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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
恐
ろ
し
い
の
は
、
ワ

ク
チ
ン
接
種
を
こ
ど
も
た
ち
に
迫
る
大
人
が

増
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
若
い
人
ほ
ど
副
反

応
が
ひ
ど
い
と
い
わ
れ
る
中
で
、
感
染
し
て

も
無
症
状
か
軽
症
程
度
の
こ
ど
も
た
ち
に
ワ

ク
チ
ン
接
種
を
強
要
す
る
考
え
は
、
あ
ま
り

に
も
乱
暴
で
す
。
こ
ど
も
は
大
人
の
不
安
や

恐
怖
に
対
し
、
何
も
わ
か
ら
ず
た
だ
受
け
入

れ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ど
も
た
ち
を
守

る
べ
き
私
た
ち
大
人
は
、
家
庭
内
で
、
社
会

で
、
よ
く
考
え
、
話
し
合
い
、
行
動
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

で
は
、
大
人
た
ち
の
不
安
や
恐
怖
は
何
処

か
ら
わ
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
、
コ
ロ
ナ
感
染
が
人
間
の
生
命
や
死

に
直
結
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
生

へ
の
欲
望
、
死
へ
の
不
安
や
恐
怖
に
振
り
回

さ
れ
、
生
命
の
現
実
、
死
の
現
実
に
今
ま
で

向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
大
人
が
、
こ
ど
も

た
ち
か
ら
何
が
正
し
い
の
か
を
問
わ
れ
て
い

る
の
で
す
。「
仏
法
」
と
は
、
生
命
と
死
を
見

つ
め
る
そ
の
中
か
ら
、
生
き
る
知
恵
と
勇
気

を
頂
い
て
い
く
教
え
で
す
。
大
人
た
ち
が
こ

ど
も
た
ち
の
生
命
の
現
実
を
真
摯
に
見
つ
め

て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
仏
法
は
こ

ど
も
た
ち
に
「
か
っ
こ
い
い
と
こ
ろ
！
」
を

見
せ
る
道
標
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

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 

２０２１年 
（令和３年） 

９月３０日 

麻生谷   西光寺 住職   養藤直哉 

浄 土 真 宗 本 願 寺 派 

高 岡 教 区  五 位 組 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
す
る
中

で
、
先
日
、
私
が
園
長
を
務
め
る
保
育
園
で
も
無

観
客
で
運
動
会
を
行
い
ま
し
た
。
乳
幼
児
に
は
マ

ス
ク
を
着
け
る
こ
と
は
危
険
、
運
動
を
す
る
と
き

の
マ
ス
ク
も
危
険
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
保

育
園
で
も
ほ
と
ん
ど
こ
ど
も
た
ち
は
マ
ス
ク
を
着

け
ず
走
り
回
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
ど
も
た
ち
に
運

動
会
で
お
家
の
人
に
見
せ
た
い
姿
を
尋
ね
る
と
、

「
か
っ
こ
い
い
と
こ
ろ
！
」
と
い
う
答
え
が
圧
倒
的

で
す
。 

最
近
、
十
歳
未
満
の
こ
ど
も
た
ち
の
感
染
拡
大

が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に
す
る
こ

と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
特
別
な
持
病
を
も
っ
て

い
る
こ
ど
も
以
外
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
感
染
し
た

と
し
て
も
無
症
状
か
軽
症
程
度
の
症
状
で
す
。
多

く
の
こ
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
コ
ロ
ナ
は
恐
ろ
し
い
病

気
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
他
の
人
を
感

染
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
園
や
学
校
で
感
染

す
れ
ば
、
こ
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
ウ

イ
ル
ス
を
運
ぶ「
運
び
屋
」だ
と
し
て
問
題
視
す
る

声
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。 

し
か
し
、
私
た
ち
が
本
当
に
問
題
視
す
る
べ
き

は
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
？
不
安
や
恐
怖
に
か
ら

れ
る
と
、
自
分
た
ち
の
こ
と
し
か
見
え
な
く
な

る
、
私
た
ち
大
人
の
姿
勢
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
だ
幼
い
こ
ど
も
た
ち
を
守
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
私
た
ち
大
人
し
か
い
な
い
の
で
す
。
ど
こ

ま
で
も
こ
ど
も
の
目
線
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
な

け 

 

コロナ禍とこどもたちとかっこいい大人 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

①
最
近
ハ
マ
っ
て
い
る
こ
と
は
？ 

 

体
力
が
無
い
の
で
テ
レ
ビ
で「
に
っ
ぽ

ん
百
名
山
」
を
見
て
い
ま
す
。
一
口
に

山
と
い
っ
て
も
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
味

わ
い
が
あ
り
、
つ
い
つ
い
見
入
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
元
気
な
頃
は
、
い
ろ
ん
な
と

こ
ろ
に
旅
行
し
た
も
の
で
す
よ
。 

 

②
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
か
ら
の
失

敗
談 

＆ 

新
米
僧
侶
の
頃
の
自

分
に
一
言 

住
職
に
成
り
た
て
の
頃
（
二
十
一

才
）
は
無
我
夢
中
で
あ
り
ま
し
た
が
、

少
し
慣
れ
て
き
ま
す
と
、
ふ
と
し
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
笑
い
が
こ
み
上
げ

て
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

或
る
時
、
年
長
の
住
職
さ
ん
と
門

徒
さ
ん
宅
の
法
要
に
お
参
り
に
行
っ

た
折
、
そ
の
き
っ
か
け
が
あ
り
ま
し

て
、
読
経
中
に
思
い
出
し
て
笑
い
が
止

く 

ま
ら
な
く
な
り
、
空
咳
な
ど
し
て
い
る

と
、
住
職
さ
ん
に
も
お
か
し
み
が
移
っ

て
、
二
人
し
て
笑
っ
て
い
て
お
経
が
し
ど

ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う

困
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

笑
い
を
抑
え
る
の
は
至
難
の
業
で
あ

り
ま
す
よ
。
若
気
の
至
り
？
お
恥
ず
か

し
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 

③
旅
行
を
す
る
時
、
一
番
大
事
に
し

て
い
る
こ
と
は
？  

 

初
め
て
の
場
所
へ
行
き
た
い
で
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
、
お
寺
は
長
期
間
不

在
に
す
る
わ
け
に
は
い
け
ま
せ
ん
の

で
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
ま
だ
ま

だ
多
く
の
も
の
を
見
て
み
た
い
か
ら
で

す
。
せ
い
ぜ
い
で
一
泊
二
日
の
旅
行
が

限
度
で
す
か
ら
、
つ
い
つ
い
初
め
て
の
場

所
を
選
ん
で
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
日
本

の
国
だ
け
で
も
、
行
っ
た
こ
と
の
な
い
と

こ
ろ
ば
か
り
で
す
。 

 

「
門
徒
」
と
い
う
言
葉
は
、「
門

弟
」「
門
下
」「
学
徒
」「
生
徒
」「
徒

弟
」
と
い
う
一
連
の
言
葉
が
示
す

よ
う
に
、
弟
子
を
表
す
言
葉
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
す
る
言
葉
は
「
師

匠
」
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
や
本
願

寺
住
職
に
対
し
て
言
え
ば
、
各
寺

院
住
職
も
〈
お
か
み
そ
り
〉
を
受

け
、
法
名
を
授
か
っ
た
門
徒
・
弟

子
で
あ
る
の
で
、
一
般
の
門
徒
か

ら
し
て
言
え
ば
、「
師
匠
」
役
を
務

め
る
「
御
師
匠
様
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

「
何
々
寺
の
門
徒
」
と
、
そ
の
寺

の
門
徒
た
ち
か
ら
は
、「
御
師
匠
」

と
仰
が
れ
る
の
が
そ
の
寺
の
住

職
で
あ
る
と
い
う
構
図
に
よ
っ

て 

          2021 年（令和３年）9 月 30日 五位組だより        第２３号      ２ 
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そ
の
③ 

門
徒
と
御
師
匠
様 

  

て
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
、
一
般

の
寺
院
の
姿
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
蓮
如
上
人
は
、『
御
文

章
』
一
帖
目
第
一
通
に
お
い
て
、

「
親
鸞
聖
人
は
弟
子
一
人
も
持
た

ず
」
と
仰
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
念

仏
の
世
界
で
は
共
に
同
朋
・
同
行

で
あ
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と

示
さ
れ
た
。
共
に
阿
弥
陀
如
来
の

救
い
を
仰
ぎ
、
釈
迦
如
来
の
勧
め

に
従
う
弟
子
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
こ
と
を
忘
れ
る
な
と
い

う
お
示
し
で
あ
る
。 

  

住 職 イ ン タ ビ ュ ー 
 

 

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
）。 

本
保 

本
正
寺 

 

福
保
秀
涯 

さ
ん 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳
細
は
各
寺
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

赤
丸 

 
 

性
宗
寺 

十
月
十
一
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

四
日
市 

 

浄
明
寺 

十
月
十
四
日 

 

朝 

九
時
三
十
分 

 

十
月
十
五
日 

 

朝 

九
時
三
十
分 

 

法
話 

高
岡
市
内
島 

 
 

 
 

 
 
 

岡
西 

 

法
英 

師 

 
 

※ 

十
四
日
は
永
代
祠
堂
経
法
要 

辻 
 
 
 

西
福
寺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

十
月
十
七
日 
 

朝 

九
時
三
十
分 

 

法
話 

高
岡
市
伏
木 

 
 
 
 

山
名 

一
徳 

師 

三
日
市 

 

光
源
寺 

十
月
二
十
三
日 

朝 

九
時
三
十
分 

法
話 

高
岡
市
佐
加
野 

 
 
 
 

磯
原 

孝
雄 

師 

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
報
恩
講
法
要
は
、 

中
止 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

  

中
保 

 
 

善
敎
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
報
恩
講
法
要
は
、 

中
止 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

佐
加
野 

 

光
明
寺 

十
月
二
十
七
日 

 
 

昼 

一
時
三
十
分 

夜 

七
時 

 

十
月
二
十
八
日 

 

朝 

九
時
三
十
分 

 

法
話 

高
岡
市
内
島 

 
 
 
 

岡
西 

法
英 

師 

内
島 

 
 

教
願
寺 

十
月
三
十
日 

 
 

昼 

一
時
三
十
分 

 
十
月
三
十
一
日 

 

朝 

九
時
三
十
分 

 
法
話 
高
岡
市
佐
加
野 

 
 
 

磯
原 

孝
雄 

師 

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
。 

 

石
堤 

 
 

長
光
寺 

十
一
月
一
日 

 
 

朝 

九
時
三
十
分 

 

十
一
月
二
日 

 
 

朝 

九
時
三
十
分 

 

法
話 

氷
見
市
布
施 

 
 
 
 

圓
山 

望 
師 

 

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
）。 
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号 

笹
川 

 
 

廣
済
寺 

十
一
月
五
日 

 
 

朝 

九
時
三
十
分 

 

十
一
月
六
日 

 
 

朝 

九
時
三
十
分 

 

法
話 

高
岡
市
伏
木 

 
 
 
 

山
名 

一
徳 

師 

報 恩 講 ご 案 内 

麻
生
谷 

 

西
光
寺 

十
一
月
七
日 

 

朝 

九
時
三
十
分 

 

十
一
月
八
日 

 

朝 

九
時
三
十
分 

 

法
話 

氷
見
市
脇 

 
 
 
 

 
 

寺
西 

良
夫 

師 

上
向
田 

 

浄
永
寺 

 

十
一
月
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 

山
岸 

 
 

珉
照
寺 

十
一
月
十
六
日 

昼 

一
時
三
十
分 

 

十
一
月
十
七
日 

朝 

九
時
三
十
分 

 

法
話 

氷
見
市
泉 

 
 

 
 
 

伯
水 

永
雄 

師 

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
報
恩
講
法
要
は
、 

中
止 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

舞
谷 

 
 

永
賢
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
報
恩
講
法
要
は
、 

中
止 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

各
寺
院
の
日
程
順
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。 

石
堤 

 
 

法
善
寺 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
、 

例
年
の
報
恩
講
法
要
は
、 

中
止 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 



「
多
く
の
命
と
皆
様
の
お
か
げ

に
よ
り
こ
の
ご
ち
そ
う
を
恵
ま

れ
ま
し
た
。
深
く
ご
恩
を
慶
び

あ
り
が
た
く
頂
き
ま
す
！
」。
皆

様
お
馴
染
み
の
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
の
食
前
の
言
葉
で
す
。
つ

い
つ
い
三
度
の
食
事
を
当
た
り

前
の
よ
う
に
頂
き
、
冒
頭
の
「
多

く
の
命
」
に
目
を
背
け
が
ち
に

な
っ
て
い
る
こ
の
私
め
で
は
あ

り
ま
す
が
、
に
ん
に
く
生
産
を

通
し
て
、
本
当
に
多
く
の
命
に

囲
ま
れ
て
日
々
を
過
ご
し
て
い

る
事
に
気
付
か
さ
れ
て
お
り
ま

す
。 私

の
育
成
し
て
い
る
に
ん
に

く
は
、
里
山
の
豊
か
な
自
然
環

境
を
利
用
し
た
無
農
薬
栽
培
を

実
現
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て

こ
の
に
ん
に
く
育
成
に
あ
た
っ

て
、
中
田
保
育
園
さ
ん
に
て
飼

育
さ
れ
て
い
る
山
羊
さ
ん
の
フ

ン
（
ペ
レ
ッ
ト
状
で
あ
る
山
羊

の
フ
ン
は
肥
効
が
長
く
、
九
ヵ

月
以
上
に
及
ぶ
に
ん
に
く
栽
培

に
適
し
て
い
ま
す
）
を
原
料
と

し
た
完
熟
堆
肥
を
使
用
し
て
お

り
ま
す
。 

 

畑
の
土
壌
一
ｇ
の
中
に
約
一

億
の
微
生
物
が
い
る
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
手
に
一
掴
み
す

れ
ば
、
六
〇
～
七
〇
ｇ
く
ら
い

は 
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は
掴
む
事
が
出
来
る
の
で
、
一
掴

み
で
地
球
上
の
人
口
と
同
じ
く

ら
い
の
微
生
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
先

程
ご
紹
介
致
し
ま
し
た
山
羊
さ

ん
の
フ
ン
の
中
に
も
沢
山
の
乳

酸
菌
や
大
腸
菌
が
存
在
し
、
即
ち

微
生
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
仏
教
で
お
説
き

に
な
ら
れ
て
い
る
『
お
浄
土
』、
何

故
『
土
』
な
の
か
？
か
な
り
意
味

深
さ
を
痛
感
し
つ
つ
、
こ
の
土
づ

く
り
に
携
わ
ら
せ
て
頂
い
て
お

り
ま
す
。 

 
今
後
も
循
環
型
農
業
に
よ
る

独
自
の
に
ん
に
く
栽
培
を
続
け
、

多
く
の
命
と
向
き
合
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

に
ん
に
く
の
ま
い
の
や 

h
ttp

s://m
a

in
o
y
a

.co
m
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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
）。 
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                 五位組行事予定  
 

 

 

 

編 

集 

後 

記 

 

蓮
門
会 

 

テ
ー
マ 

「
蓮
如
上
人
の
こ
と
ば
」 

 

十
月
三
日(

日) 

十
五
時
～ 

 

廣
済
寺 

二
〇
二
二
年
（
令
和
四
年
） 

二
月
八
日(

日) 

十
五
時
～ 

 

教
願
寺 

 ※
一
回
あ
た
り
千
円
で
の
受
講

も
で
き
ま
す
。 

平
等
講 
 

追
悼
会
・
助
成
会 

十
一
月
二
十
五
日(

木) 

 
 

十
四
時
～ 

 

西
福
寺 

二
十
五
日
講 

 

報
恩
講 

十
月
二
十
五
日(

月) 

 
 

十
三
時
半
～ 

珉
照
寺 

 

皆
さ
ん
、
念
珠
は
お
持
ち
で
す

か
？ 念

珠
は
、
主
に
仏
前
で
礼
拝
す

る
時
に
用
い
る
法
具
で
す
。
放
り

投
げ
た
り
、
畳
の
上
に
直
接
置
い

た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
？
大
切
な

法
具
な
の
で
す
か
ら
、
念
珠
は
て
い

ね
い
に
取
り
扱
う
よ
う
心
掛
け
た

い
も
の
で
す
。 

念
珠
は
基
本
的
に
左
手
に
持

ち
ま
す
。
そ
し
て
合
掌
す
る
際

は
、
両
手
の
親
指
と
人
差
し
指
の

間
に
か
け
、
両
親
指
で
軽
く
押
さ

え
る
形
に
な
り
ま
す
。 

念
珠
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、

門
徒
の
大
事
な
た
し
な
み
の
一
つ

で
す
。
家
族
一
人
ひ
と
り
が
念
珠

を
持
ち
、
手
を
合
わ
す
時
間
を
大

切
に
す
る
人
生
を
送
る
こ
と
は
、

こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
き
っ
と

大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。  

 
 

 
 

 
 

合
掌 
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