
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

〇
除
夜
の
鐘

２
０
２
１
年
１
２
月
３
１
日
（
金
）

午
後
１
１
時
半
～

西
覚
寺
に
あ
る
小
ぶ
り
の
鐘
を
叩
き
ま
す
。
ど
な
た
で
も
ど
う
ぞ
。

〇
元
旦
会

2
0
2
2
年
1
月
１
日
（
土
）

午
前
0
時
半
～

・

午
後
２
時
～

新
年
は
じ
め
の
正
信
偈
の
お
勤
め
を
ご
一
緒
に
い
か
が
で
す
か
？

〇
春
季
彼
岸
会

３
月
２
１
日
（
祝
・
月
）

午
後
１
時
半
～

落
語
と
法
話
の
会
。
落
語
は
住
職
の
友
人
。
演
目
は
『
寿
限
無
』
の
予
定

〇
永
代
経
法
要

4
月
２
５
日
（
月
）

午
前
１
０
時
半
～
・
午
後
１
時
半
～

法
話

小
山
興
圓

師
（
安
城
市
・
真
宗
大
谷
派

本
證
寺
住
職
）

〇
花
ま
つ
り
（
お
釈
迦
様
の
お
誕
生
を
お
祝
い
し
ま
し
ょ
う
）

５
月
２
8
日
（
土
）

午
前
１
０
時
～
午
後
４
時
頃

お
子
様
・
お
孫
様
連
れ
で
お
参
り
下
さ
い
。

〇
初
参
式
並
び
に
小
学
校
入
学
祝
い
の
会

６
月
5
日
（
日
）

午
後
２
時
～

お
子
様
・
お
孫
様
が
生
ま
れ
た
、
小
学
校
に
入
学
し
た
。
そ
の
節
目
に

ご
家
族
一
緒
に
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
参
り
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。

〇
盂
蘭
盆
会
・
物
故
者
追
悼
法
要

７
月
１
５
日
（
金
）

午
前
１
０
時
半
～
・
午
後
１
時
半
～

法
話

竹
本
崇
嗣

師
（
刈
谷
布
教
所
・
本
願
寺
派
布
教
使
）

※
午
後
の
物
故
者
追
悼
法
要
は
、
２
０
２
１
年
６
月
以
降
に
御
往
生
さ
れ

た
方
を
対
象
に
勤
ま
り
ま
す
。
ご
家
族
の
方
は
ど
う
ぞ
お
参
り
下
さ
い
。

〇
秋
季
彼
岸
会

9
月
２
３
日
（
金
・
祝
）

午
前
１
０
時
半
～
・
午
後
１
時
半
～

法
話

三
井
求

（
西
覚
寺
住
職
）

〇
報
恩
講
法
要

１
１
月
２
７
日
（
日
）

午
前
１
０
時
半
～
・
午
後
１
時
半
～

法
話

佐
々
木
隆
晃

師
（
相
愛
大
学
准
教
授
）

西覚寺だより 第１４号 ２０２１年１０月

西
覚
寺
だ
よ
り

第
１
４
号

報
恩
講
法
要
の
ご
案
内

●

日
に
ち

十
一
月
二
十
八
日
（
日
）

●

午
前
の
部

午
前
十
時
半

～

正
午
頃

内
容

・
お
勤
め
（
正
信
偈
六
首
引
き
）

・
御
伝
鈔
拝
読
（
下
巻
五
段
）
・
ご
法
話

※
感
染
症
対
策
の
た
め
「
お
斎
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●

午
後
の
部

午
後
一
時
半
～
午
後
三
時
頃
（
休
憩
あ
り
）

内
容

・
お
勤
め
（
正
信
念
仏
偈
作
法
第
二
種
）

・
御
伝
鈔
拝
読
（
下
巻
五
段
）
・
ご
法
話

●

布
教
使

植
田

豊

師
（
和
歌
山
県
・
錬
者
）

植
田
先
生
は
、
住
職
や
連
れ
合
い
が
中
央
仏

教
学
院
に
通
っ
て
い
る
こ
ろ
に
お
世
話
に

な
っ
た
方
で
す
。
や
さ
し
く
や
わ
ら
か
い
語

り
口
で
、
ご
法
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

●

持
ち
物

不
織
布
マ
ス
ク
着
用
の
上
、
御
参
拝
下
さ
い

お
念
珠
、
門
徒
式
章
（
お
持
ち
の
方
）
、

御
仏
前
（
受
付
に
お
渡
し
下
さ
い
）

☆

報
恩
講
に
お
参
り
下
さ
っ
た
皆
様
に
、
本
願
寺
発
行
の

「
2
0
2
2
年
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
お
配
り
し
ま
す
。

引
き
続
き
、
感
染
症
対
策
を
講
じ
て
勤
修
致
し
ま
す
。

換
気
も
し
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま
必
ず
暖
か
い
服
を

着
て
御
参
拝
下
さ
い
。

２
０
２
２
年

年
間
法
要
予
定

1 ページ



難
く
、
そ
う
で
な
い
悪
人
は
受
け
入
れ

易
い
。
阿
弥
陀
様
の
お
救
い
の
肝
要
は
、

自
力
に
励
む
こ
と
で
は
な
く
、
阿
弥
陀

様
の
お
心
に
こ
の
身
を
委
ね
る
こ
と
で

す
か
ら
、
『
阿
弥
陀
様
の
お
心
を
な
か

な
か
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
善

人
で
さ
え
救
わ
れ
て
い
く
。
ま
し
て
、

悪
人
が
救
わ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
る
と
、
歎

異
抄
の
こ
の
お
言
葉
の
善
人
・
悪
人
と

は
、
修
行
を
積
み
自
ら
の
力
で
自
ら
の

心
を
浄
ら
か
に
で
き
る
も
の
を
善
人
、

そ
う
で
な
い
も
の
を
悪
人
。

そ
の
悪
人
を
救
い
の
ま
さ
し
き
目
当

て
（
正
機
）
と
さ
れ
た
の
が
阿
弥
陀
様

で
し
た
。
「
す
べ
て
私
に
任
せ
な
さ

い
」
と
い
う
阿
弥
陀
様
の
お
心
に
こ
の

身
を
委
ね
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
す
。

し
か
し
、
今
ま
で
自
力
で
修
行
に
励

ん
で
き
た
善
人
に
と
っ
て
は
、
「
今
ま

で
の
す
べ
て
を
捨
て
る
」
に
等
し
い
阿

弥
陀
様
の
こ
の
お
言
葉
は
受
け
入
れ
難

く
、
阿
弥
陀
様
の
お
心
に
背
き
や
す
い
。

一
方
で
、
そ
も
そ
も
捨
て
る
も
の
の
無

い
悪
人
は
受
け
入
れ
易
い
、
阿
弥
陀
様

の
お
心
に
適
い
や
す
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
そ
ん
な
善
人
で
さ

え
、
阿
弥
陀
様
の
お
心
に
触
れ
、
今
ま

で
の
修
行
を
投
げ
捨
て
、
阿
弥
陀
様
に

す
べ
て
を
委
ね
る
な
ら
ば
救
わ
れ
る
の

で
す
か
ら
、
悪
人
が
救
わ
れ
る
の
は
言

う
ま
で
も
な
い
」
と
仰
ら
れ
た
の
で
す
。

さ
て
、
大
事
な
こ
と
は
、
今
ま
で
の

話
の
中
で
、
「
私
」
は
誰
に
あ
て
は
ま

る
の
か
、
で
す
。
仏
教
は
「
私
」
抜
き

に
聞
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な

く
と
も
、
先
の
例
の
中
で
登
場
し
た
、

「
テ
ス
ト
な
ん
て
ど
う
で
も
い
い
」
と

先
生
の
提
案
を
無
視
す
る
生
徒
に
は
な

ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

西覚寺だより 第十四号 令和三年十月

安
城
市
朝
日
町
１
２
‐
８

☎

０
５
６
６
‐
７
６
‐
３
５
９
４

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

西
覚
寺

◆

住
職
の
一
言
コ
ー
ナ
ー

◆

ご
自
宅
の
お
仏
壇
を
片
付
け
る
（
処

分
）
す
る
際
に
は
、
「
今
ま
で
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
」
と
い
う
主
旨
で
、

『
仏
壇
御
礼
勤
行
』
を
お
勤
め
す
る
の

が
慣
例
で
す
。
西
本
願
寺
で
は
「
し
ょ

う
ぬ
き
」
と
い
う
言
い
方
は
し
ま
せ
ん
。

ネ
ッ
ト
な
ど
で
業
者
さ
ん
を
調
べ
る

と
、
遺
品
整
理
や
家
具
処
分
と
一
緒
に
、

「
お
仏
壇
の
片
付
け
」
を
し
て
く
れ
る

業
者
さ
ん
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

業
者
に
お
願
い
す
る
と
、
そ
の
業
者
お

手
付
き
の
僧
侶
が
、
お
参
り
を
し
て
く

れ
る
そ
う
で
す
。
た
だ
、
そ
の
僧
侶
は
、

本
当
に
阿
弥
陀
様
に
帰
依
し
、
南
無
阿

弥
陀
仏
に
生
き
る
僧
侶
な
の
で
し
ょ
う

か
。
特
に
、
お
仏
壇
の
中
身
で
、
「
位

牌
だ
け
は
手
元
に
置
い
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
」
と
言
い
、
御
本
尊
を
な
い
が
し

ろ
に
す
る
人
は
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を

理
解
し
な
い
、
別
の
宗
教
の
僧
侶
で
す
。

今
ま
で
色
々
な
方
が
大
切
に
手
を
合

わ
せ
て
き
た
お
仏
壇
で
す
。
知
ら
な
い

僧
侶
に
任
せ
ず
に
、
必
ず
「
私
に
」
お

参
り
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
お
仏
壇
を

処
分
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
最
後
な
り
に

お
伝
え
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が

あ
る
の
で
す
。
処
分
に
つ
い
て
反
対
す

る
と
か
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
、

ど
う
か
お
願
い
致
し
ま
す
。

h
ttp

://sa
ik
a
k
u
ji.sa

k
u
ra
.n
e
.jp

/w
p
/

承
前
、
『
歎
異
抄
』
と
い
う
お
書
物
の

「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
」

（
意
訳
）
「
善
人
で
さ
え
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
て
も
ら
う

の
だ
か
ら
、
ま
し
て
悪
人
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
」

阿
弥
陀
様
の
お
救
い
の
肝
要
は
、
【
大
切
な
こ
と
は
た
だ
ひ
と
つ
、
私
に
す
べ

て
を
任
せ
な
さ
い
】
と
い
う
阿
弥
陀
様
の
お
心
を
、
「
お
任
せ
し
ま
す
」
と
受
け

止
め
、
阿
弥
陀
様
の
お
は
た
ら
き
に
身
を
委
ね
お
任
せ
す
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
今
ま
で
一
生
懸
命
修
行
を
積
ん
で
き
た
、
い
わ

ゆ
る
善
人
の
方
々
に
と
っ
て
は
、
「
あ
な
た
が
仏
に
成
る
た
め
に
し
て
き
た
行
い

を
す
べ
て
捨
て
な
さ
い
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
な
か

な
か
「
は
い
、
そ
う
で
す
か
」
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一

方
で
、
そ
う
い
う
修
行
を
し
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
、
修
行
し
て
も
成
果
も
見

出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
と
っ
て
は
、
こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
言
葉
は
、

あ
り
が
た
く
、
す
ん
な
り
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
で
す
。

前
号
の
あ
る
ク
ラ
ス
の
生
徒
と
先
生
の
例
で
申
し
ま
す
と
、
い
つ
も
テ
ス
ト
で

平
均
し
て
９
０
点
と
れ
る
が
1
0
0
点
は
と
れ
な
い
生
徒
、
い
つ
も
テ
ス
ト
で
は

平
均
し
て
3
0
点
を
と
る
生
徒
が
い
た
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
先
生
と
し
て
は
す

べ
て
の
生
徒
に
1
0
0
点
を
と
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
先
生

は
、
「
次
の
テ
ス
ト
で
は
必
ず
1
0
0
点
と
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
か
ら
、
今
ま
で

の
あ
な
た
の
勉
強
方
法
は
す
べ
て
捨
て
て
、
私
の
言
う
よ
う
に
勉
強
し
な
さ

い
。
」
と
そ
れ
そ
れ
の
生
徒
に
言
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

勉
強
し
て
も
成
績
が
上
が
ら
な
い
、
も
し
く
は
そ
も
そ
も
勉
強
し
て
い
な
い
生

徒
は
、
「
そ
ら
あ
り
が
た
い
。
」
と
、
そ
の
先
生
の
提
案
を
受
け
入
れ
や
す
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
「
テ
ス
ト
な
ん
て
ど
う
で
も
い
い

や
」
と
、
そ
の
先
生
の
あ
り
が
た
い
提
案
を
無
視
す
る
生
徒
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
無
視
し
た
ら
、
や
は
り
１
０
０
点
は
と
れ
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
成
績
優
秀

な
生
徒
は
と
い
え
ば
、
「
今
ま
で
の
や
り
方
で
も
1
0
0
点
ま
で
あ
と
一
歩
な
の

だ
か
ら
、
あ
え
て
今
ま
で
の
や
り
方
を
捨
て
る
こ
と
も
な
い
。
」
と
か
、
「
今
ま

で
自
分
の
力
で
優
秀
な
成
績
を
と
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
他
人
の
力
な
ど
借
り
る

必
要
も
な
い
」
と
、
先
生
の
提
案
を
突
っ
ぱ
ね
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
、
「
善
人
が
救
わ
れ
る
の
な
ら
、
悪
人
が
救
わ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
」
と
い
う
歎
異
抄
の
文
章
の
肝
で
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
成
績
優
秀
な
生

徒
が
「
善
人
」
で
す
。
成
績
の
悪
い
生
徒
が
「
悪
人
」
で
す
。

自
ら
の
力
で
修
行
に
励
ん
で
き
た
善
人
は
、
阿
弥
陀
様
の
お
心
を
受
け
入
れ

【
コ
ラ
ム
】
（
こ
れ
で
お
し
ま
い
）

善
人
が
救
わ
れ
る
の
な
ら
、

悪
人
が
救
わ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
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