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東
本
願
寺
の
向
か
い
に
「
総
会
所
」
と
呼
ば
れ
る
仏
法
聴
聞
の
場

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
こ
れ
ま
で
四
度
焼
失
し
た
東
本

願
寺
の
再
建
の
た
め
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
ご
門
徒
の
集
会
所
と
し
て

開
か
れ
、
以
降
聞
法
の
場
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
残
念
な
が
ら
本

年
の
六
月
で
長
い
歴
史
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
そ
の
前
の
掲
示
板
に

こ
の
言
葉
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
は
自
ら
の
あ
り
方
を
、『
教
行
信
証
』
の
中
で
善
導
大
師

の
『
観
経
疏

か
ん
ぎ
ょ
う
し
ょ

』
の
文
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
ま
す
。 

「
外
に
賢
善
精
進

げ
ん
ぜ
ん
し
ょ
う
じ
ん

の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、内
に
虚
仮
こ

け

を

懐
い
て
、貪
瞋
邪
偽

と
ん
じ
ん
じ
ゃ
ぎ

、奸
詐
百
端

か
ん
さ
も
も
は
し

に
し
て
、悪
性
侵や

め
難
し
、…
三
業
さ
ん
ご
う

を
起
こ
す
と
い
え
ど
も
、
名
づ
け
て
「
雑
毒
ぞ
う
ど
く

の
善
」
と
す
、
ま
た

「
虚
仮
の
行
」
と
名
づ
く
、「
真
実
の
業
」
と
名
づ
け
ざ
る
な
り
。

…
こ
の
雑
毒
の
行
を
回
し
て
、
か
の
仏
の
浄
土
に
求
生
せ
ん
と
欲

す
る
は
、
こ
れ
必
ず
不
可
な
り
。」 

（
訳
：
外
に
賢
く
善
き
人
が
精
進
し
て
い
る
よ
う
な
姿
を
現
す
こ

と
の
な
い
よ
う
に
。
内
に
は
虚
仮
を
懐
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
貪む
さ
ぼ

り
、
瞋い
か

り
、
邪
よ
こ
し
ま

、
偽い
つ
わ

り
、
悪
巧
み
、
な
ど
〔
苦
の
原
因
と
な
る
〕

様
々
な
悪
性
は
と
ど
め
難
い
、
…
三
業
の
行
を
起
こ
す
と
言
っ
て

も
「
毒
の
混
じ
っ
た
善
」
で
あ
り
、「
虚
仮
の
行
」
で
あ
り
、「
真

実
の
行
い
」
と
は
い
え
な
い
。
…
こ
の
雑
毒
の
行
を
ふ
り
む
け
て
、

か
の
仏
の
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
求
め
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
で

き
な
い
。） 

「
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
正
し
く
か
の
阿
弥
陀
仏
、
因
中
に
菩

薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
乃
至
一
念
一
刹
那
せ
つ
な

も
、
三
業
の
所

修
み
な
こ
れ
真
実
心
の
中
に
作
し
た
ま
い
し
に
由
っ
て
な
り
、と
。 

（
訳
：
な
ぜ
な
ら
、
正
し
く
か
の
阿
弥
陀
仏
は
、
さ
と
り
を
得
よ

う
と
菩
薩
の
行
を
行
じ
ら
れ
て
い
た
と
き
、
一
念
一
刹
那
も
三
業

に
よ
っ
て
修
め
ら
れ
た
も
の
は
、
す
べ
て
真
実
の
心
の
中
で
な
さ

れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。） 

 

私
た
ち
は
仏
の
願
い
に
耳
を
貸
さ
ず
、
自
ら
虚
偽
を
重
ね
、
自
ら

迷
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

	 
(

写
真
撮
影
：
正
仁
。「
旅
人
」
イ
ン
ド
・
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
に
て)  
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虚
偽
に
虚
偽
を
重
ね  

あ
な
た
は
何
者
に
な
ろ
う
と
す
る
の
か  

  

平
野  

修  

  



ー
医
療
の
現
場
か
ら
③
ー 

悲
し
み
の
真
っ
直
中
で 

 
 
 
 

悲
し
み
を
超
え
る
道  

 
 

小
児
科
医
で
あ
る
弟
と
会
っ
た
と
き
の
話
し
で
あ
る
。
小
児

科
の
中
で
も
新
生
児
科
を
担
当
し
て
い
る
。
新
生
児
科
は
重
度

の
未
熟
児
の
お
子
さ
ん
や
、
重
い
障
害
を
抱
え
て
生
ま
れ
た
お

子
さ
ん
も
多
く
お
ら
れ
、
医
療
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
非
常
に

難
し
い
場
面
が
あ
る
と
い
う
。
積
極
的
に
治
療
す
れ
ば
少
し
長

く
生
き
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
て
も
助
か
る
こ
と
は
な

い
場
合
、
ど
こ
ま
で
治
療
す
る
べ
き
か
。
治
療
し
て
助
か
っ
て

も
重
い
障
害
が
残
る
場
合
、
ど
こ
ま
で
す
る
べ
き
か
。
そ
の
よ

う
に
、
常
に
生
命
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
現
場
で
あ
る
。 

 

話
し
の
中
で
、
残
念
な
が
ら
死
産
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き

の
お
母
さ
ん
の
話
し
を
聞
い
た
。
そ
ん
な
と
き
、
お
母
さ
ん
に

赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
お
母
さ
ん

の
精
神
面
に
と
っ
て
も
い
い
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
勧
め
ら
れ

き
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
臨
床
研
究
の
結
果
で
は
残
念
な
結

果
が
出
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 
Behaviours that prom

ote contact w
ith the stillborn infant 

w
ere associated w

ith w
orse outcom

e. W
om
en w

ho had 
held their stillborn infant w

ere m
ore depressed than those 

w
ho only saw

 the infant, w
hile those w

ho did not see the 
infant w

ere least likely to be depressed (13 of 33, 39%
, vs 

three of 14, 21%
, vs one of 17, 6%

; p=0.03).  

死
産
の
新
生
児
と
触
れ
あ
う
こ
と
を
奨
励
す
る
行
動
は
、
よ

り
悪
い
結
果
に
結
び
つ
い
た
。
死
産
の
新
生
児
を
抱
い
た
女

性
は
、
見
た
だ
け
の
女
性
よ
り
も
う
つ
状
態
が
重
か
っ
た
。

一
方
、
新
生
児
を
見
な
か
っ
た
女
性
は
最
も
う
つ
状
態
が
軽

か
っ
た
。 

(H
ughes P, et al., Assessm

ent of guidelines for good 
practice in psychosocial care of m

others after stillbirth: a 
cohort study. Lancet. 2002 Jul 13; 360(9327): 114-8.) 

 

 

つ
ま
り
こ
の
論
文
で
は
、
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
赤
ん
坊

を
抱
い
た
ら
、
見
た
だ
け
の
お
母
さ
ん
よ
り
、
う
つ
状
態
が
重

く
な
る
と
い
う
「
悪
い
結
果
」
と
な
っ
た
。
見
も
し
な
か
っ
た

お
母
さ
ん
が
、
最
も
う
つ
状
態
が
軽
い
と
い
う
「
良
い
結
果
」

と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
死
産
の
新
生
児
と
触
れ
あ
わ
な
い

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
結
論
で
あ
る
。 

 

し
か
し
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。 

 

う
つ
状
態
を
当
然
の
よ
う
に
「
悪
い
結
果
」
と
し
て
い
る
。

医
学
的
に
は
そ
れ
が
当
た
り
前
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
う

つ
状
態
に
な
る
ほ
ど
に
、
亡
く
な
っ
た
赤
ん
坊
の
い
の
ち
を
大

切
に
受
け
止
め
た
」
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
う
つ
状
態
が

軽
い
こ
と
を
「
良
い
結
果
」
と
し
て
い
る
が
、
赤
ん
坊
を
見
も

せ
ず
に
ま
る
で
「
な
か
っ
た
こ
と
」
に
し
て
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く

こ
と
が
果
た
し
て
良
い
こ
と
だ
ろ
う
か
？ 

 

「
う
つ
」と
い
う
の
は
確
か
に
と
て
も
つ
ら
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
初
め
か
ら
そ
れ
を
「
悪
い
」
と
い
う
価
値
で
し
か
見

ず
、
そ
の
結
果
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
く
と
い

う
こ
と
ま
で
意
味
の
な
い
こ
と
と
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
ま
る
で
、
現
代
社
会
で
学
校
か
ら
会
社
ま
で
「
成
果
」

で
し
か
評
価
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
こ
と
に
し
か
関
心

が
向
か
な
い
、「
成
果
」
が
で
な
い
こ
と
に
は
価
値
が
な
い
、
と

い
う
見
方
し
か
で
き
な
い
社
会
の
現
状
が
、
こ
こ
に
も
現
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
う
つ
は
大
変
つ
ら
い
こ
と
で
あ
る
が
、「
う

つ
は
悪
い
」
と
い
う
予
め
決
め
ら
れ
た
価
値
し
か
持
た
な
い
世

の
中
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
よ
り
一
層
窮
屈
で

苦
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。 

 

一
見「
悪
い
」と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
大
事
な
価
値
が
あ
る
。

予
め
決
め
ら
れ
た
「
良
い
」「
悪
い
」
の
価
値
を
こ
え
た
第
三
の

価
値
が
確
か
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
実
感
で
き
る
世
の
中
が
ほ

ん
と
う
に
安
心
で
き
る
世
の
中
な
の
で
は
な
い
か
。
立
場
を
こ

え
て
、
痛
み
を
も
っ
た
い
の
ち
を
生
き
る
こ
と
を
互
い
に
敬
い

合
え
る
世
の
中
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
深
い
心
の
痛
み
は

直
ぐ
に
は
消
え
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
痛
む
心
の
ま
ま
で
、
痛
み

を
こ
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
痛
み
の
「
意

味
」
が
変
わ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。 

 

「
悉
能
摧
破
有
無
見 

宣
説
大
乗
無
上
法 

証
歓
喜
地
生
安

楽
」（
親
鸞
「
正
信
偈
」） 

〔
そ
の
こ
と
が
ら
に
意
味
が
〕
有
る
、
無
い
と
す
る
〔
ほ
ん

と
う
の
価
値
を
見
え
な
く
す
る
よ
う
な
〕
見
方
を
こ
と
ご
と

く
破
り
、
立
場
を
こ
え
て
す
く
わ
れ
る
こ
の
上
な
い
教
え
を

説
き
、歓
喜
地
と
い
う
証
を
得
て
、安
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
。 

  

赤
ん
坊
を
亡
く
し
て
う
つ
に
な
る
心
の
痛
み
に
つ
い
て
、
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
私
が
語
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
う

つ
が
単
な
る
悪
い
状
態
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
痛
み

の
大
事
な
意
味
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
、
と
い
う
赤
ん
坊
か
ら
の

呼
び
か
け
が
聞
こ
え
た
な
ら
、
い
や
、
た
と
え
聞
こ
え
な
く
て

も
そ
の
呼
び
か
け
を
聞
こ
う
と
し
続
け
る
限
り
、
そ
の
痛
み
を

な
く
す
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
こ
え
て
ゆ
く
道
が
開
け
て
く
る
。

む
し
ろ
そ
の
痛
み
が
そ
の
ま
ま
、
掛
け
替
え
の
な
い
人
生
そ
の

も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

し
か
し
、こ
の
こ
と
は
自
ら
の
心
の
痛
み
の
中
で
確
か
め
て
、

初
め
て
そ
う
だ
と
い
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
な
か
っ
た
こ
と
」
に

し
た
い
ほ
ど
の
痛
み
の
真
っ
直
中
に
い
る
私
が
、
私
中
心
の
善

悪
、
有
無
の
見
方
を
こ
え
て
、
た
だ
た
だ
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
仏

の
教
え
と
し
て
、
自
分
の
底
か
ら
湧
き
上
が
る
い
の
ち
の
声
と

し
て
、
耳
を
傾
け
る
。
痛
み
を
も
っ
た
自
分
を
そ
の
ま
ま
に
受

け
入
れ
る
世
界
が
あ
る
と
い
う
、
仏
の
教
え
が
聞
こ
え
る
か
。

今
こ
こ
に
は
た
だ
、
自
分
の
求
め
る
「
良
い
結
果
」
に
縛
ら
れ

て
も
が
い
て
い
る
私
が
い
る
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
生

き
て
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。 

   (

ブ
ロ
グ
「
お
医
者
さ
ん
は
お
坊
さ
ん
」junenji.blog.jp

二
〇
一
四
年

十
月
十
五
日
の
記
事
を
改
編) 

     



イ
ン
ド
旅
行
記
（
一
） 

デ
リ
ー
到
着 

  
 二

〇
一
五
年
三
月
三
日
（
火
曜
日
） 

 

い
よ
い
よ
今
日
か
ら
イ
ン
ド
の
旅
が
始
ま
る
。テ
ー
マ
は「
仏

陀
の
旅
路
」
で
あ
る
。『
大
般
涅
槃
経
』（
マ
ハ
ー
パ
リ
ニ
ッ
バ

ー
ナ
経
）
に
は
、
仏
陀
釈
尊
が
般
涅
槃
さ
れ
る
（
亡
く
な
ら
れ

る
）ま
で
の
旅
路
が
記
さ
れ
て
い
る
。そ
の
ル
ー
ト
を
中
心
に
、

現
地
大
学
と
の
研
究
交
流
を
し
つ
つ
、
仏
跡
を
巡
る
。 

 

「
紙
上
に
書
か
れ
た
思
想
は
、
砂
上
に
残
っ
た
歩
行
者
の
足

跡
に
過
ぎ
な
い
。
歩
行
者
の
た
ど
っ
た
道
は
見
え
る
。
だ
が

歩
行
者
が
そ
の
途
上
で
何
を
見
た
か
を
知
る
に
は
、
自
分
の

目
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル

『
読
書
に
つ
い
て
』） 

  

出
発
前
に
あ
る
方
よ
り
こ
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。
釈
尊
が

そ
の
人
生
の
旅
路
で
見
た
も
の
は
何
だ
っ
た
か
。
そ
れ
は
一
生

の
課
題
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
時
代
は
違
え
ど
釈
尊
の
過
ご

し
た
イ
ン
ド
の
空
気
を
吸
い
、
に
お
い
を
感
じ
、
地
を
踏
み
し

め
る
機
会
が
で
き
た
こ
と
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

昼
頃
に
大
阪
・
関
西
国
際
空
港
に
集
合
し
、
午
後
一
時
二
十

五
分
発
のAir India

に
て
香
港
経

由
で
デ
リ
ー
に
向
か
う
。
機
内
食
は

早
速
イ
ン
ド
料
理
っ
ぽ
い
も
の
が

で
て
、
味
も
な
か
な
か
美
味
し
い
。

旅
へ
の
期
待
が
高
ま
る
。 

 

現
地
時
間
の
午
後
九
時
三
十
五

分
、
デ
リ
ー
に
到
着
。
日
本
か
ら
約

十
一
時
間
半
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
ほ
ど
長
く
は
感
じ
な
か
っ
た
。
到

着
ロ
ビ
ー
で
の
デ
リ
ー
出
身
の
ジ

ャ
ギ
ー
さ
ん
と
合
流
。
こ
れ
か
ら
十

日
間
お
世
話
に
な
る
現
地
の
ガ
イ
ド
さ
ん
だ
。
お
客
様
は
神
様

で
は
な
く
家
族
、
と
い
う
ジ
ャ
ギ
ー
さ
ん
の
お
か
げ
で
、
旅
中

の
数
々
の
わ
が
ま
ま
に
も
温
か
く
対
応
し
て
い
た
だ
き
、
十
日

間
無
事
楽
し
く
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。 

 

空
港
の
外
に
出
る
と
、今
度
は
わ

ん
こ
が
お
出
迎
え
。
僕
も
一
緒
に
、

と
い
わ
ん
ば
か
り
に
つ
い
て
く
る
。

そ
し
て
、初
め
か
ら
メ
ン
バ
ー
の
一

員
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
ド
テ
ッ
と

横
た
わ
り
一
緒
に
バ
ス
を
待
つ
。 
 

こ
の
よ
う
に
自
然
に
野
良
犬
が

う
よ
う
よ
い
る
状
況
に
や
や
驚
い

た
が
、そ
ん
な
野
良
犬
数
匹
ど
こ
ろ

で
は
な
い
、人
間
と
動
物
が
あ
た
り

ま
え
に
共
存
す
る
イ
ン
ド
の
風
景

を
、
こ
れ
か
ら
存
分
に
知
る
こ
と
に
な
る
。 
 
一
方
、
よ
く
考
え
る
と
最
近
日
本
で
野
良
犬
を
滅
多
に
見
な

い
。
昔
は
も
う
少
し
い
た
気
が
す
る
。
こ
れ
は
日
本
で
は
狂
犬

病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
、
行
政
が
積
極
的
に
保
護
、
殺
処

分
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
最
近
し
き
り
に
「
安
心
・
安
全
が

大
事
」
な
ど
と
い
う
が
、
人
間
の
生
活
上
の
安
心
・
安
全
は
他

の
生
き
物
の
生
命
を
奪
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
忘
れ
て
い
る
。そ
の
こ
と
を

忘
れ
、つ
く
ら
れ
た
安
全
を
享
受
し

な
が
ら
そ
れ
を
あ
た
り
ま
え
だ
と

思
い
、い
た
だ
い
た
生
命
で
あ
り
な

が
ら
自
分
の
生
命
は「
私
の
も
の
で

あ
る
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
そ
ん

な
思
い
違
い
を
し
た
ま
ま
で
、自
分

は
生
命
を
奪
っ
て
い
な
い
、生
命
を

大
事
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
、善
人

を
気
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

さ
て
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
ホ
テ
ル
に
着
い
た
の
は

午
後
十
一
時
頃
で
あ
っ
た
。
時
差
は
日
本
よ
り
マ
イ
ナ
ス
三
時

間
半
程
度
な
の
で
、
日
本
時
間
で
は
午
前
二
時
半
頃
で
あ
る
。

私
は
入
眠
時
刻
が
い
つ
も
遅
い
の
で
こ
れ
ぐ
ら
い
の
時
差
は
気

に
な
ら
な
い
。
ま
た
異
国
の
地
で
興
奮
し
て
い
る
の
か
全
く
眠

く
な
い
。
し
か
し
明
日
の
こ
と
も
考
え
、
す
ぐ
に
床
に
就
く
。

三
月
の
こ
の
時
期
、
イ
ン
ド
の
夜
は
意
外
と
涼
し
い
。
薄
着
で

寝
て
し
ま
い
、
ベ
ッ
ド
の
掛
け
布
団
も
薄
く
、
寒
い
。
寒
い
の

と
、
興
奮
し
て
い
る
の
と
、
外
が
何
や
ら
騒
が
し
い
の
と
、
隣

の
Ｋ
君
の
い
び
き
と
で
、
結
局
ほ
ど
ん
ど
眠
れ
ず
朝
を
迎
え
て

し
ま
っ
た
。 

 

〔
次
回 

イ
ン
ド
旅
行
記
（
二
）
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の

足
跡
〕 

  

受
念
寺
の
歴
史
（
第
三
回
） 

折
屋
町
時
代
〔
江
戸
時
代
初
期
〕 

一
六
一
五
年
（
元
和
元
年
）
〜
一
六
二
八
年
（
寛
永
五
年
） 

の
十
四
年
間 

 

住
職 

第
五
世
圓
誓 

（
〜
一
六
三
一
年
（
寛
永
八
年
）
七
月
十
二
日
寂
） 

第
六
世
圓
了 

（
〜
一
六
四
〇
年
（
寛
永
十
七
年
）
十
月
十
三
日
寂
） 

 

折
屋
町
移
転 

 

一
六
一
五
年
（
元
和
元
年
）
第
四
世
圓
正
＊
（
〜
一
六
〇
三

年
）
の
と
き
、
池
田
町
か
ら
折
屋
町
（
現
在
の
大
阪
市
中
央
区

大
手
筋
二
丁
目
辺
り
）
へ
移
転
し
ま
す
。
唐
物
屋
新
左
衛
門
屋

敷
を
借
り
て
道
場
を
移
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
移
転
の
理
由

は
不
明
で
す
。 



 
（
＊
年
代
か
ら
第
四
世
で
は
な
く
第
五
世
圓
誓
（
〜
一
六
三
一

年
） 

の
誤
り
と
思
わ
れ
ま
す
。） 

 

大
坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣 

 

一
六
一
四
年
は
大
坂
冬
の
陣
、
一
六
一
五
年
は
大
坂
夏
の
陣

の
あ
っ
た
年
で
す
。
記
録
が
無
く
全
く
の
想
像
で
し
か
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
戦
火
が
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

〔
第
四
回 

片
原
町
時
代
〔
江
戸
時
代
初
期
〜
後
期
〕
で
す
。〕 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

お
寺
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
？
（
２
） 

  
 

 

前
回
は
、
お
寺
が
ど
の
よ
う
な
願
い
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
お
寺

は
具
体
的
に
何
を
す
る
と
こ
ろ
な
の
か
？
今
回
か
ら
３
回

に
わ
た
り
、
そ
れ
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

答
え
１
：
聞
法
の
場
で
す
。 

 

「
聞
法
」
と
い
う
の
は
「
法
に
聞
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
は
生
活
の
中
で
何
か
難
し
い
問
題
に
直
面
す
る
、
ど

う
に
も
な
ら
ず
行
き
詰
ま
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
題
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
「
な
ん
と
な
く
空
し
い
」「
な

ん
と
な
く
さ
み
し
い
」
と
か
「
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

そ
ん
な
と
き
私
た
ち
は
何
か
し
ら
の
答
え
を
求
め
ま
す
。

そ
う
し
て
自
分
の
中
で
考
え
る
、
他
人
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
聞

く
な
ど
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
。
そ
し
て
数
あ
る
選
択
枝
の

中
か
ら
「
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
選
択
枝
」
を
探
し
出

そ
う
と
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
で
考
え
よ
う
と
他
人
に

尋
ね
よ
う
と
、
結
局
は
「
自
分
に
聞
い
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
確
か
に
自
分
が
納
得
し
な
い
こ
と
に
は
前
に

進
め
ま
せ
ん
し
、
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
は
他
な
ら
ぬ
自
分

で
す
。
し
か
し
そ
の
頼
り
に
し
て
い
る
自
分
の
中
に
答
え
が

な
い
、
自
分
と
い
う
も
の
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
さ
ら
に
言

え
ば
、
実
は
問
題
が
自
分
自
身
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。「
こ
う
な
り
た
い
」「
こ
う
す
べ
き
だ
」
と
い
う
自
分

の
中
の
答
え
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

「
法
に
聞
く
」
と
言
う
場
合
、「
法
」
と
い
う
の
は
仏
教
の

教
え
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
法
に
「
何
を
聞
く
か
」
が

問
題
で
す
。「
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
選
択
枝
」
を
聞

く
の
で
あ
れ
ば
結
局
は
「
自
分
に
聞
い
て
い
る
」
こ
と
に
な

り
ま
す
。
法
に
聞
く
の
は
「
自
分
自
身
」
で
す
。「
自
分
の

も
の
の
見
方
」「
自
分
の
生
き
方
」
と
い
っ
て
も
良
い
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
寺
と
い
う
の
は
「
自
分
自
身
を
学
ぶ

場
」
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
人
間
を
学
ぶ
」
と
言

っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
求
め
、
人

間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
悩
む
。
私
た
ち
は
何
を
求
め
何
に
悩
む

の
か
、
そ
の
中
身
を
確
か
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
住
職
が

尋
ね
て
き
た
人
に
何
か
上
か
ら
下
へ
「
説
教
を
す
る
」
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
住
職
も
一
緒
に
な
っ
て
仏
教
に
照
ら
さ

れ
な
が
ら
自
分
自
身
を
学
ぶ
場
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

 

〔
次
回 

お
寺
と
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
？
（
３
）
答

え
２ 

で
す
。〕 

       

 

編
集
後
記 

  

今
年
の
夏
は
東
本
願
寺
主
催
の
「
安
居
あ
ん
ご

」
に
参
加
し
て
き
ま

し
た
。
む
か
し
イ
ン
ド
で
は
雨
期
に
一
か
所
に
集
ま
り
仏
法
を

学
ぶ
期
間
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
名
残
を
う
け
つ
い
で
、
毎
年

夏
に
約
二
週
間
の
聞
法
の
会
が
開
か
れ
ま
す
。
全
国
か
ら
た
く

さ
ん
の
僧
侶
が
集
ま
っ
て
仏
法
を
学
び
ま
す
。
今
年
は
本
多
弘

之
先
生
、
一
郷
正
道
先
生
が
講
義
を
さ
れ
ま
し
た
。 

 

大
学
生
か
ら
年
配
の
方
ま
で
様
々
な
年
代
の
人
た
ち
が
あ
つ

ま
っ
て
講
義
を
聴
き
、「
攻
究
」
と
呼
ば
れ
る
時
間
で
は
机
を
囲

ん
で
議
論
し
ま
す
。
大
変
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
の
こ
と
は
お
話
の
中
で
、
ま
た
紙
面
の

上
で
反
映
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
二
週
間
も
お
寺
と
病
院
を

休
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

し
た
。 

（
文
責
：
副
住
職 

正
仁
）
＊
副
住
職
ブ
ロ
グ
「
お
医
者
さ
ん

は
お
坊
さ
ん
」junenji.blog.jp

も
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

                                     

   軽費老人ホーム   受念館
じゅねんかん

  

            入居者募集中！  
  

☆「住みよい居室」「おいしい食事」を「軽費で」

ご提供。  

☆  心のふれあいを大切にする、昔ながらのアッ

トホームであたたかな安心の生活環境。     

☆   60 歳以上で食事が自分で取れる方なら、ど

ちらにお住まいでも結構です。  

  

   施設見学は午前 10 時から午後 5 時まで。い

つでも受け付けております。  

  

◇お問い合わせは･･･  

06-6674-1181 までお気軽にどうぞ。  

ブログ：http://52664141.at.webry. info/  

 


