
―お正月も飛騨御坊にお参りください―

　

一
般
的
に
、
人
の
死
は
「
穢け

が

れ
」

と
し
て
祓は

ら

い
清
め
な
け
れ
ば
い
け

な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

　

死
と
は
人
間
が
生
き
て
い
る
以
上
避さ

け
ら
れ
な
い
身
の
事
実
で
す
。
葬
儀
と
は
、

そ
の
事
実
を
真し

ん

剣け
ん

に
受
け
止
め
、
亡
き

人
を
偲し

の

び
、
そ
し
て
そ
の
亡
き
人
か
ら

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
問

い
か
け
ら
れ
る
大
切
な
儀
式
で
す
。
そ
れ

は
悲
し
く
も
厳

げ
ん
し
ゅ
く粛
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

生
前
に
親
し
か
っ
た
人
は
、
亡
く
な
れ

ば
「
穢
れ
た
も
の
」
で
「
お
清
め
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
存
在
に
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

お
念
仏
の
教
え
に
お
い
て
は
、
亡
き

人
は
「
浄

じ
ょ
う

土ど

」
に
還か

え

ら
れ
た
「
仏
さ
ま

（
諸し

ょ

仏ぶ
つ

）」
で
あ
っ
て
、
清
め
る
な
ど
と

は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
親
鸞
聖
人
は
「
一
切
の
群ぐ

ん
じ
ょ
う生

海か
い

、
無む

始し

よ
り
こ
の
か
た
乃な

い

至し

今こ
ん

日に
ち

今こ
ん

時じ

に
至
る
ま
で
、
穢え

悪あ
く

汚わ

染ぜ
ん

に
し
て
、

清し
ょ
う
じ
ょ
う

浄
の
心
な
し
」（『
教
行
信
証
』
信

巻
）
と
し
て
、
「
穢
」
は
、
自
己
中
心

的
に
、
他
人
や
自
分
を
傷
つ
け
て
生
き

て
い
る
私
た
ち
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の

「
穢
悪
」
の
存
在
で
あ
る
私
た
ち
に
阿

弥
陀
の
本
願
が
は
た
ら
く
の
だ
と
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

亡
き
人
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

私
た
ち
が
こ
の
限
り
あ
る
生
を
ど
の
よ

う
に
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
煩ぼ

ん

悩の
う

の
身
を
お
念
仏
申
し
て
生
き
て
い
く

こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

答
葬そ
う

儀ぎ

の
後
は
、や
っ
ぱ
り
清き
よ

め
塩じ
お

を

し
た
ほ
う
が
い
い
ん
や
ろ
か
？

問
お
し
え
て

　く
れ
ん
さ
い
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上
語
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い

う
。
現
代
の
「
人じ

ん

権け
ん

侵し
ん

害が
い

」

と
い
う
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、

権
力
や
企
業
に
対
し
て
批ひ

判は
ん

精せ
い

神し
ん

が
な
か
っ
た
と
も
言
わ

れ
よ
う
。
し
か
し
、
当
時
、

女
性
た
ち
は
現
実
を
受
け
入

れ
耐た

え
る
こ
と
で
精
一
杯
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て

真
宗
の
教
え
と
念
仏
が
、
工

女
た
ち
の
現
実
を
根こ

ん

底て
い

で
支

え
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
生

き
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

ろ
う
。
映
画
で
は
大
竹
し
の

ぶ
演
じ
る
主
人
公
の
政ま

さ

井い

み

ね
が
「
百ひ

ゃ
く
え
ん円
工こ

う

女じ
ょ

」
と
な
っ

た
あ
と
体
を
壊
し
、
引
き
取

り
に
来
た
兄
の
背
中
に
負
わ

れ
て
野
麦
峠
ま
で
至
る
。
そ

し
て
、「
ア
ー
飛
騨
が
見
え
る
」

と
つ
ぶ
や
い
て
死
ん
で
いっ
た
。

　

十
月
半
ば
、
新
し
く
葺ふ

き

替か

え
ら
れ
た
銅ど

う

板ば
ん

屋や

根ね

が
き

ら
き
ら
光
る
高
山
別
院
を
後

に
、
三
六
一
号
線
を
高
根
ダ

ム
沿
い
に
走
る
。
分
か
れ
て

三
九
号
線
に
入
る
と
、
す
り

替
わ
り
が
で
き
な
い
山
道
。

紅
葉
に
は
早
か
っ
た
が
道
沿
い

の
ス
ス
キ
が
美
し
か
っ
た
。
訪

れ
た
野
麦
峠
で
は
資
料
館
に

入
る
。「
野
麦
」
の
地
名
は
、

五
十
年
か
ら
六
十
年
に
一

度
、
隈く

ま

笹ざ
さ

に
花
が
咲
き
、
麦

の
よ
う
な
実
を
付
け
る
こ
と

か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。

新
し
い
「
お
助
け
小
屋
」
に

は
、
政
井
み
ね
（
一八
八
八
～

一
九
〇
九
）
の
写
真
が
あ
り
、

若じ
ゃ
っ
か
ん干
、
二
十
歳
の
生
涯
で
あ
っ

た
。
峠
の「
政
井
み
ね
之
碑
」

ま
で
登
る
と
、
青
空
に
映
え

た
乗の

り

鞍く
ら

が
み
え
た
。

　

真
宗
に
「
物
語
」
が
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
現
代
と
い
う
社
会
も
、

生
き
て
い
る
私
た
ち
も
、
物

語
を
喪そ

う

失し
つ

し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
歴
史
で
は
な
い
。

歴
史
は
事
実
を
語
る
が
、
物

語
は
「
真
実
」
を
語
り
か
け

て
く
る
。
嘉か

念ね
ん

坊ぼ
う

善ぜ
ん
し
ゅ
ん俊
と
照し

ょ
う

蓮れ
ん

寺じ

、
御み

母ぼ

衣ろ

ダ
ム
湖こ

岸が
ん

に

咲
く
荘し

ょ
う
か
わ
ざ
く
ら

川
桜
は
、
飛
騨
に
お

け
る
真
宗
七
百
年
の
物
語
で

あ
る
。
政
井
み
ね
だ
け
で
な

く
、
工
女
一
人
ひ
と
り
に
も

物
語
が
あ
っ
た
。
ご
く
普
通

に
生
活
し
生
き
て
き
た
真
宗

門
徒
の
物
語
、
こ
れ
を
再
発

見
す
る
こ
と
は
、
現
代
と
い

う
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
の

生
き
方
を
照
ら
し
出
し
て
く

れ
る
。

　

野の

麦む
ぎ

峠と
う
げを

よ
う
や
く
越
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
高
山
か

ら
安あ

房ぼ
う

峠と
う
げを

経
て
松
本
に
至

る
道
は
、
何
度
か
通
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
野
麦
峠
に
は
ど
う
し
て
も

行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
ぜ
、
野
麦
峠
を
訪
れ
て

み
た
か
っ
た
の
か
。
四
十
五

年
前
の
学
生
時
代
に
、
山や

ま

本も
と

茂し
げ

実み

の
『
あ
ゝ
野
麦
峠
』

を
読
ん
で
い
た
。
そ
れ
か
ら

一
九
七
九（
昭
和
五
十
四
）年

に
公
開
さ
れ
た
山や

ま

本も
と

薩さ
つ

夫お

監

督
の
映
画
「
あ
ゝ
野
麦
峠
」

を
見
て
い
る
。
そ
の
巻
頭
シ
ー

ン
は
、
い
ま
で
も
印
象
深
く

記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
明
治

か
ら
大
正
に
か
け
て
、
飛
騨

の
若
い
女
性
た
ち
は
根
こ
そ

ぎ
か
り
出
さ
れ
、「
諏す

訪わ

千

本
の
煙え

ん

突と
つ

」
と
表
現
さ
れ
た

製せ
い

紙し

工こ
う

場じ
ょ
うへ

糸
ひ
き
に
出
か

け
た
。
そ
の
工こ

う

女じ
ょ

た
ち
が
、

十
二
月
二
十
五
日
こ
ろ
か
ら

続
々
と
野
麦
峠
を
越
え
て
飛

騨
に
帰
っ
て
く
る
。
映
画
は
、

吹
雪
の
中
を
命
か
ら
が
ら
越

え
る
シ
ー
ン
で
あ
っ
た
。『
あ
ゝ

野
麦
峠
』
に
は
、
木き

曾そ

に
出

か
け
て
い
た
筏い

か
だ
し
ょ
く
に
ん

職
人
が
、「
暮

れ
に
帰
る
時
、
野
麦
峠
ま
で

来
た
ら
大
荒
れ
の
峠
を
越
え

て
い
く
工
女
衆
に
出
会
っ
た
。

何
百
、
何
千
と
い
う
工
女
が

お
互
い
に
体
を
ひ
も
や
帯
で

結
ん
で
、
大
き
な
声
で
励
ま

し
合
い
、
念
仏
を
称と

な

え
な
が

ら
峠
を
越
え
て
い
く
の
を
み

た
」
と
語
って
い
る
。
そ
し
て
、

映
画
の
場
面
は
一
転
し
て
、

華
や
か
な
正
月
と
報
恩
講
風

景
が
描
か
れ
て
い
た
と
思
う
。

飛
騨
古
川
の
「
三さ

ん

寺て
ら

ま
い
り
」

で
あ
る
。

　
『
あ
野ゝ
麦
峠
』
は
、
飛
騨

に
生
き
た
真
宗
門
徒
の
記
録

で
あ
る
。
山
本
茂
実
は
数
百

人
の
女
性
た
ち
か
ら
、
次
の

よ
う
な
貴
重
な
聞
き
取
り
を

し
て
い
た
。

　
「
野
麦
峠
と
工
場
で
の
こ
と

は
、
悲
し
か
っ
た
こ
と
も
う
れ

し
か
っ
た
こ
と
も
、
何
も
か

も
あ
り
た
が
い
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。
お
か
げ
で
私
の
よ
う

な
者
で
も
こ
う
し
て
生
き
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
今
、
何
を

食
べ
て
も
何
を
し
て
も
、
あ

の
岡お

か

谷や

の
工
場
で
働
い
た
こ

と
、
あ
の
雪
の
峠
を
越
え
た

こ
と
を
思
え
ば
幸
せ
で
幸
せ

で
、
こ
う
し
て
い
た
だ
く
一
杯

の
お
茶
も
あ
り
が
た
い
こ
と
、

も
っ
た
い
な
い
こ
と
ば
か
り
で

ご
ざ
い
ま
す
。」

　

こ
こ
に
は
、
飛
騨
真
宗
の

念
仏
に
生
き
て
い
た
女
性
の

姿
が
あ
る
。
近
代
日
本
の
資し

本ほ
ん

主し
ゅ

義ぎ

形け
い

成せ
い

期き

に
富ふ

国こ
く

強き
ょ
う
へ
い兵

政せ
い

策さ
く

、
親
や
家
族
の
た
め
に

劣れ
つ

悪あ
く

な
環
境
の
な
か
で
必
死

に
働
い
た
女
性
た
ち
…
…
。

彼
女
た
ち
は
年
老
い
て
人
生

を
振
り
返
っ
て
も
、
こ
れ
以

講師 高
たか

橋
はし

法
ほう

信
しん

氏（大阪教区）

会　場　高山別院 御坊会館
時　間　午後２時から４時（両日とも）
聴講料　各日600円
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仏
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と
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の

　
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
⑯

　

次
回
は
酒
井
義
一
さ
ん
の
「
私
を

照
ら
す
ひ
か
り
の
言
葉
⑰
」
で
す
。

ま
す
が
、
顔
を
隠
し
て
い
る
の
で
誰
だ

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
い
る
の
に
い

な
い
か
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
す
。
歴

史
上
の
女
性
で
名
前
が
思
い
浮
か
ぶ
の

は
、
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

や
紫

む
ら
さ
き

式し
き

部ぶ

な
ど
数
え

る
ほ
ど
し
か
い
ま
せ
ん
。
偏か

た
よ
り
過
ぎ
て
い

る
と
は
思
い
ま
せ
ん
か
。
歴
史
は
英
語
で

ヒ
ス
ト
リ
ー
と
言
い
ま
す
が
、そ
れ
はhis 

story

、
つ
ま
り「
彼
（
男
性
）の
歴
史
」

だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ

ど
教
科
書
や
大
河
ド
ラ
マ
に
出
て
く
る
の

は
武
将
な
ど
圧
倒
的
に
男
性
で
す
。
歴

史
は
い
つ
も
男
性
中
心
に
語
ら
れ
、今
も

そ
れ
は
続
い
て
い
ま
す
。

道
を
訪た

ず

ね
、
道
を
拓ひ

ら

く

　

女
性
の
歴
史
が
残
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

の
な
ら
、
女
性
自
身
の
手
で
残
し
て
い
こ

う
と
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。「
ジ
ョ

ジ
ョ
企
画
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
で
は
、「
姉

妹
た
ち
よ
」
と
い
う
カ
レ
ン
ダ
ー
を
発
行

し
、
作
家
、
詩
人
、
議
員
、
医
者
、
美

容
師
、
科
学
者
な
ど
様
々
な
分
野
で
道

を
拓
い
て
き
た
女
性
た
ち
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。
冒
頭
に
は
「
女
が
女
で
あ
る
こ

と
を
高
ら
か
に
謳う

た

い
な
が
ら
、
道
を
拓
い

て
く
れ
た
女
た
ち
へ
、
愛
と
感
謝
を
こ
め

て
。
女
た
ち
が
連つ

ら

な
っ
て
生
き
、
つ
く
っ

て
き
た
歴
史
の
シ
ッ
ポ
に
、
わ
た
し
た
ち

今
生
き
て
い
る
女
た
ち
が
い
る
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。「
女
の
く
せ
に
」、「
女

だ
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
道
が
閉
ざ
さ
れ

て
も
、
自
分
で
決
め
た
道
を
拓
き
歩
い

て
行
っ
た
「
姉
」
た
ち
。
そ
の
人
生
に

ふ
れ
る
こ
と
で
勇
気
と
励は

げ

ま
し
を
も
ら
う

「
妹
」
た
ち
。
失
敗
し
て
も
道
半な

か

ば
で

終
わ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
足
跡
は
残
り

ま
す
。
あ
な
た
の
周
り
に
は
ど
ん
な
姉

妹
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。

ノ
ー
ベ
ル
賞
の
妻

　

そ
れ
は
今
年
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
医い

学が
く

生せ
い

理り

学が
く

賞し
ょ
う

者し
ゃ

に
大お

お

隅す
み

良よ
し

典の
り

さ
ん
が
決
ま
っ

た
時
の
こ
と
で
し
た
。
に
こ
や
か
に
テ
レ

ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
大
隅
良
典

さ
ん
は
「
家
庭
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
せ

ず
に
研
究
に
没ぼ

っ

頭と
う

し
ま
し
た
。
そ
う
い

う
私
の
姿
を
見
て
、
妻
は
一
生
懸
命
に

支
え
て
く
れ
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。「
妻
の
協
力
な
く
し
て
今
の
自
分
は

い
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
よ
く
耳
に
す
る

の
で
び
っ
く
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
会

見
の
終
わ
り
ご
ろ
、
同
席
し
た
妻
の
万ま

里り

子こ

さ
ん
の
発
言
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。「
私
は
若わ

か

気げ

の
至い

た

り
で
早
め
に
結
婚

し
て
し
ま
っ
た
。
き
ち
ん
と
勉
強
し
て
い

れ
ば
、
そ
の
後
の
人
生
は
か
な
り
違
っ
た

と
思
う
。
私
は
勉
強
を
放ほ

う

棄き

し
て
し
ま
っ

た
の
で
、
若
い
女
性
は
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ

ば
仕
事
を
し
て
、
で
き
れ
ば
自
分
の
幸

せ
を
実
ら
せ
て
欲
し
い
」。
こ
れ
は
若
い

女
性
研
究
者
に
向
け
た
助
言
で
し
た
が
、

一
般
の
女
性
に
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
夫
の
前
で
堂
々
と
こ
う
い

う
発
言
が
で
き
る
姿
に
胸
が
熱
く
な
る

と
同
時
に
無
念
さ
も
感
じ
た
の
で
し
た
。

な
ぜ
消
え
た
？

　

興
味
深
い
の
は
そ
の
後
、
良
典
さ
ん

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
流
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
万
里
子
さ
ん
の
言
葉
は
流
れ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
受
賞
者
に
脚き

ゃ
っ
こ
う光

が
当
た
る
の
は
当
た
り
前
で
す
が
、
な

ぜ
万
里
子
さ
ん
の
言
葉
は
カ
ッ
ト
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
か
。
男
性
に
と
っ
て
は
あ
ま

り
気
分
の
い
い
話
で
は
な
い
か
、
又
は
必

要
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

恩お
ん

師し

か
ら
か
つ
て
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。「
物
事
は
片
方
か
ら
だ
け
見
て

い
て
は
大
事
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
親

鸞
聖
人
が
書
か
れ
た
『
教

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

行
信
証
』
は

イ
ン
ド
や
中
国
の
僧そ

う

侶り
ょ

達た
ち

の
書
物
か
ら
た

く
さ
ん
引
用
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
意
図

的
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
文
章
も
あ
る
。

何
を
棄す

て
何
を
残
し
た
の
か
、
そ
こ
に
こ

そ
親
鸞
聖
人
の
思
考
の
跡
が
あ
る
の
だ

か
ら
、
原
典
と
比
べ
て
読
む
こ
と
が
大
切

で
す
」
と
。
私
は
熱
心
な
学
生
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
先
生
の
言
う
通
り
に
は
し

な
か
っ
た
け
れ
ど
、
お
も
て
に
出
て
い
な
い

こ
と
を
見
る
大
切
さ
は
心
に
留と

め
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
な
ぜ
万
里
子
さ
ん
の
言
葉

が
テ
レ
ビ
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
気

に
な
る
の
で
す
。

歴
史
の
中
の
女
性

　

言
葉
が
残
っ
て
い
か
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
あ
る
意
味
で
は
発
言
し
な
か
っ
た
こ

と
、
そ
の
人
物
が
い
な
か
っ
た
こ
と
と
同

じ
に
な
って
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

活か
つ

字じ

と
し
て
残
し
て
い
く
こ
と
は
と
て
も

大
事
な
の
で
す
。

　

今
回
の
カ
ル
タ
の
句
は
「
見
え
な
い
ね

歴
史
の
中
の　

女
た
ち
」
で
す
。
絵
に

描
か
れ
て
い
る
女
性
は
十じ

ゅ
う
に
ひ
と
え

二
単
を
着
て
い

    

 

        

No.329　（２）ひ　　　だ　　　ご　　　坊仏暦２５５９（２０１６）年　

定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
12
月
21
日（
水
）…
杉
野
明
真
氏
［
照
蓮
寺
］　

○
12
月
27
日（
火
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
12
月
28
日（
水
）…
江
馬
耀
準
氏
［
光
雲
寺
］　

○
1
月
11
日（
水
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
1
月
1３
日（
金
）…
四
衢
亮
氏
［
不
遠
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 hidagobo.jp

飛
騨
御
坊
御
遠
忌
七
五
〇

ご
懇
志
の
お
願
い

飛
騨
御
坊
御
遠
忌
七
五
〇

ご
懇
志
の
お
願
い

飛
騨
御
坊
御
遠
忌
七
五
〇

ご
懇
志
の
お
願
い

高山別院お煤
すす

払い奉仕のお願い

12月21日（水）午後１時からのおつとめの後、本堂のお煤払
いを行います。私たちの聞法道場をきれいにして、新年を
お迎えします。ぜひともご奉仕をお願いいたします。
※持参品　マスク・タオル・軍手 など

【
1
月
】

11
日（
水
）暎
芳
寺

［
下
一
之
町
］

22
日（
日
）稱
讃
寺

［
下
一
之
町
］

　現在、ご坊（高山別院）にて「蓮の実念珠」を販売致しております。この蓮の
実は、ご坊の蓮池で採れたものを使用しており、年間わずかしか採れない貴重
なものです。
　仏教において、蓮の花は浄土に咲く花として大切にさ
れています。泥の中にあって泥に染まらず、綺麗な花を咲
かせる蓮の花。私たちもまた、煩悩を抱えたこの身のま
まに、私という花を咲かせたいものですね。
　ご家庭のお内仏で、寺院で、阿弥陀さまに手を合わ
せ、お念仏される際のおともにいかがでしょうか？
　念珠は一つ5,000円。少し高額ですが、高山別院へ
の懇志としてお預かりさせていただきます。
　問い合わせは高山別院（0577-32-0688）まで。ご予約
承ります。

飛騨御坊限定！ 蓮の実念珠販売！　

私
た
ち
が
日
ご
ろ
何
気
な
く

使
っ
て
い
る
言
葉
が
48
語
紹
介
さ

れ
て
お
り
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
の

源
が
仏
教
に
あ
っ
た
こ
と
、
仏
さ

ま
か
ら
の
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

　

手
軽
な
文
庫
サ
イ
ズ
に
な
っ
て

お
り
、
一
つ
の
言
葉
ご
と
に
読
み

切
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
是
非
、

そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
奥
に
あ
る
仏

さ
ま
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
出
会
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
高
山
別
院
照
蓮
寺
で
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人

七
百
五
十
回
御
遠
忌
に
向
け
た
歩
み
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
二
〇
一
九
年
五
月
十
日
〜
十
二
日
の
三
日

間
、
ご
門
徒
の
皆
様
と
と
も
に
お
つ
と
め
す
る
御
遠

忌
法
要
を
お
迎
え
し
ま
す
。
ま
た
別
院
が
後
世
に
わ

た
っ
て
、
さ
ら
に
飛
騨
地
域
の
皆
さ
ま
に
開
か
れ
た

心
交
わ
る
場
と
な
り
ま
す
こ
と
を
願
い
、
本
堂
等
御

修
復
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

当
御
遠
忌
を
盛
大
に
お
つ
と
め
す
る
た
め
に
も
、

何
卒
御
理
解
を
い
た
だ
き
御
懇
念
を
賜
り
た
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
〈
ご
懇
志
の
お
願
い
〉

　

一
般
懇
志　
　

一
口　

千
円
よ
り

　

別
院
会
館
事
務
所
に
て

お
預
か
り
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
お
問
い
合
わ
せ

は
高
山
教
務
所
ま
で
。

懇志金千円以上記念品
木製花びらセット


