
物
故
会
員
追
弔
法
要
・
総
会

日　

時　

3
月
11
日（
水
）
午
後
１
時
～

　
　
　
　
　
　

（
受
付
正
午
か
ら
）

会　

場　

高
山
別
院　

本
堂

※
4
月
の
総
会
が
3
月
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

日　

程

二
〇
一
五
年
五
月
十
一
日（
月
）

　
正
午
　
　
　
　
　
受
付

　
午
後
1
時
　
　
　
支
部
創
立
100
周
年
記
念

　
　
　
　
　
　
　
　
法
要

　
　
　
　
　
　
　
　
並
び
に
全
会
員
物
故
者

　
　
　
　
　
　
　
　
追
弔
法
要

　
午
後
2
時
　
　
　
記
念
式
典

　
午
後
3
時
15
分
　
記
念
法
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
山
別
院
輪
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
町
慶
華

　
午
後
4
時
　
　
　
閉
会

会　

場　

高
山
別
院
本
堂

ど
な
た
で
も
お
参
り
い
た
だ
け
ま
す
。（
参
加
費
無
料
）

　

大
谷
婦
人
会
は
明
治
23
年
に
創
立
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
、
大
谷
暢
顕
門
首
夫
人
・
大
谷

妙
子
氏
を
会
長
と
し
て
『
聞
法
一
路
』
の
精

神
の
も
と
に
教
化
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

全
国
に
約
300
の
支
部
が
あ
り
、
高
山
支
部
は

そ
の
中
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

高
山
支
部
は
今
年
100
周
年
を
迎
え
ま
す
。

報
恩
講
、
月
々
の
定
例
聞
法
会
な
ど
が
、
今

日
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
相
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
山
支
部
の
活
動

　

毎
月
11
日　

定
例
聞
法
会

　

１
月
11
日　

新
年
互
礼
会

　

４
月
11
日　

追
弔
会
・
総
会

　

６
月
25
日　

婦
人
研
修
会

　
　
　
　
　
　

（
坊
守
会
と
合
同
）

　
　
　

26
日　

佐
奈
姫
忌
法
要　

　

11
月
11
日　

報
恩
講

大
谷
婦
人
会
と
は

〈
略
歴
〉

一
九
三
四
年
、
富
山
県
生
ま
れ
。

大
谷
大
学
卒
業
後
、
真
宗
大
谷
派

教
学
研
究
所
勤
務
。
宗
議
会
議
員
、

参
務
を
務
め
る
。
現
在
、
富
山
教

区
玉
永
寺
前
住
職
。

聞
く
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
く

石い
し

川か
わ

正せ
い

生し
ょ
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～
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日
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窪
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氏
［
圓
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寺
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○
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～
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日
…
江
馬
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賢
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５
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声
と
な
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
。

声
と
な
っ
て
呼
び
か
け
て
く

る
。」
そ
の
こ
と
を
「
私
た
ち

地
方
の
お
年
寄
り
は
親
鸞
聖

人
の
教
え
を
“
如
来
さ
ま
の

お
呼
び
声
と
し
て
聞
い
た
”

と
言
っ
て
い
る
」。
で
あ
る
な

ら
、「
私
た
ち
は
親
鸞
聖
人

の
教
え
を
声
と
し
て
、
た
だ

い
ま
の
身
に
呼
び
か
け
声
と

し
て
聞
い
て
い
る
か
、
た
ず
ね

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い･･･

」

（『
御み

教お
し
えの
一
途
を
心し

ん

底て
い

に

徹
す
る
』
よ
り
）
と
厳
し
い

言
葉
を
い
た
だ
い
た
。
親
鸞

聖
人
や
蓮
如
上
人
の
声
と
し

て
耳
に
聞
こ
え
る
な
ら
立
ち

上
が
る
に
違
い
な
い
。
し
か

し
自
分
の
分
別
で
聞
こ
う
と

す
る
か
ら
ほ
ん
と
う
の
現
実

が
見
え
て
こ
な
い
の
だ
と
案

じ
て
く
れ
て
い
た
。
若
く
し

て
還げ

ん

浄じ
ょ
うし

た
松
本
法
兄
に
頭

が
下
が
っ
た
。

　

富
山
の
岩
瀬
に
吉
田
源
之

助
さ
ん
と
い
う
念
仏
者
が
お

ら
れ
た
。
そ
こ
に
天
保
十
年

に
書
か
れ
た
家
訓
が
残
っ
て

い
る
。

　

家
訓
の
書
き
出
し
は
「
今

死
」
で
始
ま
っ
て
い
る
。
今

日
で
は
生
死
一い

ち

如に
ょ

の
い
の
ち
の

事
実
を
受
け
止
め
ず
、
生
と

死
を
分
離
さ
せ
、延
命
を
願
っ

て
生
き
る
こ
と
が
幸
せ
だ
と

考
え
て
い
る
人
が
多
く
な
っ

た
。
し
か
し
、
死
は
誰
一
人

逃
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
事
実

を
受
け
止
め
、
死
す
べ
き
い

の
ち
が
何
を
願
っ
て
生
き
る

べ
き
か
を
こ
の
家
訓
か
ら
見

つ
め
た
い
。

　

家
訓
は
蓮
如
上
人
が
「
一

日
の
生
活
は
朝
の
勤
行
（
正

信
偈
）
で
始
ま
り
、
夕
の
勤

行
で
終
わ
る
」
と
教
示
さ
れ

た
こ
と
を
中
心
に
書
か
れ
て

い
る
。
そ
の
中
で
特
に
配
慮

さ
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ

う
な
お
こ
こ
ろ
で
お
内
仏
を

お
参
り
す
る
の
か
、
そ
の
一

点
で
あ
る
と
思
う
。

我
ハ
邪
見
ナ
ル
モ
ノ
ト
常
ニ

思
フ
ベ
キ
事
／
我
慢
ナ
ル
モ

ノ
ト
常
ニ
思
フ
ベ
キ
事
／
欲

フ
カ
キ
モ
ノ
ト
常
ニ
思
フ
ベ

キ
事
／
愚
痴
ナ
ル
モ
ノ
ト
常

ニ
思
フ
ベ
キ
事
／
腹
立
ヤ
ス

キ
モ
ノ
ト
常
ニ
思
フ
ベ
キ
事

／
親
ニ
不
孝
ナ
ル
モ
ノ
ト
常

ニ
思
フ
ベ
キ
事
／
地
獄
一
定

ノ
モ
ノ
ト
常
ニ
思
フ
ベ
キ
事

／
仏
祖
ニ
育
ル
ル
身
ト
常
ニ

思
フ
ベ
キ
事
／
地
獄
一
定
ノ

身
ナ
レ
ト
モ
本
願
名
号
ノ
徳

ニ
ヨ
リ
テ
往
生
浄
土
ノ
本
意

ニ
遂
ル
事
ア
ラ
冥
加
ナ
□
□

□
□

　

こ
こ
に
は
、
何
か
を
祈
願

す
る
こ
と
は
書
い
て
い
な
い
。

邪
見
な
る
我
を
常
に
思
う
べ

き
こ
と
と
、
自
分
を
見
つ
め

る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い

る
。
地
獄
一
定
の
身
の
発
見
、

そ
の
身
が
仏
祖
に
育
て
ら
れ
、

本
願
名
号
の
徳
に
よ
っ
て
往

生
浄
土
の
本
意
を
遂と

げ
る
の

だ
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
手

を
合
わ
せ
、
お
内
仏
に
お
参

り
し
て
き
た
ご
先
祖
の
お
こ

こ
ろ
を
共
に
学
び
、
新
し
く

宗
風
が
吹
く
こ
と
を
願
う
。

　

真
宗
門
徒
の
家
に
は
、
外

か
ら
見
て
も
分
か
る
三
つ
の

宗
風
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
は
本
願
寺
八
代
蓮れ

ん

如に
ょ

上

人
の
頃
か
ら
で
、
ご
門
徒
の

人
達
は
、
一
つ
に
は
「
よ
く

聴
聞
す
る
」。
二
つ
に
は
「
朝

夕
の
勤
行
を
す
る
」。
三
つ

に
は
「
物も

の

忌い

み
は
し
な
い
」

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
時
代
の
流
れ
と

共
に
、
そ
の
宗
風
が
真
宗
門

徒
の
家
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と

が
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
ご
門
徒
の
家
々

だ
け
で
な
く
寺
院
の
仏
事
に

つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え

る
（
地
方
に
よ
っ
て
違
い
が

あ
る
が
）。
ご
門
徒
の
家
庭
で

は
、
朝
夕
の
お
参
り
が
失
わ

れ
、
先
祖
が
聞
法
道
場
と
し

て
受
け
継
い
で
き
た
家
が
ど

う
な
っ
て
い
く
か
案
じ
ら
れ

る
。
そ
の
う
え
、
祈き

祷と
う

宗
教
、

迷
信
な
ど
に
ま
ど
わ
さ
れ
、

仏
法
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て

き
た
人
間
の
温
か
さ
が
失
わ

れ
て
い
く
さ
み
し
さ
を
感
じ

る
。

　

私
が
本
山
で
仕
事
を
し
て

い
た
と
き
、
お
朝
事
が
終
わ

り
御ご

影え
い

堂ど
う

前
に
い
る
と
、
若

い
男
女
が
「
お
札ふ

だ

を
売
って
い

る
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
す
か
。」

と
た
ず
ね
て
き
た
。
何
の
お

札
か
と
き
け
ば
、「
交
通
安

全
」、「
合
格
祈
願
」、「
無

病
息
災
」、
そ
れ
に
何
時
か

ら
「
水
子
供
養
」が
勤
ま
る

の
か
の
問
い
合
わ
せ
だ
っ
た
。

「
こ
こ
東
本
願
寺
で
は
お
札

と
か
、
水
子
供
養
の
お
勤
め

は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
い
う

と
、「
へ
え
、
け
っ
た
い
な

寺
や
な
。」
と
帰
っ
て
い
っ

た
。
若
い
二
人
と
話
し
合
っ

て
み
た
か
っ
た
が
残
念
だ
っ

た
と
今
も
思
い
出
す
。
人
間

に
生
ま
れ
て
、
本
当
に
求
め

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
何
な

の
か･･･

。

　

真
宗
門
徒
は
、
蓮
如
上
人

か
ら
い
た
だ
い
た『
御お

文ふ
み

』の

お
こ
こ
ろ
を
大
切
に
し
て
、

み
ん
な
で
語
り
合
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
宗
風

で
い
わ
れ
た
よ
う
に
、「
仏

法
は
た
だ
聴
聞
に
き
わ
ま
る

な
り
」
と
の
お
言
葉
を
大
切

に
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

以
前
、
私
は
法ほ

う

兄け
い

、
松ま

つ

本も
と

梶か
じ

丸ま
る

さ
ん
か
ら
「“
聴
は

声
を
待
つ
を
聴
と
い
う
”“
聞

は
、
声
、
耳
に
入
る
を
聞
と

い
う
”
と
分
け
て
解
釈
さ
れ

て
あ
る
」
と
教
え
ら
れ
た
。

更
に
「
真
実
の
教
え
と
い
う

も
の
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

真
宗
大
谷
派
大
谷
婦
人
会

会
長

大お
お

谷た
に

妙た
え

子こ

ご
あ
い
さ
つ

　

高
山
の
ご
門
徒
皆
さ
ま
に
は
、
日
々
仏
法
聴
聞
に
お
励
み
の
こ
と
と
お
慶よ

ろ
こ

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

真
宗
大
谷
派
大
谷
婦
人
会
は
、
創
立
百
二
十
五
年
の
歴
史
が
ご
ざ
い
ま
す

が
、
高
山
支
部
は
高
山
別
院
に
大
正
四
年
に
創
立
さ
れ
、
本
年
百
周
年
を
迎

え
ら
れ
ま
し
た
。

　

創
立
九
十
周
年
記
念
法
要
を
お
勤
め
く
だ
さ
い
ま
し
た
十
年
前
、
お
御
堂

に
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
会
員
さ
ま
を
は
じ
め
、
別
院
ご
関
係
の
方
々
と
ご
一
緒
に

お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
思
い
返
し
て
お
り
ま
す
。

　

浄
土
真
宗
の
お
師
匠
さ
ま
の
お
一
人
で
あ
る
中
国
の
道ど

う

綽し
ゃ
く

禅ぜ
ん

師じ

さ
ま
は
、

　
　

前さ
き

に
生
ま
れ
ん
者
は
後の

ち

を
導
き
、
後の

ち

に
生
ま
れ
ん
者ひ

と

は
前さ

き

を
訪と

ぶ
ら

え
、　

　
　

連れ
ん

続ぞ
く

無む

窮ぐ
う

に
し
て
、
願
わ
く
は
休く

止し

せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲ほ

っ

す
。

と
お
説
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
皆
さ
ま
方
が
、
高
山
支
部
発
足
以
来
先
輩
方

の
お
導
き
に
よ
っ
て
、
百
年
の
あ
い
だ
聞
法
一
路
の
大
谷
婦
人
会
活
動
を
受

け
継
い
で
、
今
に
、
そ
し
て
次
世
代
に
繋
い
で
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
こ
と

を
大
変
有
難
く
思
い
ま
す
。

　

五
月
十
一
日
の
創
立
百
周
年
記
念
法
要
に
、
皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
お
参
り

で
き
ま
す
こ
と
を
楽
し
み
に
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

真宗大谷派大谷婦人会高山支部
100周年記念大会

真宗大谷派大谷婦人会高山支部
100周年記念大会



春
の
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要

春
の
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要

家
族
で
語
ろ
う

女ひ
と

と
男ひ

と

の

　
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
⑥

亡
き
人
を
ご
縁
と
し
て
仏
法
に
出
遇
う
大
切
な
仏
事
で
す
。

ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

　

お
彼
岸
期
間
中
、本

堂
下
に
て
御
坊
さ
ま

名
物
の
お
は
ぎ
や
ポ
ス

ト
カ
ー
ド
、東
日
本
大

震
災
被
災
地
チ
ャ
リ

テ
ィ
ー
グ
ッ
ズ
な
ど
の

販
売
を
行
い
ま
す
。お

参
り
の
際
に
は
ぜ
ひ
お

立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

松
の
し
お
り

（
残
り
わ
ず
か
で
す
）

藤ふ
じ

場ば

芳よ
し

子こ
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定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
2
月
2１
日（
土
）…
竹
田
雅
文
氏
［
東
等
寺
］　

○
2
月
27
日（
金
）…
大
町
慶
華
輪
番　

○
2
月
28
日（
土
）…
三
枝
正
尚
氏
［
隨
縁
寺
］　

○
３
月
１
日（
日
）…
細
川
寛
氏
［
浄
慶
寺
］　

○
３
月
１１
日（
水
）…
大
町
慶
華
輪
番　

○
３
月
１３
日（
金
）…
三
島
清
圓
氏
［
西
念
寺
］
「ひだご坊」ホームページ http://www.buddhist-of-hida.jp/ 記事についてのお問い合わせは高山教務所まで ☎（0577）32-0776

　

３
月
１８
日（
水
）～
２４
日（
火
）

午
後
一
時
か
ら
勤
行
・
法
話

１8
日（
水
）
岩い

わ

佐さ　

幾い
く

代よ

氏
（
淨
永
寺
坊
守
）

１９
日（
木
）
竹た

け

田だ　

雅ま
さ

文ふ
み

氏
（
東
等
寺
住
職
）

2０
日（
金
）
江え

馬ま　

雅ま
さ

人と

氏
（
賢
誓
寺
住
職
）

2１
日（
土
）
三み

つ

本も
と　

昌ま
さ

之ゆ
き

氏
（
蓮
德
寺
住
職
）

22
日（
日
）
大お

お

町ま
ち　

慶け
い

華け

氏
（
別
院
輪
番
）

2３
日（
月
）
四よ

つ

衢つ
じ　

   

亮あ
き
ら

氏
（
不
遠
寺
住
職
）

2４
日（
火
）
小お

原は
ら　

正ま
さ

憲の
り

氏
（
専
念
寺
住
職
）

お
知
ら
せ

今
年
の『
聖
教
学
習
会
』（
全

３
回
）は
、
講
師
の
蓑
輪
秀

邦
氏
の
体
調
不
良
に
よ
り
中

止
と
な
り
ま
し
た
。

　

次
回
は
酒
井
義
一
さ
ん
の
「
私
を

照
ら
す
ひ
か
り
の
言
葉
⑦
」
で
す
。

は
な
か
っ
た
。
い
つ
も
お
父
さ
ん
か
お
母

さ
ん
の
ど
ち
ら
か
が
僕
の
味
方
だ
っ
た
」

と
。
つ
ま
り
夫
婦
ゲ
ン
カ
の
末
、
ど
ち
ら

か
が
息
子
の
味
方
を
し
た
の
で
、
自
分
は

い
つ
も
両
親
の
ど
ち
ら
か
に
護ま

も

ら
れ
て
い

る
と
感
じ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
夫
婦

が
同
じ
意
見
と
い
う
の
も
場
合
に
よ
っ
て

は
必
要
で
し
ょ
う
が
、
一
人
っ
子
が
両
親

と
も
敵
に
回
し
た
ら
と
て
も
孤
独
に
感
じ

る
で
し
ょ
う
。
彼
の
心
の
安
定
に
と
っ
て

は
夫
婦
が
別
の
意
見
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
妻
の
留
守
に
子
ど
も
と
カ
ッ

プ
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
る
夫
は
妻
か
ら
す
れ

ば
ダ
メ
な
父
親
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
子

ど
も
か
ら
す
れ
ば
禁
断
を
一
緒
に
破
っ
て

く
れ
る
同
伴
者
で
す
。
夫
と
妻
が
違
う
か

ら
こ
そ
子
ど
も
に
と
っ
て
は
有
り
難
い
と

も
言
え
る
の
で
す
。
子
ど
も
に
寄
り
添
う

の
は
、
父
で
も
母
で
も
ど
ち
ら
で
も
い
い

の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

迷
い
な
が
ら　

揺
れ
な
が
ら

　

人
は
自
分
に
と
っ
て
大
事
な
も
の
に

執
着
し
ま
す
。
家
族
も
そ
の
一
つ
で
す
。

喜
び
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
悲
し
み
も

苦
し
み
も
時
に
は
憎
悪
さ
え
も
起
き
て

し
ま
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
わ
が
子
が
生

ま
れ
た
時
に
、「
ラ
ー
フ
ラ
」と
名
前
を
つ

け
ま
し
た
。
意
味
は
障し

ょ
う
げ碍
、
つ
ま
り
「
さ

ま
た
げ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
で
あ

る
自
分
の
心
を
穏
や
か
に
さ
せ
て
く
れ
な

い
か
ら「
さ
ま
た
げ
」と
い
う
の
で
し
ょ

う
。
大
切
な
存
在
だ
か
ら
こ
そ
迷
い
、

一
生
懸
命
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
で
い
い
の
か

と
揺
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
家
族
と
の
関
わ

り
を
通
し
て
自
分
の
あ
り
よ
う
が
見
え
て

き
ま
す
。
家
族
か
ら
見
た
「
あ
な
た
」

と
は
ど
ん
な
存
在
で
し
ょ
う
か
。

ぼ
く
ん
ち
の
か
あ
ち
ゃ
ん

　

「
ぼ
く
ん
ち
で
一
番
い
ば
っ
て
い
る

の
は
か
あ
ち
ゃ
ん
で
す
。
と
う
ち
ゃ
ん
よ

り
ず
っ
と
お
っ
か
な
い
し
、
い
ば
っ
て
い

ま
す
。
今
日
も
朝
か
ら
ガ
ミ
ガ
ミ
う
る
さ

く
っ
て
、
ぼ
く
は
腹
が
た
ち
ま
し
た
」。

こ
れ
は
『
か
あ
ち
ゃ
ん
取
扱
説
明
書
』

（
童
心
社
）
と
い
う
児
童
書
の
中
で
、
小

学
校
四
年
生
の
て
つ
や
君
が
書
い
た
作

文
の
一
節
で
す
。「
わ
か
る
な
ぁ
、
う
ち

と
同
じ
だ
」
と
う
な
づ
く
人
も
い
れ
ば
、

「
こ
れ
っ
て
私
の
こ
と
？
」
と
ド
キ
ッ

と
し
た
人
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
子
ど
も
に
と
っ
て
母
親
は
最
も

身
近
な
大
人
で
あ
り
、
母
親
に
と
っ
て

も
わ
が
子
は
自
分
の
分
身
の
よ
う
な
存

在
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
関
係

が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
う
っ
と
う
し

く
な
っ
た
り
、
重
た
か
っ
た
り
し
て
し

ま
い
ま
す
。
自
我
が
芽
生
え
始
め
た
時

に
反
発
し
た
い
の
は
子
ど
も
の
成
長
の

証あ
か

し
で
あ
り
、
親
か
ら
離
れ
た
い
と
思

う
の
も
正
直
な
気
持
ち
だ
と
頭
で
は
わ

か
っ
て
い
て
も
、
親
に
と
っ
て
そ
れ
を

受
け
と
め
る
の
は
容
易
で
は
な
い
よ
う

に
思
い
ま
す
。

さ
さ
や
か
な
抵
抗
？

　

今
回
の
句
は
「
母
不
在　

父
と
子
ど
も

は　

骨
休
め
」
で
す
。
絵
に
は
カ
ッ
プ

ラ
ー
メ
ン
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
私
が
想
像
す
る
に

は
、
お
母
さ
ん
は
日
頃
か
ら
「
添
加
物
が

い
っ
ぱ
い
入
っ
て
い
る
イ
ン
ス
タ
ン
ト
の

食
事
な
ん
て
だ
め
」
と
言
う
の
で
、
普
段

は
恐
ら
く
食
べ
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
の

で
し
ょ
う
。
お
母
さ
ん
が
外
出
し
た
の

を
「
待
っ
て
ま
し
た
！
」
と
ば
か
り
に
、

お
父
さ
ん
と
子
ど
も
が
お
湯
を
沸
か
し

て
フ
ー
フ
ー
言
い
な
が
ら
食
べ
て
い

る
、
至
福
の
時
。「
鬼
の
居
ぬ
間
」の「
骨

休
め
」。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
へ

の
さ
さ
や
か
な
抵
抗
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
笑
え

る
光
景
で
す
が
、
子
ど
も
の
健
康
を
考
え

て
食
事
を
作
っ
て
い
る
お
母
さ
ん
に
し
て

み
た
ら
、
複
雑
な
思
い
が
す
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
わ
が
子
の
健
康
を
願
わ
な
い

親
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
し
て
や
ア
レ

ル
ギ
ー
や
病
気
を
も
っ
て
い
れ
ば
な
お
の

こ
と
で
す
。
私
も
長
女
が
小
さ
い
頃
ア
ト

ピ
ー
だ
っ
た
の
で
、
食
べ
物
の
こ
と
に
は

ず
い
ぶ
ん
神
経
を
使
い
ま
し
た
。
で
も
必

死
に
な
り
す
ぎ
て
余
裕
を
失
く
し
た
り
、

「
こ
ん
な
に
頑
張
っ
て
い
る
の
に
」
と
思

い
つ
め
た
り
し
て
い
た
な
と
今
に
な
っ
て

思
い
ま
す
。「
楽
し
い
食
事
」
の
は
ず
が
、

「
正
し
い
食
事
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
で
す
。

同
伴
者

　

一
人
っ
子
だ
っ
た
私
の
知
人
の
話
で

す
。
彼
は
大
人
に
な
っ
て
か
ら
子
ど
も
の

頃
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

ま
す
。「
我
が
家
で
は
進
路
や
部
活
の
こ

と
で
も
め
て
も
、
僕
が
一
人
に
な
る
こ
と

嘉
念
坊
善
俊
上
人
法
要

　並
び
に
顕
彰
会
総
会

嘉
念
坊
善
俊
上
人
法
要

　並
び
に
顕
彰
会
総
会

嘉
念
坊
善
俊
上
人
法
要

　並
び
に
顕
彰
会
総
会

金森長近と高山（下）
飛騨の真宗

伝承散歩⑪
　

一
五
八
五（
天
正
十
四
）年
、
豊
臣
秀
吉
の

命
を
受
け
て
飛
騨
の
地
を
平
定
し
た
金
森
長

近
は
、
領
主
と
し
て
高
山
の
街
づ
く
り
に
取

り
掛
か
り
ま
し
た
。
高
山
を
中
心
と
し
た
飛

騨
を
治
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
う
し
て
も
無

視
で
き
な
い
存
在
が
あ
り
ま
し
た
。
白
川
郷

の
照
蓮
寺
を
中
心
と
し
た
真
宗
教
団
で
す
。

　

長
近
自
身
、
近
江
金
ヶ
森
の
寺
内
町
の
力

強
さ
を
見
て
育
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
向

一
揆
を
討
伐
し
た
こ
と
も
あ
り
、
織
田
信
長

と
本
願
寺
が
十
年
に
わ
た
り
大
坂
石
山
を
め

ぐ
っ
て
合
戦
を
し
て
い
た
こ
と
も
目
の
当
た

り
に
し
て
い
ま
す
。
長
近
は
真
宗
教
団
が
い

か
に
強
大
な
も
の
な
の
か
を
身
を
も
っ
て

知
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
長
近
は
本
願
寺

の
教
如
上
人
と
交
流
が
あ
り
、
親
し
い
間
柄

だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
長
近
は
真
宗
教
団
を
討
伐
せ
ず
、

手
を
組
ん
で
飛
騨
を
平
定
す
る
こ
と
を
決
め

ま
し
た
。
最
初
、
白
川
郷
中
野（
荘
川
町
）に

あ
っ
た
照
蓮
寺
を
鍋
山
の
城
の
麓ふ

も
と

に
、
そ
し

て
新
に
城
を
築
い
て
高
山
へ
移
し
た
の
で
す
。

　

照
蓮
寺
境
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
真
宗
寺

院
が
つ
く
ら
れ
、
高
山
に
真
宗
門
徒
が
増
え

て
い
き
ま
し
た
。
長
近
が
飛
騨
を
留
守
に
し

た
際
に
は
「
城
の
留
守
を
照
蓮
寺
が
守
っ
て

お
り
ま
す
」
と
秀
吉
に
伝
え
た
と
い
わ
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
長
近
は
武
士
で
あ
る
と
同
時
に
、

千
利
休
と
も
親
し
く
、
茶
道
を
は
じ
め
京
都

の
文
化
に
精
通
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
文
化

人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
京
都
の
町
に
な
ら
っ

て
宮
川
を
鴨
川
の
よ
う
に
見
立
て
、
丘き

ゅ
う

陵り
ょ
う

地ち

を
東
山
と
し
て
寺
院
を
置
き
、
三
つ
の
筋
を

中
心
と
し
た
三
町
を
碁ご

盤ば
ん

の
目
の
よ
う
に
作

り
城
下
町
を
形
成
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

今
で
も
小
京
都
と
し
て
情
緒
が
残
っ
て
い

る
高
山
の
街
は
、
長
近
と
真
宗
門
徒
が
結
び

つ
い
た
か
ら
こ
そ
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
言

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

飛
騨
に
お
け
る
真
宗
の
祖
、

嘉か

念ね
ん

坊ぼ
う

善ぜ
ん
し
ゅ
ん俊

上し
ょ
う
に
ん人

の
祥
月

命
日
に
法
要
と
総
会
を
行
い

ま
す
。

日
時　

３
月
３
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
～

会
場　

高
山
別
院　

本
堂

講
師　

江
馬
雅
人
氏

　
　
　

（
賢
誓
寺
住
職
）

講
題　
「
お
念
仏
の

　
　
　
　

バ
ト
ン
タ
ッ
チ

　
　

　
−

飛
騨
真
宗
門
徒

700
年
の
伝
流

−」

※
聴
講
自
由
・
無
料


