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法
然
聖
人
の
も
と
に
行
か
れ
た
こ
と
は
大
き
な
決
断

で
あ
り
、
並
々
な
ら
ぬ
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
と
推
察

さ
れ
ま
す
。
六
角
堂
で
百
日
間
の
参
籠
を
さ
れ
た
こ

さ
ん
ろ
う

と
は
、
如
何
に
迷
わ
れ
、
苦
悩
さ
れ
た
か
が
、
象
徴

的
に
語
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

法
然
聖
人
と
い
う
師
に
出
会
い
、
お
念
仏
の
み
教

え
に
出
会
わ
れ
、
念
仏
の
大
道
を
歩
む
こ
と
に
な
り

だ
い
ど
う

ま
す
。

し
か
し
、
巷
に
念
仏
の
教
え
が
広
ま
る
に
つ
れ
、

ち
ま
た

旧
仏
教
界
の
反
発
か
ら
承
元
の
法
難
に
よ
る
弾
圧
に

遭
い
、
法
然
聖
人
は
土
佐
に
、
親
鸞
聖
人
は
越
後
の

あ国
府
に
流
罪
と
な
り
ま
す
。
三
十
五
歳
の
時
と
言
わ

れ
て
お
り
ま
す
。

四
十
二
歳
の
お
り
に
赦
免
と
な
り
ま
す
が
、
京
都

し
ゃ
め
ん

に
は
も
ど
ら
ず
、
開
拓
の
地
と
い
う
べ
き
関
東
へ
と

向
か
い
ま
す
。
す
で
に
そ
の

時
に
は
恵
信
尼
様
と
結
婚
さ

れ
て
お
り
、
家
族
共
々
で
の

道
行
で
し
た
。

み
ち
ゆ
き関

東
で
の
念
仏
の
み
教
え

の
伝
道
と
流
布
の
日
々
は
聖

る

ふ

人
に
と
っ
て
充
実
の
毎
日
で

あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

弁
念
の
寺
で
有
名
な
茨
城
県

石
岡
市
の
大
覚
寺
の
道
路
脇

に
一
部
旧
道
が
残
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
そ
の
道
を
聖
人
が

通
わ
れ
た
こ
と
を
思
い
ま
し

た
時
、
只
々
有
難
い
思
い
を

持
っ
た
こ
と
が
懐
か
し
く
思

い
出
さ
れ
ま
す
。

笠
間
市
の
西
念
寺
と
言
う

浄
土
真
宗
の
別
格
本
山
が
国

道
50
号
沿
い
に
あ
り
ま
す
。

大
き
な
木
立
に
囲
ま
れ
て
、

い
か
に
も
歴
史
の
深
さ
を
感

じ
さ
せ
る
寺
院
で
す
。
聖
人
は
教
行
信
証
（
顕
浄
土

け
ん
じ
ょ
う
ど

真
実

教

行

証
文
類
）
を
こ
の
地
で
ま
と
め
ら
れ
ま

し
ん
じ
つ
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん
る
い

し
た
。

浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
と
言
わ
れ
る
お
聖
経
で
、

こ
こ
を
も
っ
て
「
立
教
開
宗
８
０
０
年
」
と
し
て
お

り
ま
す
。
聖
人
五
十
一
歳
の
年
で
、
本
年
一
年
早
め

て
御
誕
生
８
５
０
年
と
合
わ
せ
て
お
勤
め
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
聖
人
は
師
法
然
聖
人
が
広
め
ら
れ
た

『
お
念
仏
の
教
え
』
の
正
し
さ
を
旧
仏
教
界
に
、
為

政
者
に
、
社
会
に
示
し
た
い
一
途
で
『
教
行
信
証
』

を
顕
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

こ
の
度
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
、
立
教
開
宗
８
０

０
年
の
ご
法
要
が
３
月
～
５
月
に
か
け
て
厳
修
さ
れ

ま
す
が
、
遠
く
八
百
年
の
時
に
思
い
を
馳
せ
、
営
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
の
尊
さ
、
有
難
さ
を
受

け
止
め
て
ご
遺
徳
を
偲
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
度
の
参
拝
は
定
数
が
制
限
さ
れ
て
お
り
ま
し

た
の
で
、
壮
年
会
、
婦
人
会
、
役
員
の
皆
様
を
中
心

に
募
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
法
要
期
間
中
自
由

席
で
の
予
約
も
可
能
で
す
の
で
、
希
望
さ
れ
ま
す
方

は
、
弘
教
寺
の
方
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

弘 教 寺
ぐ きょう じ

親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
立
教
開
宗
８
０
０
年

弘
教
寺
住
職

中
山
英
昭

本
年
３
月
よ
り
ご
本
山
で
は
聖
人
御
誕
生
８
５
０

年
立
教
開
宗
８
０
０
年
の
慶
讃
法
要
が
勤
ま
り
ま
す
。

聖
人
は
承
安
三
年
（
一
一
七
三
年
）
京
都
の
日
野

の
里
で
藤
原
氏
の
一
族
で
あ
る
日
野
有
範
の
子
と
し

あ
り
の
り

て
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
平
安
末
期
の
こ
の
時

代
は
、
貴
族
の
世
か
ら
武
士
の
世
に
移
っ
て
い
く
時

期
で
、
決
し
て
恵
ま
れ
た
生
活
環
境
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
幼
少
期
の
詳
細
を
語
る
も
の
は
な
い
の

で
す
が
、
幼
少
期
に
両
親
を
亡
く
し
て
い
る
こ
と
で
、

そ
の
厳
し
さ
は
想
像
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
も
動
機
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
九
歳

の
春
、
叔
父
の
日
野
範
綱
に
伴
い
、
京
都
の
粟
田
口

の
り
つ
な

に
あ
る
青
蓮
院
を
訪
ね
ま
す
。
住
職
で
あ
る
慈
鎮
和

し
ょ
う
れ
ん
い
ん

じ

ち

ん

尚
に
天
台
宗
の
僧
と
し
て
得
度
（
髪
を
そ
り
僧
と
な

と

く

ど

る
儀
式
）
し
た
い
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
準
備
が
遅
れ

夜
に
か
か
る
こ
と
か
ら
、
明
日
あ
ら
た
め
て
得
度
の

儀
式
を
し
よ
う
と
伝
え
る
と
、
「
明
日
あ
り
と
思
う

心
の
仇
桜

夜
半
に
嵐
の

吹
か
ぬ
も
の
か
は
」
と
詠

よ

わ

よ

ま
れ
、
桜
の
花
の
よ
う
に
明
日
の
分
か
ら
な
い
我
が

命
、
是
非
と
も
今
宵
の
内
に
と
願
い
、
そ
の
強
い
思

い
に
負
け
て
、
得
度
を
さ
せ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
比
叡
山
で
の
厳
し
い
修
業
の
始
ま
り
で
す
。

二
十
九
歳
の
時
に
、
比
叡
山
延
暦
寺
で
の
二
十
年

の
修
行
者
と
し
て
の
道
を
あ
き
ら
め
、
山
を
下
り
、

寺
の
Ｑ
Ｒ
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今
年
は
本
山
で
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
立
教

開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
が
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
す
。

こ
の
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
と
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人

が
関
東
で
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
で
あ
る
『
顕
浄
土

真
実
教
行
証
文
類
（
教
行
信
証
）
』
の
草
稿
本
を
完

成
さ
れ
た
一
二
二
四
年
を
立
教
開
宗
の
年
と
定
め
ら

れ
、
そ
の
年
か
ら
来
年
で
八
〇
〇
年
に
な
る
た
め
、

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
に
な
る
今
年
に
、
併
せ

て
お
勤
ま
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
回
は
教

行
信
証
を
書
き
始
め
ら
れ
た
関
東
時
代
の
親
鸞
聖
人

を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

聖
人
は
、
一
二
〇
七
年
に
越
後
に
流
罪
に
な
り
、

そ
こ
で
七
年
間
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
二

一
四
年
に
東
国
で
の
布
教
活
動
の
た
め
、
常
陸
国

（
茨
城
県
）
に
向
か
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
通
っ
た

道
筋
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
善
光
寺
を
目
指

す
団
体
と
と
も
に
行
動
し
、
善
光
寺
か
ら
上
野
国
佐

貫
（
群
馬
県
板
倉
町
）
を
通
っ
て
常
陸
国
へ
向
か
っ

た
と
す
る
説
が
有
力
で
す
。
聖
人
は
最
初
に
常
陸
国

下
妻
の
小
島
（
小
島
の
草
庵
）
に
居
を
構
え
、
三
年

間
を
こ
こ
で
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
稲
田

（
稲
田
の
草
庵
）
へ
移
ら
れ
、
こ
こ
で
本
格
的
に
布

教
活
動
を
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
地
で
の
有
名
な

話
と
し
て
は
『
親
鸞
伝
絵
』
下
巻
第
三
段
に
記
さ
れ

て
い
る
山
伏
弁
円
の
回
心
の
話
（
弁
円
済
度
）
が
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
「
一
人
の
山
伏
が
あ
り
、
宗
祖
に
敵て

き

愾
心
を
い
だ
い
て
、
危
害
を
加
え
よ
う
と
板
敷
山
で

が
い
し
ん

何
度
も
待
ち
伏
せ
を
し
た
が
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
宗
祖
の
稲
田
の
草
庵
を
訪
ね
た
が
、
宗

祖
に
会
っ
た
途
端
、
敵
愾
心
が
消
え
、
後
悔
の
涙
が

あ
ふ
れ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
胸
の
内
を
話
し
、
そ
の

場
で
持
っ
て
い
た
弓
矢
を
折
り
、
刀
や
杖
を
投
げ
捨

て
、
頭
巾
を
は
ず
し
て
柿
渋
で
染
め
た
衣
を
脱
ぎ
、

宗
祖
の
教
え
に
帰
依
し
た
」
と
い
う
内
容
で
す
。
弁

円
と
い
う
名
は
江
戸
時
代
に
言
わ
れ
始
め
、
も
と
の

『
親
鸞
伝
絵
』
で
は
「
明
法
房
」
、
聖
人
の
弟
子
の

名
簿
に
も
「
明
法
」
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
て
実
在

の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
話
の
背

景
に
は
関
東
在
来
の
信
仰
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
あ
り

ま
す
。
実
際
、
こ
の
話
の
舞
台
の
板
敷
山
は
筑
波
山

修
験
道
の
信
仰
圏
内
に
位
置
し
、
修
験
者
と
の
摩
擦

が
あ
る
中
で
の
布
教
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。ま

た
、
聖
人
の
関
東
に
お
け
る
布
教
活
動
を
う
か

が
わ
せ
て
く
れ
る
遺
品
に
安
城
御
影
と
熊
皮
御
影
が

あ
ん
じ
ょ
う
の
ご
え
い

く
ま
が
わ
の
ご
え
い

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
杖
や
草
履
、
火
桶
な
ど
聖
人

が
使
用
し
て
い
た
調
度
品
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
珍

し
い
御
影
で
す
。

特
に
安
城
御
影

に
は
杖
や
草
履

と
い
っ
た
道
具

が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、

聖
と
し
て
各
地

ひ
じ
り

を
遍
歴
し
な
が

ら
念
仏
布
教
を

し
て
い
た
と
推

測
で
き
ま
す
。

こ
う
し
て
、

時
に
草
庵
で
、

時
に
各
地
を

回
っ
て
布
教

活
動
を
さ
れ

な

が

ら

、

『
教
行
信
証
』

の
執
筆
を
始

め
ら
れ
ま
す
。

内
容
は
多
く

が
経
典
や
先

学
高
僧
の
引
文
で
構
成
さ
れ
、
自
ら
が
説
く
と
こ
ろ

が
間
違
い
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
証
に
主
眼

を
置
き
つ
つ
、
仏
祖
の
言
葉
を
褒
め
た
た
え
る
と
い

う
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
は
、
聖

人
の
関
東
で
の
二
十
年
の
布
教
活
動
の
最
中
、
一
二

二
四
年
に
草
稿
本
が
書
き
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
一
二

三
四
年
に
関
東
か
ら
京
都
に
帰
ら
れ
た
後
も
推
敲
と

す
い
こ
う

改
訂
が
重
ね
ら
れ
、
一
二
四
七
年
、
聖
人
七
十
五
歳

の
時
つ
い
に
完
成
し
た
の
で
す
。

現
在
、
京
都
国
立
博
物
館
で
は
、
今
回
の
法
要
に

合
わ
せ
て
「
親
鸞
聖
人
生
誕
八
五
〇
年
特
別
展
ー
親

鸞
ー
生
涯
と
名
宝
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
は
、
親
鸞
聖
人
直
筆
の
『
教
行
信
証
』
や
『
六
字

名
号
』
の
掛
け
軸
、
安
城
御
影
な
ど
普
段
見
ら
れ
な

い
聖
人
ゆ
か
り
の
品
々
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
足
を
運
ん
で
間
近
で
ご
覧
に
な
っ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

中
山

大
悟

参
考
文
献
：
「
本
願
寺
史
」
第
一
巻
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今
年
の
２
月
例
会
で
は
、
干
支
に
合
わ
せ
て
「
ピ
ョ

ン
ピ
ョ
ン
う
さ
ぎ
」
を
作
り
ま
し
た
。

坊
守
さ
ん
が
材
料
や
作
り
方
を
説
明
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
台
紙
の
う
さ
ぎ
の
絵
に
色
を
塗
り
補
強
の
画

用
紙
に
張
り
付
け
る
と
、
紙
の
間
一
ヶ
所
に
空
気
が

入
っ
て
可
哀
想
に
失
敗
。
丁
寧
に
作
ら
な
け
れ
ば
と

思
い
つ
つ
、
乾
電
池
に
滑
り
止
め
を
巻
き
付
け
完
成

し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
乾
電
池
が
回
転
し
て
う
さ

ぎ
が
斜
面
を
駆
け
下
り
る
よ
う
に
動
く
は
ず
な
の
に
、

す
ぐ
に
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
坊
守
さ
ん
が
見
て

前
足
の
内
側
を
切
り
揃
え
る
と
、
う
さ
ぎ
は
坂
を
嬉

し
そ
う
に
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
跳
び
下
り
て
来
る
よ
う
に

動
き
出
し
ま
し
た
。
他
の
人
の
う
さ
ぎ
も
三
列
に
並

べ
競
争
し
、
童
心
に
返
っ
て
応
援
し
ま
し
た
。
「
手

芸
教
室
」
の
楽
し
い
ひ
と
時
で
し
た
。

以
前
の
お
念
珠
作
り
で
も
出
来
上
が
っ
た
時
は
実

に
嬉
し
く
、
今
で
も
そ
れ
を
壮
年
会
で
愛
用
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
家
に
こ
も
り
が

ち
の
コ
ロ
ナ
禍
で
、
寺
に
集
ま

り
有
志
で
「
シ
ト
ラ
ス
リ
ボ
ン
」

を
作
っ
た
こ
と
等
、
お
陰
様
で

日
々
を
楽
し
く
送
れ
ま
し
た
。

お
寺
に
近
し
く
伺
え
る
こ
と

を
喜
び
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

合
掌

う
さ
ぎ
跳
び

笑
う
顔
咲
く

梅
の
花

泉

昌
子

弘
教
寺
壮
年
会
で
は
例
会
を
通
じ
て
会
員
相
互
の

親
睦
を
深
め
る
と
共
に
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
学
ん

で
お
り
ま
す
。
今
回
は
前
回
の
「
歎
異
抄
」
に
続
い

て
「
正
信
偈
」
を
学
び
ま
す
。
教
材
は
霊
山
勝

海

よ
し
や
ま
し
ょ
う
か
い

先
生
の
『
正
信
偈
を
読
む
』
で
す
。
ご
講
師
は
引
き

続
い
て
西
蓮
寺
ご
住
職
の
艸
香
雄
道
先
生
で
あ
り
ま

す
。「

正
信
偈
」
は
壮
年
会
例
会
で
毎
回
お
勤
め
さ
れ

て
お
り
私
た
ち
に
馴
染
み
の
深
い
も
の
で
す
。
そ
れ

は
、
蓮
如
上
人
が
親
鸞
聖
人
の
主
著
『
教
行
信
証
』

の
「
行
巻
」
に
あ
り
ま
す
「
正
信
偈
」
に
、
聖
人
の

「
和
讃
」
を
つ
け
ら
れ
て
、
私
た
ち
に
日
常
の
お
勤

め
が
し
や
す
い
よ
う
に
、
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

私
の
「
正
信
偈
」
と
の
出
会
い
は
、
終
戦
直
後
の

小
学
生
の
頃
、
母
が
仏
前
で
称
え
て
い
た
の
が
始
ま

り
で
、
当
時
の
私
に
は
何
も
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
が
「
正
信
偈
」
と
わ
か
っ
た
の
は
、
定
年
後
に

弘
教
寺
さ
ま
の
壮
年
会
に
入
会
し
た
時
で
す
。

例
会
で
の
「
正
信
偈
」
を
称
え
る
度
に
、
ご
住
職

が
「
フ
リ
ガ
ナ
を
見
て
称
え
て
も
よ
い
が
、
漢
字
を

見
て
称
え
ら
れ
る
よ
う
に
」
と
言
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
す
。

私
は
「
正
信
偈
」
を
日
常
く
り
返
し
お
勤
め
し
、

耳
に
入
っ
て
は
お
り
ま
す
が
、
「
正
信
偈
」
の
中
に

あ
る
真
実
の
教
え
は
、
ま
だ
ま
だ
わ
か
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
こ
の
度
の
「
正
信
偈
」
の
購
読
の
機
会
を
良

き
ご
縁
と
し
て
、
学
び
を
深
め
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

橋
本

勝

壮
年
会
の
講
座

「
正
信
偈
を
読
む
」
が
始
ま
る

「
楽
し
く
集
う
婦
人
会
」

掲
示
伝
道
の
こ
と
ば

①

掲
示
伝
道
集
の
こ
の
言
葉

を
見
つ
け
、
酒
好
き
の
子
供

た
ち
と
苦
笑
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
一
升
の
お
酒
が
あ
れ

ば
、
ま
だ
ま
だ
と
毎
日
安
心

し
て
飲
め
る
と
思
い
が
ち
で

す
が
、
つ
い
忙
し
く
し
て
お

り
ま
す
と
「
あ
れ
！
お
酒
が

無
い
！
」
と
い
う
こ
と
を
度
々

経
験
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

人
生
も
同
じ
で
し
ょ
う
。
人
生
百
年
の
時
代
で
す
が
、

忙
し
い
日
々
の
中
、
気
づ
い
て
み
れ
ば
、
残
り
少
な
い

こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。

聖
人
が
七
高
僧
の
お
一
人
と
し
て
仰
ぐ
善
導
大
師
の

『
往
生
礼
讃
』
に
も
「
人
間
悤
々
と
し
て
衆
務
を
営
み

そ
う
そ
う

年
命
の
日
夜
に

去
る
こ
と
を

覚
え
ず･

･
･

」
と
い
う

有
名
な
一
文
が
あ
り
ま
す
。

子
育
て
や
仕
事
等
忙
し
い
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
内

に
、
時
は
過
ぎ
、
い
つ
の
間
に
か
気
づ
け
ば
人
生
の
終

盤
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
た
意
味
で
し
ょ
う
か
。

古
稀
を
過
ぎ
た
私
自
身
す
ご
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

住
職
に
な
っ
て
四
十
年
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、
あ
っ
と
い

う
間
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
さ
に
「
光
陰
矢
の
如
し
」
の
こ
と
わ
ざ
の
よ
う
に

時
は
刻
ま
れ
て
ゆ
く
も
の
で
す
。

限
ら
れ
た
人
生
だ
か
ら
、
あ
っ
と
い
う
間
の
人
生
だ

か
ら
、
さ
り
げ
な
い
こ
の
一
日
が
大
切
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
味
わ
い
た
い
掲
示
板
の
言
葉
で
す
。

住
職



４ つつじ寺だより 「第５４号」 令和５年（２０２３年） ４月

編 集 後 記

弘
教
寺
の
東
に
位
置
す
る
太
田
市
世

良
田
の
新
田
荘
遺
跡
は
「
徳
川
氏
発
祥

の
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

平
安
時
代
末
期
、
八
幡
太
郎
義
家
の

子
源
義
国
が
関
東
に
下
り
、
そ
の
長
子

義
重
が
旧
新
田
郡
と
太
田
市
南
西
部
を

「
新
田
荘
」
と
し
て
開
き
、
新
田
氏
の
祖
と
な
っ
た
。

そ
の
子
義
季
は
譲
り
受
け
た
世
良
田
、
上
・
下
平
塚
、

三
ツ
木
、
女
塚
、
押
切
の
六
ケ
郷
を
開
発
し
、
押
切
を

徳
川
と
改
称
し
徳
川
義
季
と
名
乗
っ
た
。
時
代
を
経
て

８
代
後
の
親
氏
が
流
浪
の
後
、
松
平
郷
に
入
り
松
平
家

の
初
代
と
な
り
、
７
代
を
経
て
家
康
に
至
っ
た
と
徳
川

家
系
図
等
に
あ
る
。

三
河
の
国
を
平
定
し
た
時
、
家
康
は
「
徳
川
」
と
改

名
し
た
。
先
祖
を
遡
っ
て
清
和
源
氏
の
流
れ
、
名
門
新

田
氏
の
血
筋
で
あ
り
世
良
田
氏
の
祖
で
あ
る
徳
川
義
季

に
あ
や
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
秀
吉
に
よ
り
関

東
の
地
を
与
え
ら
れ
る
と
、
先
祖
義
季
開
基
の
長
楽
寺

を
復
興
し
、
徳
川
郷
や
長
楽
寺
、
満
徳
寺
等
へ
寄
進
、

守
護
不
入
の
地
と
し
て
保
護
し
た
。

三
代
将
軍
家
光
は
、
二
代
秀
忠
時
代
の
日
光
東
照
宮

の
社
殿
を
改
築
し
た
際
、
義
季
の
墳
墓
の
側
に
旧
奥
社

の
拝
殿
と
宝
塔
を
移
築
し
、
先
祖
の
遺
徳
高
揚
と
当
地

の
守
護
神
と
し
て
の
「
世
良
田
東
照
宮
」
を
創
建
し
た
。

以
降
、
徳
川
郷
・
世
良
田
東
照
宮
は
、
将
軍
家
徳
川
幕

府
か
ら
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
き
た
。

新
田
荘
遺
跡
な
ど
身
近
な
史
跡
に
日
本
の
歴
史
を
形

作
る
重
大
な
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
て
、

訪
ね
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

坊
守

参
考
文
献
：
「
世
良
田
東
照
宮
」

（
菊
池
清
）

今
回
は
、
京
都
生
活
の
集
大
成
と
し
て
、
中
央
仏

教
学
院
で
の
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
２
年
前
に
入
学
し
た
中
仏
の
本
科
過
程
は
、

コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
講
義
が

多
い
１
年
間
で
あ
り
ま
し
た
。
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
学
院
の
同
期
と
仲
良
く
な
る
と
い
う
の
も
な
か
な

か
難
し
く
、
ご
く
小
人
数
、
特
定
の
仲
間
と
し
か
話

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
浄
土
真

宗
の
教
義
、
歴
史
と
い
っ
た
基
本
的
な
学
び
自
体
は

し
っ
か
り
と
進
め
、
基
礎
の
部
分
は
得
ら
れ
た
１
年

だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

２
年
目
の
研
究
科
過
程
で
は
、
本
科
過
程
の
学
生

に
お
作
法
を
お
伝
え
す
る
班
活
動
が
あ
り
ま
し
た
。

人
に
教
え
る
と
い
う
過
程
の
中
で
、
自
分
が
ど
こ
ま

で
そ
の
お
作
法
を
理
解
出
来
て
い
る
か
が
鍵
と
な
り
、

本
科
生
に
お
伝
え
す
る
前
に
自
分
で
復
習
を
重
ね
る

な
ど
、
自
主
的
な
学
び
が
身
に
つ
い
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
中
で
本
科
生
と
も
会
話
が
増
え
、

仲
を
深
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
研
究
科
の
同
期

と
も
多
く
の
人
と
仲
良
く
な
り
、
本
科
過
程
よ
り
も

さ
ら
に
実
践
的
な
伝
道
や
寺
院

経
営
に
つ
い
て
も
学
び
、
充
実

し
た
２
年
目
を
過
ご
す
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

こ
の
２
年
間
で
学
ん
だ
こ
と

を
基
礎
と
し
、
今
後
は
皆
様
の

元
で
さ
ら
に
多
く
の
こ
と
を
学

ん
で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。合

掌

◆ 行事予定 ◆ 令和５年 ４月 ～ ７月

月別 弘教寺の行事予定 教区・群馬組の行事予定

４月
１９日（水） 婦人会例会 ２１日（金） 教区仏婦連盟総会

２９日（土） 永代経法要

５月

９日（火） 親鸞聖人御誕生８５０年・ 立教開宗８００年

慶讃法要弘教寺参拝

１７日(水) 婦人会総会 教区仏壮連盟総会

２１日（日） 壮年会総会 ２４日（水） 組仏婦運営委員会

６月

２４日（水） 弘教寺ｺﾞﾙﾌコンペ ２８日（日） 築地本願寺降誕会

２１日（水） 群真会ゴルフコンペ

２０日（火） 婦人会例会 ２３日（金） 築地本願寺音御堂

２７日（火） 組仏婦総会

７月
未定 壮年会例会

１９日（水） 婦人会例会

寺
の
『
つ
つ
じ
寺
だ
よ
り
』
も
54
号
と
な
り
ま
し

た
。
編
集
や
発
送
を
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
▼
現
役

時
代
、
工
場
に
勤
務
し
た
頃
は
秒
単
位
の
工
数
計
算

を
基
準
と
し
た
生
産
高
、
営
業
で
は
売
れ
て
『
な
ん

ぼ
』
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
▼
今

は
丁
寧
を
モ
ッ
ト
ー
に
編
集
会
議
で
は
門
信
徒
の
皆

さ
ん
か
ら
出
稿
さ
れ
た
原
稿
を
誤
字
脱
字
が
な
い
か
、

発
送
で
は
『
受
け
取
っ
た
方
々
の
笑
顔
』
を
浮
か
べ

な
が
ら
刷
り
上
が
っ
た
新
聞
を
丁
寧
に
1
枚
ず
つ
折

り
畳
ん
で
い
ま
す
▼
今
は
与
え
ら
れ
た
時
間
空
間
が

あ
る
こ
と
を
佛
様
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

西

正
裕

つつじの呟き弘教寺ツイッター@ｇｕｋｙｏｕｊｉ 群馬県弘教寺ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//www.gukyouji.or.jp

郷
土
の
こ
ぼ
れ
話
❸

徳
川
氏
発
祥
と
世
良
田
東
照
宮

真
悟
の
京
都
日
記

ー
最
終
回
ー


