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聖
人
の
「
明
日
あ
り
と
思
う
心
の
あ
だ
桜
・
・
・
・
」

聖
人
の
「
明
日
あ
り
と
思
う
心
の
あ
だ
桜
・
・
・
・
」

の
お
言
葉
が
身
に
染
み
て
く
る
、
昨
今
で
す
。
ま
ず
は

の
お
言
葉
が
身
に
染
み
て
く
る
、
昨
今
で
す
。
ま
ず
は

ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

文化財防火デーを前に本山でも防火訓練が実施されました文化財防火デーを前に本山でも防火訓練が実施されました
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高
田
本
山
で
は
、
昭
和

四
十
八
年
親
鸞
聖
人
御
誕
生

八
〇
〇
年
奉
讃
法
会
を
八
日

間
に
わ
た
り
厳
修
し
て
い
ま

す
。
こ
の
と
き
記
念
事
業
と

し
て
高
田
青
少
年
会
館
（
現

高
田
会
館
）
が
建
設
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
れ
か
ら
約
五
十
年
が
経

過
し
令
和
五
年
五
月
に
聖
人

御
誕
生
八
五
〇
年
並
び
に
立

教
開
宗
八
〇
〇
年
奉
讃
法
会

を
、
中
興
上
人
五
〇
〇
年

忌
、
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年

忌
と
併
せ
て
八
日
間
厳
修
い

た
し
ま
す
。
こ
の
法
会
の
め

ざ
す
も
の
は
、
今
回
の
テ
ー

マ
「
弥
陀
の
よ
び
ご
え
『
な

も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
い
て

ゆ
こ
う
」
に
沿
い
本
願
念
仏

の
み
教
え
を
檀
信
徒
の
皆
様

に
わ
か
り
や
す
く
説
き
、
念

仏
高
田
の
伝
統
を
伝
え
る
こ

と
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
奉
讃
法
会
の
記
念
事

業
と
し
て
、
宝
物
館
の
建
て

替
え
を
行
い
ま
す
。
申
す
ま

で
も
な
く
聖
人
ゆ
か
り
の
大

切
な
法
宝
物
を
後
世
に
伝
え

て
行
く
た
め
で
す
。
新
宝
物

館
は
「
親
鸞
聖
人
の
教
え
に

出
遇
う
宝
物
館
」
を
テ
ー
マ

と
し
開
か
れ
た
宝
物
館
に
生

ま
れ
変
わ
る
予
定
で
す
。

　

奉
讃
法
会
並
び
に
宝
物
館

建
設
の
ご
懇
志
に
つ
き
ま
し

て
は
、
各
寺
院
を
通
じ
ま
し

て
檀
信
徒
一
軒
あ
た
り
二
万

円
以
上
、
住
職
一
人
当
た
り

十
五
万
円
以
上
の
ご
懇
志
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
お

納
め
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々

は
そ
の
ご
芳
名
を
記
帳
し
宝

物
館
に
収
め
ま
す
。
ま
た

二
万
円
以
上
の
懇
志
を
い
た

だ
き
ま
し
た
方
々
は
、
ご
芳

名
を
新
宝
物
館
の
壁
面
に
刻

み
、
長
く
顕
彰
い
た
し
ま

す
。

　

檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
何

と
ぞ
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
ご
賛
同
を
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
切
に
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

特
別
法
要
事
務
局
局
長

　
　
　
　
　
押
小
路
　
蓮
円 懇志札の準備も始まりました懇志札の準備も始まりました

特
別
法
要
に
つ
い
て

高
田
本
山
で
は
来
る

令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年

五
月
二
十
一
日
～
二
十
八
日
の
八
日

間
特
別
法
要
と
し
て

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生

　
八
五
〇
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
〇
〇
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
〇
〇
年
忌

　
　
　
　
　
　
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
忌

　
　
　
　
　
奉
讃
法
会

 

以
上
の
四
法
会
を
執
り
行
い
ま
す
。
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法主殿御親教法主殿御親教

法主殿御親読法主殿御親読

能楽ワークショップ能楽ワークショップ ののさまをえがこう展ののさまをえがこう展

お七夜こども広場お七夜こども広場

お七夜こども大会お七夜こども大会

燃燈燃燈

お七夜献書展お七夜献書展

通夜講念仏通夜講念仏

中陣特別参拝中陣特別参拝

お非時お非時

おつとめ後の説教おつとめ後の説教

15 日は親鸞聖人前の戸15 日は親鸞聖人前の戸
帳がはずされ、お姿が帳がはずされ、お姿が
よくわかりますよくわかります



　

昨
年
末
の
十
二
月
十
三
日

に
念
珠
結
び
方
講
座
が
あ
り

ま
し
た
。
少
し
コ
ツ
は
い
り

ま
す
が
、
高
田
派
の
念
珠
が

作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う

で
す
。

　

二
十
六
日
に
は
山
門
前
に

令
和
五
年
の
特
別
法
要
を
知

ら
せ
る
高
札
が
掲
げ
ら
れ
ま

し
た
。
重
機
を
使
っ
て
慎
重

に
作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。

翌
二
十
七
日
に
は
綺
麗
な
虹

が
か
か
り
前
途
を
願
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

二
十
八
日
は
お
す
す
が
あ

り
ま
し
た
。
外
陣
か
ら
伺
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
法

主
殿
お
手
自
か
ら
親
鸞
聖
人

の
座
像
を
お
磨
き
に
な
れ
、

新
年
を
迎
え
る
準
備
を
い
た

し
ま
す
。

　

年
末
に
は
除
夜
の
鐘
が
一
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身
田
寺
内
町
に
響
き
わ
た
り

ま
し
た
。

　

令
和
二
年
と
な
り
、
例
年

ど
お
り
、
正
月
一
日
か
ら
三

日
間
、
修し
ゅ
し
ょ
う
え

正
会
が
勤
ま
り
ま

し
た
。

　

九
日
か
ら
十
六
日
は
真
宗

で
最
も
重
要
な
法
会
と
な
る

報
恩
講
（
お
七
夜
）
が
賑
や

か
に
勤
ま
り
ま
し
た
。
当
日

の
様
子
は
前
頁
に
掲
載
し
て

お
り
ま
す
。
皆
様
、
一
日
は

お
参
り
さ
れ
ま
し
た
か
。

　

一
月
二
十
日
・
二
月
十
二

日
に
は
真
宗
入
門
講
座
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
ど
な
た
で

も
聴
講
い
た
だ
け
ま
す
の

で
、
裏
表
紙
の
行
事
予
定
を

ご
覧
い
た
だ
き
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　

昨
年
は
首
里
城
の
火
災
も

あ
り
、
一
月
二
十
六
日
の

文
化
財
防
火
デ
ー
を
前
に

二
十
四
日
に
行
わ
れ
た
防
火

訓
練
は
参
加
者
一
同
真
剣
に

取
り
組
ん
で
お
り
ま
し
た
。

引
き
続
き
境
内
禁
煙
に
も
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

　

二
月
一
日
は
年
賀
式
が
御

対
面
所
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

本
山
を
支
え
る
各
講
社
の
人

た
ち
が
法
主
殿
に
新
年
の
ご

挨
拶
を
い
た
し
ま
す
。

　

二
月
十
三
日
は
布
教
伝
道

研
修
講
座
で
し
た
。
僧
侶
の

研
修
を
兼
ね
て
皆
様
に
法
話

を
聴
聞
し
て
い
た
だ
け
る
場

と
し
て
定
例
で
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
山
主
催
行
事
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
山
を

会
場
と
し
て
真
宗
教
団
連
合

三
重
県
支
部
の
仏
教
公
開
講

座
が
二
月
四
日
に
森
達
也
氏

を
お
迎
え
し
て
、
同
支
部
中

勢
ブ
ロ
ッ
ク
の
仏
教
公
開
講

座
は
二
月
二
十
一
日
に
尾
畑

文
正
師
を
お
迎
え
し
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

念珠の結び方講座念珠の結び方講座高札掲示高札掲示

除夜の鐘除夜の鐘

12/27 の風景12/27 の風景

2/9 の雪景色2/9 の雪景色

年賀式年賀式
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親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
は
越え
ち
ご
こ
く
ふ

後
国
府
（
現
在
の
上じ
ょ
う
え
つ
し
な
お
え
つ

越
市
直
江
津
地

区
）
に
流る
ざ
い罪
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
足
跡
の
多

く
は
、
遠
く
離
れ
た
中ち
ゅ
う
え
つ越エ

リ
ア
（
新に
い
が
た
し

潟
市
周
辺
）
に

七
不
思
議
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　

前
号
で
触
れ
ま
し
た
片か
た
ば葉
の
葦あ
し

の
伝
承
は
そ
の
ひ
と

つ
で
す
。

　

中
越
で
の
拠
点
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が

鳥と

や

の
屋
野
の
草
庵
で
、
こ
の
場
所
に
は
逆
さ
竹
が
生
え
て

い
ま
す
。

　

こ
の
里
に
親
の
死
し
た
る
子
は
な
き
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
法
の
風
に
な
び
く
人
な
し

と
、
な
か
な
か
御
念
仏
す
る
人
が
い
な
く
て
嘆な
げ

く
歌
を

読
ま
れ
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
、
手
に
持
っ
た
竹
杖
を
地

面
に
挿
し
て
枯
れ
た
竹
が
ふ
た
た
び
芽
を
だ
す
よ
う
な

も
の
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
根
が

生
じ
て
、
枝
葉
が
逆
さ
に
生
え
た
奇
瑞
を
目
に
し
た
地

第
15
回
　
越
後
の
七
不
思
議

元
の
人
に
信
心
が
め
ば
え
た
と
い
う
伝
承
で
す
。

　

ま
た
、
聖
人
が
御ご
し
ゃ
め
ん

赦
免
を
う
け
て
鳥
屋
野
を
出
立
さ

れ
た
と
き
に
見
送
り
の
人
た
ち
が
山
田
と
い
う
と
こ
ろ

で
宴
を
催
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
に
だ
さ
れ
た
焼や
き
ふ
な鮒
を
山

王
神
社
の
池
に
放
つ
と
行
き
帰
り
泳
ぎ
出
し
た
と
い
う

言
い
伝
え
が
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
大
風
で
こ
の

池
の
そ
ば
に
あ
っ
た
大
木
が
折
れ
、
そ
こ
に
聖
人
の
お

姿
と
焼
鮒
の
形
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
以
後
大
切

に
切
り
株
を
厨ず

し子
に
安
置
し
て
い
ま
す
。

　

中
越
に
ご
滞
在
中
に
は
保や
す
だ田

と
い
う
里
で
だ
さ
れ
た

焼
き
栗
を
蒔ま

い
て
布
教
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
芽
が
で
て
年

に
三
度
実
の
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
不
思
議
も
つ
た

わ
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
お
話
は
越え
ち
ぜ
ん前

に
も
伝

わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
三
度
栗
に
は
よ
く
よ
く
因
縁
が

あ
る
よ
う
で
す
。

　

次
に
少
し
山
の
方
に
入
っ
た
あ
た
り
の
田
上
と
い
う

と
こ
ろ
に
護ご
ま
ど
う
さ
ん

摩
堂
山
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
城
主
に

招
か
れ
た
時
に
供
さ
れ
た
焼
い
た
榧か
や

の
実
を
蒔
い
て
こ

こ
か
ら
枝
葉
が
で
れ
ば
私
の
話
に
間
違
い
な
い
と
い
う

お
話
で
す
。
こ
の
榧
は
農
民
が
城
主
に
納
め
る
と
き
に

ひ
と
つ
ひ
と
つ
糸
で
繋つ
な

い
で
あ
っ
た
の
で
穴
の
跡
が
あ

り
、
新
し
く
出
て
き
た
実
に
も
穴
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら

つ
な
ぎ
榧
の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
は
小
島
の
里
に
あ
る
八や
つ
ふ
さ房
の
梅
と
珠じ
ゅ
ず
か
け
ざ
く
ら

数
掛
桜
で

す
。
護
摩
堂
へ
の
道
す
が
ら
こ
ち
ら
で
食
事
を
さ
れ
た

時
に
梅
漬
け
を
家
の
主
人
か
ら
馳ち
そ
う走

に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ひ
と
つ
を

　

我
が
法
末ま
っ
せ世
に
繁は
ん
じ
ょ
う昌せ
ば
こ
の
梅
ふ
た
た
び
生
ぜ
よ

と
言
っ
て
庭
投
げ
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
か
ら
大
木
と
な
り

一
輪
の
花
に
八
つ
の
実
を
結
ぶ
梅
が
育
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

桜
は
聖
人
が
枝
に
珠
数
を
か
け
て
説
法
さ
れ
た
の
ち

に
珠
数
の
よ
う
に
花
が
繋
が
っ
て
咲
く
よ
う
に
な
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

鳥
屋
野
の
逆
さ
竹
（
西
方
寺
旧
跡
）
へ
は
新
潟
駅
か

ら
バ
ス
で
鳥
屋
野
バ
ス
停
ま
た
は
女
池
愛
宕
下
車
徒
歩

５
分
。
山
田
の
焼
鮒
へ
は
新
潟
ふ
る
さ
と
村
バ
ス
停
か

ら
徒
歩
５
分
。
保
田
の
三
度
栗
（
孝
順
寺
）
へ
は
水
原

駅
か
ら
バ
ス
で
保
田
横
町
バ
ス
停
下
車
徒
歩
５
分
。
田

上
の
つ
な
ぎ
榧
（
了
玄
寺
）
へ
は
田
上
駅
か
ら
徒
歩

１
５
分
。
小
島
の
里
（
梅
護
寺
）
へ
は
最
寄
り
の
京
ヶ

瀬
駅
か
ら
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。　

（
山
川　

蓮
生
）

鳥屋野の逆さ竹鳥屋野の逆さ竹

山田の焼鮒山田の焼鮒
聖人のお姿の切株聖人のお姿の切株
は火事で墨になっは火事で墨になっ
てしまいましたてしまいました

田上の繋ぎ榧田上の繋ぎ榧

　　　保田の三度栗　　　保田の三度栗
当時の栗の木は当時の栗の木は
孝順寺本堂にあります孝順寺本堂にあります

小島の珠数掛桜小島の珠数掛桜
天然記念物です天然記念物です

小島の八房の梅小島の八房の梅
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「
阿
　
難
」

釈
尊
シ
リ
ー
ズ
○18

　

釈し
ゃ
く
そ
ん尊

の
十じ
ゅ
う
だ
い
で
し

大
弟
子
の
一
人

に
阿あ
な
ん難
と
い
う
弟で

し子
が
お
り

ま
し
た
。
阿
難
は
釈
尊
が

入に
ゅ
う
め
つ
滅
さ
れ
る
ま
で
の
二
十
五

年
間
侍じ
し
ゃ者

と
し
て
仕つ
か

え
、
釈

尊
の
行
く
先
々
に
は
必
ず

随ず
い
こ
う行
し
、
身
の
回
り
の
世
話

を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た

め
弟
子
の
中
で
も
釈
尊
の
説

法
を
最
も
多
く
聞
き
、
や
が

て
一い
ち
ご
ん語
も
間
違
え
ず
に
復
ふ
く
し
ょ
う誦

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
「
多た
も
ん
だ
い
い
ち

聞
第
一
」
と
称し
ょ
う

さ

れ
ま
し
た
。

　

聖
人
は
浄じ
ょ
う
ど
わ
さ
ん

土
和
讃
、
大
だ
い
き
ょ
う経

意い

（
無む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

量
寿
経
の
意こ
こ
ろ
）
を
お

書
き
に
な
る
に
あ
た
り
、
最

初
に
阿
難
の
お
名
前
を
あ
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

尊そ
ん
じ
ゃ
あ
な
ん

者
阿
難
座ざ

よ
り
た
ち

　

世せ
そ
ん尊
の
威い
こ
う光
を
膽せ
ん
ご
う仰
し

　

生し
ょ
う
け
う
し
ん

希
有
心
と
お
ど
ろ
か
し

　

未み
ぞ
う
け
ん

曾
見
と
ぞ
あ
や
し
み
し

　

あ
る
時
阿
難
は
思
わ
ず
座ざ

か
ら
立
ち
あ
が
り
、
世
尊

（
釈
尊
）
の
清
ら
か
で
光こ
う
げ
ん顔

巍ぎ

ぎ巍
と
光
り
輝
く
相す
が
た
を
仰
ぎ

見
て
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
有

り
難
く
尊と
う
と
い
お
相
に
驚
き
の

心
が
生
じ
、
未い
ま

だ
か
つ
て
一

度
も
見
た
こ
と
の
な
い
尊
さ

に
ど
う
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
と
不ふ

し

ぎ
思
議
に
思
い
ま
し

た
。

　

そ
こ
で
阿
難
は
釈
尊
に

何な
に
ゆ
え故
そ
の
よ
う
な
相
を
示
さ

れ
て
い
る
の
か
お
訊た
ず

ね
し
ま

す
。
す
る
と
釈
尊
は
阿
難
の

気
づ
き
を
よ
ろ
こ
ば
れ
、
そ

の
お
顔
は
殊こ

と

に
輝
き
、「
仏

の
さ
と
り
の
境
地
に
入
っ
た

自
分
の
智
慧
の
い
わ
れ
を
よ

く
ぞ
訊た
ず

ね
た
な
。」
と
お
ほ

め
に
な
り
ま
し
た
。

　

続
い
て
釈
尊
は
こ
の
世
に

生
ま
れ
て
き
た
本ほ
ん
い意

を
お
説

き
に
な
ら
れ
ま
す
。
そ
の
本

意
と
は
、「
阿あ
み
だ
に
ょ
ら
い

弥
陀
如
来
の

本
願
が
真し
ん
じ
つ実
で
あ
る
こ
と
を

説
き
ひ
ろ
め
る
こ
と
で
あ

る
。」
と
仰
お
っ
し
ゃら

れ
ま
す
。

　

こ
の
様
に
、
真
宗
の

根こ
ん
ぽ
ん
き
ょ
う
て
ん

本
経
典
で
あ
る
無
量
寿
経

は
阿
難
の
問
い
が
機き
え
ん縁

と
な

り
説
か
れ
て
い
き
ま
す
。

　

は
た
し
て
釈
尊
は
自
ら

光
を
放
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
今
ま
で
釈
尊
の
教
え
を

唯た
だ
た
だ々

記
憶
し
て
い
た
阿
難
で

す
が
、
自
ら
が
真
実
の
教
え

を
信し
ん
じ
ゅ受
す
る
気
持
ち
を
発ほ
っ

し

た
時
、
師
の
相
も
よ
り
気
高

く
光
っ
て
見
え
た
の
で
し
ょ

う
。　
（
教
学
院
第
三
部
会
）
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生
活
の
中
に
は
、
私
た
ち
に
理
解
し
が
た
い
現
実
が
多
々

あ
り
ま
す
。

　

三
十
年
ほ
ど
前
に
か
な
り
大
き
い
携け
い
た
い
で
ん
わ

帯
電
話
が
登
場
し
ま

し
た
。

　

そ
れ
は
聞
く
事
と
話
す
事
が
同
時
に
出
来
る
通
話
に
驚

き
、
Ｓ
Ｆ
世
界
の
現
実
化
で
あ
り
ま
し
た
が
、
今
で
は
、
だ

ん
だ
ん
と
サ
イ
ズ
が
縮
小
さ
れ
腕
時
計
型
電
話
の
時
代
と
な

り
ま
し
た
。

　

そ
の
通
話
は
送
信
と
受
信
を
超
高
速
に
自
動

に
切
り
替
え
繰
り
返
し
て
途
切
れ
な
い
よ
う
に

聞
こ
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ご
存
知
で
し
た

か
？

　

こ
れ
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
理
解
し
が
た
い

技
術
の
進
歩
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
を
知

ら
な
い
ま
ま
便
利
に
有
難
く
利
用
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
阿あ

み
だ
ぶ
つ

弥
陀
佛
の
お
は
た
ら
き
（
名
み
ょ
う
ご
う号

の
功く
ど
く徳

）
を
完
全
に
、
常
に
理
解
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

当
た
り
前
の
よ
う
に
お
念
仏
申
す
私
で
あ
り
ま
す
が
、

親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
は
、
そ
の
お
は
た
ら
き
で
あ
る
功
徳
は
、
称
賛
し

は
か
り
比
べ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
説
き
尽
く
す
こ
と
も
出
来

な
い
。
そ
し
て
こ
の
私
の
思
い
考
え
が
及
ぶ
こ
と
が
出
来
な

い
「
不ふ
か
し
ょ
う

可
称
・
不ふ
か
せ
つ

可
説
・
不ふ

か

し

ぎ

可
思
議
の
功
徳
」
と
申
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
不
可
称
・
不
可
説
・
不
可
思
議
で
あ
る
佛
ほ
と
け

の
願
い
は
、

私
の
意
思
に
関
係
な
く
、
私
の
理
解
を
超
へ
て
常
に
願
い
続

け
て
下
さ
っ
て
い
る
、
尊
く
有
難
い
願
い
で
あ
る
と
聞
か
せ

て
頂
く
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
ま
た
、
私
の
意
思
と
理
解
を
超
へ
た
我
が
命
も
不

可
称
・
不
可
説
・
不
可
思
議
と
頂
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

皆
様
は
、
こ
の
命
の
根こ
ん
げ
ん源
を
尋
ね
た
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？

　

ご
先
祖
方
を
お
数
え
下
さ
い
。
両
親
二
名
、

祖
父
母
四
名
、
曾そ

う

そ

ふ

ぼ

祖
父
母
八
名
、
高こ

う

そ

ふ

ぼ

祖
父
母

十
六
名
・
・
・
と
、
し
か
も
、
母
方
の
父
方
の

母
方
の
母
は
ご
承
知
で
し
ょ
う
か
？

　

数
え
る
に
し
て
も
限
界
が
必
ず
あ
る
は
ず
で

す
が
、
私
が
今
こ
こ
に
在
る
こ
と
は
数
え
切
れ

な
い
ご
先
祖
と
数
え
切
れ
な
い
お
支
え
が
あ
っ

て
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
は
ず

で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
「
偶た
ま
た
ま々

な
ご
縁
の
授
か
り
を
生
か
さ
れ
て
い
る
」

尊
さ
で
あ
り
、
と
ん
で
も
な
い
あ
り
が
た
い
命
と
知
る
こ
と

が
窺
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、「
知
ら
な
く
て
も
良
い
だ
よ
、
今
の
こ
の

命
を
お
か
げ
さ
ま
」
と
、
こ
の
命
に
目
ざ
め
、
命
に
生
き
る
、

念
仏
を
申
す
日
々
で
あ
り
た
く
存
じ
ま
す
。
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寺
院
名

三
月
十
四
日
～
二
十
二
日

　
大
涅
槃
図
公
開

三
月
十
六
日

　
涅
槃
会

三
月
十
七
日
～
二
十
三
日

　
讃
仏
会

三
月
十
八
日

　
真
宗
入
門
講
座

三
月
二
十
三
日
～
四
月
七
日

　
写
生
大
会

三
月
三
十
日
～
四
月
一
日

　
中
学
生
教
化
合
宿

四
月
六
日
～
十
一
日

　
千
部
法
会

四
月
八
日

　
釈
迦
三
尊
会

四
月
九
日
～
十
日

　
十
万
人
講
法
会

四
月
十
一
日

　
戦
没
者
追
弔
法
会

四
月
十
五
日

　
真
宗
入
門
講
座

四
月
十
九
日

　
は
な
ま
つ
り

四
月
二
十
九
日

　
興
学
布
教
研
究
大
会

五
月
六
日
～
八
日

　
堯
祺
上
人
御
正
当

五
月
十
八
日

　
布
教
伝
道
大
会

五
月
二
十
日

　
真
宗
入
門
講
座

五
月
二
十
一
日

　
親
鸞
聖
人
降
誕
会

五
月
二
十
二
日

第
70
回
檀
信
徒
研
修
会

六
月
七
日

第
５６
回
高
田
派
婦
人
連
合
大
会

●
　
行 

事 

案 

内

※
疾
病
の
拡
散
防
止
の
お
願
い

　

本
誌
面
作
成
時
で
は
、
特
段
の
指
示
が
公
的
機
関
か
ら
あ
り
ま
せ
ん

が
、
状
況
に
よ
り
各
種
行
事
が
中
止
ま
た
は
内
容
が
変
更
さ
れ
る
場
合

も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

行
事
等
に
ご
参
加
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
マ
ス
ク
着
用
な
ど
各
自
で

拡
散
防
止
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま

た
、特
定
の
病
因
に
か
か
わ
ら
ず
、体
調
不
良
時
に
は
参
加
を
見
合
わ
せ
、

ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

清
掃
奉
仕
あ
り
が
と
う

　
　
　
　
　
　
ご
ざ
い
ま
す

　
　
（
敬
称
略
・
奉
仕
日
順
）

十
二
月　

三
縁
寺

一
月
・
二
月

　

厳
寒
期
に
つ
き
中
断
し
て

お
り
ま
す
。
三
月
も
疾
病
拡

散
予
防
の
た
め
引
き
続
き
中

断
い
た
し
ま
す
。

　

報
恩
謝
徳
の
気
持
ち
を
そ

え
て
、
本
山
の
清
掃
奉
仕
で

汗
を
流
し
ま
せ
ん
か
。
お
寺

以
外
の
団
体
の
方
で
も
ご
奉

仕
い
た
だ
け
ま
す
。

　

お
申
し
込
み
、
お
問
い
合

わ
せ
は
宗
務
院
庶
務
部

電
話
０
５
９
・
２
３
２
・
４
１
７
１

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

◆
三
月
十
六
日
は
、
如
来
堂
に

て
十
四
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で

公
開
さ
れ
て
い
る
大
涅
槃
図
の

前
で
涅
槃
会
の
お
参
り
を
い
た

し
ま
す
。

◆
四
月
八
日
の
、
釈
迦
三
尊
会

は
山
門
上
で
の
お
参
り
で
す
。

当
日
、
ご
参
拝
の
方
は
お
昼
前

の
限
ら
れ
た
時
間
で
す
が
、
山

門
の
上
に
あ
が
り
お
参
り
い
た

だ
け
ま
す
。
山
門
へ
の
行
列
は

午
前
十
時
に
、
如
来
堂
前
西
側

に
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
足
石
の

お
参
り
の
後
、
山
門
へ
向
か
い

ま
す
。。

　

千
部
法
会
と
あ
わ
せ
て
参
り

く
だ
さ
い
。

◆
四
月
二
十
九
日
の
興
学
布
教

研
究
大
会
で
は
、
学
術
的
な
発

表
が
行
わ
れ
ま
す
。
午
前
十
時

か
ら
開
催
で
す
。

◆
祖
師
寿
と
し
て
、
親
鸞
聖
人

と
同
じ
九
〇
歳
の
お
祝
い
を
男

子
は
親
鸞
聖
人
降
誕
会
で
、
女

子
は
高
田
派
婦
人
連
合
大
会
で

お
こ
な
い
ま
す
。
お
手
次
寺
院

に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。


