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で
す
。
そ
も
そ
も
「
あ
な
た
は
あ
な
た
の
ま

ま
で
い
い
ん
で
す
よ
」
と
い
う
の
は
当
た
り

前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

他
人
か
ら
そ
う
言
わ
れ
て
、「
ホ
ッ
と
す
る
」、

「
慰
め
ら
れ
る
」っ
て
い
う
の
は
、き
っ
と「
今

の
ま
ま
で
は
ダ
メ
だ
」
と
い
う
強
い
圧
力
が

今
の
社
会
に
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
い
や
、

私
た
ち
自
身
も
そ
う
い
う
思
い
に
と
り
つ
か

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

興
味
深
い
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
数
年
前

に
文
部
科
学
省
が
発
表
し
た
も
の
で
す
が
、

自
己
肯
定
感
を
抱
く
若
者
の
割
合
が
、
欧
米

に
比
べ
て
日
本
は
極
端
に
少
な
い
の
だ
そ
う

で
す
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
が
約
８
０
％
で
日

本
が
約
４
０
％
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
謙け

ん

虚き
ょ

で
内
省
的
な
日
本
人
を
表
し
て
い
る
ん
だ
と

擁よ
う

護ご

す
る
意
見
も
あ
る
も
の
の
、
自
分
を
価

値
の
あ
る
人
間
と
認
識
で
き
な
い
心
の
あ
り

よ
う
で
は
、
集
団
の
中
で
う
ま
く
自
分
を
出

せ
な
い
こ
と
に
も
つ
な
が
る
よ
う
で
す
。
ま

た
、
周
囲
と
の
摩ま

擦さ
つ

や
他
人
か
ら
の
指
摘
に

す
ぐ
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
そ

う
で
す
。
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
、
ス
ト
レ
ス
社
会
と
か
ウ
ツ
社
会
な
ど
と

言
わ
れ
、
今
な
お
不
登
校
生
徒
の
割
合
は
高

止
ま
り
状
態
で
す
し
、
心
の
問
題
で
会
社
に

行
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
も

近
年
、
増
加
し
て
い
る
よ
う

で
す
。

　

今
の
日
本
は
、
い
い
加
減

さ
の
少
な
い
整
っ
た
社
会
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
一
方
で
、
正
確

な
数
字
や
厳げ
ん

格か
く

な
時
間
の
縛し
ば

り
、
あ
る
い
は
細
か
い
規
則

な
ど
に
取
り
巻
か
れ
る
中
、

私
た
ち
が
比
較
さ
れ
、
格か
く

付づ

け
さ
れ
、
さ
ら

に
は
競
争
に
勝
つ
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
傾

向
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
住
む
世
の
中
が

精せ
い

巧こ
う

な
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
良
く
な
っ
て
い

る
面
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、息
苦
し
く
、

窮き
ゅ
う
く
つ屈
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
私
は
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
周
囲
か
ら
の
圧
力
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
自
ら
が
、「
他
人
と
比

べ
て
ど
う
な
の
か
」
と
い
う
心
の
モ
ノ
サ
シ

を
す
ぐ
に
引
っ
張
り
出
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
一
番
に

な
る
ん
だ
」、「
あ
い
つ
に
は
負
け
な
い
」
な

ど
、
自
分
へ
の
発は
っ

憤ぷ
ん

材
料
と
し
て
は
と
て
も

効
果
的
で
あ
り
、
成
長
や
発
展
に
貢こ
う

献け
ん

す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は

『
周
囲
の
人
た
ち
』
を
過
度
に
意
識
し
て
し

ま
う
よ
う
で
す
。
み
な
さ
ん
も
、
行こ
う

為い

の
本

質
的
な
善
悪
を
指
摘
さ
れ
る
よ
り
、「
そ
ん

な
こ
と
を
し
て
い
る
と
み
ん
な
か
ら
笑
わ
れ

て
し
ま
い
ま
す
よ
」
と
し
つ
け
ら
れ
て
き
た

経
験
は
き
っ
と
お
あ
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
日
本
人
は
周
り
の
存
在
と
自
ら
と

の
対
比
を
徹
底
的
に
教
え
込
ま
れ
、
そ
の
結

果
、
心
の
中
の
モ
ノ
サ
シ
は
血
や
肉
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
副
作
用
と
し

て
、
自
ら
の
人
生
を
唯
一
無
二
の
尊
い
も
の

だ
と
は
せ
ず
、
周
囲
と
比
較
す
る
モ
ノ
サ
シ

を
使
っ
て
幸
せ
か
不
幸
せ
か
を
確
認
し
て
し

ま
い
が
ち
で
す
。
時
に
他
人
を
見
下
し
優ゆ

う

越え
つ

　

正
直
に
言
っ
て
お
き
ま
す
。
私
は
あ
の

『
ア
ナ
と
雪
の
女
王
』
と
い
う
映
画
を
見
て

い
ま
せ
ん
。
で
も
、
映
画
の
宣
伝
は
テ
レ
ビ

で
よ
く
見
ま
し
た
。
す
ご
く
ヒ
ッ
ト
し
た
の

だ
そ
う
で
す
。
こ
の
映
画
の
『
あ
り
の
ま
ま

で
』
と
い
う
歌
も
大
流
行
し
、『
レ
リ
ゴ
ー

（Let it go

）
現
象
』
な
る
も
の
も
現
れ
ま

し
た
。
映
画
を
見
た
知
人
の
一
人
は
「
と
っ

て
も
良
か
っ
た
よ
。　

あ
り
の
ま
ま
で（Let 

it go

）　

の
シ
ー
ン
が
ス
ゴ
か
っ
た
」
な
ん

て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。そ
う
い
え
ば
、

映
画
の
影
響
か
老
い
も
若
き
も
「
レ
リ
ゴ
ー

　

レ
リ
ゴ
ー
」
と
両
手
を
広
げ
て
歌
っ
て
い

る
様
子
が
テ
レ
ビ
に
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

さ
て
、
か
つ
て
英
語
の
よ
う
な
も
の
を
高

校
生
に
教
え
て
い
た
こ
の
私
に
「
レ
リ
ゴ
ー

（ Let  it go 

）」
の
意
味
を
和
訳
さ
せ
て

い
た
だ
く
な
ら
、「
放
っ
て
お
け
」
と
か
「
あ

き
ら
め
ろ
」と
い
う
よ
う
な
も
ん
な
ん
で
す
。

「
あ
り
の
ま
ま
で
」
と
は
少
し
違
う
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
結
局
、
こ
の
訳
は
多
く
の
日

本
人
が
心
の
奥
底
で
欲
し
が
っ
て
い
た
も
の

を
見
事
に
言
い
表
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
的
日

本
語
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
ピ
ッ
タ

リ
の
音
楽
と
迫
力
の
あ
る
映
像
と
が

重
な
り
あ
い
、
大
ヒ
ッ
ト
に
つ
な

が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
邪じ
ゃ

推す
い

す
る

の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
え
ば
、
本
の
タ
イ
ト
ル
が

『
あ
り
の
ま
ま
で
』
に
近
い
も
の
も

結
構
あ
り
ま
す
よ
ね
。『
あ
な
た
は
、

あ
な
た
の
ま
ま
で
い
て
く
だ
さ
い
』

（
鈴
木
秀
子
著
）、『
置
か
れ
た
場
所

で
咲
き
な
さ
い
』（
渡
辺
和
子
著
）

『
悩
ま
な
い　

あ
る
が
ま
ま
で
今
を

生
き
る
』（
矢
作
直
樹
著
）
な
ど
な

ど
。
か
な
り
売
れ
て
い
る
ん
だ
そ
う

あ
り
の
ま
ま
で

感
に
浸ひ
た

り
、
時
に
自
ら
を
卑ひ

下げ

し
劣れ
っ

等と
う

感
に

苛さ
い
な
ま
れ
る
。
そ
ん
な
中
で
、
他
人
と
比
較

し
な
い
「
あ
り
の
ま
ま
で
」
と
は
、
カ
ラ
カ

ラ
に
な
っ
た
私
た
ち
の
心
に
水
を
与
え
て
く

れ
る
よ
う
な
、
と
っ
て
も
ス
テ
キ
な
言
葉
と

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

仏
教
と
は
、『
苦
し
み
の
連
続
で
あ
る
人

生
』
を
ど
う
生
き
生
き
と
生
き
て
い
く
か
に

つ
い
て
洞ど
う

察さ
つ

を
深
め
て
い
っ
た
教
え
で
も
あ

り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
苦
し
み
の
多
い

人
生
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
て
い
く
人
間
の

根
源
的
な
願
い
が
仏
教
経
典
に
込
め
ら
れ
、

そ
の
一
部
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
そ
の
世
界
の

教
え
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
阿
弥
陀
さ
ま

の
世
界
と
は
、
比
較
や
評
価
の
な
い
世
界
で

あ
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
と
は
、
ま
さ
に

「
あ
な
た
は
あ
な
た
の
ま
ま
で
す
ば
ら
し
い

の
で
す
よ
」
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。

　

人
生
は
、思
い
通
り
に
は
展
開
し
ま
せ
ん
。

病
気
や
事
故
や
災
難
な
ど
様
々
な
『
第
一
の

矢
』
は
私
た
ち
の
身
に
否い
や

応お
う

な
し
に
飛
ん
で

き
ま
す
。
こ
の
『
第
一
の
矢
』
を
未
然
に
防

ぐ
こ
と
な
ど
無
理
な
話
で
す
。
そ
の
『
第
一

の
矢
』
に
よ
っ
て
心
が
折
れ
て
し
ま
う
こ
と

を
『
第
二
の
矢
』
と
す
る
な
ら
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
世
界
を
信
じ
る
心
は
、
き
っ
と
『
第
二

の
矢
』
の
被
害
を
食
い
止
め
、
生
き
生
き
と

生
き
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

（
住
職
記
）

養寿寺の阿弥陀さま

♪♪

♪♪
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養 寿 寺 だ よ り

が
あ
り
、
１
０
月
に
多
く
の
寺
院
を
訪
ね
て
、
そ
の
仏

教
徒
の
生
活
を
見
て
き
ま
し
た
。

　

英
国
の
植
民
地
前
に
は
、
ほ
と
ん
ど
消
滅
状
態
に

あ
っ
た
仏
教
は
、
植
民
地
支
配
に
反
対
す
る
運
動
の
中

で
復
活
し
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
の
影

響
で
、
上
座
仏
教
が
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。
少
数
民
族

と
し
て
は
、
バ
ル
ワ
族
、
マ
ル
マ
族
、
チ
ャ
ク
マ
族
、

ラ
カ
イ
ン
族
な
ど
が
あ
り
、
伝
統
や
儀
礼
は
異
な
る
も

の
の
、
仏
教
徒
と
し
て
の
共
通
性
も
多
く
あ
り
ま
す
。

パ
ー
リ
語
の
経
典
を
読
ん
だ
り
、
僧
侶
が
２
２
７
の
戒

律
を
守
り
、
在
家
者
が
布
施
に
よ
っ
て
功
徳
を
積
む
こ

と
は
上
座
仏
教
に
共
通
し
て
い
ま
す
。

　

民
族
的
な
共
通
性
と
し
て
同
姓
で
あ
る
こ
と
が
多

く
、
名
前
を
聞
け
ば
そ
の
民
族
が
わ
か
る
よ
う
で
す
。

顔
形
も
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
特
徴
が
あ
る
よ
う
で
、
私

も
チ
ャ
ク
マ
族
の
若
い
沙
弥
か
ら
礼
拝
さ
れ
、
同
じ
民

族
の
僧
侶
と
見
ら
れ
た
よ
う
で
し
た
。
ま
た
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
を
川
を
挟
ん
で
暮
ら
す
ラ
カ
イ
ン
族
は
、
儀
礼
も

経
典
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
で
行
っ
て
お
り
、
寺
院
の
構
造

も
高
床
式
で
他
民
族
と
は
異
な
る
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。

　

仏
教
徒
の
少
数
民
族
に
と
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
圧

倒
的
な
力
を
持
つ
社
会
で
は
、
政
治
的
な
弾
圧
や
迫
害

な
ど
も
あ
り
、
仏
教
の
信
仰
を
守
る
こ
と
は
決
し
て
簡

単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
地
域
は
、
外
国
人

の
入
境
に
は
特
別
な
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
道
路
に

は
軍
の
検
問
所
が
あ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
ま
し

た
。 

２
０
１
２
年
９
月
に
は
仏
教
徒
が
多
く
暮
ら
す

町
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
過
激
な
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
多

く
の
寺
院
や
住
居
が
焼
き
討
ち
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
事

件
が
、
国
際
的
な
非
難
を
受
け
た
た
め
政
府
が
資
金
を

出
し
て
、
お
寺
を
再
建
し
て
い
る
途
中
で
し
た
。 

少

ア
ジ
ア
の
仏
教
国
を
訪
ね
て（
７
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
尾
　
明
親

 

（
略
歴
）

 

真
宗
大
谷
派
教
師

現
在
は
龍
谷
大
学
大

学
院
で
仏
教
を
研
究

す
る
か
た
わ
ら
仏
教

国
を
訪
れ
て
い
る
。

み
ん
な
の
お
寺

　養
寿
寺

　

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
少
数
民
族
仏
教
徒

　

イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
仏
教
が
、
イ
ス
ラ
ム
勢
力
の
進

攻
に
よ
っ
て
彼
の
地
で
滅
亡
し
た
の
が
１
２
世
紀
頃
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
後
ま
で
仏
教
が
守
ら
れ

た
地
域
が
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
西
側
ベ
ン
ガ
ル
地
方

で
、
現
在
は
国
境
が
あ
り
イ
ン
ド
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
に
仏
教
を
伝
え
た
ア

テ
ィ
ー
シ
ャ
師
も
、
現
在
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
出
身

で
す
。

　

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
面
積
が
日
本
の
４
割
ほ
ど
で
す

が
、
人
口
は
１
億
５
千
万
人
を
超
え
、
ガ
ン
ジ
ス
川
な

ど
の
河
口
に
開
け
た
平
地
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
を
国
教

と
す
る
国
で
す
。
ア
ジ
ア
人
で
最
初
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
を

受
け
た
タ
ゴ
ー
ル
は
ベ
ン
ガ
ル
語
の
詩
人
と
し
て
有
名

で
、
現
在
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
国
歌
も
タ
ゴ
ー
ル
作

詞
の
も
の
で
す
。
最
近
日
本
で
は
、
タ
レ
ン
ト
の
ロ
ー

ラ
さ
ん
の
国
と
し
て
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

  

人
口
の
９
割
が
イ
ス
ラ
ム
教
で
、
仏
教
徒
は
１
％
以

下
で
す
約
１
０
０
万
人
ぐ
ら
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

南
東
の
チ
ッ
タ
ゴ
ン
高
原
を
中
心
に
少
数
民
族
の
地
域

一
．
書
い
て
学
ぶ
正
信
偈　

蓮れ
ん

華げ

の
会

　

九
月
か
ら
新
し
く
始
め
た
「
正
信
偈
を
書
写
し
て
い

た
だ
き
な
が
ら
学
ぶ
集
い
『
蓮
華
の
会
』」
に
八
名
の

方
が
ご
参
加
さ
れ
、
予
定
し
て
い
た
六
回
の
集
い
を
つ

つ
が
な
く
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
寺
と
い
う

特
殊
空
間
で
心
落
ち
着
い
て
書
写
に
取
り
組
ん
で
い
た

だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
次
年
度

以
降
も
ま
た
、
題
材
を
変
え
て
『
蓮
華
の
会
』
を
企
画

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
．
体
験　

ヨ
ガ
講
座  

（
骨
盤
調
整
）

　

二
月
三
日
（
火
）
と
三
月
十
日
（
火
）

数
民
族
で
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
系
が
多
い
の
で
す
が
、
独
自

の
言
語
や
服
装
、
焼
畑
耕
作
で
の
移
動
生
活
の
伝
統
も

あ
っ
て 

、
政
府
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
入
植
政
策

か
ら
土
地
を
奪
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
都
会
に
出
て
行

く
若
者
も
多
い
の
が
現
実
で
す
。 

首
都
ダ
ッ
カ
に
も

大
き
な
仏
教
寺
院
が
あ
り
、
チ
ッ
タ
ゴ
ン
出
身
の
多
く

の
人
々
が
訪
れ
て
、
仏
像
の
前
で
礼
拝
や
瞑
想
を
し
て

い
ま
し
た
。

　

自
己
の
信
仰
を
守
る
こ
と
の
困
難
さ
と
そ
の
努
力
に

は
、
考
え
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

【
お
知
ら
せ
】
横
尾
さ
ん
は
、
今
年
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ

の
大
学
で
日
本
語
を
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
い
ま
ま
で
、
ア
ジ
ア
の
仏
教
国
を
ご
紹
介
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
今
回
を
も
っ
て
終
了

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
様
子

を
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
横
尾
さ
ん
に
伝
え
て
い
た
だ
く
こ

と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。（
住
職
記
）

　

午
後
一
時
か
ら
七
〇
分 

参
加
費
一
回
千
円

　

講
師　

池
浦
麻
理
子
先
生

　

呼
吸
法
を
取
り
入
れ
、
骨
盤
の
ゆ
が
み
を
整
え
全
身

の
リ
ン
パ
の
流
れ
を
良
く
す
る
ヨ
ガ
体
験
で
す
。
ヨ
ガ

は
古
代
イ
ン
ド
発
祥
の
修
行
法
で
、
心
に
ゆ
と
り
や
落

ち
着
き
を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
今
回
は
ヨ
ガ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
池
浦
先
生
を

お
招
き
し
、
体
験
レ
ッ
ス
ン
を
２
回
実
施
す
る
こ
と
を

企
画
し
ま
し
た
。
お
問
い
合
わ
せ
や
参
加
ご
希
望
の
方

は
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
☎　

五
二
―
四
四

七
〇
）

　

当
日
は
、
運
動
の
し
や
す
い
服
装
で
バ
ス
タ
オ
ル
を

ご
用
意
く
だ
さ
い
。

三
． 

御
仏
供
米
料
の
ご
寄
付
に
つ
い
て

　

今
ま
で
お
寺
や
花
園
仏
教
世
話
方
会
な
ど
の
活
動
基

金
と
し
て
御
仏
供
米
料
を
花
園
自
治
区
を
通
じ
て
集
め

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
政
教
分
離
の
観
点
よ
り
こ
の

形
式
を
取
り
や
め
、
来
年
度
か
ら
は
養
寿
寺
と
ご
縁
の

あ
る
方
に
ご
協
力
を
ご
依
頼
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
変
更
す
る
こ
と
や
御
仏
供
米
料
の
集
め
方
に
つ
い

て
住
職
、
養
寿
寺
総
代
と
花

園
仏
教
世
話
方
会
代
表
メ
ン

バ
ー
計
十
人
で
検
討
を
重
ね

て
お
り
ま
す
。

　

何
卒
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解

ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ

ま
す
。

　

一
周
忌
・
・
・
・
・
平
成
二
十
六
年　

ご
逝
去

　

三
回
忌
・
・
・
・
・
平
成
二
十
五
年　
　

〃

　

七
回
忌
・
・
・
・
・
平
成
二
十
一
年　
　

〃

　

十
三
回
忌
・
・
・
・
平
成
十
五
年　
　
　

〃

　

十
七
回
忌
・
・
・
・
平
成
十
一
年　
　
　

〃

　

二
十
三
回
忌
・
・
・
平
成
五
年　
　
　
　

〃

　

二
十
七
回
忌
・
・
・
平
成
元
年　
　
　
　

〃

　

三
十
三
回
忌
・
・
・
昭
和
五
十
八
年　
　

〃

　

三
十
七
回
忌
・
・
・
昭
和
五
十
四
年　
　

〃

　

四
十
三
回
忌
・
・
・
昭
和
四
十
八
年　
　

〃

平
成
二
十
七
年
度

　年
忌

　早
見
表

托鉢の様子

バングラデシュお寺の法要の様子

バングラデシュお寺の様子

バングラデシュ（外務省HPより）

書いて学ぶ正信偈　活動風景

御仏供米料ご寄付　検討会の様子

ヨガ体験講座の様子
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と
っ
て
は
、
大
切
な
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
を
機
縁
と

し
て
祠
堂
金
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
亡
き
人

の
追
悼
法
要
の
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
本
年
度
も
該

当
の
方
に
は
連
絡
申
し
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
八
〇
名
以
上

の
方
に
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
法
要
の
後
、
法
話

の
部
で
は
、
三
重
県
正
寶
寺
住
職
、
藤
元
愛
吉
先
生

「
い
の
ち
、
み
な
生
き
ら
れ
る
べ
し
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
お
斎
（
昼
食
）

は
、
特
製
の
精
進
料
理
を
お
出
し
て
お
り
ま
す
。

四
．
報
恩
講

　

十
月
二
十
四
日
～
二
十
六
日
の
三
日
間
、
養
寿
寺
報

恩
講
を
厳
修
し
ま
し
た
。
今
年
も
、
法
要
の
形
式
は
概

ね
同
じ
で
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
正
信
偈
を
映
し
、
お
読
み

い
た
だ
き
や
す
く
し
ま
し
た
。
ま
た
、
法
話
に
つ
い
て 

は
初
日
は
養
寿
寺
住
職
、
二
日
目
は
西
本
願
寺
の
小
野

正
信
先
生
。
最
終
日
は
和
田
真
雄
先
生
で
し
た
。
本
年

度
も
、
永
田
や
仏
壇
店
さ
ん
に
出
張
販
売
を
行
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
御
志
納
い
た
だ
い
た
方
は
二
〇
三

名
。
拙
寺
報
恩
講
の
御
志
納
者
数
と
し
て
は
過
去
最

高
と
な
り
ま
し
た
。
御
志
納
い
た
だ
い
た
金
額
は
、

五
十
九
万
八
千
円
で
し
た
。
多
く
の
方
々
よ
り
ご
参

詣
、
な
ら
び
に
御
志
納
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
感

謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

一
．
法
話
会

　

九
月
四
日
に
花
園
仏
教
会
世
話
方
会
主
催
の
秋
の
法

話
会
が
養
寿
寺
庫
裏
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は

五
十
七
名
（
前
年
比
三
名
減
）
。
講
師
は
、
堀
田
護
先

生
で
し
た
。

　

十
月
三
日
に
は
、
養
寿
寺
同
朋
会
主
催
・
花
園
仏

教
世
話
方
会
協
賛
の
秋
の
法
話
会
を 

執
り
行
い
ま
し

た
。
参
加
者
は
五
十
二
名
（
前
年
比
二
名
増
）
。
講
師

は
、
伊
奈
祐
諦
先
生
で
し
た
。
ま
た
、
来
年
度
の
同
朋

会
役
員
の
方
も
ご
参
加
い
た
だ
き
、
新
旧
合
同
で
お
斎

（
昼
食
）
の
準
備
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

二
．
暁
天
講
座

　

八
月
の
六
日
～
八
日
の
三
日
間
、
暁
天
講
座
を
執
り

行
い
ま
し
た
。
一
日
目
が
豊
田
市
願
正
寺
の
鶴
見
榮
鳳

先
生
。
二
日
目
が
愛
知
教
育
大
学
教
授
の
鷹
巣
純
先

生
。
地
獄
絵
図
に
つ
い
て
興
味
深
い
お
話
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
三
日
目
が
三
菱U

F
J

信
託
銀
行
の
佐

藤
知
明
先
生
。
『
終
活
』
を
テ
ー
マ
に
お
金
に
ま
つ
わ

る
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
、
参
加
申
込

者
数
が
一
〇
四
名
に
な
り
、
養
寿
寺
暁
天
講
座
参
加
人

数
と
し
て
は
今
ま
で
で
一
番
多
く
な
り
ま
し
た
。
来
年

度
、
暁
天
講
座
を
『
こ
こ
ろ
の
元
気
塾
』
と
名
称
変
更

し
、
さ
ら
な
る
充
実
を
図
り
な
が
ら
実
施
し
て
い
く
予

定
で
す
。
ま
た
、
大
谷
派
僧
侶
に
こ
だ
わ
ら
ず
い
ろ
ん

な
分
野
で
ご
活
躍
の
先
生
に
お
話
し
い
た
だ
く
こ
と
を

考
え
て
お
り
ま
す
。

三
．
永
代
祠
堂
法
要

　

九
月
二
十
三
日
（
火
）
養
寿
寺
永
代
祠
堂
法
要
を
厳

修
し
ま
し
た
。
こ
の
仏
事
は
、
仏
の
教
え
が
永
代
ま
で

に
伝
わ
る
こ
と
を
願
い
寺
院
護
持
に
ご
支
援
い
た
だ
い

た
方
へ
の
感
謝
の
法
要
で
あ
り
、
参
詣
さ
れ
る
方
々
に

養
寿
寺
施
設
や
備
品
の

　
　
　充
実
に
つ
い
て
の
ご
報
告

本
年
度
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　

 

主
な
行
事 

ご
報
告

　

本
年
度　

本
山
か
ら
の
御
依
頼
額

　

一
〇
〇
万
八
千
六
百
円

　
（
同
朋
会
員
志
四
万
二
千
五
百
円
含
む
）

　

み
な
さ
ま
の
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、
早
期
に
、

し
か
も
、
御
依
頼
額
を
遥
か
に
上
ま
わ
る
額
（
約

一
二
五
％
）
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
よ
り

御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
本
山
御
依
頼
割
当
（
経
常
費
）
に
つ
き

ま
し
て
は
、
本
山
収
骨
・
院
号
申
請
に
対
す
る
御
懇
志

を
充
て
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

（
一
） 

本
山
須
彌
壇
収
骨

   

久
松
す
え
子 

様   

大
森
夏
代 

様

   

樹
神　

守 

様　

   

水
谷　

猛 

様

   

牧
野
友
子
（
養
寿
寺
前
坊
守
）

   

匿
名
希
望
の
方
一
名

　

＊  

一
体　

十
二
万
円
の
ご
志
納

（
二
） 

院
号
申
請

　

中
司
繁
広 

様   　

市
石
康
男 

様

　

池
田
全
輝
夫 

様   

水
谷　

猛 

様

　

匿
名
希
望
の
方
一
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
順
不
同
）

　

＊  

院
号
申
請　

八
万
円
の
ご
志
納

（
三
）
同
朋
会
員
志

   

花
園
仏
教
世
話
方
会
会
計
様
よ
り

本
年
度
　
御
依
頼
割
当
の
ご
報
告

ご
　  
い
　
ら
い

か
っ 

と
う

（
一
）
養
寿
寺
庫
裏
ト
イ
レ
工
事

　
　
　
　

六
十
四
万
八
百
円

　

四
十
七
回
忌
・
・
・
昭
和
四
十
四
年　
　

〃

　

五
十
回
忌
・
・
・
・
昭
和
四
十
一
年　
　

〃

　

年
忌
法
要
の
こ
と
は
も
と
よ
り
、
ご
自
宅
の
仏
壇
の

こ
と
、
お
布
施
の
こ
と
な
ど
ご
相
談
い
た
だ
く
こ
と
も

仏
教
に
触
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
通
じ
る
と
思
い
ま

す
。
遠
慮
無
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
☎
（
〇
五
六
五
）
五
二
ー
四
四
七
〇
）

（
二
）
扇
風
機
四
台

　
　
　
　

三
万
八
千
九
百
八
十
八
円

（
三
）
本
堂
椅
子 

十
脚

　
　
　
　

四
万
一
千
四
十
円

（
四
）
焼
香
台

　
　
　
　

四
万
円

（
五
）
パ
ソ
コ
ン
＋
ソ
フ
ト

　
　
　
　

十
六
万
五
千
円

　

な
お
、 

物
品
購
入
並
び
に
施
設
充
実
の
た
め
の
費
用

に
つ
い
て
は
主
に
養
寿
寺
に
御
志
納
い
た
だ
い
た
祠
堂

金
よ
り
支
払
っ
て
お
り
ま
す
。
本
年
度
は
、

　

寺
田
重
雄 

様　

寺
田
久
子 

様

　

都
築
和
夫 

様　

野
村
昌
美 

様

　

樹
神
文
一 

様

　

右
記
の
方
よ
り
祠
堂
金
を
御
志
納
い
た
だ
き
ま
し

た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

報恩講　２ 永代祠堂法要　お斎の様子

暁天講座　お話の様子

報恩講　１ 永代祠堂法要の様子

法話会準備　おみがきの様子

男性用　トイレ椅子　十脚パソコンとソフトウェア

女性用　トイレ扇風機　４台焼香台
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ま
た
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
も
重
ね
て
感

謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
次
年
度
以
降
も
内
容
の
充
実
を
図

り
な
が
ら
、
さ
ら
に
多
く
の
方
に
ご
参
詣
い
た
だ
く
よ

う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

五
．
高
岡
組
門
徒
会
主
催

　
　
　
　
　

本
山
報
恩
講
団
体
参
拝

　

十
一
月
二
十
五
日
・
二
十
六
日
、
京
都
本
山
東
本
願

寺
報
恩
講
参
拝
お
よ
び
研
修
旅
行
（
一
泊
二
日
）
に
養

寿
寺
か
ら
７
名
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

二
十
五
日
の
午
前
の
法
要
に
お
参
り
し
、
伏
見
の
『
月

の
蔵
人
』
で
豆
腐
料
理
を
食
べ
、
宿
泊
地
、
淡
路
島
に

向
か
い
ま
し
た
。
ホ
テ
ル
『
ザ
サ
ン
プ
ラ
ザ
』
で
温
泉

に
つ
か
り
、
瀬
戸
内
海
料
理
を
堪た

ん

能の
う

し
、
日
頃
の
疲
れ

を
温
泉
で
癒
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
二
日
目
は
紅
葉
で

有
名
な
神
戸
『
太
山
寺
』
な
ど
を 

訪
れ
、
秋
を
愛
で

る
旅
と
な
り
ま
し
た
。
来
年
度
も
、
本
山
参
拝
（
一

日
）
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

六
．
お
寺
で
ラ
ジ
オ
体
操

　
　
　
　
　
　
　
　

お
経
の
お
稽
古

　

本
年
度
も
八
月
二
十
二
日
～
二
十
五
日
の
四
日
間
、

朝
の
六
時
半
か
ら
『
お
寺
で
ラ
ジ
オ
体
操
と
お
経
の
お

稽
古
』
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
花
園
子
供
会
や
花
園

郵
便
局
の
ご
協
力
に
よ
り
、
三
十
名
以
上
の
方
に
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
正
信
偈
を
読
む
お
稽
古
を
し
ま

し
た
が
、
改
め
て
子
ど
も
の
習
得
能
力
の
見
事
さ
に
驚

き
ま
し
た
。
来
年
度
以
降
は
、
地
域
の
子
ど
も
対
象
と

し
た
行
事
も
充
実
さ
せ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

七
．
お
盆
の
戦
没
者
墓
前
追
悼
法
要

　
　

養
寿
寺
で
の
戦
没
者
追
悼
法
要

　

八
月
の
十
四
日
朝
、
花
園
町
戦
没
者
墓
地
で
の
墓
前

追
悼
法
要
、
な
ら
び
に
、
十
二
月
八
日
に
花
園
町
戦
没

者
追
悼
法
要
が
花
園
町
戦
没
者
遺
族
会
主
催
で
執
り
行

わ
れ
ま
し
た
。
養
寿
寺
本
堂
南
側
に
先
の
大
戦
で
国
の

た
め
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
お
写
真
が
掛
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
戦
後
六
十
九
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、

あ
の
悲
劇
は
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
非
戦
の

誓
い
と
平
和
へ
の
願
い
を
込
め
た
特
別
な
法
要
と
位
置

づ
け
、
お
寺
と
し
て
も
こ
の
法
要
を
大
切
に
し
て
い
ま

す
。

八
．
花
園
町　

地
蔵
盆

　

今
年
も
八
月
下
旬
に
に
、
花
園
町
の
四
カ
所
で
地
蔵

仏
事
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ 

《
７
》

12月31日（水）　除夜の鐘　11時45分から
 １月１日（木）　修正会　午前０時から　正信偈を読みます。
 １月４日（日）　養寿寺主催　書き初め会　午前中　　
 ３月21日（土）　蓮如忌第１日　午後　勤行と法話
 　法話担当　養寿寺住職
  〃 22日（日）　蓮如忌第２日　午前　勤行と落語　お斎（とき）
 　　　　　　　午後　音楽法要と落語
 　落語　笑福亭仁智　師匠　と　お弟子さん一人
　《花園コーラス練習日
　 ２月18日（水）・３月４日（水）・３月11日（水）・３月18日（水）》
 ４月８日（水） 花まつり（甘茶・抹茶をお出ししております）
 　16時～　子ども　花まつり（新企画）　
 ５月11日（月）　花園仏教世話方会主催　春の法話会
 　講師　西尾市安楽寺住職　伊奈祐諦 先生　
 ６月15日（月）　養寿寺同朋会主催　初夏の法話会　お斎あり
 　講師　岡崎市本宗寺住職　堀田　護 先生

【楽しく学ぶ仏教セミナー】　場所：養寿寺庫裏
　日時：毎月最終日曜日夕方６：55～７：50   参加無料
　　　 １月25日(日)／２月22日（日)／４月26日(日)
　　　 ５月31日(日）／６月28日(日)／７月26日(日)

【
質
問
】　

数
珠
の
持
ち
方
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

【
回
答
】　

は
っ
き
り
し
な
い
の
は
、
各
仏
教
宗
派
に

よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
だ
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
も
そ

も
、
真
宗
大
谷
派
で
は
『
数
珠
』
と
は
言
わ
ず
『
念

珠
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

真
宗
大
谷
派
の
念
珠
の
持
ち
方
は
両
方
の
手
を
輪
の

中
に
い
れ
ま
す
。
左
の
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
参
考

に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
時
に
は

紐
が
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
不
吉
な
こ

と
が
起
こ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
料
で
す
が
仏

壇
屋
さ
ん
で
も
紐
を
取
り
替
え
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

盆
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
町
の
安
全
を
願
う
道
祖
神

信
仰
と
仏
教
が
融
合
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

確
か
に
、
道
が
交
わ
る
一
角
や
町
の
入
口
と
い
っ
た
よ

う
な
場
所
に
お
地
蔵
さ
ん
が
立
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
町

の
安
全
は
地
域
の
連
携
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
地
蔵
盆
を
機
縁
と
し
、
地
域
の
人
が

お
互
い
顔
を
合
わ
せ
、
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
町

の
安
全
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
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【 

平
成
27
年
６
月
ま
で
の
主
な
予
定
ご
案
内
】

法話会

蓮如忌　２

仏教セミナー

蓮如忌　１ 花まつり

二連の念珠の場合（房は上）

花園町　戦没者　追悼法要 正信偈のお稽古

報恩講　４報恩講　６団体参拝　神戸市　太山寺

ふれあいクラブ前　地蔵盆

念珠の持ち方（房は下）

戦没者墓前追悼法要 ラジオ体操の様子

報恩講　３報恩講　５団体参拝　本山東本願寺

花園町　小松原の地蔵盆


