
1173 年　京都にてご誕生　→　ご誕生の年　
1181 年　慈円和尚について得度され、比叡山で修行
1201 年　法然聖人の専修念仏に帰す
1205 年　法然聖人から「選択集」を付属され、真影を図画する
1207 年　承元の法難によって越後に流罪

1214 年　常陸に入り関東を教化
1224 年　教行信証を撰述　→　立教開宗の年
1235 年　帰洛（京都に戻る）
1248 年　浄土和讃・高僧和讃を撰述
1258 年　正像末和讃を撰述
1263 年　ご往生
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
皆
さ
ん
、
昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ

「
鎌
倉
殿
の
十
七
人
」
を
ご
覧
に
な
ら
れ
た

で
し
ょ
う
か
？

　

こ
の
ド
ラ
マ
は
浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
聖

人
が
生
き
ら
れ
た
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉

時
代
初
期
に
か
け
て
の
時
代
劇
で
し
た
。
ド

ラ
マ
の
中
で
も
親
鸞
聖
人
に
得
度
を
授
け
た

慈
円
和
尚
（
演
・
山
寺
紘
一
さ
ん
）
や
奥
様

で
あ
る
恵
信
尼
公
の
従
弟
に
あ
た
り
源
頼
朝

の
側
近
で
あ
っ
た
三
善
康
信
（
演
・
小
林
隆

さ
ん
）
が
登
場
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
代

を
親
鸞
聖
人
が
生
き
ら
れ
た
の
だ
な
と
感
慨

深
く
観
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
時
代
は
現

代
の
私
た
ち
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
る
大

変
な
時
代
で
し
た
。
親
や
兄
弟
で
も
敵
と
な

り
、
お
互
い
が
争
い
合
い
、
殺
し
合
う
、
そ

し
て
、
多
く
の
人
々
が
亡
く
な
り
、
沢
山
の

深
い
悲
し
み
・
苦
し
み
が
あ
っ
た
、
そ
ん
な

啄木ゆかりのカルタ寺

親鸞聖人の略年表

特別寄稿 本行寺の建築意義と特徴／4頁
　  京都華頂大学　川島智生　 　
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新
年
の
ご
挨
拶

新
年
の
ご
挨
拶
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時
代
で
し
た
。
そ
ん
な
時
代
に
お
生
ま
れ
に

な
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
は
、
私
た
ち
人
間
の
苦

悩
す
る
姿
に
向
き
合
い
、
寄
り
添
い
、
そ
れ

を
解
決
す
る
道
を
探
し
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

二
十
年
に
渡
り
比
叡
山
で
厳
し
い
修
行
を

し
、
法
然
聖
人
の
門
下
に
入
り
、
つ
い
に
阿

弥
陀
如
来
様
の
み
教
え
、
お
念
仏
の
み
教
え

に
出
遇
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
教

え
こ
そ
が
私
た
ち
人
間
を
救
う
真
実
の
道
で

あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に
お
示
し
に
な
ら
れ
た

の
で
す
。

　

今
年
は
親
鸞
聖
人
ご
誕
生
八
五
〇
年
・
立

教
開
宗
八
〇
〇
年
の
年
で
す
。
京
都
の
ご
本

山
で
は
盛
大
に
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。
親
鸞

聖
人
は
「
世
の
中
安
穏
な
れ
」
と
い
う
お
言

葉
を
残
さ
れ
ま
し
た
。
「
安
穏
」
は
「
平

和
」
と
い
う
意
味
で
す
。
今
の
私
た
ち
は
当

た
り
前
の
よ
う
に
平
和
を
享
受
し
て
お
り
ま

す
が
、
親
鸞
聖
人
の
時
代
は
ド
ラ
マ
の
中
で

も
あ
っ
た
よ
う
に
争
い
や
飢
饉
が
多
く
、
常

に
死
と
隣
り
合
わ
せ
で
し
た
。
そ
の
時
代
を

生
き
ら
れ
た
聖
人
が
「
安
穏
」
と
い
う
言
葉

で
「
平
和
」
を
伝
え
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と

は
、
そ
れ
が
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
何
よ
り

一
番
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
り
ま

せ
ん
。

　

今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
を
生
き

る
人
々
が
安
心
し
て
穏
や
か
に
暮
ら
し
て
い
け

る
よ
う
に
、
お
念
仏
の
み
教
え
、
親
鸞
聖
人
の

お
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
参
り
ま
し
ょ
う
。  

　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

　

謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、ご
家
族

お
揃
い
で
健
や
か
な
新
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
今
は
コ
ロ
ナ
禍
や
物
価
高
、ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
等
、
先
の
見
え
な
い
問
題
が
続
い
て
い
ま

す
。
十
一
月
か
ら
は
医
療
費
の
一
割
負
担
が
二

割
負
担
と
な
り
、
自
己
負
担
増
と
生
活
に
係

本行寺本行寺
門信徒会　会長門信徒会　会長

種市　顯治種市　顯治

わ
る
苦
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？
。

　

賃
金
は
上
が
ら
ず
年
金
も
減
額
、
今
は
我
慢

す
る
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

新
年
を
迎
え
、
先
の
見
え
な
い
問
題
の
解
消

の
年
に
な
れ
ば
と
願
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

私
た
ち
は
念
仏
者
の
一
人
と
し
て
、
宗
門
の

み
教
え
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
生
き
る
者
と
な
り
、

少
し
ず
つ　

執
わ
れ
の
心
を
離
れ
ま
す
。
生
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
、む
さ
ぼ
り
、い

か
り
に
流
さ
れ
ず
、
穏
や
か
な
顔
と
優
し
い
言

葉
、
喜
び
も
悲
し
み
も
分
か
ち
合
い
、
日
々
に

精
一
杯
つ
と
め
る
こ
と
に
励
み
ま
し
ょ
う
。

　

今
年
も
お
念
仏
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
皆
様

に
と
っ
て
健
康
で
ご
多
幸
で
あ
る
こ
と
を
願
い
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。合

掌

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

門信徒の皆様とお寺をつなぐ「かけはし」
として、会報の発行を続けて参りました。
今後も100号に向けて行事のご報告や、お
役に立てる情報をお伝え致します。
ぜひお目通しいただき、お寺の行事へご参
加いただけますようお願い申し上げます。

○令和4年の寺子屋子どものつどいは、新型
コロナウイルスの感染が急拡大したため、
やむなく中止致しました。今年は是非開催
できますよう準備を進めて参ります。その
際には多くのお子様が参加頂けますようご
協力をお願い致します。

「初参式」とは、ご門徒のご家庭に生まれた赤
ちゃんが、両親や家族と一緒に初めてお寺にお
参りし、阿弥陀様の御前にてお祝いをして新た
な「いのち」に感謝をするお式です。
ご門徒の皆様のなかで、お子様がお生まれにな
りましたらどうぞご家族揃ってお祝いにお越し
下さい。
（法務員が寺務所にお問い合わせ下さい。）

寺子屋子どものつどい

初 参 式

本行寺門信徒会報が
80号になりました！
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今
年
の
報

恩
講
も
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た

め
、
例
年
の

日
程
を
大
幅

に
縮
小
し
組

内
の
ご
法
中

も
呼
ば
ず
、

院
内
だ
け
で
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

　

法
座
も
ご
満
座
法
要
と
永
代
経
法
要
を
併

せ
て
一
座
法
要
と
い
う
寂
し
い
形
の
報
恩
講

法
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

御
講
師
の
先
生
は
広
島
県
よ
り
季
平
博
昭

先
生
を
お
迎
え
し
、
一
席
の
法
話
と
な
り
ま

し
た
。

　

季
平
先
生
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
い

ご
法
話
の
要
点
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
写
し
な
が

ら
の
お
話
で
、
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
飽
き

さ
せ
な
い
ご
法
話
で
し
た
。
本
行
寺
に
来
ら

れ
る
の
が
初
め
て
の
布
教
使
の
先
生
で
し
た

の
で
、
一
席
の
ご
法
話
の
み
と
な
り
残
念
で

し
た
。

　

歳
を
重
ね
る
と
出
会
い
よ
り
も
別
れ
の
方

が
多
く
な
る
昨
今
、
法
要
で
読
ま
れ
る
表
白

の
中
の
亡
く
な
ら
れ
た
多
く
の
方
々
の
お
名

前
を
聞
く
と
、
本
行
寺
で
勤
務
し
三
十
六

年
、
様
々
な
思
い
が
甦
り
ま
し
た
。

　

生
者
必
滅
（
生
き
て
い
る
も
の
は
必
ず
死

ぬ
こ
と
）
会
者
定
離
（
出
会
っ
た
人
と
は
必

ず
別
れ
る
こ
と
）
愛
別
離
苦
（
愛
し
き
人
と

も
必
ず
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
）

を
、
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。  

十
月
十
六
日

院 

代　

相　

撲　

浩　

心

広
報
部　

山 

本 

悦 

也

季す
え
ひ
ら
ひ
ろ
あ
き

平
博
昭
師
の
法
話

「
ぼ
っ
ー
と
生
き
て
も

　
　  

い
い
ん
だ
よ
！
」

　

来
年
こ
そ
は
、
通
常
の
報
恩
講
が
で
き
る

こ
と
を
念
願
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
お
参
り
に
来
ら
れ
た
方
も
、
来
ら
れ

な
か
っ
た
方
も
、
来
年
の
報
恩
講
に
は
ぜ
ひ

お
参
り
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

報
恩
講
と
は
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
に
お

寺
で
行
わ
れ
る
最
も
大
事
な
行
事

で
す
。
西
本
願
寺
で
は
新
暦
の
一

月
十
六
日
、
東
本
願
寺
は
旧
暦
の

十
一
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
ま

す
。
北
海
道
で
は
寒
い
の
で
早
く

行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

本
行
寺
で
は
、
十
月
十
六
日
に

本
堂
で
行
わ
れ
、
尾
道
の
法
光
寺

住
職
、
季
平
博
昭
師
の
ご
法
話
が

あ
り
ま
し
た
。
N
H
K
の
「
チ
コ

ち
ゃ
ん
に
叱
ら
れ
る
！
」
と
い
う

番
組
が
あ
り
ま
す
が
、
チ
コ
ち
ゃ

ん
の
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
と

「
ボ
ー
っ
と
生
き
て
ん
じ
ゃ
ね
え

よ
！
」
と
解
答
者
が
叱
ら
れ
ま
す
。
季
平
師

は
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
「
ボ
ー
っ
と
生

き
て
い
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
だ
」
と
説
か

れ
ま
し
た
。

　

心
理
学
者
の
河
合
隼
雄
氏
は
「
ボ
ー
っ
と

す
る
時
間
を
持
つ
こ
と
で
、
酒
が
熟
成
す
る

よ
う
に
心
が
育
つ
」
と
言
っ
て
い
る
そ
う
で

す
。
人
間
は
二
十
四
時
時
間
ず
っ
と
集
中
し

て
い
て
は
体
が
持
た
な
い
で
す
よ
ね
。

　

ま
た
、
季
平
師
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
帰
依
す
る
こ
と
で
、
老

若
男
女
、
誰
も
が
救
わ
れ
る
。
阿
弥
陀
如
来

さ
ま
は
、
条
件
付
き
で
何
か
を
し
た
か
ら
救

う
こ
と
は
絶
対
あ
り
ま
せ
ん
、
救
う
と
い
う

こ
と
は
病
気
を
治
す
こ
と
、
金
持
ち
に
な
る

こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
と
説
か
れ
ま
し

た
。

　

な
る
ほ
ど
、
こ
れ
が
浄
土
真
宗
の
み
教
え

だ
と
納
得
し
ま
し
た
。

宗
祖 

報
恩
講
法
要



寺
院
は
本
行
寺
と
曹
洞
宗
の

定
光
寺
だ
け
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
意
味
で
本
行
寺
は
釧

路
で
は
数
少
な
い
歴
史
的
建

造
物
の
ひ
と
つ
を
な
す
。

　

こ
の
本
堂
は
大
正
九
（
一
九
二
○
）
年

の
計
画
に
も
と
づ
き
、
二
年
後
の
大
正

十
一
（
一
九
二
二
）
年
に
基
礎
工
事
が
は

じ
ま
る
。
す
な
わ
ち
百
一
年
前
に
建
設
が

開
始
さ
れ
て
お
り
、
約
四
年
間
か
け
て
工

事
が
な
さ
れ
、
完
成
す
る
。
大
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
五
年
後
の
昭
和
六

（
一
九
三
一
）
年
に
は
納
骨
堂
と
庫
裏
が

完
成
し
て
お
り
、
共
に
戦
後
に
新
し
く
新

築
さ
れ
る
が
、
納
骨
堂
に
関
し
て
は
こ
の

時
の
建
物
が
現
存
す
る
。

　

こ
の
本
堂
の
特
徴
は
洋
風
の
骨
格
に
和

風
意
匠
の
荘
厳
な
伽
藍
を
み
せ
る
こ
と

に
あ
る
。
二
階
建
て
の

建
物
に
向
拝
が
玄
関
車

寄
せ
の
よ
う
に
付
き
、

向
拝
の
屋
根
は
入
母
屋

破
風
、
二
階
の
屋
根
の

正
面
に
は
千
鳥
破
風
が

載
り
、
共
通
す
る
形
を

繰
り
返
す
こ
と
で
、
正

面
の
存
在
感
を
強
調
す

る
。
壁
面
の
仕
上
げ
は

大
壁
造
と
な
り
、
縦
長

窓
に
水
平
目
地
が
入
る

な
ど
洋
風
意
匠
を
示

す
。
一
方
で
木
鼻

や
虹
梁
な
ど
の
装

飾
に
関
し
て
は
従

来
の
和
風
の
意
匠

が
用
い
ら
れ
て
い

た
が
、
そ
の
仕
上

げ
は
木
を
刻
ん
だ

彫
刻
で
は
な
く
、

左
官
に
よ
る
彫
塑

で
あ
っ
た
。
芯
と

な
っ
た
木
の
ま
わ

り
に
番
線
を
入

れ
、
そ
こ
に
モ
ル
タ
ル
で
肉
付
け
し
て

い
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

金
属
板
葺
き
の
屋
根
以
外
は
一
切
木
部

が
露
出
せ
ず
、
外
壁
は
「
鉄
網
コ
ン
ク

リ
ー
ト
」
と
い
う
モ
ル
タ
ル
で
厚
く
塗
り

込
め
ら
れ
、
そ
の
厚
さ
は
六
○
ミ
リ
（
二

寸
）
あ
っ
た
。
当
時
釧
路
の
町
を
頻
繁
に

襲
っ
た
火
災
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
も
の

で
、
背
面
は
石
造
（
札
幌
軟
石
）
と
な

る
。
基
礎
は
煉
瓦
造
と
な
り
、
耐
火
構
造

が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
。

　

屋
根
の
下
の
小
屋
組
は
ト
ラ
ス
構
造
と

い
う
洋
小
屋
と
な
り
、
和
小
屋
に
較
べ
る

と
耐
震
・
耐
風
に
優
れ
た
構
法
が
採
用
さ

れ
て
い
る
。
プ
ラ
ン
は
真
宗
寺
院
の
間
取

り
を
踏
襲
し
た
伝
統
的
な
も
の
と
な
る
。

建
築
材
は
釧
路
近
郊
の
茶
路
原
野
の
タ
モ

材
が
用
い
ら
れ
、
四
十
八
本
の
無
節
の
丸

柱
が
本
堂
を
支
え
る
。

　

釧
路
の
丘
の
上
、
弥
生
町
に
あ
る
本

行
寺
は
百
三
十
八
年
前
の
明
治
十
八

（
一
八
八
五
）
年
の
開
教
を
淵
源
と
す

る
。
現
在
地
に
明
治
三
十
三
（
一
九
○

○
）
年
、
最
初
の
本
堂
を
完
成
さ
せ
る
。

そ
れ
か
ら
二
十
六
年
後
の
大
正
十
五

（
一
九
二
六
）
年
に
現
在
の
本
堂
が
落
成

す
る
。
以
来
今
年
で
九
十
七
年
目
を
迎
え

る
。　

　

釧
路
に
あ
る
仏
教
寺
院
の
嚆
矢
は
東
本

願
寺
派
の
聞
名
寺
だ
が
、
聞
名
寺
も
含
め

て
ほ
と
ん
ど
の
寺
院
で
は
す
で
に
改
築
さ

れ
て
お
り
、
戦
前
ま
で
の
建
物
を
有
す
る

特別寄稿

令和５年１月１日 （4）本行寺門信徒会会報

「
今
後
、
啄
木
資
料
館
を

　
　
　
　
　
　
ど
う
生
か
す
か
」

　

昨
年
の
一
月
二
十
六
日
か
ら
「
急
性
骨

髄
性
白
血
病
」
の
治
療
を
受
け
る
た
め
に

釧
路
労
災
病
院
に
入
院
を
し
ま
し
た
。
主

治
医
を
は
じ
め
多
く
の
看
護
師
さ
ん
の
お

世
話
の
お
か
げ
で
三
月
六
日
退
院
い
た
し

ま
し
た
。
退
院
後
は
四
週
間
に
一
度
（
五

日
間
）
抗
が
ん
剤
の
点
滴
を
受
け
る
た
め

に
通
院
し
て
お
り
ま
す
。
通
院
は
現
在
も

続
い
て
お
り
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
順
調

に
回
復
に
向
か
っ
て
お
り
ま
す
。

　

昨
年
一
年
間
は
上
記
の
よ
う
な
状
態
の

た
め
に
、
啄
木
資
料
館
で
の
企
画
展
が
全

く
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
毎
回
楽
し
み
に

来
館
さ
れ
た
啄
木
フ
ァ
ン
の
方
々
に
申
し

訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
現
時
点
で
軽

度
な
運
動
な
ら
で
き
る
状
態
に
な
り
ま
し

た
の
で
企
画
展
を
再
開
す
る
準
備
を
し
て

お
り
ま
す
。

　

話
は
一
転
し
ま
す
が
、
啄
木
は
お
正
月

の
朝
、
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
お
り
ま
す
。

本
行
寺
の
建
築
意
義
と
特
徴

本
行
寺
の
建
築
意
義
と
特
徴

京
都
華
頂
大
学　

川  

島  

智  

生

啄
木
資
料
館
通
信

本
行
寺
啄
木
資
料
館 

館 

長

北
畠
　
立
朴



令和５年１月１日（5） 本行寺門信徒会会報

第
四
世

第
四
世  
覚
也
住
職

覚
也
住
職

　
　
　
　
直
筆
の
茶
碗

　
　
　
　
直
筆
の
茶
碗

本
行
寺
歴
史
探
訪

本
行
寺
歴
史
探
訪

――
そ
の
そ
の
2222

「
遍
照
十
方
」
編
集
委
員

「
遍
照
十
方
」
編
集
委
員  

　
　
　
　

福
　
田
　
昭
　
南

福
　
田
　
昭
　
南

　
今
、
私
の
手
許
に
一
個
の
茶
碗
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
れ
は
、
私
が
初
め
て
本
行
寺
の
門
を

く
ぐ
っ
た
昭
和
三
十
四
年
、
覚
也
住
職
か

ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
茶
碗
に
は
覚
也

師
直
筆
の
こ
と
ば
が
焼
か
れ
て
い
ま
す
。

当
時
は
、
茶
碗
に
も
こ
の
こ
と
ば
に
も
あ

ま
り
興
味
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
歳

を
重
ね
る
ご
と
に
焼
物
の
善
し
悪
し
は
解

ら
な
い
ま
で
も
、
こ
こ
に
書
か
れ
た

こ
と
ば
は
少
し
理
解
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
師
は
晩
年
、
色
紙
な

ど
に
よ
く
認

し
た
た
め
た
こ
と
ば
で
、

「
永
劫
と
無
限
の
中
に
呼
吸
す
る

　  

一
末
塵
あ
り
我
と
名
の
り
て
　
覚
也
」

と
あ
り
ま
す
。

　
私
は
あ
ら
た
め
て
師
の
大
き
な
人
柄
を

感
じ
る
と
と
も
に
、
ふ
と
、
江
戸
時
代
の

禅
僧
、
良
寛
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
　

良
寛
と
い
え
ば
、
希
有
な
才
能
に
恵
ま
れ

な
が
ら
、
「
僧
に
非
ら
ず
俗
に
非
ら
ず
」

と
自
ら
称
し
、
子
供
達
と
手
ま
り
や
か
く

れ
ん
ぼ
を
し
て
、
生
涯
、
遊
び
の
中
で
貧

し
い
託
鉢
の
生
涯
を
送
っ
た
こ
と
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
良
寛
の
詩
に
も
自
ら
を
「
塵ち
り

」
と
表
現

し
た
一
文
が
あ
り
、
ま
た
覚
也
師
の
著
書

「
粒
々
滴
々
」
に
良
寛
は
登
場
し
、
蔵
書

の
中
に
も
良
寛
に
関
す
る
本
が
多
数
あ
る
こ

と
か
ら
、
師
は
良
寛
に
親
し
み
を
抱
い
て
い

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
の
茶
碗
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、

ど
の
程
度
の
数
を
作
ら
れ
た
の
か
、
詳
し
い

こ
と
は
解
っ
て
い
ま
せ
ん
。
良
く
見
る
と
、

素
焼
き
の
茶
碗
に
一
個
一
個
自
ら
毛
筆
で
揮

毫
し
そ
れ
に
釉
薬
（
ゆ
う
や
く
）
を
施
し
焼

き
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
量
に
は
作
れ

ず
、
極
く
限
ら
れ
た
数
の
茶
碗
で
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
た
と
え
同
じ
茶
碗
で
あ
っ
て
も

字
体
や
焼
き
上
が
り
に
微
妙
な
変
化
が
あ

り
、
こ
れ
ま
た
味
わ
い
深
い
一
品
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
覚
也
師
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
当
時
の
新

聞
等
で
は
一
様
に
「
豪
快
洒
脱
な
人
」
と
評

し
て
い
ま
す
。
洒
脱
と
は
俗
気
を
脱
す
る
こ

と
。
こ
れ
は
師
の
経
歴
か
ら
み
て
も
頷
け
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
茶
碗
に
も
そ
ん
な
人

柄
が
滲
み
出
て
い
ま
す
。

　
こ
の
茶
碗
は
、
良
寛
と
同
じ
よ
う
に
覚
也

師
の
「
遊
び
ご
こ
ろ
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
私
に
は
そ
う
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
本
行
寺
に
保
管
し
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ

る
方
は
ど
う
ぞ
ご
覧
下
さ
い
。

覚也住職直筆の茶碗

覚也師の筆跡

知人が所有する茶碗
文字や色合いが微妙

箱に貼られた本行寺の印

「
何
と
な
く
、
／
今
年
は
よ
い
事
あ
る

ご
と
し
。
／
元
日
の
朝
、
晴
れ
て
風
無

し
。
」
貧
乏
な
生
活
の
な
か
で
常
に
明
日

は
良
い
こ
と
が
あ
る
と
信
じ
な
が
ら
頑

張
っ
た
よ
う
で
す
。
日
常
生
活
で
も
「
新

し
き
明
日
の
来
る
を
信
ず
と
い
ふ
／
自
分

の
言
葉
に
／
嘘
は
な
け
ど
―
」
と
詠
ん
で

お
り
ま
す
が
、
啄
木
日
記
に
よ
る
と
「
大

根
汁
に
塩
鱒
一
キ
レ
。
お
雑
煮
な
ど
い
ふ

贅
沢
は
我
家
に
無
し
」
（
明
治
四
十
年
一

月
一
日
）
翌
年
の
元
旦
に
は
「
お
雑
煮
だ

け
は
家
内
一
緒
に
喰
べ
た
。
屠
蘇
一
合
買

ふ
余
裕
も
無
い
と
云
ふ
頗
る
正
月
ら
し
く

は
な
い
か
ら
、
正
月
ら
し
い
顔
し
た
者
も

な
い
」
と
書
き
残
し
て
い
る
。
他
に
も
貧

乏
生
活
の
様
子
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。

如
何
に
貧
し
い
年
末
年
始
で
あ
っ
た
か
日

記
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

但
し
、
釧
路
時
代
の
啄
木
は
貧
乏
と
は

無
縁
で
高
級
料
亭
に
何
度
と
な
く
通
い
大

金
を
浪
費
し
て
い
る
。
家
族
は
食
べ
る
物

も
買
え
ず
極
貧
の
中
で
暮
ら
し
て
い
た
。

何
度
も
書
い
て
い
る
が
釧
路
時
代
の
啄
木

は
貧
乏
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
親
友
宮
崎
郁
雨
か
ら
の
援
助
が
あ
っ

て
大
金
を
自
由
に
使
っ
た
こ
と
は
誰
も
が

知
る
事
実
で
あ
っ
た
。



人
間
が
辱は

じ
を
知
る
の
は
光
り
の
働
き
で
あ
る
。

仏
教
は
智
慧(

ち
え)

の
宗
教
で
あ
る
が
、
親
鸞
は「
智
慧
の
光
明
、

智
慧
の
念
仏
」と
い
っ
て
、
念
仏
が
自
分
と
社
会
を
生
か
す
灯
と
も
し
びだ

と
教
え
て
い
る
。
　	

　「
菅
原
覚
也
著「
粒
々
滴
々
」よ
り
」

令和５年１月１日 （6）本行寺門信徒会会報

　

毎
年
二
回
、
会
員
皆
様
に
お
届
け
す
る
会

報
も
今
回
で
八
十
号
を
迎
え
る
こ
と
と
な

り
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
下
さ
い
ま
し
た
関

係
各
位
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

制
作
に
あ
た
っ
て
は
菅
原
顯
史
住
職
、
種

市
顯
治
門
信
徒
会
長
を
中
心
に
会
報
部
会
が

担
当
し
、
掲
載
内
容
を
決
め
て
参
り
ま
し

た
。

　

長
き
に
わ
た
り
ご
愛
読
い
た
だ
き
ど
の
よ

う
な
感
想
を
お
も
ち
で
し
ょ
う
か
。

　

見
や
す
さ
、
お
も
し
ろ
さ
、
満
足
の
ゆ
く

会
報
と
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。

　

今
後
も
菩
提
寺
で
あ
る
本
行
寺
に
関
わ
る

最
新
情
報
を
は
じ
め
浄
土
真
宗
の
教
章
（
私

の
歩
む
道
）
な
ど
を
お
伝
え
し
て
ゆ
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
感
想
を
気

軽
に
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

　

一
緒
に
紙
面
充
実
に
参
加
下
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

会
報
部
会
一
同

　
（
仏
教
壮
年
会
研
修
会
併
修
）

　
お
聖
教
を
学
ぶ
　
公
開
講
座

　「
大
経
の
こ
こ
ろ
」

◆
日
時　

令
和
５
年
２
月
４
日
（
土
）

　
　
　

午
後
１
時
か
ら
午
後
２
時
半
頃
ま
で

（
受
付
午
後
１
時　

開
会
式
午
後
１
時
15
分
）

◆
場
所　

本
行
寺
（
釧
路
市
弥
生
２
―

11
―

22
）

◆
講
師　

本
願
寺
派
輔
教
・
行
信
教
校
講
師
・

　
　
　
　
　

常
見
寺
住
職
利か

が
い井　

唯
ゆ
い
み
ょ
う明
先
生

◆
受
講
料　

無
料
（
ど
な
た
で
も
参
加
出
来
ま
す
）

◦
門
徒
僧
侶
合
同
研
修
会
◦

　

こ
の
度
、
札
幌
で
〈
令
和
四
年
七
月
十
七

日
（
日
）
教
化
セ
ン
タ
ー
札
幌
別
院
〉
北
海

道
教
区
仏
教
壮
年
会
連
盟
結
成
四
〇
周
年
記

念
大
会
及
び
「
第
一
六
回
全
道
仏
教
壮
年
会

研
修
大
会
」、
そ
し
て
「
第
一
連
区
仏
教
壮

年
研
修
大
会
」が
併
せ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

北
海
道
教
区
は
昭
和
五
十
七
年
の
発
足
以

来
、
歴
代
理
事
長
は
八
代
目
を
数
え
、
平
成

二
十
九
年
度
か
ら
伊
藤
友
一
理
事
長
が
全
道

を
牽
引
し
、
現
在
八
三
単
位
会
の
登
録
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
さ
ら
に
強
化
を
図

る
た
め
に
各
組
一
単
位
会
の
結
成
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
第
一
連
区
は
関
東
以
北
を
エ
リ
ア

と
し
、
そ
の
歩
み
は
今
か
ら
二
十
八
年
前
に

築
地
別
院
で
第
一
回
目
が
開
催
さ
れ
今
日
ま

で
歩
み
を
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
研
修
大
会
は
「
自
ら
の
生
き
方
を

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
き
、
と
も
に
お
念

仏
申
す
朋
友
の
輪
を
拡
げ
、
心
豊
か
に
生
き

る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
仏
教
壮
年
会
連
盟

の
綱
領
を
体
し
、朋
友
の
輪
を
広
げ
る
た
め
、

仏
教
壮
年
会
会
員
が
参
集
し
、
教
え
を
聞
き

親
睦
を
深
め
る
こ
と
。」
を
目
的
と
し
て
い

仏
教
壮
年
会
　
会
長
　
草 

島 

守 

之

主
事
　
岡 

西 

慶 

照

仏
教
壮
年
会

仏
教
青
年
会

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
大
き
な
節
目
を
迎
え
る
中

で
、
研
修
会
は
講
師
松ま
つ
ざ
き
ち
か
い

崎
智
海
師
を
お
招
き

し
、「
次
の
世
代
に
ど
う
や
っ
て
伝
え
る
か
」

を
テ
ー
マ
に
掲
げ
「
仏
壮
会
員
一
人
ひ
と
り

が
伝
道
者
と
し
て
生
活
を
し
て
い
く
に
は
」

と
い
う
内
容
で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

近
年
は
宗
教
離
れ
、
お
寺
離
れ
が
進
ん
で

い
ま
す
。
将
来
的
に
お
寺
の
維
持
・
存
続
へ

の
不
安
が
高
ま
っ
て
い
る
中
で
、
念
仏
者
は

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
聴
き
、
お
育
て
を
頂

い
た
私
達
で
す
。
時
代
の
変
化
に
流
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
み
教

え
を
次
世
代
へ
伝
え
て
ゆ
く
役
割
を
担
っ
て

い
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
今
後
の
生
活
や
活

動
に
生
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

令
和
四
年
七
月
三
十
日
、
本
行
寺
に
於
い

て
釧
路
組
青
少
年
部
と
本
行
寺
青
年
会
合
同

の
研
修
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
、
講

師
と
し
て
九
州　

あ
そ
び
の
研
究
所
よ
り
、

所
長
の
中
島　

宏
先
生
を
招
き
「
子
ど
も
の

集
い
」
を
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
状
況
を
鑑

み
て
、
子
ど
も
集
い
は
中
止
と
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
九
州
か
ら
足
を
運
ん
で
い
た
だ

い
た
中
島
先
生
に
、
特
別
に
研
修
会
と
し
て

子
供
た
ち
の
と
の
接
し
方
や
遊
び
の
方
法
な

ど
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

先
生
か
ら
は
、
割
り
箸
や
輪
ゴ
ム
な
ど
身

近
に
あ
る
も
の
を
使
っ
て
み
ん
な
で
楽
し
め

る
ゲ
ー
ム
や
、
縁
日
の
出
し
物
の
よ
う
に
複

数
の
人
数
で
も
ゲ
ー
ム
を
楽
し
め
る
ア
イ
デ

ア
な
ど
、
中
で
も
少
し
で
も
子
供
が
楽
し
く

気
軽
に
マ
ス
ク
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入
れ
た
マ

ス
ク
作
り
が
特
に
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま

す
。

　

先
行
き
の
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
禍
で
も
、
前

向
き
に
子
供
た
ち
と
一
緒
に
楽
し
ん
で
行
け

る
方
法
が
た
く
さ
ん
あ
る
事
を
教
え
て
い
た

だ
け
る
大
変
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
経
験
を
活
か
し
、
来
年
度
は
感
染
対
策

に
留
意
し
な
が
ら
な
ん
と
か
「
子
ど
も
の

集
い
」
を
開
催
し
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
た
く
さ
ん
の
ご
参

加
を
ス
タ
ッ
フ
一
同
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。合掌


