
世
話
人
の
方
々
、
千
葉
組
の
方
々

等
、
非
常
に
多
く
の
ご
縁
を
い
た
だ

き
、
そ
の
ご
縁
の
一
つ
一
つ
が
私
の

宝
物
で
す
。

中
で
も
、
千
葉
組
門
徒
会
の
方
々

の
お
勤
め
が
と
て
も
素
晴
ら
し
く
、

私
も
正
信
偈
を
習
い
た
い
と
住
職
に

お
願
い
し
た
ご
縁
が
人
生
を
変
え
ま

し
た
。

毎
週
月
曜
日
の
朝
六
時
よ
り
正
信

偈
・
御
文
・
法
話
を
い
た
だ
き
、
良

い
お
話
し
を
女
房
と
二
人
だ
け
で
は

も
っ
た
い
な
く
、
も
っ
と
多
く
の
人

に
聞
い
て
も
ら
い
た
く
て
、
心
あ
た

り
の
方
々
を
お
誘
い
し
ま
し
た
ら
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
以
前
は
、

二
十
名
ほ
ど
集
ま
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
今
は
十
一
名
で
す
。
始
め
て

か
ら
、
十
四
年
間
続
い
て
お
り
ま
す
。

住
職
は
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
わ

か
り
や
す
く
膝
を
交
え
て
雑
談
の
よ

う
に
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

「
人
間
の
生
き
方
や
心
身
を
悩
ま
す

一
切
の
欲
望
迷
い
の
元
を
煩
悩
と
言

い
ま
す
が
、
煩
悩
は
捨
て
て
も
捨
て

ら
れ
な
い
。
そ
の
中
で
し
か
生
き
ら

れ
な
い
私
た
ち
を
阿
弥
陀
様
は
救
っ

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
な
ど
色
々
と

話
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

真
宗
の
教
え
は
、
と
て
も
難
し
く

何
度
聴
い
て
も
、
な
か
な
か
理
解
で

き
ま
せ
ん
。
時
に
は
忘
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
ま
た

聴
い
て
み
よ
う
と
い
う
思
い
が
わ
い

て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
十
四
年
間

と
長
く
続
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ん
の
中
で
も
聴
い
て
み
よ

う
と
い
う
方
が
お
い
で
に
な
り
ま
し

た
ら
是
非
仲
間
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

真
宗
の
お
寺
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の

教
え
を
聞
く
聞
法
道
場
で
す
。
一
人
で

も
多
く
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

私
は
「
阿
弥
陀
様
」
の
ご
縁
の
中

で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
、
つ
く
づ
く
思
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
毎
週
月
曜
日
「
阿
弥
陀
様
」
の

御

光

に
照
ら
さ
れ
た
本
堂
に
入
り
ま

み

ひ
か
り

す
と
心
が
落
ち
着
き
、
仲
間
と
の
勤
行

が
一
週
間
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
だ
な
と

心
が
引
き
締
ま
る
の
を
感
じ
ま
す
。

何
年
か
前
の
法
話
で
、「
死
ぬ
迄
、

生
き
が
い
を
持
っ
て
仕
事
を
す
る
」

「
最
後
に
お
し
ま
れ
る
人
に
な
り
な

さ
い
」「
自
分
は
永
遠
に
通
じ
る
命
を

生
き
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
持
ち
な

さ
い
」
と
教
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
さ
に
朝
の
勤
行
が
、
生
き
甲
斐

を
持
っ
て
仕
事
を
す
る
始
ま
り
で
す
。

真
宗
宗
歌
二
番
に
「
六
字
の
み
名

を
と
な
え
つ
つ

世
の
な
り
わ
い
に

い
そ
し
ま
ん
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
「
阿
弥
陀
様
」
に
掌

を
合
わ
せ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
念

仏
を
称
え
仕
事
に
励
み
ま
し
ょ
う
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

真
宗
門
徒
の
生
き
方
を
教
え
て
く
れ

る
あ
り
が
た
い
、
そ
し
て
私
の
一
番

好
き
な
御
言
葉
で
す
。

今
、
世
界
に
目
を
向
け
ま
す
と
、

二
つ
の
地
域
で
悲
惨
な
戦
争
が
起
き

て
い
ま
す
。
毎
日
沢
山
の
命
が
奪
わ

れ
て
い
ま
す
。
命
は
一
回
限
り
の
誰

に
も
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
尊
い

も
の
。
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
、
仏
法

の
場
に
身
を
置
い
て
親
鸞
聖
人
の
教

え
を
聞
い
て
、
命
の
大
切
さ
、
生
き

て
い
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
る
と
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
縁
が
尽
き
る
ま
で
仏
法
を

聴
聞
し
、
皆
様
と
共
に
歩
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

ご
予
定
く
だ
さ
い

修
正
会

１
月
２
日
（
火
）

時
～

時

分

10

11

30

八
日
講
十
日
講

１
月
８
日
（
月
）
９
時
～

時
11

親
鸞
教
室

１
月

日
（
水
）

時
半
～

時

24

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

２
月

日
（
日
）

時
半
～

時

11

13

16

春
彼
岸
会

３
月

日
（
水
）

時
～

時

分

20

10

11

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

兼
花
ま
つ
り

４
月
７
日
（
日
）

時
半
～

時

13

16

親
鸞
教
室

４
月

日
（
水
）

時
半
～

時

24

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

５
月

日
（
日
）

時
半
～

時

12

13

16

親
鸞
教
室

中
佐
久
間
講
）

５
月

日
（
木
）

時
半
～

時

23

13

16

八
日
講
十
日
講

６
月
２
日
（
日
）
９
時
～

時
11

奉
仕
作
業

６
月
９
日
（
日
）
８
時

分
～

30

勝
善
寺
聞
法
会

６
月
未
定

時
半
～

時

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

７
月

日
（
日
）

時
半
～

時

21

13

16

※
八
日
講
十
日
講
・
奉
仕
作
業
以
外

は
、
ズ
ー
ム
配
信
し
ま
す
。

釋喜法（川名喜昭氏）感話

謹
賀
新
年

本
年
も
、
ど
う
ぞ
宜
し
く

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

寺
族
一
同

師
は
、
父
親
で
あ
る
住
職
か
ら
題

字
下
の
言
葉
を
言
わ
れ
た
と
話
さ
れ

ま
し
た
。
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
の
営
業
マ

ン
と
し
て
辣
腕
を
振
る
っ
て
い
た
頃

の
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
頭
に
き
た
け
ど
、
あ
あ
い
う
言

葉
、
残
る
な
。
」
と
述
懐
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
お
姿
は
、
な
ん
と
も
明
朗
で

す
が
す
が
し
く
輝
い
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
「
三
帰
依
文
」
を
唱
え

る
際
、
講
師
と
聴
聞
者
が
向
き
合
い

互
い
に
合
掌
礼
拝
し
ま
す
ね
。
そ
れ

は
、
そ
の
場
が
仏
さ
ま
の
世
界
で
あ

る
こ
と
の
表
現
で
す
。

そ
の
最
初
に
「
人
身
受
け
難
し
、

い
ま
す
で
に
受
く
。
仏
法
聞
き
難
し
、

い
ま
す
で
に
聞
く
。」
と
あ
り
ま
す
ね
。

こ
れ
は
、
こ
う
し
て
在
る
こ
と
を
当

然
と
し
て
い
る
傲
慢
な
私
へ
の
、「
そ

う
で
は
な
い
ぞ
」
と
い
う
仏
さ
ま
の

お
言
葉
で
す
。

「
お
前
は
、
生
ま
れ
た
つ
い
で
に

生
き
て
い
る
だ
け
だ
」
と
い
う
題
字

下
の
言
葉
も
、
人
間
に
「
生
ま
れ
た
」

こ
と
自
体
が
有
り
難
い
。
そ
れ
を
知

る
こ
と
が
人
生
の
一
大
事
。
自
分
ら

し
く
生
き
よ
う
と
あ
れ
こ
れ
し
て
い

る
の
は
、「
つ
い
で
に
生
き
て
い
る
だ

け
だ
」
と
、
私
に
迫
っ
て
き
ま
す
。

講
題
の
「
終
活
」
は
、
一
般
的
に

は
、
財
産
な
ど
の
持
ち
物
の
整
理
や

葬
式
や
墓
の
準
備
を
言
い
ま
す
ね
。

そ
れ
も
必
要
な
こ
と
だ
が
、
も
っ
と

大
事
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏

さ
ま
の
言
葉
、
仏
教
を
聞
く
こ
と
。

そ
う
ご
法
話
を
聞
き
取
り
ま
し
た
。

自
分
ら
し
く
生
き
よ
う
と
思
っ
て

い
て
も
、
身
体
に
ガ
タ
が
出
て
来
た

し
不
安
は
次
々
湧
い
て
き
ま
す
。
思

い
出
は
懐
か
し
く
温
か
い
け
れ
ど
、

人
生
は
空
虚
し
く
過
ぎ
て
い
く
。

む

な

七
十
歳
、
古
稀
を
迎
え
る
こ
の
老

人
（
私
）
を
、
仏
さ
ま
が
見
れ
ば
、

明
朗
で
す
が
す
が
し
く
輝
い
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

南
無
阿
弥
陀
仏

光といのち
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お
前
は
、

生
ま
れ
た
つ
い

で
に
生
き
て
い

る
だ
け
だ
。

１
月
２
日(

火)

時
～

時

分

10

11

30

し
ゅ

し
ょ
う

え

修
正
会

ズ
ー
ム
で
参
詣
さ
れ
る
方
は
、

メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

し
て
く
だ
さ
い
。

了善寺住職 百々海 真 師
ど ど み し ん

人
身
受
け
難
し
、
い
ま
す
で
に
受
く
。

仏
法
聞
き
難
し
、い
ま
す
で
に
聞
く
。

講題「終活」



仏
具
磨
き

池
田
千
代
枝

石
井

久

狩
野

昌
也

黒
川

敦
子

川
名

信
之

川
名
三
枝
子

高
梨

和
夫

田
中

昭
一

田
村

晋
一

富
澤
眞
知
子

艫
居

政
男

中
山

郁
夫

能
重

隆

長
谷
川
吉
枝

三
堀

清

吉
田

誠

坊
守

住
職

（
敬
称
略
）

運
営

朝
倉

和
利

司

会

福
原

広
美

記
録
（
カ
メ
ラ
）

黒
川

敦
子

ズ

ー

ム

配

信

朝
倉

智

受

付
池
田
千
代
枝

狩
野

昌
也

川
名

利
幸

報
恩
講
志
記
録

田
中

昭
一

久
保
田

守

精
進
弁
当
配
布

田
村

徹
夫

青
木

敏
雄

駐

車

場

明
石

圭
司

田
中

誠

姫
松

実

廣
嶋

敏
雄

三
堀

清

（
敬
称
略
）

お
か
げ
さ
ま
で
、
報
恩
講
が
勤
ま
り
ま

し
た
。
有
難
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ズ
ー
ム
で
の
お
参
り
も
合
わ
せ
る
と
、

逮
夜
三
十
二
名
、
晨
朝
十
八
名
、
日
中

九
十
名
、
延
べ
百
四
十
名
で
し
た
。
ま

た
、
百
九
十
一
名
か
ら
九
十
四
万
二
千

円
の
報
恩
講
志
・
仏
花
・
供
物
米
が
寄
せ

ら
れ
、
六
十
万
三
千
百
七
十
七
円
の
剰

余
金
が
出
ま
し
た
。
繰
越
金
と
合
わ
せ
、

本
堂
畳
替
え
（
タ
フ
リ
ン
グ
敷
き
）
費
用

と
い
た
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
後
の
再
出
発
が
で
き
た
と
ホ
ッ

と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
契
機
に
法
要
や

聞
法
会
に
み
な
様
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
ら
、
ほ
ん
と
う
に
嬉
し
い
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
が
一
番
難
し
い
こ
と
で
す
ね
。

報 恩 講 日 中 講師 法話

逮 夜 『御俗 姓 』拝読 副住職
ご ぞくしよう

晨 朝 副住職 法話

おみがき

準
備

青
木

敏
夫

明
石

圭
司

明
石

義
久

足
達

崇

大
胡
登
美
子

川
名

悦
子

川
名

喜
昭

黒
川

敦
子

重
田

明
美

重
田

和
夫

鈴
木
正
一
郎

田
中

昭
一

田
村

晋
一

富
永

清
人

能
重

勉

堀
海

栄
子

三
堀

清

渡
邉

秀
子

坊
守

住
職

副
住
職

（
敬
称
略
）

幕張り会場設営

お供物準備

責任役員挨拶

司 会

精進弁当で会食

受 付 総代代理 報恩講志記録

み
光
の
も
と

わ
れ
今
幸
い
に

こ
の
浄
き
食
を
う
く

世
話
人
全
員
で
後
片
付
け

後
に
次
期
当
番
地
区
代
表

能
重

勉

氏
の
挨
拶
で

「
い
た
だ
き
ま
す
」。

お持ち帰り精進弁当

ズーム配信機器



世
話
人
の
方
々
、
千
葉
組
の
方
々

等
、
非
常
に
多
く
の
ご
縁
を
い
た
だ

き
、
そ
の
ご
縁
の
一
つ
一
つ
が
私
の

宝
物
で
す
。

中
で
も
、
千
葉
組
門
徒
会
の
方
々

の
お
勤
め
が
と
て
も
素
晴
ら
し
く
、

私
も
正
信
偈
を
習
い
た
い
と
住
職
に

お
願
い
し
た
ご
縁
が
人
生
を
変
え
ま

し
た
。

毎
週
月
曜
日
の
朝
六
時
よ
り
正
信

偈
・
御
文
・
法
話
を
い
た
だ
き
、
良

い
お
話
し
を
女
房
と
二
人
だ
け
で
は

も
っ
た
い
な
く
、
も
っ
と
多
く
の
人

に
聞
い
て
も
ら
い
た
く
て
、
心
あ
た

り
の
方
々
を
お
誘
い
し
ま
し
た
ら
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
以
前
は
、

二
十
名
ほ
ど
集
ま
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
今
は
十
一
名
で
す
。
始
め
て

か
ら
、
十
四
年
間
続
い
て
お
り
ま
す
。

住
職
は
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
わ

か
り
や
す
く
膝
を
交
え
て
雑
談
の
よ

う
に
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

「
人
間
の
生
き
方
や
心
身
を
悩
ま
す

一
切
の
欲
望
迷
い
の
元
を
煩
悩
と
言

い
ま
す
が
、
煩
悩
は
捨
て
て
も
捨
て

ら
れ
な
い
。
そ
の
中
で
し
か
生
き
ら

れ
な
い
私
た
ち
を
阿
弥
陀
様
は
救
っ

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
な
ど
色
々
と

話
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

真
宗
の
教
え
は
、
と
て
も
難
し
く

何
度
聴
い
て
も
、
な
か
な
か
理
解
で

き
ま
せ
ん
。
時
に
は
忘
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
ま
た

聴
い
て
み
よ
う
と
い
う
思
い
が
わ
い

て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
十
四
年
間

と
長
く
続
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ん
の
中
で
も
聴
い
て
み
よ

う
と
い
う
方
が
お
い
で
に
な
り
ま
し

た
ら
是
非
仲
間
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

真
宗
の
お
寺
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の

教
え
を
聞
く
聞
法
道
場
で
す
。
一
人
で

も
多
く
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

私
は
「
阿
弥
陀
様
」
の
ご
縁
の
中

で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
、
つ
く
づ
く
思
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
毎
週
月
曜
日
「
阿
弥
陀
様
」
の

御

光

に
照
ら
さ
れ
た
本
堂
に
入
り
ま

み

ひ
か
り

す
と
心
が
落
ち
着
き
、
仲
間
と
の
勤
行

が
一
週
間
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
だ
な
と

心
が
引
き
締
ま
る
の
を
感
じ
ま
す
。

何
年
か
前
の
法
話
で
、「
死
ぬ
迄
、

生
き
が
い
を
持
っ
て
仕
事
を
す
る
」

「
最
後
に
お
し
ま
れ
る
人
に
な
り
な

さ
い
」「
自
分
は
永
遠
に
通
じ
る
命
を

生
き
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
持
ち
な

さ
い
」
と
教
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
さ
に
朝
の
勤
行
が
、
生
き
甲
斐

を
持
っ
て
仕
事
を
す
る
始
ま
り
で
す
。

真
宗
宗
歌
二
番
に
「
六
字
の
み
名

を
と
な
え
つ
つ

世
の
な
り
わ
い
に

い
そ
し
ま
ん
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
「
阿
弥
陀
様
」
に
掌

を
合
わ
せ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
念

仏
を
称
え
仕
事
に
励
み
ま
し
ょ
う
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

真
宗
門
徒
の
生
き
方
を
教
え
て
く
れ

る
あ
り
が
た
い
、
そ
し
て
私
の
一
番

好
き
な
御
言
葉
で
す
。

今
、
世
界
に
目
を
向
け
ま
す
と
、

二
つ
の
地
域
で
悲
惨
な
戦
争
が
起
き

て
い
ま
す
。
毎
日
沢
山
の
命
が
奪
わ

れ
て
い
ま
す
。
命
は
一
回
限
り
の
誰

に
も
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
尊
い

も
の
。
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
、
仏
法

の
場
に
身
を
置
い
て
親
鸞
聖
人
の
教

え
を
聞
い
て
、
命
の
大
切
さ
、
生
き

て
い
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
る
と
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
縁
が
尽
き
る
ま
で
仏
法
を

聴
聞
し
、
皆
様
と
共
に
歩
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

ご
予
定
く
だ
さ
い

修
正
会

１
月
２
日
（
火
）

時
～

時

分

10

11

30

八
日
講
十
日
講

１
月
８
日
（
月
）
９
時
～

時
11

親
鸞
教
室

１
月

日
（
水
）

時
半
～

時

24

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

２
月

日
（
日
）

時
半
～

時

11

13

16

春
彼
岸
会

３
月

日
（
水
）

時
～

時

分

20

10

11

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

兼
花
ま
つ
り

４
月
７
日
（
日
）

時
半
～

時

13

16

親
鸞
教
室

４
月

日
（
水
）

時
半
～

時

24

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

５
月

日
（
日
）

時
半
～

時

12

13

16

親
鸞
教
室

中
佐
久
間
講
）

５
月

日
（
木
）

時
半
～

時

23

13

16

八
日
講
十
日
講

６
月
２
日
（
日
）
９
時
～

時
11

奉
仕
作
業

６
月
９
日
（
日
）
８
時

分
～

30

勝
善
寺
聞
法
会

６
月
未
定

時
半
～

時

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

７
月

日
（
日
）

時
半
～

時

21

13

16

※
八
日
講
十
日
講
・
奉
仕
作
業
以
外

は
、
ズ
ー
ム
配
信
し
ま
す
。

釋喜法（川名喜昭氏）感話

謹
賀
新
年

本
年
も
、
ど
う
ぞ
宜
し
く

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

寺
族
一
同

師
は
、
父
親
で
あ
る
住
職
か
ら
題

字
下
の
言
葉
を
言
わ
れ
た
と
話
さ
れ

ま
し
た
。
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
の
営
業
マ

ン
と
し
て
辣
腕
を
振
る
っ
て
い
た
頃

の
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
頭
に
き
た
け
ど
、
あ
あ
い
う
言

葉
、
残
る
な
。
」
と
述
懐
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
お
姿
は
、
な
ん
と
も
明
朗
で

す
が
す
が
し
く
輝
い
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
「
三
帰
依
文
」
を
唱
え

る
際
、
講
師
と
聴
聞
者
が
向
き
合
い

互
い
に
合
掌
礼
拝
し
ま
す
ね
。
そ
れ

は
、
そ
の
場
が
仏
さ
ま
の
世
界
で
あ

る
こ
と
の
表
現
で
す
。

そ
の
最
初
に
「
人
身
受
け
難
し
、

い
ま
す
で
に
受
く
。
仏
法
聞
き
難
し
、

い
ま
す
で
に
聞
く
。」
と
あ
り
ま
す
ね
。

こ
れ
は
、
こ
う
し
て
在
る
こ
と
を
当

然
と
し
て
い
る
傲
慢
な
私
へ
の
、「
そ

う
で
は
な
い
ぞ
」
と
い
う
仏
さ
ま
の

お
言
葉
で
す
。

「
お
前
は
、
生
ま
れ
た
つ
い
で
に

生
き
て
い
る
だ
け
だ
」
と
い
う
題
字

下
の
言
葉
も
、
人
間
に
「
生
ま
れ
た
」

こ
と
自
体
が
有
り
難
い
。
そ
れ
を
知

る
こ
と
が
人
生
の
一
大
事
。
自
分
ら

し
く
生
き
よ
う
と
あ
れ
こ
れ
し
て
い

る
の
は
、「
つ
い
で
に
生
き
て
い
る
だ

け
だ
」
と
、
私
に
迫
っ
て
き
ま
す
。

講
題
の
「
終
活
」
は
、
一
般
的
に

は
、
財
産
な
ど
の
持
ち
物
の
整
理
や

葬
式
や
墓
の
準
備
を
言
い
ま
す
ね
。

そ
れ
も
必
要
な
こ
と
だ
が
、
も
っ
と

大
事
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏

さ
ま
の
言
葉
、
仏
教
を
聞
く
こ
と
。

そ
う
ご
法
話
を
聞
き
取
り
ま
し
た
。

自
分
ら
し
く
生
き
よ
う
と
思
っ
て

い
て
も
、
身
体
に
ガ
タ
が
出
て
来
た

し
不
安
は
次
々
湧
い
て
き
ま
す
。
思

い
出
は
懐
か
し
く
温
か
い
け
れ
ど
、

人
生
は
空
虚
し
く
過
ぎ
て
い
く
。

む

な

七
十
歳
、
古
稀
を
迎
え
る
こ
の
老

人
（
私
）
を
、
仏
さ
ま
が
見
れ
ば
、

明
朗
で
す
が
す
が
し
く
輝
い
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

南
無
阿
弥
陀
仏

光といのち
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お
前
は
、

生
ま
れ
た
つ
い

で
に
生
き
て
い

る
だ
け
だ
。

１
月
２
日(

火)

時
～

時

分

10

11

30

し
ゅ

し
ょ
う

え

修
正
会

ズ
ー
ム
で
参
詣
さ
れ
る
方
は
、

メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

し
て
く
だ
さ
い
。

了善寺住職 百々海 真 師
ど ど み し ん

人
身
受
け
難
し
、
い
ま
す
で
に
受
く
。

仏
法
聞
き
難
し
、い
ま
す
で
に
聞
く
。

講題「終活」
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