
温
暖
化
に
よ
って
、地
球
全
体
に
猛
暑
、豪
雨
、土
石
流
と
い
っ

た
現
象
が
起
こ
って
い
ま
す
。身
近
な
こ
と
で
す
と
、5
年
程
前
の

拙
寺
で
は
、扇
風
機
や
団
扇
、簾
な
ど
で
暑
さ
を
凌
い
で
い
ま
し

た
。夜
に
な
れ
ば
網
戸
か
ら
涼
し
い
風
が
入
って
き
た
も
の
で
す
。

日
中
は
蝉
が
沢
山
お
り
ま
し
た
が
蝉
一
つ
を
と
って
も
何
種
類

か
が
生
息
し
、そ
の
蝉
に
よ
って
季
節
の
進
み
具
合
が
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。し
か
し
現
在
は
、そ
の
生
態
系
が
少
し
ず
つ
変
化
し
て

い
ま
す
。人
間
の
飽
く
な
き
努
力
に
よ
って
暑
さ
が
凌
げ
、寒
さ

を
も
耐
え
得
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。人
間
に

よ
る
科
学
の
発
達
は
、暑
さ
寒
さ
か
ら
逃
げ
る
手
段
を
作
り
、

結
果
と
し
て
辛
抱
す
る
心
が
萎
え
て
き
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な

現
実
か
ら
の
逃
避
に
よ
って
子
供
へ
の
虐
待
、無
差
別
殺
人
、自

殺
者
が
増
え
、個
々
の
関
係
や
家
族
の
絆
が
薄
い
社
会
に
な
って

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。現
代
は
変
に
一
律
平
等
化
さ
れ
、一

人
一
人
の
特
性
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
、ま
た
生
か
し
き
れ
て
い
な

い
気
が
し
ま
す
。人
間
の
知
識
（脳
）に
よ
って
豊
か
さ
を
追
求
す

る
あ
ま
り
、自
然
を
破
壊
し
、自
然
の
生
態
系
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し

た
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
都
合
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
寂
し
い
限
り
で
す
。

「人
間
の
寿
命
に
は
限
り
が
あ
る
」と
教
え
ら
れ
ま
し
た
が
、

医
学
の
進
歩
に
よ
り
法
が
い
の
ち
を
量
る
よ
う
に
な
って
き
ま
し

た
。脳
死
は
人
の
死
と
さ
れ
、社
会
的
同
意
や
本
人
・家
族
の
同

意
が
あ
れ
ば
脳
死
患
者
の
臓
器
摘
出
は
許
さ
れ
る
こ
と
が
制
定

さ
れ
ま
し
た
。救
わ
れ
な
い
命
が
移
植
に
よ
って
救
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、現
代
医
学
は
す
ご
い
と
感
心
す
る
ば
か
り
で

す
。そ
の
反
面
、脳
死
状
態
は
ま
だ
患
者
の
体
が
温
か
く
、髪
も

髭
も
伸
び
て
い
く
そ
う
で
す
。そ
し
て
、肉
体
が
温
か
い
内
に
麻

酔
を
打
ち
、臓
器
を
摘
出
せ
ね
ば
役
に
立
た
な
い
と
聞
き
ま
す
。

で
す
が
、故
人
の
肉
体
が
無
く
な
って
も
人
間
は
人
間
で
あ
り
、

「も
の
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
。役
に
立
つ
と
か
立
た
な
い
「も
の
」と
し

て
の
問
題
で
な
く
、亡
く
な
ら
れ
た
方
の
歴
史
を
知
り
、そ
の
ご

縁
に
よ
って
私
も
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。社
会
が
同
意
し
た
か
ら
良
し
と
す
れ
ば
、一

方
で
は
人
の
死
を
待
って
い
る
人
も
い
る
わ
け
で
す
。最
悪
の
場

合
、次
世
代
で
は
臓
器
の
売
買
ま
で
進
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。非
常
に
心
配
で
あ
り
、憤
り
も
感
じ
ま
す
。科
学
の

正
し
さ
、多
数
決
の
正
し
さ
を
も
う
一
度
判
断
し
、人
間
自
身

を
内
省
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。未
来
に
向
か
っ

て
今
現
在
の
人
間
の
行
為
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
、私
た
ち
が

未
来
の
子
供
・孫
の
時
代
に
過
去
で
あ
る
今
現
在
の
私
た
ち
の

行
為
が
間
違
い
で
な
か
った
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
、し
っか
り
と
熟

慮
を
重
ね
て
慎
重
に
進
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

臓
器
移
植
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、全
国
で
行
方
不
明
の
高
齢

者
が
あ
ま
り
に
も
多
く
お
ら
れ
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。ま
た
育

児
放
棄
に
至
って
も
、育
児
放
棄
さ
れ
た
子
の
祖
父
母
ま
で
も

現
状
に
気
付
か
な
い
で
い
ま
す
。家
庭
関
係
の
薄
さ
や
絆
の
喪
失

を
思
う
の
と
同
時
に
も
う
一
度
、家
庭
と
は
何
か
を
問
わ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
で
す
。親
が
ど
こ
に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
は
、一

緒
に
住
む
こ
と
を
双
方
が
拒
否
し
た
結
果
で
あ
る
よ
う
に
感
じ

ま
す
。家
族
と
の
生
活
は
人
間
形
成
の
場
で
あ
り
、会
話
を
重

ね
る
毎
に
大
人
に
な
って
い
く
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。祖
父
や
祖

母
が
一
緒
に
生
活
す
る
中
で
衰
え
て
い
く
姿
が
最
近
で
は
見
え

な
く
な
り
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
、自
分
の
未
来
の
生
き
証
人
が

そ
の
場
か
ら
無
く
な
り
、た
だ
自
分
の
欲
望
と
い
か
に
楽
し
く
豊

か
に
生
き
る
か
だ
け
を
追
求
し
、必
要
で
な
い
も
の
は
排
除
し
て

い
く
傾
向
と
思
い
ま
す
。自
分
も
い
つ
か
排
除
さ
れ
る
身
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
想
像
力
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
行
く
べ
き
道
を
示
し
て
下
さ
る
、ま
た
事
実
を
生
き

て
き
た
人
の
行
為
、言
葉
を
継
い
で
い
き
ま
し
ょ
う
。ま
た
相
手

の
立
場
、考
え
を
尊
重
し
、互
い
に
向
か
い
あ
って
会
話
の
で
き
る

関
係
の
場
を
作
り
ま
し
ょ
う
。過
去
・現
在
・未
来
の
つ
な
が
り

で
生
き
て
い
る
こ
と
に
目
覚
め
、先
に
往
か
れ
た
人
々
が
往
く
べ

き
方
向
を
指
し
示
し
て
下
さ
い
ま
す
。そ
れ
は
「今
あ
る
こ
と
に

感
謝
し
あ
え
る
人
間
に
な
って
く
れ
よ
」と
願
って
お
ら
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
後
に
あ
る
川
柳
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「妻
自
立

子
供
独
立

お
れ
孤
立
」

家
族
と
の
結
び
つ
き
を
ど
う
持
て
ば
い
い
の
か
、日
々
反
省
し
な

が
ら
我
が
身
に
問
い
か
け
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

合
掌

当
寺
住
職

高
山
元
智
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親鸞聖人

～
ご
案
内
～

平
成
22
年
10
月
16
日
（
土
）

当
山
報
恩
講
執
行

法
要

午
後
一
時
よ
り

法
話

午
後
二
時
よ
り

布
教
使

浄
泉
寺
住
職
戸
田
信
行
師

非
時

午
前
十
一
時
よ
り

報
恩
茶
会

於
書
院
茶
室

午
前
九
時
半
よ
り
午
後
十
一
時
半
迄

年
に
一
度
の
報
恩
講
を
お
勤
め
致

し
ま
す
。
人
間
親
鸞
が
い
か
に
苦
悩
か

ら
脱
却
し
た
の
か
を
、
報
恩
講
の
お
勤

め
と
ご
法
話
を
通
し
て
学
ん
で
頂
け

た
ら
と
思
い
ま
す
。
皆
様
お
誘
い
合
わ

せ
の
上
、
御
参
詣
下
さ
る
事
を
、
寺
族

一
同
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

南
无
阿
弥
陀
仏

信
心
の
人
を
釈
迦
如
来
は
「
我
が

親
し
き
友
な
り
」
と
言
わ
れ
、
「
こ
の

信
心
の
人
を
真
の
仏
弟
子
と
い
え
り

[

真
宗
聖
典]

」
親
し
き
友
と
は
仏
様

の
教
え
に
遇
う
と
心
が
柔
ら
か
く
な

る
と
さ
れ
、
続
い
て
教
え
を
聞
い
て
忘

れ
ず
、
教
え
を
敬
い
、
教
え
を
喜
ぶ

人
と
あ
り
ま
す
。
人
間
は
尊
く
有
難

い
話
と
思
っ
て
も
喜
ぶ
べ
き
こ
と
を
喜

べ
な
い
者
で
あ
り
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス

の
世
界
に
毎
日
囚
わ
れ
て
い
ま
す
。

柔
ら
か
い
心
、
敬
う
心
は
、
そ
の
欲
望

に
縛
ら
れ
て
他
を
恨
み
、
嫉
み
し
て
い

る
自
分
に
懺
悔
す
る
心
を
教
え
聞

か
せ
て
頂
く
の
が
真
の
仏
弟
子
で
あ

り
、
そ
の
目
覚
め
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ

本
当
の
人
間
と
し
て
の
歩
み
が
は
じ

ま
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

親
の
恩
、
私
以
外
の
す
べ
て
の
も
の

に
感
謝
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
私
た
ち
は
目
に
は
見
え
な
い
も
の
、

形
の
な
い
も
の
に
は
な
か
な
か
そ
の

よ
う
な
心
が
起
き
て
こ
な
い
の
も
事

実
で
あ
り
ま
す
。
健
康
で
思
い
通
り

に
い
っ
て
い
る
時
な
ど
は
特
に
恩
に
報

ず
る
こ
と
な
ど
感
じ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
病
気
に
な
っ
た
り
老
い
が
き
た

り
す
る
と
、
父
祖
の
言
葉
・
行
為
が

自
分
の
為
に
言
っ
て
下
さ
っ
て
い
た
こ

と
に
初
め
て
気
付
く
で
し
ょ
う
。
全

て
の
人
に
迷
惑
を
か
け
ず
に
は
生

き
ら
れ
な
い
と
気
付
か
さ
れ
「
有
難

う
」
「
す
み
ま
せ
ん
」
と
言
え
る
時
、

自
分
に
は
見
え
な
か
っ
た
恩
に
報
い

る
心
が
芽
生
え
、
全
て
の
恩
恵
に
感

謝
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
自
分
に
気

付
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

浄
土
真
宗
と
言
い
ま
す
と
、
宗
派

の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

聖
人
の
心
は
「
浄
土
を
真
宗
の
宗

と
す
る
」
教
え
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
真
実
と
は
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
誰
に
で
も
通
じ
る
こ
と
で
す
。
我

が
身
に
成
就
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
要

と
す
る
こ
と
が
清
浄
な
る
心
、
互
い

に
尊
敬
し
合
え
る
精
神
的
世
界
が

浄
土
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
乗
と
は

大
き
な
乗
り
物
で
、
大
き
な
心
で

あ
り
ま
す
。
戒
律
を
守
っ
た
り
、
修

行
を
し
た
り
、
断
食
し
た
り
し
て

悟
り
を
得
る
こ
と
は
な
か
な
か
難

し
い
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
本
当
の
こ
と

が
で
き
な
い
、
本
当
の
救
い
を
知
ら

な
い
人
間
で
あ
り
ま
す
。
「
そ
ん
な

横
着
な
人
間
を
救
わ
ず
に
は
お
れ

な
い
」
と
の
大
き
な
こ
の
上
の
な
い
寛

容
な
仏
様
の
み
教
え
な
の
で
す
。



長
編
連
載

『
支支支支
ええええ
合合合合
いいいい
』』』』
⑧⑧⑧⑧

昭
和
区

久
遠
寺
檀
家
の
一
員
さ
ん

人
様
の
生
き
方
を
比
較
し
て
自
分
を
評

価
す
る
愚
か
さ
は
捨
て
た
い
も
の
で
す
。
長

い
人
生
に
は
い
ろ
い
ろ
の
障
壁
を
超
え
て

来
ま
し
ょ
う
。
直
面
し
て
も
出
来
れ
ば
余

力
を
残
す
こ
と
も
大
事
で
し
ょ
う
。全
力
で

当
た
る
は
少
な
か
ら
ず
疲
労
が
残
り
負
の

遺
産
と
な
り
回
を
重
ね
る
に
従
い
挫
折
の

憂
き
目
を
見
る
や
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
に
も
事
前
の
策
と
し
て
お
互
い
補
足
し

合
い
支
え
合
い
が
必
要
で
す
。
健
常
者
も

羅
病
写
も
、
貴
賤
の
夫
々
の
営
み
の
辿
っ

た
人
達
も
こ
の
世
か
ら
決
別
は
皆
、同
等

に
裸
で
帰
っ
て
行
く
の
で
す
。
過
ぎ
去
る
年

月
に
良
い
想
い
出
、
楽
し
い
想
い
出
を
数

多
く
作
り
「
最
後
善
け
れ
ば
全
て
善
し
」
で

終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

・
・
終
・
・

～
あ
と
が
き
～

久
遠
寺
檀
家
の
一
員
さ
ん
は
、
数
年
前

に
い
の
ち
の
宣
告
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
宣
告
に
も
全
く
動
じ
ず
、
日
々
自
分
の

体
と
向
き
合
い
な
が
ら
過
ご
し
て
お
ら

れ
ま
す
。
ご
夫
婦
と
も
ど
も
「
感
謝
」
の

心
を
常
に
持
た
れ
、
「
生
き
る
」
と
は
生

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
と
身
を
持
っ

て
お
教
え
下
さ
い
ま
す
。
次
回
か
ら
も

別
誌
『
心
の
響
き
』
を
連
載
致
し
ま
す
の

で
、
ご
愛
読
し
て
下
さ
い
ま
せ
。

あなたはいくつあなたはいくつあなたはいくつあなたはいくつ答答答答えられるえられるえられるえられる？！？！？！？！
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久遠寺の掲示板

平
成
平
成
平
成
平
成
22222222
年年年年
9999
月
掲
示

月
掲
示

月
掲
示

月
掲
示

①①①①-１１１１②②②②-３３３３③③③③-４４４４④④④④-１１１１

「「「「苦苦苦苦
し
い
の
は

し
い
の
は

し
い
の
は

し
い
の
は

私私私私
をををを
中
心
中
心
中
心
中
心
にににに

し
て
い
る
の
だ

し
て
い
る
の
だ

し
て
い
る
の
だ

し
て
い
る
の
だ
」」」」

平
野
修

平
野
修

平
野
修

平
野
修

苦
し
み
は
自
分
が
自
分
の
思
い
通
り
し

よ
う
と
す
る
考
え
か
ら
出
て
き
ま
す
。こ
の

苦
し
み
の
元
は
、
自
分
の
思
い
や
自
分
の

都
合
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
す
。
本
当
の

人
間
の
在
り
方
が
わ
か
ら
な
い
故
に
、
今

現
在
の
自
分
が
正
し
い
と
思
う
と
こ
ろ

か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

自
分
自
身
の
苦
し
み
と
は
、
「
私
の
妄
念

で
頭
で
あ
れ
こ
れ
分
別
し
て
、
そ
の
分
別

が
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（清
澤

満
之
）
」

と
言
わ
れ
「
人
の
為
・
外
物
の

為
で
な
く
自
分
の
妄
想
の
為
に
苦
し
む
」

と
言
わ
れ
ま
す
。
互
い
に
自
分
を
内
省
し
、

先
達
の
教
え
を
聞
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

報
恩
講
て
何
の
こ
と
？

①高田本山の報恩講は何月？
１、１月 ２、２月 ３、５月
４、９月 ５、１０月

②お非時・お斎はどういう意味？
１、休憩 ２、掃除 ３、食事

③久遠寺の報恩講で全員で唱える
お経さまはどれ？
１、仏説阿弥陀経 ２、正信偈
３、歎異抄 ４、文類偈

④報恩講で住職が登壇して読む
はなんという？
１、式文 ２、歎徳文、３、呪文

親
鸞
聖
人
は
九
十
歳
（
一
二
六
二

年
）
十
一
月
二
十
六
日
に
、
浄
土
に

お
還
り
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
五
年

に
太
陰
暦
を
太
陽
暦
に
替
わ
っ
た
の

を
機
に
、
一
月
十
六
日
を
ご
命
日
と

し
て
法
要
が
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
各
末
寺
に
お
い
て
は
十

月
を
始
め
と
し
て
十
一
月
・
十
二

月
・
一
月
に
報
恩
講
を
勤
め
て
お
り

ま
す
。
聖
人
の
ご
遺
骨
は
京
都
東
山

大
谷
の
地
に
お
納
め
ら
れ
、
そ
の
十

年
後
に
は
東
山
吉
水
の
地
に
ご
遺
骨

を
移
し
て
、
六
角
の
堂
を
建
立
し
、

聖
人
の
御
影
像
を
安
置
し
ま
し
た
。

報
恩
講
と
い
う
名
称
は
、
本
願
寺

第
三
代

覚
如
上
人
（
親
鸞
聖
人
の
曾

孫
）
が
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
讃
え
、

『
報
恩
講
私
記
』
を
著
さ
れ
た
時
か

ら
で
す
。

毎
年
の
ご
命
日
を
通
し
て
、
親
鸞

聖
人
の
ご
恩
徳
を
偲
び
、
聖
人
の
み

教
え
を
学
ば
せ
て
頂
く
、
ま
た
改
め

て
教
え
を
確
認
さ
せ
て
頂
く
事
が
、

報
恩
の
名
の
由
来
で
あ
り
ま
す
。
私

達
が
思
う
恩
に
報
い
る
と
は
、
両
親

ま
た
は
先
祖
・
恩
師
と
い
う
周
り
の

方
々
の
御
陰
で
今
の
自
分
が
あ
る
と

い
う
恩
恵
に
感
謝
す
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
真
宗
で
の
報
恩
は
、

九
十
年
の
生
涯
を
通
し
て
、
真
実
の

宗
教
と
は
何
で
あ
る
か
と
教
え
て
下

さ
っ
た
事
、
出
遇
わ
せ
て
頂
い
た
事

へ
の
感
謝
で
あ
る
こ
と
が
真
義
な
の

で
あ
り
ま
す
。

南
无
阿
弥
陀
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今
後
の
予
定

是
非
皆
様
お
揃
い
で
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。

今年は、如来堂と御影堂に挟まれて集合写真

真
宗
入
門
法
話
会
⑦

和
讃
和
讃
和
讃
和
讃
の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

～
副
題
未
定
～

11月16日（火）
午後1：30～

10月16日（土）
※時間詳細２Pにて

1月10日（月）
午前9～12時迄

久遠寺本堂平和公園墓地

修
正
会
（
お
正
月
）

おおおお
墓
参
墓
参
墓
参
墓
参
りりりり

報
恩
講

報
恩
講

報
恩
講

報
恩
講

久
遠
寺
蔵
軸

久
遠
寺
蔵
軸

久
遠
寺
蔵
軸

久
遠
寺
蔵
軸
のののの
調
査
調
査
調
査
調
査

がががが
終
了
終
了
終
了
終
了
し
ま
し
た

し
ま
し
た

し
ま
し
た

し
ま
し
た
！！！！

昨
年
、
第
一
回
『
虫
干
』
を
開
催

し
た
後
、
久
遠
寺
蔵
の
お
軸
を
数
点

博
物
館
の
先
生
に
調
査
を
依
頼
し
て

お
り
ま
し
た
。
先
日
調
査
が
終
了
し
、

ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
ご
説
明
頂
き

ま
し
た
。
博
物
館
に
依
頼
し
て
い
た

お
軸
は
、

一
、
『
翁
図
画
賛
』

伊
勢
門
水
筆

一
、
『
紅
葉
短
冊
図
画
賛
』
探
信
筆

一
、
『
白
梅
図
』

麻
谷
筆

一
、
『
杜
甫
乗
驢
図
』

探
幽
筆

一
、
『
書
状
』

松
花
堂
昭
乗
筆

の
五
点
で
、
今
年
八
月
に
催
し
た
第

二
回
『
虫
干
』
で
は
残
念
な
が
ら
出

展
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
ど
の

お
軸
も
ほ
と
ん
ど
が
江
戸
時
代
の
も

の
で
し
た
。
学
術
的
な
真
贋
に
つ
い

て
は
、

『
杜
甫
乗
驢
図
』
一
点
が

模
写
品
と
い
う
こ
と
で
残
念
で
あ
り

ま
し
た
が
、
日
常
使
用
す
る
に
は
申

し
分
な
い
ほ
ど
の
お
軸
で
あ
る
と
も

言
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
逆
に
良
い
も

の
に
関
し
て
は
、
『
白
梅
図
』
『
書

状
』
は
痛
み
が
激
し
く
、
一
度
修
理

し
た
方
が
良
い
と
の
こ
と
で
し
た
の

で
本
年
度
中
に
修
理
予
定
し
て
お
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
お
軸

八
月
下
旬
、
久
遠
寺
『
虫
干
』
を
開

催
致
し
ま
し
た
。
こ
の
残
暑
厳
し
す

ぎ
る
折
に
、
ご
足
労
頂
き
ま
し
た

方
々
本
当
に
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。

今
年
で
二
回
目
の
実
施
に
な
り
ま

す
。
い
つ
も
思
う
の
は
、
皆
さ
ま
と
一

緒
に
の
ん
び
り
し
な
が
ら
い
ろ
ん
な

お
話
が
で
き
る
こ
と
。
ご
来
寺
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
は
、
私
な
り
に
満
足

し
て
お
帰
り
下
さ
っ
た
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

今
回
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
写

経
も
、
ゆ
っ
く
り
時
間
を
忘
れ
て
没
頭

し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
よ

く
ご
質
問
頂
い
た
の
が
、
「
真
宗
で
写

経
っ
て
珍
し
い
ね
。
や
っ
て
も
い
い

の
？
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
常
日
頃
の

忙
し
い
我
が
身
を
少
し
離
れ
、
仏
様

久遠寺本堂・書院

報
恩
茶
会

報
恩
茶
会

報
恩
茶
会

報
恩
茶
会

真
宗
入
門
法
話
会
⑥

和
讃
和
讃
和
讃
和
讃
の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

～
恩
徳
讃
～

12月20日（月）
午後1：30～

久遠寺本堂

も
、
法
要
や
茶
会
に
最
適
な
も
の
と

お
墨
付
き
を
頂
き
ま
し
た
の
で
、
寺

の
お
勤
め
時
に
見
合
う
も
の
を
庫
裡

座
敷
や
書
院
座
敷
に
お
出
し
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
早
速
報
恩

茶
会
に
ど
れ
か
展
示
予
定
で
す
。

是
非
ご
来
寺
し
て
頂
き
、
お
茶
の
一

服
と
お
軸
を
楽
し
ん
で
頂
け
た
ら
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。
心
よ
り
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

南
无
阿
弥
陀
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髙
山
信
雄

の
近
く
で
の
ん
び
り
字
を
書
い
て
過

ご
し
て
く
だ
さ
れ
ば
、
と
い
う
だ
け

の
願
い
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
奉
納
も
し
ま
せ
ん
し
、
別
に

写
経
で
な
く
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
最
近
パ
ソ
コ
ン
時
代
に
な
っ
て

き
て
、
字
が
疎
か
に
さ
れ
て
い
る
時

代
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
自
分
の

字
を
通
し
て
「
あ
っ
自
分
は
こ
ん
な

字
を
書
い
た
ん
だ
、
思
っ
て
た
よ
り

下
手
だ
な
、
上
手
い
な
」
な
ど
自
分

自
身
に
目
を
向
け
て
も
ら
い
た
く
今

回
の
実
施
と
な
り
ま
し
た
。
で
す
か

ら
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
方
々
は
、
来

た
時
の
お
顔
よ
り
帰
ら
れ
る
お
顔

の
方
が
な
に
や
ら
充
実
し
た
よ
う

に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
の
実
施
の
際
に
は
、
是
非
ご

参
加
下
さ
い
ま
す
こ
と
を
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

南
无
阿
弥
陀
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衆
徒

髙
山
信
雄

◎
久
遠
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＆
ブ
ロ

グ
も
随
時
更
新
中
で
す
。
是
非

お
時
間
の
あ
る
時
に
ご
覧
く
だ

さ
い
。

◎
寺
報
記
事
も
随
時
募
集
中
で
す
。

ご
協
力
お
願
い
致
し
ま
す
。

◎
お
経
本
は
床
に
置
か
な
い
よ
う

に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

～～～～
おおおお
知知知知
ら
せ
ら
せ
ら
せ
ら
せ
～～～～


