
千
葉
組
主
催
ズ
ー
ム
親
鸞
教
室

み
な
様
は
、
ど
う
い
う
目
的
で
法
話

を
聴
聞
し
て
ま
す
か
。

本
年
は
「
聞
法
の
姿
勢
」
を
共
通
テ

ー
マ
に
し
て
各
先
生
に
お
話
し
い
た
だ

き
ま
す
。

浄
土
真
宗
は
、
毎
日
の
生
活
が
仏
道
で

す
か
ら
、
こ
の
「
姿
勢
」
が
肝
要
で
す
。

瓜
生

崇

先
生

京
都
教
区
近
江
第
八
組
玄
照
寺
住
職

月

日
（
火
）

10

25
月

日
（
水
）

12

14

黒
萩

昌

先
生

北
海
道
教
区
南
第
三
組
法
誓
寺
住
職

月

日
（
火
）

1

17
月

日
（
木
）

2

9

百
々
海

真

先
生

東
京
教
区
東
京
六
組
了
善
寺
住
職

月

日
（
金
）

4

14
月

日
（
木
）

5

18

時

間

時
～

時

13

16

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
の
で
、
本
堂

で
も
ご
自
宅
で
も
聴
聞
で
き
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

月
曜
朝
の
お
勤
め

毎
週
月
曜
日
６
時
～

正
信
偈
な
ど
を
一
緒
に
お
勤
め
し

ま
す
。
「
御
文
」
を
拝
読
し
た
後
に
、

住
職
の
法
話
が
あ
り
ま
す
。

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

同
朋
の
会

第
１
回

月
９
日
（
日
）

10

第
２
回

２
月

日
（
日
）

12

第
３
回

４
月
９
日
（
日
）
花
ま
つ
り

第
４
回

５
月

日
（
日
）

14

第
５
回

７
月

日
（
日
）

23

講

師

住
職

時

間

時
～

時

14

16

参
加
費

５
０
０
円

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

地
区
聞
法
会

八
日
講
十
日
講

９
時
～

時
11

１
月
８
日
（
日
）

６
月

日
（
木
）

8

中
佐
久
間
講

５
月

日
（
金
）

時
半
～

時
半

19

13

15

秋
彼
岸
会

秋
分
の
日

９
月

日
（
金
）

23

修
正
会

月

日(

月)

1

2

春
彼
岸
会

春
分
の
日

月

日
（
火
）

3

21

盂
蘭
盆
会

月

日
（
木
）

8

10

時
間

時
～

時

分

10

11

30

勝
善
寺
聞
法
会

第
１
回

月

日
（
日
）

12

11

第
２
回

月

日
（
日
）

6

4

講

師

副
住
職

時

間

時
～

時

14

16

参
加
費

５
０
０
円

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

奉
仕
作
業

月

日
（
日
）

6

11

時

分
か
ら
二
時
間
程
度

8

30

作
業
は
草
刈
り
と
ガ
ラ
ス
拭
き
な
ど

秋
彼
岸
会

月

日
（
金
）

9

23秋
分
の
日

時
～

時

分

10

11

30

※
毎
年
秋
彼
岸
に
護
持
金
（
付

届
）
を
お
納
め
の
方
、
本
堂

で
受
付
け
て
い
ま
す
。

玄
関
は
閉
め
て
あ
り
ま
す

の
で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

報
恩
講
に
向
け
て

役
員
会

月

日

時

分
～

10

1

13

30

世
話
人
総
会

月

日

時

分
～

10

23

13

30

仏
具
磨
き

月

日

時

11

14

13

30

報
恩
講
準
備

月

日

時

分
～

11

18

13

30

逮
夜

日

時
～

18

15

晨
朝

日

時
過
ぎ
～

19

6

日
中

日

時
～

19

10

詳
細
は
、
世
話
人
総
会
後
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

除
夜
の
鐘

月

日

時

分

12

31

23

45

※
勝
善
寺
所
属
の
ご
門
徒
（
お
檀
家
）

以
外
の
方
の
参
加
も
歓
迎
し
ま
す
。

た
だ
し
、
地
区
聞
法
会
を
除
き
ま
す
。

仏
教
に
感
動
し
た
喜
び
を
多
く
の

方
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら

で
す
。

題
字
下
の
言
葉
は
、
地
獄
の
有
様

を
詳
し
く
書
い
た
書
と
し
て
有
名
な

『
往

生

要

集

』
に
あ
り
ま
す
。

お
う
じ
よ
う
よ
う
し
ゆ
う

仏
教
の
道
理
か
ら
人
生
を
顧
み
れ

ば
、
こ
の
人
生
は
「
宝
の
山
」
。
せ

っ
か
く
人
間
に
生
ま
れ
仏
教
に
遇
う

チ
ャ
ン
ス
を
得
た
の
だ
か
ら
、
空
し

く
終
わ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。

と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
、
理
性
や
感

情
で
人
生
を
省
み
ま
す
か
ら
、
老
を

感
じ
病
い
を
患
い
や
が
て
死
ん
で
い

く
人
生
を
、
寂
し
く
悲
し
く
思
い
ま

す
。
ふ
だ
ん
は
、
こ
の
こ
と
を
都
合

よ
く
忘
れ
て
い
ま
す
が
・
・
・
。

『
今
昔
物
語
』
に
「
信
濃

守

藤

し
な

の

の
か
み
ふ
じ

原

陳

忠
御
坂
よ
り
落
ち
入
る

語

」

わ
ら
の
の
ぶ
た
だ

み

さ
か

は
な
し

が
あ
り
ま
す
。

「
信
濃
守
」
は
、
信
濃
国
（
長
野

県
）
の
政
治
を
任
さ
れ
た
地
方
官
の

こ
と
で
す
。「
受

領

」
と
も
呼
ば
れ
、

ず

り
よ
う

今
の
県
知
事
に
当
た
り
ま
す
。
し
か

し
、
選
挙
で
選
ば
れ
住
民
の
福
利
を

職
責
と
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

任
期
中
に
税
金
を
取
れ
る
だ
け
取
る

こ
と
を
任
務
と
し
て
い
ま
し
た
。

古
典
や
日
本
史
の
教
科
書
で
こ
の

説
話
を
扱
い
ま
す
の
で
、
ご
存
じ
の

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

藤
原
陳
忠
は
、
信
濃
守
の
任
期
を

終
え

都

（
京
都
）
へ
帰
る
途
中
、

み
や
こ

御
坂
（
今
の
神
坂
峠
）
で
馬
が
足
を

み
さ
か

踏
み
外
し
馬
も
ろ
と
も
に
深
い
谷
底

に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

家
来
た
ち
は
、
死
ん
だ
に
違
い
な

い
と
思
い
ま
し
た
が
、
谷
底
か
ら
「
篭

を
下
ろ
せ
」
と
声
が
聞
こ
え
て
き
ま

し
た
。

そ
こ
で
篭
を
下
ろ
し
引
き
上
げ
る

と
、
な
ん
と
篭
一
杯
に
平
茸
が
入
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
次
ぎ
に
篭
を
下

ろ
す
と
、
今
度
は
主
人
が
片
手
で
縄

を
つ
か
み
、
も
う
一
方
の
手
に
は
平

茸
を
三
房
ば
か
り
握
っ
て
上
が
っ
て

き
ま
し
た
。

家
来
た
ち
は
無
事
を
喜
び
ま
し
た

が
平
茸
の
こ
と
を
い
ぶ
か
し
く
思
い
、

そ
の
訳
を
訊
ね
た
の
で
し
た
。

そ
う
す
る
と
信
濃
守
は
、
「
馬
は

谷
底
ま
で
落
ち
た
が
、
私
は
途
中
の

茂
み
に
引
っ
か
か
り
助
か
っ
た
。
周

囲
を
見
る
と
平
茸
が
た
く
さ
ん
生
え

て
い
た
の
で
採
れ
る
だ
け
採
っ
た
が
、

ま
だ
ま
だ
沢
山
残
っ
て
い
る
。
大
損

を
し
た
思
い
だ
」
と
真
面
目
に
応
え

た
の
で
、
家
来
た
ち
は
呆
れ
て
大
笑

い
し
た
の
で
し
た
。
す
る
と
信
濃
守

は
、
「
お
ま
え
た
ち
は
考
え
違
い
を

し
て
い
る
ぞ
！
」
と
、
厳
し
く
た
し

な
め
ま
し
た
。

「
私
は
、
宝
の
山
に
入
り
て
、
手

を
空
し
く
し
て
、
帰
る
思
い
で
あ
る
。

『
受
領
は
倒
る
る
所
に
土
を
も
つ

か
め
』
と
言
う
で
は
な
い
か
」
と
。

受
領
の
任
務
は
、
こ
れ
ぐ
ら
い

の
貪
欲
さ
が
必
要
だ
と
言
い
放
っ

た
の
で
す
。

こ
の
話
し
を
源
信
僧
都
に
戻
せ
ば
、

空
し
く
人
生
を
終
わ
ら
な
い
た
め
に

は
、
自
分
の
人
生
に
貪
欲
で
あ
れ
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
仏
教
の
道
理
に
う
な
ず

く
チ
ャ
ン
ス
は
、
そ
の
時
々
の
理
性

や
感
情
を
自
分
だ
と
し
て
い
る
間
は

訪
れ
ま
せ
ん
。

南
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宝
の
山
に
入
り
て
、

手
を
空
し
く
し
て
、

む
な

帰
る
こ
と
な
か
れ
。

源
信
僧
都

げ
ん

し
ん

そ
う

ず

平 茸

9月5日6時～ 月曜朝のお勤め



一
生
は
尽
く
と
い
え
ど
も
、

希
望
は
尽
き
ず
。

源
信
僧
都

表
紙
題
字
下
の
言
葉
は
、
こ
の
標

題
に
続
く
文
章
の
終
わ
り
に
あ
り

ま
す
。

そ
の
内
容
を
、
私
流
に
書
き
ま
し

た
。
。

は
げ
頭
に
な
っ
て
一
生
は
尽
き
よ

う
と
し
て
い
る
の
に
、
自
我
（
エ
ゴ
）

を
私
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
、
夢

や
希
望
が
尽
き
な
い
。

損
得
勘
定
や
プ
ラ
イ
ド
に
こ
だ
わ

り
、
世
間
体
が
気
に
な
り
、
自
分
は

正
し
く
他
が
間
違
っ
て
い
る
と
思
い

込
み
、
そ
の
思
い
に
縛
ら
れ
、
そ
れ

に
振
り
回
さ
れ
、
浮
い
た
り
沈
ん
だ

り
し
て
る
。

あ
る
い
は
自
己
満
足
を
「
幸
せ
」

と
疑
わ
ず
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
を
当

然
の
権
利
と
思
っ
て
い
る
。

た
ま
に
は
そ
の
「
幸
せ
」
を
感
じ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
壊
れ
る
こ

と
に
怯
え
、
不
安
は
募
る
ば
か
り
。

こ
こ
に
偽
物
の
宗
教
が
入
り
込
む
隙

が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。

一
人
ひ
と
り
が
自
由
に
平
等
に

幸
せ
に
生
き
ら
れ
る
社
会
は
、
人

類
の
理
想
。
そ
の
実
現
に
向
か
っ
て

世
界
は
進
歩
し
て
い
く
も
の
だ
と
生

き
て
き
ま
し
た
が
、
皮
肉
に
も
そ
の

正
義
が
戦
争
を
長
引
か
せ
人
々
を

苦
し
め
て
い
る
。

こ
の
納
得
で
き
な
い
人
生
を
空
し

く
終
わ
ら
な
い
た
め
に
は
仏
教
の
道

理
に
順
う
以
外
に
な
い
。
と
確
信
し

ま
す
。

「
宝
の
山
に
入
り
て
、
手
を
空
し

く
し
て

帰
る
こ
と
な
か
れ
」
。

次
の
文
章
は
『
大
谷
大
学
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
』
か
ら
の
転
載
で
す
。

自
殺
す
る
し
か
な
い
と
思
い
詰
め
て

い
た
人
が
、
仏
教
の
道
理
に
遇
い
、
取
り

止
め
に
し
た
話
し
で
す
。

宝
の
山
に
入
り
て
、

手
を
空
し
く
し
て
、

帰
る
こ
と
な
か
れ
。

あ
る
俳
優
が
テ
レ
ビ
の
中
で
次
の
よ

う
な
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

才
に
な
る
青
年
が
、
人
生
上
の
問

18
題
で
行
き
づ
ま
り
、
自
殺
し
よ
う
と
し

て
一
人
の
僧
侶
を
訪
ね
ま
し
た
。
青
年

は
、
「
自
分
は
も
う
生
き
て
い
く
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
自
殺
し
よ
う
と
思
う

が
、
自
分
の
葬
式
を
し
て
欲
し
い
」
と

お
願
い
し
ま
し
た
。

す
る
と
そ
の
僧
侶
は
、
「
君
が
自
殺

ま
で
し
よ
う
と
す
る
か
ら
に
は
余
程
の

こ
と
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
葬
式
は

挙
げ
る
か
ら
心
配
し
な
い
で
よ
い
、
た

だ
今
日
ま
で
生
き
て
き
て
い
ろ
い
ろ
お

世
話
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
お
礼
だ
け
は

言
っ
て
き
な
さ
い
」
と
諭
（
さ
と
）
し

た
の
だ
そ
う
で
す
。

青
年
は
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
の
か
、

「
両
親
と
も
う
一
人
の
某
に
は
お
礼
を

言
っ
て
き
ま
す
」
、
と
言
っ
て
立
ち
去

ろ
う
と
し
た
。
す
る
と
僧
侶
は
、
間
髪

を
入
れ
ず
、
「
君
は
学
校
へ
行
っ
て
い

た
だ
ろ
う
、
学
校
で
は
誰
の
お
世
話
に

も
な
っ
て
い
な
い
の
か
。
君
は
毎
日
ご

飯
を
食
べ
て
き
た
だ
ろ
う
、
お
米
や
魚

の
お
世
話
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い

か
」
、
と
次
々
質
問
し
ま
し
た
。

青
年
は
自
分
が
お
礼
す
べ
き
こ
と
ど

も
が
あ
ま
り
に
も
多
く
て
、
お
礼
し
切

れ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
自
殺
で
き
な
く

な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
話
は
、
自
分
自
身
に
対
す
る
私

た
ち
の
根
本
的
な
誤
解
を
と
て
も
わ
か

り
や
す
く
教
え
て
く
れ
ま
す
。

私
た
ち
一
人
一
人
は
、
も
と
も
と
考

え
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の
無
限
の
用
（
は

た
ら
）
き
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
に
思
い
が
及
ぶ
な
ら
ば
、

実
は
私
た
ち
一
人
一
人
に
は
既
に
無
限

の
宝
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
は
ず
で
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
、

自
分
が
今
、
こ
こ
に
生
き
て
あ
る
こ
と

を
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
い

る
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
で
き
な

い
よ
う
な
心
を
持
っ
て
生
き
て
い
ま

す
。
普
段
の
生
活
の
中
で
、
自
分
と
他

人
を
比
較
し
て
、
な
ん
と
な
く
何
か
が

足
り
な
い
と
い
う
感
情
に
悩
ま
さ
れ
る

こ
と
は
、
誰
に
と
っ
て
も
身
近
な
こ
と

で
し
ょ
う
。

そ
れ
故
、
私
た
ち
は
そ
の
足
り
な
い

「
何
か
」
を
求
め
て
日
々
苦
労
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
何
か
が
足
り
な
い
と
い
う
感
情
は
、

裏
返
せ
ば
足
り
な
い
も
の
が
何
で
あ
る

の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
じ

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
分
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
分
か

ら
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
手

に
入
れ
て
も
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
求
め
て
も
求
め
て

も
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
生

き
方
を
空
し
い
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。

む
な

本
当
は
宝
の
山
で
あ
る
人
生
を
空
し

く
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
何
故
な

の
で
し
ょ
う
か
。

表
題
の
一
文
は
そ
こ
ま
で
触
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
が
自
分
の
勝
手
な

考
え
や
都
合
に
し
ば
ら
れ
て
、
本
当
は

無
限
の
用
き
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
自
分
自
身
の
事
実
を
忘
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
言
う
の

で
す
。
そ
し
て
こ
こ
に
立
っ
て
初
め
て
、

誰
に
も
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
ま

た
代
わ
る
必
要
の
な
い
人
生
の
発
見
が

あ
る
と
教
え
て
い
る
の
で
す
。

仏
法
は
聴
聞
に
き
わ
ま
る

ち
よ
う
も

ん

蓮
如
上
人



一
生
は
尽
く
と
い
え
ど
も
、

希
望
は
尽
き
ず
。

源
信
僧
都

表
紙
題
字
下
の
言
葉
は
、
こ
の
標

題
に
続
く
文
章
の
終
わ
り
に
あ
り

ま
す
。

そ
の
内
容
を
、
私
流
に
書
き
ま
し

た
。
。

は
げ
頭
に
な
っ
て
一
生
は
尽
き
よ

う
と
し
て
い
る
の
に
、
自
我
（
エ
ゴ
）

を
私
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
、
夢

や
希
望
が
尽
き
な
い
。

損
得
勘
定
や
プ
ラ
イ
ド
に
こ
だ
わ

り
、
世
間
体
が
気
に
な
り
、
自
分
は

正
し
く
他
が
間
違
っ
て
い
る
と
思
い

込
み
、
そ
の
思
い
に
縛
ら
れ
、
そ
れ

に
振
り
回
さ
れ
、
浮
い
た
り
沈
ん
だ

り
し
て
る
。

あ
る
い
は
自
己
満
足
を
「
幸
せ
」

と
疑
わ
ず
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
を
当

然
の
権
利
と
思
っ
て
い
る
。

た
ま
に
は
そ
の
「
幸
せ
」
を
感
じ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
壊
れ
る
こ

と
に
怯
え
、
不
安
は
募
る
ば
か
り
。

こ
こ
に
偽
物
の
宗
教
が
入
り
込
む
隙

が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。

一
人
ひ
と
り
が
自
由
に
平
等
に

幸
せ
に
生
き
ら
れ
る
社
会
は
、
人

類
の
理
想
。
そ
の
実
現
に
向
か
っ
て

世
界
は
進
歩
し
て
い
く
も
の
だ
と
生

き
て
き
ま
し
た
が
、
皮
肉
に
も
そ
の

正
義
が
戦
争
を
長
引
か
せ
人
々
を

苦
し
め
て
い
る
。

こ
の
納
得
で
き
な
い
人
生
を
空
し

く
終
わ
ら
な
い
た
め
に
は
仏
教
の
道

理
に
順
う
以
外
に
な
い
。
と
確
信
し

ま
す
。

「
宝
の
山
に
入
り
て
、
手
を
空
し

く
し
て

帰
る
こ
と
な
か
れ
」
。

次
の
文
章
は
『
大
谷
大
学
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
』
か
ら
の
転
載
で
す
。

自
殺
す
る
し
か
な
い
と
思
い
詰
め
て

い
た
人
が
、
仏
教
の
道
理
に
遇
い
、
取
り

止
め
に
し
た
話
し
で
す
。

宝
の
山
に
入
り
て
、

手
を
空
し
く
し
て
、

帰
る
こ
と
な
か
れ
。

あ
る
俳
優
が
テ
レ
ビ
の
中
で
次
の
よ

う
な
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

才
に
な
る
青
年
が
、
人
生
上
の
問

18
題
で
行
き
づ
ま
り
、
自
殺
し
よ
う
と
し

て
一
人
の
僧
侶
を
訪
ね
ま
し
た
。
青
年

は
、
「
自
分
は
も
う
生
き
て
い
く
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
自
殺
し
よ
う
と
思
う

が
、
自
分
の
葬
式
を
し
て
欲
し
い
」
と

お
願
い
し
ま
し
た
。

す
る
と
そ
の
僧
侶
は
、
「
君
が
自
殺

ま
で
し
よ
う
と
す
る
か
ら
に
は
余
程
の

こ
と
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
葬
式
は

挙
げ
る
か
ら
心
配
し
な
い
で
よ
い
、
た

だ
今
日
ま
で
生
き
て
き
て
い
ろ
い
ろ
お

世
話
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
お
礼
だ
け
は

言
っ
て
き
な
さ
い
」
と
諭
（
さ
と
）
し

た
の
だ
そ
う
で
す
。

青
年
は
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
の
か
、

「
両
親
と
も
う
一
人
の
某
に
は
お
礼
を

言
っ
て
き
ま
す
」
、
と
言
っ
て
立
ち
去

ろ
う
と
し
た
。
す
る
と
僧
侶
は
、
間
髪

を
入
れ
ず
、
「
君
は
学
校
へ
行
っ
て
い

た
だ
ろ
う
、
学
校
で
は
誰
の
お
世
話
に

も
な
っ
て
い
な
い
の
か
。
君
は
毎
日
ご

飯
を
食
べ
て
き
た
だ
ろ
う
、
お
米
や
魚

の
お
世
話
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い

か
」
、
と
次
々
質
問
し
ま
し
た
。

青
年
は
自
分
が
お
礼
す
べ
き
こ
と
ど

も
が
あ
ま
り
に
も
多
く
て
、
お
礼
し
切

れ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
自
殺
で
き
な
く

な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
話
は
、
自
分
自
身
に
対
す
る
私

た
ち
の
根
本
的
な
誤
解
を
と
て
も
わ
か

り
や
す
く
教
え
て
く
れ
ま
す
。

私
た
ち
一
人
一
人
は
、
も
と
も
と
考

え
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の
無
限
の
用
（
は

た
ら
）
き
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
に
思
い
が
及
ぶ
な
ら
ば
、

実
は
私
た
ち
一
人
一
人
に
は
既
に
無
限

の
宝
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
は
ず
で
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
、

自
分
が
今
、
こ
こ
に
生
き
て
あ
る
こ
と

を
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
い

る
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
で
き
な

い
よ
う
な
心
を
持
っ
て
生
き
て
い
ま

す
。
普
段
の
生
活
の
中
で
、
自
分
と
他

人
を
比
較
し
て
、
な
ん
と
な
く
何
か
が

足
り
な
い
と
い
う
感
情
に
悩
ま
さ
れ
る

こ
と
は
、
誰
に
と
っ
て
も
身
近
な
こ
と

で
し
ょ
う
。

そ
れ
故
、
私
た
ち
は
そ
の
足
り
な
い

「
何
か
」
を
求
め
て
日
々
苦
労
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
何
か
が
足
り
な
い
と
い
う
感
情
は
、

裏
返
せ
ば
足
り
な
い
も
の
が
何
で
あ
る

の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
じ

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
分
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
分
か

ら
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
手

に
入
れ
て
も
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
求
め
て
も
求
め
て

も
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
生

き
方
を
空
し
い
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。

む
な

本
当
は
宝
の
山
で
あ
る
人
生
を
空
し

く
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
何
故
な

の
で
し
ょ
う
か
。

表
題
の
一
文
は
そ
こ
ま
で
触
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
が
自
分
の
勝
手
な

考
え
や
都
合
に
し
ば
ら
れ
て
、
本
当
は

無
限
の
用
き
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
自
分
自
身
の
事
実
を
忘
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
言
う
の

で
す
。
そ
し
て
こ
こ
に
立
っ
て
初
め
て
、

誰
に
も
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
ま

た
代
わ
る
必
要
の
な
い
人
生
の
発
見
が

あ
る
と
教
え
て
い
る
の
で
す
。

仏
法
は
聴
聞
に
き
わ
ま
る

ち
よ
う
も

ん

蓮
如
上
人



千
葉
組
主
催
ズ
ー
ム
親
鸞
教
室

み
な
様
は
、
ど
う
い
う
目
的
で
法
話

を
聴
聞
し
て
ま
す
か
。

本
年
は
「
聞
法
の
姿
勢
」
を
共
通
テ

ー
マ
に
し
て
各
先
生
に
お
話
し
い
た
だ

き
ま
す
。

浄
土
真
宗
は
、
毎
日
の
生
活
が
仏
道
で

す
か
ら
、
こ
の
「
姿
勢
」
が
肝
要
で
す
。

瓜
生

崇

先
生

京
都
教
区
近
江
第
八
組
玄
照
寺
住
職

月

日
（
火
）

10

25
月

日
（
水
）

12

14

黒
萩

昌

先
生

北
海
道
教
区
南
第
三
組
法
誓
寺
住
職

月

日
（
火
）

1

17
月

日
（
木
）

2

9

百
々
海

真

先
生

東
京
教
区
東
京
六
組
了
善
寺
住
職

月

日
（
金
）

4

14
月

日
（
木
）

5

18

時

間

時
～

時

13

16

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
の
で
、
本
堂

で
も
ご
自
宅
で
も
聴
聞
で
き
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

月
曜
朝
の
お
勤
め

毎
週
月
曜
日
６
時
～

正
信
偈
な
ど
を
一
緒
に
お
勤
め
し

ま
す
。
「
御
文
」
を
拝
読
し
た
後
に
、

住
職
の
法
話
が
あ
り
ま
す
。

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

同
朋
の
会

第
１
回

月
９
日
（
日
）

10

第
２
回

２
月

日
（
日
）

12

第
３
回

４
月
９
日
（
日
）
花
ま
つ
り

第
４
回

５
月

日
（
日
）

14

第
５
回

７
月

日
（
日
）

23

講

師

住
職

時

間

時
～

時

14

16

参
加
費

５
０
０
円

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

地
区
聞
法
会

八
日
講
十
日
講

９
時
～

時
11

１
月
８
日
（
日
）

６
月

日
（
木
）

8

中
佐
久
間
講

５
月

日
（
金
）

時
半
～

時
半

19

13

15

秋
彼
岸
会

秋
分
の
日

９
月

日
（
金
）

23

修
正
会

月

日(

月)

1

2

春
彼
岸
会

春
分
の
日

月

日
（
火
）

3

21

盂
蘭
盆
会

月

日
（
木
）

8

10

時
間

時
～

時

分

10

11

30

勝
善
寺
聞
法
会

第
１
回

月

日
（
日
）

12

11

第
２
回

月

日
（
日
）

6

4

講

師

副
住
職

時

間

時
～

時

14

16

参
加
費

５
０
０
円

※
ズ
ー
ム
で
配
信
し
ま
す
。

奉
仕
作
業

月

日
（
日
）

6

11

時

分
か
ら
二
時
間
程
度

8

30

作
業
は
草
刈
り
と
ガ
ラ
ス
拭
き
な
ど

秋
彼
岸
会

月

日
（
金
）

9

23秋
分
の
日

時
～

時

分

10

11

30

※
毎
年
秋
彼
岸
に
護
持
金
（
付

届
）
を
お
納
め
の
方
、
本
堂

で
受
付
け
て
い
ま
す
。

玄
関
は
閉
め
て
あ
り
ま
す

の
で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

報
恩
講
に
向
け
て

役
員
会

月

日

時

分
～

10

1

13

30

世
話
人
総
会

月

日

時

分
～

10

23

13

30

仏
具
磨
き

月

日

時

11

14

13

30

報
恩
講
準
備

月

日

時

分
～

11

18

13

30

逮
夜

日

時
～

18

15

晨
朝

日

時
過
ぎ
～

19

6

日
中

日

時
～

19

10

詳
細
は
、
世
話
人
総
会
後
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

除
夜
の
鐘

月

日

時

分

12

31

23

45

※
勝
善
寺
所
属
の
ご
門
徒
（
お
檀
家
）

以
外
の
方
の
参
加
も
歓
迎
し
ま
す
。

た
だ
し
、
地
区
聞
法
会
を
除
き
ま
す
。

仏
教
に
感
動
し
た
喜
び
を
多
く
の

方
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら

で
す
。

題
字
下
の
言
葉
は
、
地
獄
の
有
様

を
詳
し
く
書
い
た
書
と
し
て
有
名
な

『
往

生

要

集

』
に
あ
り
ま
す
。

お
う
じ
よ
う
よ
う
し
ゆ
う

仏
教
の
道
理
か
ら
人
生
を
顧
み
れ

ば
、
こ
の
人
生
は
「
宝
の
山
」
。
せ

っ
か
く
人
間
に
生
ま
れ
仏
教
に
遇
う

チ
ャ
ン
ス
を
得
た
の
だ
か
ら
、
空
し

く
終
わ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。

と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
、
理
性
や
感

情
で
人
生
を
省
み
ま
す
か
ら
、
老
を

感
じ
病
い
を
患
い
や
が
て
死
ん
で
い

く
人
生
を
、
寂
し
く
悲
し
く
思
い
ま

す
。
ふ
だ
ん
は
、
こ
の
こ
と
を
都
合

よ
く
忘
れ
て
い
ま
す
が
・
・
・
。

『
今
昔
物
語
』
に
「
信
濃

守

藤

し
な

の

の
か
み
ふ
じ

原

陳

忠
御
坂
よ
り
落
ち
入
る

語

」

わ
ら
の
の
ぶ
た
だ

み

さ
か

は
な
し

が
あ
り
ま
す
。

「
信
濃
守
」
は
、
信
濃
国
（
長
野

県
）
の
政
治
を
任
さ
れ
た
地
方
官
の

こ
と
で
す
。「
受

領

」
と
も
呼
ば
れ
、

ず

り
よ
う

今
の
県
知
事
に
当
た
り
ま
す
。
し
か

し
、
選
挙
で
選
ば
れ
住
民
の
福
利
を

職
責
と
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

任
期
中
に
税
金
を
取
れ
る
だ
け
取
る

こ
と
を
任
務
と
し
て
い
ま
し
た
。

古
典
や
日
本
史
の
教
科
書
で
こ
の

説
話
を
扱
い
ま
す
の
で
、
ご
存
じ
の

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

藤
原
陳
忠
は
、
信
濃
守
の
任
期
を

終
え

都

（
京
都
）
へ
帰
る
途
中
、

み
や
こ

御
坂
（
今
の
神
坂
峠
）
で
馬
が
足
を

み
さ
か

踏
み
外
し
馬
も
ろ
と
も
に
深
い
谷
底

に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

家
来
た
ち
は
、
死
ん
だ
に
違
い
な

い
と
思
い
ま
し
た
が
、
谷
底
か
ら
「
篭

を
下
ろ
せ
」
と
声
が
聞
こ
え
て
き
ま

し
た
。

そ
こ
で
篭
を
下
ろ
し
引
き
上
げ
る

と
、
な
ん
と
篭
一
杯
に
平
茸
が
入
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
次
ぎ
に
篭
を
下

ろ
す
と
、
今
度
は
主
人
が
片
手
で
縄

を
つ
か
み
、
も
う
一
方
の
手
に
は
平

茸
を
三
房
ば
か
り
握
っ
て
上
が
っ
て

き
ま
し
た
。

家
来
た
ち
は
無
事
を
喜
び
ま
し
た

が
平
茸
の
こ
と
を
い
ぶ
か
し
く
思
い
、

そ
の
訳
を
訊
ね
た
の
で
し
た
。

そ
う
す
る
と
信
濃
守
は
、
「
馬
は

谷
底
ま
で
落
ち
た
が
、
私
は
途
中
の

茂
み
に
引
っ
か
か
り
助
か
っ
た
。
周

囲
を
見
る
と
平
茸
が
た
く
さ
ん
生
え

て
い
た
の
で
採
れ
る
だ
け
採
っ
た
が
、

ま
だ
ま
だ
沢
山
残
っ
て
い
る
。
大
損

を
し
た
思
い
だ
」
と
真
面
目
に
応
え

た
の
で
、
家
来
た
ち
は
呆
れ
て
大
笑

い
し
た
の
で
し
た
。
す
る
と
信
濃
守

は
、
「
お
ま
え
た
ち
は
考
え
違
い
を

し
て
い
る
ぞ
！
」
と
、
厳
し
く
た
し

な
め
ま
し
た
。

「
私
は
、
宝
の
山
に
入
り
て
、
手

を
空
し
く
し
て
、
帰
る
思
い
で
あ
る
。

『
受
領
は
倒
る
る
所
に
土
を
も
つ

か
め
』
と
言
う
で
は
な
い
か
」
と
。

受
領
の
任
務
は
、
こ
れ
ぐ
ら
い

の
貪
欲
さ
が
必
要
だ
と
言
い
放
っ

た
の
で
す
。

こ
の
話
し
を
源
信
僧
都
に
戻
せ
ば
、

空
し
く
人
生
を
終
わ
ら
な
い
た
め
に

は
、
自
分
の
人
生
に
貪
欲
で
あ
れ
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
仏
教
の
道
理
に
う
な
ず

く
チ
ャ
ン
ス
は
、
そ
の
時
々
の
理
性

や
感
情
を
自
分
だ
と
し
て
い
る
間
は

訪
れ
ま
せ
ん
。

南
無
阿
弥
陀
仏

光といのち
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宝
の
山
に
入
り
て
、

手
を
空
し
く
し
て
、

む
な

帰
る
こ
と
な
か
れ
。

源
信
僧
都

げ
ん

し
ん

そ
う

ず

平 茸

9月5日6時～ 月曜朝のお勤め
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