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小
松
市
の
南
東
部
に
位
置
す 

る
波
佐
谷
町
に
は
家
々
を
順
番

に
回
る
「
お
ぼ
く
さ
ん
（
お
仏

供
）
当
番
」
が
あ
る
。
仏
器
と

当
番
日
誌
が
入
っ
た
「
お
ぼ
く

さ
ん
箱
」
が
や
っ
て
来
た
ら
当

番
だ
。
仏
器
に
ご
飯
を
盛
り
公

民
館
の
お
内
仏
に
そ
な
え
『
正

信
偈
』
を
勤
め
て
お
参
り
す
る
。

公
民
館
に
お
内
仏
が
備
え
ら
れ 

          

       

 

て
い
る
の
は
全
国
的
に
は
珍
し
い

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
は
、

お
寺
の
内
陣
の
よ
う
な
造
り
に
な

っ
て
い
る
。 

       

「
お
ぼ
く
さ
ん
当
番
」
は
、
少

な
く
と
も
公
民
館
の
前
身
で
あ
る

説
教
場
が
建
て
ら
れ
た
昭
和

11
年

に
は
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
始
ま

り
は
も
っ
と
古
い
よ
う
だ
。
今
に

続
い
て
い
る
の
は
、
波
佐
谷
町
が

蓮
如
上
人
の
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る

か
ら
だ
と
い
う
。
か
つ
て
波
佐
谷 

町
は
、
蓮
如
上
人
が
吉
崎
を
退
去

し
た
後
に
三
男
蓮
綱
が
教
線
拡
大

の
拠
点
と
し
て
構
え
た
松
岡
寺(

し

ょ
う
こ
う
じ)

が
あ
り
、
一
向
一
揆
の

拠
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
場
所
で

あ
る
。 

こ
の
波
佐
谷
は
、
五
〇
〇
年
前

「
百
姓
の
持
ち
た
る
国
」
と
い
わ

れ
加
賀
を
と
り
し
き
っ
て
い
た
一

向
宗
徒
た
ち
の
大
坊
主
の
一
人
蓮

綱
の
い
た
地
で
あ
り
、
ま
た
、
松

岡
寺
炎
上
と
な
っ
た
「
享
禄
の
錯 

    

乱
」
後
結
ば
れ
た
四
日
講
の
惣
道

場
の
あ
っ
た
村
で
も
あ
る 

(

波
佐
谷
町
史)

 

長
年
「
お
ぼ
く
さ
ん
当
番｣

に

関
わ
っ
て
き
た
山
本
澄
子
さ
ん
は 

「
昔
々
か
ら
の
伝
統
の
お
内
仏
を

護
ら
な
け
れ
ば
。
仏
様
に
手
を
合

わ
せ
る
姿
を
子
や
孫
に
伝
え
て
い

き
た
い
。
母
親
の
『
何
も
遺
し
て

い
く
も
の
は
な
い
。
こ
の
姿
だ
け

遺
し
て
い
く
か
ら
』
と
手
を
合
わ

す
姿
を
あ
り
あ
り
と
覚
え
て
い
ま

す
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て 

「
若
い
世
代
は
忙
し
い
の
に
続
い

て
い
る
こ
と
が
え
ら
い
。
お
礼
の

言
葉
を
か
け
て
あ
げ
た
い
」
と
。 

門
徒
会
の
み
な
さ
ん
は
、
町
の

行
事
や
活
動
を
敬
遠
し
が
ち
な
昨

今
で
あ
る
が
「
お
ぼ
く
さ
ん
当
番
」

を
止
め
よ
う
と
い
う
声
が
聞
か
れ

な
い
こ
と
を
喜
ん
で
お
ら
れ
る
。

お
内
仏
を
護
り
受
け
継
ぎ
、
仏
様

に
手
を
合
わ
す
心
と
波
佐
谷
町
の

歴
史
を
伝
え
る
た
め
に
「
お
ぼ
く

さ
ん
を
中
心
に
繋
い
で
い
き
た
い
」

と
、
思
い
を
熱
く
語
ら
れ
た
。 

          

 

 

 

「
お
ぼ
く
さ
ん
が
繋
ぐ
」 

小
松
市
波
佐
谷
町 

【おぼくさん箱】 

当番日誌の表紙には「仏様帳」と書かれている  

お
同
行
さ
ん

 

～
あ
な
た
の
隣
の
門
徒
さ
ん
～ 

山
本
澄
子
さ
ん 

 

城
下
義
男
さ
ん 

太
田
隼
人
さ
ん 

 

山
本 

隆
さ
ん 

 １ 
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『御絵伝』第二図より【得度剃髪】  

      

    

 
 

 
 

 
 

誕
生

 

     

 

    

承
安
三(

１
１
７
３)

年
、
親
鸞

聖
人
は
、
現
在
の
京
都
市
の
南
東

に
位
置
す
る
日
野
の
地
に
生
を
受

け
ま
し
た
。
父
は
皇
太
后
に
仕
え

る
三
等
官
な
が
ら
も
藤
原
氏
の
流

れ
を
汲
む
貴
族
の
日
野
有
範
で
す
。

母
は
吉
光
女(

き
っ
こ
う
に
ょ)

と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
幼
名
は
松
若

丸
と
い
い
ま
し
た
。 

          

平
安
末
期
、
治
承
四(

１
１
８
０)

 

年
か
ら
６
年
間
に
及
ぶ
平
氏
と
源
氏

の
争
い
の
な
か
幼
少
期
を
過
ご
し
ま

す
。
貴
族
が
統
治
す
る
社
会
か
ら
武

家
社
会
へ
と
移
っ
て
い
く
時
代
で
し

た
。
朝
廷
の
家
臣
の
家
庭
に
育
っ
た

聖
人
は
、
権
力
争
い
の
中
で
、
幼
く

し
て
父
親
と
は
生
き
別
れ
、
母
親
と

は
死
別
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

幼
く
し
て
両
親
と
別
れ
た
聖
人
に
と

っ
て
、
両
親
に
対
す
る
悲
し
み
や
思

慕
の
情
が
生
涯
心
に
深
く
刻
み
込
ま

れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

  

藤
原
氏…

中
臣
鎌
足
（
な
か
と
み
の
か
ま
た

り
）
が
大
化
の
改
新
の
功
績
に
対
し
て
、
時
の

朝
廷
か
ら
賜
っ
た
姓
。
鎌
倉
時
代
以
降
は
、
近

衛
・
鷹
司
・
九
条
・
二
条
・
一
条
を
そ
れ
ぞ
れ
受

け
伝
え
、
五
摂
家
と
し
て
朝
廷
の
代
わ
り
に

政
（
ま
つ
り
ご
と
）
を
行
う
摂
政
・
関
白
の
地

位
を
受
け
継
い
だ
。 

 

天
児
屋
根
尊…

神
話
に
出
て
く
る
神
。
天
の

岩
戸
隠
れ
の
天
照
大
神
を
誘
い
出
し
た
と
さ

れ
る
。
天
児
屋
根
尊
の
末
裔
が
中
臣
鎌
足
。
さ

ら
に
、
そ
の
流
れ
を
伝
え
る
の
が
藤
原
氏
と
さ

れ
る
。 

          

親
鸞
聖
人
は
い
ず
れ
朝
廷
に
仕
え

る
地
位
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

当
時
は
、
飢
饉
や
疫
病
が
た
び
た
び

起
こ
り
、
都
は
死
人
で
溢
れ
て
い
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
貴

族
や
武
士
に
よ
る
権
力
争
い
で
幼
い

聖
人
は
世
の
無
常
を
い
や
が
お
う
に

も
知
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う

し
た
な
か
利
生
の
縁
に
催
さ
れ
、
つ

ま
り
世
の
中
の
平
穏
を
願
い
、
仏
道

へ
入
る
機
縁
が
熟
し
て
い
き
ま
し
た
。

９
歳
の
時
、
伯
父
で
あ
り
養
父
で
も

あ
る
日
野
範
綱(

の
り
つ
な)

に
連
れ
ら

れ
て
、
後
に
天
台
座
主
を
つ
と
め
た

慈
円
の
も
と
、
青
蓮
院
で
出
家
得
度

を
し
ま
し
た
。
法
名
を
範
宴(

は
ん
ね

ん)

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

以
後

20
年
に
わ
た
り
天
台
宗
比
叡

山
で
過
ご
さ
れ
ま
す
。
常
行
三
昧
堂

(

じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ざ
ん
ま
い
ど
う)

で
読
経

や
念
仏
を
勤
め
る
堂
衆
が
主
な
役
割

で
し
た
。
さ
ら
に
先
師
の
教
え
に
学

び
、
厳
し
い
修
行
に
努
め
る
日
々
で

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も

聖
人
が
思
い
描
い
て
い
た
も
の
と
は

言
え
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

 

お
釈
迦
様
が
お
隠
れ
に
な
っ
て
１

５
０
０
年
が
過
ぎ
、
当
初
の
戒
律
を
保

つ
こ
と
や
悟
り
を
得
る
こ
と
が
難
し
い

末
法
の
時
代
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
最

澄
が
天
台
宗
を
開
い
て
４
０
０
年
経
過

し
た
比
叡
山
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
き
に
は
破
戒
や
名
利
に
心

を
奪
わ
れ
る
修
行
僧
の
現
実
を
目
の
当

た
り
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
聖
人
自
身
も
修
行
を
積
み
重
ね
て 

        

立
教
開
宗
の
礎 

親
鸞
聖
人
伝
① 

2 

私
た
ち
の
宗
門
で
は
二
〇
二
三
年
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
ご
誕
生
八

五
〇
年
に
併
せ
て
、
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
の
慶
讃
法
要
を
迎
え
ま

す
。
こ
れ
に
向
け
て
、
曾
孫
の
覚
如
上
人
が
宗
祖
の
ご
生
涯
を
仰

ぐ
た
め
に
書
か
れ
た
『
御
伝
鈔
』
を
た
よ
り
と
し
て
立
教
開
宗
ま

で
の
半
生
を
３
回
に
わ
た
っ
て
た
ず
ね
ま
す
。 

そ

れ

、

聖

人

の

俗

姓

は

藤

原

氏
、
天
児
屋
根
尊(

あ
ま
つ
こ
や
ね
の

み
こ
と)

二
十
一
世
の
苗
裔(

び
ょ
う

え
い)

《
中
略
》
皇
太
后
宮
大
進

有
範
（
こ
う
た
い
こ
ぐ
の
だ
い
し
ん
あ
り

の
り
）
の
子
な
り
。 

『
御
伝
鈔
』
聖
典
７
２
４
頁 

出
家
得
度

 

興
法
の
因
う
ち
に
萌
（
き
ざ
）
し
、
利

生
（
り
し
ょ
う
）
の
縁
ほ
か
に
催
い
し

に
よ
り
て
、
九
歳
の
春
の
比
（
こ
ろ
）

《
中
略
》
鬢
髪(

び
ん
ぱ
つ)

を
剃
除

し
た
ま
い
き
。 

 

『
御
伝
鈔
』
聖
典
７
２
４
頁 
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い
っ
て
も
、
悪
業
煩
悩
は
止
む
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
 

と
こ
ろ
で
聖
人
は
日
本
に
仏
教

を
ひ
ろ
め
た
聖
徳
太
子
を
「
和
国

の
教
主
」
と
た
た
え
て
い
ま
す
。

19
歳
の
時
、
聖
徳
太
子
の
磯
長(

し

な
が)

の
廟
所(

大
阪
河
内
長
野)

へ
参

籠
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
り
ま
す
。
自
身
が
求
め
る

仏
教
は
こ
れ
で
い
い
の
か
。
す
べ

て
の
人
が
救
わ
れ
る
教
え
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
を
尋
ね
て
い
か
れ
ま

し
た
。 

 
 

こ
の
参
籠
の
時
に
太
子
か
ら
、
こ

の
国
は
争
い
を
無
く
し
て
平
穏
を
実

現
す
る
た
め
に
は
仏
教
が
適
し
て
い

る
こ
と
。
さ
ら
に
は
範
宴
の
命
は
あ

と

10
余
年
と
い
う
夢
告
が
あ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  

        

自
身
の
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
親
鸞

聖
人
は

29
歳
で
比
叡
山
を
下
り
る
決

心
を
し
ま
す
。
聖
徳
太
子
の
夢
告
が
き

っ
か
け
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

そ
の
足
で
向
か
っ
た
先
は
太
子
と
縁

(

ゆ
か
り)

の
あ
る
六
角
堂(

頂
法
寺)

で
し

た
。
京
都
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
六
角
堂

は
救
世
観
音
菩
薩
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
百
日
間
の
参
籠
を
決
意
し
ま
し

た
。
そ
し
て
九
十
五
日
目
の
未
明
に
救

世
菩
薩
の
夢
告
に
遇
い
ま
す
。
「
も
し

あ
な
た
が
結
婚
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、

私
は
玉
女
と
な
っ
て
添
い
遂
げ
ま
し
ょ

う
。
さ
ら
に
臨
終
の
際
に
は
引
導
し
て

極
楽
に
生
ま
れ
さ
せ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」

と
。 こ

れ
は
肉
食
妻
帯
が
公
に
は
許
さ
れ

な
い
出
家
者
の
聖
人
に
と
っ
て
、
す
べ

て
の
人
々
が
救
わ
れ
る
道
を
示
す
た
め

に
、
自
ら
が
身
を
も
っ
て
在
家
の
生
活

を
示
し
な
さ
い
と
い
う
道
を
開
い
て
く

だ
さ
る
言
葉
で
し
た
。 

 

救
世
観
音
大
菩
薩 

聖
徳
皇
と
示
現
し
て 

多
多
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て 

阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
い
た
ま
う 

『
正
像
末
和
讃
』
（
聖
典
５
０
７
頁
） 

親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
聖
徳
太
子
と
は

救
世
観
音
菩
薩
の
化
身
と
し
て
現
れ
た

方
で
あ
り
、
父
母
と
も
重
ね
て
い
た
よ

う
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
修
行
に
行
き
詰
ま
り
望

み
を
失
い
か
け
た
聖
人
は
、
聖
徳
太
子

に
道
を
尋
ね
、
そ
の
後
法
然
上
人
の
も

と
を
訪
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。 

 
 

 

（
次
号
へ
続
く
） 

                       

                                 

六
角
堂
参
籠 

六
角
堂
の
救
世
菩
薩
、
顔
容
端

厳
（
げ
ん
よ
う
た
ん
ご
ん
）
の
聖
僧(

し

ょ
う
そ
う
）
の
形
を
示
現
（
じ
げ
ん
）
し

て
、
《
中
略
》
善
信(

親
鸞)

に
告

命
（
ご
う
み
ょ
う
）
し
て
の
た
ま
わ
く

「
行
者
宿
報
設
女
犯 

我
成
玉
女

身
被
犯 

一
生
之
間
能
荘
厳 

臨

終
引
導
生
極
楽
」 

『
御
伝
鈔
』
聖
典
７
２
５
頁 

『御絵伝』第四図より【六角告命】  

 

 

３ 

① ① 

③ 
 ④ 

親鸞聖人 
ゆかりの地 

①日野の里 ②青蓮院 ③比叡山 

④六角堂（頂法寺） ⑤吉水草庵（安養寺） 

② 

⑤ 
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【
教
化
事
業
の
ご
案
内
】 

 
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
伴
う
対
応
等
に
よ
り

急
遽
変
更
や
中
止
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す 
 

◇
十
二
日
講 

毎
月
12
日
９
時
半 

【
３
月
】
塚
谷
真
樹
氏(

燈
明
寺)

 

【
４
月
】
大
窪
康
充
氏 

(

金
沢
教
区
浄
土
寺)

 

【
５
月
】
森
本
栄
史
氏(

願
成
寺)

 

 

◇
日
曜
講
座 

毎
月
１･

３
日
曜
９
時
半
～ 

【
３
月
】
６
日
・

20
日 

【
４
月
】
３
日
・

17
日 

【
５
月
】
１
日
・

15
日 

◇
春
の
合
同
聞
法
会 

３
月

26
日
（
土
）
９
時
～ 

講
師 

佐
野
明
弘
氏(

加
賀
光
闡
坊)

  

◇
花
ま
つ
り 

３
月
31
日
（
木
）
時
間
等
未
定 

◇
真
宗
入
門
講
座 

３
月
25
日
（
金
）
19
時
～ 

４
月
22
日
（
金
）
19
時
～ 

５
月
27
日
（
金
）
19
時
～ 

講
師 

滋
野
井 

光
氏
（
稱
佛
寺
） 

◇
社
会
教
化
研
修
会 

５
月
14
日
（
土
）
14
時
～ 

５
月
21
日
（
土
）
14
時
～ 

※
会
場
は
す
べ
て
小
松
教
務
所
（
常
磐
会

館
）
お
問
い
合
わ
せ
は
小
松
教
務
所
ま
で 

 
  

 
 

う
ら
ら
の
お
寺 

教
善
寺 

き
ょ
う
ぜ
ん
じ 

～
小
松
市
芦
田
町
～ 

 

教
善
寺
は
、
天
正
年
間(

西
暦
１
５

７
３
～
９
２
年)

の
石
山
合
戦
に
お
い

て
、
そ
の
功
績
を
認
め
ら
れ
た
教
善

(

き
ょ
う
ぜ
ん)

が
鳥
越
村
数
瀬(

と
り
ご

え
む
ら
か
ず
せ
・
現
白
山
市
数
瀬
町)

に
創

建
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
数
瀬
の
地
に
明
治

27(

１
８
９

４)

年
に
本
堂
が
建
設
さ
れ
、
地
元
の

ご
門
徒
を
中
心
に
多
く
の
人
々
が
集
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和

56(

１
９
８

１)

年
の
豪
雪
で
倒
壊
し
、
翌
年
に
現

在
地
の
芦
田
町
に
移
転
し
た
。
本
堂
の

柱
に
は
、
数
瀬
に
あ
っ
た
旧
本
堂
の
欅

の
円
柱
八
本
が
使
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、

余
間
に
は
顕
如
上
人
か
ら
授
か
っ
た
阿

弥
陀
如
来
が
掛
か
っ
て
お
り
、
石
山
合

戦
ま
で
遡
る
本
寺
の
歴
史
を
偲
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。 

 

報
恩
講
の
際
に
は
、
数
瀬
の
時
か
ら

の
ご
門
徒
が
集
わ
れ
て
い
る
。
数
瀬
は 

       

         

過
疎
化
が
進
み
現
在
は
当
地
に
は
住
ん

で
い
な
い
方
々
も
多
い
が
、
一
年
に
一

回
、
同
郷
の
方
々
と
出
会
う
の
を
楽
し

み
に
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
の
二
年
間
、
コ
ロ
ナ
禍

で
報
恩
講
を
思
う
通
り
に
で
き
な
か
っ

た
。
お
参
り
だ
け
な
ら
感
染
対
策
を
講

じ
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ

こ
に
集
ま
る
ご
門
徒
の
多
く
は
お
斎
な

ど
で
旧
交
を
温
め
る
の
を
楽
し
み
に
さ

れ
て
い
る
た
め
、
苦
渋
の
選
択
だ
っ
た
。

昨
春
、
住
職
に
な
ら
れ
た
大
家
篤
士
さ

ん
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
、
ま
た
本

堂
が
ご
門
徒
の
笑
顔
と
に
ぎ
や
か
な
声

に
あ
ふ
れ
る
日
を
楽
し
み
に
し
て
い
る

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。 

古
く
か
ら
、
お
寺
と
ご
門
徒
の
つ
な

が
り
、
そ
し
て
門
徒
同
士
の
つ
な
が
り

を
大
切
に
し
、
そ
の
礎
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
て
き
た
教
善
寺
。
大
家
新
住

職
は
「
出
会
っ
た
ご
縁
を
大
切
に
、
こ

の
教
善
寺
を
護
っ
て
い
き
た
い
」
と

語
っ
て
お
ら
れ
た
。 

 

 

 

４ 

教
善
寺
【
阿
弥
陀
如
来
絵
像
】 

新住職・大家篤士氏 

    

私
た
ち
は
と
も
す
れ
ば
、
自
分

の

知

識
や

経

験
に

し
が

み
つ
い

て
、
自
分
の
モ
ノ
サ
シ
で
他
人
を

み
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
苦
悩
の
も

と
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

た
と
い
、
法
然
聖
人
に
す
か
さ

れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地

獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に

後
悔
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
。 

『
歎
異
抄
』
聖
典
６
２
７
頁 

私
は
こ
の
一
文
が
、
無
茶
苦
茶

好
き
な
ん
で
す
。
小
難
し
い
こ
と

考
え
な
く
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
法

然
と
親
鸞
の
関
係
は
も
う
十
分
に

わ
か
り
ま
す
。
た
と
え
法
然
の
教

え
に
従
っ
て
地
獄
に
お
ち
た
と
し

て
も
後
悔
は
し
な
い
と
言
い
切
っ

て
い
る
の
で
す
か
ら
。 

親
鸞
は
、
法
然
を｢

よ
き

人｣

｢

善
知
識｣

と
し
て
出
会
わ
れ
ま
し

た
。
法
然
の
生
き
方
に
連
綿
と
続

く
念
仏
の
教
え
が
そ
の
奥
に
見
え

た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
数
多
の
歩

み
を
し
て
き
た
親
鸞
が
、
法
然
と

の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の

思

い

が
ひ
っ

く
り

返
っ

た
の
で

す
。 

｢
(

真
実
に)

出
遇
っ
た
人
と
の

出
会
い｣

が
大
事
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。 

 

小
松
教
区
教
学
研
究
室 

『
郡
中
学
舎
』
研
究
員 

新
康
紀 

  

郡
中
の
小
窓 


