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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

114

心
に
残
る
詩

　

峠　
　

赤
井
政
次
（
79
）

老
い
の
坂
に
は

多
く
の
峠
が
連
な
り
ま
す

還
暦
峠
を
ス
タ
ー
ト
し

古
希
峠
か
ら

喜
寿
峠
を
越
え
て
き
た

目
前
に
は
傘
寿
峠

は
る
か
に
か
す
む
米
寿
峠

さ
ら
に
続
く
卒
寿
峠

そ
の
奥
に
は
白
寿
峠

気
が
遠
く
な
る
百
寿
峠

文
化
財
的
な
茶
寿
峠

国
宝
級
の
皇
寿
峠
と
続
く

ど
の
峠
ま
で
元
気
で

た
ど
り
つ
け
る
か
な

　
　
　
　
　
　

産
経
経
新
聞
「
朝
の
詩
」
よ
り　

　
　

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
い
言
葉
を
大
切
に
し
ま
す

　
　

微ほ

ほ

え笑
み
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
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
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
々
の
救
い
に
尽
く
す
仏
さ
ま
の
よ
う
に
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一

口

法

話

「
浄
土
真
宗
の
宗
風
」
に
寄
せ
て

　

本
紙
の
一
ペ
ー
ジ
の
下
に
い
つ
も
「
浄
土
真
宗

の
宗
風
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
改
め
て
そ
の
文

言
を
紹
介
し
ま
す
と
、

浄
土
真
宗
の
宗
風
・
・
現げ

ん

ぜ世
祈
祷
や
、
ま
じ
な
い

を
行
わ
ず
、
占
い
な
ど
の
迷
信
に
た
よ
ら
な
い

　

浄
土
真
宗
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
一
般
社
会
で
の
受
け
止
め
方
は
大
き
く
違
い

ま
す
。

 

例
え
ば
、
作
家
の
真
継
伸
彦
氏
は
『
現
代
語
訳

親
鸞
全
集
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　

「
い
ず
こ
に
も
散
見
す
る
神
社
や
寺
院
は
、
真4

宗
寺
院
を
除
い
て
す
べ
て
が
現
世
利
益
信
仰
の
霊

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

場4

で
あ
る
。
家
内
安
全
、
病
気
な
お
し
、
水
子
供

養
、
入
試
合
格
、
交
通
安
全
等
々
。
親
鸞
思
想
の

合
理
主
義
は
、
現
実
に
現
世
利
益
信
仰
の
迷
信
や

呪じ
ゅ
う
じ
ゅ
つ

術
の
否
定
に
み
ら
れ
る
。
門
徒
た
ち
の
心
も

迷
信
の
禁き

ん

き忌
の
呪じ

ゅ
ば
く縛

か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
わ
た
し
は
、
こ
の
合
理
主
義
の
実
現
が
、
親

鸞
思
想
お
よ
び
そ
れ
を
体
し
て
き
た
真
宗
教
団

の
、
日
本
人
の
精
神
史
上
に
お
け
る
最
大
の
功
績

で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。
今
も
大
多
数
の
日
本

人
の
精
神
が
、
こ
と
あ
れ
ば
諸
神
諸
霊
諸
仏
菩
薩
に

祈
願
し
た
が
る
迷
信
の
巣そ

う
く
つ窟

で
あ
る
こ
と
を
顧

か
え
り

み

れ
ば
、
こ
の
功
績
の
絶
大
さ
が
知
ら
れ
る
」

　

こ
こ
で
言
う
「
親
鸞
思
想
の
合
理
主
義
」
と
は
「
そ

の
教
え
が
理
屈
に
か
な
っ
て
い
る
、
ま
こ
と
に
そ
の

通
り
だ
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

東
西
両
本
願
寺
、
併
せ
て
二
万
ヵ
寺
の
真
宗
寺
院

が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
国
中
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
真

宗
寺
院
で
「
お
守ま

も

り
」
や
「
お
札ふ

だ

」
が
売
ら
れ
て
な

け
れ
ば
、
一
切
の
加か

じ持
・
祈き

と

う祷
も
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
な
ら
、
ご
利
益
を
祈
る
と
い
う
こ
と
は
、
結

局
は
、
自
分
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
、
仏
を
利
用

し
て
い
る
事
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　

「
長
生
き
さ
せ
て
下
さ
い
南
無
阿
弥
陀
仏
」

　

「
商
売
繁
盛
さ
せ
て
下
さ
い
南
無
阿
弥
陀
仏
」

　

「
受
験
が
受
か
り
ま
す
よ
う
に
南
無
阿
弥
陀
仏
」　

　

当
人
に
す
れ
ば
切
実
な
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
は
神
仏
を
祈
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自

分
の
欲
望
を
祈
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

厳
し
い
見
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ご
利
益
を
神

仏
に
求
め
る
の
は
、
結
局
は
自
己
中
心
の
エ
ゴ
な
の

で
す
。

　

し
か
も
残
念
な
こ
と
に
こ
う
し
た
人
々
の
欲

望
を
か
な
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
い
う
欲
望
迎

合
型
宗
教
が
実
に
多
い
の
で
す
。

　

真
継
伸
彦
氏
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
浄

土
真
宗
以
外
は
、
す
べ
て
こ
う
し
た
ご
利
益
を

求
め
る
宗
教
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
は
っ
き
り
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す

が
、
神
様
や
仏
さ
ま
に
私
た
ち
の
虫
の
い
い
願

い
を
か
な
え
て
く
れ
る
力
な
ど
は
あ
り
ま
せ

ん
。
も
し
、
そ
ん
な
力
が
あ
る
の
な
ら
、
世
の

中
に
病
気
で
苦
し
む
人
は
い
な
い
は
ず
で
す

し
、
受
験
に
失
敗
す
る
人
も
い
な
い
は
ず
で
す
。

或
い
は
景
気
が
悪
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
起
る

は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
少
し
冷
静
に
な
っ
て
考

え
れ
ば
す
ぐ
分
か
る
こ
と
で
す
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
お
寺
や
神
社
は
ご
利
益

を
頂
く
と
こ
ろ
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
限

り
、
こ
の
手
の
宗
教
は
な
く
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
今
に
始

ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
八
百

年
の
昔
、
親
鸞
聖
人
が
次
の
よ
う
な
ご
和
讃
を

作
ら
れ
て
厳
し
く
戒
め
て
い
ま
す
。
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悲
し
き
か
な
や
道ど

う
ぞ
く俗

の

　

良り
ょ
う
じ時

吉き
ち
じ
つ日

選
ば
し
め

　

天て
ん
じ
ん神

地ち

ぎ祇
を
あ
が
め
つ
つ

　

卜ぼ
く
せ
ん占

祭さ

い

し祀
つ
と
め
と
す　
　

（
正
像
末
和
讃
）

　

意
訳
し
ま
す
と
、

　

「
悲
し
い
こ
と
に
、
今
時
の
僧
侶
や
民
衆
は
何

を
す
る
に
も
日
の
良
し
あ
し
を
気
に
し
て
み
た

り
、
ま
た
天
の
神
、
地
の
神
を
奉
り
、
占
い
や
ま

じ
な
い
な
ど
の
か
か
り
果
て
て
い
る
」

　

こ
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
精
神
が
私
た
ち
浄
土

真
宗
の
宗
風
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。　

　

さ
ら
に
聖
人
は
仰
っ
て
い
ま
す
。

　
　

仏
号
む
ね
と
修
す
れ
ど

　
　

現
世
を
祈
る
行
者
を
ば

　
　

こ
れ
も
雑ざ
っ
し
ゅ修

と
な
づ
け
て
ぞ

　
　

千
中
無
一
と
き
ら
わ
る
る

[

意
訳]

　

お
念
仏
を
口
に
し
な
が
ら
、
心
の
中
で
ご
利
益

を
願
う
（
現
世
を
祈
る
）
よ
う
な
人
は
、
全
く
阿

弥
陀
さ
ま
の
お
心
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う

い
う
人
は
一
人
と
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
は

な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
浄
土
真
宗
で
は
、
神
仏
に
ご
利
益

を
願
う
と
い
う
こ
と
は
、
欲
望
に
根
ざ
す
も
の
と

し
て
厳
し
く
戒
め
て
い
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
「
仏
さ
ま
に
こ
ち
ら
の
願
い
を
聞

い
て
も
ら
お
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
私
の
方

が
仏
さ
ま
の
願
い
を
聞
い
て
い
く
の
で
す
よ
」
と

仰
っ
て
い
ま
す
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
あ
な
た

の
人
生
に
何
が
起
ろ
う
と
も
私
が
護
り
通
し
て
上

げ
ま
す
。
だ
か
ら
私
を
心
の
支
え
に
し
て
こ
の
人

生
を
精
一
杯
歩
み
な
さ
い
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の

呼
び
声
で
す
。
そ
の
呼
び
声
に
込
め
ら
れ
た
阿
弥

陀
さ
ま
の
願
い
を
聞
い
て
い
く
の
で
す
よ
」
と
仰

る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
ご
利
益
宗
教
と
呼
ば
れ
る

も
の
と
全
く
逆
の
考
え
方
で
す
。　

　

仏
教
で
は
、
「
我
が
身
に
起
き
る
こ
と
は
、
他

か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
が
作
っ

た
因
や
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ

を
引
き
受
け
る
以
外
、
自
分
の
生
き
る
場
所
は
な

い
」
と
説
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
事
が
起

き
て
も
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
そ
れ
を
果
た
し
て

い
く
と
い
う
の
が
仏
教
の
人
生
観
で
す
。
で
す
か

ら
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
神
さ

ま
や
仏
さ
ま
に
「
こ
う
し
て
下
さ
い
」
、
「
あ
あ
し

て
下
さ
い
」
と
、
お
願
い
す
る
の
は
筋
が
違
う
の

で
す
。

　

た
し
か
に
こ
の
人
生
に
は
色
ん
な
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
人
生
の
荒
波
に
ぶ
つ
か
っ
て
砕
け
そ
う
に

な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
余
り
の
苦
し
さ
に
、
逃
げ

出
し
て
し
ま
い
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
い
く
ら
苦
し
く
て
も
辛
く
て
も
、
我
が

身
に
起
き
る
こ
と
は
自
ら
背
負
っ
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。

　

こ
れ
が
、
業
報
（
自
分
の
ま
い
た
タ
ネ
は
自
分

で
刈
り
取
っ
て
い
く
）
の
世
界
に
生
き
る
私
た
ち

の
身
の
処
し
方
で
す
。　

　

そ
ん
な
世
界
に
生
き
る
私
た
ち
に
向
か
っ
て
、

「
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
あ
な
た
を
護
り
通
し

て
あ
げ
ま
す
。
だ
か
ら
、
精
一
杯
こ
の
人
生
を
歩

ん
で
い
く
の
で
す
よ
」
と
呼
ん
で
く
だ
さ
る
お
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
そ
の
お
方
を
阿
弥
陀

如
来
と
申
し
上
げ
る
仏
さ
ま
な
の
で
す
。

　

そ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
呼
び
声
（
南
無
阿
弥
陀

仏
）
に
込
め
ら
れ
た
願
い
を
は
っ
き
り
と
聞
き
届

け
て
い
く
時
、
私
た
ち
は
自
ら
背
負
わ
ね
ば
な
ら

な
い
荷
物
を
背
負
っ
て
、
こ
の
人
生
を
歩
ん
で
い

く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は

現
世
祈
祷
や
ま
じ
な
い
な
ど
を
全
く
す
る
必
要

の
な
い
人
生
で
あ
り
ま
す
。
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い
る
今
、
救
わ
れ
（
こ
れ
を
平

へ
い
ぜ
い
ご
う
じ
ょ
う

生
業
成
と
言
い

ま
す
）
、
亡
く
な
る
と
同
時
に
浄
土
に
生
ま
れ
、

仏
さ
ま
に
成
ら
せ
て
頂
く
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

従
っ
て
、
葬
儀
は
こ
の
教
え
に
即
し
て
行
わ

れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
次
の
こ
と
を
し
っ
か
り

頭
に
入
れ
て
、
葬
儀
に
臨
ん
で
下
さ
い
。

一
・
死
は
決
し
て
穢け

が

れ
で
は
な
い

　
　

（
亡
き
人
は
尊
い
仏
さ
ま
で
す
）

一
・
亡
き
人
は
祟
ら
な
い

　
　

（
私
た
ち
を
護ま

も

り
導
い
て
下
さ
る
方
で
す
）

一
・
亡
き
人
は
迷
っ
て
は
い
な
い

　
　

（
迷
っ
て
い
る
の
は
私
た
ち
で
す
）

 
 

長
年
続
い
た
風
習
を
改
め
る
こ
と
は
何
か
と

難
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
亡
き
方
を
穢
れ
と

考
え
る
こ
の
よ
う
な
風
習
は
是
非
と
も
な
く
し

た
い
も
の
で
す
。
葬
儀
は
深
い
ご
縁
に
よ
っ
て

出
会
っ
た
方
と
の
、
人
生
最
後
の
お
別
れ
の
儀

式
で
す
。

　

故
人
の
生
前
中
の
ご
苦
労
を
偲し

の

び
、
故
人
か

ら
頂
い
た
数
々
の
ご
恩
に
感
謝
す
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
い
の
ち
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
の

葬
儀
に
ま
つ
わ
る
風
習
や
習
慣
と
い
う
も

の
は
中
々
改
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
の
原
因
に

な
っ
て
い
る
も
の
に
、
「
皆
が
や
っ
と
る
か

ら
、
う
ち
だ
け
せ
ん
と
い
う
の
は
ど
う
も

ナ
ー
・
・
・
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

そ
の
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
て
み
ま
す

と
、

一
・
「
清
め
塩
」
を
使
う

一
・
出
棺
時
に
お
茶
碗
を
割
る

一
・
旅
装
束
を
着
せ
る

一
・
一
膳
飯
に
箸
を
立
て
る

一
・
魔
よ
け
の
刀
を
置
く

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
死
は
穢け

が

れ
（
不
浄
）

で
あ
る
」
「
霊
の
祟た

た

り
を
畏お

そ

れ
る
」
と
い
う

誤
っ
た
考
え
に
よ
る
も
の
で
、
仏
教
の
教
え

と
は
全
く
関
係
の
な
い
俗
信
、
迷
信
で
す
。

　

浄
土
真
宗
の
葬
儀
に
は
こ
う
し
た
風
習

や
習
慣
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
言
う
よ
り
、
し

て
は
い
け
な
い
こ
と
で
す
。

　

浄
土
真
宗
の
み
教
え
は
「
阿
弥
陀
さ
ま
の

ご
本
願
の
お
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
生
き
て

私
が
ど
う
生
き
る
か
を
考
え
さ
せ
て
頂
く

尊
い
「
ご
縁
」
の
場
に
し
て
い
く
こ
と
が
何

よ
り
も
大
事
な
こ
と
で
す
。

　

身
近
な
方
の
尊
い
死
を
通
し
て
「
い
の
ち

の
尊
さ
、
人
生
無
常
の
こ
と
わ
り
」
に
目
覚

め
「
必
ず
救
う
、
安
心
せ
よ
」
と
呼
ん
で
下

さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救
い
に
預
か
る
こ

と
を
自
ら
の
人
生
の
支
え
に
し
て
い
く
、
そ

こ
に
浄
土
真
宗
の
葬
儀
の
意
味
が
あ
る
の

で
す
。

　

先
立
っ
て
い
く
方
は
「
か
け
が
え
の
な
い

い
の
ち
を
、
精
一
杯
輝
か
せ
て
こ
の
人
生
を

送
っ
て
下
さ
い
」
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
も
一
刻
も
早
く
お
念
仏
の

み
教
え
に
出
会
い
、
確
か
な
よ
り
ど
こ
ろ
に

支
え
ら
れ
た
人
生
を
歩
む
こ
と
が
何
よ
り

大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

★
今
回
の
お
話
は
以
前
に
も
本
紙
二
十
七
号
で
採
り

　

上
げ
た
も
の
で
す
。

　

浄
土
真
宗
の
し
き
た
り
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心
に
沁
み
る
お
話

　
　
　

　

聖
路
加
病
院
の
理
事
長
で
あ
っ
た
日
野
原
重

明
先
生(
１
９
１
１
～
２
０
１
１
）
の
著
書
『
死

を
ど
う
生
き
た
か
』
の
中
に
、
あ
る
の
少
女
と

の
別
れ
の
様
子
を
書
き
綴
っ
た
次
の
よ
う
な
一

文
が
あ
り
ま
す
。

　

・
・
・
こ
の
少
女
の
母
親
は
熱
心
な
仏
教
信

者
で
あ
り
、
娘
の
病
気
の
治
る
こ
と
を
願
っ
て
、

工
場
へ
の
行
き
帰
り
に
お
寺
に
お
参
り
し
て
い

た
。
七
月
に
入
る
と
蒸
し
暑
い
炎
天
が
続
き
彼

女
の
容
態
は
い
よ
い
よ
悪
く
な
っ
た
。
日
曜
日

ご
と
に
母
親
は
見
舞
い
に
来
て
、
食
事
を
と
ら

な
い
彼
女
を
激
励
し
た
。
七
月
下
旬
の
あ
る
日

曜
日
の
朝
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
の
容
態
は
早

朝
か
ら
ひ
ど
く
悪
化
し
、
嘔
吐
が
続
き
、
私
が

彼
女
の
病
棟
に
出
か
け
た
時
、
彼
女
は
腸
閉
塞

の
症
状
を
示
し
、
血
圧
は
下
が
り
、
個
室
の
重

症
室
に
移
さ
れ
た
。
彼
女
の
苦
し
み
を
止
め
る

に
は
モ
ル
ヒ
ネ
の
注
射
し
か
な
か
っ
た
。
私
は

い
つ
も
の
二
倍
の
量
を
注
射
し
て
、
彼
女
の
苦

し
み
が
軽
く
な
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
彼
女
の

脈
拍
を
数
え
て
い
た
。
私
は
時
々
彼
女
の
手
を

意
識
的
に
強
く
握
り
、「
今
日
は
日
曜
日
だ
か
ら
、

お
母
さ
ん
が
午
後
か
ら
来
ら
れ
る
か
ら
頑
張
り
な

さ
い
」
と
激
励
し
た
。

　

少
女
は
、
私
が
モ
ル
ヒ
ネ
を
注
射
す
る
と
ま
も

な
く
、
苦
し
み
が
少
し
軽
く
な
っ
た
よ
う
で
、
大

き
な
目
を
見
開
い
て
私
に
こ
う
言
っ
た
。

　

「
先
生
ど
う
も
長
い
間
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

で
も
今
日
は
、
す
っ
か
り
く
た
び
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
」
と
い
っ
て
、
し
ば
ら
く
間
を
お
い
た
の
ち
、

ま
た
こ
う
つ
づ
け
た
。
「
私
は
、
も
う
こ
れ
で
死
ん

で
ゆ
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
お
母
さ
ん
に
は
会

え
な
い
と
思
い
ま
す
」

　

そ
う
し
て
、
そ
の
あ
と
し
ば
ら
く
眼
を
閉
じ
て

い
た
が
、
ま
た
眼
を
開
い
て
こ
う
い
っ
た
。
「
先
生
、

お
母
さ
ん
に
は
心
配
か
け
続
け
て
、
申
し
訳
な
く

思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
先
生
か
ら
お
母
さ
ん
に
、
よ

ろ
し
く
伝
え
て
く
だ
さ
い
」
。
彼
女
は
私
に
こ
う
頼

み
、
私
に
向
か
っ
て
合
掌
し
た
。
死
を
受
容
し
た
こ

の
少
女
に
対
し
て
、
ど
う
答
え
て
い
い
か
わ
か
ら

ず
、
「
安
心
し
て
死
ん
で
ゆ
き
な
さ
い
」
な
ど
と
は

と
て
も
い
え
ず
、
「
あ
な
た
の
病
気
は
ま
た
よ
く
な

る
の
で
す
よ
。
死
ん
で
ゆ
く
な
ん
て
こ
と
は
な
い

か
ら
元
気
を
出
し
な
さ
い
」
と
い
っ
た
。
そ
の
と

た
ん
彼
女
の
血
色
が
急
に
変
わ
っ
た
、
大
き
な
声

で
看
護
婦
さ
ん
を
呼
び
血
圧
を
測
ろ
う
と
し
た
が
、

血
圧
は
ひ
ど
く
下
が
り
血
管
音
は
も
う
聞
け
な

か
っ
た
。
私
は
彼
女
の
耳
元
に
口
を
寄
せ
て
大
き

く
叫
ん
だ
「
し
っ
か
り
し
な
さ
い
。
死
ぬ
な
ん
て

こ
と
は
な
い
。
」
彼
女
は
急
に
気
づ
い
て
二
つ
三

つ
大
き
く
息
を
し
て
か
ら
無
呼
吸
に
な
っ
た
。
こ

う
し
て
彼
女
は
永
遠
の
眠
り
に
入
っ
た
。
こ
れ
は

私
に
と
っ
て
死
と
の
対
決
の
最
初
の
経
験
で
あ
っ

た
。

　

私
は
今
に
な
っ
て
思
う
。
な
ぜ
私
は
、
「
安
心
し

て
成
仏
し
な
さ
い
」
と
い
わ
な
か
っ
た
の
か
？
「
お

母
さ
ん
に
は
、
あ
な
た
の
気
持
ち
を
充
分
に
伝
え
て

あ
げ
ま
す
よ
」
と
な
ぜ
い
え
な
か
っ
た
の
か
？
そ
し

て
私
は
脈
を
み
る
よ
り
も
、
ど
う
し
て
も
っ
と
彼
女

の
手
を
握
っ
て
あ
げ
な
か
っ
た
の
か
？

　

そ
れ
か
ら
は
、
受
け
持
ち
の
の
患
者
が
重
い
場
合

に
は
日
曜
日
で
も
必
ず
出
か
け
て
患
者
を
診
る
こ
と

が
習
慣
化
し
た
。
死
を
受
容
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し

い
と
い
う
。
し
か
し
十
六
歳
の
少
女
が
、
死
を
受
容

し
、
私
に
美
し
い
言
葉
で
訣
別
し
た
そ
の
事
実
を
、

私
は
あ
と
か
ら
く
る
若
い
医
師
に
伝
え
た
い
。　



　

猛
暑
を
何
と
か
耐
え
、
祭
り
の
前
後
の
数
日
だ
け

秋
を
感
じ
ま
し
た
が
早
く
も
朝
夕
の
冷
え
込
み
は
も
う

冬
で
す
ね
。
前
住
様
か
ら
こ
の
年
末
号
の
原
稿
を
書
く

よ
う
に
言
わ
れ
た
日
は
す
で
に
二
十
四
節
気
で
言
う
と

こ
ろ
の
「
小

し
ょ
う
せ
つ

雪
」
の
日
で
し
た
。
今
年
は
「
光
明
寺

だ
よ
り
」
二
月
号
か
ら
、
暦
の
上
で
い
う
と
こ
ろ
の

二
十
四
節せ

っ

き気
を
テ
ー
マ
に
、
日
本
人
が
い
か
に
季
節
や

日
々
の
生
活
の
中
で
の
季
節
感
に
敏
感
に
生
き
て
き
た

か
を
俳
句
と
と
も
に
見
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
最
後
の

回
で
、
冬
の
節
気
を
見
る
回
で
す
が
、
も
う
既す

で

に
「
立

冬
」
と
「
小
雪
」
は
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
立
冬
は

今
年
は
十
一
月
八
日
、
小
雪
は
十
一
月
二
十
二
日
で
し

た
。
立
冬
は
こ
の
頃
に
な
る
と
日
の
暮
れ
が
早
く
な
り

冬
ら
し
い
季
節
風
が
吹
き
始
め
、
季
節
の
変
わ
り
目
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
ろ
で
す
。
小
雪
は
立
冬
の
十
五
日

後
で
、
北
国
の
方
か
ら
雪
の
便
り
が
聞
こ
え
て
く
る
こ

ろ
で
す
ね
。

　

立
冬
の
こ
と
に
草く

さ

き木
の
か
が
や
け
る　

沢
木
欣
一

　

立
冬
や
有
る
べ
き
明あ

す日
を
疑
わ
ず　

滝
沢　

幸
助

　

立
冬
の
太
陽
の
位
置
確た

し

か
む
る　
　

星
野　

高
士

三
句
と
も
い
よ
い
よ
厳き

び

し
い
冬
を
迎
え
る
か
と
い
う
季

節
の
境さ

か
い
め目

を
は
っ
き
り
と
感
じ
、
気
持
ち
を
引
き
締
め
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趣
味
の
広
場

て
い
る
こ
と
し
を
素
直
に
詠よ

ん
で
い
ま
す
。

　

小
雪
と
い
ふ
野
の
か
げ
り
田
の
光　

市
村
究
一
郎

　

小
雪
や
声
ほ
そ
ぼ
そ
と
鳥
過
ぐ
る　

鍵
和
田
釉
子

　

「
小
雪
」
と
い
う
名
に
「
雪
」
の
字
が
あ
り
ま
す
が
、

南
国
で
は
陰
暦
十
月
の
頃
で
は
、
北
国
ほ
ど
ま
だ
冬

ら
し
く
な
く
、
こ
の
二
句
と
も
気
持
ち
は
ま
だ
冬
近

い
こ
ろ
の
秋
を
惜
し
む
く
ら
い
の
お
だ
や
か
さ
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
あ
と
は
い
よ
い
よ
冬
そ
の
も
の
の
「
大だ

い
せ
つ雪

」
、

「
冬
至
」
、
「
小

し
ょ
う
か
ん

寒
」
、
「
大
寒
」
の
四
つ
の
節
季
が
残

り
ま
す
。

　

大
雪
や
暦

こ
よ
み

に
記し

る

す
覚お

ぼ

え
書
き　

椎
橋　

清
翠

　

大
雪
は
陰
暦
の
十
一
月
の
節せ

つ

に
な
り
ま
す
。
一
年

の
、
そ
の
日
そ
の
日
を
暦
で
確
か
め
な
が
ら
の
毎
日

で
す
。

　

山
国
の
虚こ

く

う空
日
わ
た
る
冬
至
か
な　

飯
田　

蛇
笏

　

風ふ
う
せ
つ雪

の
少
し
く
遊
ぶ
冬
至
か
な　
　

飯
田　

波
郷

　

切き
り
か
ぶ株

の
楕だ

え

ん円
冬
至
の
日
の
わ
た
る　

神
蔵　

器

　

「
冬
至
は
陽よ

う
れ
き暦

十
二
月
二
十
二
日
頃
に
あ
た
り
、

一
年
中
の
昼
間
の
最
も
短
い
日
で
す
。
い
く
ら
南
国

で
も
、
寒か

ん

き気
は
こ
の
こ
ろ
か
ら
厳
し
く
な
り
、
人
間

も
体
を
大
切
に
思
う
季
節
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
冬
至

の
日
に
は
カ
ボ
チ
ャ
を
食
べ
る
だ
と
か
風
呂
に
柚ゆ

ず子

を
浮
か
べ
て
ゆ
っ
く
り
湯
に
浸ひ

た

る
と
か
の
風

ふ
う
し
ゅ
う

習
が
あ

り
ま
す
。
大た

い

き気
も
澄
み
切
っ
て
自
然
の
景
が
お
お
ら

か
に
詠
ま
れ
た
三
句
で
し
た
。

　

年
が
明
け
、
「
小
寒
」
と
「
大
雪
」
の
二
つ
の
節

季
を
迎む

か

え
つ
い
に
二
十
四
節
気
は
終
り
を
迎
え
ま

す
。

　

風
波
た
ち
来
る
小
寒
の
入い

り
う
み海

も　

茨
木
和
生

　

大
寒
の
こ
こ
は
何
に
も
置
か
ぬ
部
屋　

桂　

信
子

　

大
寒
の
一
戸
も
か
く
れ
な
き
故
郷　

飯
田　

龍
太

　

大
寒
の
橋
を
渡
れ
ば
明あ

し

た日
な
り　
　

前
田
吐
実
男

　

一
句
め
、
「
小
寒
」
は
寒
の
入
り
と
も
言
わ
れ
て
こ

の
あ
と
大
寒
へ
と
続
き
寒
さ
の
最
も
厳
し
い
時
期
と
な

り
ま
す
。
「
大
寒
」
は
陽
暦
一
月
二
十
日
頃
で
、
武
術

や
芸げ

い
ご
と事

も
寒か

ん
げ
い
こ

稽
古
と
い
っ
て
鍛た

ん
れ
ん錬

を
お
お
い
に
励は

げ

む
時

期
で
す
ね
。
こ
こ
に
引い

ん
よ
う用

し
た
小
寒
、
大
寒
の
四
句
と

も
大
自
然
の
厳
し
さ
と
澄

ち
ょ
う
め
い

明
な
空
気
の
感
じ
を
う
ま
く

五
七
五
の
十
七
音
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
に
お
か
れ
て
も
冬
に
元
気
な
ウ
イ
ル
ス
に
十

分
気
を
付
け
て
年
末
年
始
の
何
か
と
気き

ぜ

わ忙
し
い
時じ

き期
を

健す
こ

や
か
に
お
過
ご
し
下
さ
い
。
冬
の
寒
さ
が
人
間
の
身

体
に
は
一
番
こ
た
え
る
そ
う
で
す
。
あ
た
た
か
く
、
お

だ
や
か
な
毎
日
を
。
今
年
も
一
年
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

俳
句
を
楽
し
む
（
九
十
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本
隆
を
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著
者
は
元
聖
路
加
病
院
の
理
事
長
を
さ
れ
て
い
た
日
野
原

重
明
氏
で
す
。
四
十
五
年
余
り
の
内
科
医
の
主
治
医
と
し
て

お
世
話
を
し
て
逝
く
な
っ
た
患
者
さ
ん
は
六
百
人
を
数
え
る

そ
う
で
す
。
そ
の
中
で
人
間
の
生
き
方
を
教
え
ら
れ
、
い
の

ち
の
尊
厳
を
印
象
づ
け
ら
れ
た
十
八
名
の
人
々
、
著
者
の
両

親
、
医
師
の
道
を
教
え
て
く
れ
た
オ
ス
ラ
ー
博
士
、
聖
路
加

病
院
の
創
設
者
ト
イ
ス
ラ
ー
院
長
を
加
え
て
、
そ
の
生
の
終

焉
の
実
相
を
書
き
綴
り
、
一
冊
の
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

医
学
、
看
護
に
携
わ
る
人
々
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
こ
の
道

に
進
む
若
い
人
々
、
そ
し
て
、
病
む
人
々
や
そ
の
家
族
に
こ

の
真
実
の
記
録
を
捧
げ
た
い
と
思
う
、
と
書
き
記
し
て
い
ま

す
。

字　

句
ー
水
打
て　

石
燈
籠
の　

し
づ
く
哉

『
死
を
ど
う
生
き
た
か
』

私
の
心
に
残
る
人
々
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言葉のプレゼント

話

題

★
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
加
え
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
が
流
行
し
て
お
り
ま
す
。
先
日
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
し
ま
し
た
。

手
洗
い
う
が
い
を
励
行
し
ま
し
ょ
う
。

★
本
年
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

年
齢
と
共
に
一
年
の
過
ぎ
る
の
が
ま
こ
と

に
早
く
感
じ
ま
す
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
方
は

健
康
を
兼
ね
て
ほ
ぼ
毎
日
続
け
て
い
ま
す
。

★
住
職
の
長
男
（
光
）
が
幼
稚
園
の
運
動

会
で
一
位
に
な
り
ま
し
た
。
元
気
に
育
っ

て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

光明寺のホームページ
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★
次
回
発
行
予
定
…
2
月
下
旬

「
光
明
寺
だ
よ
り
」
を
ご
家
族
の
皆
さ
ん
で

お
読
み
く
だ
さ
い

自
分
の
こ
と
よ
り　

ち
ょ
っ
と
他
人
の
こ
と
を
考
え
る　

こ
ん
な
事
が
出
来
る
人
を

心
豊
か
な
人
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　

雪
山
隆
弘

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。

令和６年度年忌早見表

回忌 死亡の年号

１周忌　 令和　5年

　３回忌　 令和　4年

７回忌　 平成30年

１３回忌　 平成24年

１７回忌　 平成20年

２５回忌　 平成12年

３３回忌　 平成　4年

５０回忌　 昭和50年

６６回忌　 昭和34年

１００回忌　 大正14年

１５０回忌　 明治　8年

２００回忌　 文政　8年

２５０回忌　 安永　4年

３００回忌　 享保　10年


