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◆クローズアップ ビンゴ

　

是
山
恵
覚
和
上
︵
世
羅
組
真
行
寺
︶
は
︑
備
後
生
ま
れ
の
浄
土

真
宗
の
勧
学
で
あ
る
︒
江
戸
末
期
の
三
業
惑
乱
を
こ
え
︑
明
治
の

激
動
期
の
な
か
︑宗
門
の
行
く
末
を
案
じ
つ
つ
宗
学
院
の
創
建
や
︑

芸
徹
の
学
説
を
よ
く
研
究
・
紹
介
さ
れ
る
な
ど
︑
現
在
で
も
そ
の

評
価
は
高
い
︒
昨
年
末
︑和
上
ゆ
か
り
の
品
々
を
公
開
さ
れ
た﹁
展

覧
会
﹂
が
世
羅
で
開
催
さ
れ
︑
遠
近
各
地
よ
り
多
く
の
方
々
が
︑

和
上
の
遺
徳
を
偲
ば
れ
た
︒
そ
の
一
部
を
紹
介
す
る
︒︵
文
責
・

教
区
報
専
門
委
︶

備
後
学
僧
逸
伝
②

▲是山恵覚 師 (1857 ～ 1931)
世羅組真行寺住職。勧学。諡は

「是心院」。写真は師が 71 歳の時

語
句
説
明

宗
学
院

勧
学
寮
創
設
に
尽
力
し
た
恵
覚
和
上

　

恵
覚
和
上
の
生
涯

　

幼
少
に
し
て
頭
脳
明
晰　

　

是
山
恵
覚
和
上
は
安
政
４

（
１
８
５
７
）
年
、
真
行
寺
恵
順
の
子

と
し
て
生
ま
れ
、
５
歳
の
と
き
父
に
つ

い
て
﹃
正
信
偈
和
讃
﹄
及
び
﹃
三
経
﹄

の
口
誦
を
受
け
、
10
歳
に
得
度
。
幼
く

し
て
漢
籍
の
句
読
を
郷
里
の
康
徳
寺

（
臨
済
宗
）
や
極
楽
寺
（
浄
土
宗
）
の

和
尚
ら
に
学
ん
だ
。

　

明
治
４
（
１
８
７
１
）
年
、
15
歳
の

と
き
土
地
定
量
の
助
手
を
し
て
、
そ
の

頭
脳
明
晰
な
る
こ
と
に
衆
目
を
驚
か
し

た
と
い
う
。
世
間
の
薦
め
も
あ
り
、
小

学
校
教
員
養

成
学
校
を
希

望
し
て
い
た

が
福
間
浄
観
師
が
そ
の
秀
才
な
る
事
を

聞
き
、「
仏
物
成
育
の
身
に
あ
っ
て
生

計
本
位
に
世
道
を
学
ぶ
と
は
何
事
ぞ
」

と
父
母
及
び
周
囲
の
不
心
得
を
誡
め
ら

れ
、
浄
観
師
の
「
摩
訶
術
寮
」
で
内
典

の
梗こ

う
が
い概
を
学
ん
だ
。

　

浄
観
師
に
伴
わ
れ
て
上
洛

　

明
治
８
（
１
８
７
５
）
年
に
浄
観
師

が
学
林
の
先
生
と
な
る
と
き
師
に
伴

わ
れ
て
京
都
に
行
き
、
新
設
の
西
山

教
授
校
に
入
学
。
卒
業
後
、
彦
根
の

金
亀
教
校
の
教
員
と
な
り
、
明
治
12

（
１
８
７
９
）
年
、
大
教
校
が
新
築
落

成
し
て
編
入
、
舎
長
を
命
じ
ら
れ
た
。

　

同
年
に
肥
前
の
崇
信
教
校
の
教
授
と

し
て
赴
任
す
る
。
し
か
し
、
東
京
遊
学

の
志
抑
え
が
た
く
出
願
し
て
い
た
が
、

浄
観
師
よ
り
「
真
宗
の
奥
義
に
い
ま
だ

暗
し
」
と
叱
責
さ
れ
、
豊
前
の
松
島
善

譲
門
下
に
て
25
歳
ま
で
研
鑽
を
つ
ん
で

い
る
。
空
華
派
の
蘊う

ん
の
う奥
を
極
め
る
に
つ

れ
て
、
善
譲
師
の
口
述
中
に
「
有
る
人

が
曰
く
」
と
解
義
を
述
べ
ら
れ
る
事
が

度
々
あ
り
、
他
に
も
善
譲
師
の
口
よ
り

「
石
泉
」
の
語
を
発
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
浄
観
師
に
石
泉
師
の
著
を
請

い
て
初
め
て
石
泉
師
の
﹃
本
典
聴
記
﹄

を
秘
蔵
せ
ら
る
こ
と
を
知
り
得
た
。

　

そ
の
後
、
普
通
教
校
教
員
や
顕
道
学

校
の
校
長
な
ど
に
も
携
わ
り
、
進
徳
教

校
教
頭
を
務
め
「
日
本
国
憲
法
」
発
布

に
際
し
演
説
を
試
み
た
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
32
歳
で
父
の
恵
順
師
が
亡
く
な
り

自
坊
に
帰
っ
た
。

真
行
寺
⁝
世
羅
組
︒
現
住
職
は
是
山
宗
憲
師
︒
恵
覚
の

　

孫
祥
覚
は
前
坊
守
の
父

学
林
⁝
西
本
願
寺
の
学
寮
で
本
願
寺
派
の
宗
学
最
高
機

　

関
と
さ
れ
る　

金
亀
教
校
⁝
現
・
龍
谷
大
付
属
平
安
学
園

崇
信
教
校
⁝
現
・
筑
紫
女
学
園

松
島
善
譲
⁝
勧
学
︒
空
華
学
派
大
成
者

顕
道
学
校
⁝
行
信
教
校
分
教
場

進
徳
教
校
⁝
仏
護
寺(

現
広
島
別
院)

に
あ
っ
た
︒
後

　

に
崇
徳
教
社
︑
崇
徳
学
園
に
な
る

摩
訶
術
寮
⁝
教
専
寺
内
で
開
か
れ
た
私
塾

高
津
正
道
⁝
御
調
西
組
︒
南
光
寺
の
生
ま
れ
︒
光
宣
寮

　

で
学
び
住
職
と
な
る
が
︑
寺
を
で
て
社
会　

運
動
を

　

志
す
︒
衆
議
院
副
議
長
の
要
職
も
務
め
た
︒

司
教
・
勧
学
⁝
学
階
制
度
︒
勧
学
は
最
高
位
で
司
教
は

　

そ
の
一
つ
前
に
あ
た
る

佛
教
大
学
⁝
学
林
が
大
教
校
︑
大
学
林
と
名
を
変
え
︑

　

ま
た
専
門
学
校
令
を
う
け
て
旧
制
専
門
学
校
と
し
て

　

仏
教
大
学
に
な
っ
て
い
る
︒
現
在
の　

龍
谷
大
学

勧
学
寮
⁝
定
員
制
の
勧
学
で
組
織
さ
れ
て
門
主
の
諮
問

　

機
関
と
さ
れ
る
︒
教
学
的
問
題
に
対
し
て
答
え
る
役

　

割
を
持
つ

宗
学
院
⁝
真
宗
教
学
研
鑽
を
行
う
学
院
︒
宗
門
に
お
け

　

る
碩
学
の
輩
出
機
関

取
材
協
力
⁝
世
羅
組　

真
行
寺

主
な
参
考
文
献
⁝
﹃
真
宗
本
派　

学
僧
逸
伝
﹄
永
田
文

　

昌
堂
︑﹃
安
芸
門
徒
﹄　

中
国
新
聞
社
︑﹃
是
真
院
恵
覚
﹄

　

宗
学
院
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自
坊
に
﹁
光
宣
寮
﹂
を
開
設

　

そ
し
て
寺
内
に
宗
学
研
究
と
子
弟
教

育
の
た
め
に
私
塾
の
「
光
宣
寮
」
を
開

設
。
開
校
初
期
は
一
名
の
「
役
僧
」
と

一
名
の
通
学
生
を
相
手
に
始
め
た
と
い

う
。
こ
の
光
宣
寮
か
ら
の
ち
の
社
会
党

の
国
会
議
員
と
な
り
衆
議
院
の
副
議
長

を
務
め
た
高
津
正
道
氏
ら
も
学
び
育
っ

て
い
る
。
ま
た
、
備
後
や
安
芸
だ
け
で

な
く
北
海
道
、
四
国
、
九
州
な
ど
遠
近

各
地
か
ら
多
く
の
学
僧
が
馳
せ
参
じ
た

明治の激動期に宗学と子弟教育

▶
明
治
43
年
﹁
宗
祖
降
誕
会
﹂
光
宣
寮　

托
鉢
︒
前
左
よ
り
高
津
正
道
︑
成
覚
︑
恵

覚
和
上
︑
祥
覚

記
録
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
恵

覚
和
上
は
、
一
昼
夜
の
睡
眠
時
間
が
３

～
４
時
間
と
、
ま
さ
に
生
命
を
賭
し
て

勉
強
に
励
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

あ
る
時
、
付
近
の
大
樹
が
倒
れ
る
ほ

ど
も
大
雷
雨
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
和
上
は
会
読
の
済
ん
だ
後
に
「
降

雨
が
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
言
わ

れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も

残
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
集
中
で

あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
年
来

志
望
し
て
い
た
「
石
泉
文
庫
」

に
入
り
数
多
く
の
著
述
を
写
し

た
。

　

知
堂
か
ら
司
教
︑
勧
学
へ

　

40
歳
に
は
本
願
寺
知
堂
・
練

習
所
教
授
と
な
り
光
宣
寮
を

一
時
閉
じ
る
が
、
43
歳
に
は

司
教
を
拝
命
し
、
学
制
を
更
改

し
た
佛
教
大
学
講
師
を
務
め

て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
44

（
１
９
１
１
）
年
に
本
派
宗
学

の
最
高
位
で
あ
る
勧
学
を
授
け

ら
れ
佛
教
大
学
教
授
と
し
て
安

居
の
本
講
を
務
め
て
い
る
。
こ

の
年
は
６
５
０
回
大
遠
忌
法
要

の
年
で
本
山
は
賑
わ
い
を
き
わ

め
て
い
た
。

　

ま
た
、
大
正
５
（
１
９
１
６
）
年
よ

り
幼
少
の
光
照
門
主
の
「
保
伝
」（
教

育
責
任
者
）
の
任
に
就
き
、
こ
の
間
に

自
坊
に
お
い
て
光
宣
寮
を
再
開
。
傍
ら

石
泉
の
遺
稿
刊
行
に
尽
力
し
て
い
る
。

こ
の
﹃
石
泉
遺
著
﹄
の
出
版
に
は
学
的

努
力
の
偉
大
さ
は
勿
論
、
経
済
的
困
難

も
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
安
芸
の
呉

方
面
を
中
心
と
し
て
﹃
本
典
﹄
講
義
な

ど
を
中
心
に
出
講
し
、
そ
の
御
法
礼
を

出
版
費
用
と
し
て
捻
出
し
た
。

　

ま
た
石
泉
だ
け
で
な
く
、
芸
轍
諸
先

師
の
顕
彰
に
も
尽
力
し
て
、
築
地
本
願

寺
に
大
瀛
和
上
の
碑
が
移
さ
れ
て
い
る

事
な
ど
安
芸
や
九
州
な
ど
各
地
に
も
恵

覚
和
上
の
携
わ
っ
た
足
跡
が
残
さ
れ
て

い
る
。

　

佛
教
大
学
を
辞
し
て
後
、
初
代
勧
学

寮
頭
を
任
ぜ
ら
れ
、「
宗
学
院
」
を
創

▶﹁
今
時
の
人
々
の
思
想
は
頻
り
に
動
揺
し
て
宗
門
に
延
及
し
て
い
る　

乱
れ
の
本　

真
に
一
片
の
誠
忠
を
も
っ

て
重
任
の
要
に
就
く　

小
さ
な
わ
が
身
を
捧
げ
て
本
願
寺
と
い
う
大
き
な
家
を
維
持
せ
ん
と
思
う
﹂
勧
学
寮
頭

を
拝
し
て
︑
す
ぐ
吟
じ
た
詩
︵
真
行
寺
蔵
︶

設
し
、
自
ら
宗
学
院
長
を
務
め
な
が

ら
﹃
本
典
﹄
講
義
を
さ
れ
、
他
に
龍

谷
大
学
名
誉
教
授
、
本
願
寺
の
顧
問
職

や
安
居
講
習
会
総
理
を
命
ぜ
ら
れ
る
な

ど
、
多
年
に
わ
た
り
真
宗
学
の
学
頭
と

し
て
後
進
を
指
導
し
て
本
願
寺
を
支
え

る
重
責
を
果
た
し
て
き
た
。
昭
和
６

（
１
９
３
１
）
年
１
月
10
日
、
自
坊
真

行
寺
に
お
い
て
75
歳
で
示
寂
し
た
。

　　

宗
学
の
方
針
や
人
柄　

　

大
正
︑
昭
和
の
第
一
人
者

　

恵
覚
和
上
は
真
宗
学
研
究
に
深
く
大

正
、
昭
和
を
通
じ
て
宗
学
の
第
一
人
者

と
称
せ
ら
れ
た
。
学
風
は
必
ず
し
も
一

学
轍
に
固
執
し
な
い
が
、
深
く
石
泉
の

　

宗
学
の
方
針
や
人
柄
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学
説
を
研
究
し
、
そ
の
遺
書
の
出
版
に

努
め
た
。

　

当
時
、
学
林
の
蔵
に
は
石
泉
の
書
籍

は
一
書
も
存
在
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
邪
説

と
目
さ
れ
て
い
た
が
、
よ
く
そ
の
学
説

を
紹
介
し
後
人
を
し
て
石
泉
派
を
空

華
、
豊
前
、
芸
轍
諸
派
と
並
ん
で
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
至
ら
し
め
た
功
績
は
大

き
い
。
し
か
し
常
に
「
聖
教
は
宜
し
く

信
仰
眼
を
も
っ
て
読
む
べ
し
。
末
注
は

批
評
眼
を
も
っ
て
読
む
べ
し
。
何
人
の

説
と
い
え
ど
も
心
酔
す
べ
か
ら
ず
」
と

理
長
為
宗
を
方
針
と
し
た
。

　

そ
の
気
性
は
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
元

気
の
よ
い
方
で
後

進
に
対
し
て
も
親

の
如
き
親
切
に
接

し
、
第
一
人
者
で
あ
り
な
が
ら
常
に
そ

の
研
究
は
進
歩
的
で
あ
り
、
ま
た
宗
学

の
間
に
お
い
て
も
「
有
難
い
の
ぅ
」
と

度
々
口
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

苦
難
の
中
に
も
悠
々
自
適
に

　

家
庭
的
に
は
御
不
幸
で
「
世
の
中
に

は
ア
リ
ァ
、
ア
リ
ャ
と
思
う
こ
と
が
あ

る
が
念
仏
だ
け
は
間
違
い
な
い
」
と
常

に
持
言
に
さ
れ
て
い
た
。
和
上
の
子
は

娘
一
人
で
門
弟
得
念
師
を
迎
え
て
養
子

と
さ
れ
た
が
娘
は
32
歳
で
逝
き
、
孫 

成
覚
も
一
子
を
残
し
て
逝
き
、
次
孫
祥

覚
も
逝
く
。
さ
ら
に
三
孫
真
覚
も
早
世

さ
れ
る
な
ど
悲
惨
の
極
み
で
あ
っ
た
。

祥
覚
の
臨
終
の
際
に
は
、
帰
去
来
の
文

を
示
し
て
「
魔
界
を
離
れ
て
真
報
土
に

入
ら
ん
と
誘
ひ
た
ま
ふ
善
導
の
意
味
は

こ
の
時
な
り
」
と
訓
さ
れ
た
。

　
「
ア
リ
ァ
、ア
リ
ァ
」
の
連
続
で
あ
っ

た
が
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
悠
々
自
適
の

生
活
を
過
ご
し
て
、
念
仏
の
み
ぞ
真
実

と
如
実
に
味
わ
れ
た
和
上
は
、
ま
さ
に

好
学
の
人
で
あ
り
、
信
仰
の
人
で
も

あ
っ
た
。

　

大
江
淳
誠
勧
学
の
「
回
顧
六
十
年
」

と
題
す
る
談
話
の
中
に
「
是
山
和
上
の

お
話
に
よ
る
と
一
番
初
め
に
や
る
べ

き
も
の
が
﹃
教
行
信
証
﹄、
最
後
の
仕

上
げ
が
﹃
教
行
信
証
﹄
で
あ
る
。
と
云

う
言
葉
を
承
り
ま
し
て
、
そ
う
し
て
一

週
に
二
回
出
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
非
常

に
難
し
い
御
指
導
ぶ
り
で
、
そ
れ
が
ま

た
身
に
し
み
て
非
常
に
良
か
っ
た
の
で

す
。
読
ん
で
こ
い
こ
い
と
云
う
て
、
読

ん
で
き
て
あ
そ
こ
に
あ
る
、
こ
こ
に
こ

う
書
い
て
あ
る
と
申
す
と
、
そ
ん
な
こ

と
は
家
で
や
る
こ
と
で
云
う
て
も
何
に

も
な
ら
ん
、
自
分
で
一
つ
考
え
た
こ
と

で
云
わ
ね
ば
ダ
メ
だ
、
と
い
う
よ
う
な

式
で
あ
り
ま
し
た
の
で
厳
し
か
っ
た
ん

で
す
。
一
人
減
り
二
人
減
り
だ
ん
だ
ん

減
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
減
っ
た
方
が
私

に
は
大
変
都
合
が
良
い
の
で
、
ゆ
っ
く

り
と
そ
の
厳
し
い
御
指
導
を
受
け
ま
し

た
。
そ
れ
で
私
は
﹃
我
、
名
師
に
遇
え

り
﹄
と
い
う
感
を
そ
の
時
に
懐
い
た
の

で
あ
り
ま
す
⁝
。
宗
学
研
究
上
、
非
常

に
示
唆
に
富
ん
だ
教
訓
を
受
け
た
」
と

是
山
和
上
を
讃
え
て
お
ら
れ
る
。

　

和
上
の
生
存
当
時
は
、
多
く
の
人
々

が
家
の
襖
や
掛
け
軸
な
ど
に
法
語
を
書

い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
日
で
も
和
上

を
慕
う
人
々
に
大
切
に
さ
れ
て
い
ま

す
。

遺
言
状

拙
僧
昨
夏
発
病
以
來
臥
床
久
し
き
に
わ
た
り
近

時
衰
弱
次
第
に
加
は
り
最
早
往
生
の
期
も
近
き

こ
と
と
覚
悟
い
た
し
て
居
り
ま
す
︒
病
中
は
諸

法
同
信
の
方
々
が
我
が
家
の
病
人
の
や
う
に
御

同
情
下
さ
っ
て
手
厚
き
御
見
舞
を
下
さ
い
ま
し

た
こ
と
を
過
分
の
恩
寵
と
深
く
喜
ん
で
居
り
ま

す
︑
是
れ
併
し
な
が
ら
ま
た
佛
祖
の
御
冥
護
の

然
ら
し
む
る
所
で
あ
り
ま
す
︒
如
来
の
家
に
す

ま
ひ
如
来
の
衣
を
ま
と
ひ
如
来
の
食
を
く
ら
ひ

七
十
余
年
全
く
白
毫
の
恩
賜
の
内
に
生
活
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
が
︑
も
う
近
々
に
待
ち
わ
び
給

ふ
生
身
の
親
様
の
お
膝
元
に
参
ら
せ
て
頂
き
ま

す
︒

﹁
弥
陀
諸
弟
子
二
告
ゲ
テ
言
ハ
ク
︑
極
楽
ト
彼

ノ
三
界
ト
如
何
︒　

新
生
化
生
具
二
報
ヘ
ン
ト

欲
シ
テ
合
掌
悲
咽
シ
テ
言
フ
能
ハ
ズ
﹂
と
仰
せ

ら
れ
た
善
導
大
師
の
お
言
葉
も
思
合
さ
れ
て
感

涙
に
咽
ぶ
次
第
で
あ
り
ま
す
︒

皆
様
も
必
ず
必
ず
間
違
い
な
く
如
来
の
願
力
を

た
の
み
念
仏
相
続
し
て
真
実
報
土
の
往
生
を
期

せ
ら
れ
た
く
浄
土
の
再
会
を
楽
ん
で
お
待
ち
申

し
て
居
り
ま
す
︒

往
生
の
た
め
に
は
凡
夫
の
身
口
意
の
業
作
は
何

の
役
に
も
立
た
ず
た
だ
偏
に
生
れ
さ
せ
給
ふ
如

来
の
大
誓
願
力
を
仰
ぎ
御
恩
の
尊
さ
を
聲
に
あ

ら
は
し
て
お
念
仏
申
す
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
︒

長
い
間
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
最
早
今
生
に

て
は
御
暇
乞
で
あ
り
ま
す
︒

名
残
は
い
つ
ま
で
も
盡
き
ま
せ
ん
が
娑
婆
の
な

ら
ひ
な
れ
ば
是
非
な
く
先
立
っ
て
参
ら
せ
て
頂

き
ま
す
︒
必
ず
必
ず
間
違
な
く
後
よ
り
お
参
り

下
さ
る
や
う
に
と
そ
れ
の
み
心
に
か
け
病
臥
の

ま
ま
側
の
者
に
筆
を
執
ら
せ
て
申
し
遺
し
ま

す
︒

南
無
阿
弥
陀
佛
〃
〃

昭
和
五
年
十
二
月　
　

龍
谷
末
学　

恵
覚

一
学
轍
の
固
執
し
な
い
学
説
を
研
究

▶
善
導
大
師
の
法
事
讃
の
一
部
で
阿
弥
陀
経
を

読
誦
讃
嘆
さ
れ
た
﹃
先
請
伽
舵
﹄ （
門
信
徒
蔵
）

宗
学
の
第
一
人
者
・
恵
覚

昭 

和
大
正
昭
和

大
正
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三谿組　立泉寺

一條　照代　坊守 　

今
回
お
訪
ね
し
た
の
は
、
三
谿
組
立
泉
寺
の
一
條
照

代
坊
守
さ
ん
で
す
。
取
材
当
日
は
お
天
気
に
恵
ま
れ
桜

並
木
を
眺
め
な
が
ら
国
道
１
８
４
号
線
を
三
次
方
面
に

向
か
っ
て
い
く
と
左
手
に
立
泉
寺
さ
ん
が
見
え
て
き
ま

す
。
国
道
か
ら
細
い
道
を
上
が
る
と
江
戸
後
期
の
建
造

と
い
わ
れ
る
立
派
な
鐘
楼
門
と
「
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
」
と

い
う
ウ
グ
イ
ス
の
声
が
迎
え
て
く
れ
ま
し
た　

(

聞
き

手
＝
立
神
多
恵
香
委
員
、
写
真
＝
山
下
瑞
円
委
員
）

　

野
球
部
監
督
の
住
職
と
の
縁

　

Ｑ　

こ
ん
に
ち
は
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
一
條
さ
ん
と
い
え
ば
、
住

職
さ
ん
は
三
次
高
校
の
野
球
部
監
督
で

す
よ
ね
。
監
督
歴
は
長
い
ん
で
す
か
。

　

Ａ　

野
球
の
監
督
を
す
る
た
め
に
教

員
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
く
ら
い

で
、
ず
っ
と
野
球
に
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
の
出
会
い
も
廿
日
市
西
高

校
の
教
員
を
し
て
い
た
住
職
と
、
広
島

工
業
大
学
の
図
書
館
に
勤
め
て
い
た
私

が
共
通
の
友
人
に
紹
介
さ
れ
た
の
が
縁

な
ん
で
す
。

　

Ｑ　

そ
う
で
す
か
。
相
手
が
お
寺
の

人
と
い
う
事
で
何
か
心
配
は
な
か
っ
た

で
す
か
。

　

Ａ　

も
と
も
と
里
が
江
田
島
市
で
大

谷
派
の
門
徒
だ
っ
た
の
で
す
が
、
お
寺

の
事
は
全
然
わ
か
ら
な
い
し
不
安
は

あ
っ
た
け
ど
、
先
代
の
坊
守
も
、
先
々

代
の
坊
守
も
法
務
に
出
て
い
た
の
で
、

い
ず
れ
は
帰
っ
て
一
緒
に
や
っ
て
い
か

な
い
と
い
け
な
い
と
言
う
事
は
わ
か
っ

て
い
ま
し
た
。

　

Ｑ　

お
寺
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
て
ど
れ

く
ら
い
で
す
か
。

　

Ａ　

今
年
で
22
年
目
で
す
。

　

Ｑ　

法
務
に
は
慣
れ
ら
れ
ま
し
た
か
。

　

Ａ　

い
え
、
や
は
り
何
時
ま
で
経
っ

て
も
慣
れ
る
と
い
う
事
は
な
い
で
す

ね
。
で
も
住
職
は
勤
め
が
あ
る
の
で
そ

の
間
は
、
前
住
職
と
、
前
坊
守
と
、
私

の
三
人
で
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
門
徒
さ
ん
も
そ
れ
で
認
め
て
下

さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
が
た
い
で
す

ね
。

　

Ｑ　

本
当
に
、
前
住
職
さ
ん
も
、
前

坊
守
さ
ん
も
お
元
気
で
頑
張
っ
て
お
ら

れ
ま
す
ね
。
で
は
、
お
寺
の
活
動
に
つ

い
て
教
え
て
下
さ
い
。

　
　

自
主
運
営
で
法
座
を
開
催

　

Ａ　

う
ち
の
お
寺
の
特
色
と
し
て

は
、
門
信
徒
会
が
あ
り
、
門
信
徒
会
主

催
の
法
座
と
婦
人
会
主
催
の
法
座
が
自

主
運
営
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
地
域
を
四
つ
に
分
け
て
支
部
を

作
り
各
支
部
に
支
部
長
、
副
支
部
長
を

お
い
て
そ
こ
か
ら
ま
た
会
員
さ
ん
に
働

お
寺
を
中
心
に

　
　
　

地
道
な
人
間
関
係
を
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き
か
け
る
と
い
う
組
織
が
で
き
て
い
ま

す
。
年
間
９
回
の
法
座
の
殆
ど
で
、
仏

婦
の
皆
さ
ん
が
当
番
で
お
斎
の
接
待
を

し
て
下
さ
る
の
で
、
門
徒
会
館
の
台
所

は
何
が
何
処
に
あ
る
の
か
最
近
ま
で
知

ら
ず
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
門

信
徒
会
の
方
は
男
性
中
心
に
年
に
１
～

２
回
交
代
で
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
寺
内

の
草
刈
り
な
ど
を
し
て
く
だ
さ
り
、
お

寺
と
の
ご
縁
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　

Ｑ　

そ
れ
は
凄
い
組
織
で
す
ね
。

　

Ａ　

そ
う
で
す
ね
。
お
斎
の
方
は
先

代
の
坊
守
の
時
に
組
織
さ
れ
て
今
に

至
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
お
斎
の
接
待

が
あ
る
時
は
、
お
祖
母
ち
ゃ
ん
は
法
座

に
お
参
り
さ
れ
て
、
若
い
お
嫁
さ
ん
は

お
斎
を
手
伝
う
と
い
う
よ
う
に
ス
ム
ー

ズ
に
世
代
交
代
が
出
来
て
い
る
の
で
あ

り
が
た
い
で
す
ね
。

　

Ｑ　

ど
こ
の
お
寺
で
も
そ
こ
の
所
が

な
か
な
か
難
し
い
課
題
な
の
に
羨
ま
し

い
で
す
ね
。

　
　

江
戸
時
代
か
ら
続
く
最
勝
講

　

Ａ　

私
は
何
も
し
て
い
な
い
の
で
す

が
、
今
あ
る
も
の
を
残
し
て
い
け
る
よ

う
に
し
た
い
で
す
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と

つ
立
泉
寺
に
は
最
勝
講
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
最
勝
講
は
歴
史
が
古
く
、
天
保
３

（
一
八
三
二
）
年
、
本
願
寺
代
20
代
廣

如
上
人
よ
り
「
御
講
仏
六
字
名
号
」
と

「
最
勝
講
御
書
」
を
い
た
だ
い
て
始
ま

り
ま
し
た
。
こ
の
講
社
は
本
山
直
轄
で

法
要
の
際
に
は
男
性
は
裃
、
女
性
は
留

袖
の
正
装
で
縁
儀
に
参
列
す
る
こ
と
が

で
き
る
ん
で
す
。
お
寺
に
あ
ま
り
ご
縁

の
な
い
方
で
も
一
度
参
加
さ
れ
る
と
皆

さ
ん
び
っ
く
り
さ
れ
て
そ
れ
が
ま
た
良

い
ご
縁
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｑ　

そ
れ
は
貴
重
な
体
験
に
な
る
で

し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
う
良
い
も
の
を
大

事
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
で
は
、

坊
守
さ
ん
が
今
一
番
関
心
の
あ
る
こ
と

は
な
ん
で
し
ょ
う
。

　

Ａ　

そ
う
で
す
ね
。
坊
守
に
な
っ
て

任
さ
れ
て
ま
だ
４
年
く
ら
い
な
の
で
、

最
近
よ
う
や
く
次
は
こ
れ
を
し
て
、
と

い
う
段
取
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

ば
か
り
で
、
毎
日
の
事
を
こ
な
す
の
が

精
一
杯
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。で
も
、

今
は
父
と
母
が
元
気
で
居
て
く
れ
ま
す

の
で
私
は
外
に
出
て
い
ろ
い
ろ
勉
強
さ

せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
思

う
事
は
、
私
は
真
宗
の
教
え
に
出
遇
っ

て
一
番
最
初
に
感
じ
た
事
は
、
良
い
意

味
で
生
き
て
い
く
の
が
楽
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
教
え
を
門

徒
さ
ん
に
伝
え
て
い
く
に
は
ど
う
し
て

い
け
ば
い
い
の
か
、
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ

れ
に
自
分
の
信
仰
と
向
き
合
っ
て
く
れ
る
よ
う
に

す
る
に
は
ど
う
話
し
て
い
け
ば
良
い
の
か
、
上
手

く
言
え
な
い
け
ど
難
し
い
で
す
ね
。

　

Ｑ　

そ
う
で
す
ね
。
伝
え
て
い
く
に
は
私
た
ち

も
し
っ
か
り
勉
強
し
て
き
ち
ん
と
し
た
物
を
持
っ

て
お
か
な
い
と
分
か
り
易
い
言
葉
で
伝
え
て
い
く

と
い
う
の
は
難
し
い
で
す
ね
。
最
後
に
こ
れ
か
ら

の
抱
負
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

伝
統
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
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Ａ　

い
ま
ま
で
皆
さ
ん
が
代
々
受
け
継

い
で
き
た
も
の
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に

続
け
て
い
く
こ
と
が
一
番
で
す
ね
。
そ

れ
と
住
職
が
教
育
に
携
わ
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
そ
う
い
う
視
点
で
よ
く
２

人
で
話
し
を
す
る
中
で
常
々
感
じ
て
い

る
の
は
、
戦
後
50
年
で
失
っ
て
き
た
物

が
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

中
に
は
私
た
ち
の
宗
教
心
も
含
ま
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
が
失
っ
た

宗
教
心
を
見
つ
め
直
し
て
い
く
た
め
に

は
、
私
た
ち
寺
院
の
者
が
常
に
世
の
中

の
動
き
に
ア
ン
テ
ナ
を
た
て
て
、
寺
院

の
役
割
は
何
な
の
か
、
残
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
物
、
変
え
て
い
く
べ

き
物
は
何
か
を
、
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
先
ず
、
地
道
に
地
域
の
お
寺
と

し
て
人
間
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
あ
ま
り
に

も
大
き
い
問
題
で
難
し
い
で
す
が
、
一

人
で
も
一
緒
に
考
え
て
下
さ
る
門
徒
さ

ん
が
で
き
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ　

本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら

20
年
、
30
年
後
を
真
剣
に
考
え
て
い
か

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。
今
日
は
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

︻
取
材
を
終
え
て
︼

　

う
ら
ら
か
な
春
の
日
に
︑
第
一
線
で

法
務
を
こ
な
し
門
徒
さ
ん
と
接
し
て
お

ら
れ
る
坊
守
さ
ん
な
ら
で
は
の
話
し
を

聞
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
︒
長
い
歴
史
の

投
稿

　 

寄稿
投
稿寄稿

読
者
の

読
者
の

中
︑
歴
代
の
住
職
さ
ん
を
中
心
に
︑
坊

守
さ
ん
や
ご
門
徒
さ
ん
方
が
守
り
伝
え

て
こ
ら
れ
た
教
え
を
間
断
な
く
伝
え
る

こ
と
の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
︒
次
の
世
代
に
繋
げ
る

に
は
今
一
度
何
を
す
べ
き
か
︒
教
区
仏

婦
結
成
50
周
年
記
念
大
会
の
テ
ー
マ
︑

﹁
伝　

伝
え
る
・
伝
わ
る
・
伝
え
あ
う
﹂

を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
良
い
ご
縁
を
頂
い

た
取
材
と
な
り
ま
し
た
︒

御
調
東
組　

永
正
寺

　

開
教
使　

柿
原　

興
乗

み
ん
な
の
お
寺
＝
私
の
お
寺

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
別
院
か
ら
の
便
り

　

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
は
、
三
月
に
な
る

と
、
桃
、
桜
、
藤
な
ど
の
花
が
い
っ
せ

い
に
咲
き
始
め
ま
す
。
開
教
使
三
年
目

を
む
か
え
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
お
寺
の

状
況
を
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
く
ご
縁
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
お
寺
は
、
門
徒
の
代
表

数
10
名
で
構
成
さ
れ
る
理
事
会
（
総
代

会
）
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
ま
す
。
お
寺

の
運
営
費
は
、
会
員
か
ら
の
年
会
費
、

葬
儀
・
法
事
の
御
布
施
、
主
要
法
要
の

寄
付
、
お
盆
祭
り
等
の
寄
金
集
め
を
目

的
と
し
た
行
事
の
収
入
に
よ
り
ま
か
な

わ
れ
ま
す
。

　

お
盆
ま
つ
り
は
、
ア
メ
リ
カ
の
お
寺

で
は
最
も
大
き
な
行
事
で
、
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
別
院
で
は
、
７
月
中
旬
の
土
日

の
二
日
間
、
本
堂
で
の
初
盆
法
要
の

後
、
お
寺
の
各
団
体
（
婦
人
会
、
日
曜

学
校
の
親
の
会
、
幼
稚
園
な
ど
）
が
駐

車
場
に
食
べ
物
や
ゲ
ー
ム
の
屋
台
を
出

し
て
、
皆
さ
ん
に
振
る
舞
い
、
ス
テ
ー

ジ
で
は
太
鼓
等
の
催
し
物
が
行
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
夕
方
か
ら
、
や
ぐ
ら
を
囲

ん
で
何
重
も
の
輪
を
つ
く
り
盆
踊
り
を

し
ま
す
。
門
徒
の
方
も
そ
う
で
な
い
人

も
、
数
千
人
の
人
が
来
ら
れ
る
の
で
、
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と
て
も
に
ぎ
や
か
で
す
。
お
盆
祭
り
は

地
域
の
行
事
で
も
あ
り
、
多
く
の
方
が

お
寺
に
来
て
い
た
だ
く
ご
縁
に
も
な
り

ま
す
し
、
お
寺
を
維
持
、
運
営
し
て
い

く
上
で
も
と
て
も
大
切
な
行
事
で
す
。

今
年
は
、
日
曜
学
校
の
子
ど
も
達
に
、

お
盆
を
テ
ー
マ
に
絵
を
描
い
て
も
ら

い
、
そ
の
絵
を
使
っ
て
婦
人
会
や
ボ
ー

イ
ス
カ
ウ
ト
の
人
と
一
緒
に
千
枚
の
う

ち
わ
を
作
り
、
お
盆
祭
り
に
来
ら
れ
た

方
へ
記
念
と
し
て
お
渡
し
す
る
予
定
で

す
。

　

会
員
の
方
々
は
、「
み
ん
な
の
お
寺

で
あ
り
、
私
の
お
寺
」
と
い
う
気
持
ち

が
強
く
、
お
寺
の
活
動
に
積
極
的
に
参

加
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。
お
盆
祭
り
だ

け
で
な
く
、
一
年
を
通
じ
て
多
く
の
行

事
が
行
わ
れ
る
の
で
、
人
手
も
い
る
し

出
費
も
多
く
、
お
寺
を
運
営
す
る
の
は

大
変
で
す
が
、
そ
の
分
、
様
々
な
形
で

多
く
の
方
と
の
ご
縁
が
出
来
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

　

社
会
と
の
つ
な
が
り
も
多
様
で
、
大

学
の
先
生
が
学
生
を
連
れ
て
、
仏
教
を

学
ぶ
た
め
に
お
寺
に
来
た
り
、
開
教
使

が
キ
リ
ス
ト
教
会
で
、
仏
教
に
つ
い
て

の
講
演
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大

学
の
デ
ザ
イ
ン
科
が
作
成
す
る
、
生
死

を
テ
ー
マ
に
し
た
浮
世
絵
風
の
ア
ニ
メ

の
声
優
（
お
坊
さ
ん
役
）
を
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
宗
教
や
聖
職
者
が

と
て
も
大
切
に
さ
れ
、
私
が
所
属
す
る

米
国
仏
教
団
の
総
長
は
、
オ
バ
マ
大
統

領
の
就
任
記
念
行
事
に
、
仏
教
代
表
と

し
て
招
待
さ
れ
ま
し
た
。
あ
る
い
は
普

段
、
門
徒
さ
ん
の
お
見
舞
い
に
、
法
衣

を
着
て
病
院
に
行
く
と
、
特
別
許
可
を

も
ら
っ
て
入
れ
て
い
た
だ
け
る
し
、
会

員
の
方
が
病
院
で
亡
く
な
ら
れ
た
時

は
、
病
室
で
臨
終
勤
行
を
お
勤
め
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
余
談
で
す

が
、
食
事
に
行
っ
て
、
割
引
し
て
い
た

だ
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
大
切
に
し
て
い
た
だ
け
る
分
、
僧
侶

と
し
て
の
責
任
を
強
く
感
じ
ま
す
し
、

皆
さ
ん
の
ご
好
意
、
あ
る
い
は
僧
侶
と

し
て
、
仏
さ
ま
に
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ

け
る
こ
と
の
有
り
難
さ
を
感
じ
ま
す
。

や
る
こ
と
は
沢
山
あ
っ
て
大
変
で
す

が
、
そ
の
分
、
や
り
が
い
が
あ
り
、
楽

し
く
過
ご
し
て
い
ま
す
。

▼ウチワ作り

▼ロサンゼルス別院での結婚式

▲ Bon Dance（盆踊り）
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︻
教
区
会
︼
去
る
３
月
16
日
、　

　
　
　

本
願
寺
備
後
教
堂
に
て
定
期
教

　
　
　

区
会
が
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
た

　
　
　

び
は
平
成
22
年
度
教
区
一
般
会

　
　
　

計
他
５
つ
の
特
別
会
計
の
予

算
、
二
つ
の
予
算
更
正
が
財
務
議
案
と

し
て
上
程
さ
れ
可
決
さ
れ
た
。
予
算
に

つ
い
て
は
別
冊
予
算
書
を
参
照
の
こ

と
。

︻
本
願
寺
備
後
教
堂
︼
こ
の
た
び
３
月

１
日
、
本
願
寺
備
後
教
堂
に
お
い
て
会

館
責
任
役
員
・
総
代
会
が
開
催
さ
れ
た
。

平
成
22
年
度
の
事
業
計
画
、
各
種
会
計

予
算
が
審
議
さ
れ
議
決
さ
れ
た
。ま
た
、

教
堂
で
の
大
遠
忌
法
要
勤
修
に
向
け
た

具
体
的
な
話
し
合
い
も
行
わ
れ
た
。
詳

細
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
案
内
し
て
い

く
。
教
堂
予
算
に
つ
い
て
は
別
冊
予
算

書
を
参
照
の
こ
と
。

︻
組
画
編
成
等
調
整
委
員
会
︼
昨
年
度

の
３
月
19
日
、
中
・
奥
組
説
明
会
を
皮

切
り
に
、
９
个
所
の
地
域
で
説
明
会
が

実
施
さ
れ
た
。
今
回
は
教
区
の
方
針
を

定
め
る
上
で
、ま
ず
初
期
段
階
と
し
て
、

各
組
か
ら
の
意
見
、
要
望
を
伺
う
趣
旨

の
も
と
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
後

は
こ
れ
を
委
員
会
に
て
検
討
、
調
整
し

組
画
編
成
に
向
け
た
新
た
な
動
き
が
始

ま
る
。

　

長
島
愛
生
園
で
現
地
学
習
会

︻
同
朋
部
会
︼
同
朋
部
会
で
は
３
月
24

日
（
水
）、
ハ
ン
セ
ン
病
と
差
別
の
歴

史
を
学
ぶ
た
め
、
国
立
療
養
所
長
島
愛

生
園
（
岡
山
県
邑
久
郡
）
に
て
現
地
学

習
会
を
行
っ
た
。

　

在
園
者
の
金
泰
九
さ
ん
は
温
か
く
参

加
者
を
迎
え
て
下
さ
り
、
隔
離
さ
れ
た

島
で
の
自
身
の
体
験
を
語
っ
て
く
だ

さ
っ
た
。中
で
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

島
か
ら
の
脱
走
を
試
み
た
患
者
が
収
容

さ
れ
る
監
獄
の
話
で
あ
っ
た
。
当
時
は

島
を
出
入
り
す
る
橋
は
架
か
っ
て
お
ら

ず
、
隔
離
と
い
う
形
で
差
別
が
助
長
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
島
に
現
在

橋
︵
＝
写
真
︶
が
架
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
の
意
義
は
深
い
。

　

記
念
館
を

見
学
し
た

後
、
納
骨
堂

で
お
勤
め
を

し
、
収
容
所

や
監
獄
な
ど

に
も
足
を
運

ん
だ
。
伝
染

病
へ
の
誤
認

識
か
ら
起
こ
っ
た
差
別
、
そ
れ
だ
け
に

留
ま
ら
ず
周
囲
の
無
関
心
と
結
び
つ
き

更
な
る
差
別
を
生
ん
だ
悲
惨
な
歴
史
が

知
ら
さ
れ
た
。

　

現
地
で
の
学
習
は
大
変
意
義
深
く
、

生
の
声
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め

て
学
習
す
る
必
要
性
を
感
じ
た
。

　

特
別
布
教
大
会
開
催

︻
布
教
団
︼
平
成
二
十
一
年
度
布
教
団

事
業
、
最
後
の
締
め
く
く
り
と
な
っ
た

特
別
布
教
大
会
が
、
３
月
31
日
、
鴨
川

組
正
福
寺
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。朝
・

昼
両
席
で
６
名
の
布
教
団
員
が
出
講
、

若
手
か
ら
副
団
長
ま
で
幅
広
く
お
取
次

さ
れ
た
。

　

朝
か
ら
多
く
の
参
詣
の
中
、
堂
内
に

は
絶
え
間
な
く
お
念
仏
が
響
き
、
布
教

団
に
と
っ
て
は
大
変
実
り
あ
る
大
会
と

な
っ
た
。
出
講
者
は
次
の
通
り
。

○
朝
席
＝
長
谷
川
憲
章
役
員
（
三
谿
組

善
徳
寺
）
田
井
智
彦
青
年
の
会
代
表

（
笠
岡
市
蓮
乗
寺
）
岡
部
正
顕
前
副
団

長
（
沼
隈
南
組
南
泉
坊
）

○
昼
席
＝
山
本
耕
嗣
監
査
役
（
沼
隈
南

組
善
行
寺
）
藤
井
義
英
副
団
長
（
比
婆

組
西
教
寺
）
那
須
英
信
副
団
長
（
沼
隈

南
組
善
正
寺
）

　
　
　
　
　
　

 (

敬
称
略
）

５
月　

福
間
玄
猷　

　
　
　
　
　

 （
三
次
組
源
光
寺
）

６
月　

那
須
英
信　

　
　
　
　

 （
沼
隈
南
組
善
正
寺
）

７
月　

深
水
正
道　

　
　
　

 　
　
（
三
次
組
専
正
寺
）

８
月　

法
宗
正
勝　

　
　
　

    

（
三
谿
組
明
玄
寺
） ▲正福寺本堂内

教
堂
常
例
法
座
出
講
者
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５月
　７日　寺婦三役会
  13 日　基推総会
  13 日　勤式練習会
  11 日　教堂常例法座
  17 日　矯正教化支部総会（安芸）
  20 日　基推同朋部会
  20 日　平和のつどい実行委員会
  22 日　若婦人専門委員会
  23 日　若手布教大会
　　　　　　　　（深津組光栄寺）
  24 日　布教団副団長会議
  26 日　ブロック少年連絡協議会
　　　　　　　　　　　　（山陰）
  27 日　組画編成等調整常任委員会
  25 日　中・四国地区仏婦大会
                                           （四州）
  
  28 日　布教団役員会
６月
　５日　奥組お待ち受け法要
　５日　御調西組お待ち受け法要

　５日　中組お待ち受け法要　
　７日　寺婦連盟総会・研修会
　８日　少年連盟指導者研修会
                                               ・総会
　８日　キッズサンガ研修会
  10 日　組画編成等調整委員会
  11 日　教堂常例法座
  12 日　仏壮大会実行委員会
  13 日　深津組お待ち受け法要
  14 日　同朋三者懇話会 ( 備後 )
  17 日　布教団総会・研修会
  18 日　夏期布教大会
  19 日　連区仏壮連絡協議会 ( 備後 )
  23 日　仏婦役員研修会
  26 日　鴨川北組お待ち受け法要
  27 日　子育てセミナー
  30 日　中・四国寺族軟式野球大会
               　　　　　　　　　 （安芸）
７月
　１日　ブロック少年連盟指導者
　　　　　　　　　　研修会（山陰）
　３日　沼隈西組お待ち受け法要
　９日　勤式練習会

３
月

19
日　

中
・
奥
組
説
明
会

25
日　

平
和
の
つ
ど
い
実
行
小
委
員
会

25
日　

組
長
会

27
日　

仏
壮
連
盟
役
員
会

28
日　

特
別
布
教
大
会

29
日　

沼
隈
西
・
沼
隈
南
組
説
明
会

４
月　
　

１
日　

備
中
里
・
深
津
組
説
明
会

５
日　

門
徒
推
進
員
世
話
人
会

６
日　

勤
式
練
習
会

８
日　

鴨
川
・
鴨
川
北
・
芦
田
・
神
石

　
　
　

組
説
明
会

８
日　

基
推
門
信
徒
部
会

９
日　

御
調
東
・
西
組
説
明
会

10
日　

若
婦
人
専
門
委
員
会

10
日　

仏
壮
連
盟
総
会
・
研
修
会

11
日　

教
堂
常
例
法
座
（
竹
政
信
至
）

13
日　

仏
婦
総
会
・
研
修
会

15
日　

三
次
組
説
明
会

15
日　

三
谿
組
説
明
会

19
日　

ブ
ロ
ッ
ク
保
育
連
盟
連
絡
協
議
会

19
日　

比
婆
組
説
明
会

20
日　

少
年
連
盟
役
員
会

20
日　

キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
推
進
委
員
会

21
日　

基
推
広
報
伝
道
部
会

22
日　

基
推
同
朋
部
会

23
日　

寺
婦
若
婦
人
研
修
会

教
区
月
報
（
敬
称
略
）

若
手
布
教
大
会
（
布
教
実
演
）
の
ご
案
内

　

若
手
布
教
大
会
（
布
教
実
演
）
を
左
記
の
内
容
で

行
い
ま
す
。
有
縁
の
方
々
、
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

お
参
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
申
し
あ
げ
ま
す
。

　　

期　

日　

５
月
23
日
︵
日
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　

13
時
30
分
～
16
時

　

会　

場　

深
津
組　

光
榮
寺

　
　
　
　
　
　

福
山
市
曙
町
５
︲
２
︲
７　

　
　
　
　
　
　

  

℡
０
８
４
︲
９
５
３
︲
０
２
６
１

　

出
講
者
（
敬
称
略
）

　
　

那
須
智
雄
（
団　

員　

沼
隈
西
組
大
東
坊
）　

　
　

川
上
順
之
（
団　

員　

神
石
組
法
泉
寺
）

　
　

苅
屋
光
影
（
団　

員　

深
津
組
光
行
寺
）

　
　

那
須
英
信
（
副
団
長　

沼
隈
南
組
善
正
寺
）

 

　

 

第
15
回
平
和
の
つ
ど
い

　

期　

日　

７
月
15
日
︵
木
︶
午
後
１
時
～

　

会　

場　

せ
ら
文
化
セ
ン
タ
ー
︵
世
羅
町
︶

　

テ
ー
マ　

～
全
戦
争
犠
牲
者
を
偲
ん
で
～

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
和
を
築
く
道

　

講　

師　

平
岡 

敬 

さ
ん(

前
広
島
市
長)

第
15
回
平
和
の
つ
ど
い
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26
日　

世
羅
組
説
明
会

27
日　

保
育
連
盟
全
体
協
議
会

30
日　

教
区
報
専
門
委
員
会

敬　

弔

お
悔
や
み
申
し

上
げ
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
﹇
敬
称
略
﹈

芦  

田  

組　

慶
照
寺

　
　

衆
徒　
　
　

野
見　

直
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
３
月
17
日
寂
）

御
調
東
組　

福
善
寺

　
　

衆
徒　
　
　

大
田
垣
博
雅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
３
月
27
日
寂
）

芦
田
組　
　

照
林
寺

　
　

衆
徒　
　
　

野
見　

静
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
４
月
１
日
寂
）

　

ぬ
り
え
第
２
弾
ス
タ
ー
ト

　

応
募
総
数
70
个
寺
で
１
０
０
０
枚
！

大
好
評
の
う
ち
に
第
１
弾
が
終
了
し
た

「
ぬ
り
え
を
し
て
お
寺
に
行
こ
う
！
」

(

以
下
「
ぬ
り
え
」)

。
こ
の
た
び
第
２

弾
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
使
い
方
は
従
来

通
り
。
ご
法
事
な
ど
の
お
参
り
の
際
、

門
信
徒
へ
配
布
す
る
形
を
提
案
し
て
い

る
。
応
募
方
法
も
前
回
と
全
く
同
じ
、

ぬ
り
え
を
持
っ
て
お
寺
に
行
く
と
記
念

品
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
る
。
記
念
品
は

前
回
と
違
っ
た
も
の
を
用
意
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
今
回
は
新
た
に
優
秀
賞

を
設
定
し
素
敵
な
賞
品
が
用
意
さ
れ
て

い
る
の
で
、
ど
し
ど
し
応
募
し
た
い
。

　

都
市
部
に
あ
る
お
寺
さ
ん
か
ら
聞
く

話
で
す
が
、
お
寺
の
「
～
～
法
座
」
と

い
う
形
で
案
内
を
す
る
と
き
よ
り
も
、

少
し
形
を
か
え
て
「
仏
教
講
演
会
」
と

い
う
名
前
で
ス
ー
ツ
を
着
た
講
師
に
話

を
し
て
も
ら
う
方
が
若
い
方
の
受
け
も

良
い
し
お
参
り
の
人
数
が
多
い
傾
向
が

あ
る
そ
う
で
す
。「
勧
誘
」
や
「
役
員
」

に
は
興
味
は
な
い
し
遠
慮
し
た
い
け
れ

ど
も
「
仏
教
」
の
教
え
は
好
き
で
す
、

と
想
い
を
述
べ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。

今
、
お
寺
離
れ
が
加
速
し
て
い
ま
す
が

そ
の
一
方
で
、
仏
教
的
な
も
の
に
触
れ

た
い
、
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
が

少
な
く
な
い
と
感
じ
ま
す
▼
さ
て
、
前

号
か
ら
「
備
後
学
僧
逸
伝
」
で
備
後
ゆ

か
り
の
仏
教
者
等
を
順
次
紹
介
し
て
い

く
コ
ー
ナ
ー
を
し
て
い
ま
す
が
、「
ど

ん
な
人
で
、
何
を
し
た
人
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
も
重
要
で
す
が
、む
し
ろ「
何

故
、
～
～
を
し
た
の
か
」
や
「
ど
の
よ

う
な
思
い
で
」
と
い
う
、
そ
の
人
物
の

背
景
に
注
目
し
て
こ
そ
分
か
る
事
が
多

い
こ
と
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
ま
す
▼

「
な
ぜ
お
寺
が
あ
る
の
か
」「
な
ぜ
仏
教

が
説
か
れ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
注

目
せ
ず
に
、「
日
本
は
葬
儀
費
用
が
高

い
。
お
寺
の
維
持
は
大
変
だ
」
と
い
う

よ
う
な
面
ば
か
り
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
昨
今
で
す
が
、
先
人

の
苦
労
や
思
想
を
た
ず
ね
て
、
新
し
き

を
知
る
寺
院
・
僧
侶
で
あ
り
た
い
も
の

だ
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。（
Ｋ
．Ｆ
）

詳
細
は
、
各
組
サ
ポ
ー
タ
ー
、
も
し
く

は
教
務
所
（
溝
口
）
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
を
。

　

懸
垂
幕
を
寄
贈

　

こ
の
た
び
教
区

会
議
長
の
藤
井
徳

行
様
（
深
津
組
専

光
寺
）
よ
り
懸
垂

幕
を
ご
寄
贈
を
い

　
︿
お
詫
び
と
訂
正
﹀

　

去
る
３
月
に
広
島
市
の
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ

ホ
ー
ル
で
上
映
さ
れ
た
「
善
人
な
お
も

て
往
生
を
と
ぐ　

︱
親
鸞 

わ
が
心
の

ア
ジ
ャ
セ
︱
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
Ｐ

15
）
に
お
き
ま
し
て
、
掲
載
の
釈
尊
年

表
に
、「﹃
観
無
量
寿
経
の
世
界
﹄（
中

川
英
尚
著
）
か
ら
の
引
用
」
と
い
う
表

示
記
載
が
漏
れ
て
お
り
ま
し
た
こ
と
、

深
く
お
詫
び
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
親
鸞
聖
人
７
５
０
回
大
遠
忌
「
広
島

市
に
お
け
る
法
要
行
事
」実
行
委
員
会
）

　

教
区
報
１
３
６
号
の「
お
寺
の
風
景
」

の
記
事
に
お
い
て
誤
記
が
あ
り
ま
し
た

の
で
訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
あ
げ
ま

す
。︿
誤
﹀
藤
尾
真
正
住
職
︿
正
﹀
藤

雄
真
正
住
職
。

た
だ
き
ま
し
た
。
教
区
、
教
堂
に
お

け
る
教
化
活
動
に
活
用
さ
せ
て
い
た

▼寄贈された懸垂幕

だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。



(12) 2010( 平成 22）年 4月 30 日 (12)2010( 平成 22）年 4月 30 日

●
発

行
所

　
備

後
教

区
教

務
所

 〒
720-0052　

福
山

市
東

町
2

‐
4

‐
5　

　
●

発
行

人
　

教
務

所
長

　
宮

川
宏

生
　

　
　

●
編

集
　

教
区

報
専

門
委

員
会

　

中
国
ブ
ロ
ッ
ク
の
親
鸞
聖
人
７
５
０

回
大
遠
忌
記
念
事
業
は
３
日
か
ら
６
日

ま
で
、
広
島
市
を
会
場
に
開
か
れ
た
。

こ
の
事
業
の
テ
ー
マ
は
「
い
の
ち
の
つ

な
が
り
を
大
切
に
」
。
一
昨
年
か
ら
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
公
募
詩
な
ど
13
の
事
業

を
展
開
し
て
き
た
が
、
そ
の
集
大
成
が

４
日
か
ら
６
日
ま
で
広
島
市
中
区
の
Ａ

Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
ホ
ー
ル
で
上
演
し
た
創
作
劇

「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
ー
わ
が

心
の
ア
ジ
ャ
セ
」
。
３
日
間
で
４
回
公

演
を
行
な
い
約
７
０
０
０
人
が
観
劇
し

た
。

　

創
作
劇
の
テ
ー
マ
は
経
典
に
説
か
れ

た
王
舎
城
の
悲
劇
と
阿
闇
世
の
救
い
。

原
作
は
評
論
家
の
芹
沢
俊
介
氏
。
脚
本
・

演
出
は
齋
藤
雅
文
氏
。
内
容
は
『
観
無

量
寿
経
』
と
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
、

親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
で
引
用
し

て
い
る
王
舎
城
の
悲
劇
を
舞
台
化
し
、

父
王
ビ
ン
バ
シ
ャ
ラ
と
王
妃
イ
ダ
イ

ケ
、
そ
の
子
ア
ジ
ャ
セ
王
を
め
ぐ
る
家

族
の
確
執
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
キ
ャ

ス
ト
は
イ
ダ
イ
ケ
を
女
優
の
音
無
美
紀

子
さ
ん
、
ア
ジ
ャ
セ
を
俳
優
の
川
﨑
麻

世
さ
ん
、
ビ
ン
バ
シ
ャ
ラ
を
中
山
仁
さ

ん
、
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
を
菅
生
隆
之
さ
ん

が
そ
れ
ぞ
れ
演
じ
た
。

　

内
容
は
出
生
前
と
出
生
時
に
父
王
と

王
妃
か
ら
〝
子
殺
し
〟
さ
れ
た
事
実
を

釈
尊
の
従
兄
弟
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
か
ら
聞

か
さ
れ
た
ア
ジ
ャ
セ
が
父
王
を
幽
閉
す

る
。
や
が
て
王
妃
も
幽
閉
。
し
か
し
、

ア
ジ
ャ
セ
は
自
分
の
子
ど
も
を
あ
や
す

う
ち
に
、
か
つ
て
父
王
か
ら
受
け
た
愛

を
思
い
出
し
、
そ
れ
を
通
し
て
「
い
の

ち
の
つ
な
が
り
」
に
気
づ
く
が
、
す
で

に
父
王
は
獄
死
し
た
後
だ
っ
た
。

　

ア
ジ
ャ
セ
は
後
悔
の
念
か
ら
体
調
を

崩
し
、
イ
ダ
イ
ケ
が
必
死
に
看
病
す
る
。

懺
悔
し
た
ア
ジ
ャ
セ
は
亡
き
父
王
の
勧

め
に
応
じ
て
釈
尊
に
〝
遇
う
〟
こ
と
に

よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
。

来
場
者
に
感
動
を
与
え
て
い
た
。
（
写

真
は
３
日
の
リ
ハ
ー
サ
ル
）

親鸞聖人７５０回大遠忌
中国ブロック記念事業
「善人なおもて往生をとぐ
　　　ーわが心のアジャセ」

▲幽閉されたビンバシャラ王を救おうとしたイダイケを殺そ
うとするアジャセ。それを止める大臣のギバ

◀病に苦しむわが子ア
ジャセを憂うイダイケ。

▼釈尊の説法により回心し救われたことを喜
ぶアジャセ


