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平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
午
前
十
一
時
よ
り
、
本
堂
修
復
に

向
け
た
閉
扉
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
新
し
い
教
化
セ
ン
タ
ー

香
光
殿
の
竣
工
式
も
修
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
新
築
と
な
っ
た

香
光
殿
研
修
室
で
、
新
た
な
る
第
二
十
五
代
専
如
ご
門
主
の
ご

消
息（
ご
門
徒
の
皆
様
に
向
け
た
お
手
紙
）の
発
布
式
が
総
局
に

よ
り
執
り
行
わ
れ
、
そ
の
趣
旨｢

自
信
教
人
信｣

の
も
と
宗
門
の
英

知
を
結
集
し
ご
法
義
を
次
代
に
伝
え
、
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ

し
て
行
き
た
い
旨
が
演
達
さ
れ
ま
し
た
。

　
第
二
十
五
代
専
如
ご
門
主
が
法
灯
を
継
承
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
本
願
寺
と
い
う
大
き
な
お
寺
を
継
承
し
た
の
で
は
な
く
、
宗

祖
親
鸞
聖
人
が
お
示
し
に
な
ら
れ
た
本
願
念
仏
の
ご
法
義
を
継

承
し
、
護
り
後
世
に
伝
え
て
行
く
先
頭
に
た
た
れ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
ご
法
義
の
灯
は
、
親
鸞
聖
人
以
来
現
在
に
至
る
ま
で

連
綿
と
受
け
継
が
れ
、
お
念
仏
に
生
き
る
人
々
を
照
ら
し
、
え

る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
私
た
ち
の
在
所
ま
で
赴
か
れ
お
念
仏
の
灯

火
を
燈
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
前
門
様
も
三
十
余
年
か
け
全

国
を
ご
巡
教
さ
れ
、
ご
法
義
を
護
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　
本
願
念
仏
の
ご
法
義
は
時
代
や
社
会
が
変
化
し
て
も
変
わ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
法
義
の
伝
え
方
は
、
社
会
の
変
化
に

つ
れ
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
の
香
光
殿
は
、

皆
様
も
ご
承
知
の
よ
う
に
本
山
の
布
教
と
聞
法
の
道
場
で
あ
っ

た
総
会
所
の
建
物
を
昭
和
三
十
四（
一
九
五
九
）年
に
私
た
ち
の

先
人
が
ご
本
山
よ
り
譲
り
受
け
、
岐
阜
の
ご
法
義
の
中
心
と
し
て

残
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
般
新
た
に
な
っ
た
教
化
セ
ン
タ
ー

「
香
光
殿
」は
、
受
け
継
ぐ
べ
き
伝
統
を
確
か
め
、
創
造
的
な
活
動

を
育
て
て
い
く
時
代
に
即
応
す
る
も
の
で
、
宗
祖
の
願
わ
れ
た

「
御
同
朋
の
た
め
に
、
お
念
仏
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
申
し
て
、
世
の

中
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
宗
祖
の
お
心
を
い
た
だ
き
、
自
ら
が
お
念
仏
に
遇
い
得
た
喜
び

を
多
く
の
方
々
や
次
代
へ
繋
ぎ
、
広
め
る
こ
と
が
私
た
ち
の
責

務
で
す
。
さ
あ
愈
々
本
堂
の
修
復
が
始
ま
り
ま
す
。
皆
様
と
共
々

に
極
楽
浄
土
の
荘
厳
を
子
ど
も
た
ち
に
孫
た
ち
に
伝
え
残
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

合
掌

岐
阜
教
区
教
務
所
長

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

　
　
　
　
岐
阜
教
区
委
員
会
委
員
長

河　
村　
信　
昭
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岐阜教区・岐阜別院　親鸞聖人750回大遠忌法要のコーナー

　
昨
年
十
一
月
か
ら
建
設
工
事
が
始
ま
っ
た
新
香
光
殿
が
九
月
末

に
完
成
し
、
引
き
渡
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
新
香
光
殿
は
延
床
面
積
一
一
〇
〇
㎡
の
鉄
骨
造
平
屋
建
て
で
、

各
種
法
要
や
会
合
に
対
応
出
来
る
よ
う
、
研
修
室
と
会
議
室
を
備

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
事
務
所
も
全
て
新
香
光
殿
へ
移
動
し
、
別

院
・
教
務
所
の
事
務
を
円
滑
に
進
め
る
事
の
出
来
る
現
代
に
即
し

た
建
物
と
し
て
完
成
い
た
し
ま
し
た
。

　
十
月
十
日（
金
）に
は
本
堂
修
復
工
事
起
工
式
に
引
き
続
き
、
新  

香
光
殿  

研
修
室
に
て
竣
工
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
法
要
で
は
各
組
代
表
者
出
勤
の
も
と
讃
佛
偈
の
お
勤
め
に
て
厳

修
致
し
ま
し
た
。
法
要
後
に
は

河
村
信
昭
岐
阜
別
院
輪
番
・
岐

阜
教
区
教
務
所
長
挨
拶
に
引
き

続
き
、
藤
野
堯
文
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
総
務
よ
り
祝
辞
を
い
た

だ
き
、
そ
の
後
横
山
善
道
法
要

委
員
会
委
員
長
よ
り
長
期
計
画

完
遂
に
む
け
て
更
な
る
ご
協
力

を
賜
り
た
い
と
の
ご
挨
拶
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
物
品
進
納
の
披
露
、

引
き
続
き
ご
列
席
の
皆
様
に
焼

香
を
し
て
い
た
だ
き
賑
々
し
く

終
了
い
た
し
ま
し
た
。

新
香
光
殿
完
成

　
　
　
竣
工
式
行
わ
れ
る

施設紹介
事務所

香光殿正面玄関

研修室

会議室
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本
堂
　
修
復
工
事

　
　
起
工
式
行
わ
れ
る

　
岐
阜
別
院
に
永
代
経（
院
号
）懇
志
を
納
め
て
い
た
だ
い
た
方
の

永
代
経
開
闢
法
要
を
、
九
月
二
十
二
日（
月
）～
二
十
四
日（
水
）の
秋

季
彼
岸
会
に
併
せ
て
、
岐
阜
別
院
本
堂
に
て
お
勤
め
し
ま
し
た
。
余

間
に
は
法
名
軸
を
掲
げ
、
河
村
輪
番
の
導
師
の
も
と
、
賑
々
し
く
お

勤
め
致
し
ま
し
た
。

　
お
勤
め
後
は 

橘 

行
信
師（
岐
阜
教
区
中
川
北
組
圓
勝
寺
）よ
り
ご
法

話
を
い
た
だ
き
、
三
日
間
合
計
で
五
十
三
名
の
参
拝
で
し
た
。

　

次
回
の
開
闢
法
要
は
、
春
季

彼
岸
会（
三
月
二
十
日
～
二
十
二

日
）に
厳
修
致
し
ま
す
。

　

今
後
も
永
代
経（
院
号
）懇
志

を
ご
進
納
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。

永
代
経
開か

い

闢び
ゃ
く

法
要
を

お
勤
め
し
ま
し
た
。

永
代
経（
院
号
）懇
志
進
納
者

　
十
月
十
日（
金
）午
前
十
一
時
よ
り
岐
阜
別
院
本
堂
に
お
い
て
、
十
二

礼
の
お
勤
め
に
て
本
堂
修
復
工
事
に
伴
う
起
工
式
を
各
組
代
表
者
の
出

勤
の
も
と
厳
修
致
し
ま
し
た
。教
区
内
の
各
役
職
者・教
化
団
体
関
係
者・

岐
阜
別
院
門
徒
等
の
一
五
〇
名
を
超
え
る
多
く
の
参
拝
者
の
中
、
賑
々

し
く
お
勤
め
さ
れ
本
堂
が
閉
扉
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
願
寺
岐
阜
別
院
は
、
慶
長
八（
一
六
〇
三
）年
本
願
寺
第
十
二
代
准

如
上
人
が
美
濃
地
方
を
ご
巡
教
さ
れ
た
時
、
一
柳
直
末（
ひ
と
つ
や
な
ぎ 

な
お
す
え
）は
じ
め
多
く
の
門
徒
が
、
九
間
四
面
の
本
堂
を
建
て
、
お
念

仏
の
道
場
と
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
浄
土
真
宗

の
み
教
え
を
伝
え
る
中
心
道
場
と
し
て
多
く
の
役
割
を
は
た
し
て
き
ま

し
た
。

　
昭
和
二
十
年
七
月
九
日
の
岐
阜
空
襲
で
本
堂
が
焼
失
し
た
時
も
、
僧
侶
・
門
信

徒
が
一
体
と
な
り
、
延
べ
四
五
〇
〇
名
を
超
え
る
門
信
徒
の
方
々
の
基
礎
工
事
の

奉
仕
や
、
浄
財
の
喜
捨
、
建
築
用
材
の
上
納
な
ど
に
よ
り
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
度
は
、
再
建
よ
り
六
十
有
余
年
が
た
ち
、
瓦
の
割
れ
や
梁
や
垂
木
が
折
れ

屋
根
が
下
が
っ
て
き
た
た
め
、
破
損
箇
所
等
の
取
替
、
耐
震
補
強
の
為
の
工
事
、

本
堂
内
陣
の
極
彩
色
を
順
次
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
本
堂
修
復
工
事
に
伴
い
屋
根
瓦
の
葺
き
替
え
を

お
こ
な
い
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
岐
阜
教
区
内
外
の
僧

侶
や
門
信
徒
、
有
縁
の
方
々
に
瓦
懇
志
の
お
願
い
を
し
て

お
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
懇
志
の
進
納
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ご
住
職
と

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
工
事
期
間
中
は
、
新
た
に
完
成
い
た
し
ま
し
た
新
香
光

殿
を
仮
本
堂
と
し
、
各
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

●崇敬寺院門徒懇志

●崇敬寺院住職懇志

●崇敬寺院衆徒懇志

●崇敬寺院院号懇志

●崇敬寺院特別懇志

●別院門徒懇志

◆総事業予算　　6億2,716万7,000円

総予算
現　在

総予算
現　在

総予算
現　在

総予算
現　在

総予算
現　在

総予算
現　在

（2014〔平成26〕年10月24日現在）
御進納ありがとうございました

2億6,544万7,000円

1億7,156万円 達成率 64.6％

2億6,200万円

1億3,665万円 達成率 52.2％

1,322万円

898万円 達成率 67.9％

1,350万円

925万円 達成率 68.5％

6,300万円

6,318万8,853円 達成率 100.3％

1,000万円

3,062万4,956円 達成率 306.2％
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キッズ

　
「
お
寺
を
子
ど
も
の
居
場
所
に
」
を
テ
ー
マ
に

と
い
た
だ
き
ま
し
て
、
平
成
十
九
年
よ
り
取
り

組
ま
れ
て
き
ま
し
た
、
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
、
宗
祖

親
鸞
聖
人
７
５
０
回
大
遠
忌
法
要
ま
で
に
、
我

が
岐
阜
教
区
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
９
割
の
お

寺
で
活
動
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
、
夏
の
お
泊
り
会
と
い
っ

た
子
ど
も
た
ち
の
夏
休
み
期
間
中
に
、
小
中
学

生
を
中
心
と
し
た
活
動
、
行
事
を
も
つ
こ
と
に

主
軸
を
置
い
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

教
区
内
、
14
組
が
同
じ
よ
う
な
歩
み
が
で
き

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
域
の
特

性
や
各
寺
院
の
状
況
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
運

動
展
開
を
い
た
だ
き
、
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
が
浸
透

し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
、「
新
た
な
始
ま
り
」

へ
の
兆
し
が
見
え
て
き
た
こ
と
が
、
大
い
な
る

評
価
で
き
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
れ
は
各
組
・
各
寺
院
で
、
子
ど
も
た
ち
と

と
も
に
在
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
探
り
、
教
化
活
動
に
つ
い
て
情
報
・

意
見
交
換
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

　
基
幹
運
動
の
目
指
す「
開
か
れ
た
お
寺
」へ
の

大
き
な
一
歩
と
言
え
る
の
が
、
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ

「
手
を
合
わ
せ
、

　 

お
念
仏
申
す
人
に

な
っ
て
も
ら
い
た
い
」

推
進
の
中
で
行
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
評
価

に
値
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
実
施
寺
院
か
ら
も「
ご
門
徒
と
一
体
化
し
た
寺

院
活
動
が
可
能
に
な
っ
た
」な
ど
、
好
意
的
に
受

け
止
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
声
が
多
く
寄
せ
ら

れ
て
も
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
運
動（
ご
縁
づ
く

り
）を
継
続
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
の
具
体
例

を
含
め
た
方
向
性
と
理
念
が
、「
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ

と
は
」「
３
つ
の
か
た
ち
」「
３
つ
の
視
点
」と
整

理
さ
れ
、
ご
提
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
に
は
、
子
ど
も
と
と
も
に
阿

弥
陀
さ
ま
の
願
い
を
聞
い
て
い
く
こ
と
の
で
き

る
場
、
と
し
て
の
お
寺
に
な
っ
て
い
こ
う
と
す

る
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
出
遇
う
ご
縁
の

多
く
は
家
庭
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
現
代
家
庭
の
多
く
は「
核
家
族
」を

通
り
越
し「
家
族
の
孤
別
化
」に
至
り
つ
つ
あ
り
、

伝
承
が
困
難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
加

え
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
よ
る
大
量
の
情
報
に
お

ぼ
れ
、
不
確
か
な
も
の
を
宗
教
と
受
け
取
っ
て

し
ま
い
か
ね
な
い
状
況
で
も
あ
り
ま
す
。

　

人
と
人
と
が
繋
が
る
経
験
と
実
感
が
得
に
く

い
中
で
、
自
己
肯
定
感
が
希
薄
に
な
り
、
や
り

場
の
な
い
程
の
孤
立
感
、
悩
み
や
不
安
を
抱
え

て
い
る
子
ど
も
や
若
者
に
、「
ひ
と
り
で
な
い

よ
」「
阿
弥
陀
さ
ま
が
ご
一
緒
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
よ
」「
お
寺
は
君
が
い
て
い
い
場
所
だ
よ
」

の
阿
弥
陀
さ
ま
に
出

遇
え
る
ご
縁（
環
境
）

を
、
持
つ
こ
と
で
、

本
当
の
意
味
で
の
サ

ン
ガ（
仏
法
を
よ
ろ

こ
ぶ
者
の
集
ま
り
）

を
め
ざ
し
た
い
と
こ

ろ
で
す
。

「３つのかたち」
１、 日常生活で
　生活の中で、「手を合わす」ことが自然に身につくよ
うに、各ご家庭へご本尊をおむかえいただくことの推
奨、日々のおつとめ、食前食後のことば、いただきもの
をお仏壇にお供えする、家庭での仏事（法事）へお参り
することを奨励するといった、これまで家庭やお寺で
なされてきたことを見直し、大切にしていきましょう。

２、法務・法要などで
　ご仏事やご葬儀は、お参りする子どもにとっては、
非日常的な経験であることです。そのような場で子ど
もたちが受けるお仏事や僧侶、法話への印象は、考え
る以上に子どもたちの心に響くことがあります。
　子どもにも配慮した法話の用意をしたり、報恩講な
ど各法要にお参りしやすいようにいたしましょう。

３、子どもに特化した催しなどで
　「初参式」「はなまつり」「サマースクール」「子ども
報恩講」「お経教室」など子どもたちを中心とした行事
を催すことで、門信徒や地域の方、親世代から年配者
にいたる様々なご縁ある人たちと、ともに阿弥陀さま
のご縁に遇いましょう。

「３つの視点」
１、「子どもの今に、み教えを」
　子どもの置かれている現状を学びつつ、ご縁づくり
をします。

２、「お寺を本来のすがたに」
　ご縁づくり活動を通して、世代を超えて集えるお寺
をめざします。

３、「お寺どうしが力を合わせて」
　地域のお寺が協力し合いながら、ご縁づくりをします。
　「３つのかたち」に示した取り組み（１．日常生活で
のご縁づくり、２．平素の法務、法要、行事でのご縁
づくり、３．子どもに特化した集いでのご縁づくり）も、
一寺院だけで単発的に行われたならば、組という地域
全体の動きにはなりません。組のそれぞれの寺院全体
で行われることによって、お念仏の薫る風土がその地
域全体にゆきわたっていきます。
　こういった土徳は、決して一寺院だけの活動の成果
ではないはずです。改めて、組内のお寺どうしが力を
合わせ、組をあげて子どもにみ教えを伝えるキッズサ
ンガに取り組み、お寺本来の姿をめざしましょう。

「
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
と
は
」、

　『
ご
縁
の
あ
る
大
人
た
ち
が

　 

す
べ
て
の
子
ど
も
と
接
点
を
持
ち

　 

子
ど
も
と
と
も
に

　 
阿
弥
陀
さ
ま
の

　 
ご
縁
に
遇
っ
て
い
こ
う
と
す
る
運
動
』
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法　話

　
『
親
と
い
う
字
を
崩
し
て
み
れ
ば
、
木
の
上
に

立
っ
て
見
る
』と
書
く
と
、
親
の
心
に
つ
い
て
な

る
ほ
ど
と
思
え
る
お
話
を
以
前
お
説
教
で
聞
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
木
の
上
の
高
い
と
こ

ろ
か
ら
、
わ
が
子
供
の
姿
を
よ
く
知
り
見
守
る

と
の
親
の
心
を
表
し
た
漢
字
な
の
で
す
。
今
で

も
思
い
出
す
有
り
難
い
御
縁
で
し
た
。

　
も
う
か
れ
こ
れ
四
十
年
前
の
、
私
の
高
校
三
年

生
の
修
学
旅
行
で
の
話
で
す
。
四
泊
五
日
九
州

の
旅
、
帰
り
の
フ
ェ
リ
ー
で
の
出
来
事
で
し
た
。

も
う
す
ぐ
港
に
到
着
す
る
頃
デ
ッ
キ
か
ら
港
を

見
て
い
た
ら
、
見
覚
え
の
あ
る
顔
が
目
に
入
り

ま
し
た
。
よ
く
よ
く
見
れ
ば
そ
れ
は
父
親
で
し

た
。
父
親
を
知
っ
て
い
る
友
達
も
お
り
、
誰
と

は
な
し
に
、「
下
に
い
る
あ
の
お
っ
ち
ゃ
ん
達
朗

の
お
父
ち
ゃ
ん
と
違
う
か
ー
。
そ
や
そ
や
お
父

ち
ゃ
ん
や
で
ー
。」
修
学
旅
行
の
行
程
表
は
母
親

に
渡
し
ま
し
た
が
、
ま
さ
か
父
が
、
帰
り
の
日

時
な
ど
知
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
驚
き

と
恥
ず
か
し
さ
で
嫌
な
気
分
で
し
た
。
到
着
し
、

タ
ラ
ッ
プ
を
降
り
父
親
の
前
を
通
り
、
一
目
散

に
バ
ス
に
乗
り
込
み
ま
し
た
。
父
親
は
何
も
言

わ
ず
ニ
コ
ニ
コ
し
て
私
を
迎
え
て
く
れ
て
い
ま

し
た
。
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
、

し
か
も
、
全
生
徒
の
中
で
た
だ
一
人
、
親
が
出

迎
え
に
来
て
い
た
の
で
す
。
本
当
な
ら
素
直
に

喜
び
、
無
事
に
帰
っ
て
来
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝

し
て
父
親
に
、「
只
今
ー
。
楽
し
か
っ
た
よ
ー
。」

と
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
に
…
…
。

　

四
十
年
が
過
ぎ
、
私
も
父
親
と
成
ら
せ
て
頂

き
、
少
し
は
親
の
気
持
ち
も
分
か
ら
せ
て
貰
え

る
様
に
な
り
ま
し
た
が
、
ま
た
つ
く
づ
く
親
の

心
子
知
ら
ず
で
あ
り
ま
し
た
と
思
え
る
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
は
、
浄
土
和
讃（
勢
至
讃
）に

　
『　
子
の
母
を
お
も
ふ
が
ご
と
く
に
て

　
　
衆
生
仏
を
憶
す
れ
ば

　
　
現
前
当
来
と
ほ
か
ら
ず

　
　
如
来
を
拝
見
う
た
が
は
ず　
』

（
註
釈
版
Ｐ
５
７
７
）と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

子
供
が
母
親
の
こ
と
を
想
う
様
に
、
我
々
が
阿

弥
陀
様
を
憶
え
ば
、
こ
の
世
、
ま
た
は
浄
土
に
お

い
て
、
阿
弥
陀
様
を
拝
見
さ
せ
て
頂
け
る
こ
と
は

疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
阿
弥
陀
様
と
は
、
色
も

形
も
ま
し
ま
さ
ぬ
仏
様
の
こ
と
で
、
本
来
な
か
な

か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
仏
様
に
会
わ
せ
て
頂
け

る
と
味
わ
え
る
御
和
讃
で
す
。

　

人
生
経
験
を
経
て
い
く
中
で
い
ろ
い
ろ
な
体

験
を
通
し
て
、
見
え
ぬ
も
の
を
見
、
気
づ
か
ぬ

も
の
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
い
く
の

で
す
。
目
に
見
え
な
い
親
の
心
＝
想
い
に
気
づ

か
さ
れ
る
と
き
、
い
よ
い
よ
、「
親
の
心
子
知
ら

ず
」で
あ
り
ま
し
た
と
わ
か
り
、
お
粗
末
な
私
で

あ
り
ま
し
た
と
知
ら
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
即

ち
親
の
想
い
が
分
か
る
と
き
、
そ
の
ま
ま
親
の

心
子
知
ら
ず
と
気
づ
く
の
で
す
。
決
し
て
こ
の

こ
と
は
別
々
で
は
な
く
、
同
時
に
知
ら
さ
れ
る

の
で
す
。

　

阿
弥
陀
如
来
様
が
、
私
に
向
か
っ
て
必
ず
救

い
仏
に
さ
せ
る
と
誓
っ
て
く
だ
さ
る
そ
の
時
、

も
う
す
で
に
阿
弥
陀
如
来
様
の
御
手
の
中
に
摂お
さ

め
取
ら
れ
て
救
い
の
中
に
あ
り
ま
す
。
仏
に
な

る
べ
き
身
と
し
て
こ
の
娑
婆
世
界
を
生
き
、
た
っ

た
一
度
の
人
生
を
明
る
く
楽
し
く
送
り
続
け
た

い
も
の
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
喚
び
声
に
、
南

無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
せ
る
日
暮

ら
し
を
し
た
い
も
の
で
す
。

合
掌

　
　
　
　
　
揖
斐
組
長
寳
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

筑
間　

達
朗

見
え
ぬ
も
の
が
見
え
て
く
る
世
界

　
　
　
「
親
の
心
子
知
ら
ず
」
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実践運動

　

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動（
実
践
運
動
）

の
基
本
理
念
は
、『
宗
制
』の「
本
宗
門
は
、
そ
の

教
え
に
よ
っ
て
、
本
願
名
号
を
聞
信
し
念
仏
す

る
人
々
の
同
朋
教
団
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
々

に
阿
弥
陀
如
来
の
知
恵
と
慈
悲
を
伝
え
、
も
っ

て
自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る

社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
」に
由
来
し
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
ま
た
そ
れ
は
、「
基
幹

運
動
」の
成
果
と
課
題
を
も
継
承
し
て
い
る
運
動

で
す
。

　

私
た
ち
の
教
団
が
社
会
貢
献
を
標
榜
す
る
ま

で
も
な
く
、
宗
教
も
し
く
は
宗
教
団
体
に「
公
共

性
」や「
社
会
貢
献
」が
求
め
ら
れ
る
風
潮
は
か
な

り
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
東
日
本

大
震
災
以
降
、
そ
れ
は
決
定
的
な
も
の
に
な
っ

た
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
様
々
な
宗
教
団
体
が
実

施
す
る
震
災
等
へ
の
災
害
支
援
は
、
も
う
す
で

に
当
た
り
前
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
な
し

得
な
い
宗
教
団
体
は
社
会
的
認
知
が
得
ら
れ
な

い
と
い
う
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
た
だ
、
ひ
と
く
ち
に
社
会
貢
献
と
い
っ
て
も
、

そ
の
領
域
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
①
緊
急
災
害
時
救
援
活
動
、
②
発
展
途
上
国

支
援
活
動
、
③
人
権・多
文
化
共
生・平
和
運
動・

宗
教
間
対
話
、
④
環
境
へ
の
取
り
組
み
、
⑤
地

域
で
の
奉
仕
活
動
、
⑥
医
療
・
福
祉
活
動
、
⑦

教
育
・
文
化
振
興
・
人
材
育
成
、
⑧
宗
教
儀
礼
・

行
為
・
救
済
、
等
々
で
す
。
こ
れ
ら
を
概
観
す

る
と
、
強
く
社
会
性
を
帯
び
た
活
動
か
ら
、
宗

教
本
来
の
持
つ
独
自
の
活
動
ま
で
す
べ
て
が
社

会
貢
献
の
領
域
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

わ
が
本
願
寺
教
団
は
、
社
会
貢
献
に
寄
与
す

べ
く
多
く
の
関
連
団
体
を
持
っ
て
い
ま
す
。
一

般
財
団
法
人
同
和
教
育
振
興
会
・
同
朋
セ
ン

タ
ー
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ビ
ハ
ー
ラ
本
願

寺
、
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
、
京
都
自
死
・
自

殺
相
談
セ
ン
タ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｊ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ

等
が
あ
り
ま
す
。
福
祉
・
教
育
活
動
に
お
い
て

は
古
く
か
ら
保
育
連
盟
が
あ
り
、
宗
門
関
係
学

校
は
龍
谷
総
合
学
園
と
し
て
連
携
を
は
か
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
総
合
研
究
所
に
は「
い
の
ち
と

念
仏
」相
談
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
今
、
宗
教
に
お
け
る
社
会
貢
献
論
の
中
で

個
々
の
お
寺
に
つ
い
て
、
地
域
社
会
に
存
在
す

る
お
寺
は
そ
れ
自
体
が
社
会
関
係
資
本
で
あ
る

と
再
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
昔
か
ら
お

寺
は
、
青
少
年
の
遊
び
や
文
化
空
間
で
あ
っ
た

り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
り
、

精
神
的
癒
し
や
救
い
の
場
と
し
て
存
在
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
再
認
識
し

ま
し
ょ
う
と
い
う
動
き
で
す
。

　
再
び
、
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動（
実
践

運
動
）に
目
を
移
し
て
、
現
在
の
個
々
の
お
寺
や

組
の
活
動
を
眺
め
て
み
ま
す
と
、
そ
の
実
践
課

題
は
多
岐
に
わ
た
り
、
運
動
が
細
分
化
さ
れ
て

推
進
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
浄
土
真
宗
と
い
う
独
自
性
に
立
ち
返
る
時
、

私
た
ち
念
仏
者
は
、
ご
本
願
に
生
か
さ
れ
る
人

生
を
歩
む
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
大
い
な
る
社
会

貢
献
に
な
っ
て
い
る
事
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。何
故
な
ら
、「
念
仏
は
無
碍
の
一
道
」で
あ
り
、

安
穏
な
る
世
を
め
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
す
。し
っ

か
り
聴
聞
を
重
ね
、
お
念
仏
申
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
社
会
的
に
為
す
べ
き

事
柄
は
そ
の
中
で
自
ず
と
培
わ
れ
る
と
信
じ
て

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
濃
南
組　
縁
覚
寺

楠　
　

眞

　
　
　
　
　
　（
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
区
委
員
会
副
委
員
長
）

問
わ
れ
る
宗
教
の

　
　

公
共
性
と
社
会
貢
献
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●
構
成
／
広
報
部　
　
●
印
刷
／
ヨ
ツ
ハ
シ
株
式
会
社　
岐
阜
市
黒
野
南
一
─
九
〇

「
東
日
本
大
震
災
支
援
金
」

宗
派
受
付
窓
口

郵
便
振
替

〇
一
〇
六
〇
─
八
─
一
〇
〇

加
入
者
名　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派　
宗
務
所

通
信
欄
に「
東
日
本
大
震
災
支
援
金
」と

ご
記
入
く
だ
さ
い

「
広
島
市
８・20
豪
雨
災
害
義
援
金
」

受
付
窓
口

郵
便
振
替

〇
一
三
一
〇
─
八
─
二
五
〇
〇
三

加
入
者
名　

安
芸
教
区
災
害
対
策
委
員
会

通
信
欄
に｢

広
島
市
８
・
20
豪
雨
災
害

義
援
金｣

と
ご
記
入
く
だ
さ
い

岐
阜
別
院

『
報
恩
講
法
要
』の
ご
案
内

十
二
月
四
日（
木
）

　
日
中
法
要　
午
前
十
時
よ
り

　
逮
夜
法
要　
午
後
一
時
よ
り

十
二
月
五
日（
金
）

　
日
中
法
要　
午
前
十
時
よ
り

　
逮
夜
法
要　
午
後
一
時
よ
り

　
初
夜
法
要　
午
後
七
時
よ
り

十
二
月
六
日（
土
）

　
日
中
法
要　
午
前
十
時
よ
り

講
師　
滋
賀
教
区
蒲
生
上
組
浄
光
寺

　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

藤
澤
信
照  

師

報
恩
講『
聞
法
の
つ
ど
い
』

十
二
月
六
日（
土
）

　
報
恩
講
日
中
引
き
続
き

講
師　
・
飛
騨
組
神
通
寺

　
　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

朝
戸
臣
統  

師

　
　
　
・
華
陽
組
願
照
寺

　
　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

巖
后
範
之  

師

　
　
　
・
本
年
度
報
恩
講
法
要
講
師

藤
澤
信
照  

師

皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え

お
参
り
く
だ
さ
い

お
知
ら
せ

　
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
の
航
空
写
真
で
岐
阜
市
街

を
俯
瞰
す
る
と
、
西
別
院
の
存
在
感
が
実
感
で

き
ま
す
。
空
襲
に
遭
い
な
が
ら
よ
く
広
い
境
内

を
戦
後
も
保
ち
得
た
も
の
だ
と
。
研
修
施
設
と

教
務
所
の
機
能
を
併
せ
持
つ
新
香
光
殿
が
竣
工

供
用
さ
れ
、
ま
た
本
堂
修
復
工
事
の
起
工
式
も

行
わ
れ
ま
し
た
。
遠
か
ら
ず
本
願
寺
岐
阜
別
院

の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た
姿
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
が

で
き
そ
う
で
す
。「
御
坊
さ
ん
」と
親
し
ま
れ
て

き
た
岐
阜
別
院
を
立
派
な
姿
で
次
代
へ
伝
え
る

こ
と
は
、
宗
門
の
み
な
ら
ず
地
域
に
対
し
て
も

意
義
あ
る
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

合
掌

編
集
後
記

　

六
月
六
日
に
法
統
を
継
承
さ
れ
ま

し
た
専
如
御
門
主
様
の｢

御
消
息
披
露

式
典｣

、
並
び
に
御
同
朋
の
社
会
を

め
ざ
す
運
動（
実
践
運
動
）の
推
進
を

目
的
と
し
た｢

公
聴
会｣

が
十
月
十
日

（
金
）の
午
後
、
新
香
光
殿
研
修
室
に

て
開
催
さ
れ
た
。

　

宗
務
所
か
ら
、
藤
野
堯
文
総
務
、

丘
山
願
海
総
合
研
究
所
副
所
長
、
小

椋
智
之
所
務
部
長
、
中
井
真
人
所
務

部
課
長
の
出
向
を
得
て
、
教
区
か
ら

は
宗
会
議
員
、
教
区
会
議
員
、
正
副

組
長
、「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運

動
」教
区
と
組
の
正
副
委
員
長
、
教
化

団
体
役
職
者
を
は
じ
め
、
六
九
名
が

参
加
し
た
。

　
「
御
消
息
披
露
式
典
」
で
は
藤
野
堯

文
総
務
よ
り
専
如
御
門
主
様
の
法
統

継
承
に
際
し
て
の
消
息
を
披
露
・
趣

旨
演
達
を
い
た
だ
き
、
続
い
て
本
願

寺
派
布
教
使 

筑
間
達
朗 

氏（
岐
阜
教

区
揖
斐
組
長
寶
寺
）よ
り
特
命
布
教
を

い
た
だ
い
た
。

　
そ
の
後｢

公
聴
会｣

で
は
、
実
践
運

動
の
推
進
と
、
伝
灯
奉
告
法
要
に
向

け
た「（
仮
称
）宗
門
総
合
振
興
計
画
」

大
綱
の
策
定
に
つ
い
て
の
報
告
が

あ
っ
た
。

　

実
践
運
動
に
つ
い
て
は
、
七
月
の

中
央
委
員
会
で
の
協
議
を
踏
ま
え
た

「
骨
子
案
」
を
も
と
に
意
見
交
換
が
な

さ
れ
た
。
参
加
者
か
ら
は「
前
園
城
義

孝
総
長
在
任
中
に
作
成
さ
れ
た「
骨
子

案
」で
は
あ
る
が
、
是
非
石
上
智
康
新

総
長
の
文
言
を
織
り
込
ん
で
い
た
だ

き
た
い
」と
い
っ
た
意
見
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
大
綱
策
定
に
関
し
て
は「
親

鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
を
記
念
し

て
刊
行
さ
れ
た『
拝
読　
浄
土
真
宗
の

み
教
え
』の
普
及
を
徹
底
し
て
は
」と

い
っ
た
意
見
が
あ
っ
た
。

　

最
後
に
藤
野
堯
文
総
務
が
総
括
さ

れ
閉
会
し
た
。
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