
け
る
大
火
事
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の
火
も

別
院
及
び
周
辺
寺
院
ま
で
及
び
ま
し
た
。

　

誰
と
も
な
し
に
「
本
堂
の
畳
を
鐘し

ょ
う
ろ
う楼
の
鐘

の
下
に
積
め
」
と
い
う
声
が
起
こ
り
ま
し

た
。鐘
楼
は
焼
け
落
ち
ま
し
た
が
、
鐘
は
積

ん
だ
畳
の
上
へ
落
ち
ま
し
た
。
熱
を
帯
び

て
い
た
鐘
は
、
積
ま
れ
た
畳
を
じ
り
じ
り
と

焼
き
、
畳
の
中
へ
沈
ん
で
い
き
ま
し
た
。
し

か
し
再
建
後
、
再
び
そ
の
鐘
を
つ
い
て
み
る

と
、
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
美
し
い
音
色
を
響
か

せ
ま
し
た
。

　

こ
の
鐘
は
先
の
大
戦
時
に
供き

ょ
う
し
ゅ
つ出

さ
れ
、
そ

の
姿
を
兵
器
に
変
え
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
多
く
の

人
々
の
心
が
こ
も
っ

て
お
り
、
生
活

に
も
根
付
い
て

い
た
鐘
の
音
を
、

も
う
聞
く
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と

が
惜
し
ま
れ
ま
す
。

御坊さまの鐘
飛騨の真宗

伝承散歩㉒
　

天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
、
高
山
の
町
で

大
火
事
が
発
生
し
、
二
千
三
百
軒
以
上
が
焼

け
、
六
千
四
百
人
以
上
の
被
災
者
を
出
し
ま

し
た
。
現
在
の
上
一
之
町
あ
た
り
か
ら
出
火

し
、
古
い
町
並
、
空
町
、
大
新
町
あ
た
り
ま

で
焼
か
れ
る
大
規
模
な
も
の
で
し
た
。
そ
の

際
に
照
蓮
寺
（
高
山
別
院
）
及
び
周
辺
の
寺

院
も
焼
け
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

ご
門
徒
や
町
の
人
々
か
ら
「
御
坊
さ
ま
の

鐘
の
音
が
な
い
の
は
寂
し
い
限
り
。
鐘
の
音
は

聞
き
た
い
も
ん
や
」
と
声
が
上
が
り
、
翌
年
か

ら
寄
付
が
始
ま
り
ま
し
た
。
少
し
ず
つ
で
も
、

と
多
く
の
人
々
か
ら
寄
付
や
金
属
の
寄
進
が
あ

り
、
大
層
立
派
な
鐘
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
音
色
は
素
晴
ら
し
く
、
二
里
（
八
キ

ロ
）
四
方
は
十
分
響
く
と
言
わ
れ
、
本
当
に
清

く
澄
ん
だ
音
色
で
し
た
。
周
辺
の
村
の
人
々

は
朝
の
音
色
を
聞
い
て
高
山
の
町
へ
赴
き
、

夕
の
音
色
に
送
ら
れ
帰
路
へ
と
つ
き
ま
し
た
。

　

明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
、
現
在
の
下
二

之
町
あ
た
り
か
ら
出
火
し
、
千
軒
以
上
が
焼

五　い
が
ら
し

　

十
嵐

浩ひ
ろ

子こ

〈
略
歴
〉

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
、
震

災
の
年
五
月
に
高
山
へ
。
被
災
者

同
士
の
交
流
の
場
を
つ
く
る
等
、

震
災
の
体
験
、
防
災
の
大
切
さ

を
伝
え
る
活
動
を
し
て
い
る
。

「
覚
悟
」
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事
故
を
起
こ
し
た
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
が
「
ア
ン

ダ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て

い
る
」
と
世
界
に
向
け
て
発

信
し
た
方
も
い
ま
し
た
。

現
状
は
、
ど
う
な
の
で
し
ょ

う
。
い
っ
た
い
何
が
真
実
な

の
か
、
凡
人
の
私
に
は
計
り

知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、

一
つ
で
も
多
く
の
情
報
を
集

め
、
自
分
の
信
念
を
持
ち
、

判
断
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

私
の
暮
ら
し
て
い
た
浪
江

町
川か

わ

添ぞ
え

地
区
も
、
来
年
の
三

月
に
避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
、

帰
還
で
き
る
見
込
み
で
す
。

し
か
し
、
我
が
家
か
ら
約
十

キ
ロ
先
に
は
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
が
あ
り
ま
す
。
ど

ん
な
に
、
除
染
し
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
て
い
る
の
で
安
全
だ
、

帰
還
で
き
る
と
言
わ
れ
て
も
、

あ
の
日
、
絶
対
安
全
と
言
い

な
が
ら
想
定
外
だ
っ
た
と
事

故
を
起
こ
し
、
パ
ニ
ッ
ク
を

避
け
る
た
め
に
正
し
い
情
報

を
公
開
せ
ず
私
た
ち
を
被
ば

く
さ
せ
た
こ
と
。
救
助
で
き

た
か
も
し
れ
な
い
沿
岸
部
の

人
た
ち
を
見
殺
し
に
し
た
事

実
。
助
け
る
こ
と
の
で
き
た

で
あ
ろ
う
、
人
以
外
の
生
き

物
の
命
を
切
り
捨
て
た
こ
と
。

私
は
忘
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

万
が
一
再
び
、
想
定
外
な
出

来
事
が
起
き
た
時
、
あ
の
時

と
同
じ
よ
う
に
真
実
は
隠
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
思
う
と
、
可
愛
い
我
が
子

を
連
れ
て
浪
江
町
に
戻
る
と

い
う
決
断
は
で
き
な
い
の
で

す
。

震
災
後
の
五
年
と
い
う
月

日
は
私
か
ら
多
く
の
モ
ノ
を

奪
い
、
ま
た
逆
に
与
え
て
も

く
れ
ま
し
た
。
住
む
土
地
、

仕
事
、
言
葉
な
ど
の
環
境
が

変
わ
り
、
母
、
祖
母
、
愛
犬

た
ち
と
の
別
れ
も
あ
り
ま
し

た
が
、
た
く
さ
ん
の
ご
縁
と

出
会
い
、
優
し
さ
に
触
れ
、

人
と
し
て
大
き
く
成
長
で
き

た
様
に
思
い
ま
す
。
震
災
が

な
け
れ
ば
と
幾
度
と
な
く
思

う
中
で
、
そ
れ
で
も
震
災
が

な
け
れ
ば
今
の
自
分
は
在
り

得
な
い
と
さ
え
思
え
て
く
る

の
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
大
切
な
我

が
子
を
守
る
た
め
、
未
来
あ

る
子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め

語
り
継
い
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

震
災
の
翌
日
、
自
宅
近
く

の
浪な

み

江え

中
学
校
に
避ひ

難な
ん

し
て

い
た
私
は
、
町
の
防
災
無
線

か
ら
「
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
か
ら
放
射
能
漏
れ
の
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
避
難
し
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
ア
ナ
ウ

ン
ス
を
聞
き
、「
念
の
た
め
」

「
と
り
あ
え
ず
」
と
い
う
思

い
で
避
難
を
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
、
三

日
で
終
わ
る
と
思
っ
て
い
た

避
難
生
活
を
始
め
て
か
ら
五

年
が
経
ち
ま
し
た
。

私
の
生
ま
れ
育
っ
た
町
は

大
熊
町
と
い
う
、
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
が
立
地
し
て

い
る
町
で
し
た
。
結
婚
し
、

主
人
の
育
っ
た
浪
江
町
に
嫁

い
で
五
年
目
に
震
災
に
遭
い

ま
し
た
。
今
年
で
高
山
に
避

難
し
て
五
年
目
を
迎
え
ま
す
。

同
じ
五
年
と
い
う
月
日
の
流

れ
が
こ
ん
な
に
も
違
っ
て
感

じ
ら
れ
る
も
の
な
の
か
と
驚

く
ば
か
り
で
す
。

縁
あ
っ
て
高
山
市
に
避
難

し
「
み
ち
の
く
結ゆ

う

心し
ん

会か
い

」
と

い
う
被
災
者
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
を
繋
ぐ
会
の
代
表
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
結
成
当
初
は
被
災
者
同

士
の
交
流
会
が
中
心
で
し
た

が
、
次
第
に
「
頂
い
た
ご
恩

を
ど
う
す
れ
ば
少
し
で
も
返

し
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
」
と

い
う
共
通
の
思
い
が
生
ま
れ
、

自
ら
の
震
災
の
体
験
、
被
災

地
の
現
状
、
経
験
を
生
か
し

た
防
災
の
啓
発
活
動
を
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

飛
騨
高
山
の
野
菜
を
寄
付
し

て
い
た
だ
き
、
福
島
県
渡
利

地
区
に
暮
ら
す
友
人
を
介
し

て
、
約
十
世
帯
の
家
族
に
届

け
る
活
動
も
し
て
い
ま
す
。

渡わ
た

利り

地
区
は
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
か
ら
約
六
十
キ
ロ

離
れ
て
い
ま
す
が
、
事
故
の

影
響
で
放
射
線
量
が
高
い

「
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
」
と
呼

ば
れ
る
場
所
が
多
数
存
在
し

て
い
ま
す
。
い
く
ら
除
染
を

し
て
も
事
故
前
と
同
じ
環
境

に
は
戻
っ
て
い
な
い
現
状
を

伝
え
、
復
興
へ
と
向
か
う
中
、

ま
だ
あ
の
時
と
同
じ
悩
み
を

抱
え
続
け
た
ま
ま
過
ご
し
て

い
る
人
た
ち
を
忘
れ
な
い
で

ほ
し
い
と
い
う
思
い
と
、
遠

い
高
山
の
地
か
ら
「
応
援
し

て
い
る
よ
。
助
け
に
な
る
よ
」

と
い
う
声
を
、
福
島
で
頑
張

る
親
子
に
届
け
て
い
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

原
発
事
故
の
影
響
、
放
射

能
の
問
題
に
は
答
え
が
な
く
、

人
に
よ
っ
て
様
々
な
意
見
が

あ
り
ま
す
。
極
端
な
例
を
挙

げ
れ
ば
、「
放
射
能
は
浴
び

れ
ば
浴
び
る
ほ
ど
健
康
に
な

る
」
と
い
っ
た
方
も
い
れ
ば

「
国
外
に
避
難
す
べ
き
だ
」

と
訴う

っ
た

え
る
方
も
い
ま
す
。
ど

う
し
て
そ
う
思
っ
た
の
か
、

　

お
墓
へ
の
納
骨
は
、
忌き

明あ
け

法

要
が
す
ん
だ
後
、
ご
家
族
で
相

談
し
て
行
い
ま
す
が
、
い
つ
ま
で
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま

り
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

大
切
な
人
の
お
骨
は
、
い
つ
ま
で
も

形
見
と
し
て
、
そ
ば
に
置
い
て
お
き

た
い
お
気
持
ち
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
形
あ
る
も
の
と
は
、
い
つ

か
は
別
れ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
お
内
仏
は
本
来
、
お
骨
を

安
置
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち

の
目
に

は
見
え

な
い
仏

さ
ま
の

は
た
ら

き
が
、
木
像
や
絵
像
、
名
号
と
な
っ

て
表
現
さ
れ
、
浄
土
の
世
界
が
か
た
ど

ら
れ
て
い
る
の
が
お
内
仏
で
す
。
阿
弥

陀
仏
は
無
量
寿
仏
と
も
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
私
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
は
か
り

な
き
寿
（
い
の
ち
）
の
世
界
に
帰
る

の
で
す
。
納
骨
と
は
、
今
ま
で
遺
骨

と
い
う
形
見
と
共
に
あ
っ
た
お
念
仏

か
ら
、
お
念
仏
と
い
う
「
た
だ
こ
の

こ
と
ひ
と
つ
」
の
形
見
を
い
た
だ
く

歩
み
が
始
ま
る
儀
式
と
言
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
亡
き
人
と
の
別
れ
と

い
う
悲
し
み
、
寂
し
さ
を
縁
と
し
て

お
念
仏
が
申
さ
れ
、
そ
の
お
念
仏
の

中
に
、
い
つ
ま
で
も
出
遇
い
続
け
る

と
い
う
歩
み
が
願
わ
れ
て
い
ま
す
。

答
お
墓
へ
の
納
骨
は
、
い
つ
ま
で

に
せ
ん
な
ら
ん
と
い
う
決
ま
り

は
あ
る
ん
か
な
？
寂
し
い
し
、
し
ば
ら

く
お
内
仏
に
置
い
と
き
た
い
と
思
う
ん

や
け
ど
。

問
お
し
え
て

　く
れ
ん
さ
い



家
族
で
語
ろ
う

藤ふ
じ

場ば

芳よ
し

子こ

女ひ
と

と
男ひ

と

の

　
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
⑫

　

次
回
は
酒
井
義
一
さ
ん
の
「
私
を

照
ら
す
ひ
か
り
の
言
葉
⑬
」
で
す
。

見
え
て
く
る
こ
と

　

男
性
た
ち
か
ら
こ
ん
な
こ
と
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
乳
母
車
を
押
し

て
町
を
歩
い
て
み
る
と
道
路
に
は
段
差
が

多
く
て
歩
き
に
く
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
」

「
外
出
先
で
子
ど
も
の
お
む
つ
を
取
り

替
え
よ
う
と
す
る
け
ど
、
男
性
用
ト
イ

レ
に
は
赤
ち
ゃ
ん
用
ベッ
ド
を
置
い
て
い
な

い
所
が
ほ
と
ん
ど
」「
う
ち
の
子
は
ア
ト

ピ
ー
で
寝
つ
く
と
体
が
温
ま
って
痒
く
な
っ

て
く
る
の
で
、一
晩
中
抱
っ
こ
し
て
い
た
こ

と
が
あ
る
。
ア
レ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
調
べ
た

け
ど
、
男
同
士
で
こ
う
い
う
話
を
し
て

も
乗
っ
て
こ
な
い
ね
」
と
。
育
児
に
関
わ

る
こ
と
で
こ
れ
ま
で
気
に
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
が
見
え
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

女
性
た
ち
が
具
体
的
な
生
活
の
場
で
悩

ん
だ
り
困
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
共
有

で
き
る
男
性
が
増
え
た
ら
、孤
独
な
子
育

て
か
ら
二
人
で
助
け
合
う
子
育
て
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

イ
ク
メ
ン
と
は

　

最
近
の
新
聞
に
「
日
本
は
世
界
一
夫

が
家
事
を
し
な
い
国
」
と
い
う
記
事
が

紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
が
い
る

夫
婦
の
家
事
分
担
率
は
各
国
比
較
で
最

低
の
一
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
だ
と
か
。
こ

の
数
字
を
見
る
と
、
日
本
の
イ
ク
メ
ン
は

ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
と
言
え
ま
す
。

オ
ム
ツ
を
替
え
た
り
、
子
ど
も
に
絵
本

を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
特
別
な
こ
と

で
は
な
い
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

時
、
流
行
語
と
し
て
の
イ
ク
メ
ン
は
そ
の

使
命
を
終
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

家
事
や
育
児
を
通
し
て
互
い
に
率
直
に
話

し
合
う
事
が
で
き
た
ら
、
イ
ク
メ
ン
は

「
父
親
に
な
っ
て
い
く
」
だ
け
で
は
な
く
、

「
夫
婦
に
な
っ
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
に

も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

イ
ク
メ
ン
の
始
ま
り

　

イ
ク
メ
ン
と
い
う
言
葉
を
新
聞
な
ど
で

よ
く
目
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
積
極
的
に
育
児
を
す
る
父
親
」
と
い

う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ

う
に
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
広

告
代
理
店
・
博
報
堂
社
員
の
有
志
（
父

親
五
名
、
母
親
二
名
、
独
身
女
性
一

名
）
が
二
〇
〇
六
年
に
「
イ
ク
メ
ン
ク
ラ

ブ
」
と
い
う
任
意
団
体
を
結
成
し
た
の

が
き
っ
か
け
で
し
た
。
翌
年
に
「
育
児
す

る
い
い
男
を
、
イ
ク
メ
ン
と
呼
ぼ
う
」
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
っ
て
男
性
へ
の
応
援

サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。そ
れ
以
前

に
は
厚
生
労
働
省
が
「
育
児
を
し
な
い

男
を
、
父
と
は
呼
ば
な
い
」、
内
閣
府
が

「
私
は
、
い
く
じ
な
し
の
父
で
し
た
」
と

い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
打
ち
出
し
ま
し

た
が
、
叱
ら
れ
て
い
る
み
た
い
だ
っ
た
か
ら

で
し
ょ
う
か
、
あ
ま
り
浸
透
し
ま
せ
ん

で
し
た
。

「
手
伝
う
よ
」

　

な
ぜ
イ
ク
メ
ン
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ

た
の
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
男
性
が

家
事
や
育
児
を
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で

す
。
女
性
が
す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
き

た
の
で
、
イ
ク
ウ
ー
マ
ン
と
い
う
言
葉
が
な

い
の
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
の
こ
と
。
あ

る
男
性
が
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。「
ゴ
ミ
出
し
を
手
伝
う
よ
、
と
妻

に
言
っ
た
ら
怒
ら
れ
た
。
せ
っ
か
く
言
っ
た

の
に
怒
ら
れ
た
ら
た
ま
ら
ん
」。
な
ぜ
彼

が
怒
ら
れ
た
か
わ
か
り
ま
す
か
。
手
伝

う
と
い
う
言
葉
に
は
、
本
来
自
分
の
仕

事
で
は
な
い
け
れ
ど
、
と
い
う
意
味
が
暗

に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
妻
は
そ
れ
に
ピ
ン

と
き
て
怒
っ
た
の
で
す
。
家
事
・
育
児
・

介
護
は
気
が
向
い
た
か
ら
と
か
、
時
間

に
余
裕
が
あ
る
か
ら
す
る
の
で
は
な
く
、

待
っ
た
な
し
の
仕
事
で
す
。
核
家
族
が
多

い
中
で
、
出
産
後
に
う
つ
に
な
る
女
性
が

増
え
て
い
る
と
い
う
の
は
う
な
ず
け
る
気

が
し
ま
す
。

父
に
な
る

　

映
画
『
そ
し
て
父
に
な
る
』
は
産
院

で
赤
ち
ゃ
ん
が
取
り
違
え
ら
れ
た
二
組
の

家
族
の
話
で
す
。
六
歳
に
な
っ
た
息
子

を
本
来
の
親
に
戻
す
か
ど
う
か
葛
藤
す

る
父
親
を
福
山
雅
治
と
リ
リ
ー
・
フ
ラ
ン

キ
ー
が
好
演
し
て
い
ま
す
。
電
気
店
を

営
ん
で
い
る
リ
リ
ー
は
妻
と
ケ
ン
カ
を
し

な
が
ら
も
子
ど
も
達
と
楽
し
そ
う
に
暮

ら
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
エ
リ
ー
ト
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
の
福
山
は
子
育
て
を
妻
に
ま
か

せ
っ
き
り
で
、
家
庭
は
冷
え
冷
え
と
し
て

い
ま
す
。
映
画
で
す
か
ら
わ
か
り
や
す

く
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
の
家
庭

は
こ
ん
な
に
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

今
回
の
句
は
「
お
む
つ
替
え　

だ
ん
だ
ん

父
に　

な
っ
て
い
く
」
で
す
。
男
性
の
育

休
取
得
率
は
た
っ
た
二・
三
パ
ー
セ
ン
ト
。

お
む
つ
を
替
え
た
い
と
思
っ
て
も
長
時
間

労
働
や
サ
ー
ビ
ス
残
業
、
単
身
赴
任
に
な

れ
ば
難
し
い
の
が
現
状
で
す
。
だ
か
ら
こ

そ
父
親
は
悩
ん
で
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

No.320　（２）ひ　　　だ　　　ご　　　坊仏暦２５５９（２０１６）年　

定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
３
月
２7
日（
日
）…
鈴
山
高
彰
氏
［
西
方
寺
］　

○
３
月
２8
日（
月
）…
谷
口
昭
久
氏
［
誓
願
寺
］　

○
４
月
１
日（
金
）…
前
田
雅
敬
氏
［
長
林
寺
］　

○
４
月
１１
日（
月
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
４
月
１３
日（
水
）…
櫻
居
和
彦
氏
［
西
光
寺
］

記事についてのお問い合わせは高山教務所まで ☎（0577）32-0776「ひだご坊」ホームページ近日オープンします。

　

春
の
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要

春
の
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要

春
の
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要

３
月
23
日
（
水
）
ま
で

午
後
１
時
か
ら
勤
行
・
法
話

20
日（
日
）白し

ら

川か
わ　

壽か
ず

麿ま
ろ

氏

21
日（
月
）三み

つ

本も
と　

昌ま
さ

之ゆ
き

氏

22
日（
火
）四よ

つ

衢つ
じ　

亮あ
き
ら

氏

23
日（
水
）出い

ず

雲も

路じ

善ぜ
ん

公こ
う

輪
番

高
山
別
院
蓮
如
忌
法
要

高
山
別
院
蓮
如
忌
法
要

高
山
別
院
蓮
如
忌
法
要

日
時　

３
月
25
日
（
金
）

　
　
　

午
後
１
時
か
ら

内
容　

お
勤
め
、
法
話

講
師　

林は
や
し　

憲け
ん
じ
ゅ
ん淳
氏

　
　
　
（
大
垣
教
区
寳
光
寺
）

講
題　
「
心
中
を
ひ
る
が
え
す
」

　
　
　

−ぬ
く
も
り
の
あ
る

出
会
い
を
求
め
て

−

初
ま
い
り
式

初
ま
い
り
式

初
ま
い
り
式

日　

時　

４
月
17
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
10
時
か
ら
11
時

対　

象　

３
才
以
下
の

お
子
さ
ま　

参
加
費　

３
０
０
０
円

（
記
念
品
代
込
）

会　

場　

高
山
別
院
本
堂

申
込
期
限　

３
月
31
日
（
木
）

※
詳
細
は
高
山
別
院
ま
た
は

お
手
次
寺
に
お
問
い
あ
わ

せ
く
だ
さ
い
。

主　

催　

高
山
一
組

公
開
学
習
会

公
開
学
習
会

公
開
学
習
会

日　

時　

4
月
11
日
（
月
）

　
　
　

午
後
7
時
半
か
ら

会　

場　

高
山
別
院

　
　
　
　
　

御
坊
会
館

講　

師　

海か
い　

法ほ
う
り
ゅ
う龍
氏

（
東
京
教
区
長
願
寺
）

内　

容　

歎
異
抄
第
七
章

聴
講
料　

５
０
０
円

主　

催　

高
山
二
組
若
声
会

本
山（
京
都
東
本
願
寺
）行
事
の
ご
案
内

本
山（
京
都
東
本
願
寺
）行
事
の
ご
案
内

本
山（
京
都
東
本
願
寺
）行
事
の
ご
案
内

御
本
尊
還
座
式
３
月
31
日（
木
）13
時
30
分
か
ら

◎
宗
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.higashihonganji.or.jp

）

　
に
て
還
座
式
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
が
あ
り
ま
す
。

春
の
法
要
４
月
１
日（
金
）〜
３
日（
日
）

御
本
尊
還
座
式
３
月
31
日（
木
）13
時
30
分
か
ら

◎
宗
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.higashihonganji.or.jp

）

　
に
て
還
座
式
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
が
あ
り
ま
す
。

春
の
法
要
４
月
１
日（
金
）〜
３
日（
日
）

御
本
尊
還
座
式
３
月
31
日（
木
）13
時
30
分
か
ら

◎
宗
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.higashihonganji.or.jp

）

　
に
て
還
座
式
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
が
あ
り
ま
す
。

春
の
法
要
４
月
１
日（
金
）〜
３
日（
日
）

施
工
業
者
が
決
定
し
ま
し
た
～
別
院
屋
根
葺
き
替
え
工
事
～

　

別
院
本
堂
御
修
復
の
第
一
期
工
事
、
屋
根
葺
き
替
え
工
事
に
つ
い
て
、
去
る
二
月
三
日
、
施

工
業
者
選
定
の
た
め
の
六
社
に
よ
る
入
札
が
行
わ
れ
、
再
入
札
の
結
果
、
最
低
価
格
で
あ
っ
た

（
株
）中
村
社
寺
が
落
札
し
ま
し
た
。

　

落
札
価
格
は
八
六
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
設
計
見
積
価
格
：
八
八
、
五
二
八
、
〇
〇
〇
）

【
共
に
税
抜
】。
今
後
諸
手
続
き
を
経
て
今
月
中
に
正
式
に
契
約
が
な
さ
れ
、
四
月
着
工
予
定

で
す
。

　

㈱
中
村
社
寺　

本
社
：
愛
知
県
一
宮
市
城
崎
通
七
丁
目
四
番
地
三

　
　
　
　
　
　
　

創
業
：
天
禄
元
年
（
西
暦
九
七
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
　

法
人
設
立
：
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　

資
本
金
：
一
億
円

　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
会
長
：
刀
根
健
一

　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
社
長
：
加
藤
雅
康

　
　
　
　
　
　
　

親
会
社
：
㈱
金
剛
組
※
平
成
十
九
年
九
月
、
高
松
建
設
を
中
心
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｇ
Ｗ
Ａ
（Green W

ood Alliance

）
参
画
。

高
札
立
柱
式
～
い
よ
い
よ
歩
み
だ
し
ま
す
～

　

三
月
三
日
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
十
一
）
年
五
月
十
日

〜
十
二
日
に
厳
修
が
決
定
し
た
飛
騨
御
坊
御
遠
忌
を
お
知

ら
せ
す
る
高
札
の
立
柱
式
が
、
別
院
山
門
前
に
お
い
て
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。約
七
十
人
の
方
に
参
列
を
い
た
だ
き
、
ま

ず
高
札
の
除
幕
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
御
遠
忌
委
員
会
委
員

長
の
窪く

ぼ

田た

哲さ
と
し

氏
、
高
山
別
院
輪
番
の
出
雲
路
善
公
か
ら
挨

拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
高
札
に
つ
い
て
は
、
本
体
の
製
作
、
寄
付
を

本
母
町
の
石
田
幹み

き

雄お

氏
（
真
蓮
寺
門
徒
）
に
、
文
字
の
筆

耕
を
石
浦
町
の
上
野
潔き

よ
し

氏
（
本
教
寺
門
徒
）
に
し
て
い
た

だ
き
、
立
派
な
高
札
を
立
柱
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

   

　

四
月
中
旬
予
定
の
工
事
着
工
に
伴
い
、
境
内
に
工
事
車
両
が
出
入
り
す
る
な
ど
別
院
へ
お
越

し
の
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

あ
げ
ま
す
。　

飛
騨
御
坊

御
遠
忌
通
信
②

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

お
願
い


