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る
問
題
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
寺

院
に
お
い
て
も
、
寺
離
れ
や
参
拝
者
の
減

少
に
伴
う
将
来
へ
の
不
安
が
あ
り
ま
す
。

五
位
組
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
連

続
研
修
会
の
開
催
や
各
研
修
会
や
行
事

の
充
実
な
ど
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
四
年
間
、
今
の
社

会
や
寺
院
の
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

組
と
し
て
何
が
で
き
る
の
か
、
皆
さ
ん
と

考
え
な
が
ら
、
運
動
を
進
め
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。  

と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
を
借
り
て
皆
様
に

お
伝
え
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現

在
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
大

き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
富

山
県
で
も
感
染
者
が
出
た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
感

染
者
に
対
す
る
非
難
や
誹
謗
中
傷
が
問

題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
が
見
た
り
聞

い
た
り
し
た
と
こ
ろ
、
一
部
で
は
あ
り
ま

す
が
、
感
染
者
を
加
害
者
・
犯
罪
者
扱
い

す
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
お

そ
ら
く
、
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
恐
れ
や
自

分
や
家
族
友
人
の
健
康
を
守
る
気
持
ち

が
そ
う
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。  

確
か
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
怖
い
で

す
。 
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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 

  

去
る
三
月
十
九
日
、
珉
照
寺
に
て
組

長
選
挙
が
行
わ
れ
、
多
く
の
賛
同
を
い
た

だ
い
て
、
引
き
続
き
五
位
組
組
長
に
就

任
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
四
年
間

も
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

色
々
と
模
索
し
な
が
ら
の
四
年
間
で
し

た
。
今
度
は
比
較
的
落
ち
着
い
て
務
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

現
在
、
私
た
ち
の
社
会
に
は
経
済
格

差
に
よ
る
貧
困
問
題
や
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

に
よ
る
差
別
扇
動
な
ど
、
人
権
に
関
わ

る 

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 
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高 岡 教 区  五 位 組 

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 
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史 

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
志
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
。 

 

す
。
ま
た
、
自
分
や
家
族
友
人
の
健
康
を

守
り
た
い
気
持
ち
も
分
か
り
ま
す
。
し
か

し
、
そ
う
い
っ
た
思
い
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て

感
染
者
を
誹
謗
中
傷
す
る
の
は
い
け
ま

せ
ん
。
感
染
者
は
感
染
し
た
こ
と
自
体
で

辛
く
苦
し
い
思
い
を
致
し
ま
す
。
ど
の
よ

う
な
経
緯
が
あ
っ
た
し
て
も
、
そ
こ
に
追

い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
人
と
し

て
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。  

ま
た
、
今
の
よ
う
に
感
染
者
へ
の
非
難

や
誹
謗
中
傷
が
続
く
と
、
多
く
の
人
は

そ
れ
を
恐
れ
て
、
多
少
体
調
が
悪
く
な
っ

て
も
検
査
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
感
染
経
路
も
公
表

し
な
く
な
り
ま
す
。
結
果
、
正
し
い
情
報

が
入
ら
な
く
な
り
、
デ
マ
等
が
流
布
し
、

そ
し
て
感
染
が
拡
大
し
ま
す
。
感
染
者
へ

の
非
難
や
誹
謗
中
傷
は
、
感
染
拡
大
防

止
に
は
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
、
感
染
拡
大
を
助
長
す
る
も
の
で
す
。  

私
た
ち
も
い
つ
感
染
す
る
か
分
か
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、
明

日
は
我
が
身
と
弱
者
に
優
し
く
あ
り
た

い
も
の
で
す
。
感
染
者
へ
の
非
難
を
口
に

す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
に
対
す
る
忍
耐

と
寛
容
が
大
切
で
す
。 
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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
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の
廻
向
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御
名
な
れ
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功
徳
は
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に
み
ち
た
ま
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・
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
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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 

安
養
御
坊
跡 

          2020（令和 2年）5月 10日 五位組だより       第２０号      ２ 

   

２ 

令 

和 

元 

年 

十 

一 

月 

二 

十 

八 

日 

、 

午 

後 

一 

時 

頃 

、 

こ 

の 

日 

の 

天 

気 

予 

報 

は 

雨 

で 

し 

た 

が 

何 

と 

か 

空 

の 

方 

が
こ 

ら 

え 

て 

く 

れ 

て 

、
旬 

菜 

食 

事 

処

「 

か 

こ 

み 

」
よ 

り
、
郷
土 

歴 

史 

家 

の 

樽 

谷 

雅 

好 

先 

生 

と 

共 

に 

、
計 

二 

十 

名 

を 
乗 

せ 

た 

バ 

ス 

が 

出 

発 

し 

ま 

し 

た 

。 

出 

発 

前 

に 

樽 

谷 

先 

生 

と 

バ 

ス 

の 
運 
転 
手 
さ 

ん 

が 

何 

や 

ら 

真 

剣 

に 

打 

ち 

合 

わ 

せ 

を 

さ 

れ 

て 

い 

た 

の 

で 

す 

が 

、
出 
発 
し 
て 

約 

十 

分 

後 

に 

明 

ら 

か 

と 

な 

る 

。 

ど 

う 

や 
ら 
バ 
ス 
は 

、 

瑞 

泉 

寺 

ま 

で 

最 

短 

距 

離 

を 

通 

ら 

ず 

国 

道 

１ 

５ 

６ 

号 

線 

を 

横 

目 
に 
、 
そ 

の 

昔 

瑞 

泉 

寺
へ 

の 

表 

参 

道 

で 

あ 

っ 

た 

道 

を 

進 

み 

、 

樽 

谷 

先 

生 

の 

楽 

し 
い 
ご 
解 

説 

を 

い 

た 

だ 

き 

、
五 

百 

年 

程 

昔 

の 

千 

保 

川
は 

現 

在 

の 

庄 

川 

位 

の 

川 

幅 
だ
っ
た 

事 

や 

、 

参 

道 

沿 

い 

に 

お 

地 

蔵 

様 

跡 

が 

い 

く 

つ 

も 

有 

っ 

た 

事 

、
そ
し
て 
現 
在 
も 

昔 

の 

地 

形 

の 

名 

残 

り 

が 

有 

る 

な
ど 

、 

言 

わ 

れ 

て 

み 

る 

と 

納 

得 

な 

事 

が 
先 
生 
の 

お 

話 

で 

学 

ば 

せ 

て 

頂 

き 

ま
し 

た 

。  

樽 

谷 

先 

生 

の 

楽 

し 

い 

ご 

解 

説 

に 

よ 

り 

、 

バ 

ス 
は 
あ 
っ 

と 

い 

う 

間 

に 

瑞 

泉 

寺 

前 

を 

通 

過 

し 

午 

後 

一 

時 

五 

十
分 

頃 

、 

田 

屋 

川 
原 
古 
戦 

場 

に 

到 

着 

。
少 

し 

前 

に 

通 

過 

し 

た 

瑞 

泉 

寺 

よ 

り 

約 

５ 

㎞ 

と
か 

な 

り 

近 
く 
、 
一 

揆 

方
と 

石 

黒 

氏 

の 

軍 

勢 

が 

山 

田 

川 

を 

挟 

ん 

で 

睨 

み 

合 

っ 

て 

い 

る 

様 
子 
が 

感 

じ 

取 

ら 

れ 

る 

よ 

う 

で 

し 

た 

。  

さ 

て 

、
い 

よ 

い 

よ 

バ 

ス 

は 

県 

境 

を 

越 

え 

て 

二 

俣 

の
松 

扉 

山 

本 

泉 

寺 

へ
。 

午 

後 

二 

時 

二 

十 

分 

の 

到 

着 

で 

山 

門 

前 

に 

て 

記 

念 

撮 

影 

！ 

  樽谷先生と行く 勝興寺の足跡をバスで辿ろう！     永賢寺  川岸 雅紀 

 

 
 

 

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
）。 

 

 

 

バ 

ッ 

チ 

リ 

決 

ま 

っ 

た 

と 

こ 

ろ 

で 

本 

堂 

へ
。 

実 

は 

こ 

の 

二 

俣 

本 

泉 

寺 

は 

、 

井 

波 

瑞 

泉 

寺 

・ 

越 

前 

吉 

崎 

御 

坊 

と 

共 

に 

、加 

越 

の 

真 

宗 

門 

徒 

に 

と 

っ 

て 

と 

て 

も 

重 

要 

な 

信 

仰 

の 

拠 

点 

と 

な 

っ 

て 

い 

る 

寺 

院 

で 

、
地 

理 

的 

に 

み 

て 

も 

砺 

波 

平 

野 

と 

金 

沢 

城 

の 

前 

身 

で 

あ 

る 

尾 

山 

御 

坊 

を 

結 

ぶ 

最 

短 

路 

の 

中 

間 

地 

点 

に 

あ 

り 

ま 

す 

。
一
四
八
一
年 

の 

田 

屋 

川 

原 

の 

合 

戦 

に 

お 

い 

て 

は
、 

山 

田 

川 

を 

挟 

ん 

で 

睨 

み 

合 

う 

石 

黒 

軍 

の 

背 

後 

を 

衝 

く 

形 

で 

、二 

俣 

を 

発 

っ 

た
一 

揆 

衆 

が 

突 

如 

現 

れ 

、 

石 

黒 

軍 

を 

驚 

か 

せ 

退 

散 

さ 

せ 

た 

と 

い 

う 

言 

い 

伝 

え 

も 

納 

得 

の 

い 

く 

所 

で 

あ 

り 

ま 

す 

。 

本 

堂 

に 

て 

坊 

守 

様 

よ 

り 

、 

松 

扉 

山 

本 

泉 

寺 

一
四
四
二 

年 

の 

開 

山 

よ 

り 

現 

在 

に 

到 

る 

歩 

み 

を 

ご 

拝 

聴 

し 

、
一
四
七
五 

年 

に 

蓮 

如 

上 

人 

に 

よ 

っ 

て 

創 

作 

さ 

れ 

た 

九 

山 

八 

海 

の 

庭 

園 

を 

拝 

見
し 

、 

お 

恥 

ず 

か 

し 

な 

が 

ら 

、
お 

浄 

土 

を 

想 

う 

蓮 

如 

上 

人 

の 

御 

心 

に 

ほ 

ん 

の 

少 

し 

触 

れ 

る 

こ 

と 

が 

出 

来 

た 

よ 

う 

に 

思 

え 

ま 

し 

た 

。
そ 

の 

後 

、 

貴 

重 

な 

ご 

宝 

物 

で 

あ 

る 

母 

堂 

三 

種 

の 

形 

見
・ 

蓮 

如 

上 

人 

の 

御 

着 

衣
・ 

御 

袈 

裟
・ 

念 

珠 

等 

を 

拝 

見 

さ 

せ 

て 

頂 

き 

、 

御 

着 

衣
・ 

御 

袈 

裟 

は 

当 

時 

の 

ま 

ま 

の 

色 

で 

、 

な 

ん 

と 

も 

味 

わ 

い
の 

深 

い 

自 

然 

の 

染 

料 

に
よ 

る 

色 

で 

、 

ま 

た 

当 

時 

の 

蓮 

如 

上 

人 

の 

お 

身 

体 

の 

大 

き 

さ 

は 

、 

意 

外 

と 

小 

柄 

で 

あ 

っ 

た 

事 

を  

う 

か 

が 

い 

知 

る 

事 

が 

で 

き 

ま 

し 

た 

。
時 

間 

の 

過 

ぎ 

る 

の 

も 

早 

く 

名 

残 

惜 

し 

い 

思 

い 
で 
し 
た 

が 

、
土 

山 

御 

坊 

へ 

と 

出 

発 

し 

ま 

し 

た 

。 
山 
道 
を 
抜 

け 

て 

午 

後
三 

時 

五 

分 

頃 

、 

南 

砺 

市 

福 

光 

町 

土 

山 

に 

到 

着 

し 

ま 

し 

た 
。 
こ 
の 

土 

山 

御 

坊 

を 

創 

建 

さ 

れ 

た 

の 

が 

勝 

如 

尼 

と 

い 

う 

女 

性
。 

先 

程 

の
本 
泉 
寺 
で
の 

坊 

守 

様 

の 

お 

話 

に
よ 

る 

と 

、
本 

願 

寺 

七 

代 

宗 

主 

存 

如 

様 

の 

弟 

で 

、本 
泉 
寺 
の 

開 

基 

で
あ 

る
如 

乗 

様 

の 

十 

六 

歳 

年 

下 

の 

奥 

方 

様 

が 

如 

乗 

様 

の 

死 
後 
得 
度 
し 

て 

勝 

如 

尼 

と 

お 

名 

乗 

り 

さ 

れ 

た 

そ 

う 

で 

、 

一 

四 

七 

一 

年 

土 

山 

御 
坊 
の 
創 

建 

に 

ご 

尽 

力
さ 

れ 

、 

本 

願 

寺 

九 

代 

宗 

主 

実 

如 

様 

よ 

り 

「 

北 

陸 

道 

仏 
法 
再 
興 

の
人 

な 

り 

」 

と 

讃 

え 

ら 

れ 

て 

い 

る 

お 

方 

で 

し 

た 

。
こ 

の 

土 

山 

御 

坊 
よ 
り 
勝 

興 

寺 

の 

第 

一 

歩 

が 

踏 

み 

出 

さ 

れ 

ま 

し
た 

。初 

代 

住 

職 

は 

蓮 

如 

上 

人 
の 
四 
男 

蓮 

誓 

様 

で 

、 

言 

い 

伝 

え 

に
よ 

れ 

ば 

、
一 

四 

八 

一
年 

の
田 

屋 

川 

原 

の 

合 

戦 
の 
際 
こ 

の 

土 

山 

の 

人
々 

が 

援 

軍 

と 

し 

て 

駆 

け 

付 

け 

、 

瑞 

泉 

寺 

を 

助 

け 

た 

と 
伝 
わ
っ
て 

お  

蓑
輪
の
沼
田
塚 

 

り 

ま 

す 

。
在 

所 

を 

見 

渡 

す 

よ 

う 

に 

綺 

麗 

な 

蓮 

如 

上 

人 

の 

銅 

像 

が 

有 

り 

、

土 

山 

の 

人 

々 

の 

蓮 

如 

上 

人 

へ 

の 

思 

い 

が 

感 

じ 

取 

れ 

る 

よ 

う 

で 

し 

た 

。 

午 

後 

三 

時 

二 

十 

五 

分 

頃 

、 

高 

木 

場 

御 

坊 

跡 

が 

有 

る 

南 

砺 

市 

福 

光 

町 

高 

窪 

に 

到 

着 

。 

残 

念 

な 

が 

ら 

寺 

院 

の 

名 

残 

り 

は 

少 

な 

い 

の 

で 

す 

が 

、 

寺 

院 

跡 

と 

さ 

れ 

る 

場 

所 

は 

土 

山 

御 

坊 

よ 

り 

も 

広 

大 

で 

、
一 

四 

九 

四 

年 

に 

土 

山 

御 

坊 

よ 

り 

移 

転 

し 

た 

時 

に 

は 

一 

向 

宗 

の 

勢 

力 

が 

拡 

大 

し 

て 

い 

た 

の 

で 

は 

な 

い 

か 

と 

言 

う 

こ 

と 

が 

う
か 

が 

え 

ま 

し 

た 

。又 

、 

一 

五 

一 

七 

年 

よ 

り 

勝 

興 

寺 

と 

改 

称 

さ 

れ 

、 

勝 

興 

寺 

の 

寺 

号 

が 

誕 

生 

し 

た 

の 

が 

高 

木 

場 

御 

坊 

か 

ら 

と
考 

え 

る 

と 

、 

現 

在 

の 

高 

岡 

市 

伏 

木 

ま 

で 

沢 

山 

の 

歴 

史 

が 

詰 

ま 

っ 

て 

い 

る 

よ 

う 

で 

、
改 

め 

て 

お 

念 

仏 

相 

続 

に 

お 

け 

る 

先 

達 

の 

ご 

苦 

労 

を 

思 

わ 

ず 

に 

は 

い 

ら 

れ 

ぬ 

思 

い 

で 

し 

た 

。 

午 

後 

三 

時 

四 

十 

五 

分 

頃 

、 

小 

矢 

部 

市 

末 

友 

の 

安 

養 

寺 

御 

坊 

に 

到 

着 

。 

寺 

院 

の 

名 

残 

り 

が 

有 

る 

と 

の 

事 

な
の 

で 

バ 

ス 

よ 

り 

下 

車 

し 

、 

寺 

院 

跡 

の 

石 

碑 

前 

に 

て 

樽 

谷 

先 

生 

よ 

り 

安 

養 

寺 

御 

坊 

の
歴 

史 

物 

語 

を 

ご 

講 

義 

い
た 

だ 

き 

ま 

し 

た 

。
一 

五 

一 

九 

年 

よ 

り 

高 

木 

場 

御 

坊 

が 

戦 

乱 

に 

よ 

る 

焼 

失 

の 

為 

こ 

の 

地 

に 

移 

転 

。 

跡 

地 

よ 

り 

の 

眺 

め 

は 

良 

好 

で 

小 

矢 

部 

川 

流 

域 

や 

砺 

波 

平 

野 

を 

見 

渡 

せ 

、 

当 

時 

の 

道 

路 

事 

情 

か 

ら 

交 

通 

の 

要 

衝 

で 

あ 

っ 

た 

事 

が 

う 

か 

が 

え 

、 

前 

の 

高 

木 

場 

御 

坊 

が 

戦 

乱 

に 

よ 

る 

焼 

失 

だ 

っ 

た 

為 

、 

こ 

の 

末 

友 

で 

の 

勝 

興 

寺 

は 

か 

な 

り 

城 

塞 

化 

が
進 

み 

、
寺 

地 

の 

区 

画 

が 

か 

な 

り 

広 

大 

で 

、 

明 

治 

時 

代 

の 

資 

料 

か 

ら 

約 

２ 

０ 

０ 

ｍ 

四 

方 

を 

空 

堀 

と 

土 

塁 

土
山
御
坊
跡
と
古
塁 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で 
囲 
ま 
れ 

て
お 

り 

、
一 

揆 

勢 

力 

の 

拡 

大 

と 

戦 

国 

大 

名 

と 

の 

緊 

張 

を 

う 
か 
が 
い 

知 

る 

こ 

と 

が 

出 

来 

ま 

し 

た 

。一 

五 

八 

一 

年 

四 

月 

、 

残 

念 

な 
が 
ら 
当 

時 

の 

住 

職 

顕 

幸 

様 

が 

、 

か 

の 

有 

名 

な 

石 

山 

合 

戦 

へ 

の 

援 

軍 
に 
参 
戦 

中 

の 

留 

守 

を 

見 

計 

ら 

い 

、 

木 

舟 

の 

石 

黒 

成 

綱 

に 

よ 

り 

焼 
き 
討 
ち 

さ 

れ 

て 

ま 

た 

も 

消 

失 

。 

ち
ょ

う
ど
田 

屋 

川 

原 

の 

合 

戦 

よ 

り 
百 
年 
後 

に 

あ 

た 

り
、
石 

黒 

氏 

の 

リ 

ベ 

ン 

ジ 

だ 

っ 

た 

の 

で 

し 

ょ 

う 
か 
？ 

午 

後 

四 

時 

十 

分 

頃 

、 

小 

矢 

部 

市 

箕 

輪 
の 
沼 
田 

塚 

に 

到 

着 

。 

先 

程 

の 

末 

友 

よ 

り 

程 

近 

く 

に 

有 

り 

、 

安 

養 
寺 
御 
坊 

移 

転 

の 

際 

に 

上 

野 

国 ( 

群 

馬 

県 ) 

沼 

田 

庄 

よ 

り 

越 

中 

国 

に 
や 
っ 
て 

来 

て 

、 

末 

友 

勝 

興 

寺 

を 

守 

っ 

た 

沼 

田 

太 

郎 

右 

衛 

門 

高 

信 
の 
碑 

を 

拝 

見 

し 

、こ 

の 

箕 

輪 

に 

お 

け 

る 

沼 

田 

さ 

ん 

の 

ル 

ー 

ツ 

と 

な 

っ 

て 

い 

る 

こ 

と 

を 

知 

り 

、
寺 

院 

の 

守 

護 

の 

為 

、 

遠 

く 

か 

ら 

の 

移 

転 

に 

ご 

苦 

労 

さ 

れ 

た 

の 

で 

は 

な 

い 

か 

と 

思 

う 

所 

で 

あ 

り 

ま 

し 

た 

。
又 

、 

末 

裔 

に 

は 

小 

矢 

部 

市 

の 

市 

会 

議 

員 

さ 

ん 

も 

お 

ら 

れ 

た 

と 

か 

。 

ご 

先 

祖 

様 

の 

志 

は 

長 

い 

時 

間 

を 

経 

て 

現 

在 

に 

続 

い 

て 

い 

る 

の 

で 

は 

と 

思 

え 

て 

な 

り 

ま 

せ 

ん 

で 

し 

た 

。 

午 

後 

四 

時 

三 

十 

分 

、 

小 

矢 

部 

市 

中 

央 

町 

の 

石 

動 

通 

坊 

跡 

に 

到 

着 

。
勝 

興 

寺 

の 

伏 

木 

古 

府 

へ 

の 

移 

転 

か 

ら 

十 

数 

年 

後 

、 

砺 

波 

門 

徒 

の 

願 

い 

に 

て 

創 

建 

さ 

れ 

ま 

し 

た 

。伏 

木 

は 

距 

離 

的 

に 

非 

常 

に 

遠 

か 

っ 

た 

で 

あ 

ろ 

う 

事 

と 

、 

元 

々 

の 

安 

養 

寺 

御 

坊 

は 

砺 

波 

・ 

石 

動 

の 

御 

門 

徒 

衆 

に 

支 

え 

ら 

れ 

て 

い 

た 

事 

を 

考 

え 

る 

と 

、 

ご 

も 

っ 

と 

も 

な 

願 

い 

だ 

と 

思 

い 

ま 

し 

た 

。 

以 

上 

が 

勝 

興 

寺 

と 

一 

向 

一 

揆 

を 

巡 

る 

旅 

行 

で 

ご 

ざ 

い 

ま 

し 

た 

。 

現 

在 

は 

華 

や 

か 

な 

勝 

興 

寺 

で 

す 

が 

、 

伏 

木 

に 

至 

る 

ま 

で 

に 

、 

波 

瀾 

万 

丈 

の 

歴 

史 

が 

有 

っ 

た 

事 

を 

痛 

感 

致 

し 

ま 

し 

た 

。
最 

後 

は 

「 

か 

こ 

み 

」 

に 

て 

懇 

親 

会 

。
最 

後 

ま 

で 

一 

向 

一 

揆 

、
蓮 

如 

上 

人 

談 

義 

で 

賑 

や 

か 

で 

し 

た 

。
ま 

た 

こ 

の 

よ 

う 

な 

歴 

史 

旅 

行 

を 

企 

画 

し 

て 

ほ 

し 

い 

と 

願 

う 

次 

第 

で 

す 

。 

合 

掌 
 

笹
川    

広
済
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
永
代
経
法
座
は
、 

中
止 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

内
島 

 
 

教
願
寺 

 
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
永
代
経
法
座
は
、 

未
定 
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

四
日
市 

 

浄
明
寺 

秋
の
報
恩
講
の
際
に
お
勤
め
し
ま
す
。 

佐
加
野 

 

光
明
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
永
代
経
法
座
は
、 

中
止 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

本
保    

本
正
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
永
代
経
法
座
は
、 

中
止 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

麻
生
谷 

 

西
光
寺 

 

六
月
十
二
日 

朝 

九
時
三
十
分 

六
月
十
三
日 

朝 

九
時
三
十
分 

法
話 

 

氷
見
市
布
施 

 
 

 

圓
山 

望 
師 

三
日
市  

光
源
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
永
代
経
法
座
は
、 

未
定 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

石
堤    

長
光
寺 

七
月
一
日 

朝 

九
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 

 

高
岡
市
内
島 

 
 

 

岡
西 

好
持 

師 

他 

 

赤
丸    

性
宗
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
永
代
経
法
座
は
、 

未
定 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

立
野    

永
念
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
永
代
経
法
座
は
、 

未
定 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

山
岸    

珉
照
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
永
代
経
法
座
は
、 

未
定 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
辻      

西
福
寺 

 

七
月
十
二
日 

朝 

十
時 

 

昼 

一
時
三
十
分 

法
話 

 

福
岡
町
大
野 

 
 

 

新
原 

忠
男 

師 

 

上
向
田    

浄
永
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
永
代
経
法
座
は
、 

中
止 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

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。 

 
詳
細
は
各
寺
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い 

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
。 

 

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
）。 

祠 堂 経 法 座 ご 案 内 

３        2020 年（令和２年）5 月 10日 五位組だより            第２０号 

号 

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

号 
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黎 明 講 座 ご 案 内   

  

 

 

 

       

 

蓮
門
会 

テ
ー
マ 

「
蓮
如
上
人
の
こ
と
ば
」 

講
師 

 

岡
西 

法
英 

師 

 ※
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
為
、 

四
月
七
日
（
総
会
）
・
五
月
三
日
（
研
修
会
）

を
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
研
修
会
日
程
（
曜
日
）
・
時
間
・
場
所 

六
月
七
日 
（
日
） 

十
六
時 

性
宗
寺 

七
月
五
日 
（
日
） 

十
七
時 

光
明
寺 

十
月
四
日 

（
日
） 
十
六
時 

広
済
寺 

二
〇
二
一
年 

（
令
和
三
年
） 

二
月
七
日 

（
日
） 

十
五
時 
教
願
寺 

 

※
一
回
あ
た
り
千
円
で
の
受
講
も
で
き
ま
す
。 

五
位
組 

夏
休
み
子
ど
も
大
会 

 

五
位
組 

両
講
合
同
夏
期
講
座 

 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

未
定 

と
致
し
ま
す
。 

開
催
す
る
際
は
、 

改
め
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

 
 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

山
岸 

 
 

珉
照
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
黎
明
講
座
は
、 

未
定 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
  

    
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 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 

五位組だより 第 20号 2020年（令和 2年）5月 10日発行 

発行所 五位組組長事務所 (土屋 珉照寺内) / 編集・制作 五位組門徒推進員協議会 

各
寺
院
の
黎
明
講
座
の
日
程
を 

お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

         2020 年（令和 2年）5 月 10日 五位組だより        第２０号   ４ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

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 

令
和
二
年
も
早
五
月
に
な
り

ま
し
た
。 

し
か
し
世
界
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

で
災
害
も
起
き
て
い
る
中
、
今
度

は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
発
生
に
よ
り
中

国
始
め
日
本
や
世
界
中
が
恐
怖

に
苦
し
ん
で
お
り
、
尊
い
命
ま
で

も
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で

開
催
さ
れ
る
予
定
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
も
来
年
に
延
期
と
な
り
残
念

な
状
態
で
す
。 

古
い
昔
に
も
疫
病
が
あ
り
ま
し

た
が
、
必
ず
乗
り
越
え
て
き
た
歴

史
が
あ
り
ま
す
。
早
く
安
全
な
生

活
が
来
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 

  

※
今
号
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
を
鑑
み
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

に
て
編
集
を
行
い
ま
し
た
。 

行
事
予
定
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
状
況
次
第
で
変
更
も
あ
る
か
と

存
じ
ま
す
が
、
何
卒
ご
了
承
願
い

ま
す
。 

 

五位組 行事予定  

 

 

編 

集 

後 

記 
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