年
程
前
か
ら
も
ち
つ
き

大
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
進
ん
で
参
加
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
沢
山
地
域
の
方
と
の
交
流
を
深
め

ら
れ
た
事
な
ど
大
変
貴
重
な
経
験
が
出
来
ま
し
た
。

地
区
の
も
ち
つ
き
行
事
も
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
二
年

前
か
ら
活
動
中
止
。
そ
ん
な
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ

る
か
の
よ
う
に
弘
教
寺
か
ら
世
話
人
の
お
話
を
い
た

だ
き
、
今
回
も
ち
つ
き
会
に
参
加
の
チ
ャ
ン
ス
を
掴

む
こ
と
が
で
き
、
喜
ば
し
く
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

当
日
、
参
加
さ
れ
た
ご
住
職
を
始
め
、
多
く
の
仏
壮
・

仏
婦
の
皆
さ
ま
が
童
心
に
帰
っ
て
頑
張
っ
て
い
た
姿
、

楽
し
そ
う
に
杵
を
持
ち
、

も
ち
を
つ
く
子
供
た
ち
の

笑
顔
な
ど
と
て
も
良
い
で

す
ね
!

現
在
、
コ
ロ
ナ
禍
が
収

束
に
至
ら
な
い
状
態
で
す

が
、
古
き
良
き
時
代
を
呼

び
起
こ
す
、
年
に
一
度
の

行
事
と
し
て
今
後
も
続
け

て
い
た
だ
き
た
い
と
切
望

い
た
し
ま
す
。（

矢
澤

隆
）
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弘
教
寺
の
本
堂
を
お
借
り
し

て
開
催
し
て
い
ま
す
パ
ソ
コ
ン

教
室
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

14
年
前
の
ス
タ
ー
ト
時
は
20

数
名
の
方
々
が
参
加
を
さ
れ
ま

し
た
。
ご
夫
婦
で
参
加
さ
れ
て

い
て
、
お
互
い
に
教
え
た
り
教

え
ら
れ
た
り
の
微
笑
ま
し
い
光

景
も
見
受
け
ま
し
た
。

ま
ず
は
キ
ー
ボ
ー
ド
の
文
字
配
列
、
ロ
ー
マ
字
入

力
、
カ
ナ
漢
字
の
変
換
方
法
を
マ
ス
タ
ー
し
て
ワ
ー

ド
、
エ
ク
セ
ル
を
習
得
し
ま
し
た
。
次
に
こ
れ
ら
の

ソ
フ
ト
を
使
っ
て
絵
手
紙
や
住
所
録
の
作
成
に
挑
戦

し
ま
し
た
。
現
在
は
探
究
心
旺
盛
な
約
10
名
の
方
々

が
参
加
さ
れ
て
、
昨
年
末
に
は
恒
例
の
年
賀
状
作
り

を
し
ま
し
た
。
寅
の
絵
柄
を
入
れ
て
各
自
個
性
豊
か

な
年
賀
状
を
作
り
ま
し
た
。
多
分
元
日
の
朝
、
お
手

元
に
届
け
ら
れ
た
方
も
お
ら
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。

今
年
の
課
題
と
し
て
は
パ
ソ
コ
ン
と
ス
マ
ホ
の
融

合
で
す
。
ガ
ラ
ケ
ー
は
各
通
信
会
社
と
も
廃
止
す
る

と
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
時
代
に
乗
り
遅
れ
な

い
様
に
パ
ソ
コ
ン
教
室
の
皆
様
共
々
に
勉
強
し
て
、

パ
ソ
コ
ン
と
ス
マ
ホ
を
ド
ッ
キ
ン
グ
し
て
双
方
向
か

ら
使
え
る
様
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

毎
月
第
２
週
、
第
４
週
の
水
曜
日
朝
９
時
か
ら
約

２
時
間
、
開
催
し
て
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に
足
を
は

こ
ん
で
下
さ
い
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。（

西

正
裕
）

今
回
は
、
第
四
祖
の
道
綽
禅
師
で
す
。
禅
師
は
中

ど
う
し
ゃ
く

ぜ

ん

じ

国
南
北
朝
時
代
末
期
の
５
６
２
年
に
北
斉
で
生
ま
れ
、

ほ
く
せ
い

二
十
歳
ま
で
の
青
年
期
に
大
飢
饉
や
相
次
ぐ
王
朝
の

交
代
、
苛
酷
な
廃
仏
の
嵐
を
経
験
さ
れ
ま
す
。

隋
の
文
帝
が
仏
教
再
興
す
る
と
、
禅
師
は
当
時
中

ず
い

ぶ
ん
て
い

国
全
域
で
研
究
さ
れ
て
き
た
重
要
な
経
典
の
一
つ
、

「
涅
槃
経
」
の
研
究
・
講
説
に
努
め
ま
す
。
し
か
し
、

ね
は
ん
ぎ
ょ
う

そ
れ
に
満
た
さ
れ
な
い
も
の
を
感
じ
、
慧
瓉
禅
師
に

え

さ

ん

ぜ

ん

じ

師
事
し
ま
す
。
そ
う
し
て
禅
の
修
行
に
励
み
ま
す
が
、

得
た
も
の
は
、
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
も
さ
と
り
の

智
慧
を
得
る
こ
と
も
で
き
な
い
自
分
の
無
力
さ
だ
け

ち

え

で
し
た
。
慧
瓉
禅
師
の
死
後
、
曇
鸞
大
師
の
功
績
を

讃
え
た
石
壁
の
玄
中
寺
を
詣
で
ら
れ
、
そ
こ
で
曇
鸞

せ
き
へ
き

げ
ん
ち
ゅ
う
じ

も
う

大
師
の
碑
文
を
見
て
、
真
に
救
わ
れ
る
道
は
阿
弥
陀

如
来
の
他
力
に
よ
る
し
か
な
い
と
確
信
さ
れ
、
浄
土

の
教
え
に
帰
依
さ
れ
ま
し
た
。

禅
師
は
著
書
の
『
安
楽
集
』
で
、
仏
教
全
体
を

あ
ん
ら
く
し
ゅ
う

「
聖
道
門
」
と
「
浄
土
門
」
と
の
二
つ
に
分
け
た
上

し
ょ
う
ど
う

じ
ょ
う
ど

で
、
聖
道
門
に
よ
ら
ず
浄
土
門
に
よ
る
べ
き
で
あ
る

と
浄
土
門
へ
の
帰
依
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
浄
土
門

と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
浄
土

に
往
生
し
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
さ
と
り
を
得
る
教

え
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
「
末
法
の
世
で
は
浄
土
門
だ
け
が

さ
と
り
に
至
る
道
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
た
道
綽
禅
師

を
「
正
信
偈
」
で
「
道
綽
決
聖
道
難
証

唯
明
浄
土

可
通
入
」
と
讃
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

合
掌

（橋
本

勝
）

参
考
文
献
『
は
じ
め
て
学
ぶ
七
高
僧
』
黒
田
覚
忍
著

木
曜
会
報
告
（
五
）
『
七
高
僧
の
教
え
』

サ
ー
ク
ル
紹
介
「
パ
ソ
コ
ン
教
室
」

も
ち
つ
き
会
に
参
加
し
て
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日
常
生
活
の
中
で
出
く
わ
す
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
、

本
来
は
神
道
の
死
を
穢
れ
と
す
る
考
え
方
が
元
と
な

り
、
仏
教
に
も
影
響
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

地
域
の
慣
習
と
し
て
様
々
な
形
を
と
り
ま
す
。

忌
中
（
き
ち
ゅ
う
）
は
四
十
九
日
間
を
指
し
、
四

十
九
日
後
が
忌
明
け
と
な
り
ま
す
。
遺
族
・
親
族
が

集
ま
り
四
十
九
日
法
要
を
お
勤
め
し
、
会
食
を
し
て

区
切
り
と
し
ま
す
。
そ
の
間
、
地
域
の
祭
り
や
祝
い

事
等
へ
の
参
加
を
控
え
る
と
い
う
慣
例
が
あ
り
ま
す
。

死
を
穢
れ
と
す
る
こ
と
や
避
け
る
こ
と
な
ど
で
、

様
々
な
習
慣
、
儀
礼
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
清
め
塩
を

使
う
こ
と
、
友
引
の
日
に
葬
儀
を
避
け
る
、
火
葬
場

の
行
き
帰
り
の
道
を
替
え
る
こ
と
等
枚
挙
に
い
と
ま

が
あ
り
ま
せ
ん
。

喪
中
（
も
ち
ゅ
う
）
は
喪
に
服
す
期
間
で
一
年
の

期
間
を
い
う
よ
う
で
す
。
喪
中
は
が
き
な
ど
は
良
い

例
で
す
。
祝
い
事
等
の
参
加
は
特
に
制
限
は
無
い
よ

う
で
す
。

以
上
書
き
ま
し
た
内
容
は
、
神
道
か
ら
一
般
仏
教

へ
と
慣
例
化
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

浄
土
真
宗
は
親
鸞
聖
人
が
示
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、

死
後
仏
と
な
る
教
え
で
す
の
で
、
穢
れ
の
慣
習
は
有

り
ま
せ
ん
。

「
門
徒
も
の
知
ら
ず
」
と
言
う
言
葉
が
有
り
ま
す

が
、
正
し
く
は
「
門
徒
も
の
忌
み
知
ら
ず
」
で
忌
中

の
習
慣
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
言
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

（
住
職
）

今
回
は
、
昨
年
十
二
月
に
行
っ
た
和
歌
山
自
転
車

旅
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

サ
イ
ク
リ
ン
グ
が
趣
味
の
私
は
、
京
都
で
の
学
び

を
終
え
た
後
、
京
都
か
ら
群
馬
ま
で
自
転
車
で
の
帰

郷
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
そ
の
予
行
練
習
と
し
て
、

京
都
か
ら
和
歌
山
ま
で
の
片
道
約
１
７
０
キ
ロ
を
一

泊
二
日
で
往
復
す
る
旅
行
を
企
画
し
ま
し
た
。
朝
六

時
に
出
発
。
奈
良
県
を
縦
断
し
て
、
ゴ
ー
ル
の
和
歌

山
港
到
着
は
午
後
の
五
時
頃
と
な
り
ま
し
た
。
走
行

時
間
は
、
休
憩
を
除
い
て
約
十
時
間
で
す
。
走
行
中

は
初
め
て
見
る
景
色
や
ル
ー
ト
、
ス
ピ
ー
ド
を
出
す

こ
と
に
夢
中
で
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ホ
テ
ル

で
落
ち
着
い
た
時
に
は
か
な
り
汗
を
か
い
て
い
て
、

身
体
全
体
が
重
い
疲
労
感
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

大
学
入
学
直
後
に
、
「
親
鸞
聖
人
の
歩
い
た
道
を
歩

く
」
と
い
う
約
五
十
キ
ロ
の
道
の
り
を
十
二
時
間
か

け
て
徒
歩
で
行
く
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
ま
し
た
が
、

そ
れ
が
思
い
出
さ
れ
る
よ
う
な
疲
労
感
で
あ
り
ま
し

た
。
昔
、
親
鸞
聖
人
が
布
教
伝
道
の
た
め
に
日
々
歩

か
れ
た
道
々
は
よ
り
長
く
険
し
い
も
の
だ
っ
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
よ
り
便
利
な
時

代
で
あ
る
今
、
そ
れ
に
甘
え
る

こ
と
な
く
研
鑽
を
積
み
、
心
身

を
鍛
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の

だ
ろ
う
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。
ひ
と
ま
ず
、
群
馬
ま
で
自

転
車
で
帰
れ
る
よ
う
、
さ
ら
に

遠
い
距
離
に
も
挑
戦
し
て
い
こ

う
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。

合
掌

◆ 行事予定 ◆ 令和4年 4月～ 令和4年 7月

月別 弘教寺の行事予定 教区・群馬組の行事予定

4月
20日 婦人会例会

29日 永代経法要

5月
16日 ゴルフコンペ

20日 婦人会総会

未定 壮年会総会

6月
14日 組仏婦連盟総会

未定 婦人会例会

7月
未定 壮年会例会

未定 婦人会例会

一
時
は
収
ま
る
か
と
思
わ
れ
た
感
染
症
も
オ
ミ
ク

ロ
ン
株
の
拡
大
で
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
が

適
用
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
命
を
守
る
や
む
を
得

な
い
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
コ
ロ
ナ
の
収
束
の
見
え

な
い
日
々
が
続
く
中
で
不
安
と
悩
み
を
抱
え
て
い
ま

す
。阿

弥
陀
さ
ま
は
こ
の
よ
う
な
私
た
ち
凡
夫
の
た
め

に
ご
本
願
を
た
て
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
救
お
う

と
は
た
ら
い
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
お
念
仏
の
お
い
わ
れ
を
聞
き
つ
つ
、

お
念
仏
の
中
で
毎
日
を
過
ご
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

（
瀬
古
規
子
）
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忌
中
、
喪
中
の
考
え
方
（
仏
教
豆
知
識
）

真
悟
の
京
都
日
記
（
15
）


