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迎
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ゅ
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寺
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保保も
つ
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円円ま
ど
か

去
る
10
月
12
日
、13
日
と
講
師
に
乾
い
ぬ
い
文ふ
み
雄お

師

（
近
江
第
5
組
正

し
ょ
う

念ね
ん

寺じ

住
職
、
大
谷
中
学
・

高
等
学
校
長
）
と
祖そ

父ぶ

江え

佳よ
し
乃の

師
（
名
古
屋

教
区
有ゆ

う

隣り
ん
寺じ

住
職
・
節ふ
し
だ
ん談
説
教
師
）
を
お
迎

え
し
、
歴
史
あ
る
「
三
浦
講
」
の
会
所
を
勤

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三
浦
講
と
は
、

4
5
0
年
続
く
法
要
で
高
島
市
今
津
町
と
マ

キ
ノ
町
の
真
宗
寺
院
11
カ
寺
が
順
番
に
会
所

を
持
ち
回
り
し
、
本
願
寺
10
代
の
証

し
ょ
う

如に
ょ

上
人

の
御ご

影え
い

を
引
き
継
い
で
勤
め
て
い
ま
す
。
戦
国

時
代
、
石
山
合
戦
で
織
田
信
長
か
ら
本
願
寺

と
お
念
仏
の
教
え
を
命
が
け
で
護
っ
た
三
浦
衆

（
今
津
・
海か

い

津づ

・
大
浦
の
門
徒
衆
）
の
先
達

の
労
苦
を
偲
ぶ
と
と
も
に
聞
法
の
機
縁
の
場

と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
伝
統
行
事
で
す
。

11
年
に
一
度
の
大
行
事
、
小
さ
な
お
寺
な

の
で
門
徒
総
出
で
お
迎
え
し
な
け
れ
ば
勤
め

る
こ
と
が
出
来
な
い
行
事
で
す
が
、
門
徒
の

高
齢
化
や
不
安
定
な
経
済
状
況
、
コロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
で
行
事
が
縮
小
さ
れ
て
い
た
影
響

も
あ
り
、
ど
こ
ま
で
や
れ
る
の
か
門
徒
一
同

と
て
も
心
配
で
し
た
。
世
代
交
代
も
少
な
く
、

前
回
よ
り
も
み
ん
な
11
歳
年
を
取
っ
て
80
歳

前
後
に
な
っ
て
い
ま
す
。
役
員
会
で
集
ま
っ
て

話
し
を
す
る
た
び
に
「
11
年
前
と
同
じ
こ
と

は
出
来
な
い
、
今
の
状
態
で
出
来
る
こ
と
を

し
よ
う
」
が
合
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

坊
守
と
し
て
準
備
や
経
費
の
事
ば
か
り
が
気

に
な
り
、
と
て
も
不
安
で
落
ち
着
か
な
い
毎
日

で
し
た
。
住
職
は
兼
職
し
て
い
て
単
身
赴
任
な

の
で
仕
事
中
に
思
い
つ
い
た
こ
と
を
私
に
連
絡

し
て
き
ま
す
し
、
一
緒
に
住
ん
で
い
る
義
父
と

義
母
も
意
見
や
思
い
を
私
に
伝
え
て
き
ま
す

し
、
も
ち
ろ
ん
門
徒
さ
ん
の
意
見
も
確
認
し

な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
頭
が
混
乱
し
、
三
浦

講
が
な
け
れ
ば
楽
だ
ろ
う
な
と
そ
ん
な
こ
と

ば
か
り
思
っ
て
、
恥
ず
か
し
い
で
す
が
こ
れ
が

本
音
で
す
。
そ
し
て
能
登
豪
雨
の
知
ら
せ
も
重

な
り
、
今
、
三
浦
講
の
仏
事
を
す
る
意
味
は
何

な
の
か
？
あ
ら
た
め
て
考
え
ま
し
た
。
能
登
地

震
で
被
災
さ
れ
た
先
輩
、
竹
原
了
珠
氏
の
お
話

し
を
ま
と
め
た
『
立
ち
上
が
る
念
仏
』
を
読

ま
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に

は
「
門
徒
さ
ん
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
お
願

い
し
て
倒
壊
し
た
家
か
ら
ご
本
尊
を
助
け
出
し

て
ほ
し
い
と
頼
む
声
が
多
く
あ
り
ま
す
。
あ
る

人
は
チェー
ン
ソ
ー
で
切
り
開
い
て
助
け
出
さ
れ

た
ご
本
尊
を
見
て
、
あ
り
が
と
う
と
泣
い
て
家

族
で
お
勤
め
を
す
る
、
ま
た
あ
る
方
は
探
し
出

し
た
ご
本
尊
を
見
て
仏
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た

命
だ
と
。“
私
に
も
う
少
し
生
き
て
お
念
仏
の

教
え
を
次
の
人
た
ち
に
伝
え
て
ほ
し
い
と
言
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
”
と
言
わ
れ
た
そ
う

で
す
」
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
と
て
も
胸

が
熱
く
な
り
、
先
に
歩
ま
れ
た
無
数
の
ご
先
祖

の
歴
史
を
感
じ
、
愚
痴
ば
か
り
の
私
に
「
南
無

阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
大
事
に
し
て
く
だ
さ
い
」

と
呼
び
か
け
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
っ
た
の
で
す
。
三
浦
講
を
無
事
に
迎
え
、
2

日
間
で
1
5
0
名
ほ
ど
の
参
拝
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。ご
門
徒
を
は
じ
め
、た
く
さ
ん
の
方
々

に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
こ
と
、
と
て
も
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。
何
よ
り
も
本
堂
に
集
ま
っ
た
お

仲
間
と
共
に
お
念
仏
を
称
え
、
ご
講
師
の
お
二

人
の
優
し
く
、
力
強
い
お
話
し
か
ら
自
分
の
生

き
方
を
確
か
め
合
う
こ
と
が
出
来
た
こ
と
、
と

て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
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法ほ
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ゅ
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報ほ
う
お
ん
こ
う

恩
講

若
狭
第
二
組
の
法
中
報
恩
講

若
狭
第
二
組
の
法
中
報
恩
講��

若
狭
第
二
組

若
狭
第
二
組��

浄浄じ
ょ
う
れ
ん
じ

蓮
寺
蓮
寺　　

山山や
ま

名名な��

彰彰し
ょ
う

心心し
ん

若
狭
第
二
組
は
、
福
井
県
の
西
部
、
若

狭
湾
に
面
し
た
美
浜
町
と
若
狭
町
内
の
寺
院

で
構
成
し
て
い
ま
す
。
美
浜
・
若
狭
両
町
は
、

曹
洞
宗
が
世
帯
の
八
割
以
上
を
占
め
、
真
宗

門
徒
の
割
合
は
二
割
に
満
た
ず
、
う
ち
大
谷

派
に
属
す
る
世
帯
は
五
％
程
度
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。
各
寺
院
の
門
徒
戸
数
も
十
戸
か
ら
五
十

戸
ほ
ど
で
、
ほ
と
ん
ど
の
住
職
が
兼
職
し
住

職
不
在
の
寺
院
も
四
割
に
達
し
て
い
ま
す
。

若
狭
第
二
組
の
教
化
活
動
の
中
心
は
、
毎
年

十
月
に
開
催
す
る
「
法
中
報
恩
講
」
と
十
二
月

の
「
同
朋
大
会
」、
そ
し
て
三
年
に
一
度
の
「
推

進
員
養
成
講
座
（
同
朋
の
会
推
進
講
座
）」
で

す
。
今
回
は
こ
の
う
ち
、
今
年
十
月
に
開
催
さ

れ
た「
法
中
報
恩
講
」に
つい
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
法
中
報
恩
講
」
の
歴
史
は
古
く
、
記
録
簿

は
現
在
組
長
の
手
元
に
五
冊
残
っ
て
お
り
、
最

も
古
い
記
録
簿
に
は「
文
久
二
年
」（
一
八
六
二

年
）
と
あ
り
、
そ
の
当
時
よ
り
組
内
寺
院
を

毎
年
巡
回
し
開
催
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
記
録
簿
に
は
、
当
番
会
所
と
な
っ
た
住

職
が
、
参
勤
し
た
住
職
や
法
要
次
第
、
役
割

分
担
、
布
教
使
な
ど
を
記
し
て
い
ま
す
。
中

で
も
目
に
止
ま
る
の
は
、
本
山
冥
加
金
の
記

載
で
す
。
半
世
紀
前
ま
で
は
毎
年
、
冥
加
金

の
金
額
が
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当

日
各
住
職
が
持
ち
寄
っ
た
か
、
会
場
で
集
金

し
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
組
会

の
役
割
も
兼
ね
て
い
た
よ
う
で
す
。

美
浜
・
若
狭
両
町
の
本
願
寺
派
寺
院
で
も

大
谷
派
同
様
、「
冥
加
講
」
と
呼
ば
れ
る
法
座

が
毎
年
十
月
に
開
催
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
い
わ

れ
は
遥
か
遠
く
、
石
山
合
戦
の
折
に
冥
加
金

を
集
金
し
届
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
地

域
の
真
宗
門
徒
が
一
堂
に
会
し
法
要
を
営
み
、

資
金
を
調
達
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
文
書
が
本
願
寺
派
寺

院
に
残
っ
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

戦
中
戦
後
の
数
年
間
、
法
中
報
恩
講
は
開

催
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
昭
和
二
十
二
年
よ

り
復
活
。
爾じ

来ら
い

今
日
ま
で
、コロ
ナ
禍
の
一
年
間

の
休
会
を
除
い
て
組
内
十
ヶ
寺
を
毎
年
巡
回
し

て
継
続
し
て
き
ま
し
た
。
た
だ
コロ
ナ
禍
以
降
、

会
所
の
負
担
軽
減
も
兼
ね
て
、
従
来
の
一
昼
夜

三
座
か
ら
、
一
日
の
み
二
座
の
開
催
と
す
る
な

ど
、
過
疎
化
高
齢
化
が
急
激
に
進
行
す
る
中
で
、

巡
回
し
て
継
続
す
る
こ
と
を
第
一
に
話
し
合
い

を
重
ね
て
何
と
か
今
日
に
至
って
い
ま
す
。

組
内
寺
院
を
巡
回
し
て
開
催
す
る
意
義
は
、

法
中
報
恩
講
の
会
所
と
い
う
住
職
だ
け
で
遂

行
で
き
な
い
一
大
事
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
、

①
寺
院
の
修
繕
や
備
品
購
入
の
機
縁
と
な
っ

た
り
、
②
寺
に
足
を
運
ぶ
機
会
が
少
な
い
ご

門
徒
を
巻
き
込
ん
だ
り
、
何
よ
り
も
③
住
職

と
門
徒
が
何
度
も
話
し
合
い
を
行
い
多
く
の

時
間
を
用
い
て
準
備
を
す
る
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も

の
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

今
年
度
の
当
番
会
所
は
、
若
狭
町
新
道
区

に
あ
る
真し

ん

覺か
く

寺じ

で
し
た
。
前
住
職
が
還げ
ん
じ
ょ
う浄さ

れ
て
か
ら
は
無む

住じ
ゅ
うと
な
り
ま
し
た
が
、
代
務

を
さ
れ
て
い
る
武た

け
田だ

究き
わ
む

良り
ょ
う
ね
ん
じ

念
寺
住
職
と
ご
門

徒
の
皆
さ
ん
が
一
体
と
な
り
、
一
年
以
上
前

か
ら
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

の
お
か
げ
で
、
晴
天
の
も
と
満
堂
の
法
要
と

な
り
、
同
朋
唱
和
の
勤
行
と
鈴す

ず

木き

君き
み

代よ

さ
ん

の
ご
法
話
を
、
僧
俗
一
緒
に
聴
聞
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
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出
版
部
会　

出
版
部
会　
竹竹た
け

中中な
か��

亜亜あ

希希き

子子こ��

秋
晴
れ
の
十
月
下
旬
、
百
人
近
い
参
詣
者

が
見
守
る
中
、
ピ
ア
ノ
と
キ
ー
ボ
ー
ド
に
よ
る

出
仕
曲
が
奏
で
ら
れ
、
厳
か
に
法
中
が
内
陣
へ

と
出
仕
。
輪
番
の
着
座
に
併
せ
て
、
着
座
曲

の
合
唱
が
声
高
ら
か
に
始
ま
っ
た
。

平
成
三
年
、�“
み
ん
な
で
歌
お
う
仏
教
讃

歌
”
を
合
言
葉
に
「
真
宗
大
谷
派
長
浜
教
区

合
唱
団　
花
あ
か
り
」
が
誕
生
し
た
。
結
成

に
あ
た
り
、
発
起
人
が
当
時
の
教
務
所
長
に

何
度
も
直
談
判
を
し
た
。
以
来
、
長
浜
・
五

村
両
別
院
の
報
恩
講
の
日
中
で
、
音
楽
法
要

が
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

現
在
は
、
合
唱
団
「
花
あ
か
り
」
と
合

唱
団
「
か
が
や
き
」
の
約
五
十
名
の
混
声
メ

ン
バ
ー
が
集
う
。
演
奏
さ
れ
る
音
楽
法
要
曲

は
、
二
〇
一
一
年
宗
祖
七
百
五
十
回
御
遠
忌

を
機
に
編
成
さ
れ
た
法
要
次
第
に
そ
っ
て
制
作

さ
れ
た
も
の
。
伽か

だ陀
・
三
帰
依
文
・
回
向
が

現
代
語
訳
さ
れ
、
新に

い
実み

徳と
く
英ひ
で
氏
に
よ
っ
て
「
ど

な
た
で
も
歌
い
や
す
い
よ
う
に
」
と
作
曲
さ

れ
た
。
法
要
中
の
供く

灯と
う

供く

花か

は
、
坊
守
会
と

女
性
会
の
役
員
が
担
っ
て
い
る
。

団
員
に
、
音
楽
法
要
に
対
す
る
想
い
を
尋

ね
た
。「
歌
を
通
し
て
教
え
を
い
た
だ
い
て
い

る
」「
毎
年
、
こ
の
ご
縁
が
最
後
か
も
と
思
い

な
が
ら
出
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
」「
歌
っ
て
い

る
と
一
つ
一
つ
の
言
葉
が
心
に
沁
み
て
く
る
」

等
、
さ
ま
ざ
ま
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
音

楽
法
要
に
出
仕
の
准
堂
衆
は
、「『
和
訳
正
信

偈
』
の
歌
詞
は
子
供
た
ち
に
も
伝
わ
り
や
す

い
と
思
う
」
と
話
さ
れ
た
。
初
め
て
別
院
に

お
参
り
さ
れ
た
と
い
う
方
は
、「
歌
詞
を
見
な

が
ら
、
心
地
よ
く
じ
ん
と
き
た
」
と
の
感
想

を
寄
せ
た
。

私
も
合
唱
団
の
一
員
だ
が
、
長
浜
別
院
で

は
一
参
詣
者
と
し
て
お
参
り
し
た
。
視
点
が

変
わ
っ
た
こ
と
で
、
音
楽
法
要
は
常
に
緊
張
感

を
保
ち
つ
つ
進
行
し
て
い
く
勤
行
で
あ
り
、
ラ

イ
ブ
で
あ
る
と
再
認
識
し
た
。
教
区
改
編
に

よ
り
新
生
「
合
唱
団　
花
あ
か
り
」
の
新
し

い
肩か

た
ぎ
ぬ衣
を
つ
け
、
様
々
な
想
い
が
交
錯
す
る

音
楽
法
要
と
な
っ
た
。

長
浜
別
院
（
10
／
24
）

五
村
別
院
（
10
／
30
）

報
恩
講 

日
中 

音
楽
法
要

出
版
部
会

レ
ポ
ー
ト

男ひ
と

と
女ひ
と

の
平
等
っ
て
、

な
に
？

出
版
部
会　

出
版
部
会　
藤藤ふ
じ
�
の野野��

勝勝
ま
さ
る

そ
も
そ
も
コ
ラ
ム
タ
イ
ト
ル
の
「
平
等
っ
て

な
に
？
」
っ
て
何
？
一
般
的
な
国
語
辞
典
で
は

「
平
等
」
と
は
「
差
別
が
な
く
、
み
な
同
じ

で
あ
る
こ
と
」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
が

い
つ
も
参
考
に
し
て
い
る
中な

か

村む
ら

元は
じ
め

著
『
仏
教

語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍
）
で
は
、

①
共
通
で
あ
る
こ
と
。
②
共
通
で
用
い
る

こ
と
。
③
同
等
の
人
。
④
尊
卑
の
間
の
平

等
。
⑤
憎
愛
好
悪
を
超
え
て
超
然
と
し
て

い
る
こ
と
。
⑥
一
様
に
。
誰
に
対
し
て
も
同

じ
よ
う
に
。
⑦
あ
ま
ね
く
。
⑧
無
差
別
の

世
界
。
諸
現
象
を
つ
ら
ぬ
く
絶
対
の
真
理
。

真
理
そ
の
も
の
。

と
、
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
平
等
感
」
を
主
張
し
あ
う
状
況
で
は
、
そ

の
感
覚
の
違
い
に
よ
っ
て
互
い
が
感
じ
取
る
ズ

レ
に
悩
ま
さ
れ
る
の
が
私
の
現
実
で
す
。
折
衷

案
を
「
平
等
」
と
表
現
す
る
の
は
少
し
外
れ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
う
い
う
「
平

等
」の
裏
に
は「
こ
れ
だ
け
頑
張
っ
て
い
る
の
に
」

と
か
「
良
か
れ
と
思
っ
た
行
動
が
指
摘
さ
れ

♪♪
大
津
別
院
音
楽
法
要
に
お
参
り
し
て

大
津
別
院
音
楽
法
要
に
お
参
り
し
て

大
津
別
院
で
初
め
て
の
讃さ
ん
ご
う仰
音
楽
法

要
が
勤
ま
る
と
知
り
、
参
詣
す
る
こ
と

に
。
琵
琶
湖
を
望
む
大
通
り
か
ら
、
境

内
に
一
歩
入
る
と
、
静
け
さ
の
中
に
合
唱

の
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
聞
こ
え
て
き
た
。
十
数

名
の
団
な
が
ら
、
学
生
さ
ん
も
混
じ
っ
て

お
り
、
こ
こ
に
も
仏
教
讃
歌
の
息
吹
が
芽

生
え
て
い
る
こ
と
を
嬉
し
く
そ
し
て
有

難
く
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

【
写
真
上
段
】

長
浜
別
院
音
楽
法
要

【
写
真
下
段
】

五
村
別
院
音
楽
法
要
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レ
ポ
ー
ト

��

出
版
部
会　

出
版
部
会　
比比ひ

叡叡え

谷谷た
に��

真真ま
こ
と��

大
津
別
院
で
は
、
昨
年
合
唱
団
が
結
成
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
近
江
第
一
組
響こ

う

忍に
ん

寺じ

様
で
活
動
さ
れ
て
き
た
皆
さ
ん
が
、
別
院
を

拠
点
に
活
動
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
り
、
ま

ず
、
五
月
の
蓮れ

ん
に
ょ如

上
人
御ご

影え
い

道
中
お
立
寄
り
と
、

一
二
月
の
大
津
市
仏
教
会
成じ

ょ
う
ど
う
え

道
会
大
会
で
合
唱

い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
年
度
か
ら
一
〇
月
一
四
日
・

一
五
日
の
別
院
報
恩
講
で
も
合
唱
の
時
間
を
も

う
け
る
こ
と
に
な
り
、
一
四
日
一
四
時
開
始
の

逮
夜
前
、
一
三
時
か
ら
讃
仰
音
楽
法
要
と
し

て
執
行
し
ま
し
た
。
宗
祖
七
百
五
十
回
御
遠

忌
に
際
し
て
作
曲
さ
れ
た
音
楽
法
要
曲
で
す
が
、

も
と
も
と
逮
夜
は
勤
行
後
、
御
伝
鈔
拝
読
・

法
話
が
あ
り
ま
す
の
で
、
今
回
は
時
間
を
短
縮

す
る
た
め
、
登
高
座
は
省
略
し
て
外
陣
勤
め
と

し
、『
和
訳
正
信
偈
』
に
つい
て
も
依え

き
ょ
う
だ
ん

経
段
の
み

と
す
る
な
ど
ア
レン
ジ
し
て
の
法
要
で
し
た
。

初
め
て
の
音
楽
法
要
、
ど
れ
だ
け
お
参
り
が

あ
る
か
不
安
で
し
た
が
、
思
っ
た
以
上
に
ご
参

聴
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
は
祝
日
で
あ
っ
た
た

め
、
高
校
生
・
中
学
生
の
ご
門
徒
さ
ん
が
姉
妹

で
合
唱
に
ス
ポ
ッ
ト
参
加
し
て
く
だ
さ
り
、
ご

家
族
も
お
参
り
い
た
だ
い
た
こ
と
も
う
れ
し
い

出
来
事
で
し
た
。
ま
た
、
合
唱
団
員
含
め
多
く

の
方
に
、
お
逮
夜
に
も
引
き
続
き
お
参
り
い
た

だ
け
た
こ
と
が
、
何
よ
り
あ
り
が
た
い
こ
と
で

し
た
。

今
回
は
、
報
恩
講
の
お
待
ち
受
け
と
し
て
直

前
に
音
楽
法
要
を
執
行
し
ま
し
た
が
、
合
唱
い

た
だ
い
た
方
・
お
参
り
い
た
だ
い
た
方
に
と
って

は
長
丁
場
に
な
り
す
ぎ
た
と
も
感
じ
ま
す
。
今

後
は
、
よ
り
多
く
の
方
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
け

る
報
恩
講
の
音
楽
法
要
を
、
模
索
し
つ
づ
け
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

大
津
別
院
音
楽
法
要

出
版
部
会

る
」
と
いっ
た
打
算
的
な
思
い
が
自
分
自
身
に

見
え
隠
れ
す
る
様
に
思
い
ま
す
。

「
〇
〇
だ
か
ら
」
と
い
う
感
覚
に
縛
ら
れ
て

し
ま
う
と
、
少
な
く
と
も
前
記
の
⑤
⑥
の
用

法
に
は
た
ど
り
着
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
自

身
、
十
分
に
協
力
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
棚
に

上
げ
て
、
周
り
に
問
題
解
決
を
期
待
し
た
り
、

固
定
概
念
で
目
の
前
の
問
題
を
先
送
り
し
て

み
た
り
、
当
事
者
と
し
て
の
意
識
が
希
薄
に
し

て
直
視
を
避
け
て
い
る
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。

「
イ
ク
メ
ン
」「
家
事
男
子
」「
ワ
ン
オ
ペ
育
児

（
介
護
）」
等
の
言
葉
が
表
現
さ
れ
る
現
状
に

お
い
て
「
不
均
衡
」
の
「
役
割
分
担
」
を
互
い

に
協
力
し
あ
っ
て
い
け
る
「
多
様
性
の
」
意
識

改
革
が
私
自
身
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。

♪♪
長
浜
別
院
音
楽
法
要
に
お
参
り
し
て

長
浜
別
院
音
楽
法
要
に
お
参
り
し
て

一
〇
月
二
四
日
、
長
浜
別
院
報
恩
講

中
日
中
の
音
楽
法
要
に
お
参
り
し
ま
し
た
。

大
津
別
院
音
楽
法
要
に
お
参
り
し
て

く
だ
さ
っ
た
合
唱
団
「
花
あ
か
り
」
の

方
か
ら
事
前
に
う
か
が
って
い
ま
し
た
が
、

御
堂
の
向ご

拝は
い

に
上
が
る
と
歌
詞
の
プ
リ
ン

ト
を
い
た
だ
き
、
と
て
も
あ
り
が
た
く
思

い
ま
し
た
。
法
要
の
際
は
、
多
く
の
参
詣

者
が
唱
和
さ
れ
て
い
て
、
通
常
の
勤
行
も

で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
工
夫
が
あ
る
と
よ

い
と
感
じ
ま
し
た
。

堂
内
に
響
き
わ
た
る
「
花
あ
か
り
」の

皆
さ
ん
の
歌
声
は
素
晴
ら
し
く
、
ま
た
、

内
陣
・
外
陣
に
多
く
の
出
仕
者
が
お
ら
れ

た
こ
と
に
も
感
動
し
ま
し
た
。
歌
声
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
僧
侶
分
と
し
て
、
身
を

も
って
荘
厳
す
る
こ
と
を
大
事
に
し
た
い

と
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
こ
と
で
す
。
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願
い
の
中
に
生
き
る

願
い
の
中
に
生
き
る

金
沢
教
区 

本ほ
ん

覺が
く

寺じ

解
放
運
動
推
進
本
部 

女
性
室
ス
タ
ッ
フ

 

森も
り

田た 

恵え

利り

私
は
、
金
沢
教
区
に
あ
り
ま
す
本
覺
寺
と

い
う
寺
の
准
坊
守
、
衆
徒
と
し
て
在
籍
し
て

い
ま
す
。
こ
の
お
寺
の
一
人
っ
子
と
し
て
生
ま

れ
ま
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
、
当
寺
の
行
事
や
、

教
区
の
日
曜
学
校
や
子
ど
も
会
の
活
動
、
ま

た
本
山
で
行
わ
れ
る
大
谷
派
児
童
教
化
連
盟

主
催
の
同
朋
ジュニ
ア
大
会
、
そ
し
て
高
校
生

奉
仕
団
な
ど
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

出
会
い
の
中
で
、
お
育
て
頂
き
、
今
こ
こ
に
い

る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

子
ど
も
時
代
は
学
校
で
の
友
達
同
士
の
関
係

性
で
つ
ら
い
気
持
ち
を
抱
え
な
が
ら
過
ご
し
て

い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
漠
然
と
そ
の
場
か

ら
逃
げ
出
し
た
い
な
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
勿
論
、
身
近
な
人
や
家
族
に
も
、
相
談

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
心
配
を

か
け
た
く
な
い
思
い
も
あ
り
、
あ
ま
り
細
か
い

こ
と
は
話
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
日
常
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
た
の

は
、
児
童
教
化
の
ス
タ
ッ
フ
を
し
て
い
た
大
人

達
で
し
た
。
日
常
の
学
校
生
活
か
ら
離
れ
た

と
こ
ろ
で
出
会
う
そ
の
大
人
達
は
、
学
校
の

先
生
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い
、
い
つ
も
「
あ
な
た

は
大
切
な
ひ
と
り
で
す
よ
」
と
伝
え
て
く
れ

て
い
ま
し
た
。
特
に
何
か
相
談
し
た
訳
で
も
無

い
と
思
う
の
で
す
が
、「
ま
た
会
え
て
う
れ
し

い
よ
」
と
言
っ
て
喜
び
合
え
る
そ
の
場
と
人
が

当
時
の
私
に
は
大
切
な
も
の
で
し
た
。

ま
た
、
そ
の
出
会
い
の
最
初
、
初
め
て
参
加

し
た
金
沢
教
区
の
児
童
奉
仕
団
の
ご
法
話
で

当
時
の
先
生
が
阿
弥
陀
経
の
中
か
ら

池
中
蓮
華
。
大
如
車
輪
。
青
色
青
光
。

黄
色
黄
光
。
赤
色
赤
光
。
白
色
白
光
。

微
妙
香
潔
。

（『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
真
宗
聖
典
第
二
版
１
３
６
頁
）

の
部
分
を
紹
介
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
意
味
を
「
仏
様
の
世
界
に
は
、

大
き
な
蓮
の
花
が
咲
い
て
い
て
、
青
い
花
は
青

く
光
り
、
黄
色
の
花
は
黄
色
く
光
り
、
赤
い

花
は
赤
く
光
り
、
白
い
花
は
白
い
光
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
良
い
香
り
を
放
っ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
輝
き
方
で
咲
い
て
い
る
の

で
す
」
と
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
お

話
し
を
聞
い
た
と
き
に
、
自
分
の
頭
の
中
で
広

が
っ
た
、
綺
麗
な
光
景
を
今
で
も
思
い
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
当
時
の
私
は
、「
仏
様
の
世

界
っ
て
す
ご
い
な
」
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
子

ど
も
の
頃
に
感
じ
た
浄
土
の
世
界
が
今
で
も

私
の
中
の
原
点
に
な
っ
て
残
っ
て
い
ま
す
。

今
、
世
の
中
で
は
「
多
様
性
」
が
大
切
な

こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
的
な
言
葉
の

意
味
で
は
「
個
人
や
集
団
の
間
に
存
在
し
て
い

る
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
」「
人
種
や
性
別
、
年
齢
、

宗
教
、
価
値
観
、
障
が
い
の
有
無
な
ど
に
お
い

て
、
異
な
る
属
性
を
持
っ
た
人
々
が
組
織
や

団
体
の
中
で
共
存
し
て
い
る
状
態
」
と
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
出
来
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
誰

と
で
も
接
し
た
い
で
す
し
、
本
当
に
実
現
で

き
れ
ば
誰
も
苦
し
い
思
い
を
す
る
こ
と
無
く

過
ご
せ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
間

で
あ
る
以
上
、
自
分
の
価
値
基
準
が
入
っ
て
き

て
し
ま
い
、
今
度
は
そ
の
言
葉
を
盾
に
し
て
正

義
の
よ
う
に
握
り
し
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ

と
も
お
こ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
見
、
美
し
く
見
え
る
世
界
で
も
、
人
間
の

基
準
や
価
値
観
が
入
って
し
ま
う
と
す
ぐ
に
曲

が
っ
た
物
に
な
って
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

中
に
生
き
な
が
ら
、
本
当
の
願
い
に
触
れ
さ
せ

て
も
ら
え
る
の
が
浄
土
真
宗
の
教
え
を
聞
い
て

い
く
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
頃

か
ら
出
遇
わ
せ
て
も
ら
って
き
た
仏
様
か
ら
か

け
ら
れ
て
い
る
様
々
な
願
い
を
大
切
に
し
な
が

ら
、
自
分
の
受
け
取
り
を
振
り
返
り
、「
本
当

に
こ
れ
で
よ
い
の
か
」
と
確
認
し
な
が
ら
、
生

き
て
い
き
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

今今
、、  
こ
の
こ
の
時時
に
、
に
、

親
鸞
聖
人

親
鸞
聖
人
にに
遇遇
うう  

石
川
県
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京都教区  1月の教区事業

8日（水） 9 : 30 〜 15 : 30 坊守会 基礎講座（Zoom 併用） 教区会館 2 階 大講堂

12日（日） 10 : 00 〜 12 : 00 子ども報恩講 五村別院

 15日（水）〜 16日（木） 第１７期 第１回 伝道研修会 教区会館

23日（木） 13 : 30 〜 17 : 00 教区同朋会議 教区会館 2 階 大講堂

28日（火） 13 : 30 〜 16 : 30 部落差別問題に学ぶ同朋協議会 研修会 教区会館 2 階 大講堂

30日（木） 13 : 00 〜 15 : 00 准堂衆会 女声声明講習会（Zoom 併用） 教区会館 2 階 大講堂

京都教区  1月の教区諸会議

9日（木） 13 : 30 〜 16 : 30 教区門徒戸数調査委員会 総会 しんらん交流館 大谷ホール

10日（金） 13 : 30 〜 16 : 30 教化本部 企画室 会議 教区会館 2 階 大講堂

23日（木） 10 : 30 〜 12 : 00 教区教化委員会 教区会館 2 階 大講堂

21日（火） 13 : 30 〜 16 : 30 教区財政委員会 旧京都教区専門部会 教区会館 2 階 大講堂

24日（金） 13 : 30 〜 16 : 30 教化本部 出版部会 編集会議 Web 会議（Zoom）

依
頼
「
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
」

災
害
に
対
す
る
救
援
金
の
勧
募
に
つ
い
て

　

去
る
一
月
一
日「
令
和
六
年
能
登
半
島
地

震
」が
発
生
し
、能
登
地
方
を
中
心
に
広
域
に
わ

た
り
未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。こ

の
た
び
の
地
震
の
影
響
を
受
け
た
北
陸
の
地
は

真
宗
門
徒
の
多
い
地
域
で
、と
り
わ
け
震
源
地
で

あ
る
能
登
地
方
は
、近
年
、度
重
な
る
地
震
に
よ

り
何
度
も
苦
し
い
思
い
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、こ
の
た
び
の
巨
大
地
震

の
発
生
に
よ
り
、多
く
の
寺
院・ご
門
徒
が
甚
大

な
被
害
を
受
け
、大
変
深
い
悲
し
み
と
不
安
の

日
々
を
過
ご
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、何
卒
ご
理
解
を
賜
り
、有
縁

の
方
々
に
も
お
声
が
け
い
た
だ
き
、可
能
な
限
り

救
援
金
を
お
取
り
纏
め
の
上
、同
封
の
郵
便
払

込
用
紙
に
て
送
金
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、こ
の
た
び
の
被
害
状
況
か
ら
、京
都
教

区
と
し
て
の
救
援
金
支
援
は
、複
数
年
度
間
に

亘
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。今
後

の
継
続
支
援
と
し
て
の
勧
募
は
情
勢
を
検
討
し

な
が
ら
改
め
て
お
願
い
致
し
ま
す
の
で
、引
き
続

き
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

京
都
教
区
救
援
金
総
額

　
二
〇
二
四
年 

十
一
月 

二
日 

現
在

　

 

３
１
，６
１
７
，１
８
７
円

宗
派
経
常
費 

年
末
完
納
の
お
願
い

今
年
度
に
つ
き
ま
し
て
も
、完
納
に
向
け
て
何

卒
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

郵
便
振
替
に
よ
る
送
金

　
口
座
番
号  00960-8-18967

　
加
入
者
名  

真
宗
大
谷
派
京
都
教
務
所

※
払
込
用
紙（
振
込
料
教
務
所
負
担
）を
ご
希
望

の
方
は
、お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

年
末
完
納
締
切
期
日　

　
2
0
2
5
年 

1
月 

20
日 （
月
）

※
10
万
円
を
超
え
る
送
金
の
際
は
、本
人
確
認
書

類
の
提
示
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
旧
長
浜
教
区
に
お
い
て
、宗
派
経
常
費
の
振
込

先
と
し
て
ご
案
内
し
て
お
り
ま
し
た「
J
A
レ
ー

ク
伊
吹
」及
び「
J
A
北
び
わ
こ
」の
口
座
は
使
用

で
き
ま
せ
ん
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

真
宗
教
団
連
合
滋
賀
県
支
部

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年

立
教
開
宗
８
０
０
年 

慶
讃
法
要

・
2
0
2
5
年 

2
月 

22
日 （
土
）

　
12
時
受
付
開
始　
午
後
１
時
開
会

　
会
場
／
野
洲
文
化
ホ
ー
ル

　
講
師
／
釈
徹
宗 

氏

宗
派
の
垣
根
を
超
え
、お
念
仏
の
教
え
に
生
き

る
同
朋
が
身
近
に
い
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぶ
場
が

開
か
れ
る
こ
と
を
願
い
と
し
て
開
か
れ
ま
す
。

音
楽
法
要
、仏
教
讃
歌
、記
念
講
演
を
行
い
ま
す
。

※
参
加
費
無
料
、事
前
申
し
込
み
不
要
。

敬
弔ご

生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、
謹
ん
で

哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

・
長
浜
第
十
六
組�

岩
隆
寺

　
前
住
職　
大
田�

巖　
九
十
二
歳

　
　
二
〇
二
四
年
十
一
月
二
十
一
日

・
長
浜
第
二
十
二
組�

光
乘
寺

　
住
職　
長�

正
道　
七
十
五
歳

二
〇
二
四
年
六
月
二
十
八
日

・
長
浜
第
二
十
四
組�

隨
願
寺

　
前
坊
守　
佐
々
木�

澄
江　
九
十
歳

二
〇
二
四
年
十
一
月
十
四
日

�

〔
寺
院
教
会
番
号
順�

敬
称
略
〕

年
末
年
始
休
日
の
お
知
ら
せ

・
2
0
2
4
年 
12
月 

28
日 （
土
）か
ら

　
2
0
2
5
年 
1
月 

5
日�（
日
）ま
で

年
末・年
始
休
日
の
た
め
、教
務
所・教
務

支
所
を
閉
所
い
た
し
ま
す
。

長
浜
教
務
支
所
の

現
金
取
扱
い
日
に
つ
い
て

今
年
度
下
半
期（
２
０
２
５
年
１
月
～
６

月
）の
長
浜
教
務
支
所
の
現
金
取
扱
い
日

は
左
記
の
と
お
り
で
す
の
で
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

１
月 

14
日（
火
）　
１
月 

27
日（
月
）

２
月 

10
日（
月
）　
２
月 

25
日（
火
）

３
月 

10
日（
月
）　
３
月 

24
日（
月
）

４
月 

14
日（
月
）　
４
月 

28
日（
月
）

５
月 

12
日（
月
）　
５
月 

26
日（
月
）

６
月 

9
日（
月
）　
６
月 

23
日（
月
）

教
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ
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暦
の
初
め
で
あ
る
正
月
を
迎
え
、
折
節
の
行
事
が
ま
た
始
ま
り
ま
す
。
年
中

行
事
に
は
、
変
わ
ら
ぬ
循
環
の
中
で
、
人
も
物
事
も
少
し
ず
つ
変
化
す
る
こ
と

に
気
づ
き
、
世
代
の
交
代
や
命
の
う
つ
ろ
い
を
意
識
し
て
い
く
と
い
う
意
味
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
変
化
の
め
ま
ぐ
る
し
い
現
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

よ
う
に
意
識
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
月
は
湖
西
・
若
狭
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
仏
事への
思
い
を
寄
稿
い
た
だ
き

ま
し
た
。
生
活
様
式
が
大
き
く
変
わ
っ
て
も
、
行
事
を
継
承
す
る
こ
と
の
意
義

を
確
か
め
合
い
、
共
有
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。（
出
版
部
会��

早は
や
か
わ川�

直な
お

子こ

）

声
は
以も

っ

て
意

こ
こ
ろ

を
伝
う
。書
は
以
て
声
を
伝
う
。故ゆ

え

に
書
の
義
は
聞も

ん

仏ぶ

っ

声
し
ょ
う

と
い
う
。（聖
徳
太
子『
勝し

ょ
う
ま
ん
ぎ
ょ
う
ぎ
し
ょ

鬘
経
義
疏
』）

今
月
の
こ
と
ば

京都教区別院  1月の行事予定

1日（水） 0 : 30 〜   1 : 30 長 浜 修正会 長浜別院

1日（水） 14 : 00 〜 15 : 00 五 村 修正会 五村別院

1日（水） 8 : 00 〜   9 : 00 赤野井 修正会 赤野井別院

1日（水） 14 : 00 〜 15 : 00 大 津 修正会 大津別院

1日（水） 14 : 00 〜 15 : 00 山 科 修正会 山科別院

1日（水） 7 : 00 〜   8 : 00 岡 崎 修正会 岡崎別院

1日（水） 9 : 00 〜 10 : 00 伏 見 修正会 伏見別院

4日（土） 9 : 00 〜 12 : 00 赤野井 鏡開き、定例法要（教如上人）  法
話 中川眞 師（別院輪番） 赤野井別院

5日（日） 8 : 30 〜 11 : 30 五 村 鏡開き 五村別院

6日（月） 14 : 00 〜 16 : 00 伏 見 声明作法講座  法
話 浅井誠 師（ 山 城 

第 3 組 皆演寺） 伏見別院

7日（火） 13 : 30 〜 16 : 30 山 科 同朋の会 法話 磯野惠嗣 師（ 山 城 
第 1 組 新道寺） 山科別院

10日（金） 14 : 00 〜 16 : 30 伏 見 同朋会 （御文輪読） 伏見別院

12日（日） 10 : 00 〜 12 : 00 五 村 子ども報恩講 五村別院

13日（月） 10 : 00 〜 11 : 30 岡 崎 三日講「味読正信偈」  法
話 福田大 師（別院輪番） 岡崎別院

15日（水） 14 : 00 〜 16 : 00 山 科 定例法話 鏡開き 法話 狐野秀存 師（前大谷専修学院長）※ぜんざい有り 山科別院

17日（金） 19 : 00 〜 21 : 00 伏 見 親鸞教室 法話 藤原正寿 師（大谷大学准教授） 伏見別院

22日（水） 14 : 00 〜 16 : 00 大 津 同朋の会 聞法会 法話 治田保男 師（ 近 江 
第 2 組 浄安寺） 大津別院

23日（木） 10 : 00 〜 11 : 30 岡 崎 三日講「歎異抄を読む」  法
話 近藤悠 師（別院列座） 岡崎別院

27日（月） 12 : 00 〜 13 : 00 赤野井 定例法要（宗祖親鸞聖人御命日逮夜） 法話 中川眞 師（別院輪番） 赤野井別院

27日（月） 14 : 00 〜 16 : 00 伏 見 ご命日のつどい 法話 宮戸弘 師（京都教務所長兼別院輪番） 伏見別院

12月 28日（土）〜1月 5日（日） ※年末・年始休日のため教務所・教務支所を閉所いたします。年末・年始休日のお知らせ

公式SNSで更新情報や、この
ページにある「今月のことば」に
ついてのひとことメッセージなどを
配信しています。下記QRコード
から、登録よろしくお願いします ！

LINE

Facebook Instagram

友だち 102 LINE公式アカウント
2024年12月1日現在、登録者数
102名。ぜひ登録お願いします！

Facebook
Instagram
もちろんあります！

　 京都教区
公式SNSあります!


