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浄土真宗の宗風・・現世祈祷や、まじないを行わず、占いなどの迷信にたよらない

心
に
残
る
詩

　
　

ど
こ
ま
で
も

君
に
上
が
れ
な
い

坂
は
な
い

君
に
登
れ
な
い
山
は
な
い

な
ぜ
な
ら
君
の
悲
し
み
が

君
を
押
す
か
ら

君
の
苦
し
み
が

君
を
頑
張
ら
せ
る
か
ら

君
は
ど
こ
ま
で
も

上
が
っ
て
行
け
る

君
は
ど
こ
ま
で

登
っ
て
い
け
る

君
の
悲
し
み
を
燃
や
し
て

君
の
苦
し
み
を
燃
や
し
て

105
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立　教　開　宗８００年

法要期日　

第１期　３月 29 日（水）～４月３日（月）

第２期　４月 10 日（月）～４月 15 日（土）

第 3期　４月 24 日（月）～４月 29 日（土）

第４期　５月６日（土）～５月 11 日（木）

第５期　５月 16 日（火）～５月 21 日（日）

２０２３（令和５年）
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一

口

法

話
　　

   

同
悲
同
苦
の
心　
　

　　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
私
た
ち
が
人
間
と
し
て
こ

の
世
に
生
ま
れ
た
限
り
、
避
け
て
通
る
こ
と
の

出
来
な
い
苦
し
み
が
八
つ
あ
る
と
お
示
し
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
に
「
愛あ

い
べ
つ別

離り

く苦
」
と
い
う
苦
し
み

が
あ
り
ま
す
と
仰
っ
て
い
ま
す
。

「
愛
別
離
苦
」
と
は
、
愛
す
る
人
、
親
し
い
人
、

大
切
な
人
、
そ
う
い
っ
た
方
と
、
お
別
れ
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
苦
し
み
で
す
。
そ
れ
が
何
時

ど
ん
な
形
で
や
っ
て
く
る
か
も
分
か
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
限
り
そ
の
苦

し
み
は
避
け
て
は
通
れ
ま
せ
ん
、
と
こ
う
仰
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
苦
し
み
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
つ
も
り

で
す
が
、
い
ざ
そ
れ
が
我
が
身
に
降
り
か
か
っ

て
き
ま
す
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
深
い
悲
し

み
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
す
。

俳
人
の
松
尾
芭
蕉
に
こ
ん
な
逸
話
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

芭
蕉
の
友
人
が
か
け
が
え
の
な
い
一
人
息
子

を
亡
く
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
芭
蕉
は
一
通

の
お
悔く

や
み
の
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。

友
人
が
そ
の
手
紙
の
封
を
切
っ
て
み
た
と
こ

ろ
、
全
く
の
白
紙
で
何
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
手
紙
の
最
後
に
俳
句
が
一
句
し
た
た
め

ら
れ
て
あ
っ
た
の
で
す
。

友
人
は
、
そ
の
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
白
紙

の
手
紙
を
じ
っ
と
眺
め
、
最
後
の
一
句
を
静
か

に
読
み
終
え
た
と
思
う
と
、
深
く
う
な
ず
き
な

が
ら
「
持
つ
べ
き
も
の
は
心
の
友
だ
。
あ
ぁ
、

あ
り
が
た
い
な
ぁ
」
と
涙
と
共
に
、
お
念
仏
を

申
し
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

芭
蕉
に
し
て
み
れ
ば
、
友
人
の
心
中
を
察
す

れ
ば
察
す
る
ほ
ど
、
そ
の
痛
ま
し
さ
に
、
お
悔

や
み
の
言
葉
も
慰
め
の
言
葉
も
書
く
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
の
で
す
。

「
辛
い
だ
ろ
う
ね
。
悲
し
い
だ
ろ
う
ね
。
だ

け
ど
私
に
は
君
を
な
ん
と
慰
め
て
い
い
の
か
言

葉
が
見
つ
か
ら
な
い
ん
だ
よ
」
と
、
芭
蕉
は
自

ら
の
気
持
ち
を
白
紙
の
手
紙
に
託
し
、
万
感
の

思
い
を
込
め
て
一
句
添
え
た
の
で
す
。

そ
の
時
の
句
が
、

埋う
ず
み
び火

も　

消
ゆ
や　

涙
の
烹に

ゆ
る
音

と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

夫
婦
二
人
っ
き
り
火
鉢
に
向
か
い
合
い
、
た

だ
言
葉
も
な
く
、
帰
ら
ぬ
子
を
思
っ
て
は
深
い

た
め
息
と
共
に
涙
を
こ
ぼ
す
。

そ
の
涙
が
火
鉢
の
埋う

ず
み
び火

の
上
に
ポ
ト
リ
ポ
ト

リ
落
ち
て
、
ジ
ュ
ッ
、
ジ
ュ
ッ
と
涙
の
烹に

え
る

音
だ
け
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
の
ほ
か
に
何
の

音
も
な
い
。

埋う
ず
み
び火

も　

消
ゆ
や　

涙
の
烹に

ゆ
る
音

た
ま
ら
な
い
寂
し
さ
。
こ
の
上
も
な
い
悲
し

さ
。
「
分
か
る
よ
、
分
か
る
よ
。
君
の
苦
し
み

が
本
当
に
分
か
る
よ
」
、
共
に
涙
す
る
芭
蕉
の
、

そ
れ
が
出
来
る
精
一
杯
の
慰
め
だ
っ
た
の
で

す
。私

は
、
芭
蕉
の
こ
の
心
こ
そ
が
、
み
仏
の
「
同

悲
・
同
苦
」
と
呼
ば
れ
る
お
心
に
相
通
ず
る
も

の
を
感
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
同
悲
・
同
苦
の
心
」
と
は
、
こ
の
世
に
涙

す
る
も
の
に
寄
り
添
い
、
共
に
悲
し
み
、
共
に

苦
し
み
、
共
に
涙
す
る
心
で
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
の
源
は
、
ま
さ
に
こ
の

「
同
悲
・
同
苦
の
心
」
に
あ
り
ま
す
。
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親
鸞
聖
人
は

如
来
の
作さ

が

ん願
を
た
ず
ぬ
れ
ば

苦
悩
の
有う

じ
ょ
う情

を
す
て
ず
し
て

回え

こ

う向
を
首し

ゅ

と
し
た
ま
い
て

大
悲
心
を
ば
成

じ
ょ
う
じ
ゅ

就
せ
り

　
　
　
　
　
　
　
　

『
正
像
末
和
讃
』

と
詠
わ
れ
ま
し
た
。

阿
弥
陀
さ
ま
が
「
安
心
せ
よ
、
必
ず
救
う
ぞ
」

と
な
ぜ
本
願
を
起
こ
さ
れ
た
の
か
。

そ
れ
は
こ
の
世
に
涙
す
る
者
（
苦
悩
の
有
情
）

を
ど
う
し
て
も
見
捨
て
て
は
お
け
な
い
と
い

う
「
同
悲
・
同
苦
の
心
」
に
よ
る
も
の
で
す
と
、

教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

ど
う
し
て
も
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
「
い
の
ち
」

を
抱
え
て
い
る
私
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
必
ず
浄

土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
願
い
が

起
こ
さ
れ
た
の
で
す
。

ど
う
し
て
も
別
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
い
の
ち
」

を
抱
え
て
い
る
私
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
再
び
会

う
こ
と
の
出
来
る
世
界
を
も
た
せ
て
あ
げ
よ
う

と
い
う
願
い
が
起
こ
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
み
仏
の
願
い
の
底
に
流
れ
る
も
の
は
、

唯
々
悲
し
み
に
沈
む
衆
生
が
哀
れ
で
な
ら
な
い

と
い
う
「
同
悲
・
同
苦
の
心
」
な
の
で
す
。

そ
う
で
す
、
私
の
こ
の
悲
し
み
が
、
こ
の
涙

が
、
み
仏
の
大
悲
心
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
り

ま
す
。
決
し
て
そ
の
涙
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た

の
で
す
。
そ
の
涙
こ
そ
、
み
仏
の
大
悲
の
お
心

に
出
遇
う
尊
い
ご
縁
だ
っ
た
の
で
す
。

し
か
も
、
死
へ
の
旅
路
で
あ
っ
た
人
生
が
、

浄
土
へ
の
旅
路
で
あ
っ
た
の
だ
と
気
づ
か
せ
て

頂
け
る
の
で
す
。

永
遠
に
別
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
悲
し
み

が
、
再
び
出
遇
え
る
喜
び
の
人
生
に
転
じ
さ
せ

て
下
さ
る
の
で
す
。

も
し
今
、
深
い
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
が
お
ら
れ
る
の
な
ら
、
ど
う
か
こ
の

悲
し
み
を
ご
縁
と
し
て
、
涙
し
た
者
で
な
け
れ

ば
分
か
ら
な
い
尊
い
み
教
え
に
出
遇
っ
て
下
さ

い
。
そ
し
て
、
こ
の
悲
し
み
こ
そ
が
ま
こ
と
に

大
き
な
恵
み
で
あ
っ
た
と
、
心
の
底
か
ら
頷

う
な
ず

い

て
い
け
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
豊
か
で
尊
い
人
生

を
送
っ
て
下
さ
い
。

　

そ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
で
あ
り
、
先

立
っ
て
い
っ
た
者
の
願
い
で
も
あ
る
の
で
す
。

　
　
　

私
た
ち
の
ち
か
い

一
、
自
分
の
殻か

ら

に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く

　
　

穏お
だ

や
か
な
顔
と
優
し
良
い
言
葉
を
大
切
に
し

　
　

ま
す

　
　

微ほ

ほ

え笑
み
語
り
か
け
る
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
む
さ
ぼ
り
、
い
か
り
、
お
ろ
か
さ
に
流
さ
れ

　
　

ず

　
　

し
な
や
か
な
心
と
振
る
舞
い
を
心
が
け
ま
す

　
　

心
安
ら
か
な
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
自
分
だ
け
を
大
事
に
す
る
こ
と
な
く

　
　

人
と
喜
び
や
悲
し
み
を
分
か
ち
合
い
ま
す

　
　

慈じ

ひ悲
に
満
ち
た
み
ち
た
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き

　
　

日
々
に
精せ

い
い
っ
ぱ
い

一
杯
つ
と
め
ま
す

　
　

人
び
と
の
救
い
に
尽
く
す
仏
さ
ま
の
よ
う
に
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五
年
程
前
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
大
町
小
学
校
（
ｋ
校
長
）
の
教
頭

を
さ
れ
て
お
ら
れ
た
Ｏ
先
生
と
い
う
光
明
寺
の
檀
家
さ
ん
が
、
郷
土
愛

を
育
て
る
授
業
の
一
環
と
し
て
、「
郷
土
の
偉
人
」
を
採
り
上
げ
、
そ
こ
で
、

常
真
法
師
（
光
明
寺
六
代
目
住
職
）
の
こ
と
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
授
業
で
使
わ
れ
た
教
材
を
、
お
寺
に
持
っ
て
来
て
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
改
め
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
　

　
　
　
　

ー
入
江
常
真
さ
ん
ー

　

大
町
小
学
校
の
校
歌
に
も
あ
る
加
茂
川
。
春
は
桜
が
き
れ
い
な
武
丈

公
園
。
加
茂
川
が
一
年
中
、
き
れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
ま
す
。
み
ん
な

も
大
好
き
で
す
ね
。

　

け
れ
ど
も
、
そ
の
加
茂
川
が
昔
は
た
び
た
び
水
害
を
起
こ
し
て
、
大

町
の
人
た
ち
を
苦
し
め
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
こ
れ
か
ら
の
お

話
は
、
今
か
ら
四
百
年
く
ら
い
前
の
お
話
で
す
。

　
　

（
今
か
ら
四
百
年
前
）

　

「
お
ー
い
。
ま
た
加
茂
川
の
堤
防
が
切
れ
た
ぞ
ー
。
」

　

「
台
風
が
来
る
た
び
に
大
町
は
水
浸
し
じ
ゃ
。
」

　

「
せ
っ
か
く
一
生
懸
命
、
コ
メ
を
作
っ
た
の
に
。
も
う
台
無
し
じ
ゃ
」

　

「
米
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
わ
し
の
家
も
水
浸
し
じ
ゃ
」

　

「
ど
う
し
た
も
ん
か
の
お
。
常
真
さ
ん
、
何
と
か
な
ら
ん
か
の
お
。
」

　

村
人
の
話
し
合
い
の
中
に
、
新
居
浜
に
住
ん
で
い
た
常
真
さ
ん
も
加

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
常
真
さ
ん
は
お
坊
さ
ん
で
、
村
人
の
い
ろ
い
ろ
な

相
談
に
も
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

　

常
真
さ
ん
は
、
じ
っ
と
腕
組
み
を
し
て
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
、

　

「
こ
ん
な
に
み
ん
な
が
困
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
。
私
も
何
と
か
し
た
い
と

ず
っ
と
考
え
て
い
た
。
」

　

「
常
真
さ
ん
、
な
ん
か
え
え
考
え
が
あ
る
ん
か
？
」

　

「
加
茂
川
の
流
れ
を
変
え
る
ん
じ
ゃ
。
大
き
な
堤
防
を
作
っ
て
川
が
氾

濫
し
な
い
よ
う
に
・
・
・
」

　

「
そ
ん
な
こ
と
で
き
る
ん
か
？
」

　

「
わ
た
し
が
、
お
殿
様
に
頼
ん
で
み
る
。
実
は
、
わ
た
し
は
殿
様
を
よ

く
知
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
。
」

　

「
頼
ん
だ
ぞ
。
常
真
さ
ん
。
」

　

「
け
ど
、
こ
れ
は
大
工
事
に
な
る
。
そ
の
時
は
、
み
ん
な
の
力
も
貸
し

て
く
れ
る
か
？
」

　

「
常
真
さ
ん
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
ろ
い
ろ
と
相
談
に
乗
っ
て
も

ら
っ
た
り
、
助
け
て
も
ら
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
自
分
た
ち
の

生
活
を
守
る
た
め
じ
ゃ
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
協
力
す
る
。
」

　

大
町
の
人
た
ち
は
口
々
に
そ
う
言
っ
て
協
力
を
約
束
し
ま
し
た
。

　

常
真
さ
ん
は
、
そ
れ
か
ら
、
こ
の
時
西
条
を
治
め
て
い
た
殿
様
に
相

談
に
行
き
ま
し
た
。
殿
様
は
常
真
さ
ん
の
大
町
の
人
た
ち
、
い
や
西
条

の
人
た
ち
の
生
活
を
守
り
た
い
と
い
う
熱
い
思
い
に
、
加
茂
川
の
流
れ

を
変
え
る
た
め
に
堤
防
を
築
く
こ
と
を
約
束
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
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ま
で
に
堤
防
を
築
い
て
き
た
足あ

だ
ち
し
げ
の
ぶ

立
重
信
に
も
協
力
を
頼
み
、
い
よ
い
よ
加

茂
川
の
堤
防
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。　
　

　

「
常
真
さ
ん
は
、
米
も
野
菜
も
作
っ
て
な
い
の
に
、
な
ん
で
い
つ
も
一

緒
に
工
事
を
し
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
。
」

　

「
そ
う
じ
ゃ
、
そ
う
じ
ゃ
。
常
真
さ
ん
は
、
新
居
浜
に
住
ん
で
い
る
の
に
。

殿
様
に
頼
ん
で
く
れ
た
だ
け
で
感
謝
し
と
る
の
に
。
」

　

「
い
や
い
や
、
こ
の
加
茂
川
は
、
大
町
の
人
に
と
っ
て
も
大
切
じ
ゃ
が

西
条
、
い
や
い
や
新
居
浜
の
人
に
も
大
切
な
川
じ
ゃ
。
そ
れ
に
、
み
ん
な

と
一
緒
に
工
事
が
で
き
る
こ
と
が
う
れ
し
い
ん
じ
ゃ
。
さ
あ
さ
あ
、
み
ん

な
、
も
う
ひ
と
ふ
ん
ば
り
が
ん
ば
ろ
う
。
」

　

常
真
さ
ん
を
は
じ
め
、
大
町
の
人
た
ち
も
一
生
懸
命
、
こ
の
堤
防
造
り

の
仕
事
を
行
い
。
そ
し
て
、
み
ご
と
に
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
加
茂
川
は
、

今
の
よ
う
に
氾
濫
し
な
い
み
ん
な
の
生
活
を
守
る
流
れ
の
川
に
変
わ
り
ま

し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
常
真
さ
ん
は
、
新
居
浜
か
ら
西
条
の
大
町
に
移
り
住
む
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
常
真
さ
ん
は
、
お
坊
さ
ん
な
の
で
、
こ
の
大
町
に
お

寺
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
の
お
寺
は
、
今
の
公
民
館
や
集
会
所
、
学

校
の
役
割
も
し
て
い
ま
し
た
。

　

常
真
さ
ん
は
、
き
っ
と
、
毎
日
の
よ
う
に
、
大
町
の
人
た
ち
と
、
い
ろ

い
ろ
な
話
し
合
い
を
し
て
、
み
ん
な
が
よ
り
よ
い
生
活
が
で
き
る
よ
う
に

努
力
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
常
真
・
・
・
常
真
・
・
・
常
心
。

　

ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

そ
う
で
す
。
大
町
校
区
に
あ
る
常
心
と
い
う
地
名
は
、
実
は
、
こ

の
常
真
さ
ん
を
、
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
つ
け
ら
れ
た
地

名
な
の
で
す
。　

　

常
真
さ
ん
の
功
績
を
し
の
ん
で
、
今
も
、
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
、
常
真
さ
ん
た
ち
が
力
を
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
た
堤
防

の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
住
ん
で
い
る
大
町
校
区
に
は
、
常
真
さ
ん
の
よ
う
に
、

地
域
の
た
め
に
努
力
を
し
た
方
々
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　

今
、
み
ん
な
が
大
町
で
元
気
に
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
の
は
、
こ

の
よ
う
に
昔
の
人
た
ち
が
努
力
し
た
お
か
げ
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

（
注
）
市
内
の
小
学
校
で
は
、
以
前
か
ら
郷
土
の
偉
人
の
お
は
な
し
な

ど
を
通
し
て
、
郷
土
へ
の
誇
り
を
育
む
授
業
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
郷
土
の
偉
人
に
、
よ
く
常
真
の
こ
と
が
採
り
上
げ
ら
れ
た
と

伺
っ
て
い
ま
す
。



　

今
年
は
、
気
が
付
い
た
ら
は
や
師
走
、
と
い
う
よ

う
な
そ
ん
な
一
年
で
し
た
ね
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

勢
い
は
お
さ
ま
る
ど
こ
ろ
か
拡
大
す
る
一
方
で
、
結

局
、
コ
ロ
ナ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
振
り
回
さ
れ
通
し
で
、
こ

れ
を
書
い
て
い
る
今
は
松
山
市
を
中
心
に
愛
媛
で
も
連

日
コ
ロ
ナ
新
感
染
が
多
く
、
日
常
の
暮
ら
し
に
も
ず
い

分
影
響
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
旅
行
は
も
ち
ろ
ん
外
出

も
控
え
め
な
毎
日
で
す
。
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
寒
い
季

節
、
そ
し
て
何
末
年
始
の
あ
わ
た
だ
し
い
時
期
を
迎
え

ま
す
。
前
号
で
は
、
夏
の
暮
し
の
中
で
時
代
の
進
行
に

つ
れ
て
余
り
見
か
け
な
く
な
っ
た
も
の
と
か
今
と
な
っ

て
は
懐
し
い
も
の
な
ど
を
季
語
の
中
に
探
し
て
何
句
か

鑑
賞
し
て
み
ま
し
た
。
今
号
で
は
冬
の
私
た
ち
の
生
活

を
よ
く
見
て
、
近
頃
こ
れ
は
見
な
く
な
っ
た
な
あ
、
と

思
う
よ
う
な
も
の
や
こ
と
を
俳
句
の
中
で
探
っ
て
み
ま

す
。

　

火
を
入
れ
し
ば
か
り
の
火ひ

ば

ち鉢
縁ふ

ち

つ
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星
野　

立
子

　

足た

び袋
あ
ぶ
る
能
登
の
七な

な

お尾
の
駅
火
鉢　

細
身　

綾
子

　

炭
つ
い
で
し
ば
ら
く
寒
き
火
鉢
か
な　

岡
本　

圭
岳

　

人
逝ゆ

き
て
そ
の
湯
た
ん
ぽ
の
行
方
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皆

吉　

爽

雨　

令和２年 12 月　　　　光　明　寺　だ　よ　り　　　105 号　　　（６）

趣
味
の
広
場

湯ゆ
た
ん
ぽ婆

の
位
置
か
は
ら
ず
に
睡
り
を
り　

相
馬　

妙
花

火
鉢
そ
の
も
の
は
ご
存
知
の
方
は
ま
だ
ま
だ
数
多
く

お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
毎
日
の
暮
し
の
中
で
今

も
使
っ
て
い
る
と
い
う
方
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
今
や
、
火
鉢
に
代
わ
っ
て
大
い
に
使
わ

れ
た
電
気
や
石
油
ス
ト
ー
ブ
も
も
う
だ
い
ぶ
減
っ
て

暖
房
の
主
役
は
エ
ア
コ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
火

鉢
な
ど
使
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
も
そ
の
た
め
に
は

炭
が
必
要
で
、
ま
た
そ
の
炭
が
け
っ
こ
う
高
価
で
、

ま
ず
使
う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
ま
た
、
昔
は
寝
る

時
に
布
団
の
中
の
足
元
の
方
に
湯ゆ

た
ん
ぽ婆

を
使
っ
た
も
の

で
す
。
陶
製
か
ブ
リ
キ
製
で
亀
の
甲
の
形
を
し
、
中

に
湯
を
入
れ
、
布
製
の
袋
に
入
れ
て
使
う
の
で
す
が
、

寒
い
夜
、
と
て
も
重

ち
ょ
う
ほ
う

宝
で
し
た
。
そ
の
ほ
か
、「
炭
」
、

「
炭
火
」
、「
消
し
炭
」
、「
炭
俵
」
な
ど
、
か
つ
て
は
我
々

の
冬
の
暮
し
を
さ
さ
え
た
熱
源
と
し
て
炭
は
と
て
も

大
切
な
物
で
し
た
。

　

話
す
こ
と
な
く
と
も
楽
し
炭
を
つ
ぐ　

木
村
定
生

　

炭
俵
ゆ
る
び
ゐ
て
炭
を
こ
ぼ
さ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
比
奈
夫

　

家
の
中
で
の
暖
は
炭
で
と
り
、
家
の
外
で
は
冬
の

間
よ
く
焚
火
を
し
た
も
の
で
す
。
今
は
防
火
意
識
が

強
く
て
焚
火
は
法
的
に
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
昔
は
火
事
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、
「
火
事
」
も

冬
の
季
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
思
え
ば
皆
遠と

お

か

じ

火
事
の
如ご

と

く
な
り　

能
村
登
四
郎

　

火
事
跡あ

と

を
覗の

ぞ

い
て
ゐ
た
り
ラ
ン
ド
セ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
ま
ど
か

　

火
事
も
多
け
れ
ば
そ
の
対
策
と
し
て
町
内
の
火
の

番
を
す
る
人
や
、
い
ざ
火
事
と
な
る
と
人
々
に
知
ら

せ
る
鐘
を
打
つ
た
め
の
半

は
ん
し
ょ
う
だ
い

鐘
台
と
い
う
高
い
塔
の
様

な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
「
火
の
番
」
も
季
語
で
す
。

　

火
の
番
の
歩
数
を
越
ゆ
る
星
の
数　
　

増
田　

守

　

寒か
ん
た
く柝

に
幼
き
声
の
ま
じ
り
を
り　
　
　

佐
藤　

健

　

「
寒
柝
」
は
火
の
番
を
し
て
町
内
を
回
る
人
が
拍ひ

ょ
う
し子

木ぎ

を
打
つ
そ
の
音
で
こ
れ
も
冬
の
季
語
で
す
。

　

ふ
と
こ
ろ
に
智ち

え

こ

し

ょ

う

恵
子
抄
あ
り
懐

ふ
と
こ
ろ
で

手　
　

山
内　

星
水

　

賛
成
の
出
来
ぬ
話
や
懐
手　
　
　
　
　

斉
藤　

浩
美

　

和
服
を
着
る
時
、
寒
い
の
で
袂

た
も
と

や
胸
に
両
手
を
さ
し

入
れ
た
ま
ま
で
い
る
の
を
「
懐
手
」
と
い
い
、
や
は
り

冬
の
季
語
で
す
。
人
に
よ
っ
て
は
懐
手
を
し
て
い
る
と

粋い
き

な
男
性
だ
と
思
わ
れ
る
と
信
じ
て
い
た
様
で
す
。
和

服
を
着
る
男
性
が
も
う
ほ
ぼ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
懐
手
の

渋
い
男
な
ど
見
か
け
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
近
頃
大

活
躍
の
俳
人
夏
井
い
つ
き
さ
ん
に
よ
れ
ば
今
日
例
に
あ

げ
た
季
語
は
ほ
と
ん
ど
絶
滅
寸
前
の
季
語
だ
そ
う
で

す
。
「
ひ
び
」
、
「
あ
か
ぎ
れ
」
も
含
め
、
現
代
生
活
で

は
影
を
ひ
そ
め
ま
し
た
。

　

い
よ
い
よ
厳
寒
、
皆
様
ご
自
愛
下
さ
い
。　

俳
句
を
楽
し
む
（
八
十
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本
隆
を
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「
歴
史
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
生

き
た
人
々
の
思
い
を
繙

ひ
も
と

き
、
彼
ら
が
未
来
に
生
き
る

私
た
ち
に
ど
ん
な
思
い
を
託
し
た
の
か
そ
の
先
人
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と
」
だ
と
、
筆
者

は
語
っ
て
い
ま
す
。

　

本
書
を
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
小
中
学
校
で
歴
史
の

授
業
や
講
演
を
す
る
機
会
が
増
え
た
そ
う
で
す
が
、

本
書
は
子
ど
も
た
ち
の
心
に
特
に
響
い
た
話
や
、
美

し
い
国
柄
を
守
る
た
め
に
、
こ
れ
だ
け
は
ど
う
し
て

も
伝
え
て
お
き
た
い
と
思
う
話
を
十
五
編
厳
選
し
、

収
録
し
て
い
ま
す
。

　

本
書
を
通
し
て
、
日
本
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
自
分
が
日
本
人
で

あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
て
る
、
そ
ん
な
一
冊
で
す
。

【
字
句
】　

雨
聲
囱ま

ど

外
歇や

む
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言葉のプレゼント

話

題

★
住
職
が
中
咽
頭
が
ん
の
診
断
を
受
け
、
十

月
末
に
愛
大
付
属
病
院
で
手
術
を
し
ま
し

た
。
手
術
は
無
事
成
功
し
、
半
月
余
り
入

院
し
た
後
、
現
在
は
日
常
生
活
が
送
れ
る

ま
で
回
復
し
て
い
ま
す
。

★
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
第
３
波
の
感
染
拡

大
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
本
年

の
「
報
恩
講
」
・
「
除
夜
の
鐘
」
は
中
止
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が

続
く
よ
う
で
あ
れ
ば
、
３
月
の
涅お

ね

は

ん

槃
会
も

中
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

次
号
の
「
光
明
寺
だ
よ
り
」
で
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

★
住
職
の
長
男
（
光

ひ
か
る

）
が
７
月
23
日
、
無

事
満
２
歳
を
迎
え
ま
し
た
。
大
変
穏
や
か

な
性
格
で
、
明
る
い
子
で
す
。

★
令
和
５
年
３
月
～
６
月
・
親
鸞
聖
人
ご
誕

生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
の
「
慶

讃
法
要
」
が
本
山
で
勤
ま
り
ま
す
。　
　

　
　
　
　
　
　

（
＊
関
連
記
事
１
ペ
ー
ジ
）
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検索

　

★
次
回
発
行
予
定
…
2
月
中
旬

「
光
明
寺
だ
よ
り
」
を
ご
家
族
の
皆
さ
ん
で

お
読
み
く
だ
さ
い

令和 3年度年忌早見表

該当のお家には年忌通知表をお配りしていま

すが、念のため早見表を参考にご自宅の過去

帳でご確認ください。

回忌 死亡の年号

１周忌　 令和２年

　３回忌　
令和元年
平成31年

７回忌　 平成27年

１３回忌　 平成21年

１７回忌　 平成17年

２５回忌　 平成　9年

３３回忌　
昭和64年
平成元年

５０回忌　 昭和47年

６６回忌　 昭和31年

１００回忌　 大正11年

１５０回忌　 明治　5年

２００回忌　 文政　5年

２５０回忌　 安永　元年

３００回忌　 享保　7年

私
た
ち
の
抱か

か

え
る
ど
ん
な
問
題
も

人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
だ

そ
れ
ゆ
え

人
間
の
手
で
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
る

　
　
　
　

ジ
ョ
ン
・
Ｆ.

・
ケ
ネ
デ
ィ
ー


