
                            

      

 

４
月
を
前
に
、
一
年
を
振
り
返
っ
て 

早
く
も
１
月
２
月
３
月
が
過
ぎ
、
４
月
を
迎

え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
年
１
年
生
だ
っ
た

人
は
２
年
生
に
な
る
４
月
で
す
。 

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
年
間
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

ィ
ル
ス
に
翻
弄
さ
れ
、
何
も
で
き
な
い
一
年
と

し
て
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
何
も
で
き
な
い
一

年
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
世
の
中
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
一
年
で
し
た
。
例
え
ば
、
出
社
し
な
く
て
も
い

い
在
宅
ワ
ー
ク
や
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
会
議
な
ど
が
そ
の
代
表

と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
特
に
意
識
の
面
か
ら
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
に
関
連
し
て
の
あ
の
「
女
性
蔑
視
」
と
言
え
る
発
言
が
代
表

的
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
笑
い
話
で
す
ま
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

発
言
が
、
ス
ル
ー
さ
れ
な
い
時
代
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を

ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

「
言
わ
な
け
れ
ば
い
い
も
の
を
、
あ
ん
な
発
言
を
し
て
」
な

ど
と
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
追
求
す
る
こ
と
を
考
え
る
の
か
。「
け
し

か
ら
ん
、
あ
ん
な
発
言
を
し
て
」
と
非
難
の
側
に
立
つ
の
か
。

と
は
い
い
な
が
ら
も
自
分
の
中
に
も
、
例
え
ば
、
①
車
の
運
転

中
に
前
に
遅
い
車
が
あ
り
、
そ
れ
を
追
い
越
し
て
運
転
手
を

確
認
し
た
と
き
に
女
性
だ
っ
た
と
き
に
何
を
思
う
か
。
②
荒

れ
た
成
人
式
や
、
自
粛
と
言
わ
れ
る
中
で
路
上
で
た
む
ろ
す

る
若
者
を
テ
レ
ビ
で
見
た
と
き
に
何
を
思
う
か
。
な
ど
な
ど
、

お
そ
ら
く
あ
の
発
言
と
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
考
え
を
持
つ
自

分
が
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ

ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」
と
お
聞
か
せ
い
た

だ
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
間
違
っ
て
も
「
開
き
直
り
」
や
「
言
い

訳
」
の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉

に
「
は
ず
べ
し
、
い
た
む
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま

の
大
き
な
は
た
ら
き
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
本
当
の
自
分
の

姿
を
振
り
返
っ
た
と
き
の
思
い
と
受
け
取
り
ま
す
。
こ
の
「
は

ず
べ
し
、
い
た
む
べ
し
」
と
い
う
思
い
か
ら
ど
う
い
う
生
き
方

が
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
を
私
た
ち
が
「
大
切
」
と

さ
せ
て
い
た
だ
く
生
き
方
で
あ
る

と
思
う
の
で
す
。 

 

何
も
で
き
な
か
っ
た
一
年
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
様
々
に

気
付
か
さ
れ
る
一
年
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。 

 

「
お
念
仏
」
申
す
人
生 

仏
さ
ま
の
名
前(

阿
弥
陀
如
来)

を
唱
え
る
こ
と
を
念
仏

と
言
い
ま
す
。
そ
の
念
仏
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
発
声
し

ま
す
。
ま
た
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
「
名
号
」
と
も
言
い
ま
す
。

や
や
こ
し
い
で
す
ね
。 

 

名
号
か
ら
考
え
て
い
き
ま
す
と
、「
名
」
と
い
う
字
は
、
夕

方
の
「
夕
」
と
い
う
字
と
「
口
」
と
い
う
字
が
一
つ
に
な
っ

た
も
の
。
夕
方
に
な
る
と
暗
く
な
っ
て
よ
く
見
え
な
い
。
そ

こ
で
自
分
の
名
前
を
名
の
り
、
相
手
に
告
げ
る
と
い
う
意
味

の
字
な
の
で
す
。「
号
」
と
は
号
令
の
意
で
あ
っ
て
、
大
声
を

あ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
様
の
側
か
ら
私

に
向
け
て
、
自
ら
の
名
前
を
名
の
っ
て
い
る
の
が
名
号
な
の

で
す
。
し
か
も
、「
南
無
」
が
付
い
て
い
ま
す
か
ら
、
阿
弥
陀

仏
を
「
よ
り
ど
こ
ろ
」「
た
よ
り
に
」
し
な
さ
い
と
ま
で
告
げ

て
あ
る
の
で
す
。 

 

こ
の
あ
り
よ
う
が
、
か
つ
て
の
人
た
ち
が
阿
弥
陀
さ
ま
の

こ
と
を
「
親
さ
ま
」
と
い
た
だ
か
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
し

た
。
私
た
ち
も
き
っ
と
経
験
し
た
は
ず
で
す
。
ま
だ
赤
ち
ゃ

ん
の
頃
、
親
の
手
の
中
で
「
お
母
さ
ん
よ
」「
お
父
さ
ん
よ
」、

さ
ら
に
は
お
母
さ
ん
の
お
な
か
の
中
に
い
た
頃
に
も
同
じ

よ
う
に
声
を
か
け
て
も
ら
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
親
は
よ
ろ

こ
び
や
不
安
な
ど
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
我
が
子
最
優
先

の
生
活
の
中
で
、
親
が
我
が
子
に
声
を
呼
び
か
け
続
け
る
の

で
す
。
そ
し
て
、
言
葉
が
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

そ
の
人
を
疑
う
こ
と
な
く
「
お
母
さ
ん
」「
お
父
さ
ん
」
と
呼

ん
で
き
た
の
で
す
。
親
が
親
と
し
て
、
我
が
子
に
大
き
な
願

い
を
向
け
、
そ
の
た
め
の
行
い
を
続
け
て
き
た
か
ら
こ
そ
の

「
お
母
さ
ん
」
「
お
父
さ
ん
」
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

さ
て
、
振
り
返
っ
て
「
お
母
さ
ん
」「
お
父
さ
ん
」
と
声
に

出
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
感
情
が
わ
い
て
き
ま
す
か
。
ず

い
ぶ
ん
前
の
こ
と
で
す
が
、
私
の
父
が
60
才
を
過
ぎ
て
祖
父

が
亡
く
な
っ
た
年
齢
を
超
え
た
頃
、
「
こ
れ
で
少
し
親
孝
行

が
で
き
た
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
勝
手
な
推
測

で
す
が
、
「
少
し
で
も
親
の
願
い
に
か
な
っ
た
生
き
方
を
し

た
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
の
発
言
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

お
念
仏
申
す
身
に
お
育
て
い
た
だ

い
た
と
い
う
こ
と
、
親
子
の
関
係
か

ら
味
わ
っ
て
み
ま
し
た
。 

 

私
に
と
っ
て
の
お
墓 

お
墓
は
、
亡
く
な
っ
た
人
を
埋

葬
す
る
場
所
で
す
。
た
だ
そ
れ
だ

け
で
し
ょ
う
か
。
お
墓
が
私
に
ど

う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の

か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 

み
な
さ
ん
は
、
お
墓
の
前
に
立

ち
、
墓
石
に
向
か
っ
て
何
を
し
て

い
ま
す
か
。
静
か
に
手
を
合
わ
せ

る
人
、
お
経
を
読
む
人
、
何
も
思

わ
な
い
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、「
ど
う
？
」「
ね
え
」

「
な
あ
」
と
亡
き
方
に
語
り
か
け

る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
家
族
の
近
況
を
報
告

し
た
り
、
悩
み
や
愚
痴
を
こ
ぼ
し
た
り
、
人
生
の
大
き
な

決
断
を
相
談
さ
れ
た
り
す
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
誰
か
の
た
め
に
助
け
を
求
め
た
り
す
る
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
様
々
な
思
い
の
場
に
な
っ
て
い
る

の
が
「
お
墓
」
と
い
う
場
所
で
あ
り
、
自
分
以
外
の
誰
に

も
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
、

そ
の
よ
う
に
安
心
で
き
る
場
所
の
ひ
と
つ
が
「
お
墓
」
な

の
で
す
。 

 

そ
こ
に
は
、「
私
」
に
と
っ
て
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な

い
大
切
な
人
と
の
「
つ
な
が
り
」
と
、
間
違
い
な
く
安
心

で
き
る
「
関
係
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
な
の
で
す
。
そ
の
人
（
達
）

が
い
た
か
ら
「
今
、
私
が
こ
こ
に
い
る
」
と
は
っ
き
り
言

え
る
関
係
で
あ
り
、
決
し
て
呪
っ
た
り
、
祟
っ
た
り
す
る

よ
う
な
関
係
で
は
な
い
の
で
す
。「
大
丈
夫
」「
よ
く
頑
張

っ
て
い
る
」
と
、
精
一
杯
生
き
抜
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

大
き
く
包
み
込
む
「
願
い
」
の
は
た
ら
き
で
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
す
。 

 

お
墓
の
前
で
、
様
々
な
思
い
を
抱
き
、
両
手
が
合
わ
さ

る
の
は
、
私
た
ち
の
日
常
で
発
生
す
る
様
々
な
出
来
事

や
思
い
の
な
か
に
あ
っ
て
、
大
き
な
は
た
ら
き
に
よ
る

「
安
心
」
に
包
ま
れ
る
が
ゆ
え
に
、「
お
か
げ
さ
ま
」
と

両
手
が
合
わ
さ
る
と
い
た
だ
く
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
お

墓
は
亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
と
同
時

に
、
そ
れ
以
上
に
残
さ
れ
た
「
私
」
の
た
め
に
あ
る
場
所

で
あ
り
、
そ
れ
を
「
仏
縁
の
場
」
と
い
た
だ
く
の
で
す
。 

ペ
ッ
ト
の
お
葬
式 

 

先
日
、
寒
い
日
に
、
ず
っ
と
飼
っ
て
き
た
白

い
犬
が
亡
く
な
り
、
悲
し
さ
の
中
に
別
院
に

電
話
を
さ
れ
て
、
お
経
を
あ
げ
て
欲
し
い
と

依
頼
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
職
員
は
迷
わ
ず

寄
せ
て
も
ら
い
、
一
緒
に
「
讃
仏
偈
」
を
お
つ
と
め
し
て
、

白
い
犬
の
死
を
悼
ん
だ
そ
う
で
す
。 

白
い
犬
の
晩
年
は
、
目
が
不
自
由
に
な
り
な
が
ら
も
家

族
の
一
員
と
し
て
、
声
を
か
け
て
も
ら
い
な
が
ら
の
生
涯

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
同
じ
い
の
ち
あ
る
も
の
と
し
て
、
ま

し
て
や
家
族
同
然
で
あ
っ
た
も
の
と
の
別
れ
は
、
悲
し
み

大
き
い
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
さ
ま
の
「
十
方
衆

生
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
大
き
な
願
い
を
お
聞
か
せ
い
た

だ
き
な
が
ら
、
悲
し
み
に
よ
り
添
え
る
お
寺
で
あ
り
た
い

と
思
い
ま
す
。 

お
晨
朝
の
す
す
め 

長
野
別
院
で
は
毎
朝
「
朝
の
お
つ
と
め(

お
晨
朝)

」
を

午
前
７
時
30
分
か
ら
お
勤
め
し
て
い
ま
す
。
鐘
が
鳴
っ

て
、
合
掌
礼
拝
。
正
信
偈
と
ご
和
讃
、
御
文
章
（
と
一
語

法
話
）
が
主
な
内
容
で
、
約
30
分
間
で
す
。
お
つ
と
め
用

の
本
は
貸
出
用
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
念
珠
が
あ
れ
ば
大

丈
夫
で
す
。 

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

仏
事
あ
れ
こ
れ 

年
忌
法
要
や
祥
月
命
日
、
月
忌
な
ど
の
お
参
り
、
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
寺
の
本
堂
で
も
ご
家
庭
の
お
仏

壇
で
も
お
参
り
い
た
し
ま
す
。 

ま
た
、
仏
前
結
婚
式
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
寺
の

本
堂
、
ホ
テ
ル
で
も
可
能
で
す
。
ま
た
、
服
装
は
和
装
・

洋
装
を
問
い
ま
せ
ん
。
希
望
を
か
た
ち
に

い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

そ
の
他
、
仏
事
に
関
す
る
あ
れ
こ
れ
、

誰
か
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
こ
と
、
お
聞

き
し
ま
す
。 

ど
う
ぞ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

  

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

本
願
寺
長
野
別
院 
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春
季
彼
岸
会 

（

20
日
、
物
故
者
追
悼
法
要
・
永
代
経
法
要 

併
修
） 

 

３
月
19
日(

金)

～

21
日(

日)  

19
日 

講
師 

嶋
倉 

崇
雄 

師
（
須
坂
市 

圓
長
寺
） 

20
日 

講
師 

齋
藤 

英
明 

輪
番 

21
日 

講
師 

山
﨑 

慶
雅 

師
（
長
野
市 

西
光
寺
） 

※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら 

 

御
命
日
法
要
・
常
例
法
座 

 

４
月
16
日(

金)
・

17
日(

土) 

講
師 

天
野 
真
隆 
師
（
兵
庫
県
揖
保
郡
太
子
町 

善
導
寺
） 

 

５
月
16
日(

日)

・

17
日(
月) 

講
師 

横
内 

教
順 

師
（
東
京
都
文
京
区 

称
名
寺
） 

 

６
月
16
日(

水)

・

17
日(

木) 

講
師 

結
城 

道
哉 

師
（
三
重
県
四
日
市
市 

浄
蓮
寺
） 

 

※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら 

 

宗
祖
降
誕
会 

（
子
ど
も
の
集
い
）
※
予
定 

５
月
22
日(

土) 

午
前
10
時
よ
り 

  

お
晨
朝(

朝
の
お
つ
と
め)

 
 

 

※
毎
朝
７
時
30
分
か
ら 

                 

長
野
別
院
創
立
100
周
年
に
向
け
て 

親
鸞
聖
人
が
誕
生
さ
れ
て
も
う
じ
き
850
年
、
浄
土
真
宗
と

い
う
教
え
が
成
立
し
て
800
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
歴
史
の
中
で
今
か
ら
100
年
前
、
長
野
の
地
に
お
い
て
浄

土
真
宗
の
教
化
伝
道
の
中
心
道
場
と
し
て
本
願
寺
長
野
別

院
が
置
か
れ
ま
し
た
。
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
そ
の
時
代
を

生
き
る
人
に
と
っ
て
生
き
る
支
え
と
な
る
教
え
で
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。
同
じ
よ
う

に
浄
土
真
宗
の
み
教
え
と
そ
の
心
を
、
こ
れ
か
ら
の
歴
史
の

中
に
伝
え
続
け
る
た
め
の
事
業
を
記
し
ま
す
。 

◆
二
〇
二
四(

令
和
６)

年
10
月
、
記
念
法
要 

二
〇
二
四(

令
和
６)

年
10
月
26
日(

土)

・
27
日(

日)

に 

ご
門
主
様
御
親
修
に
て
勤
修
予
定
。 

別
院
の
創
立
百
周
年
は
、
二
〇
二
五(

令
和
７)

年
に
あ
た

り
ま
す
が
、
前
の
創
立
50
周
年
の
折
も
親
鸞
聖
人
御
誕
生

800
年
・
立
教
開
宗
750
年
に
併
せ
て
、
一
九
八
四(

昭
和
49)

年
、
50
周
年
の
１
年
前
に
あ
た
る
年
に
御
門
主
を
お
迎
え
し

て
50
周
年
記
念
法
要
を
お
勤
め
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
な
ら

っ
て
、
長
野
教
区
105
ヶ
寺
と
共
に
記
念
法
要
を
令
和
６
年

10
月
に
お
勤
め
い
た
す
予
定
で
す
。 

◆
本
堂
耐
震
診
断
実
施 

浄
土
真
宗
の
教
化
伝
道
の
中

心
道
場
と
し
て
、
み
教
え
を
将

来
に
残
す
た
め
の
事
業
の
一
環

と
し
て
行
う
も
の
で
す
。 

本
堂
横
の
ト
イ
レ
を
改
修
す

る
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
本
堂

入
口
が
あ
る
２
階
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
検
討
す
る
に
し
て
も
、
50
年
前
に
建
て
ら
れ
た
本
堂
の

現
状
が
ど
う
で
あ
る
の
か
。
そ
の
点
も
含
め
て
耐
震
診
断
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
実
施
業
者
は
、
役
員
・
参
与
会

を
経
て
北
野
建
設
株
式
会
社
に
決
ま
り
、
本
年
３
月
下
旬
よ

り
約
４
ヵ
月
か
け
て
の
予
定
で
す
。
な
お
、
耐
震
診
断
に
か

か
る
費
用
は
別
院
会
計
か
ら
捻
出
し
て
実
施
い
た
し
ま
す
。 

 

◆
合
葬
墓
の
改
修
・
納
骨
堂
の
活
用 

現
在
、
無
縁
と
な
っ
た
墓
石
を
積
み
重
ね
て
の
合
葬

墓
が
境
内
墓
地
の
一
角
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
解
体
し
、

新
た
に
現
代
の
様
式
に
応
じ
た

合
葬
墓
に
改
築
予
定
で
す
。
併
せ

て
、
昨
今
の
傾
向
と
し
て
ペ
ッ
ト

と
生
活
を
共
に
さ
れ
る
方
も
多

い
こ
と
か
ら
、
ペ
ッ
ト
の
納
骨
所

も
近
く
に
設
置
を
検
討
し
て
い

ま
す
。
将
来
「
お
墓
を
み
て
く
れ

る
者
が
い
な
く
な
る
」
な
ど
ご
相

談
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
お
寺
は
ず

っ
と
残
っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
可
能
な

限
り
お
寺
を
整
備
し
つ
つ
護
持
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

合
葬
墓
の
利
用
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
、
お
墓
を
有
さ
れ
な
い
方
や
諸
事
情
で
お
骨
を

一
時
的
に
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
々
の
た
め
に
、

期
間
を
設
定
し
て
の
一
時
預
か
り
（
納
骨
堂
を
利
用
）
も

受
け
付
け
ま
す
。
一
時
預
か
り
を
経
て
、
合
葬
墓
へ
の
埋

葬
も
可
能
で
す
の
で
ご
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

◆
墓
地
参
拝
通
路
補
修
・
水
場
新
設
計
画 

で
き
る
だ
け
足
も
と
を
安
心
し
て
参
拝
で
き
る
よ
う

に
、
主
だ
っ
た
通
路
の
修
復
を
行
い
ま
す
。
た
だ
、
一
度

に
す
べ
て
を
修
復
す
る
こ
と
は
経
費
的
に
不
可
能
で
す

の
で
、
数
年
を
要
し
て
順
次
実
施
し
て
参
り
ま
す
。
そ
の

た
め
の
経
費
的
工
面
と
し
て
、
墓
地
管
理
費
の
値
上
げ

に
ご
理
解
く
だ
さ
い
。(

一
律
２
千
円
か
ら
４
千
円
に
変

更)

な
お
、
墓
地
管
理
費
は
墓

地
通
路
整
備
・
清
掃
費
用
と
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
４
月
以
降
、
少
し
ず
つ

墓
地
の
通
路
を
補
修
し
て
き
れ

い
に
し
て
い
く
予
定
で
す
。
ま

た
、
お
盆
ま
で
に
は
水
場
も
本

堂
下
に
増
設
す
る
予
定
で
す
。 

 

※
墓
地
使
用
状
況
調
査
に
よ
っ
て
空
き
が
生
じ
て
い
ま
す

の
で
、
墓
地
を
お
求
め
の
方
は
ご
一
報
く
だ
さ
い
。 

※
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す 

         

最
近
の
風
景 

 

最
近
の
こ
と
、
中
央
通
り
か

ら
別
院
境
内
に
続
く
通
路
沿

い
に
あ
っ
た
家
屋
が
解
体
さ

れ
、
眺
め
が
一
変
し
ま
し
た
。 

 

現
在
は
更
地
へ
の
作
業
が

続
い
て
お
り
、
有
料
駐
車
場
が

延
長
さ
れ
て
広
く
な
る
よ
う

で
す
。
何
も
建
物
が
建
た
な
い

こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。 

墓
地
の
掃
除
で
一
言 

お
彼
岸
を
前
に
墓
地
の
通
路
を
掃
除
し
ま
し
た
。
ま
る
で

迷
路
の
よ
う
で
す
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
昔
か
ら
の
石
が
残
っ

て
い
て
凸
凹
状
態
で
す
。
ま
た
、
あ
る
地
点
を
中
心
に
タ
バ

コ
の
吸
い
殻
が
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
ま
し
た
。
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
境
内
が
ネ
コ
の
通
り
道
の
よ

う
で
す
。
そ
の
対
策
を
は
じ
め
ま
し
た
。
皆
さ
ま
に
は
、
お

供
え
物
な
ど
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

お
寺
の
本
堂
で
お
葬
儀
を 

大
切
な
人
と
の
別
れ
は
、
予
定
す
る
こ
と
な
く
突
然
迎
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
突
然
の
出
来
事
に

寄
り
添
え
る
お
寺
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

す
で
に
備
え
て
あ
る
お
寺
の
道
具
を
使
う
こ
と
で
、
あ
る

程
度
の
荘
厳(

お
飾
り)

が
整
え
ら
れ
、
お
葬
儀
は
執
行
で
き

る
の
で
す
。
お
寺
の
本
堂
が
お
葬
儀
で
使
え
る
こ
と
を
知
っ

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

本願寺長野別院 
〒380-0845 長野市西後町 1653  
TEL 026-232-2621 / FAX 026-235-0210 
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春 号 

長野別院  御同朋の社会をめざす運動(実践運動) 

重点プロジェクト☆実践目標☆ 
 

◇貧困の克服に向けて ～Dāna for World Peace～ 
― 子どもたちを育むために ― 

 
本堂、事務所入口に募金箱を設置しています。各地での

「子ども食堂」などへの助成金とさせていただきます。 

ご協力ください。 
 

◇濁世に生きる ― 立教開宗の願いを聞く ― 

親鸞聖人 52 歳のとき『教行信証』の一応の成立をもって浄

土真宗のはじまり（立教開宗）としています。今からおよそ 800

年前のことです。 

現代を生きる私たちは、親鸞聖人の『教行信証』ご執筆にあ

たっての境遇や時代背景に思いをいたし、仏教徒・念仏者とし

ての歩みを確かなものといたしたいと思います。 

◇◇空き状況の一例◇◇ 


