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春
た
け
な
わ
の
好
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

久
々
に
花
の
宴
も
解
禁
と
な
り
、
心
う
ら

ら
か
に
晴
れ
わ
た
る
よ
う
な
気
持
ち
で
す
。

　

四
月
の
第
三
日
曜
日
は
当
山
本
尊
弘
法

大
師
さ
ま
の
大
祭
で
す
。
花
日
和
の
な
か

皆
さ
ま
共
に
法
悦
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
し

ま
し
ょ
う
。

◎
三
年
ぶ
り
の
も
ち
ま
き
開
催
で
す
！

袋
を
ご
持
参
の
う
え
、
動
き
や
す
い
恰
好

で
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。
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轉
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願
札
授
与

昼
食
接
待

独りよがりで人の道を顧みることが無くなれば、国も人も同じく廃れていくもの。
自身をわきまえ縁に感謝する暮らしを送る人を、四天王は尊び守るのだ。

法
　
要
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前
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時
半
よ
り
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仕

　

珍
し
く
家
族
が
リ
ビ
ン
グ
に
集
ま
り
テ

レ
ビ
に
か
じ
り
つ
き
、
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
が
叫
ぶ
。「
九
回
裏
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
満

塁
。
一
打
サ
ヨ
ナ
ラ
の
場
面
で
す
。
さ
あ

侍
ジ
ャ
パ
ン
、
こ
こ
が
世
界
一
へ
の
正
念

場
だ
！
」

…

ん
？
そ
れ
、
仏
教
語
で
す
ね
ぇ
！

　

こ
こ
ぞ
、
こ
こ
が
大
事
と
い
う
重
大
な

場
面
や
局
面
の
時
に
使
わ
れ
る
「
正
念
場
」

と
い
う
言
葉
。
用
例
の
古
く
は
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
の
舞
台
で
、
主
人
公
が
そ
の
役
の

本
領
（
性
根
）
を
発
揮
す
る
場
面
の
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
、「
性
根
場
」
と
も
表
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
言
葉
の
発
祥
は
お
釈
迦
様
の
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
初

め
て
の
説
法
で
語
っ
た
修
行
法
、「
八
正

道
」。
の
う
ち
の
一
つ
「
正
念
」。
直
訳
は

正
し
く
念
慮
す
る
。
仏
道
修
行
に
お
い
て

は
、
雑
念
を
離
れ
、
悟
り
の
た
め
に
た
だ

一
心
に
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

　

大
き
く
解
釈
す
る
と
「
正
念
」
と
は
「
自

ら
が
向
か
う
べ
き
正
し
い
道
を
信
じ
、
歩

み
を
進
め
る
決
意
を
持
っ
て
い
る
状
態
」。

そ
し
て
、
い
つ
が
正
念
場
な
の
か
を
考
え

る
と
、
毎
日
、
い
つ
な
ん
時
も
が
正
念
場

な
の
で
す
。

《
八
正
道
》

正
見
（
正
し
い
見
解
が
持
て
る
か
ら
、）

正
思
（
正
し
い
思
考
が
で
き
る
。）

正
語
（
ゆ
え
に
正
し
い
言
葉
と
、）

正
業
（
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、）

正
命
（
身
口
意
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
。）

正
精
進
（
そ
う
し
た
生
活
を
元
に
正
し
い

法
　
話
　
午
前
十
一
時
頃
よ
り

「
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い

神
仏
習
合
の
謎
」

広
島
県
福
山
市 

光
明
院

住

職

坂
田
光
永
僧
正

も
ち
ま
き
　
午
後
十
二
時
半
頃
よ
り

努
力
を
重
ね
る
の
で
、）

正
念
（
正
し
い
自
己
実
現
を
念
じ
る
こ
と

が
で
き
、）

正
定（
結
果
、正
し
い
精
神
統
一
を
完
成
し
、

智
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）

弘
法
大
師
正
御
影
供

四
月
十
六
日
㈰
午
前
九
時
半
よ
り

わ
す

わ
す
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一
日
の
法
務
を
終
え
て
、
夕
方
本
堂
の

雨
縁
で
お
施
餓
鬼
の
供
養
を
し
ま
す
。
こ

れ
は
今
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
、
高
野
山
真

別
処
圓
通
律
寺
か
ら
の
習
慣
で
あ
り
ま
す
。

　

毎
食
時
の
ご
飯
を
少
し
施
餓
鬼
の
器
に

入
れ
て
お
き
、
施
餓
鬼
法
を
修
法
い
た
し

ま
す
。
そ
の
後
に
お
下
が
り
の
ご
飯
な
ど

を
大
師
塚
の
方
に
施
食
し
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
私
が
本
堂
の
雨
縁
に
座
る

と
、
鳥
た
ち
が
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
近
頃
は
「
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
」
と
何

と
も
言
え
な
い
美
し
い
声
で
、
ウ
グ
イ
ス

も
大
師
塚
に
来
て
く
れ
る
の
で
す
。
ど
う

や
ら
私
は
エ
サ
を
く
れ
る
お
っ
ち
ゃ
ん
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
鳥
さ
ん
た
ち
は

よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

ま
た
当
山
で
は
毎
日
、
朝
六
時
、
夕
六

時
に
山
門
の
鐘
を
つ
く
こ
と
が
日
課
に
な

っ
て
い
ま
す
。
夕
方
六
時
の
鐘
を
つ
き
に

行
き
ま
す
と
、
国
道
二
十
四
号
線
の
向
こ

う
側
の
山
林
の
方
か
ら
、
ま
る
で
そ
の
音

を
喜
ぶ
よ
う
に
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
と
鳴
い
て
、

私
の
鐘
つ
き
を
待
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う

に
も
思
う
の
で
す
。

森
羅
万
象
　
悉
有
仏
性

　

こ
の
言
葉
は
幾
度
と
な
く
耳
に
し
、
語

っ
て
も
き
ま
し
た
。
私
も
七
十
才
を
迎
え
、

ま
た
一
つ
教
え
を
頂
い
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。

　

こ
の
世
は
、
す
べ
て
が
つ
な
が
っ
て
い

る
。
人
間
が
主
役
で
は
な
い
。
す
べ
て
が

調
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
そ
の

も
の
が
神
で
あ
り
仏
な
の
だ
。
そ
の
中
に
、

私
た
ち
は
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
観
じ

る
の
で
す
。

住 

職　

桑

山

慈

紹

毎月21日は月並御影供 (９時半～)・28日は不動尊護摩供 (９時～)です。
どなたでもお気軽にご参拝くださいませ。入退出自由、昼食お接待です。

　

珍
し
く
家
族
が
リ
ビ
ン
グ
に
集
ま
り
テ

レ
ビ
に
か
じ
り
つ
き
、
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
が
叫
ぶ
。「
九
回
裏
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
満

塁
。
一
打
サ
ヨ
ナ
ラ
の
場
面
で
す
。
さ
あ

侍
ジ
ャ
パ
ン
、
こ
こ
が
世
界
一
へ
の
正
念

場
だ
！
」

…

ん
？
そ
れ
、
仏
教
語
で
す
ね
ぇ
！

　

こ
こ
ぞ
、
こ
こ
が
大
事
と
い
う
重
大
な

場
面
や
局
面
の
時
に
使
わ
れ
る
「
正
念
場
」

と
い
う
言
葉
。
用
例
の
古
く
は
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
の
舞
台
で
、
主
人
公
が
そ
の
役
の

本
領
（
性
根
）
を
発
揮
す
る
場
面
の
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
、「
性
根
場
」
と
も
表
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
言
葉
の
発
祥
は
お
釈
迦
様
の
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
初

め
て
の
説
法
で
語
っ
た
修
行
法
、「
八
正

道
」。
の
う
ち
の
一
つ
「
正
念
」。
直
訳
は

正
し
く
念
慮
す
る
。
仏
道
修
行
に
お
い
て

は
、
雑
念
を
離
れ
、
悟
り
の
た
め
に
た
だ

一
心
に
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

　

大
き
く
解
釈
す
る
と
「
正
念
」
と
は
「
自

ら
が
向
か
う
べ
き
正
し
い
道
を
信
じ
、
歩

み
を
進
め
る
決
意
を
持
っ
て
い
る
状
態
」。

そ
し
て
、
い
つ
が
正
念
場
な
の
か
を
考
え

る
と
、
毎
日
、
い
つ
な
ん
時
も
が
正
念
場

な
の
で
す
。

《
八
正
道
》

正
見
（
正
し
い
見
解
が
持
て
る
か
ら
、）

正
思
（
正
し
い
思
考
が
で
き
る
。）

正
語
（
ゆ
え
に
正
し
い
言
葉
と
、）

正
業
（
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、）

正
命
（
身
口
意
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
。）

正
精
進
（
そ
う
し
た
生
活
を
元
に
正
し
い

こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
が

こ
と
ご
と
く
　
仏
心
を
も
っ
て
い
る

　

当
山
の
正
御
影
供
に
あ
た
っ
て
、
多
額

の
御
喜
捨
・
ご
支
援
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
芳
名
頂
い
た
皆
様
の
家
内
安

全
・
身
体
健
全
を
御
祈
願
し
て
お
り
ま
す
。

御
影
供
運
営
資
金
と
し
て
、
大
切
に
使
わ

せ
て
頂
き
ま
す
。

努
力
を
重
ね
る
の
で
、）

正
念
（
正
し
い
自
己
実
現
を
念
じ
る
こ
と

が
で
き
、）

正
定（
結
果
、正
し
い
精
神
統
一
を
完
成
し
、

智
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）

し
ん

ら

ば
ん

し
ょ
う

し
つ

う

ぶ
っ

し
ょ
う
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家相・方位の相談をお受けいたします。新築・リフォーム・転宅の際は
ご相談ください。
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本
年
三
月
十
一
日
は
、
東
日
本
大
震
災

の
十
三
回
忌
と
い
う
節
目
の
年
で
す
。
テ

レ
ビ
な
ど
で
も
、
被
災
地
の
復
興
と
変
化

を
取
り
上
げ
た
報
道
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

私
は
そ
の
日
、
高
野
山
で
の
師
僧
の
法
印

転
衣
式
よ
り
帰
っ
て
す
ぐ
の
こ
と
だ
っ
た

の
で
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
い
ま

だ
に
津
波
の
映
像
を
見
る
と
、
胸
が
締
め

付
け
ら
れ
る
思
い
で
す
。

　

災
害
発
生
後
し
ば
ら
く
し
て
、
私
自
身

も
い
く
つ
か
の
団
体
で
支
援
に
関
わ
り
ま

し
た
が
、
被
災
地
に
お
い
て
私
た
ち
宗
教

家
に
求
め
ら
れ
る
本
質
は
「
鎮
魂
の
供
養
」

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て

あ
の
人
は
流
さ
れ
て
、
自
分
は
生
き
残
っ

た
の
か
。
そ
こ
に
運
命
は
あ
り
ま
せ
ん
。

不
条
理
な
現
実
を
受
け
止
め
る
の
に
必
要

な
の
は
、
亡
く
な
っ
た
魂
が
安
ら
か
で
あ

る
こ
と
だ
け
で
す
。
頭
で
分
か
っ
て
い
て

も
、
自
分
だ
け
穏
や
か
な
日
々
を
取
り
戻

す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
供
養
を
担
う
私
に
は
、
そ

れ
だ
け
の
力
が
あ
る
の
か
、
と
自
分
自
身

を
問
い
直
す
わ
け
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
、

無
い
と
答
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

も
そ
も
真
言
宗
に
お
い
て
の「
法
力
」は「
加

持
力
」
と
さ
れ
、
僧
侶
個
人
の
力
量
で
は

な
く
、
い
か
に
仏
の
力
を
自
身
に
反
映
さ

せ
る
か
だ
と
説
か
れ
ま
す
。

　

夜
空
に
満
月
が
の
ぼ
り
、
池
に
そ
の
姿

が
映
る
の
を
思
い
浮
か
べ
て
く
だ
さ
い
。

月
は
仏
様
、
水
面
は
私
た
ち
の
心
で
す
。

波
立
っ
て
い
る
と
綺
麗
に
映
り
ま
せ
ん
。

ゴ
ミ
が
浮
い
て
い
て
も
い
け
ま
せ
ん
。
こ

　

珍
し
く
家
族
が
リ
ビ
ン
グ
に
集
ま
り
テ

レ
ビ
に
か
じ
り
つ
き
、
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
が
叫
ぶ
。「
九
回
裏
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
満

塁
。
一
打
サ
ヨ
ナ
ラ
の
場
面
で
す
。
さ
あ

侍
ジ
ャ
パ
ン
、
こ
こ
が
世
界
一
へ
の
正
念

場
だ
！
」

…

ん
？
そ
れ
、
仏
教
語
で
す
ね
ぇ
！

　

こ
こ
ぞ
、
こ
こ
が
大
事
と
い
う
重
大
な

場
面
や
局
面
の
時
に
使
わ
れ
る
「
正
念
場
」

と
い
う
言
葉
。
用
例
の
古
く
は
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
の
舞
台
で
、
主
人
公
が
そ
の
役
の

本
領
（
性
根
）
を
発
揮
す
る
場
面
の
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
、「
性
根
場
」
と
も
表
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
言
葉
の
発
祥
は
お
釈
迦
様
の
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
初

め
て
の
説
法
で
語
っ
た
修
行
法
、「
八
正

道
」。
の
う
ち
の
一
つ
「
正
念
」。
直
訳
は

正
し
く
念
慮
す
る
。
仏
道
修
行
に
お
い
て

は
、
雑
念
を
離
れ
、
悟
り
の
た
め
に
た
だ

一
心
に
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

　

大
き
く
解
釈
す
る
と
「
正
念
」
と
は
「
自

ら
が
向
か
う
べ
き
正
し
い
道
を
信
じ
、
歩

み
を
進
め
る
決
意
を
持
っ
て
い
る
状
態
」。

そ
し
て
、
い
つ
が
正
念
場
な
の
か
を
考
え

る
と
、
毎
日
、
い
つ
な
ん
時
も
が
正
念
場

な
の
で
す
。

れ
ら
は
去
来
す
る
「
煩
悩
」
で
す
。
そ
し
て
、

時
に
は
月
は
雲
の
影
に
隠
れ
ま
す
。
分
厚

い
雲
に
お
お
わ
れ
て
、
月
は
そ
も
そ
も
出

て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
疑
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
の
夜
空
は
、「
信
心
」
を
表
し

ま
す
。

　

月
の
光
が
水
面
に
差
す
こ
と
を
「
加
」、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
写
す
こ
と
を
「
持
」
と

い
い
、
仏
の
光
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る

か
ら
こ
そ
「
加
持
力
＝
法
力
」
が
発
揮
さ
れ

る
わ
け
で
す
。
心
の
池
に
た
だ
よ
う
ゴ
ミ

を
日
々
取
り
除
く
。
空
に
浮
か
ぶ
雲
が
重

な
っ
て
い
か
な
い
よ
う
に
、
風
通
し
の
よ

い
気
持
ち
を
保
つ
。
そ
れ
が
修
行
で
あ
り

ま
す
。

　

私
は
、
加
持
力
は
決
し
て
僧
侶
の
専
売

特
許
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
信
心
あ
る
と

こ
ろ
に
、
日
々
の
精
進
あ
る
と
こ
ろ
に
、

必
ず
顕
れ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
生
き
仏
の
姿
、
即
身
成
仏
の
姿
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

南
無
大
師
遍
照
金
剛　
　
　
　
　
　

合 

掌

《
八
正
道
》

正
見
（
正
し
い
見
解
が
持
て
る
か
ら
、）

正
思
（
正
し
い
思
考
が
で
き
る
。）

正
語
（
ゆ
え
に
正
し
い
言
葉
と
、）

正
業
（
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、）

正
命
（
身
口
意
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
。）

正
精
進
（
そ
う
し
た
生
活
を
元
に
正
し
い

努
力
を
重
ね
る
の
で
、）

正
念
（
正
し
い
自
己
実
現
を
念
じ
る
こ
と

が
で
き
、）

正
定（
結
果
、正
し
い
精
神
統
一
を
完
成
し
、

智
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）



畑
で
紡
ぐ
思
い
出

畑
で
紡
ぐ
思
い
出

畑
で
紡
ぐ
思
い
出

轉 法 輪 4( )

水子の個人供養を受け付けています。毎日9時、11時、14時、16時から
お勤めを致します。

　

畑
が
空
い
た
の
で
野
菜
作
り
を
し
な
い

か
と
義
姉
に
勧
め
ら
れ
た
。
夫
は
肩
こ
り

が
ひ
ど
い
し
腰
も
痛
む
。
私
は
「
ド
ッ
コ

イ
シ
ョ
。ヨ
イ
シ
ョ
」の
掛
け
声
ば
か
り
で
、

き
び
き
び
と
動
け
な
い
今
日
こ
の
ご
ろ
だ
。

昔
の
よ
う
に
作
れ
る
だ
ろ
う
か…

…
。

　

今
は
犬
の
運
動
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

畑
で
、
我
が
家
も
野
菜
作
り
を
し
、
楽
し

い
思
い
出
を
紡
い
で
き
た
。
子
ど
も
が
小

さ
い
こ
ろ
ス
イ
カ
を
育
て
て
い
て
、
こ
ん

な
こ
と
が
あ
っ
た
。
花
が
咲
き
親
指
く
ら

い
の
実
が
つ
く
と
、
家
族
皆
楽
し
み
で
日

に
何
度
も
見
に
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
く
ら
い
の
大
き
さ
に
な
っ
て

か
ら
一
向
に
大
き
く
な
ら
な
い
。
不
思
議

に
思
っ
た
夫
が
見
る
と
実
の
付
け
根
の
所

が
折
れ
て
い
た
。恐
ら
く
息
子
が
手
に
取
っ

て
コ
ロ
コ
ロ
と
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

　

優
し
く
問
い
た
だ
す
と
彼
は
ニ
タ
ッ
！

と
笑
っ
た
。
ま
だ
保
育
所
に
も
行
か
な
い

夏
の
日
の
こ
と
。

　

掛
か
る
費
用
と
労
力
を
考
え
る
と
買
う

方
が
安
い
時
も
あ
る
。
ご
近
所
か
ら
も
い

た
だ
く
。
し
か
し
収
穫
の
喜
び
だ
け
は
買

う
こ
と
も
、
も
ら
う
こ
と
も
で
き
な
い
。

と
り
わ
け
芋
類
を
掘
り
起
こ
す
時
の
ワ
ク

ワ
ク
感
は
た
ま
ら
な
い
。
あ
ん
な
楽
し
い

「
芋
づ
る
式
に
上
が
る
」
を
悪
い
例
え
に
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
私
は
不
満
を
覚
え
て

い
る
。

　

結
局
、
世
話
の
か
か
ら
な
い
ジ
ャ
ガ
イ

モ
を
作
る
こ
と
に
し
た
。
今
、
芽
を
出
し

た
葉
は
日
に
日
に
大
き
く
な
り
、
そ
の
日

が
待
ち
遠
し
い
。
夫
は
仕
事
か
ら
帰
る
と

日
没
ま
で
の
僅
か
な
時
間
を
畑
で
過
ご
す
。

「
お
父
さ
ー
ん
。
ご
は
ん
で
す
よ
ー
」

「
オ
ー
ッ
」。
肩
こ
り
も
腰
痛
も
忘
れ
た
よ

う
な
明
る
い
声
が
返
っ
て
き
た
。

第
八
回
「
正
念
場
」

　

珍
し
く
家
族
が
リ
ビ
ン
グ
に
集
ま
り
テ

レ
ビ
に
か
じ
り
つ
き
、
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
が
叫
ぶ
。「
九
回
裏
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
満

塁
。
一
打
サ
ヨ
ナ
ラ
の
場
面
で
す
。
さ
あ

侍
ジ
ャ
パ
ン
、
こ
こ
が
世
界
一
へ
の
正
念

場
だ
！
」

…

ん
？
そ
れ
、
仏
教
語
で
す
ね
ぇ
！

　

こ
こ
ぞ
、
こ
こ
が
大
事
と
い
う
重
大
な

場
面
や
局
面
の
時
に
使
わ
れ
る
「
正
念
場
」

と
い
う
言
葉
。
用
例
の
古
く
は
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
の
舞
台
で
、
主
人
公
が
そ
の
役
の

本
領
（
性
根
）
を
発
揮
す
る
場
面
の
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
、「
性
根
場
」
と
も
表
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
言
葉
の
発
祥
は
お
釈
迦
様
の
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
初

め
て
の
説
法
で
語
っ
た
修
行
法
、「
八
正

道
」。
の
う
ち
の
一
つ
「
正
念
」。
直
訳
は

正
し
く
念
慮
す
る
。
仏
道
修
行
に
お
い
て

は
、
雑
念
を
離
れ
、
悟
り
の
た
め
に
た
だ

一
心
に
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

　

大
き
く
解
釈
す
る
と
「
正
念
」
と
は
「
自

ら
が
向
か
う
べ
き
正
し
い
道
を
信
じ
、
歩

み
を
進
め
る
決
意
を
持
っ
て
い
る
状
態
」。

そ
し
て
、
い
つ
が
正
念
場
な
の
か
を
考
え

る
と
、
毎
日
、
い
つ
な
ん
時
も
が
正
念
場

な
の
で
す
。

坂

田

笑
津
子

《
八
正
道
》

正
見
（
正
し
い
見
解
が
持
て
る
か
ら
、）

正
思
（
正
し
い
思
考
が
で
き
る
。）

正
語
（
ゆ
え
に
正
し
い
言
葉
と
、）

正
業
（
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、）

正
命
（
身
口
意
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
。）

正
精
進
（
そ
う
し
た
生
活
を
元
に
正
し
い

努
力
を
重
ね
る
の
で
、）

正
念
（
正
し
い
自
己
実
現
を
念
じ
る
こ
と

が
で
き
、）

正
定（
結
果
、正
し
い
精
神
統
一
を
完
成
し
、

智
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）

し
ょ
う
ね
ん　

ば
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荷
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花
火

稲
荷
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と
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轉 法 輪5( )

お子様の撰名を致します。出来るかぎりご両親の希望に沿いながら、
姓名学に則った良名を選ばせて頂いております。

　

珍
し
く
家
族
が
リ
ビ
ン
グ
に
集
ま
り
テ

レ
ビ
に
か
じ
り
つ
き
、
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
が
叫
ぶ
。「
九
回
裏
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
満

塁
。
一
打
サ
ヨ
ナ
ラ
の
場
面
で
す
。
さ
あ

侍
ジ
ャ
パ
ン
、
こ
こ
が
世
界
一
へ
の
正
念

場
だ
！
」

…

ん
？
そ
れ
、
仏
教
語
で
す
ね
ぇ
！

　

こ
こ
ぞ
、
こ
こ
が
大
事
と
い
う
重
大
な

場
面
や
局
面
の
時
に
使
わ
れ
る
「
正
念
場
」

と
い
う
言
葉
。
用
例
の
古
く
は
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
の
舞
台
で
、
主
人
公
が
そ
の
役
の

本
領
（
性
根
）
を
発
揮
す
る
場
面
の
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
、「
性
根
場
」
と
も
表
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
言
葉
の
発
祥
は
お
釈
迦
様
の
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
初

め
て
の
説
法
で
語
っ
た
修
行
法
、「
八
正

道
」。
の
う
ち
の
一
つ
「
正
念
」。
直
訳
は

正
し
く
念
慮
す
る
。
仏
道
修
行
に
お
い
て

は
、
雑
念
を
離
れ
、
悟
り
の
た
め
に
た
だ

一
心
に
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

　

大
き
く
解
釈
す
る
と
「
正
念
」
と
は
「
自

ら
が
向
か
う
べ
き
正
し
い
道
を
信
じ
、
歩

み
を
進
め
る
決
意
を
持
っ
て
い
る
状
態
」。

そ
し
て
、
い
つ
が
正
念
場
な
の
か
を
考
え

る
と
、
毎
日
、
い
つ
な
ん
時
も
が
正
念
場

な
の
で
す
。

《
八
正
道
》

正
見
（
正
し
い
見
解
が
持
て
る
か
ら
、）

正
思
（
正
し
い
思
考
が
で
き
る
。）

正
語
（
ゆ
え
に
正
し
い
言
葉
と
、）

正
業
（
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、）

正
命
（
身
口
意
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
。）

正
精
進
（
そ
う
し
た
生
活
を
元
に
正
し
い

　

去
る
三
月
十
一
日
に
稲
荷
祭
を
厳
修
し
、

当
山
の
稲
荷
様
〈
白
髭
稲
荷
明
神
〉〈
末
廣

稲
荷
明
神
〉
二
柱
の
威
光
倍
増
の
お
供
養

を
勤
め
、
檀
信
徒
各
家
の
家
内
安
全
・
商

売
繁
盛
・
五
穀
豊
穣
を
お
祈
り
し
ま
し
た
。

　

伏
見
稲
荷
大
社
を
総
本
宮
と
し
、
全
国

に
四
万
ほ
ど
も
あ
る
と
い
う
お
稲
荷
様
の

や
し
ろ
で
す
が
、
五
條
市
と
お
稲
荷
様
は

意
外
な
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

時
は
江
戸
、
三
代
目
家
光
の
頃
の
お
話

で
す
。
五
條
市
新
町
通
り
の
火
薬
工
場
に

勤
め
て
い
た
青
年 

弥
兵
衛
。
鉄
砲
や
狼
煙

な
ど
も
泰
平
の
時
代
に
は
お
役
御
免
。
ほ

か
の
事
が
で
き
な
い
か
と
目
に
つ
い
た
の

が
、
吉
野
川
（
紀
の
川
）
の
川
原
に
た
く
さ

ん
生
え
て
い
る
葦
の
茎
で
し
た
。
茎
に
火

薬
を
詰
め
て
、
手
持
ち
の
吹
き
出
し
花
火

を
作
っ
た
の
で
す
。「
花
の
火
」
と
し
て
売

り
出
し
た
花
火
は
た
ち
ま
ち
評
判
に
な
り
、

飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
こ
と
か
ら
弥
兵
衛
は

一
念
発
起
、
江
戸
の
町
に
出
て
勝
負
を
す

る
決
意
を
し
た
の
で
す
。

　

お
稲
荷
様
の
前
で
手
を
合
わ
せ
「
ど
う

か
商
売
が
成
功
し
ま
す
よ
う
に…

。
そ
う

だ
、店
を
構
え
る
な
ら
屋
号
を
決
め
な
き
ゃ

な
。
こ
れ
も
縁
だ
、
商
売
繁
盛
を
願
っ
て
、

屋
号
は
、
キ
ツ
ネ
さ
ん
が
く
わ
え
て
い
る

カ
ギ
を
い
た
だ
こ
う
」

　

日
本
橋
に「
鍵
屋
」を
開
い
て
ま
も
な
く
、

「
鍵
屋
弥
兵
衛
」
は
幕
府
御
用
達
の
花
火

師
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
時
が

た
ち
、
八
代
目
の
鍵
屋
番
頭
・
清
七
が
の

れ
ん
分
け
で
「
玉
屋
」
を
開
く
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
対
と
な
る
キ
ツ
ネ
の
持

ち
物
、
宝
珠
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。

努
力
を
重
ね
る
の
で
、）

正
念
（
正
し
い
自
己
実
現
を
念
じ
る
こ
と

が
で
き
、）

正
定（
結
果
、正
し
い
精
神
統
一
を
完
成
し
、

智
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）

「
か
ぎ
や
ー
」「
た
ま
や
ー
」
夏
の
夜
に
輝

く
花
火
に
か
け
ら
れ
る
賞
賛
の
声
は
、
五

條
の
町
か
ら
飛
び
出
し
た
青
年
の
熱
意
と

信
心
か
ら
で
き
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

の
ろ
し

あ
し



体
験
談
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ご詠歌、祈祷太鼓の練習会を開いています。
体験参加歓迎！寺務所までお問い合わせください。

　

珍
し
く
家
族
が
リ
ビ
ン
グ
に
集
ま
り
テ

レ
ビ
に
か
じ
り
つ
き
、
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
が
叫
ぶ
。「
九
回
裏
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
満

塁
。
一
打
サ
ヨ
ナ
ラ
の
場
面
で
す
。
さ
あ

侍
ジ
ャ
パ
ン
、
こ
こ
が
世
界
一
へ
の
正
念

場
だ
！
」

…

ん
？
そ
れ
、
仏
教
語
で
す
ね
ぇ
！

　

こ
こ
ぞ
、
こ
こ
が
大
事
と
い
う
重
大
な

場
面
や
局
面
の
時
に
使
わ
れ
る
「
正
念
場
」

と
い
う
言
葉
。
用
例
の
古
く
は
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
の
舞
台
で
、
主
人
公
が
そ
の
役
の

本
領
（
性
根
）
を
発
揮
す
る
場
面
の
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
、「
性
根
場
」
と
も
表
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
言
葉
の
発
祥
は
お
釈
迦
様
の
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
初

め
て
の
説
法
で
語
っ
た
修
行
法
、「
八
正

道
」。
の
う
ち
の
一
つ
「
正
念
」。
直
訳
は

正
し
く
念
慮
す
る
。
仏
道
修
行
に
お
い
て

は
、
雑
念
を
離
れ
、
悟
り
の
た
め
に
た
だ

一
心
に
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

　

大
き
く
解
釈
す
る
と
「
正
念
」
と
は
「
自

ら
が
向
か
う
べ
き
正
し
い
道
を
信
じ
、
歩

み
を
進
め
る
決
意
を
持
っ
て
い
る
状
態
」。

そ
し
て
、
い
つ
が
正
念
場
な
の
か
を
考
え

る
と
、
毎
日
、
い
つ
な
ん
時
も
が
正
念
場

な
の
で
す
。

《
八
正
道
》

正
見
（
正
し
い
見
解
が
持
て
る
か
ら
、）

正
思
（
正
し
い
思
考
が
で
き
る
。）

正
語
（
ゆ
え
に
正
し
い
言
葉
と
、）

正
業
（
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、）

正
命
（
身
口
意
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
。）

正
精
進
（
そ
う
し
た
生
活
を
元
に
正
し
い

　

去
る
三
月
十
一
日
に
稲
荷
祭
を
厳
修
し
、

当
山
の
稲
荷
様
〈
白
髭
稲
荷
明
神
〉〈
末
廣

稲
荷
明
神
〉
二
柱
の
威
光
倍
増
の
お
供
養

を
勤
め
、
檀
信
徒
各
家
の
家
内
安
全
・
商

売
繁
盛
・
五
穀
豊
穣
を
お
祈
り
し
ま
し
た
。

　

伏
見
稲
荷
大
社
を
総
本
宮
と
し
、
全
国

に
四
万
ほ
ど
も
あ
る
と
い
う
お
稲
荷
様
の

や
し
ろ
で
す
が
、
五
條
市
と
お
稲
荷
様
は

意
外
な
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

時
は
江
戸
、
三
代
目
家
光
の
頃
の
お
話

で
す
。
五
條
市
新
町
通
り
の
火
薬
工
場
に

勤
め
て
い
た
青
年 

弥
兵
衛
。
鉄
砲
や
狼
煙

な
ど
も
泰
平
の
時
代
に
は
お
役
御
免
。
ほ

か
の
事
が
で
き
な
い
か
と
目
に
つ
い
た
の

が
、
吉
野
川
（
紀
の
川
）
の
川
原
に
た
く
さ

ん
生
え
て
い
る
葦
の
茎
で
し
た
。
茎
に
火

薬
を
詰
め
て
、
手
持
ち
の
吹
き
出
し
花
火

を
作
っ
た
の
で
す
。「
花
の
火
」
と
し
て
売

り
出
し
た
花
火
は
た
ち
ま
ち
評
判
に
な
り
、

飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
こ
と
か
ら
弥
兵
衛
は

一
念
発
起
、
江
戸
の
町
に
出
て
勝
負
を
す

る
決
意
を
し
た
の
で
す
。

　

お
稲
荷
様
の
前
で
手
を
合
わ
せ
「
ど
う

か
商
売
が
成
功
し
ま
す
よ
う
に…

。
そ
う

だ
、店
を
構
え
る
な
ら
屋
号
を
決
め
な
き
ゃ

な
。
こ
れ
も
縁
だ
、
商
売
繁
盛
を
願
っ
て
、

屋
号
は
、
キ
ツ
ネ
さ
ん
が
く
わ
え
て
い
る

カ
ギ
を
い
た
だ
こ
う
」

　

日
本
橋
に「
鍵
屋
」を
開
い
て
ま
も
な
く
、

「
鍵
屋
弥
兵
衛
」
は
幕
府
御
用
達
の
花
火

師
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
時
が

た
ち
、
八
代
目
の
鍵
屋
番
頭
・
清
七
が
の

れ
ん
分
け
で
「
玉
屋
」
を
開
く
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
対
と
な
る
キ
ツ
ネ
の
持

ち
物
、
宝
珠
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。

　

私
は
こ
の
春
に
大
切
な
仕
事
を
控
え
て

い
ま
し
た
。
必
ず
成
功
し
て
結
果
を
残
し

た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
通
勤
の
途
中
に

あ
り
ま
す
犬
飼
寺
に
時
間
が
あ
れ
ば
立
ち

寄
り
、
本
堂
の
前
で
手
を
合
わ
す
日
々
が

続
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
仕
事
当
日
の
朝
。
出
勤
の
た
め

車
に
乗
り
込
み
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
て
か
ら
、

季
節
外
れ
の
霜
に
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
が

真
っ
白
な
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。「
こ
の

凍
り
方
は
お
湯
が
い
る
か
な
」
と
一
旦
家

に
入
っ
て
お
湯
を
汲
み
外
に
出
る
と
、
車

が
少
し
動
い
た
気
が
し
ま
し
た
。
気
の
せ

い
か
、
と
思
い
見
な
お
す
と
、
無
人
の
車

は
じ
り
じ
り
と
駐
車
場
を
進
ん
で
い
き
ま

す
。

　

そ
う
、
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
と
き
に
無

意
識
に
パ
ー
キ
ン
グ
を
外
し
、
シ
フ
ト
を

Ｄ
に
入
れ
て
い
た
の
で
す
。
初
め
は
エ
ン

ジ
ン
が
冷
え
て
い
る
の
で
動
き
ま
せ
ん
。

　

暖
ま
っ
た
こ
と
で
ク
リ
ー
プ
（
ア
ク
セ

ル
を
踏
ま
な
く
て
も
ゆ
っ
く
り
進
む
状
態
）

に
入
っ
た
の
で
す
。
向
い
に
停
ま
っ
て
い

る
車
ま
で
の
距
離
は
お
よ
そ
四
～
五
メ
ー

ト
ル
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
衝
突
待
っ
た

な
し
の
状
況
で
す
。
あ
わ
て
て
車
に
走
り

寄
り
、
ド
ア
を
開
け
て
シ
ー
ト
に
体
を
滑

り
込
ま
せ
な
が
ら
、
必
死
で
ブ
レ
ー
キ
ペ

ダ
ル
が
あ
る
と
思
う
場
所
に
足
を
張
り
出

し
ま
し
た
。

　

「
止
ま
っ
た…

。」
早
朝
の
駐
車
場
は
い

つ
も
の
よ
う
に
、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の

よ
う
に
静
か
な
も
の
で
し
た
が
、私
は
真
っ

白
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
を
見
つ
め
、
し
ば

ら
く
の
あ
い
だ
動
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

も
し
戻
る
の
が
十
秒
遅
け
れ
ば
。
お
湯

を
汲
む
と
き
に
家
族
と
話
を
し
て
い
た
ら
、

ト
イ
レ
に
で
も
行
っ
て
い
た
ら
、
間
違
い

な
く
向
い
の
車
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
ま
し
た
。

事
故
扱
い
で
仕
事
は
欠
勤
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
時
間
を
か
け
て
準
備
し
た
大
切
な
仕

事
も
お
じ
ゃ
ん
で
す
。
も
う
、
ほ
っ
と
す

る
よ
り
も
「
助
け
て
い
た
だ
い
た
」
と
い
う

気
持
ち
で
一
杯
で
し
た
。

　

そ
の
日
の
大
仕
事
を
無
事
に
終
え
て
帰

り
道
、
犬
飼
寺
の
お
大
師
様
の
前
で
手
を

あ
わ
せ
、
今
朝
の
反
省
と
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
し
た
。
自
分
自
身
の
振
舞
い
に
気
を

付
け
な
が
ら
、
見
守
っ
て
頂
い
て
い
る
お

大
師
様
に
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
に
暮
ら
し

て
い
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

匿
名
さ
ん

努
力
を
重
ね
る
の
で
、）

正
念
（
正
し
い
自
己
実
現
を
念
じ
る
こ
と

が
で
き
、）

正
定（
結
果
、正
し
い
精
神
統
一
を
完
成
し
、

智
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）

「
か
ぎ
や
ー
」「
た
ま
や
ー
」
夏
の
夜
に
輝

く
花
火
に
か
け
ら
れ
る
賞
賛
の
声
は
、
五

條
の
町
か
ら
飛
び
出
し
た
青
年
の
熱
意
と

信
心
か
ら
で
き
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
ね
。



毎
月
二
十
一
日

毎
月
二
十
一
日

弘
法
大
師
御
縁
日

弘
法
大
師
御
縁
日

毎
月
二
十
八
日

毎
月
二
十
八
日

不
動
尊
護
摩
供
厳
修

不
動
尊
護
摩
供
厳
修

毎
月
の
法
要
日
に

ぜ
ひ
御
参
拝
く
だ
さ
い

毎
月
の
法
要
日
に

ぜ
ひ
御
参
拝
く
だ
さ
い

護摩供養
内拝のご案内

轉 法 輪7( )

本誌『轉法輪』に掲載する寄稿文を募集しています。仏さまに関することや、
心動かされたエピソードがあれば寺務所までお送りください。

　

珍
し
く
家
族
が
リ
ビ
ン
グ
に
集
ま
り
テ

レ
ビ
に
か
じ
り
つ
き
、
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
が
叫
ぶ
。「
九
回
裏
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
満

塁
。
一
打
サ
ヨ
ナ
ラ
の
場
面
で
す
。
さ
あ

侍
ジ
ャ
パ
ン
、
こ
こ
が
世
界
一
へ
の
正
念

場
だ
！
」

…

ん
？
そ
れ
、
仏
教
語
で
す
ね
ぇ
！

　

こ
こ
ぞ
、
こ
こ
が
大
事
と
い
う
重
大
な

場
面
や
局
面
の
時
に
使
わ
れ
る
「
正
念
場
」

と
い
う
言
葉
。
用
例
の
古
く
は
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
の
舞
台
で
、
主
人
公
が
そ
の
役
の

本
領
（
性
根
）
を
発
揮
す
る
場
面
の
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
、「
性
根
場
」
と
も
表
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
言
葉
の
発
祥
は
お
釈
迦
様
の
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
初

め
て
の
説
法
で
語
っ
た
修
行
法
、「
八
正

道
」。
の
う
ち
の
一
つ
「
正
念
」。
直
訳
は

正
し
く
念
慮
す
る
。
仏
道
修
行
に
お
い
て

は
、
雑
念
を
離
れ
、
悟
り
の
た
め
に
た
だ

一
心
に
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

　

大
き
く
解
釈
す
る
と
「
正
念
」
と
は
「
自

ら
が
向
か
う
べ
き
正
し
い
道
を
信
じ
、
歩

み
を
進
め
る
決
意
を
持
っ
て
い
る
状
態
」。

そ
し
て
、
い
つ
が
正
念
場
な
の
か
を
考
え

る
と
、
毎
日
、
い
つ
な
ん
時
も
が
正
念
場

な
の
で
す
。

《
八
正
道
》

正
見
（
正
し
い
見
解
が
持
て
る
か
ら
、）

正
思
（
正
し
い
思
考
が
で
き
る
。）

正
語
（
ゆ
え
に
正
し
い
言
葉
と
、）

正
業
（
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、）

正
命
（
身
口
意
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
。）

正
精
進
（
そ
う
し
た
生
活
を
元
に
正
し
い

　

私
は
こ
の
春
に
大
切
な
仕
事
を
控
え
て

い
ま
し
た
。
必
ず
成
功
し
て
結
果
を
残
し

た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
通
勤
の
途
中
に

あ
り
ま
す
犬
飼
寺
に
時
間
が
あ
れ
ば
立
ち

寄
り
、
本
堂
の
前
で
手
を
合
わ
す
日
々
が

続
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
仕
事
当
日
の
朝
。
出
勤
の
た
め

車
に
乗
り
込
み
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
て
か
ら
、

季
節
外
れ
の
霜
に
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
が

真
っ
白
な
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。「
こ
の

凍
り
方
は
お
湯
が
い
る
か
な
」
と
一
旦
家

に
入
っ
て
お
湯
を
汲
み
外
に
出
る
と
、
車

が
少
し
動
い
た
気
が
し
ま
し
た
。
気
の
せ

い
か
、
と
思
い
見
な
お
す
と
、
無
人
の
車

は
じ
り
じ
り
と
駐
車
場
を
進
ん
で
い
き
ま

す
。

　

そ
う
、
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
と
き
に
無

意
識
に
パ
ー
キ
ン
グ
を
外
し
、
シ
フ
ト
を

Ｄ
に
入
れ
て
い
た
の
で
す
。
初
め
は
エ
ン

ジ
ン
が
冷
え
て
い
る
の
で
動
き
ま
せ
ん
。

　

暖
ま
っ
た
こ
と
で
ク
リ
ー
プ
（
ア
ク
セ

ル
を
踏
ま
な
く
て
も
ゆ
っ
く
り
進
む
状
態
）

に
入
っ
た
の
で
す
。
向
い
に
停
ま
っ
て
い

る
車
ま
で
の
距
離
は
お
よ
そ
四
～
五
メ
ー

ト
ル
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
衝
突
待
っ
た

な
し
の
状
況
で
す
。
あ
わ
て
て
車
に
走
り

寄
り
、
ド
ア
を
開
け
て
シ
ー
ト
に
体
を
滑

り
込
ま
せ
な
が
ら
、
必
死
で
ブ
レ
ー
キ
ペ

ダ
ル
が
あ
る
と
思
う
場
所
に
足
を
張
り
出

し
ま
し
た
。

　

「
止
ま
っ
た…

。」
早
朝
の
駐
車
場
は
い

つ
も
の
よ
う
に
、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の

よ
う
に
静
か
な
も
の
で
し
た
が
、私
は
真
っ

白
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
を
見
つ
め
、
し
ば

ら
く
の
あ
い
だ
動
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

も
し
戻
る
の
が
十
秒
遅
け
れ
ば
。
お
湯

を
汲
む
と
き
に
家
族
と
話
を
し
て
い
た
ら
、

ト
イ
レ
に
で
も
行
っ
て
い
た
ら
、
間
違
い

な
く
向
い
の
車
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
ま
し
た
。

事
故
扱
い
で
仕
事
は
欠
勤
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
時
間
を
か
け
て
準
備
し
た
大
切
な
仕

事
も
お
じ
ゃ
ん
で
す
。
も
う
、
ほ
っ
と
す

る
よ
り
も
「
助
け
て
い
た
だ
い
た
」
と
い
う

気
持
ち
で
一
杯
で
し
た
。

　

そ
の
日
の
大
仕
事
を
無
事
に
終
え
て
帰

り
道
、
犬
飼
寺
の
お
大
師
様
の
前
で
手
を

あ
わ
せ
、
今
朝
の
反
省
と
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
し
た
。
自
分
自
身
の
振
舞
い
に
気
を

付
け
な
が
ら
、
見
守
っ
て
頂
い
て
い
る
お

大
師
様
に
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
に
暮
ら
し

て
い
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

※

四
月
は
正
御
影
供
法
要
に
振
替
で
す

ご
自
身
・
ご
家
族
の
健
康
祈
願
・

心
願
成
就
の
為
に

ご
先
祖
様
の
お
供
養
の
為
に

仏
さ
ま
と
の
ご
縁
を
よ
り
深
め
て

頂
く
為
に

特
に
個
人
祈
祷
で
御
祈
願
を
さ
れ
た
方
は
、

法
要
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
御
加
護
・
御
利

益
を
お
受
け
頂
く
こ
と
で
、
心
願
成
就
に
導

か
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

午
前
九
時
半
よ
り

　
　
お
砂
踏
み
霊
場
お
つ
と
め

午
前
十
時
よ
り
十
二
時
頃
ま
で

　
　
弘
法
大
師
月
並
御
影
供

　
　
　
法
要
・
お
加
持
・
法
話
等

午
前
九
時
よ
り
十
二
時
頃
ま
で

　
　
　
護
摩
・
法
話
等

不動尊護摩

努
力
を
重
ね
る
の
で
、）

正
念
（
正
し
い
自
己
実
現
を
念
じ
る
こ
と

が
で
き
、）

正
定（
結
果
、正
し
い
精
神
統
一
を
完
成
し
、

智
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）

護摩の火を間近で
拝んで頂けます

毎月の護摩の法要において

その月の生まれ月の方

当月に大きなお願いがある方

(試験･手術など)

護摩壇のそばに座って頂けます。

・内拝は法要の途中で行います。

・一人ずつ内陣にご案内します。

・白衣をお貸しします。

・お一人2 ～ 3分位まででお願いします。



正
御
影
供

来
る
来
る
来
る４月

16
日
㈰

４
月
16
日
㈰

４
月
16
日
㈰
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ー 

お
世
話
人
さ
ま

ご
奉
仕
の
お
願
い 

ー

公式ホームページ　https: // inukai.infoで行事をお知らせしています。

※
四
月
二
十
一
日
の
毎
月
の
御
影
供
は
、
十
六

日
に
振
り
替
え
て
厳
修
い
た
し
ま
す
。
二
十

八
日
の
不
動
尊
護
摩
供
は
常
の
通
り
行
い
ま

す
。

　

珍
し
く
家
族
が
リ
ビ
ン
グ
に
集
ま
り
テ

レ
ビ
に
か
じ
り
つ
き
、
実
況
の
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
が
叫
ぶ
。「
九
回
裏
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
満

塁
。
一
打
サ
ヨ
ナ
ラ
の
場
面
で
す
。
さ
あ

侍
ジ
ャ
パ
ン
、
こ
こ
が
世
界
一
へ
の
正
念

場
だ
！
」

…

ん
？
そ
れ
、
仏
教
語
で
す
ね
ぇ
！

　

こ
こ
ぞ
、
こ
こ
が
大
事
と
い
う
重
大
な

場
面
や
局
面
の
時
に
使
わ
れ
る
「
正
念
場
」

と
い
う
言
葉
。
用
例
の
古
く
は
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
の
舞
台
で
、
主
人
公
が
そ
の
役
の

本
領
（
性
根
）
を
発
揮
す
る
場
面
の
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
、「
性
根
場
」
と
も
表
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
言
葉
の
発
祥
は
お
釈
迦
様
の
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
初

め
て
の
説
法
で
語
っ
た
修
行
法
、「
八
正

道
」。
の
う
ち
の
一
つ
「
正
念
」。
直
訳
は

正
し
く
念
慮
す
る
。
仏
道
修
行
に
お
い
て

は
、
雑
念
を
離
れ
、
悟
り
の
た
め
に
た
だ

一
心
に
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

　

大
き
く
解
釈
す
る
と
「
正
念
」
と
は
「
自

ら
が
向
か
う
べ
き
正
し
い
道
を
信
じ
、
歩

み
を
進
め
る
決
意
を
持
っ
て
い
る
状
態
」。

そ
し
て
、
い
つ
が
正
念
場
な
の
か
を
考
え

る
と
、
毎
日
、
い
つ
な
ん
時
も
が
正
念
場

な
の
で
す
。

午
前
九
時
半
よ
り

法
　
要

《
八
正
道
》

正
見
（
正
し
い
見
解
が
持
て
る
か
ら
、）

正
思
（
正
し
い
思
考
が
で
き
る
。）

正
語
（
ゆ
え
に
正
し
い
言
葉
と
、）

正
業
（
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、）

正
命
（
身
口
意
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
。）

正
精
進
（
そ
う
し
た
生
活
を
元
に
正
し
い

四
月
十
五
日(

土)

　
前
日
準
備

餅
つ
き
・
旗
立
て
・
掃
除
な
ど

四
月
十
六
日(

日)

　
当
日　

八
時
よ
り

御
影
供
諸
準
備
の
た
め
、お
手
伝
い
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

お
世
話
人
様
は
、
ハ
ッ
ピ･

袈
裟
な
ど
ご
着
衣

く
だ
さ
い
。

広
島
県
福
山
市 

光
明
院

住

職

坂
田
光
永
僧
正

<

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル>

昭
和
五
十
四
年
生
ま
れ
。
平
成
十
五
年
、
高
野
山
専

修
学
院
修
了
。
平
成
二
十
五
年
に
光
明
院
住
職
に
晋

山
。
趣
味
は
大
河
ド
ラ
マ
鑑
賞
。
お
寺
の
法
務
の
か

た
わ
ら
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
「
仏
教×

数
学
ち
ゃ
ん

ね
る
」
を
配
信
中
！

　

お
正
月
は
神
社
に
初
詣
。
ク
リ
ス
マ
ス
は
ケ
ー
キ
を

食
べ
、
結
婚
式
は
教
会
で
。
だ
け
ど
お
葬
式
は
仏
教
式
。

「
ち
ょ
っ
と
変
？
」
と
思
わ
れ
が
ち
な
日
本
人
の
宗
教

観
の
謎
を
と
く
鍵
は
、「
神
仏
習
合
」
に
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
千
三
百
年
の
あ
い
だ
共
存
し
て
き
た
「
神
と

仏
の
関
係
」
の
秘
密
に
迫
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い

神
仏
習
合
の
謎
」

午
前
十
一
時
頃
よ
り

法

話

努
力
を
重
ね
る
の
で
、）

正
念
（
正
し
い
自
己
実
現
を
念
じ
る
こ
と

が
で
き
、）

正
定（
結
果
、正
し
い
精
神
統
一
を
完
成
し
、

智
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）


