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お 

彼 

岸 

中
央
通
り
か
ら
長
野
別
院
の
境
内
に

向
か
う
通
路
に
も
小
さ
な
掲
示
板
が
あ

り
ま
す
。 

８
月
の
言
葉
は
、 

  

 

「
明
日
か
ら 

    

や
ろ
う
」
と 

 

40

回
言
う
と 

 

夏
休
み
は 

    

終
わ
り
ま
す
。 

 

と
書
き
ま
し
た
。
小
学
生
の
頃
、
私
が
過

ご
し
た
山
口
県
で
の
夏
休
み
は
40
日

間
だ
っ
た
か
ら
で
す
。 

７
月
の
言
葉
は
、
お
盆
を
前
に
少
し

意
識
し
て
、 

  
 

毎
日 

誰
か
の 

誕
生
日 

   

毎
日 

誰
か
の 

御
命
日 

 

と
書
い
た
と
こ
ろ
、
ど
う
い
う
意
味
で

す
か
と
問
い
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次

の
よ
う
に
話
し
た
の
で
す
。 

今
、
地
球
上
に
は
約
78
億
人
が
い
ま

す
。
１
年
は
365
日
で
す
か
ら
、
き
っ
と

毎
日
が
誰
か
の
誕
生
日
に
当
て
は
ま
る

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
新
聞
の
お
悔
や
み
欄

を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
誰
か
が
亡

く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
毎
日
誰
か
の
御

命
日
な
の
で
す
、
と
。 

次
に
、
我
が
身
に
引
き
寄
せ
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。
今
、
私
が
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
た
め
に
は
父
母
が
関
係

し
て
き
ま
す
。
そ
の
父
母
に
も
父
母
が

い
ま
す
。
そ
の
父
母(

私
か
ら
見
る
と
祖

父
母)

に
も
父
母(

私
か
ら
見
る
と
曾
祖

父
母)
が
い
ま
し
た
。
そ
の
曾
祖
父
母
に

あ
た
る
３
代
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
点
で
は

８
人
が
存
在
し
、
私
に
至
る
に
は
祖
父

母
、
父
母
を

足
し
た
14
人

が
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

の
で
す
。
全

員
に
心
当
た

り
が
あ
り
ま

す
か
？ 

さ
ら
に
30

代
さ
か
の
ぼ

っ
た
と
き
に
は
、
そ

の
時
点
で
約
10
億

７
千
万
人
の
ご
先

祖
方
が
い
て
、
私
に
至
る
た
め
に
は
合

計
約
21
億
５
千
万
人
が
私
に
関
わ
っ

て
い
な
け
れ
ば
、
今
、
私
は
い
な
い
こ
と

に
な
る
の
で
す
。 

 

だ
か
ら
、
私
が
知
ら
な
い
だ
け
で
「
毎

日
誰
か
の
誕
生
日
、
毎
日
誰
か
の
御
命

日
」
な
の
で
す
。
そ
の
毎
日
を
私
た
ち
は

暮
ら
し
て
い
る
の
で
す
。
も
し
か
す
る

と
、
そ
の
毎
日
を
勝
手
に
「
良
い
日
」「
悪

い
日
」
と
決
め
つ
け
て
は
い
な
い
で
し

ょ
う
か
。
毎
日
が
良
い
日
・
悪
い
日
に
な

る
か
は
、
私
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

と
も
あ
れ
、
お
彼
岸
を
迎
え
る
頃
と

な
り
ま
し
た
。
私
は
知
ら
な
い
け
ど
私

に
関
わ
る
多
く
の
方
が
、
お
浄
土
に
往

生
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
真
西
に
沈

む
太
陽
に
各
々
人
生
を
重
ね
、
帰
す
る

西
方
極
楽
浄
土
に
思
い
を
い
た
し
、
今
、

こ
こ
に
こ
う
し
て
精
一
杯
生
き
る
我
が

身
を
ふ
り
返
り
つ
つ
、
両
手
を
合
わ
せ

て
お
彼
岸
を
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 
（
輪
番 

齋
藤 

英
明
） 

 

本
堂
の
耐
震
診
断
結
果 

 

耐
震
性
を
十
分
満
足 

 

長
野
別
院
創
立
100
周
年
に
向
け
た

準
備
の
一
環
と
し
て
「
本
堂
の
耐
震
診

断
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
が
出

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

な
お
、
す
で
に
本
堂
の
屋
根
と
ア
ス

ベ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
前
号
に
お
い
て

問
題
が
無
い
旨
報
告
い
た
し
ま
し
た
。 

続
い
て
の
「
本
堂
」
に
つ
き
ま
し
て
も
、

昭
和
47
年
に
完
成
し
た
建
物
で
あ
り

な
が
ら
、
稀
に
見
る
し
っ
か
り
し
た
建

物
で
あ
り
、
耐
震
性
を
十
分
に
満
足
し

て
お
り
、
耐
震
補
強
の
必
要
が
な
い
旨

報
告
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

た
し
か
な
設
計
に
よ
る
建
物
で
、
基

準
と
な
る
数
値
を

十
分
に
超
え
て
お

り
、
将
来
に
向
け
て

ま
だ
ま
だ
皆
さ
ん

の
お
寺
と
し
て
、
活

躍
で
き
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
ど

う
ぞ
お
参
り
く
だ

さ
い
。 
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秋
季
彼
岸
会  

９
月
23
日(

木) 

午
後
１
時
30
分 

 
墓
地
・
納
骨
堂
を
ご
使
用
の
皆
さ
ま
、
有

縁
の
方
々
に
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

※
本
年
よ
り
、
期
間
を
変
更
し
て
勤
修

い
た
し
ま
す
。 

報
恩
講
法
要  

10
月
29
日(

金) 

 
 

～
11
月
１
日(
月) 

講
師 

井
上 

慶
永 

師 

 
 

（
新
潟
市
妙
光
寺
住
職
） 

29(

金)

初
夜(

善
立
寺) 

30(

土)

晨
朝
・
逮
夜
・
初
夜(

定
専
寺) 

31(

日)

晨
朝
・
逮
夜
・
初
夜 

1(

月)

晨
朝
・
日
中 

※
晨
朝(

朝
７
時)

、
日
中(

午
前
10
時)

 
 

 
 

逮
夜(

午
後
１
時
30
分)

、
初
夜(

夕
６
時)

 

※
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
動
画
配
信
予
定
で
す
。 

 

※
帰
敬
式 

30
日
日
中 

◎
９
月
末
ま
で
受
付
中
。
な
お
、
内
願
受 

付
け
は
終
了
し
ま
し
た
。 

 

◆
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
、
お
斎

等
の
接
待
を
中
止
と
し
ま
す
。
ま
た
、

恒
例
の
「
真
宗
フ
ェ
ス
タ
」
も
中
止
と

し
ま
す
。
ご
了
承
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
感
染
防
止
対
策
を
行
っ
た
う
え
で
の
勤

修
で
す
。
マ
ス
ク
の
着
用
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。 

御
命
日
法
要
・常
例
法
座 

10
月
16
日(

土)

・
17
日(

日) 

講
師 

柏
倉 

学
法 

師 

（
千
葉
県
我
孫
子
市 

真
宗
寺
） 

 

11
月
16
日(

火)

・
17
日(

水) 

講
師 

義
本 

弘
導 

師 

(

大
阪
府
枚
方
市 

浄
行
寺
前
住
職)

 
 

12
月
16
日(

木)

・
17
日(

金) 

講
師 

増
田 

廣
樹 

師 

(

茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市 

清
心
寺)

 
 

※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら 

お
晨
朝
（
朝
の
お
つ
と
め
） 

毎
朝
７
時
30
分
か
ら
８
時
頃
ま
で 

※
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
を
唱
和
し
て
、 

 
 

一
日
が
は
じ
ま
り
ま
す
。 

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
は
２
面
に
掲
載 

 

◆
次
号
で
は
、
「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
言
葉
を
紹
介

し
ま
す
。 

 

再
・
猫
【ね
こ
】 

何
か
良
い
方
法
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。
後
始
末
に
追
わ

れ
る
昨
今
で
す
。 

「
報
恩
講
法
要
」 

親
鸞
聖
人
の
御
命
日
は
、
新
暦
１
月

16
日
で
す
。
こ
の
ご
命
日
に
、
ご
本
山

西
本
願
寺
で
の
ご
法
要
に
も
お
参
り
で

き
れ
ば
と
、
取
り
越
し
て
各
お
寺
や
ご

家
庭
な
ど
で
報
恩
講
法
要
が
つ
と
め
ら

れ
ま
す
。
そ
の
た
め
「
お
取
り
越
し
」
と

も
呼
ば
れ
、
長
野
別
院
で
は
10
月
に
報

恩
講
法
要
が
勤
修
さ
れ
ま
す
。
こ
の
報

恩
講
法
要
は
、
永
仁
２(

一
二
九
四)

年
、

親
鸞
聖
人
の
33
回
忌
に
際
し
、
ひ
孫
に

あ
た
る
本
願
寺
第
３
代
覚
如
上
人
が

『
報
恩
講
私
記
』
を
撰
述
さ
れ
、
聖
人
の

ご
命
日
に
こ
の
ご
文
を
拝
読
し
、
聖
人

に
対
す
る
深
い
謝
意
を
表
さ
れ
た
の
が

「
報
恩
講
」
の
は
じ
ま
り
で
す
。 

京
都
・
西
本
願
寺
で
は
７
日
間
に
わ

た
っ
て
１
月
16
日
を
ご
満
座
と
し
て

法
要
が
勤
ま
り
ま
す
が
、
長
野
別
院
で

は
お
取
り
越
し
と
し
て

10

月

29

日

(

金)

か
ら
11
月
１
日(

月)

ま
で
お
勤

め
い
た
し
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響

で
例
年
と
は
違
っ
た
形
に
な
り
ま
す
が
、

ご
一
緒
に
親
鸞
聖
人
の
ご
苦
労
を
偲
び
、

み
教
え
を
よ
ろ
こ
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。 

ほ
う
・お
ん
【報
恩
】 

恩
に
報
い
る
こ
と 

あ
る
お
父
さ
ん
が
、
子
ど
も
の
誕
生

日
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
し
ま
し
た
。
ず
っ

と
欲
し
が
っ
て
い
た
お
も
ち
ゃ
を
前
に
、

子
ど
も
は
嬉
し
く
て
は
し
ゃ
い
で
い
ま

す
。
そ
の
子
ど
も
に
「
あ
り
が
と
う
は
？
」

と
い
う
お
父
さ
ん
。
何
も
見
返
り
を
求

め
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
礼

の
言
え
る
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
の
願

い
を
、
子
ど
も
に
か
け
て
い
る
の
で
す
。 

 

同
じ
よ
う
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
「
ご
恩

を
喜
ぶ
人
と
な
っ
て
お
く
れ
」
と
、
私
に

願
い
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

 

「
あ
り
が
と
う
、
お
か
げ
さ
ま
」
と
お

礼
の
で
き
る
こ
と
ほ
ど
、
豊
か
な
心
は

あ
り
ま
せ
ん
。
お
礼
が
で
き
な
い
の
は

不
足
が
あ
る
証
拠
で
、
寂
し
い
姿
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

以
前
、
人
間
に
一
番
見
え
な
い
も
の

は
、
自
分
の
内
面
と
ご
恩
で
あ
る
、
と
聞

き
ま
し
た
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
そ
ん
な
私

の
心
を
照
ら
し
出
し
、
真
実
の
方
向
へ

と
導
い
て
下
さ
い
ま
す
。
そ
の
ご
恩
を

思
う
と
、
頭
が
下
が
り
、
お
礼
申
さ
ず
に

お
れ
な
く
な
り
ま
す
。 

 

お
寺
で
、
家
庭
の
お
仏
壇
で
、
報
恩
講

を
お
勤
め
し
、
ご
恩
を
よ
ろ
こ
ば
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

[

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
本
願
寺
仏
教
音
楽
・
儀
礼
研
究
所
）
よ
り] 



長野別院からの手紙 御同朋の社会をめざす運動（実践運動） 

実践目標① 貧困の克服に向けてーDāna for World Peace― 子どもたちを育むために 
実践目標② 濁世に生きるー立教開宗の願いを聞くー 

長野別院は、開かれたお寺をめざしています。
お寺の活動に関するアンケートに 
ご協力ください。 
3分で終わるアンケートです。 

                             

子
ど
も
の
居
場
所
「
寺
小
屋
」 

―
 

ま 

た 

あ 

い 

こ 
―

 
 

ご
門
徒
の
倉
石
さ
ん
を
通
じ
て
、
信

州
大
学
の
学
生
が
「
子
ど
も
の
居
場
所

づ
く
り
」
の
場
所
を
探
し
て
い
る
こ
と

を
知
り
、
長
野
別
院
を
会
場
と
し
て
提

供
し
「
寺
小
屋
」
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。 

 
 

私
た
ち
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派(

西

本
願
寺)

で
は
、SD

Gs

の
目
標
と
も
合
致

し
て
「
だ
れ
一
人
取
り
残
さ
な
い
」、
と

も
に
心
豊
か
な
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す

取
り
組
み
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
そ
の

一
環
で
あ
る
「
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
の

た
め
に
募
金
」
の
具
体
的
行
動
と
し
て

「
寺
小
屋
」
運
営
を
後
援
し
て
い
ま
す
。 

 

な
お
「
ま
た
あ
い
こ
」
は
、
信
大
生
を

中
心
に
高
校
生
か
ら
社
会
人
で
構
成
さ

れ
て
お
り
、
代
表
は
北
海
道
出
身
の
川

岸
さ
ん(

信
大
教
育
学
２
年)

で
す
。 

「
ま
た
あ
い
こ
」
で
は
、
こ
の
活
動
に

参
画
い
た
だ
け
る
方
（
特
に
学
生
）
を
募

集
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
よ
か
っ

た
ら
、「
寺
小
屋
」
開
催
日
に
お
気
軽
に

参
加
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

８
月
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
中
止

に
な
り
ま
し
た
が
、
９
月
は
25
日
に
開

催
予
定
で
す
。（「
ま
た
あ
い
こ
」
で
検
索
） 

 
 
 

 

中
・
高
校
生
は
２
階
の
部
屋
で
各
自

黙
々
と
自
習
。
小
学
生
達
は
境
内
で
「
だ

る
ま
さ
ん
が
こ
ろ
ん
だ
」
や
畳
の
講
堂

で
走
り
回
っ
た
り
、
ト
ラ
ン
プ
し
た
り
、

紙
飛
行
機
を
飛
ば
し
た
り
自
由
に
遊
ん

で
過
ご
し
ま
し
た
。 

「
子
ど
も
の
居
場
所
」
が
あ
り
ま
す

の
で
、
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
大
人
は
そ

れ
を
そ
ば
で
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。 

墓
地
の
通
路
を
歩
き
や
す
く 

現
在
、
墓
地
の
通

路
は
、
昔
の
お
墓
の

跡
が
残
っ
て
い
て

凸
凹
し
て
い
た
り
、
中
途
半
端
に
小
石

が
転
が
る
状
態
で
あ
る
た
め
に
歩
き
に

く
い
状
態
で
す
。
ま
た
、
雨
が
降
っ
た
と

き
は
水
捌
け
の
関
係
か
ら
、
非
常
に
ぬ

か
る
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

通
路
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
で
整
備
す

る
考
え
で
し
た
。 

し
か
し
、
実
際
に
す
す
め
て
い
く
な

か
で
、
地
面
に
起
伏
や
傾
斜
が
あ
り
、
そ

れ
を
均
し
な
が
ら
す
す
め
る
に
し
て
も
、

傾
斜
の
関
係
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
液
状

と
い
う
性
質
か
ら
無
理
が
生
じ
、
さ
ら

に
狭
い
通
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
コ
ン
ク

リ
ー
ト
舗
装
が
現
実
的
で
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

あ
ら
た
め
て
考
え
直
し
、
様
々
な
資

料
を
参
考
に
し
て
、
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
方
法
に
な
り
ま
す
が
、
で
き
る

だ
け
地
面
を
均
し
た
上
に
小
石
を
敷
き

つ
め
る
方
法
で
対
処
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。 

本
堂
の
ト
イ
レ 

 

本
堂
の
横
に
あ
る
ト
イ
レ
に
つ
い
て
、

大
変
使
い
勝
手
が
悪
い
状
況
に
あ
り
ま

す
。
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
す
。 

 

こ
の
た
び
、
本
堂
や

お
墓
に
お
参
り
い
た
だ

い
た
際
、
少
し
で
も
使

い
勝
手
が
良
い
よ
う
に

ト
イ
レ
を
改
修
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。 

ご
相
談
く
だ
さ
い 

お
墓
に
関
す
る
こ
と
や
葬
儀
や
法
事
、

仏
事
全
般
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
気
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

お
礼 

本
年
度
「
護
持
費
」
「
墓
地
管
理
費
」

を
お
納
め
い
た
だ
き
有
り
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
別
院
の
諸
設
備
の
維
持
や
法

要
・
法
座
な
ど
の
各
種
行
事
の
運
営
等

に
有
意
義
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

皆
さ
ま
の
お
寺
で
す
。
気
に
な
る
こ
と

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
意
見
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

https://www.facebook.com/mataaico/ 

 

https://www.facebook.com/mataaico/


長野別院からの手紙 2025(令和 7)年は、別院創立 100周年にあたります。 

2024(令和 6)年 10月 26 日(土)・27 日(日) 

親鸞聖人ご誕生 850 年・立教開宗 800 年慶讃法要に併せ、創立 100 周年法要を予定しています。 

 

                             

私
た
ち
の
ち
か
い 

 
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く 

穏
や
か
な
顔
と
優
し
い
言
葉
を
大
切
に
し
ま
す 

微
笑
み
語
り
か
け
る
仏
さ
ま
の
よ
う
に 

 

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 

 

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
悲
に
満
ち
み
ち
た
仏
さ
ま
の
よ
う
に 

 

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き 

日
々
に
精
一
杯
つ
と
め
ま
す 

人
び
と
の
救
い
に
尽
く
す
仏
さ
ま
の
よ
う
に 

 

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
は
、
仏
さ
ま
の

お
心
を
い
た
だ
い
た
私
た
ち
が
、
こ
の

現
実
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
述

べ
ら
れ
た
も
の
で
す
。 

ま
た
、
若
い
方
や
こ
れ
ま
で
仏
教
や

浄
土
真
宗
の
み
教
え
に
あ
ま
り
親
し
み

の
な
か
っ
た
方
々
に
も
唱
和
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

別
院
の
お
晨
朝
で
は
、

毎
朝
、
唱
和
し
て
い
ま
す
。 

お
寺
の
役
割 

 

前
々
任
地
広
島

（
安
芸
教
区
）
で
の

思
い
出
を
通
し
て
考

え
て
み
ま
し
た
。 

 

よ
く
テ
レ
ビ
番
組

で
、
ア
ポ
な
し
ロ
ケ

で
突
然
有
名
人
が
訪

ね
て
く
る
番
組
が
あ
り
ま
す
。
広
島
に

も
長
く
続
く
『
元
就
。』
と
い
う
ロ
ー
カ

ル
番
組
が
あ
り
、
ア
ン
ガ
ー
ル
ズ
の
二

人
が
各
地
を
巡
っ
て
は
、
そ
の
地
の
有

名
な
も
の
、
面
白
い
こ
と
、
隠
れ
た
す
ご

い
こ
と
な
ど
を
取
り
上
げ
て
放
送
さ
れ

て
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
番
組
の
撮
影
で
、
広
島
別
院
が

あ
る
「
寺
町
」
を
テ
ー
マ
に
あ
る
朝
、
本

当
に
予
告
な
し
に
ア
ン
ガ
ー
ル
ズ
を
は

じ
め
番
組
ス
タ
ッ
フ
が
訪
ね
て
き
た
の

で
す
。
そ
し
て
開
口
一
番
「
な
ん
で
こ
の

あ
た
り
に
は
薬
局
が
多
い
ん
で
す
か
」

と
。「
・
・
・
」
で
す
。
カ
メ
ラ
や
マ
イ

ク
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
も
、
と
り
あ
え

ず
ご
一
行
を
本
堂
に
案
内
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
途
中
、
境
内
を
見
渡
し
な
が
ら
、

他
宗
な
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
境
内
に
大
き

な
香
炉
が
あ
っ
て
香
が
焚
か
れ
て
い
た

り
、
お
み
く
じ
が
あ
っ
た
り
し
て
絵
に

な
る
だ
ろ
う
に‥

‥

。
反
面
、
浄
土
真
宗

の
お
寺
は
実
に
絵
に
な
る
も
の
が
な
い

と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
こ
は
寺

町
。
お
寺
と
お
墓
が
圧
倒
的
に
多
く
、
面

白
い
話
題
な
ど
見
当
た
る
は
ず
が
あ
り

ま
せ
ん
。
本
堂
は
、
金
色
の
内
陣
が
あ
っ

て
、
そ
れ
よ
り
広
い
外
陣
が
広
が
る
だ

け
で
す
。 

や
れ
や
れ
と
思
い
な
が
ら
頭
フ
ル
回

転
で
話
し
た
こ
と
は
「
安
芸
門
徒
の
特

徴
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
絵
に
な
ら
な
い

浄
土
真
宗
の
お
寺
で
す
が
、
今
日
ま
で

大
事
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
時
代
を
生
き
る
人
に
と
っ
て
「
生

き
る
力
や
支
え
」
と
な
る
「
教
え
」
を
説

い
て
き
た
お
寺
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
教
え
を
「
安
芸
門
徒
」
が
生

活
の
中
に
実
践
し
て
き
た
か
ら
に
外
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
お
笑
い
芸
人
に
話

し
て
み
ま
し
た
。 

① 

「
い
の
ち
の
尊
さ
」 

貧
し
い
中
で
も
「
ま
び
き
」
を
し
な 

か
っ
た
。
ま
た
、
生
き
る
た
め
、
食
べ

る
た
め
に
海
を
渡
り
、
北
米
・
ハ
ワ

イ
・
南
米
に
行
き
、
そ
の
地
で
生
き
る

た
め
に
必
死
で
働
い
た
の
で
し
た
。

日
の
良
し
悪
を
気
に
す
る
暇
な
く
、

む
し
ろ
気
に
す
る
必
要
が
な
い
生
活

に
あ
っ
た
の
で
す
。 

② 

「
何
が
真
実
で
あ
る
か
、
真
実
な
る

も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
」 

日
の
良
し
悪
し
は
気
に
し
ま
せ
ん
。

生
き
る
た
め
、
食
べ
る
た
め
、
儲
け
る

た
め
に
働
き
ま
し
た
。
ま
た
、
身
体
の

具
合
が
悪
い
と
き
は
、
祈
祷
に
は
頼

り
ま
せ
ん
。
状
態
に
応
じ
た
薬
を
服

用
し
て
病
気
に
も
向
き
合
っ
た
の
で

す
。
因
果
の
道
理
を
わ
き
ま
え
た
生

活
だ
っ
た
の
で
す
。 

こ
こ
で
、
開
口
一
番
の
「
な
ん
で
薬
局
が

多
い
ん
で
す
か
」
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

か
つ
て
の
お
寺
は
、
学
問
や
文
化
、
芸
術
、

福
祉
、
医
療
な
ど
、
様
々
な
面
に
お
い
て

最
先
端
に
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

後
日
、
放
送
を
見
ま
し
た
。
見
事
に
編

集
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
お
笑
い
芸
人
相

手
に
真
面
目
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
逆
に
笑

え
、
二
度
と
来
て
欲
し
く
な
い
と
思
い

ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
二
回
、
別
の
テ
ー

マ
で
訪
問
が
あ
り
ま
し
た
。
良
い
思
い

出
で
あ
る
の
と
同

時
に
、
現
代
に
お
い

て
お
寺
が
果
た
せ

る
役
割
を
で
き
る

だ
け
多
く
の
皆
さ

ん
と
考
え
、
実
行
で

き
た
ら
有
り
難
い

と
思
い
ま
す
。 


