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人
類
の
歴
史
が
疫え
き
び
ょ
う病

と
の

闘
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史

上
、
様
々
な
疫
病
を
克
服
し

つ
つ
、
現
代
の
人
類
の
繁は
ん
え
い栄

が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
し
ょ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回

の
新
型
肺
炎
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
猛も
う
い威

は
別
格
で
、
人
類

の
存
亡
そ
の
も
の
を
危
う

く
し
そ
う
な
勢
い
で
す
。
近

代
以
降
の
文
明
科
学
の
進
歩

発
展
は
顕け
ん
ち
ょ著

で
す
が
、
そ
れ

以
上
に
ウ
イ
ル
ス
の
方
が
進

歩
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ

け
で
、
戦せ
ん
り
つ慄
を
禁
じ
得
ま
せ

ん
。
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世

界
中
が
震し
ん
か
ん撼
と
し
た
日
々
を

送
っ
て
お
り
、
半
年
後
も
一

年
後
も
全
く
確
た
る
見
通
し

は
た
ち
ま
せ
ん
。「
疫
病
を

克
服
し
て
来
夏
は
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
で
盛
り
上
が
ろ

う
」
な
ん
て
、
素
人
目
に
見

て
も
不
可
能
な
夢
物
語
で

す
。

　

と
り
あ
え
ず
、
日
本
国
内

だ
け
に
限
定
し
て
み
て
も
、

そ
の
経
済
的
疲ひ

へ
い弊

は
危
機
的

で
す
。
時
あ
た
か
も
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
イ
ー
ク
の
真
っ
最
中

な
の
に
、
観
光
地
も
都
会
も

閑
散
と
し
て
ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ

ン
さ
な
が
ら
で
す
。
身
近
な

所
で
は
近
鉄
特
急
も
十
人
と

乗
客
が
い
ま
せ
ん
。
飲
食
・

宿
泊
に
運
輸
・
旅
行
業
も
壊

滅
的
な
打
撃
を
受
け
そ
う
で

す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
私
が
最

も
危
惧
し
、
警
戒
す
る
の
は

日
本
の
文
化
・
芸
術
の
衰

退
・
滅
亡
で
す
。

　

承
知
の
通
り
、
大
人
数
の

集
ま
る
イ
ベ
ン
ト
は
す
べ
て

御ご
は
っ
と

法
度
と
な
り
、
全
国
の

美
術
館
・
博
物
館
の
特
別

展
・
企
画
展
は
例
外
な
く
中

止
と
な
っ
て
い
ま
す
。
公
共

や
大
学
の
図
書
館
も
閉
館
と

な
り
、
映
画
・
演
劇
な
ど
の

公
演
も
不
可
能
と
な
り
ま
し

た
。

　

日
本
は
経
済
的
に
瀕ひ
ん
し死
の

状
態
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に

深
刻
な
の
が
文
化
・
芸
術
の

方
面
で
す
。
コ
ロ
ナ
が
い
ず

れ
収
束
し
た
ら
、
真
っ
先
に

経
済
体
制
の
立
て
直
し
が
図

ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
文

化
・
芸
術
の
立
て
直
し
は
二

の
次
、
三
の
次
と
な
り
、
再

起
で
き
る
か
ど
う
か
す
ら
解

り
ま
せ
ん
。

　

今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な

く
、
我
が
国
は
世
界
に
冠
た

る
精
神
文
化
を
千
数
百
年
に

亘
っ
て
連れ
ん
め
ん綿
と
承
け
伝
え
て

来
た
歴
史
が
あ
り
、
そ
の

基
盤
に
は
仏
教
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
精
神
文
化
を
喪
失

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、
そ
れ
は
日
本
人
の
存
在

意
義
の
喪
失
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
た
と
え
、
日
本
の

経
済
が
ガ
タ
ガ
タ
に
な
っ
た

と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
は
死

守
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

強
く
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
長
年
、
日
本
人

の
精
神
文
化
の
一
翼
を
担
っ

て
き
た
の
が
お
念
仏
の
御
信

心
だ
っ
た
の
で
す
。

　

お
念
仏
を
死
守
し
て

「
災さ

い
れ
い
ふ
き

厲
不
起
」
を
願
望
す
る

こ
と
こ
そ
が
私
共
の
務
め
だ

と
思
い
ま
す
。

法
主
殿
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『
仏ぶ
っ
せ
つ
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

説
無
量
寿
経
』
の
中

に
「
鎮ち
ん
こ
く
も
ん

国
文
」
と
い
う
偈げ
も
ん文

が
あ
り
ま
す
。「
仏ぶ
っ
し
ょ所
遊ゆ（
う
）り履
、

国こ
く
お
う邑

丘く
じ
ゅ聚

、
靡み

ふ不
蒙む

け化
、

天て
ん
げ下

和わ
じ
ゅ
ん順

、
日に
ち
が
つ月

清し
ょ
う
み
ょ
う

明
、

風ふ（
う
）う雨

以い

じ時
、
災さ
い
れ
い厲

不ふ

き起
、

国こ
く
ぶ豊
民み
ん
な
ん安
、
兵ひ
ょ
う
か戈
無む
ゆ
う用
、

崇し
ゅ
と
く徳
興こ
う
に
ん仁
、
務む
し
ゅ修
礼ら
い
じ
ょ
う譲
」

と
い
う
短
い
偈
文
で
す
。

　

字
句
を
少
し
解
説
す
る

と
、「
遊
履
」
と
は
各
地
を

め
ぐ
り
歩
く
こ
と
、「
国
邑
」

と
は
国
や
町
や
村
の
こ
と
、

「
丘
聚
」
と
は
人
の
集
ま
る

と
こ
ろ
、「
災
厲
」
と
は
災

害
や
疫
病
の
こ
と
、「
兵
戈
」

は
兵
器
の
こ
と
、最
後
の「
礼

譲
」
は
礼
儀
と
謙
譲
を
意
味

し
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
こ
の
偈
文
は
「
仏

さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ

ろ
は
国
も
町
も
村
も
ど
こ
で

も
、
す
べ
て
の
も
の
が
そ
の

お
育
て
を
受
け
ま
す
。
そ
の

た
め
、
世
の
中
は
平
和
に
治

ま
り
、
太
陽
も
月
も
明
る
く

輝
き
、
風
も
ほ
ど
よ
く
吹

き
、
雨
も
よ
い
時
に
降
り
、

災
害
や
疫
病
な
ど
も
お
こ
ら

ず
、
国
は
豊
か
に
な
り
、
民

衆
は
安
穏
に
暮
ら
し
、
武
器

を
も
っ
て
争
う
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。
人
々
は
徳
を
敬

い
、
思
い
や
り
の
心
を
持
っ

て
、
あ
つ
く
礼
儀
を
重
ん

じ
、
お
互
い
に
譲
り
合
う
よ

う
に
し
て
い
ま
す
」
と
い
う

意
味
で
す
。

　

お
経
で
は
、
こ
の
偈
文
の

前
に
、
娑し

ゃ
ば
せ
か
い

婆
世
界
に
生
き
る

私
た
ち
が
自
ら
の
煩ぼ
ん
の
う悩

に

よ
っ
て
悪
を
犯
し
、
互
い
に

欺あ
ざ
むき

合
っ
て
、
醜
く
苦
し
ん

で
い
る
姿
が
詳
し
く
説
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
愚

か
な
私
た
ち
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
仏
さ
ま
は
見
捨
て
る
こ

と
な
く
、
懇
切
丁
寧
に
お
育

て
く
だ
さ
り
、
鎮
国
文
で
示

さ
れ
る
世
界
へ
と
お
導
き
く

だ
さ
る
の
で
す
。

　

今
、
私
た
ち
を
導
い
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
の
は
、
阿
弥

陀
仏
で
す
。
阿
弥
陀
仏
は
、

南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
と

な
っ
て
、
直
接
私
た
ち
に
は

た
ら
き
か
け
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。

　

お
念
仏
に
よ
っ
て
自
ら
の

煩
悩
の
醜
さ
と
、
自
分
で
自

分
を
苦
し
め
て
い
る
愚
か
さ

に
気
づ
か
さ
れ
る
と
き
、
お

互
い
を
尊
び
、
敬
い
合
い
、

助
け
合
う
大
切
さ
を
知
ら
さ

れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
争

い
も
鎮
ま
り
、
災
い
や
疫
病

も
治
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
す
。

　

自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て

い
な
い
己
の
愚
か
さ
に
目
覚

め
、
た
と
え
ど
ん
な
災
害
や

疫
病
に
見
舞
わ
れ
よ
う
と

も
、
そ
れ
を
受
け
止
め
、
助

け
合
い
、
乗
り
越
え
て
い
け

る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
こ
れ

こ
そ
が
、
私
た
ち
に
か
け
ら

れ
た
仏
の
願
い
で
す
。

　

今
こ
そ
、
こ
の
仏
の
願
い

に
生
き
る
時
で
す
。
願
い
に

生
き
ま
し
ょ
う
。

(

高
田
派
鑑
学
・
青
巖
寺
住
職)賜春館にかけられている鎮国文の軸賜春館にかけられている鎮国文の軸
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「
目
　
連
」

釈
尊
シ
リ
ー
ズ
○19

　

目も
く
れ
ん連

は
釈し
ゃ
く
そ
ん尊

の
「
十
じ
ゅ
う
だ
い大

弟で

し子
」
の
中
の
一ひ
と
り人

で
あ

り
、
摩ま
か
も
っ
け
ん
れ
ん

訶
目
犍
連
、
大だ
い
も
っ
け
ん

目
犍

連れ
ん

、
略
し
て
目
連
と
い
い
、

目も
く
れ
ん
そ
ん
じ
ゃ

連
尊
者
と
呼よ

ば
れ
敬う
や
ま

わ
れ

て
い
ま
す
。
王
お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

舎
城
附ふ
き
ん近

の

コ
リ
タ
村
の
人
で
、
舎し
ゃ
り
ほ
つ

利
弗

と
は
幼お
さ
な
な
じ

馴
染
み
で
あ
り
無む

に二

の
親し
ん
ぬ友
で
あ
り
ま
す
。
と
も

に
当と
う
じ時
学が
く
と
く徳
の
高た
か

い
サ
ン

ジ
ャ
ヤ
（
反は
ん

バ
ラ
モ
ン
的て
き

な

自じ
ゆ
う
し
そ
う
か

由
思
想
家
で
あ
る
六ろ
く
し師

外げ
ど
う道
の
一
人
）
の
弟で

し子
と

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
真し
ん
じ
つ実

の
解げ
だ
つ脱
を
得う

る
こ
と
が
出で

き来

ず
、
さ
ら
に
良り
ょ
う
し師
を
求も
と

め

て
、
つ
い
に
釈
尊
の
諸し
ょ
ほ
う法

因い
ん
ね
ん縁

の
偈げ
も
ん文

に
遇あ

い
、
釈
尊

に
帰き

え依
し
て
佛ぶ
つ
で
し

弟
子
と
な
り

ま
す
。

　

す
ぐ
れ
た
体た
い
か
く格
と
、
修
し
ゅ
ぎ
ょ
う行

の
結け
っ
か果

と
し
て
得え

ら
れ
る

一い
っ
し
ゅ種
の
法ほ
う
り
き力
で
あ
る
神じ
ん
づ
う
り
き

通
力

（
常じ
ょ
う
じ
ん人
の
想そ
う
ぞ
う像
の
つ
か
ぬ

精せ
い
し
ん
り
ょ
く

神
力
な
ど
）
が
佛
弟
子

中
随ず
い
い
ち一

で
あ
る
こ
と
か
ら

「
神じ
ん
づ
う
だ
い
い
ち

通
第
一
」
と
い
わ
れ
、

釈
尊
の
説せ
っ
ぽ
う法

を
妨ぼ
う
が
い害

す
る
も

の
が
あ
れ
ば
直す

ぐ
に
退し
り
ぞ
け

外が
い
て
き敵
か
ら
佛
ぶ
っ
き
ょ
う
き
ょ
う
だ
ん

教
教
団
を
守ま
も

り

ま
し
た
。

　

ま
た
『
佛ぶ
っ
せ
つ
か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

説
観
無
量
寿
経
』

に
は
、
王お
う
き
ゅ
う宮

に
幽ゆ
う
へ
い閉

さ
れ
て

い
る
頻び
ん
ば
し
ゃ
ら
お
う

婆
娑
羅
王
の
も
と
に

行
き
八は
っ
さ
い
か
い

斎
戒
を
授さ
ず

け
、
釈
尊

に
随ず
い
こ
う行
し
て
阿あ
な
ん難
と
共と
も

に

韋い
だ
い
け
ぶ
に
ん

提
希
夫
人
の
も
と
に
赴お
も
む
い

た
と
説と

か
れ
て
い
ま
す
。

　

目
連
に
つ
い
て
広ひ
ろ

く
知

ら
れ
て
い
る
話は
な
し

は
、
お
盆ぼ
ん

の
佛ぶ
つ
じ事
の
起お

こ
り
と
な
っ

た
『
盂う
ら
ぼ
ん
ぎ
ょ
う

蘭
盆
経
』
に
説
か
れ

る
亡な
き
は
は母
を
餓が
き
ど
う

鬼
道
か
ら
救す
く

う

物も
の
が
た
り

語
で
す
。

　

心こ
こ
ろ
や
さ優

し
く
親お
や
こ
う
こ
う

孝
行
の
目

連
は
亡
母
の
こ
と
を
想お
も

い
、

養よ
う
い
く育
の
恩お
ん

を
い
つ
も
感か
ん
し
ゃ謝
し

て
い
ま
し
た
。
あ
る
時と
き

、
神

通
力
を
も
っ
て
亡
母
の
生う

ま

れ
た
で
あ
ろ
う
世せ
か
い界

を
た
ず

ね
て
み
る
と
、
な
ん
と
母
が

餓
鬼
道
に
落お

ち
あ
さ
ま
し
い

餓
鬼
の
姿す
が
た

に
な
っ
て
苦く
る

し
ん

で
い
た
の
で
す
。
貧ま
ず

し
い

生せ
い
か
つ活
の
母
は
目
連
を
育そ
だ

て
る

た
め
に
他た
に
ん人

に
施ほ
ど
こ

し
な
ど
せ

ず
、
そ
の
為た
め

に
餓
鬼
道
に
落

ち
た
の
で
す
。
目
連
は
釈
尊

に
母
を
救
う
道み
ち

を
求
め
ま

す
。
釈
尊
は
出し
ゅ
っ
け
し
ゃ

家
者
が
揃そ
ろ

い
勉べ
ん
が
く
し
ゅ
ぎ
ょ
う

学
修
行
す
る
最さ
い
し
ゅ
う
び

終
日

（
旧
き
ゅ
う
れ
き暦

七
月
十
五
日
）
に
、

佛
弟
子
達た
ち

に
施
し
を
す
る
こ

と
を
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。

目
連
が
全す

べ

て
の
佛
弟
子
に

馳ち
そ
う走
す
る
と
母
は
餓
鬼
道
か

ら
救
わ
れ
た
の
で
し
た
。
佛

弟
子
た
ち
は
よ
ろ
こ
び
踊お
ど

り

ま
し
た
。
こ
れ
が「
盆ぼ
ん
お
ど踊

り
」

の
始は
じ

ま
り
と
云い

わ
れ
て
い
ま

す
。

　

目
連
は
神
通
力
を
も
っ
て

し
て
も
母
を
救
う
こ
と
す
ら

出
来
な
い
自
分
に
出で

あ遇
い
、

釈
尊
の
み
教お
し

え
に
よ
り
救
わ

れ
る
わ
が
身み

に
出
遇
っ
た
の

で
す
。
母
だ
け
で
は
な
く
、

わ
が
身
が
救
わ
れ
た
の
で

す
。

　

目
連
は
佛
教
教
団
を
守
る

中
で
外げ
き
ょ
う
と

教
徒
な
ど
の
妬ね
た

み
や

迫は
く
が
い害
を
受う

け
、
晩ば
ん
ね
ん年
に
瀕ひ
ん
し死

の
重
じ
ゅ
う
し
ょ
う
傷
を
負お
わ

せ
ら
れ
ま
し

た
が
、
後
悔
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し

て
故ふ
る
さ
と郷
コ
リ
タ
村
に
帰
っ
て

涅ね
は
ん槃
に
入は
い

ら
れ
ま
し
た
。

　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）
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今
回
、
ご
案
内
す
る
の
は
、
川
越
の
名
号
に
ち
な
ん

だ
越
後
の
三
か
所
で
す
。

　

一
つ
目
は
、
前
回
ご
案
内
し
た
鳥
屋
野
の
草
庵
の
そ

ば
に
あ
る
川
越
波
切
名
号
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
、越
後
流
罪
が
赦
免
さ
れ
、近
郷
の
村
々

を
御
布
教
し
て
居
ら
れ
た
折
、
御
布
教
を
終
え
ら
れ
た

聖
人
が
、
い
つ
も
通
り
、
寺
地
村
の
渡
し
守
、
鈴
木
新

十
郎
の
船
に
乗
っ
て
、
信
濃
川
を
鳥
屋
野
へ
渡
ろ
う
と

し
た
時
、
に
わ
か
に
天
候
が
悪
化
し
、
北
風
が
激
し
く

吹
い
て
嵐
に
な
り
、
船
が
揺
れ
て
進
ま
ず
、
船
頭
も
手

の
ほ
ど
こ
し
よ
う
も
な
い
状
況
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
聖
人
が
、
懐
中
よ
り
紙
を
取
り
出
さ
れ
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
を
書
か
れ
て
新
十
郎
に
与
え
ま

す
。
早
速
、
新
十
郎
が
こ
の
御
名
号
を
船
の
帆
先
に
く

く
り
付
け
た
と
こ
ろ
、
不
思
議
に
嵐
は
収
ま
り
、
波
が

静
か
に
な
り
、
無
事
に
対
岸
の
鳥
屋
野
に
帰
り
着
く
こ

と
が
で
き
た
の
で
し
た
。

　

聖
人
は
、
こ
の
六
字
名
号
を
、
敬
覚
寺
開
基
の
八
木

次
郎
左
衛
門
と
新
十
郎
に
お
与
え
に
な
り
、
鈴
木
家
は

こ
の
地
に
御
名
号
堂
を
建
立
し
ま
す
。

　

二
つ
目
と
三
つ
目
は
ど
ち
ら
も
上
越
の
柿
崎
と
い
う

地
区
に
伝
わ
る
川
越
の
名
号
で
す
。
し
ぶ
し
ぶ
の
宿
と

第
16
回
　
川
越
の
名
号
　
三
様

い
う
方
が
ピ
ン
と
く
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
ひ
と
つ
、
浄
善
寺
の
門
前
に
は
「
親
鸞
聖
人
御

旧
跡
」
の
石
碑
が
建
立
す
る
地
が
あ
り
ま
す
。

　

聖
人
が
当
地
柿
崎
に
た
ど
り
着
か
れ
た
の
は
冬
の
夕

暮
れ
。
扇
屋
の
小
畠
左
衛
門
に
、
宿
を
求
め
ま
す
。
し

か
し
、
扇
屋
夫
婦
が
邪
見
の
者
で
、
杖
を
振
り
か
ざ
し

て
断
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
聖
人
は
軒
下
に

て
石
を
枕
に
さ
れ
お
体
を
休
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
時
、
聖
人
は
お
念
仏
を
称
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

お
声
を
聞
い
て
、
お
念
仏
を
称
え
ら
れ
る
聖
人
の
お
姿

に
、
扇
屋
夫
婦
は
我
が
身
を
か
え
り
み
て
、
聖
人
を
中

に
招
き
、
教
え
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

聖
人
は
、
扇
屋
夫
婦
も
阿
弥
陀
如
来
の
お
導
き
に
出

遇
わ
れ
た
こ
と
を
慶
ば
れ
、

と
詠
ま
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

翌
朝
、
聖
人
は
旅
立
ち
、
浄
善
寺
の
『
扇
屋
渋
々
宿

伝
絵
』
に
は
、
夫
婦
は
川
岸
ま
で
見
送
り
、
い
た
だ
い

た
十
字
名
号
を
両
手
で
敬
い
な
が
ら
、
別
れ
を
惜
し
む

姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
浄
善
寺
の
川
越
の

名
号
で
す
。

　

一
方
の
浄
福
寺
で
は
、
聖
人
が
流
罪
赦
免
の
勅
使
を

迎
え
る
た
め
鳥
屋
野
か
ら
国
府
に
向
う
途
中
、
吹
雪
の

夜
に
、
鎌
倉
扇
谷
の
武
士
井
上
忠
長
が
信
濃
国
か
ら
柿

崎
に
移
住
し
て
い
た
家
に
一
夜
の
宿
を
求
め
ま
し
た
。

　

忠
長
が
留
守
で
、
女
房
は
断
っ
た
た
め
、
聖
人
は
軒

下
で
笈
を
枕
に
休
み
ま
す
。

　

忠
長
が
夜
更
け
に
帰
っ
て
き
て
、
女
房
を
な
だ
め
た

の
で
、
し
ぶ
し
ぶ
宿
を
貸
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
忠

長
は
聖
人
か
ら
念
仏
の
教
え
を
聞
き
、
九
字
の
名
号
を

与
え
ら
れ
、
門
弟
と
な
り
善
順
の
法
名
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
時
の
聖
人
の
歌
と
忠
長
の
返
歌
が
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

聖
人
が
急
ぎ
国
府
へ
帰
る
時
、
善
順
は
柿
崎
に
女
房

を
残
し
、
名
号
を
背
負
い
、
お
供
を
し
て
米
山
川
を
超

え
ま
し
た
が
、
川
岸
に
女
房
の
姿
を
見
た
聖
人
は
、
善

順
に
女
房
の
と
こ
ろ
に
帰
り
、
仏
恩
報
謝
の
生
活
に
励

む
よ
う
に
諭
し
、
善
順
を
戻
し
国
府
に
向
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
時
の
名
号
が
浄
福
寺
の
川
越
の
名
号

で
、
渋
々
宿
絵
伝
な
ど
の
宝
物
と
と
も
に
今
に
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
川
越
の
名
号
に
は
川
向
い
か
ら
親
鸞
聖
人
が

書
か
れ
た
と
い
う
不
思
議
な
伝
承
も
あ
っ
た
り
し
ま
す

が
、
こ
れ
は
別
の
お
話
。

　

川
越
波
切
名
号
堂
は
新
潟
駅
か
ら
バ
ス
で
寺
地
バ
ス

停
下
車
徒
歩
三
分
。
浄
善
寺
・
浄
福
寺
は
Ｊ
Ｒ
柿
崎
駅

か
ら
徒
歩
十
分
弱
で
す
。　
　
　
　
　
（
山
川
蓮
生
）

川越波切川越波切
名号堂名号堂

浄善寺浄善寺

浄福寺浄福寺
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コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
予
定
さ
れ

て
い
た
本
山
行
事
の
多
数
が

キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
、
ま
た
は
参

詣
の
な
い
状
態
で
の
開
催
と

な
っ
た
四
半
期
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
デ
ジ

タ
ル
掛
け
軸
の
奉
納
が
三
月

十
九
日
に
行
わ
れ
三
重
テ
レ
ビ

で
生
中
継
さ
れ
ま
し
た
。
境
内

に
入
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
テ
レ
ビ

で
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
多
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
三
月
十
六
日
は
涅
槃

会
で
す
。
こ
ち
ら
も
例
年
一
緒

に
お
参
り
い
た
だ
く
幼
稚
園
の

子
ど
も
た
ち
の
参
詣
は
中
止
さ

れ
少
し
寂
し
い
お
参
り
と
な
り

ま
し
た
。

　

写
生
大
会
は
屋
外
で
の
写
生

と
な
り
ま
す
の
で
、
例
年
ど
お

り
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
屋
内

で
の
展
示
は
期
間
が
短
縮
さ

れ
、
は
な
ま
つ
り
も
中
止
に
な

り
ま
し
た
の
で
皆
さ
ま
の
目
に

触
れ
る
機
会
が
少
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

コロナ禍の中でも季節はいつもどおりうつろっていきますコロナ禍の中でも季節はいつもどおりうつろっていきます

デジタル掛け軸デジタル掛け軸

紅葉の実がついています紅葉の実がついています

今年はイソヒヨドリを今年はイソヒヨドリを
よく見かけましたよく見かけました

藤の花も咲きました藤の花も咲きました これは松の花これは松の花 つつじも綺麗でしたつつじも綺麗でした 桜もいつもどおりでした桜もいつもどおりでした
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八
月
一
日
～
五
日

仏
教
文
化
講
座

八
月
十
四
日
～
十
六
日

歓
喜
会

九
月
三
日

法
話
発
表
会

九
月
十
九
日
～
二
十
五
日

讃
佛
会

●
　
行 

事 

案 

内

清
掃
奉
仕
よ
ろ
し
く

　
　
　
お
願
い
い
た
し
ま
す

三
月
・
四
月
・
五
月

　

疾
病
拡
散
予
防
の
た
め
引

き
続
き
中
断
し
て
い
ま
す
。

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
。

　

こ
の
時
期
に
行
わ
れ
る
、
讃

仏
会
、
千
部
法
会
も
職
員
の
み

で
ひ
っ
そ
り
と
勤
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

非
常
事
態
宣
言
解
除
後
の
五

月
二
十
一
日
の
親
鸞
聖
人
降
誕

会
で
は
御
参
廟
行
列
も
あ
り
、

日
常
に
戻
る
縁
と
な
れ
ば
と
思

い
ま
し
た
。

　

五
月
二
十
八
日
は
新
宝
物
館

の
建
設
に
向
け
て
、
宝
物
館
に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
法
宝
物
を
三

重
県
博
物
館
に
寄
託
す
る
た
め

搬
出
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

次
頁
に
も
案
内
が
あ
り
ま
す

が
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　

仏
教
文
化
講
座
の
ご
紹
介
（
敬
称
略
）

８
月
１
日
（
土
）

　

法
主
殿　

御
親
講

８
月
２
日
（
日
）

　
「
江
戸
時
代
の
宗
教
と
専
修
寺
」

　

学
習
院
大
学
名
誉
教
授　

高
埜
利
彦

８
月
３
日
（
月
）

　
「
他
力
仏
教
の
構
造
ー
世
界
の
中
の
浄
土
真
宗
ー
」

　

龍
谷
大
学
教
授
・
本
願
寺
派
勧
学　

深
川
宣
暢

８
月
４
日
（
火
）

　
「
日
本
仏
教
は
な
ぜ
多
様
な
の
か
ー
多
様
性
が
も
た
ら
す
仏
教
の
未
来
形
ー
」

　

宗
教
学
者　

正
木
晃

８
月
５
日
（
水
）

　
「
葬
祭
と
仏
教
」

　

真
宗
高
田
派
正
泉
寺
住
職　

北
島
恒
陽

開講の詳細につきましては感染症
の状況によって例年どおりとなら
ない場合があります。各寺院様に
は別途ご案内予定でございます。

まずは、日程のお知らせとして掲
載させていただいております。

涅槃会涅槃会

千部法会期間中におこなわれた千部法会期間中におこなわれた
釈迦三尊会釈迦三尊会

法宝物の搬出を見守る法主殿法宝物の搬出を見守る法主殿

本
山
納
骨
受
付
に
つ
い
て

六
月
十
九
日
よ
り
予
約
制
に
て
再
開
し
ま
す
。

■
感
染
症
対
策
の
た
め
、
納
骨
受
付
は

予
約
制
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
受
付
件

数
を
限
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
翌
月
末
ま
で
の
予
約
が
可
能
で
す
。

ご
予
約
は
お
電
話
に
て
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

■
ご
予
約
・
お
問
い
合
せ
先

総
合
案
内
所
・
納
骨
堂

　
電
話
　
〇
五
九
ー
二
三
二
ー
七
二
三
四

写 生 大 会写 生 大 会
作 品 展 示作 品 展 示



三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　
　

２
８
１
９

　

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺
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寺
院
名

※
疾
病
の
拡
散
防
止
の
お
願
い

　

本
誌
面
作
成
時
で
は
、
全
国
の
非
常
事
態
宣
言
が
一
応
解
除
さ
れ
ま
し
た
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
、
引
き
続
き
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
。

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
。

　

来
る
令
和
五
（
二
〇
二
三
）

年
は
ご
開
山
聖
人
の
ご
誕
生

か
ら
丁
度
八
五
〇
年
に
当
た

り
ま
す
。
こ
れ
に
合
わ
せ
特

別
法
要
を
八
日
間
に
わ
た
り

お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

　

聖
徳
太
子
か
ら
ご
開
山
聖

人
、
ご
開
山
聖
人
か
ら
真
慧

上
人
へ
と
つ
な
が
り
今
こ
こ

に
届
い
て
い
る
お
念
仏
の
教

え
を
再
確
認
、
再
認
識
す
る

大
切
な
法
会
で
あ
り
ま
す
。

特
別
法
要
の
記
念
事
業
と
し

て
行
い
ま
す
新
宝
物
館
の
建

設
は
親
鸞
聖
人
ゆ
か
り
の
法

宝
物
を
は
じ
め
今
日
ま
で
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
貴
重
な
法

宝
物
を
次
代
に
伝
え
て
い
く

た
め
に
行
い
ま
す
。
テ
ー
マ

を
「
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
出

会
う
宝
物
館
」
と
し
映
像
化

を
活
用
し
た
り
研
修
を
し
た

り
す
る
な
ど
来
館
者
に
教
え

を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
て
ま

い
り
ま
す
。

　

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
へ
一
軒

あ
た
り
二
万
円
を
目
標
に
お

願
い
し
て
お
り
ま
す
ご
懇
志

に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
別
法

要
の
円
成
と
新
宝
物
館
の
完

成
に
向
け
お
願
い
を
い
た
し

て
い
る
も
の
で
す
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
が
収

ま
ら
な
い
な
か
懇
志
の
お
願

い
を
し
て
お
り
ま
す
こ
と
は

甚
だ
心
苦
し
い
こ
と
で
あ
り

ま
す
が
、
お
一
人
で
も
多
く

の
方
か
ら
ご
賛
同
を
い
た
だ

き
た
く
切
に
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

令
和
五
年
の
特
別
法
要
に
向
け
て

　

誠
に
勝
手
で
は
ご
ざ
い
ま

す
が
ご
懇
志
は
、
法
会
の
直

前
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年

四
月
末
ま
で
に
お
納
め
い
た

だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
く
存
じ

ま
す
。
二
万
円
以
上
の
ご
懇

志
の
方
は
新
宝
物
館
の
壁
面

に
お
名
前
を
刻
み
ま
す
。
お

名
前
の
刻
印
に
つ
き
ま
し

て
は
準
備
の
都
合
で
令
和

四
（
二
〇
二
二
）
年
十
二
月

末
ま
で
に
お
知
ら
せ
い
た
だ

き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
ご
寺
院
単
位
で
の
と
り

ま
と
め
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
詳
し
く
は
特
別
法
要
事

務
局
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

特
別
法
要
事
務
局
長

　
　
　
　
　

押
小
路　

蓮
円


