
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年 
（令和元年） 
５月７日 

地
域
社
会
形
成
の
原
動
力
と
な
っ
た
と
い

わ
れ
る
。 

⑤
法
義
相
続
は
放
射
線
状
の
寺
檀
関
係
（
徳

川
幕
府
に
よ
る
キ
リ
ス
タ
ン
禁
制
の
た
め

の
寺
請
け
制
度
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
）
と

い
う
〈
線
〉
に
よ
ら
ず
、
村
ぐ
る
み
地
域
ぐ

る
み
の
講
と
い
う
〈
面
〉
で
支
え
て
き
た
の

が
北
陸
真
宗
の
特
徴
。
法
要
儀
式
・
葬
儀
は

寺
檀
関
係
に
よ
り
、
聴
聞
は
講
に
よ
る
伝

統
。
そ
こ
で
は
僧
侶
・
門
徒
は
役
割
は
違
っ

て
も
同
じ
仏
弟
子
と
し
て
連
帯
。
講
衰
退
の

代
替
と
し
て
「
組
」
活
動
の
推
進
が
叫
ば
れ

た
の
も
必
然
。 

⑥
家
と
い
う
枠
を
越
え
て
法
義
相
続
が
講

で
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
は
、
祖
先
崇
拝
を

越
え
た
弥
陀
信
仰
・
家
庭
教
育
を
よ
り
広
い

基
盤
で
支
え
る
社
会
教
育
＝
宗
教
教
育
と

し
て
の
講
活
動
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。 

⑦
講
の
「
平
等
主
義
」
は
現
代
で
は
注
目
さ

れ
な
い
が
、
非
常
に
重
要
な
特
徴
。 

⑧
宗
門
の
構
成
単
位
は
、
法
義
相
続
の
面
か

ら
い
え
ば
寺
や
家
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
講

で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
講
は
小
さ

な
教
団
で
あ
る
。
教
団
の
現
状
も
体
力
も
、

そ
し
て
課
題
も
講
に
現
れ
る
。
教
団
に
改
革

が
必
要
で
あ
る
な
ら
、
ま
た
可
能
な
ら
、
そ

れ
は
講
活
動
に
お
い
て
見
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。 

題字・織田隆夫  

 

 
念
仏
の
こ
こ
ろ
に
生
き
る
生
活
を 

念

仏

の

こ

こ

ろ

に

生

き

る

生

活
を 

  

浄 土 真 宗 本 願 寺 派 

高 岡 教 区  五 位 組 

く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
放

射
能
災
害
の
悲
惨
さ
は
今
後
五
十
年
～
百
年
間
向

か
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
で
す
。
そ
れ
は

親
鸞
聖
人
か
ら
の
問
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
前
回
の

「
五
位
組
だ
よ
り
」
に
「
念
仏
と
支
援
活
動
」
を
テ

ー
マ
に
投
稿
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
も
う
少
し

踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

・
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も 

真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し 

虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て 

清
淨
の
心
も
さ
ら
に
な
し 

・
無
慙
無
愧
の
こ
の
身
に
て 

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も  

 

弥
陀
の
廻
向
の
御
名
な
れ
ば 

功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ 

 

・
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て 

有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ 

 

 
 

 
 

如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
ば 

 

苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き 

 
 

 
 

(

愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃) 

 

親
鸞
聖
人
は
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
で
こ
の
よ
う
に

読
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
わ
が
身
に
、
人
を
助
け
る
心

な
ど
、
微
塵
も
無
か
っ
た
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
私

で
あ
っ
た
、
と
い
う
自
覚
に
立
つ
こ
と
が
真
宗
の
出

発
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
機
の
深
信
」
と
い
い

ま
す
。
自
分
に
は
「
人
を
哀
れ
む
心
」
な
ど
ま
っ
た

く
無
い
と
気
づ
き
慙
愧
し
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
悪

人
で
あ
る
こ
と
を
見
通
し
た
う
え
で
、
こ
の
私
を
救

う
本
願(

信
心)

に
で
あ
う
の
で
す
。
信
心
を
い
た
だ

き
続
け
る
こ
と
で
し
か
慈
悲(

人
を
哀
れ
む)

の
心

な
ど
生
ま
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
と
、
悪
し
き
者
の
自

覚(

慙
愧)

が
慈
悲
に
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
悲
惨
な
状
況
を
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か

と
見
せ
付
け
ら
れ
て
、
や
っ
と
、
か
わ
い
そ
う
と
い

う
気
持
ち
が
起
こ
っ
た
の
が
本
当
で
あ
り
ま
す
。
か

わ
い
そ
う
と
思
い
や
る
心
は
、
最
初
か
ら
私
に
あ

っ
た
の
で
は
無
く
、
被
災
に
苦
し
む
人
々
が
発

し
た
悲
鳴
を
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後

か
ら
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
も
と
も

と
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
縁
に
よ
っ
て
生
ま
れ

て
い
た
の
で
し
た
。
発
信
さ
れ
て
い
た
悲
鳴
を

今
ま
で
聞
い
て
は
こ
な
か
っ
た
、
そ
の
慙
愧
の

心
か
ら
人
々
に
寄
り
添
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
自

分
の
救
い
も
開
か
れ
「
被
災
者
に
よ
っ
て
私
が

救
わ
れ
て
い
た
」
こ
と
に
出
会
う
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

う
気
持
ち
が
起
こ
っ
た
の
が
本
当
で
あ
り
ま
す
。

か
わ
い
そ
う
と
思
い
や
る
心
は
、
最
初
か
ら
私
に

あ
っ
た
の
で
は
無
く
、
被
災
に
苦
し
む
人
々
が
発

し
た
悲
鳴
を
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
か

ら
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
縁
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
た

の
で
し
た
。
発
信
さ
れ
て
い
た
悲
鳴
を
今
ま
で
聞

い
て
は
こ
な
か
っ
た
、
そ
の
慙
愧
の
心
か
ら
人
々

に
寄
り
添
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
自
分
の
救
い
も
開

か
れ
「
被
災
者
に
よ
っ
て
私
が
救
わ
れ
て
い
た
」

こ
と
に
出
会
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

支
援
活
動
と
は
、
念
仏
者
の
活
動
で
は
な
く
、

念
仏
者
を
育
て
る
活
動
が
災
害
支
援
活
動
で
あ
り

ま
し
た
。
念
仏
者
だ
か
ら
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
な
ど
何
も
あ
り
「
結
ぶ
絆
か
ら
、
広
が
る

ご
縁
へ
」
ま
せ
ん
。
念
仏
者
は
お
念
仏
を
称
え

て
い
れ
ば
い
い
の
で
す
。
そ
れ
以
外
に
何
も
す
る

こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
は
っ
き
り
と
言
っ
て
、

私
た
ち
は
、
如
来
よ
り
賜
り
し
信
心
の
眼
を
通
し
、

社
会
の
問
題
と
向
き
合
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
。
疑
問
に
感
じ
も
せ
ず
向
き
合
っ
て
こ
な
か
つ

た
私
た
ち
は
何
者
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
実
を
言

う
と
、
念
仏
者
で
無
い
か
ら
活
動
す
る
の
で
す
、

被
災
し
た
方
々
、
放
射
能
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

大
地
か
ら
如
来
の
願
い(

念
仏)

を
学
ぶ
の
で
す
。
今

日
か
ら
、
念
仏
を
受
け
止
め
て
生
き
よ
う
と
す
る

道
を
歩
み
始
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。
自
分

自
身
の
苦
悩
に
さ
え
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
私

が
、
常
に
如
来
の
本
願 
(

念
仏)

に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
ど
う
ぞ
お
念
仏
の

日
暮
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

高
岡
教
区
・
五
位
組
で
は
今
後
も
現
実
か
ら
目

を
そ
ら
す
こ
と
な
く
支
援
活
動
を
継
続
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ご
支
援
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す 

 

平
成
十
九
年
の
四
月
よ
り
五
位
組
組
長
の
重
責

を
担
っ
て
五
年
間
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
五
年
間
を

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
あ
ま
り
に
も
多
く
の
変
化

が
あ
り
未
だ
何
か
ら
整
理
し
て
い
い
の
か
わ
か
り

ま
せ
ん
。
出
逢
っ
た
多
く
の
方
々
、
別
れ
て
き
た
多

く
の
生
命
、
た
だ
ひ
た
す
ら 

が
む
し
ゃ
ら
に
駆
け

抜
け
、
五
位
組
の
大
地
が
揺
れ
動
い
た
時
間
で
し

た
。
疲
れ
を
知
ら
な
い
住
職
方
々
、
気
力
迫
力
の
若

院
パ
ワ
ー
、
笑
っ
て
支
え
て
く
だ
さ
る
坊
守
・
門
信

徒
各
位
、
総
て
が
暗
中
模
索
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
連
続
で

あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
た
だ
お
念
仏
だ
け
が
頼

り
で
あ
り
、
お
念
仏
一
つ
で
走
っ
て
来
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

本
年
は
役
員
改
選
の
年
で
あ
り
ま
し
た
が
、
七
五
〇

回
大
遠
忌
法
要
を
終
え
今
後
五
十
年
間
を
見
据
え

た
新
た
な
時
代
の
準
備
の
た
め
に
、
も
う
一
期
組
長

職
を
担
え
と
の
ご
拝
命
を
受
け
二
〇
一
五
年
ま
で

の
四
年
間
ま
た
皆
様
と
共
に
歩
ま
せ
て
い
た
だ

く
事
と
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

さ
て
、
昨
年
の
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
三
ヶ
月

が
経
と
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
こ
の
一
年
間
の

活
動
を
通
し
て
震
災
か
ら
、
被
災
者
の
方
々
か
ら
多 

 

１        2019年（令和元年）5月 7日 五位組だより        第１８号 

講 と は 何 か 

教願寺   岡西法英 

門
徒
衆
の
一
揆
（
一
致
団
結
・
連
帯
決
起
）

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
真
宗
教
団
の
基
盤
組
織

で
あ
る
。 

淵
源
は
宗
祖
親
寳
聖
人
の
在
世
当
時
、
関
東

で
、
同
朋
同
行
が
聖
人
の
師
法
然
聖
人
の
ご
命

日
二
十
五
日
に
寄
り
合
い
集
い
念
仏
の
法
会

を
設
け
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の

際
に
は
〈
念
仏
の
す
す
め
も
の
〉
と
い
っ
て
懇

志
を
出
し
合
う
慣
例
で
あ
っ
た
。 

本
尊
（
御
講
仏
）
を
安
置
し
、
一
同
で
正
信

偈
勤
行
を
し
、
本
願
寺
住
職
の
消
息
の
朗
読
が

行
わ
れ
、
法
話
、
談
合
が
続
く
、
い
わ
ば
「
講
」

の
定
型
は
蓮
如
上
人
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
時
代
に
は
二
十
五
日
と
二
十
八
日
（
親
鶯
聖

人
の
命
日
）
が
寄
り
合
い
日
で
あ
っ
た
。 

地
域
網
羅
型
の
聞
法
組
織
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
の
保
証
人
と
も
い
う
べ
き
本
山
本
願
寺
を

護
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
定
期
的
な
集
い

が
も
た
れ
る
の
が
講
の
基
本
形
で
あ
る
。 

そ
の
集
団
的
特
徴
は
、
同
座
・
同
財
・
同
餐 

 

と
い
う
三
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
①
座
席

に
身
分
上
下
の
差
別
が
な
い
。
②
貧
富
を

問
わ
ず
同
額
の
「
御
講
銭
」
を
負
担
す
る
。

③
坊
主
・
講
員
全
員
が
同
じ
「
お
斎
」
を

食
べ
る
。
こ
の
三
点
は
い
わ
ば
〈
講
の
平

等
主
義
〉
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

 

※
武
装
蜂
起
だ
け
が
一
揆
で
は
な
い
、
数
多

く
の
真
宗
の
〈
御
坊
〉
は
自
分
た
ち
の
集
い
の

拠
点
と
し
て
、
門
徒
衆
の
一
摸
に
よ
っ
て
出
来

た
も
の
で
あ
る
し
、
織
豊
政
権
も
徳
川
政
権
も

圧
殺
で
き
な
か
っ
た
〈
本
願
寺
〉
を
支
え
つ
づ

け
て
き
た
の
は
門
徒
衆
の
連
帯
で
あ
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
が
「
一
揆
」
で
あ
っ
た

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
一
つ
の
「
御

講
」
も
、
地
元
門
徒
衆
の
一
揆
の
産
物
で
あ
る

こ
と
は
言
う
を
ま
た
な
い
。 

 

以
下
に
組
織
と
し
て
の
特
徴
を
列
記
す

る
。 

①
法
義
相
続
が
目
的 

②
本
山
助
成
が
目
標
。
今
も
「
門
徒
講
金
」

に
な
ご
り
を
残
す
が
如
く
、
宗
門
の
主
財

源
が
講
の
志
納
金
で
あ
っ
た
永
い
伝
統
が

あ
る
。 

③
寺
檀
制
度
以
前
に
成
立
し
て
宗
門
の
基

盤
組
織
で
あ
っ
た
地
域
網
羅
的
組
織 

④
家
が
仏
壇
を
中
心
に
し
て
存
立
し
た
如

く
、
近
世
の
村
は
講
を
精
神
紐
帯
と
し
て

形
成
、
新
し
い
庶
民
社
会
を
生
み
出
す
基

盤
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
旧
来
の
中
央
権

力
に
よ
る
荘
園
支
配
の
枠
組
み
を
越
え
た 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自
坊
紹
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二
十
五
日
講 

講
長 

 

窪
谷
国
雄 

 

平
等
講 

講
長 

 

吉
田
克
行 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仏
教
を
地
域
全
体
で
護
り
伝

え
て
き
た
の
が「
お
講
」で
す
。
長
い

歴
史
の
な
か
で
、
私
た
ち
の
先
人

方
も
こ
の「
お
講
」
で
仏
教
を
聞
い

て
い
か
れ
ま
し
た
。「
お
前
も
や
っ

と
こ
の
道
に
入
っ
て
来
た
か
ー
。
俺

達
は
こ
こ
に
い
る
ぞ
ー
。
」
と
、
そ
ん

な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で

す
。 昔

の
様
に
御
堂
が
人
で
い
っ
ぱ
い

に
な
る
事
は
も
う
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。
ど
う
か
皆
様
、
お
講
が
始
ま
っ

た
時
は
、
お
友
達
を
誘
っ
て
お
参

拝
を
お
願
い
し
ま
す
。
皆
様
方
、

講
員
の
方
々
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
致
し
ま
す
。 
 

 

 

 
    

 
    

 
    

二十五日講 ~初御講~ 
３月２６日 ・ 石堤 法善寺 
 

平等講 ~報恩講~ 
３月２５日 ・ 本保 本正寺 

 

敬
琢
山 

珉
照
寺 

 
 

高
岡
市
福
岡
町
山
岸 

 

 

当
寺
の
始
ま
り
は
、
越
中
の
國

砺
波
郡
土
屋
村
の
住
人
（
俗
名

不
詳
）
が
、
法
名
を
敬
琢
（
当
寺

山
号
の
由
来
と
な
っ
て
お
り
ま

す
）
と
名
乗
り
、
一
四
六
五
年
に

卯
ノ
花
谷
山
中
に
草
庵
を
結
ん

だ
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
当
初
は
真
言
宗
で
代
々
の
庵

主
は
敬
琢
と
号
し
て
い
ま
し
た
。

「
卯
ノ
花
谷
山
中
」
と
は
当
寺
の

後
ろ
の
山
に
あ
り
、
現
在
、
草
庵

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
場
所
に
は

記
念
碑
が
建
立
さ
れ
て
お
り
ま

す
。  

 
 

 
 

そ
し
て
、
本
願
寺
第
九
世
実
如

上
人
（
一
四
五
八
～
一
五
二
五
。

本
願
寺
継
承
は
一
四
八
九
年
）
に

帰
依
し
て
浄
土
真
宗
に
改
宗
し
、

そ
の
節
に
法
名
を
敬
琢
か
ら
宗
傳

と
改
名
し
て
、
一
五
二
一
年
に
土

屋
村
内
山
岸
島
に
草
庵
を
結
び
ま

し
た
。 

一
九
八
〇
年
、
当
寺
に
お
い
て
、

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
年
慶
讃

法
要
並
び
に
珉
照
寺
開
基
三
百
年

記
念
法
要
が
勤
修
さ
れ
た
際
に
内

陣
塗
箔
修
復
が
行
わ
れ
、
そ
の
工

事
中
に
本
堂
内
陣
柱
の
古
い
漆
を

削
り
落
と
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に

「
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
基
建
立

為
す
」
の
文
字
が
現
れ
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
一
六
六
七
年
に
現

所
の
地
に
寺
院
の
基
が
建
立
さ
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
頃
か
ら
浄
土
真
宗
の

寺
院
と
し
て
の
活
動
を
本
格
化
し

た
と
思
わ
れ
、
爾
来
三
百
数
十

年
、
門
信
徒
の
皆
様
に
支
え
ら
れ

な
が
ら
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。 

  

南
無
阿
弥
陀
仏
、
な
ん
ま
ん

だ
ぶ
つ
、
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
。
幼
い

頃
、
母
親
に
連
れ
ら
れ
た
お
寺

に
お
参
り
し
、
お
御
堂
い
っ
ぱ
い

の
参
拝
者
で
身
動
き
出
来
な
い

ほ
ど
で
し
た
。
い
つ
の
間
に
か
眠

り
に
つ
き
大
き
な
声
に
目
を
覚

ま
す
と
、
聞
こ
え
て
く
る
ナ
ン
マ
ン

ダ
ブ
ツ
。
浄
土
か
ら
届
い
て
き
た

大
き
な
呼
び
声
で
し
た
。 

 

我
々
の
先
輩
方
々
が
立
ち
上

げ
た
、
五
位
組
二
十
五
日
講
。

近
年
は
講
員
数
も
減
少
気
味
で

今
後
が
心
配
で
す
。
講
の
世
話

人
の
一
人
と
し
て
、
幼
い
頃
の
よ

う
な
、
お
御
堂
一
杯
の
お
参
り

を
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三
日
市  

光
源
寺 

七
月
九
日 

昼 

二
時 

七
月
十
日 

昼 

二
時 

法
話 

 

高
岡
市
戸
出
六
十
歩 

林 

要
昭 

師 

く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
放

射
能
災
害
の
悲
惨
さ
は
今
後
五
十
年
～
百
年
間
向

か
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
で
す
。
そ
れ
は

親
鸞
聖
人
か
ら
の
問
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
前
回
の

「
五
位
組
だ
よ
り
」
に
「
念
仏
と
支
援
活
動
」
を
テ

ー
マ
に
投
稿
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
も
う
少
し

踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

・
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も 

真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し 

虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て 

清
淨
の
心
も
さ
ら
に
な
し 

・
無
慙
無
愧
の
こ
の
身
に
て 

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も 

 
 

弥
陀
の
廻
向
の
御
名
な
れ
ば 

功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ 

 

・
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て 

有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ 

 

 
 

 
 

如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
ば 

 

苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き 

  
 
 

(

愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃) 

 

親
鸞
聖
人
は
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
で
こ
の
よ
う
に

読
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
わ
が
身
に
、
人
を
助
け
る
心

な
ど
、
微
塵
も
無
か
っ
た
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
私

で
あ
っ
た
、
と
い
う
自
覚
に
立
つ
こ
と
が
真
宗
の
出

発
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
機
の
深
信
」
と
い
い

ま
す
。
自
分
に
は
「
人
を
哀
れ
む
心
」
な
ど
ま
っ
た

く
無
い
と
気
づ
き
慙
愧
し
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
悪

人
で
あ
る
こ
と
を
見
通
し
た
う
え
で
、
こ
の
私
を
救

う
本
願(

信
心)

に
で
あ
う
の
で
す
。
信
心
を
い
た
だ

き
続
け
る
こ
と
で
し
か
慈
悲(

人
を
哀
れ
む)

の
心

な
ど
生
ま
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
と
、
悪
し
き
者
の
自

覚(

慙
愧)

が
慈
悲
に
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
悲
惨
な
状
況
を
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か

と
見
せ
付
け
ら
れ
て
、
や
っ
と
、
か
わ
い
そ
う
と
い

う
気
持
ち
が
起
こ
っ
た
の
が
本
当
で
あ
り
ま
す
。
か

わ
い
そ
う
と
思
い
や
る
心
は
、
最
初
か
ら
私
に
あ

っ
た
の
で
は
無
く
、
被
災
に
苦
し
む
人
々
が
発

し
た
悲
鳴
を
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後

か
ら
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
も
と
も

と
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
縁
に
よ
っ
て
生
ま
れ

て
い
た
の
で
し
た
。
発
信
さ
れ
て
い
た
悲
鳴
を

今
ま
で
聞
い
て
は
こ
な
か
っ
た
、
そ
の
慙
愧
の

心
か
ら
人
々
に
寄
り
添
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
自

分
の
救
い
も
開
か
れ
「
被
災
者
に
よ
っ
て
私
が

救
わ
れ
て
い
た
」
こ
と
に
出
会
う
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

う
気
持
ち
が
起
こ
っ
た
の
が
本
当
で
あ
り
ま
す
。

か
わ
い
そ
う
と
思
い
や
る
心
は
、
最
初
か
ら
私
に

あ
っ
た
の
で
は
無
く
、
被
災
に
苦
し
む
人
々
が
発

し
た
悲
鳴
を
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
か

ら
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
縁
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
た

の
で
し
た
。
発
信
さ
れ
て
い
た
悲
鳴
を
今
ま
で
聞

い
て
は
こ
な
か
っ
た
、
そ
の
慙
愧
の
心
か
ら
人
々

に
寄
り
添
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
自
分
の
救
い
も
開

か
れ
「
被
災
者
に
よ
っ
て
私
が
救
わ
れ
て
い
た
」

こ
と
に
出
会
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

支
援
活
動
と
は
、
念
仏
者
の
活
動
で
は
な
く
、

念
仏
者
を
育
て
る
活
動
が
災
害
支
援
活
動
で
あ
り

ま
し
た
。
念
仏
者
だ
か
ら
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
な
ど
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
念
仏
者
は
お
念
仏
を

称
え
て
い
れ
ば
い
い
の
で
す
。
そ
れ
以
外
に
何
も

す
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
は
っ
き
り
と
言
っ

て
、
私
た
ち
は
、
如
来
よ
り
賜
り
し
信
心
の
眼
を

通
し
、
社
会
の
問
題
と
向
き
合
っ
て
き
た
の
で
し

ょ
う
か
。
疑
問
に
感
じ
も
せ
ず
向
き
合
っ
て
こ
な

か
つ
た
私
た
ち
は
何
者
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
実

を
言
う
と
、
念
仏
者
で
無
い
か
ら
活
動
す
る
の
で

す
、
被
災
し
た
方
々
、
放
射
能
に
よ
っ
て
汚
染
さ

れ
た
大
地
か
ら
如
来
の
願
い(

念
仏)

を
学
ぶ
の
で

す
。
今
日
か
ら
、
念
仏
を
受
け
止
め
て
生
き
よ
う

と
す
る
道
を
歩
み
始
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
で

す
。
自
分
自
身
の
苦
悩
に
さ
え
向
き
合
っ
て
こ
な

か
っ
た
私
が
、
常
に
如
来
の
本
願 

(

念
仏)

に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
ど
う
ぞ

お
念
仏
の
日
暮
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

高
岡
教
区
・
五
位
組
で
は
今
後
も
現
実
か
ら
目

を
そ
ら
す
こ
と
な
く
支
援
活
動
を
継
続
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ご
支
援
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す 

 

平
成
十
九
年
の
四
月
よ
り
五
位
組
組
長
の
重
責

を
担
っ
て
五
年
間
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
五
年
間
を

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
あ
ま
り
に
も
多
く
の
変
化

が
あ
り
未
だ
何
か
ら
整
理
し
て
い
い
の
か
わ
か
り

ま
せ
ん
。
出
逢
っ
た
多
く
の
方
々
、
別
れ
て
き
た
多

く
の
生
命
、
た
だ
ひ
た
す
ら 

が
む
し
ゃ
ら
に
駆
け

抜
け
、
五
位
組
の
大
地
が
揺
れ
動
い
た
時
間
で
し

た
。
疲
れ
を
知
ら
な
い
住
職
方
々
、
気
力
迫
力
の
若

院
パ
ワ
ー
、
笑
っ
て
支
え
て
く
だ
さ
る
坊
守
・
門
信

徒
各
位
、
総
て
が
暗
中
模
索
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
連
続
で

あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
た
だ
お
念
仏
だ
け
が
頼

り
で
あ
り
、
お
念
仏
一
つ
で
走
っ
て
来
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

本
年
は
役
員
改
選
の
年
で
あ
り
ま
し
た
が
、
七
五
〇

回
大
遠
忌
法
要
を
終
え
今
後
五
十
年
間
を
見
据
え

た
新
た
な
時
代
の
準
備
の
た
め
に
、
も
う
一
期
組
長

職
を
担
え
と
の
ご
拝
命
を
受
け
二
〇
一
五
年
ま
で

の
四
年
間
ま
た
皆
様
と
共
に
歩
ま
せ
て
い
た
だ

く
事
と
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

さ
て
、
昨
年
の
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
三
ヶ
月

が
経
と
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
こ
の
一
年
間
の

活
動
を
通
し
て
震
災
か
ら
、
被
災
者
の
方
々
か
ら
多 

広
済
寺
は
高
岡
市
笹
川
に
あ
る
本

願
寺
派
（お
西
）の
お
寺
で
す
。
お
寺
の

真
横
に
は
Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線
が
走
っ
て
お

り
、
周
辺
で
は
国
道
八
号
線
・能
越
自

動
車
道
、
現
在
は
北
陸
新
幹
線
や
高

岡
市
野
球
場
の
建
設
工
事
で
も
賑
わ

っ
て
い
る
、
ま
さ

に
高
岡
の

新
し
い
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
も
い
う
べ
き

点
に
位
置
し
て
い
ま
す
（笑
）。 

広
済
寺
の
始
ま
り
は
室
町
時
代
。 

一
四
五
二
年
に
こ
の
笹
川
の
地
を
開

墾
し
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
一
五

八
二
年
に
火
災
に
て
本
堂
焼
失
。
現

在
の
本
堂
は
一
五
九
二
年
に
再
建
さ

れ
、
そ
の
後
幾
度
か
の
修
復
を
経
て
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

も
う
間
も
な
く
迎
え
る
夏
休
み
に

は
、
地
元
笹
川
の
小
学
生
た
ち
が
朝

早
く
か
ら
ラ
ジ
オ
体
操
を
し
に
お
寺

に
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
光
景
は
戦

前
か
ら
続
い
て
い
る
そ
う
で
、
朝
六
時

前
に
な
る
と
子
供
た
ち
が
本
堂
に
や
っ

て
き
て
宿
題
な
ど
の
お
勉
強
、
そ
し
て

ラ
ジ
オ
体
操
が
終
わ
れ
ば
、
今
度
は
皆

で
仏
さ
ま
に
朝
の
お
勤
め
。
そ
の
後
さ

ら
に
本
堂
の
お
掃
除
。 

 

 

辻      

西
福
寺 

 

七
月
七
日 

朝 

十
時 

 

昼
一
時
三
十
分 

法
話 

 

石
川
県
加
賀
市 

 
 

日
下 

賢
裕 

師 

も
う
間
も
な
く
迎
え
る
夏
休
み

に
は
、
地
元
笹
川
の
小
学
生
た
ち

が
朝
早
く
か
ら
ラ
ジ
オ
体
操
を
し

に
お
寺
に
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
こ
の

光
景
は
戦
前
か
ら
続
い
て
い
る
そ

う
で
、
朝
六
時
前
に
な
る
と
子
供

た
ち
が
本
堂
に
や
っ
て
き
て
宿
題
な

ど
の
お
勉
強
、
そ
し
て
ラ
ジ
オ
体
操

が
終
わ
れ
ば
、
今
度
は
皆
で
仏
さ

ま
に
朝
の
お
勤
め
。
そ
の
後
さ
ら
に

本
堂
の
お
掃
除
。
こ
れ
が
夏
休
み
の

間
中
続
き
ま
す
。
で
す
か
ら
広
済

寺
の
本
堂
は
夏
休
み
が
一
番
ピ
カ

ピ
カ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（笑
）。 

広
済
寺
の
始
ま
り
は
室
町
時
代
。 

一
四
五
二
年
に
こ
の
笹
川
の
地
を
開

墾
し
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
一

五
八
二
年
に
火
災
に
て
本
堂
焼
失
。

現
在
の
本
堂
は
一
五
九
二
年
に
再
建

さ
れ
、
そ
の
後
幾
度
か
の
修
復
を
経

て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 

３        2019年（令和元年）5月 7日 五位組だより            第１８号 

号 

３        2017年（平成 29年）9月 15日 五位組だより            第１５号 

号 

号 

ど
う
ぞ
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 
 

お
斎
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、 

各
寺
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

ど
う
ぞ
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
寺
院
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

石
堤    

長
光
寺 

七
月
一
日 

昼 

一
時
三
十
分  

昼 

一
時
三
十
分 

七
月
二
日 

朝 

九
時
三
十
分  

昼 

一
時
三
十
分 

法
話 

 

氷
見
市
脇 

 
 

 
 

 

寺
西 

良
夫 

師 

赤
丸    

性
宗
寺 

七
月
六
日 

朝 

九
時
三
十
分  

昼 

一
時
三
十
分 

法
話 

 

福
岡
町
大
野 

 
 

 
 

新
原 

忠
男 

師 

立
野    

永
念
寺 

八
月
三
日 

朝 

九
時
三
十
分  

昼
一
時
三
十
分 

法
話 

 

高
岡
市
笹
川 

 
 

 
 

福
田 

慶
隆 

師 

山
岸    

珉
照
寺 

八
月
二
十
二
日 

昼 

二
時
三
十
分 

八
月
二
十
三
日 

朝 

十
時 

昼 

二
時
三
十
分 

法
話 

 

南
砺
市
城
端 

 
 

 
 

杉
谷 

淳
志 

師 

お
斎
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は 

各
寺
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い 

佐
加
野 

 

光
明
寺 

三
月
十
七
日 

昼 

一
時
三
十
分 

三
月
十
八
日 

朝 

九
時
三
十
分 

昼 

一
時
三
十
分 

三
月
十
九
日 

朝 

九
時
三
十
分 

昼 

一
時
三
十
分 

法
話 

 

高
岡
市
伏
木 

 
 

 

山
名 

一
徳 

師 

本
保    

本
正
寺 

五
月
十
九
日 

朝 

九
時
三
十
分 

昼 

二
時 

法
話 

 

砺
波
市 

 
 

 
 

 
 

秋
知 

仁
史 

師 

笹
川    

広
済
寺 

六
月
三
日 

朝 

九
時
三
十
分 

昼 

二
時 

六
月
四
日 

朝 

九
時
三
十
分 

昼 

二
時 

法
話 

 

高
岡
市
内
島 

 
 

 

岡
西 

法
英 

師 

内
島 

 
 

教
願
寺 

 
六
月
十
二
日 

昼 

二
時 

 
六
月
十
三
日 

朝 

九
時
三
十
分 

昼 

一
時
三
十
分 

法
話 

 
富
山
市
水
橋 

 
 

 

石
川 

了
英 

師 

四
日
市 

 

浄
明
寺 

秋
の
報
恩
講
の
際
に
お
勤
め
し
ま
す 

麻
生
谷 

 

西
光
寺 

 

六
月
十
四
日 

朝 

九
時
三
十
分 
昼 

一
時
三
十
分 

六
月
十
五
日 

朝 

九
時
三
十
分 
昼 

一
時
三
十
分 

 

法
話 

 

氷
見
脇 

 
 

 
 

 
 

寺
西 
良
夫 

師 

上
向
田 

 

浄
永
寺 

六
月
二
十
二
日 

朝
九
時
三
十
分 

昼
一
時
三
十
分 

法
話 

 

射
水
市
市
井 

 
 

 

公
文
名 

眞 

師 

各寺院の祠堂経法座の日程をお知らせします。※日程は変更になる場合があります。 

 

祠 堂 経 法 座 ご 案 内 

 
 
 

 
   

平
等
講 

 

一
座 

（十
四
時
～
） 

 

初
御
講 

一
月
二
十
五
日 
教
願
寺 

報
恩
講 

三
月
二
十
五
日 
本
正
寺 

本
山
講 

五
月
二
十
五
日 

永
念
寺 

降
誕
会 

六
月
二
十
一
日 

廣
済
寺 

本
山
講 

八
月
二
十
五
日 

西
福
寺 

助
成
会
・追
悼
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
月
二
十
五
日 

善
教
寺 

 

二
十
五
日
講 

 

 
 

二
座 

（九
時
半
～ 

十
三
時
半
～
） 

 

初
御
講 

三
月
二
十
六
日 

法
善
寺 

降
誕
会 

四
月
二
十
一
日 

西
光
寺 

助
成
会 

六
月
二
十
五
日 

性
宗
寺 

報
恩
講 

十
月
二
十
五
日 

珉
照
寺 

 
 

両
講
合
同
夏
期
講
座 

 

八
月
二
十
一
日 

 

午
後
一
時 

場
所 

舞
谷 

こ
ぶ
し
荘 

 

懇
親
会
あ
り
、
バ
ス
の
送
迎
あ
り
ま
す
。 

講
師 

未
定 

主
催 

平
等
講
・二
十
五
日
講 

お
講
の
年
間
日
程 

辻      

西
福
寺 

 

七
月
七
日 

朝 

十
時 

 

昼
一
時
三
十
分 

法
話 

 

石
川
県
加
賀
市 

 
 

日
下 

賢
裕 

師 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黎 明 講 座 ご 案 内 
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私
は
、
お
講
に
出
さ
せ
て
頂

い
て
か
ら
十
数
年
に
な
り
ま

す
。
親
戚
の
叔
父
さ
ん
か
ら
こ

う
い
う
お
参
り
が
あ
る
と
教
え

ら
れ
て
、
世
話
を
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
講
費
を
納
め
、

年
中
行
事
を
聞
法
し
、
時
に
は

本
山
に
も
参
拝
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
新
し
い
み
教

え
の
出
会
い
で
あ
り
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
位
組
資
料
で
は
、
お
講
の

発
足
年
次
は
、
二
十
五
日
講
が

一
七
六
〇
年
（
宝
暦
一
〇

年
）
、 

平
等
講
が
一
八
五
〇

年
（
嘉
永
三
年
）で
長
い
歴
史
が

あ
り
ま
す
。
近
頃
は
、
お
講
の

総
会
資
料
で
は
講
員
が
少
な

く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

御
同
朋
御
同
行
精
神
に
よ
っ

て
愛
山
護
法
の
御
法
義
が
相

続
さ
れ
て
お
り
、
お
講
に
発
布

さ
れ
た
御
消
息
の
御
趣
旨
を

わ
か
り
や
す
く
普
及
し
て
い
く

活
動
が
必
要
と
感
じ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
掌 

五位組 行事予定 

 

編 

集 

後 

記 
 

       

 

    
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

    
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

山
岸 

 
 

珉
照
寺 

七
月
二
十
八
日 

 

朝 

五
時
三
十
分 

七
月
二
十
九
日 

 

朝 

五
時
三
十
分 

七
月
三
十 
日 

 

朝 

五
時
三
十
分 

 
 

  

 
 

 
 

三
日
市 

 

光
源
寺  

七
月
三
十
一
日 

朝 

五
時
三
十
分 

 
 

  

 
 

 
 

笹
川 

 
 

広
済
寺 

七
月
三
十
一
日 

朝 

五
時
三
十
分 

八
月
一
日 

 
 

朝 

五
時
三
十
分 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

内
島 

 
 

教
願
寺 

八
月
十
三
日 

 

朝 

六
時 

八
月
十
四
日 

 

朝 

六
時 

八
月
十
五
日 

 

朝 

六
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石
堤 

 
 

長
光
寺 

八
月
一
日 

 
 

朝 

五
時
三
十
分 

八
月
二
日 

 
 

朝 

五
時
三
十
分 

各
寺
院
の
黎
明
講
座
の
日
程
を 

お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

歴
史
講
座 

日
程 

七
月
十
日
（
水
）
午
後
七
時 

場
所 

赤
丸 

性
宗
寺 

講
師 

小
矢
部
市
西
中 

津
山 

玄
亮 

師 

第
二
十
一
回
五
位
組 

夏
休
み
子
ど
も
大
会 

日
程 

未
定 

場
所 

中
保 

善
教
寺 

蓮
門
会 

 
 

テ
ー
マ 

「
蓮
如
上
人
の
こ
と
ば
」 

講
師 

 

岡
西 

法
英 

師 

 

総
会 

 

四
月
七
日 

（
日
） 

十
五
時 

西
光
寺 

 

研
修
会
日
程
（
日
・
時
間
・
場
所
）  

五
月
六
日 

（
月
） 

十
六
寺 

浄
明
寺 

六
月
二
日 

（
日
） 

十
六
時 

性
宗
寺 

七
月
七
日 

（
日
） 

十
七
時 

光
明
寺 

十
月
六
日 
（
日
） 

十
六
時 

廣
済
寺 

二
〇
二
〇
年
（令
和
二
年
） 

二
月
二
日 

（
日
） 
十
五
時 

教
願
寺 

 
 

※
一
回
あ
た
り
千
円
で
の
受
講
も
で
き
ま
す 
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