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睡
か
ら
覚
め
る
機
縁
を
求
め
て

ね
む
り

佐
々
木

孝
司
（
山
本
・
69
才
）

先
哲
は
、
「
睡
か
ら
覚
め
た
ら
ん
ほ
ど
に
念
仏
し
給

え
」
と
諭
さ
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

平
素
は
よ
し
な
し
事
に
紛
れ
て
、
と
も
す
れ
ば
「
生

き
る
心
」
を
忘
れ
が
ち
に
な
る
凡
夫
で
す
が
、
報
恩
講

の
座
に
連
な
る
こ
と
の
意
義

を
省
み
な
が
ら
、
荘
重
な
勤

そ
う
ち
ょ
う

行
に
会
い
、
深
奥
な
法
話
を

聞
い
て
、
眠
り
か
ら
覚
め
る

機
縁
と
し
、
念
仏
の
場
に
会

う
こ
と
の
で
き
た
悦
び
を
味

わ
っ
て
い
ま
す
。

お
参
り
し
て
く
る
同
朋
の

方
々
が
本
当
に
い
い
表
情
を

し
て
い
る
の
に
驚
か
さ
れ
ま

し
た
。
ま
し
て
や
、
お
手
伝

い
に
出
仕
さ
れ
て
い
る
方
々
に
至
っ
て
は
尚
更
の
こ
と

で
す
。
た
だ
、
ひ
た
す
ら
に
己
を
空
し
う
し
て
愚
痴
に

む
な

還
り
、
聞
法
の
場
に
あ
る
こ
と
の
悦
び
の
表
情
だ
と
思

い
ま
し
た
。

「
仏
法
は
聴
聞
に
き
わ
ま
る
」
（
蓮
如
上
人
）
の
だ

そ
う
で
す
。
仲
々
に
容
易
で
は
な
い
「
自
己
脱
却
」
で

す
が
、
こ
れ
か
ら
も
、
つ
と
め
て
、
念
仏
の
場
を
重
ね

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（｢

響
流｣

6
号
）

御
伝
鈔
を
拝
聴
す

外
園

美
子
（
常
徳
・
68
才
）

御
正
忌
に
は
毎
年
お
参
り
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し

た
が
、
昨
年
末
か
ら
体
調
を
こ
わ
し
、
初
日
は
お
参
り

が
で
き
ず
、
終
日
気
持
が
落
ち
着
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
十
六
日
は
少
し
で
も
ご
加
勢
が
出
来
た
ら
と
思
っ
て
、

朝
か
ら
お
参
り
を
し
、
お
日
中
の
御
法
話
を
聴
聞
さ
せ

に
っ
ち
ゅ
う

て
頂
く
事
が
出
来
ま
し
た
。

二
十
七
日
の
お
逮
夜
は
、
蝋
燭
の
お
灯

た

い

や

り
で
荘
厳
し
た
中
で
御
伝
鈔
の
拝
読
が
あ

し
ょ
う
ご
ん

ご
で
ん
し
ょ
う

り
、
拝
聴
す
る
に
た
だ
感
慨
無
量
で
し
た
。

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
は
艱
難
辛
苦
の
日
々

か
ん
な
ん
し
ん
く

で
、
御
修
行
の
御
苦
労
が
御
教
を
通
し
て

教
え
ら
れ
ま
し
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お

念
仏
申
し
な
が
ら
生
き
て
ゆ
く
、
そ
こ
に

本
当
に
尊
い
、
人
間
生
活
の
な
か
で
の
お

導
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

（｢

響
流｣

6
号
）

何
を
ご
本
尊
と
し
て
生
き
る
か

向
野

順
子
（
両
川
・
50
才
）

毎
日
を
あ
た
ふ
た
と
過
ご
し
が
ち
で
す
が
、
ふ
と
し

た
仏
縁
で
報
恩
講
二
日
目
の
夜
、
お
参
り
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
、
主
人
と
も
ど
も
喜
び
あ
い
ま
し
た
。

そ
の
夜
の
お
話
は
、
「
何
を
ご
本
尊
と
し
て
生
き
て

い
ま
す
か
」
と
の
問
い
で
す
。
布
教
師
の
先
生
は
中
津

の
細
川

静

照

先
生
で
し
た
。
そ
の
瞬
間
ド
キ
ッ
と
し

じ
ょ
う
し
ょ
う
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勝
福
寺
の
報
恩
講
は
昔
か
ら
一
月
末
に
厳
修

し
て
い
ま
し
た
。
十
七
世
住
職
の
時
代
は
一
月

二
十
五
日
か
ら
二
十
八
日
の
四
日
間
で
し
た
が
、

知
道
の
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ご
門
徒
の
多
く

が
勤
め
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

参
詣
や
当
番
の
こ
と
を
考
え
て
一
月
末
の
金
・

土
・
日
の
三
日
間
に
し
ま
し
た
。

報
恩
講
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
三
日
前

に｢

お
み
が
き
・
お
華
束
つ
き
・
お
掃
除
」
を

し
、
二
日
前
に｢

お
華
束
盛
り｣

と｢

お
華
立
て｣

を
し
ま
す
。

｢

お
斎｣

は
、
報
恩
講
の
初
日
に
、
お
煮
し
め

な
ど
を
作
っ
て
お
き
、
二
日
目
と
三
日
目
に
粕

汁
や
卯
の
花
寿
司
な
ど
を
作
っ
て
参
詣
者
に
め

し
あ
が
っ
て
頂
き
ま
す
。

｢

お
み
が
き
・
お
華
束
つ
き
・
お
掃
除
」
は

全
門
徒
に
呼
び
か
け
、｢

お
華
立
て｣

は
お
華
の

心
得
の
あ
る
方
に
、｢

お
華
束
盛
り｣

は
総
代
さ

ん
に
お
願
い
し
て
き
ま
し
た
。｢

お
斎｣

作
り
は

当
番
地
区
の
人
を
中
心
に
、
婦
人
会
の
方
に
も

手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
報
恩
講
の
様
子
を｢

響
流｣

や｢

ひ
び

き｣

に
よ
っ
て
振
り
か
え
っ
て
み
ま
す
。

報
恩
講



ま
し
た
。
自
分
は
何
を
求
め
て
生
き
て
い
る
の
か
。
ま

ず
健
康
、
い
や
子
供
の
こ
と
‥
‥
と
、
は
て
し
な
く
追

い
求
め
て
苦
労
し
て
い
る
。
そ
れ
が
生
き
て
い
る
証
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
果
て
し
な
く
続
く
‥

‥
。
先
生
が
「
人
間
、
誰
も
同
じ
こ
と
で
す
よ
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
の
で
、
自
分
も
変
わ
ら
な
い
と
、
少
し
ば
か

り
安
堵
し
た
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
こ
と
は
限

界
も
あ
り
、
又
は
か
な
い
も
の
で
も
あ
る
。

そ
れ
で
は
安
心
を
決
め
て
、
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
を

と
な
え
れ
ば
、
ご
本
尊
に
近
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
日
、
私
は
そ
の
よ
う
に
承
っ
た
の
で
す
が
、
し
か

し
そ
の
教
え
を
身
に
着
け
て
日
々
実
践
し
て
い
く
こ
と

の
難
し
い
自
分
に
気
が
付
く
の
で
す
‥
。

と
も
か
く
、
お
若
い
ご
住
職
、
坊
守
様
の
第
一
回
目

の
御
正
忌
報
恩
講
の
お
つ
と
め
に
、
感
激
ひ
と
し
お
の

も
の
を
感
じ
入
り
ま
し
た
。

（
「
響
流
」
6
号
）

ご
恩
の
わ
か
る
身渡

辺

ミ
ツ
ル
（
上
町
）

今
年
の
報
恩
講
も
先
日
、
無
事
に
終
り
ま
し
た
。
毎

年
お
迎
え
す
る
有
難
い
ご
緑
で
あ
り
ま
す
が
、
今
年
も

ご
門
徒
の
皆
さ
ん
と
共
に
、
お
参
り
や
お
手
伝
い
を
さ

せ
て
も
ら
い
、
細
々
な
が
ら
も
報
恩
を
味
わ
う
機
会
に

逢
わ
せ
て
も
ら
っ
た
事
を
有
難
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

皆
さ
ん
が
心
を
込
め
て
磨
い
た
仏
具
や
、
若
奥
様
の

立
花
な
ど
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
御
仏
前
に
は
心
を
う
た
れ
ま

り

っ

か

し
た
。

本
年
は
、
遠
い
石
川
県
か
ら
松
本
梶
丸
先
生
の
お
出

を
い
た
だ
き
、
本
当
に
有
難
い
お
話
し
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。
本
堂
い
っ
ぱ
い
の
参
詣
者
を
見
た
途
端
、
思
わ
ず

有
難
涙
が
出
ま
し
た
。

先
生
の
お
話
し
は
や
さ
し
く
解
り
や
す
く
本
当
に
引

き
寄
せ
ら
れ
る
思
い
が
す
る
と
、
み
ん
な
喜
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
り
ま
す
。
「
人
間
に
生
ま
れ
て
報
恩
を
知
ら

ぬ
者
は
、
人
間
で
な

く
木
石
で
あ
る
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
が
、

自
分
も
本
当
に
御
恩

を
忘
れ
ど
お
し
の
生

活
を
送
っ
て
い
る
な
ぁ

と
、
恥
ず
か
し
く
思

い
ま
し
た
。

有
り
難
い
こ
と
に
は
、
今
年
か
ら
は
自
宅
で
の
報
恩

講
を
つ
と
め
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
せ
い
ぜ

い
御
恩
の
わ
か
る
身
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
「
響
流
」
24
号
）

「
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
わ
」

山
本

ヒ
ロ
子
（
山
本
）

正
遠
先
生
と
ご
緑
を
戴
き
、
お
話
す
る
機
会
を
得
た

あ
る
日
、
「
私
の
お
念
仏
は
『
助
け
た
ま
え
、
南
無
阿

弥
陀
仏
』
だ
か
ら
駄
目
で
す
」
と
言
っ
た
ら
、
先
生
は
、

「
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。
お
念
仏
が
お
出
ま
し
に
な
れ

ば
い
い
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
で
、
な
に

か
し
ら
自
信
が
出
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
度
々
、
先
生
の

御
法
話
を
戴
き
ま
し
た
が
、
い
つ
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏

で
す
わ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

お
蔭
で
夫
婦
で
ブ
ツ
ブ
ツ
文
句
を
言
っ
て
い
て
も

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
っ
て
、

近
で
は
少
し
ず
つ

お
念
仏
で
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
、
先
生
に
書
い
て
戴
い
た
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
お
名
号
を
拝
む
た
び
に
、
先
生
の
面
影
が
浮

か
び
、
私
に
い
つ
ま
で
も
お
念
仏
を
送
り
続
け
て
く
だ

さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

お
与
え
の
ま
ま
に
念
仏
申
さ
ん
と

摂
取
の
大
悲
学
び
て
思
う

正
遠
師
た
だ
念
仏
と
言
わ
れ
し
が

不
足
の
多
き
こ
の
身
を
恥
じ
る

如
来
よ
り
賜
わ
り
た
り
し
仕
事
な
り

道
の
草
刈
る
心
地
よ
き
朝

帰
る
べ
き
道
を
し
っ
か
り
た
し
か
め
よ

聞
法
重
ね
歩
み
つ
づ
け
ん

わ
が
い
の
ち
一
息
ま
で
も
ま
ま
な
ら
ず

弥
陀
に
ま
か
せ
て
難
度
海
を
行
く

（｢

響
流｣

40
号
）

お
磨
き
・
お
華
束
・
お
華
・
お
斎

み
が

け

そ

く

は
な

と
き

ー
お
手
伝
い
ご
苦
労
さ
ま
ー藤

谷

純
子

皆
さ
ん
、
今
年
の
報
恩
講
に
お
参
り
下
さ
い
ま
し
た

か
。報

恩
講
は
真
宗
寺
院
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
お
つ
と
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ま
り
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
恩
徳
讃
に
あ

る｢

如
来
大
悲
の
恩
徳｣

｢

師
主
知
識
（
真
宗
の
み
教
え

を
明
ら
か
に
し
て
伝
え
て
下
さ
っ
た
高
僧
方
）
の
恩
徳
」

を
憶
い
報
謝
し
て
い
く
生
活
を
確
認
し
合
う
意
義
の
あ

お
も

る
法
要
な
の
で
し
ょ
う
が
、
な
か
な
か
そ
の
心
に
な
れ

な
い
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
、
お
手
次
ぎ
寺
の
報
恩
講
と

い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
力
を
尽
く
し
て
今
日
ま
で

勤
め
ら
れ
て
き
て
い
る
報
恩
講
の
様
子
を
記
し
て
み
よ

し
る

う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
一
月
二
十
二
日
、
前
の
晩
よ
り
雪
が
降
り
出
し
、

起
き
て
み
る
と
一
面
の
銀
世
界
。
午
前
中
は
無
理
だ
と

決
断
し
て
あ
わ
て
て
電
話
を
し
た
が
行
き
違
い
、
ま
ず

佐
々
木
強
さ
ん
、
そ
し
て
常
徳
か
ら
三
人
、
大
塚
か
ら

三
人
と
雪
の
中
を
歩
い
て
み
え
、
折
角
だ
か
ら
と
、
お

磨
き
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た

午
後
は
総
勢
四
十
四
名
で
、
お
華
束
つ
き
と
お
磨
き

を
し
て
三
時
半
終
了
。
寒
い
中
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。

翌
二
十
三
日
は
お
華
立
て
と
お
華
束
盛
り
。
お
華
は

向
野
順
子
さ
ん
と
中
園
令
子
さ
ん
と
私
で
。
お
華
束
盛

り
は
総
代
さ
ん
の
中
園
静
雄
さ
ん
、
佐
々
木
孝
司
さ
ん
、

山
本
裕
敬
さ
ん
、
小
川
春
海
さ
ん
、
吉
松
忠
徳
さ
ん
、

や
す
ゆ
き

は

る

み

矢
次
慶
吾
さ
ん
が
例
年
通
り
慣
れ
た
手
つ
き
で
美
し
く

盛
り
上
げ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

二
十
五
日
よ
り
い
よ
い
よ
報
恩
講
開
始
。
台
所
は
、

お
斎
の
お
煮
し
め
（
椎
茸
、
人
参
、
里
芋
、
昆
布
、
油

揚
、
こ
ん
に
ゃ
く
）
を
作
る
。
当
番
は
院
内
地
区
で
、

遠
路
バ
ス
に
乗
っ
た
り
、
お
勤
め
を
休
ん
だ
り
し
て
参

加
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
地
元
の
渡
辺
ミ
ツ
ル
さ
ん
、

春
子
さ
ん
の
リ
ー
ド
で
和
気
あ
い
あ
い
の
雰
囲
気
が
味

を
ぐ
ん
と
引
き
立
て
ま
し
た
。
材
料
の
里
芋
、
人
参
、

ネ
ギ
、
大
根
、
漬
物
も
た
く
さ
ん
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

多
く
の
方
の
心
の
こ
も
っ
た
ご
ち
そ
う
が
、
こ
の
報
恩

講
へ
の
何
よ
り
の
お
も
て
な
し
に
な
っ
た
か
と
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。

後
に
一
言
。
台
所
で
は
多
く
の
方
に
食
べ
て
い
た

だ
こ
う
と
思
い
、
毎
年
、
百
五
十
人
分
用
意
し
ま
す
が
、

余
り
ま
す
。
年
に
一
度
は
勝
福
寺
の
お
斎
に
つ
い
て
下

さ
い
ま
す
よ
う
、
そ
れ
が
台
所
方
の
お
願
い
で
す
。
ご

家
族
連
れ
で
お
な
お
り
下
さ
い
。

（｢

響
流｣

40
号
）

先
生
方
に
お
会
い
し
て

宇
野

美
智
子
（
石
田
）

報
恩
講
の
ご
案
内
を
頂
い
た
翌
日
、
坊
守
さ
ん
か
ら
、

お
寺
の
お
手
伝
い
を
頼
ま
れ
ま
し
た
。
ご
法
話
を
な
さ

る
福
島
先
生
や
ご
法
中
の
お
茶
の
接
待
で
す
。

長
い
間
お
寺
の
お
世
話
を
な
さ
っ
て
い
る
山
本
さ
ん

や
幡
手
さ
ん
が
ご
一
緒
だ
っ
た
の
で
、
気
持
ち
を
楽
に

し
て
、
先
生
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

蓮
如
上
人
の
有
り
難
い
ご
法
話
に
ふ
れ
て
い
る
う
ち

に
、
矛
盾
に
み
ち
た
愚
か
な
自
分
で
す
が
、
お
念
仏
申

す
生
活
の
中
で
本
当
の
自
分
が
見
い
だ
せ
る
か
も
知
れ

な
い
、
と
感
じ
ま
し
た
。

春
の
彼
岸
会
で
は
、
藤
原
利
枝
先
生
に
お
会
い
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
二
日
間
、
先
生
の
お
話
を
お
聞

き
し
て
、
も
う
少
し
先
生
と
お
話
を
し
た
い
と
思
い
、

夜
の
聞
法
会
に
も
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
は
じ
め

は
一
時
間
ぐ
ら
い
で
帰
る
予
定
で
し
た
が
、
つ
い

後

ま
で
お
話
し
合
い
の
場
に
い
ま
し
た
。

藤
原
先
生
は
、
「
隣
の
人
が
悪
い
の
で
は
な
い
、
子

供
が
だ
ら
し
な
い
の
で
は
な
い
、
す
べ
て
は
自
分
自
身

の
問
題
で
す
」
と
か
「
み
ん
な
同
じ
仏
の
い
の
ち
を
い

た
だ
い
て
い
る
の
で
す
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
だ
何
も
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
お
仏
壇
の
お
花

を
取
り
替
え
て
「
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」
と
掌
を
合
わ
せ

て
い
る
と
、
心
な
し
か
仏
さ
ま
が
微
笑
ん
で
い
る
よ
う

な
、
私
が
微
笑
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

（｢

響
流
50｣

号
）

報
恩
講
に
思
う

中
園

静
雄
（
横
町
）

今
年
の
報
恩
講
も
無
事
に
終
わ
り
ま
し
た
。
戦
乱
の

世
に
生
を
享
け
、
人
生
の
辛
酸
を
な
め
な
が
ら
、
生
き

う

る
目
処
を
失
っ
た
庶
民
大
衆
に
一
縷
の
光
明
を
与
え
た

め

ど

る

祖
聖
親
鸞
聖
人
の
教
化
の
業
績
の
偉
大
さ
を
、
今
更
な

が
ら
感
嘆
の
思
い
で
想
起
し
て
お
り
ま
す
。

翻

っ
て
現
代
の
世
相
に
思
い
を
い
た
す
時
、
形
こ

ひ
る
が
え

そ
変
わ
っ
て
居
り
ま
す
が
、
政
治
の
腐
敗
、
上
層
部
の

道
義
な
き
職
権
の
乱
用
、
経
済
、
金
融
界
の
汚
職
、
崩

壊
、
青
少
年
の
非
行
、
乱
行
、
無
造
作
な
殺
人
行
為
等
々
、

親
鸞
聖
人
の
時
代
を
上
回
る
乱
世
の
時
代
の
到
来
を
思

わ
せ
る
末
世
末
法
の
様
相
を
呈
し
て
居
り
ま
す
。

私
達
日
本
人
は
今
こ
そ
、
再
度
、
真
摯
に
親
鸞
聖
人

の
教
え
を
学
び
か
え
し
、
時
代
の
風
潮
に
大
変
革
を
加

え
て
行
か
な
け
れ
ば
、
日
本
の
将
来
は
心
細
い
状
態
に
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な
っ
て
行
く
様
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

（｢

響
流｣

54
号
）

蓮
如
さ
ま
へ
花
さ
さ
ぐ

渡
辺

キ
ヌ
子
（
東
新
町
）

小
春
日
に
め
ぐ
ま
れ
ま
し
て
今
日
、
二
十
六
日
は
主

人
の
命
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
住
職
様
に
お
参
り
し
て

頂
き
、
や
が
て
お
経
が
終
わ
り
、
一
服
の
お
茶
を
さ
し

あ
げ
ま
し
た
時
に
、
住
職
さ
ん
よ
り
急
に
「
今
度
の
報

恩
講
の
感
想
を
一
言
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
わ
れ
、
私

は
一
寸
迷
い
ま
し
た
。
老
い
て
八
十
七
歳
の
今
日
ほ
ん

と
う
に
迷
い
ま
し
た
。

し
か
し
よ
く
よ
く
思
い
返
せ
ば
、
今
年
も
ま
た
有
り

難
い
こ
と
に
、
向
野
先
生
、
岩
水
先
生
、
池
上
先
生
、

坊
守
さ
ん
達
の
仲
間
に
入
れ
て
頂
き
、
報
恩
講
の
お
花

を
活
け
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
で
し
た
。
活
け
た
お
花
は

蓮
如
さ
ま
へ
お
供
え
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に

勝
福
寺
ご
住
職
さ
ま
、
坊
守
さ
ま
の
お
か
げ
で
ご
ざ
い

ま
す
。
ど
う
か
残
り
少
な
い
人
生
を
楽
し
く
温
か
く
支

え
て
下
さ
い
。

（｢

響
流｣

54
号
）

得
が
た
い
友
、
有
り
難
い
教
え
に
逢
っ
て

佐
々
木

キ
ヨ
子
（
山
本
）

大
ぜ
い
の
門
信
徒
が
多
額
な
浄
財
を
拠
出
し
て
で
き

あ
が
っ
た
立
派
な
本
堂
に
お
参
り
さ
せ
て
頂
き
ま
し
て
、

福
島
先
生
の
お
話
を
聞
き
、
心
洗
わ
れ
る
報
恩
講
で
御

座
い
ま
し
た
。

私
達
が
平
素
の
生
活
の
中
で
味
わ
う
心
配
ご
と
や
、

悩
み
か
ら
逃
れ
、
豊
か
な
心
、
生
き
て
い
く
道
を
見
出

し
て
い
け
る
場
所
が
勝
福
寺
の
本
堂
で
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
場
所
は
勝
福
寺
に
限
ら
ず
、
私
達
の
考
え
方
と
力

で
作
り
出
せ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

悩
み
か
ら
抜
け
出
し
て
豊
か
な
心
で
生
き
て
い
け
る

世
の
中
を
作
り
た
い
。
そ
ん
な
世
の
中
は
、
ひ
と
り
ひ

と
り
の
生
活
が
私
達
の
心
の
持
ち
方
で
、
ど
こ
で
も
、

い
つ
で
も
作
り
出
せ
る
も
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

（｢

響
流｣

54
号
）

身
体
の
続
く
限
り

渡
辺

春
子
（
上
町
）

早
い
も
の
で
す
ね
、
月
日
の
た
つ
の
は
。
今
年
も
御

正
忌
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
歳
を

取
っ
た
の
で
出
来
る
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん

と
一
緒
に
な
っ
て
煮
物
を
初
日
に
た
き
ま
し
た
。
皆
さ

ん
の
お
か
げ
で
早
く
出
来
ま
し
た
の
で
、
や
れ
や
れ
と

思
い
、
昼
か
ら
の
お
説
教
に
参
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

夜
も
お
参
り
し
ま
し
た
が
、
人
が
少
な
か
っ
た
の
で
寂

し
か
っ
た
で
す
。
次
の
日
は
た
く
さ
ん
の
人
で
に
ぎ
や

か
に
お
参
り
が
出
来
ま
し
た
。

私
も
こ
れ
か
ら
い
つ
ま
で
御
正
忌
に
ご
か
せ
い
が
出

来
る
事
か
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
元
気
で
い
る
限

り
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（｢

響
流｣

54
号
）

ほ
う
お
ん
こ
う
の
か
ん
そ
う

藤
谷

ゆ
き
こ
（
四
日
市
南
小
二
年
）

わ
た
し
は
ほ
う
お
ん
こ
う
の
時
、
人
が
い
っ
ぱ
い
き

た
の
で
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
い
が
ら
し
さ
ん
や
よ
こ

川
さ
ん
が
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
き
た
の
で
、
す
ご
く
う
れ

し
か
っ
た
で
す
。

わ
た
し
も
、
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
お
ま
い
り
を
し

ま
し
た
。
み
ん
な
大
き
い
声
で
お
ま
い
り
を
し
て
い
ま

し
た
。

ふ
く
し
ま
先
生
が
き
た
と
き
、
わ
た
し
は
あ
そ
び
に

行
っ
て
い
ま
し
た
。
か
え
っ
た
と
き
、
お
母
さ
ん
か
ら
、

「
先
生
が
お
み
や
げ
を
買
っ
て
き
て
く
れ
た
よ
。
」
と

言
っ
た
の
で
、
は
し
っ
て
先
生
の
と
こ
ろ
に
い
き
ま
し

た
。
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

お
と
き
で
は
、
お
で
ん
が
出
た
り
し
ま
し
た
。
わ
た

し
は
、
ご
は
ん
や
お
ま
め
が
す
き
で
し
た
。

ほ
う
は
ん
を
食
べ
た
と
き
、
わ
た
し
は
お
つ
ゆ
を
か

け
て
、
た
ま
ご
を
か
け
て
、
あ
ぶ
ら
げ
を
か
け
て
、
あ

ず
き
を
か
け
て
食
べ
ま
し
た
。
お
い
し
か
っ
た
で
す
。

ほ
う
は
ん
は
、
ま
こ
と

に
い
ち
ゃ
ん
が
大
す

き
で
、
イ
ン
フ
ル

エ

ン
ザ
で
も

二

は
い
食
べ
ま
し

た
。ほ

か
の
は

、

あ
ま
り
、
子
ど
も

な
の
で
食
べ
ま
せ
ん

で
し
た
。

お
わ
り
。

※

法
飯
は
、
み
じ
ん
切
り
し
た
六
種
の
具
を
ご
飯
に

の
せ
、
熱
い
だ
し
汁
を
か
け
て
い
た
だ
く
報
恩
講
用
の

勝
福
寺
家
伝
の
ご
飯
で
す
。

（｢

響
流｣

54
号
）
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寸
劇｢

源
左
の
回
心
」

源
左
（
藤
谷
知
道
）

願
生
寺
の
御
院
家

（
五
十
嵐
務
）

照
ば
ー
ば
（
岡
本
照
子
）

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

（
横
川
久
美
代
）

寸
劇｢

源
左
の
生
き
た
垣
根

の
な
い
世
界
」

源
左
（
香
田
紀
子
）

竹
蔵
（
藤
谷
純
子
）

農
家
の
主
婦

（
中
山
美
津
子
）

牛
（
藤
谷
信
）

村
の
子
ど
も
（
甲
斐
寛
人
・

甲
斐
葉
月
）

寸
劇｢

源
左
の
往
生
」

源
左
（
五
十
嵐
務
）

直
次
（
横
川
香
正
）

こ
の
（
佐
藤
麗
子
）

（
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
）

寸
劇｢

不
思
議
な
坊
さ
ん
」

常
不
軽
菩
薩
（
藤
谷
知
道
）

悩
め
る
青
年
（
岡
本
朋
之
）

な
ら
ず
者
の
青
年
（
香
田
紀
子
・佐
藤
麗
子
・永
田
睦
子
）

寸
劇｢

消
え
な
い
灯
り
」

釈
尊
（
藤
谷
純
子
）

阿
難
（
香
田
紀
子
）

村
娘
（
岡
本
照
子
・佐
藤

麗
子
）

村
の
子
ど
も

定
行
沙
耶
・定
行
珠
奈

榎
丸
沙
映
・中
園
眞
帆

吉
田
尚
生
・甲
斐
寛
人

甲
斐
葉
月

紙
芝
居｢

蜜
の
し
ず
く
」

作
・朗
読
（
五
十
嵐
務
）

絵
（
岡
本
康
・香
田
洋
江
）

寸
劇｢

妙
好
人
ー
浅
原
才
市
」

浅
原
才
市
（
鍛
冶
谷
榮
）

安
楽
寺
住
職
（
五
十
嵐
務
）

妻
セ
ツ
（
佐
藤
冨
貴
子
）

村
娘
（
渡
辺
末
子
）

寸
劇｢

六
角
堂
の
夢
告
」

親
鸞
聖
人
（
藤
谷
知
道
）

行
者
（
林
正
道
）

赤
山
禅
院
の
女
性

（
向
野
順
子
）

救
世
観
音
（
中
園
れ
い
子
）

仏
法
漫
談
「
灯
台
も
と
暗
し
」

寺
内
純
麿
（
藤
谷
純
子
）

て
ら
の
う
ち

す
み
ま
ろ

寺
外
愛
麿
（
奥
永
愛
子
）

て
ら
の
そ
と
あ
い
ま
ろ
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こ
の
年
よ
り
、
お
斎
後
の
休
憩
時
間
に
素
人
劇
な

ど
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
年
の
テ
ー

マ
は
妙
好
人
の｢
因
幡
の
源
左｣

で
、
日
替
わ
り
で
寸

劇
を
行
っ
て
い
ま
す
。



詩
吟
「
親
鸞
聖
人
雪
中
布
教
の

図
に
題
す
」

渡
辺
敏
晴

詩
吟
「
居
多
が
浜
」

こ

た

が

は

ま

國
廣
弘
子
・外
園
ミ
ツ
エ

渡
辺
末
子
・渡
辺
勝
子

大
迫
十
四
子
・渡
辺
道
枝

二
渡
乙
香
・藤
谷
純
子

気
持
ち
新
た
に

佐
々
木
ノ
リ
子
（
山
本
）

坊
守
さ
ん
か
ら
「
一
緒
に
お
花

を
活
け
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」

と
声
を
か
け
ら
れ
た
と
き
、
私
み

た
い
な
も
の
で
い
い
の
か
と
迷
い

ま
し
た
が
、
今
で
は
み
ん
な
と
楽

し
く
お
花
を
活
け
て
お
り
ま
す
。

本
堂
で
お
花
を
活
け
て
い
る
と
、

老
院
さ
ん
が
や
っ
て
き
て
「
こ
れ

で
勝
福
寺
も
安
心
や
」
と
言
い
な
が
ら
「
こ
こ
は
、
こ

う
し
た
ら
い
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
た
り
し

ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
も
楽
し
み
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま

す
。
お
花
は
、
そ
の
日
の
材
料
や
気
持
ち
で
、
毎
回
違

う
も
の
に
活
か
っ
て
い
き
ま
す
。
い
よ
い
よ
出
来
上
が

り
、
ご
仏
前
に
お
供
え
で
き
た
と
き
、
こ
れ
で
仏
様
へ

の
ご
奉
仕
が
で
き
た
と
、
嬉
し
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
今
日
は
お
寺
の
お
花
を
活
け
る
の
だ
と
、

服
を
着
替
え
気
持
ち
を
新
し
く
し
て
活
け
て
き
ま
し
た
。

そ
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
身
体
の
許
す
限
り
お
花
を

活
け
さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（｢

響
流｣

72
号
）

寸
劇｢

山
伏
弁
円
の
回
心
」

Ａ
グ
ル
ー
プ

親
鸞
聖
人
（
佐
野
明
弘
）
弁
円
（
外
園
晃
）

惠
信
（
奥
永
益
代
）

村
人
（
岡
本
朋
之
・定
行
宏
和
・吉
松
妙
子
・

後
藤
ア
ヤ
メ
）

Ｂ
グ
ル
ー
プ

親
鸞
聖
人
（
渡
辺
和
義
）
弁
円
（
藤
谷
知
道
）

惠
信
（
中
園
志
津
子
）
村
人
（
松
本
順
・渡
辺
輝
幸
・

渡
辺
美
佐
子
・長
尾
正
子
）
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舞
踊

「
な
つ
か
し
き
稲
田
ご
草
庵
」

親
鸞
聖
人
（
金
丸
フ
ジ
エ
）

恵
信
尼
（
藤
谷
純
子
）

山
伏
「
弁
円
」
を
演
じ
て

外
園

晃

（
常
徳
）

住
職
か
ら
、
二
〇
一
一
年
度
の
勝
福
寺
報
恩
講
に
お

い
て
寸
劇
「
山
伏
弁
円
の
回
心
」
の
弁
円
役
を
と
い
う

べ
ん
ね
ん

え

し

ん

ご
依
頼
を
受
け
ま
し
た
。
弁
円
の
何
た
る
や
も
知
ら
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
お
役
に
立
て
れ
ば
と
、
う
っ
か
り

引
き
受
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
ず
、
な
ぜ
「
弁
円
の
改
心
」
で
な
く
て
「
回
心
」

な
の
か
考
え
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
「
こ
の
世
は
弱

肉
強
食
の
世
界
で
あ
り
」
「
負
け
た
く
な
い
、
勝
た
ね

ば
な
ら
ぬ
」
（
脚
本
よ
り
）
。
そ
う
い
う
世
界
か
ら
脱

し
、
人
間
の
元
の
姿
に
回
帰
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が

「
回
心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
性
の
回
復
と
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
と
、
勝
手
に
思
っ
て
み
た
り
し

ま
し
た
。
「
改
心
」
と
い
う
言
葉
に
は
な
ん
と
な
く
抵

抗
が
あ
り
ま
す
が
、
「
回
心
」
に
は
人
間
に
対
す
る
優

し
い
愛
情
が
溢
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

私
は
中
々
台
詞
が
覚
え
ら
れ
ず
、
沈
み
込
ん
で
し
ま

せ

り

ふ

う
こ
と
し
ば
し
ば
で
し
た
。
台
詞
を
覚
え
る
こ
と
だ
け

に
一
生
懸
命
で
、
物
語
と
し
て
内
容
を
理
解
し
な
か
っ

た
か
ら
だ
と
気
付
き
ま
し
た
。
「
心
こ
こ
に
あ
ら
ざ
れ

ば
」
で
す
。
本
番
で
「
弁
円｣

と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を

「
親
鸞
」
と
言
っ
て
し
ま
い
落
ち
込
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、

一
緒
に
演
じ
た
皆
さ
ん
か
ら｢

大
丈
夫
、
自
分
た
ち
も

間
違
え
て
い
る
よ｣

と
励
ま
さ
れ
、
元
気
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
一
部
台
詞
を
方
言
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
演

じ
た
こ
と
は
内
容
を
よ
り
身
近
な
も
の
に
し
た
と
思
い

ま
す
。
和
気
藹
々
の
内
に
仲
間
意
識
も
生
じ
元
気
を
戴

わ

き

あ

い

あ

い

い
た
貴
重
な
体
験
で
し
た
。
稚
拙
な
演
技
で
皆
さ
ん
の

足
を
引
っ
張
り
な
が
ら
も
な
ん
と
か
終
え
る
こ
と
が
出

来
た
の
は
、
仲
間
の
皆
さ
ん
や
お
参
り
頂
い
た
皆
さ
ん

の
寛
容
さ
の
お
陰
と
思
っ
て
感
謝
し
て
い
ま
す
。

親
鸞
の
人
間
と
し
て
の
大
き
さ
と
弁
円
の
求
道
心
を

深
く
心
に
刻
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
一
方
で｢

な

ほ
、
頑
な
な
る
わ
が
心
か
な｣

と
自
分
を
戒
め
る
気
持

か
た
く

ち
も
潜
ん
で
お
り
ま
す
。

（｢

響
流｣

74
号
）
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佐野明弘先生小若女さん・腹話術

お斎 おみがき

お華束つき



寸
劇｢
自
力
さ
ん
と
他
力
さ
ん
の
子
育
て
談
義
」

自
力
さ
ん
（
松
本
知
代
）
ま
け
る
な
君
（
岡
本
朋
之
）

他
力
さ
ん
（
渡
辺
玲
子
）
ナ
ム
ち
ゃ
ん
（
中
園
れ
い
子
）
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鍵主良敬先生

歌（宇佐組合唱団・コールハイマート）

指揮（此松清美） ピアノ（矢次久美子）

仏教讃歌

久方ぶりの雪の報恩講お煮〆なら、おまかせ！ 同朋唱和のおつとめ

いくつ出来たかな？

朝のミーティング

お華束の型抜き

一心くん

吉四六さん
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二
〇
一
七
年
の
報
恩
講
で
は
久
方
ぶ
り
に
寸
劇
が
あ
り

ま
し
た
。若
い
二
人
が
、お
念
仏
の
心
を
尋
ね
て
い
く
、
笑

い
あ
り
、
問
い
あ
り
、教
え
あ
り
、
の
傑
作
で
し
た
。
誌
上

で
再
現
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

な
ん
だ
ろ
う
な

の

ま
こ
っ
ち
ゃ
ん

風
「ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
っ
て
、何
の
意
味
あ
る
の
？
」

信｢

え
、何
だ
ろ
う
？

皆
に
聞
い
て
み
よ
う
か
」

香
田｢

念
仏
し
た
ら
、煩

悩
も
ひ
っ
こ
み
、

わ
が
ま
ま
も
な
く

な
る
の
よ｣

佐
藤｢

違
う
で
し
ょ
う
。

煩
悩
い
っ
ぱ
い
、

わ
が
ま
ま
な
自
分

と
知
ら
さ
れ
る
の

で
し
ょ
う｣

信

「
？
」

外
国
か
ら
の
旅
行
者

｢

日
本
の
若
者
、無
宗
教
と
言
い

ま
す
ね
。ラ
ブ
＆
ピ
ー
ス
。宗
教
、

大
切
で
す
ね
。」

住職「私は仏さまのお慈悲

の中、と気づいた慶びよ」
女性住職「ナンマンダブって、

お・も・て・な・し・の心！」

小
学
生
の
時
以
来
の
劇
で
し

た
。
ま
ず
台
本
を
書
く
の
に
全

く
手
が
進
ま
ず
、
困
り
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
今
の
ま
ん
ま
で
書

く
と
、
あ
あ
い
っ
た
内
容
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

私
自
身
、
仏
教
の

学
校
で
勉
強
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
お
寺
の

法
務
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
る

か
ら
と
い
っ
て
、
仏
教
や
宗
教

に
対
し
て
、
自
分
自
身
の
中
に

違
和
感
や
疑
問
が
起
こ
ら
な
い

な
ん
て
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
な
ん
で
私
は
な
ん
ま
ん
だ
ぶ

つ
と
称
え
る
の
だ
ろ
う
」
「
称

え
る
こ
と
が
素
直
に
で
き
な
い

の
だ
ろ
う
」
と
、
そ
う
い
っ
た

思
い
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
納

得
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し

い
で
す
が
、
お
参
り
に
出
向
い

て
ご
門
徒
さ
ん
の
お
念
仏
を
称

え
る
声
を
聞
い
て
、
私
が
安
心

し
て
い
た
り
す
る
の
で
す
。

こ
の
劇
で
は
、
出
演
し
て
い

た
だ
い
た
皆
さ
ん
の
自
作
自
演

が
と
て
も
す
ば
ら
し
く
て
、
そ

れ
に
と
て
も
助
け
ら
れ

ま
し
た
。
ま
た
見
て
く

れ
た
方
も
楽
し
く
盛
り

立
て
て
く
れ
て
、
そ
れ

に
突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
で
し

た
。
お
か
げ
で
私
は
た
の
し
い

時
間
を
過
ご
さ
せ
て
も
ら
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。

は
じ
め
て
の
お
寺
の
劇

村
田

風

親鸞聖人「法然上人のお言

葉や姿が忘れられない」
おばあちゃん「昔から、皆が

言っているから申すのよ」



お
齊
づ
く
り
の
楽
し
さ

上
条
佳
代

（
杵
築
市
山
香
町
）

十
六
年
前
ま
で
四
日
市

上
町
で
暮
ら
し
て
い
ま
し

た
の
で
、
ご
住
職
様
よ
り

｢

今
年
の
お
斎
づ
く
り
に
参

加
し
ま
せ
ん
か｣

と
、
お
誘

い
を
頂
き
、
久
し
振
り
に
二
日
間
お
手
伝
い
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

初
日
、
作
業
前
、
自
己
紹
介
の
折
に
風
さ
ん
が｢

藤

谷
風
に
な
り
ま
し
た｣

と
言
わ
れ
、
皆
様
が
望
ま
れ
て

い
た
事
だ
け
に
、
一
瞬
に
し
て
和
や
か
な
雰
囲
気
に
な

な
ご
や
か

り
ま
し
た
。

毎
年
お
手
伝
い
さ
れ
て
い
る
麻
生
民
子
さ
ん
、
渡
辺

美
佐
子
さ
ん
、
香
田
紀
子
さ
ん
、
婦
人
会
長
の
松
尾
さ

ん
を
中
心
に
お
煮
し
め
の
下
準
備
に
取
り
か
か
り
、
百

八
十
食
分
を
数
え
な
が
ら
流
れ
作
業
が
進
み
、
大
き
な

鍋
か
ら
良
い
匂
い
が
漂
い
出
し
、
手
順
良
く
午
前
中
で

終
了
し
ま
し
た
。

二
日
目
は
卯
の
花
の
酢
和
え
、
大
根
な
ま
す
、
カ
ス

あ

汁
作
り
な
ど
で
、
ど
の
お
料
理
も
目
分
量
の
匙
加
減
な

の
に
、
そ
の
絶
妙
さ
に
感
服
い
た
し
ま
し
た
。
若
い
風

さ
ん
に
徐
々
に
味
付
け
を
覚
え
て
も
ら
い
た
い
と
の
思

い
が
端
々
に
感
じ
ら
れ
、
ま
た
何
事
に
も
お
優
し
い
純

子
さ
ん
の
目
差
し
に
皆
様
、
本
当
に
楽
し
そ
う
な
ご
様

子
で
、
こ
の
お
斎
づ
く
り
が
こ
れ
か
ら
も
続
け
ら
れ
て

行
く
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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｢どれ、どれ、味はいかがかな？」

180人分の盛り付けの最中

同朋唱和のおつとめ

ご講師のお話に聞き入る

迫力と慈愛に溢れた歌声

本多沙代さん ｢ソレアード｣

今年は若い人も参加し
てくれました

棒で伸ばし、大小二つ、
丸く型抜きします

お花立て。何年経っても
悪戦苦闘です。

お飾りも終え、あとは皆さん
の参詣を待つばかり

今年のお飾りをしてくだ
さった皆さん。

お華束盛り。思うように
はいきませんね。



お
寺
の
報
恩
講
を
勤
め
る
こ
と
が
で
き
て
、
ホ
ッ
と

し
て
い
ま
す
。
当
番
地
区
で
あ
っ
た
皆
さ
ん
に
は
大
変

ご
苦
労
様
で
し
た
。

報
恩
講
は
、
お
寺
に
と
っ
て
一
番
力
の
入
る
お
勤
ま

り
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
恩
徳
讃
に
歌
う
よ
う
に
、

お
ん
ど
く
さ
ん

阿
弥
陀
如
来
様
の
ご
恩
、
大
悲
の
お
念
仏
を
教
え
導
い

て
く
だ
さ
っ
た
人
々
の
ご
恩
に
謝
し
、
新
た
に
は
り
の

あ
る
生
活
を
始
め
よ
う
と
す
る
元
気
を
い
た
だ
く
法
要

だ
か
ら
で
す
。

と
言
っ
て
も
、
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご

法
話
や
ナ
ム
ナ
ム
ガ
ー
ル
の
歌
や
ダ
ン
ス
も
よ
か
っ
た

け
れ
ど
、
報
恩
講
の
目
玉
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
お
い

し
い
お
斎
に
あ
り
ま
す
。
今
年
の
お
味
は
い
か
が
で
し

た
か
？

当
番
は
、
寺
山
、
新
町
、
東
新
町
、
中
津
地

区
で
し
た
。
日
ご
ろ
は
お
寺
に
参
ら
な
い
人
も
、
仕
事

な
ど
を
や
り
く
り
し
て
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

若
い
人
が
入
っ
て
く
だ
さ
る
と
と
て
も
元
気
が
出
て
き

ま
す
。
新
し
い
人
の
感
想
を
聞
き
ま
し
た
の
で
ご
紹
介

し
ま
す
。

＊
久
し
ぶ
り
だ
っ
た
け
ど
、皆
が
協
力
的
で
や
り
や
す

か
っ
た
で
す
。み
な
さ
ん
と
っ
て
も
に
ぎ
や
か
で
し
た

ね
。

＊
メ
ニ
ュ
ー
は
評
判
い
い
で
す
ね
。先
輩
方
の
傍
で
、
ど

う
や
る
の
か
見
ら
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
。で
も
早
く
っ
て
、

あ
っ
と
い
う
間
に
で
き
て
し
ま
う
の
で
、お
ぼ
え
ら
れ

ま
せ
ん
。よ
く
習
い
た
い
で
す
。

＊
い
ろ
い
ろ
な
人
の
顔
が
見
ら
れ
て
、新
鮮
な
出
会
い
の

場
所
で
し
た
。雰
囲
気
が
よ
か
っ
た
で
す
よ
。

＊
慣
れ
て
い
る
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
処
に
い
て
、よ
く
お
世

と
こ
ろ

話
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、と
て
も
し
や
す
か
っ
た
。長

い
伝
統
が
あ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
き
て
る
の
だ
な
と
感

じ
ま
し
た
。楽
し
か
っ
た
で
す
。

＊
初
め
て
だ
っ
た
の
で
難
し
か
っ
た
け
ど
、皆
に
優
し
く

教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
で
き
ま
し
た
。大
変
だ
っ
た
け

ど
、お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。

慣
れ
な
い
台
所
で
の
お
斎
作
り
や
お
給
仕
な
ど
、
く

た
び
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
ご
苦
労
様
で
し
た
。

長
年
お
斎
作
り
を
荷
負
っ
て
下
さ
っ
た
麻
生
さ
ん
、

美
佐
子
さ
ん
、
そ
し
て
香
田
さ
ん
か
ら
「
も
う
世
代
交

代
し
た
い
」
と
の
声
も
聞
き
ま
し
た
が
、
「
坐
っ
て
教

え
て
く
れ
る
だ
け
で
も
い
い
か
ら
、
来
ら
れ
る
間
は
お

願
い
し
ま
す
」
と
、
お
頼
み
し
ま
し
た
。
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包丁はトントン、口はペチャ
クチャ．ああ、楽し！

二
〇
一
九
年
の
報
恩
講
を
振
り
返
っ
て

藤
谷

純
子

朝のミーティング。まず
は当番の方の自己紹介。

初日の朝は雪でした。当
番の皆さん、ご苦労さま。

平
野
喜
之
先
生

高
校
生
も
熱
心
に
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。

東
九
州
龍
谷
高
校

ナ
ム
ナ
ム
ガ
ー
ル
ズ
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何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
や
ろ

父
が
が
ん
の
手
術
を
す
る
２
、

３
日
前
に
「
わ
し
の
人
生
は
、
仕

事
も
趣
味
も
充
実
し
て
い
た
。
だ

け
ど
、
わ
し
は
こ
う
い
う
こ
と
を

す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
や

ろ
う
か
。
わ
し
は
、
何
の
た
め
に

生
ま
れ
て
き
た
ん
や
ろ
」
と
言
っ

た
ん
で
す
。
僕
は
そ
の
時
、
ア
ン

パ
ン
マ
ン
の
マ
ー
チ
の
一
節
を
思

い
出
し
ま
し
た
。

何
の
た
め
に
生
ま
れ
て

何
を
し
て
生
き
る
の
か

答
え
ら
れ
な
い
な
ん
て

そ
ん
な
の
は
嫌
だ
！

何
が
君
の
幸
せ

何
を
し
て
喜
ぶ

解
ら
な
い
ま
ま
終
わ
る

そ
ん
な
の
は
嫌
だ
！

父
親
が
言
っ
て
い
る
こ
と
と
全
く

同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
は
、

厳
粛
な
感
じ
が
し
て
言
え
な
か
っ

た
け
ど
、
父
親
は
自
分
自
身
に
会

い
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。
私
た
ち
は
、
自
分
自
身
に

会
う
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す

つ
ぶ
や
き

昨
年
、
友
達
か
ら
浅
田
正
作
さ

ん
の
「
つ
ぶ
や
き
」
と
い
う
詩
を

教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

台
風
の
進
路
が
は
ず
れ
て
く
れ

れ
ば
そ
れ
で
い
い

こ
ん
な
も
の
が
祈
る
世
の
中
の

安
穏
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か

あ
ん
の
ん

こ
の
詩
を
聞
い
て
思
い
出
し
た

の
は
、
杉
本
さ
ん
と
い
う
友
人
が

言
っ
た
言
葉
で
す
。
「
人
身
事
故

で
電
車
が
停
止
し
た
と
き
、
そ
れ

を
知
ら
せ
る
車
内
放
送
を
聞
い
て
、

『
あ
あ
、
一
人
の
人
が
死
ん
だ
と

い
う
の
に
、
つ
め
た
い
な
』
と
思
っ

た
。
と
こ
ろ
が
今
日
、
講
師
と
し

て
急
い
で
い
る
と
こ
ろ
で
人
身
事

故
が
あ
っ
て
電
車
が
停
止
し
た
ら
、

心
の
中
で
『
ち
ぇ
っ
』
と
い
う
声

が
し
た
。
『
あ
あ
、
僕
の
心
の
中

に
も
同
じ
よ
う
な
つ
め
た
い
も
の

が
あ
る
ん
や
な
』
と
気
づ
い
た
」

と
。
僕
は
、
聞
法
生
活
と
い
う
の

は
、
出
会
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
自

分
自
身
の
罪
に
う
な
ず
い
て
い
く

生
活
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
つ

ぶ
や
き
」
と
い
う
詩
は
、
い
ろ
ん

な
意
味
で
、
自
分
自
身
の
姿
と
い

う
も
の
を
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る

詩
だ
と
思
い
ま
す
。

地

獄

浅
田
正
作
さ
ん
に
「
地
獄
」
と

い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。

他
人
の
花
が
赤
く
見
え
る

あ
さ
ま
し
や

こ
れ
が
な
い
も
の
ね
だ
り
の
私
が

お
ち
る
地
獄

こ
の
詩
を
読
ん
で
嫁
さ
ん
は
、

「
私
も
こ
ん
な
思
い
を
し
て
い
る
。

こ
の
詩
は
救
い
よ
う
の
な
い
詩
だ

な
」
と
言
い
ま
し
た
。
で
も
僕
は
、

救
い
よ
う
の
な
い
詩
じ
ゃ
な
い
と

思
い
ま
す
。
「
他
人
の
花
が
赤
く

見
え
る
」
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
い
」

と
思
え
る
こ
と
は
す
ご
い
こ
と
や

と
思
い
ま
す
ね
。

我
執
の
底
に
あ
る
自
己

安
田
先
生
が
「
人
間
は
二
重
底

で
で
き
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ひ
と
つ
は
「
我
執
」
と
い
っ

て
、
自
分
の
思
い
さ
え
満
足
で
き

れ
ば
い
い
と
い
う
底
。
も
う
一
つ

が
「
自
己
」
と
言
わ
れ
る
底
。
僕

は
京
都
に
あ
る
洛
南
高
校
の
出
身

な
ん
で
す
が
、
そ
の
校
訓
に
あ
る

「
自
己
を
尊
重
せ
よ
」
が
「
仏
に

帰
依
せ
よ
」
に
対
応
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
、
長
い
間
、
分
か
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
安
田

先
生
の
話
を
聞
い
て
、
「
自
己
を

尊
重
せ
よ
」
と
は
、
我
執
の
底
に

あ
る
「
自
己
」
を
言
っ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

僕
ら
は
、
ど
こ
か
で
、
自
分
の

外
側
に
仏
さ
ん
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、

そ
の
仏
さ
ん
に
手
を
合
わ
す
こ
と

が
「
仏
に
帰
依
す
る
」
こ
と
だ
と

思
っ
て
ま
す
ね
。
大
谷
大
学
で
寮

監
を
し
て
い
た
時
、
学
生
さ
ん
か

ら
、｢

仏
に
帰
依
せ
よ
と
い
う
が
、

仏
は
ど
こ
に
い
ま
す
か｣

と
聞
か
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

お
釈
迦
さ
ま
を
見
て｢

仏｣

だ
と
思

え
る
で
し
ょ
う
か
。
「
老
人｣

と
し

か
見
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ど
う
し
た
ら
私
た
ち
は｢

仏｣

と

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
安
田

先
生
は
、
こ
の
方
は
「
仏
」
だ
と

知
る
智
慧
と
い
う
も
の
が
人
間
に

与
え
ら
れ
る
と
。
そ
の
智
慧
に
お

い
て
は
「
仏
」
と
「
人
」
は
同
等

で
あ
る
と
。
「
仏
」
を
知
る
智
慧
、

そ
れ
は
「
あ
さ
ま
し
や
」
と
見
え

て
く
る
智
慧
。
そ
れ
が｢

自
己｣

と

い
う
こ
と
や
と
思
い
ま
す
ね
。

「
仏
に
帰
依
せ
よ
」
と
「
自
己
を

尊
重
せ
よ
」
は
一
つ
の
こ
と
な
ん

で
す
ね
。
だ
か
ら
「
あ
さ
ま
し
や
」

と
い
う
声
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
に

「
救
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

『
歎
異
抄
』
第
四
章
で
言
わ
れ
て

い
る
「
浄
土
の
慈
悲
」
は
、
「
あ

さ
ま
し
や
」
と
い
う
こ
と
を
照
ら

し
出
し
て
く
れ
る
光
や
と
思
い
ま

す
ね
。浄

土
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

浅
田
正
作
さ
ん
の
詩
に
は
、
は

げ
ま
さ
れ
る
詩
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
「
始
ま
る
」
と
い
う
詩
で
す

己
の
地
獄
発
見

そ
こ
か
ら
仏
法
が
は
じ
ま
る

こ
の
地
獄
深
く
し
て
底
な
し

こ
こ
か
ら
真
の
人
生
が
始
ま
る

本
当
の
自
分
は
ど
う
い
う
身
を

生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

気
づ
い
て
、
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て

人
生
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
く
ん
だ

と
い
う
詩
で
す
。
浄
土
は
目
標
と

し
て
あ
る
の
じ
ゃ
な
く
て
、
浄
土

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
く
、
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
今
日
は
、
「
仏

の
国
」
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い

ま
せ
ん
が
、
「
仏
の
国
に
生
ま
れ

る
」
話
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
聞
書
き
担
当
者
感
想
）

自
分
の
思
い
が
あ
て
に
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
自
分

の
姿
を
照
ら
し
て
く
れ
る
仏
の
智

慧
に
出
会
い
、
本
当
の
自
分
に
気

づ
い
て
、
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
真

の
人
生
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
く
。

そ
れ
が
「
仏
の
国
に
生
ま
れ
る
」

こ
と
の
内
容
で
あ
る
と
お
聞
き
し

ま
し
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏

（
釈
和
敬
）

平
成
三
十
年

報
恩
講
法
話

ど
う
し
た
ら

仏
の
国
に
生
ま
れ
る
か

平
野
喜
之
師
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（
『
ひ
び
き
』
89
号
）



春
季
彼
岸
会
並
び
に
降
誕
会

し

ゅ

ん

き

ひ

が

ん

え

ご

う

た

ん

え

- 45 -

四
月
初
旬
の
二
日
間
に
か
け
て
行
わ
れ
る
春

の
法
要
は
、
「
彼
岸
会
」
と
、
お
釈
迦
さ
ま
の

誕
生
を
祝
う
「
降
誕
会
」
を
兼
ね
て
お
勤
め
し

ま
す
。

｢

彼
岸
会｣

の｢

彼
岸｣

は
、
仏
さ
ま
の
世
界

ひ

が

ん

（
浄
土
）
を
意
味
し
ま
す
。
私
た
ち
の
生
き
て

い
る
こ
の
世
界
、
つ
ま
り
「
此
岸
」
に
対
す
る

し

が

ん

言
葉
で
す
。

｢

彼
岸
会｣

で
は
、
こ
の
世
界
が
苦
悩
の
絶
え

な
い｢

娑
婆｣

世
界
に
な
ぜ
な
っ
て
い
く
の
か
、

そ
の
原
因
を
尋
ね
、
あ
わ
せ
て
、
煩
悩
の
火
の

消
え
た
涅
槃
の
世
界
（
彼
岸
）
に
生
ま
れ
出
る

道
を
聴
聞
し
ま
す
。

ま
た
、
「
彼
岸
会｣

に
合
わ
せ
て
勤
め
る｢

降

誕
会｣

で
す
が
、
お
釈
迦
さ
ま
は
生
ま
れ
て
す

ぐ
、
七
歩
、
歩
い
て
、
右
手
で
天
を
指
し
、
左

手
で
地
を
指
し
て
、
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」

と
宣
言
さ
れ
た
、
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
誕
生
仏
に
甘
茶
を
お
か
け
し
て
、
お
釈
迦

さ
ま
の
誕
生
を
慶
ぶ
行
事
が
「
降
誕
会
」
で
す
。

｢

春
季
彼
岸
会

並

降
誕
会｣

の
様
子
を｢

響
流｣

や｢

ひ
び
き｣

に
よ
っ
て
振
り
か
え
っ
て
み
ま
す
。
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平成31年春季彼岸会ご案内

平成21年（2009年） 谷田暁峯先生と

平成26年 國田法應先生と

平成25年 藤本愛吉先生と

平成28年 川村妙慶先生と
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秋
季
彼
岸
会
並
び
に
永
代
経

し

ゅ

う

き

ひ

が

ん

え

昔
は
春
秋
の
彼
岸
会
と
別
に
永
代
経
法
要
が

勤
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
知
道
が
住
職
を
継
承

し
た
時
に
は
彼
岸
会
と
合
わ
せ
て
厳
修
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

秋
季
彼
岸
会
を
厳
修
す
る
意
味
は
春
季
彼
岸

会
と
同
じ
で
す
の
で
省
略
し
ま
す
。

永
代
経
法
要
と
は
「
永
代
に
渡
っ
て
お
経
が

読
ま
れ
る
＝
法
が
相
続
さ
れ
る
」
こ
と
を
願
っ

て
勤
め
ら
れ
る
法
要
で
す
。

勝
福
寺
で
は
、
平
成
二
十
六
年
よ
り
、
こ
の

一
年
間
に
亡
く
な
っ
た
門
徒
の
方
も
追
弔
し
て

焼
香
を
し
て
い
ま
す
。

御
講
師
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
（
二

〇
〇
九
年
）
よ
り
、
当
時
、
総
代
会
会
長
だ
っ

た
山
本
裕
敬
さ
ん
の
提
言
で
、
住
職
と
坊
守
が

ご
法
話
を
さ
せ
て
頂
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
二
十
八
年
よ
り
、
お
経
と
法
話

を
中
心
に
し
た
昼
と
夜
の
法
座
を
や
め
て
、
イ

ベ
ン
ト
や
バ
ザ
ー
を
挟
ん
で
午
前
～
午
後
と
続

く
法
要
に
変
え
ま
し
た
。
時
代
に
即
応
し
た
法

要
に
な
る
よ
う
試
行
錯
誤
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年

平
成
二
十
六(

二
〇
一
四
）年

平
成
二
十
四
（二
〇
一
二
）
年

平
成
二
十
五(

二
〇
一
三)

年

横川久美代さん手作りの「おひもとき」精進料理

住職法話

婦人会手作りのおやつ（芋もち）

宇佐組合唱団・コールハイマート

三帰依･導唱 ピアノ（矢次久美子）

坊守･腹話術法話（アッちゃん）



初
日
の
感
話
は
、
四
日
市

小
菊
町
の
牧
本
和
孝
さ
ん
。

奥
さ
ん
の
三
回
忌
を
終
え
、

な
ん
と
な
く
「
空
っ
ぽ
に
な

り
た
い
」
と
歩
き
始
め
た
そ

う
で
、
こ
れ
ま
で
に
九
州
を

縦
断
、
四
国
を
お
遍
路
、
昨

年
か
ら
は
蓮
如
上
人
の
御
影

道
中
に
参
加
。
来
年
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
巡
礼
も
し
た
い
と
。
淡
々
と
お
話
さ
れ
る
お

姿
は
、
道
を
求
め
る
行
者
さ
ん
の
よ
う
で
し
た
。

二
日
目
の
感
話
は
、
柳
ヶ
浦

の
若
林
範
子
さ
ん
。
ダ
ン
プ
と

正
面
衝
突
す
る
よ
う
な
大
事
故

に
会
い
な
が
ら
も
、
医
者
の
予

告
を
は
る
か
に
超
え
て
回
復
で

き
た
の
は
、
仏
法
を
歓
ぶ
ご
家

庭
に
育
て
ら
れ
、
暗
く
落
ち
込
ま
ず
に
、
現
実
を
受
け

止
め
て
い
く
力
を
も
ら
っ
て
い
た
か
ら
、
と
。
感
謝
と

思
い
や
り
の
た
え
ぬ
若
林
さ
ん
で
し
た
。

初
日
は
、
宇
佐
市
樋
田
の

｢

樋
田
郵
便
局｣

の
中
村
恵
子

さ
ん
が
友
人
の
安
達
か
ず
み

さ
ん
と
デ
ュ
オ
で
「
コ
ン
ド

ル
は
飛
ん
で
い
く
」
な
ど
親

し
み
深
い
曲
か
ら
ク
ラ
シ
ッ

ク
ま
で
演
奏
し
て
下
さ
い
ま

し
た
。
ふ
だ
ん
聞
く
こ
と
の

な
い
フ
ル
ー
ト
の
音
色
に
、

お
参
り
し
て
い
た
皆
が
、
う
っ

と
り
と
聴
き
惚
れ
た
楽
し
い

ひ
と
時
で
し
た
。

二
日
目
は
、
院
内
町
の
向
野
理
恵
さ
ん
の
書
道
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
。
理
恵
さ
ん
は
生
ま
れ
つ
き
心
臓
が
悪
く
虚
弱

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
お
母
さ
ん
は
そ
う
し
た
理
恵
さ
ん

を
深
い
愛
情
を
も
っ
て
見
守
り
続
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
お
母
さ
ん
へ
の
感
謝
の
想
い
を
込
め
て
「
命
」
と

「
母
の
歌
」
の
二
つ
を
全
身
全
霊
で
書
い
て
下
さ
い
ま

し
た
。
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九
月
二
十
九
日
（
金
）

11
時

永
代
経
勤
行

（
物
故
者
追
弔
会
）

門
徒
感
話
（
牧
本
和
孝
）

ミ
ニ
法
話
（
藤
谷

信
）

12
時

お
斎
（
お
に
ぎ
り･

漬
け
物
）

《
チ
ャ
リ
テ
ィ･

バ
ザ
ー
》

13
時
フ
ル
ー
ト
演
奏

中
村
恵
子･
安
達
か
ず
み

13
時
半

彼
岸
会
勤
行

（
同
朋
奉
讃
式
第
一
）

法
話
（
坊
守
・
腹
話
術
法
話
）

講
題｢

四
苦
八
苦
を
超
え
て｣

九
月
三
十
日
（
土
）

11
時

永
代
経
勤
行

（
物
故
者
追
弔
会
）

門
徒
感
話
（
若
林
範
子
）

ミ
ニ
法
話
（
村
田

風
）

12
時

お
斎
（
お
に
ぎ
り･

漬
け
物
）

《
チ
ャ
リ
テ
ィ･

バ
ザ
ー
》

13
時

書
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

向
野
理
恵

13
時
半

彼
岸
会
勤
行

（
同
朋
奉
讃
式
第
一
）

法
話

（
住
職
）

講
題
「
こ
こ
が
浄
土
の
南
無
阿
弥

陀
仏
」

感

話

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
得
て

今
年
も
バ
ザ
ー
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
売
上
げ
金

の
六
九
、
六
七
〇
円
は
、
台

風
18
号
で
市
内
が
水
没
し
た
津
久
見
市
で
、
炊
き
出
し

を
続
け
た
蓮
照
寺
さ
ん
に
届
け
ま
し
た
。

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

バ
ザ
ー

イ
ベ
ン
ト

平 成 2 9年 2 0 1 7 年
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平 成 3 0 年 （ 2 0 1 8 年 ） ご 案 内

ミニ法話 藤谷 信

手品 湯口景右さん日本舞踊･後藤美代子さん他

婦人会・お斎の用意キム花夏（はな）優夏（ゆな）姉妹

バザー 50,290円の売上げでした
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勝
福
寺
に
も
戦
前
に
は
鐘
楼
が
あ
り
ま
し
た

が
、
戦
争
中
、
軍
の
命
令
で
仏
具
や
梵
鐘
が
供

出
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
戦
後
、
多
く
の
寺
で
梵

鐘
は
鋳
造
し
な
お
さ
れ
ま
し
た
が
、
勝
福
寺
で

は
眼
前
に
四
日
市
別
院
の
鐘
楼
が
あ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
再
び
梵
鐘
を
鋳
造
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
し
た
事
情
も
あ
り
、
勝
福
寺
は
、
四
日

市
別
院
に
協
力
す
る
形
で
除
夜
の
鐘
を
撞
か
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
婦
人
会
の
有
志

が
、
渡
辺
麹
屋
さ
ん
が
提
供
し
て
下
さ
っ
た
麹

で
造
っ
た｢

甘
酒｣

を
参
詣
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
振
る

舞
っ
て
お
り
ま
す
。

修
正
会
は
本
来
、
元
旦
の
早
朝
に
勤
め
ら
れ

る
も
の
で
す
が
、
勝
福
寺
で
は
前
夜
、
ご
門
徒

の
有
志
の
方
と
共
に
四
日
市
別
院
の
除
夜
の
鐘

の
お
手
伝
い
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
午
後
一

時
か
ら
修
正
会
の
お
勤
め
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
勤
め
を
終
え
た
後
は
、
坊
守
が
丹
精
込
め

て
造
っ
て
く
れ
た
お
せ
ち
料
理
を
囲
み
な
が
ら
、

新
し
い
一
年
の
抱
負
な
ど
を
語
り
合
っ
た
り
し

て
過
ご
す
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平成22年（2010年）修正会

平成30年（2018年）
参詣者へ甘酒の振るまい

平成22年（2010年）山門から平成23年（2011年）雪の除夜の鐘 平成30年（2018年）

平成28年（2016年）みんなでおせち料理を囲んで



法 要 名 期  間 講  師  名 参詣者
報恩講 1989/1/25～28 細川静照先生
永代経春季彼岸会 1989/4/21～23 石黒明信先生
秋季彼岸会 1889/9/11～13 渋谷 円先生 141
報恩講 1990/1/25～28 細川静照先生
永代経春季彼岸会 1990/4/23～25 石黒明信先生
秋季彼岸会 1990/9/7～9 三人の若手住職（氏名不明） 160
報恩講 1991/1/25～27 松本梶丸先生 294
永代経春季彼岸会 1991/4/20～22 石黒明信先生 151
秋季彼岸会 199１/9/25～27 谷口美恵子先生（25）平木正則先生（26）樋口正毅先生（27）212
報恩講 1992/1/23～25 松本梶丸先生 308
永代経春季彼岸会 1992/4/10～12 林暁宇先生 228
秋季彼岸会   ナシ
報恩講 1993/1/25～28 松本梶丸先生 329
春季彼岸会 1993/4/25～27 加藤清次先生 175
秋季彼岸会 1993/9/16～17 藤原正遠先生、利枝先生 178
報恩講 1994/1/23～25 鍵主良敬先生
春季彼岸会 1994/4/10～12  不明
秋季彼岸会 1994/9/17～18  不明
報恩講 1995/1/21～23 鍵主良敬先生
春季彼岸会 1995/4/21～22  不明
秋季彼岸会 1995/10/12～13  不明
報恩講 1996/1/20～22 鍵主良敬先生 210
春季彼岸会 1996/4/21～22 藤原正遠先生、利枝先生 156
秋季彼岸会 1996/10/12～13 林暁宇先生 167
報恩講 1997/1/25～27 高岡孝之先生
春季彼岸会 1997/4/20～21 藤原正遠先生、利枝先生
御遠忌・本堂落慶 1997/10/18～19 松本梶丸先生（蓮如上人500回御遠忌・本堂落慶法要）
報恩講 1998/1/23～25 福島和人先生 241
春季彼岸会 1998/4/12～13 藤原利枝先生 189
秋季彼岸会 1998/10/1～2 林暁宇先生 173
報恩講 1999/1/28～30 福島和人先生 233
春季彼岸会 1999/4/14～15 藤原利枝先生 168
秋季彼岸会 1999/10/6～7 林暁宇先生 174
報恩講 2000/1/21～24 福島和人先生 238
春季彼岸会 2000/4/14～15 河村とし子先生 223
秋季彼岸会 2000/10/3～4 大石法夫先生 206
報恩講 2001/1/26～28 千部良穂先生 240
春季彼岸会 2001/4/15～16 亀岡邦生先生    155
秋季彼岸会 2001/10/11～12 谷口美恵子先生    169
報恩講 2002/1/25～27 五十嵐務先生、中本昌年先生 294
春季彼岸会 2002/4/13～14 田畑正久先生、住職 231
秋季彼岸会 2002/10/1～2 藤原利枝先生 247
報恩講 2003/1/24～26 五十嵐務先生、中本昌年先生 273
春季彼岸会 2003/4/26～27 谷田暁峯先生 197
秋季彼岸会 2003/10/4～5 高雲昌美先生 175
報恩講 2004/1/23～25 五十嵐務先生、中本昌年先生 298
春季彼岸会 2004/4/10～11 牧野桂一先生 160
秋季彼岸会 2004/10/6～7 高雲昌美先生 145

各法要の講師一覧

平成3年

平成8年

平成9年

平成元年

平成2年

平成4年

平成5年

平成6年

平成7年

平成10年

平成12年

平成13年

平成11年

平成14年

平成15年

平成16年

- 51 -



報恩講 2005/1/21～23 酒井正知先生 288
春季彼岸会 2005/4/10～11 張 偉(チャン・ウェイ)先生 146
秋季彼岸会 2005/10/8～9 高雲昌美先生 154
報恩講 2006/1/27～29 酒井正知先生、他 291
春季彼岸会 2006/4/8～9 宮岳文隆先生 123
秋季彼岸会 2006/10/7～8 渡辺愛子先生 171
報恩講 2007/1/26～28 田畑正久先生、住職 308
春季彼岸会 2007/4/7～8 宮岳文隆先生 137
秋季彼岸会 2007/10/6～7 渡辺愛子先生 170
報恩講 2008/1/25～27 高橋法信先生(26、27)、住職(25昼)、五十嵐先生(25夜) 331
春季彼岸会 2008/4/11～12 宮岳文隆先生 134
秋季彼岸会 2008/10/10 ～11 渡辺愛子先生 150
報恩講 2009/1/23～25 高橋法信先生(24．25)住職(23) 254
春季彼岸会 2009/4/10～11 谷田暁峯先生 143
秋季彼岸会 2009/10/2～3 住職 164
報恩講 2010/1/22～24 高橋法信先生(23．24)住職(22) 280
春季彼岸会 2010/4/9～10 谷田暁峯先生 136
秋季彼岸会 2010/10/1～2 住職・坊守 166
報恩講 2011/1/28～30 佐野明弘先生(29、30)住職(28) 307
春季彼岸会 2011/4/8～9 藤本愛吉先生 164
秋季彼岸会 2011/10/7～8 住職・坊守 147
報恩講 2012/1/20～22 佐野明弘先生(20、21)住職(20) 255
春季彼岸会 2012/4/13～14 藤本愛吉先生 155
秋季彼岸会 2012/10/5～6 住職・坊守 161
報恩講 2013/1/18～20 佐野明弘先生(19、20)住職(18) 300
春季彼岸会 2013/4/5～6 藤本愛吉先生 143
秋季彼岸会 2013/10/8～9 住職・坊守
報恩講 2014/1/24～26 鍵主良敬先生(25、26)、住職(24) 270
春季彼岸会 2014/4/4～5 國田法應先生 148
秋季彼岸会 2014/10/3～4 住職・坊守 156
報恩講 2015/1/23～25 鍵主良敬先生(24､25)、住職(23) 259
春季彼岸会 2015/4/3～4 渋谷 円先生 117
秋季彼岸会 2015/10/2～3 住職・坊守 136
報恩講 2016/1/22～24 鍵主良敬先生(23、24)、住職(22) 247
春季彼岸会 2016/3/25～26 川村妙慶先生（25）、住職・坊守（26） 165
秋季彼岸会 2016/10/7～8 住職、坊守、藤谷信、村田風 142
報恩講 2017/1/27～29 平野喜之先生（28､29）、住職（27日） 273
春季彼岸会 2017/3/24～25 酒井浄圓先生(24)、村上由香思先生(25) 119
秋季彼岸会 2017/9/29～30 住職、坊守、藤谷信、村田風 133
報恩講 2018/1/26～28 平野喜之先生（27､28）、住職（26） 279
春季彼岸会 2018/4/16～17 川村妙慶先生 127
秋季彼岸会 2018/9/28～29 住職、坊守、藤谷信、藤谷風 112
報恩講 2019.1 /25～27 平野喜之先生（26，27）、住職(25) 228
春季彼岸会 2019/4/7～8 川村妙慶先生 108
秋季彼岸会 2019/9/27～28 住職、坊守 105
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