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南 俣司郎さん  

 

         

南
さ
ん
は
「
お
ぼ
ん
さ
ま
」

と
し
て
上
野
町
の
道
場
の
お
守

り
役
を
担
わ
れ
て
い
る
。
以
前

は
お
守
り
役
の
家
が
決
ま
っ
て

い
た
が
、
昭
和
の
中
ご
ろ
不
在

と
な
り
、
町
民
の
依
頼
に
よ
り

そ
の
任
を
受
け
伝
え
て
き
た
。

推
進
員
養
成
講
座
に
参
加
し
た

こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
一
念
発

起
し
て
２
０
１
３
年
に
得
度
を 

          

        

受
け
、
本
覚
寺(

小
松
市)

に
所
属

す
る
僧
侶
と
し
て
前
任
者
の
あ
と

を
引
き
継
が
れ
た
。 

道
場
で
は
親
鸞
聖
人
と
前
々
門 

       

首
の
ご
命
日
の
お
参
り
が
毎
月
行

わ
れ
て
お
り
、

20
人
ほ
ど
で
『
正

信
偈
』
の
お
勤
め
を
し
て
い
る
。

道
場
の
お
内
仏
へ
の
お
仏
供
の
お

そ
な
え
は
町
内
の
家
々
が
毎
日
順

番
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
日
々
の
お
参
り
の
ほ
か

に
、
歴
代
門
首
に
よ
る
ご
消
息
を

拝
読
し
て
の
お
講
や
町
民
の
葬
式

や
法
事
な
ど
も
行
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
、
南
さ
ん
は
長
い
間
続
け
ら

れ
て
き
た
仏
事
を
お
守
り
し
て
い

る
。 か

つ
て
の
鳥
越
地
区
に
は
、
上

野
町
以
外
に
も
道
場
を
お
守
り
す

る
僧
侶
が

10
人
ほ
ど
い
た
が
、
現

在
活
動
し
て
い
る
の
は
南
さ
ん
一

人
と
な
っ
た
。
南
さ
ん
自
身
は
ま

だ
ま
だ
元
気
だ
が
、
後
継
者
の
こ

と
も
気
に
か
け
て
い
る
。 

南
さ
ん
は
常
磐
会
館(

小
松
教 

       

務
所)

で
開
か
れ
る
日
曜
講
座
や 

同
朋
の
会
な
ど
へ
熱
心
に
参
加
さ

れ
て
い
る
。
現
在
は
「
小
松
教
区

真
宗
同
朋
の
会
代
表
者
連
絡
協
議

会
」
の
監
事
も
務
め
、
教
区
の
青 

少
幼
年
教
化
事
業
の
ホ
タ
ル
観
賞

に
も
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
。

ま
た
、
数
年
間
に
わ
た
り
常
磐
会

館
の
仏
花
の
松
を
用
意
し
て
く
だ 

さ
っ
て
い
た
。
決
し
て
表
立
つ
こ 

と
は
な
く
て
も
、
地
域
に
と
っ
て

も
教
区
に
と
っ
て
も
か
け
が
え
の

な
い
存
在
で
あ
る
。 

５
０
０
年
以
上
前
の
蓮
如
上
人

在
世
の
こ
ろ
、
能
美
郡(

の
み
ご
お

り
・
現
在
の
小
松
教
区)

に
浄
土
真
宗
の

歴
史
の
中
で
初
め
て
お
講
が
組
織

さ
れ
て
い
る
。
以
来
、
仏
法
興
隆

を
担
い
、
ま
た
財
政
面
で
本
願
寺

を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
真
宗
門
徒
の
生
活
の

原
風
景
を
今
も
上
野
町
で
は
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
南
さ
ん
を
は
じ

め
と
す
る
上
野
町
の
方
た
ち
が
、

伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
支
え
て
い
る

努
力
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
で
き

た
。 

 

         

白
山
市
上
野

か

み

の

町 

南 

俣 ま

た

司
郎

し

ろ

う

さ
ん(

77)
 

１ 
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法
然
上
人
と
の
出
会
い 

信し

ん

不
退

ふ

た

い 

行
不
退

ぎ

ょ

う

ふ

た

い 

 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
安
時
代
ま
で
の
仏
教
は
、
貴

族
を
中
心
と
し
た
支
配
層
の
た
め

の
も
の
で
し
た
。 

平
安
時
代
の
末
期
、
京
都
の
東

山
の
麓
、
吉
水
の
地
で
法
然
上
人

は
す
べ
て
の
人
が
救
済
の
対
象
で

あ
る
と
す
る｢

専
修(

せ
ん
じ
ゅ)

念

仏｣

の
教
え
を
ひ
ろ
め
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
様
々
な
罪
業
を
消
し
去

る
こ
と
が
で
き
な
い
悪
人
や
戒
律

を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
も

救
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
如
来

の
本
当
の
願
い
だ
と
す
る
中
国
の

善
導
大
師
の
言
葉
を
根
拠
と
し
て

い
た
か
ら
で
す
。 

         

比
叡
山
で
の
念
仏
は
、
善
行
と
し

て
心
身
を
磨
き
悪
業
煩
悩
を
抑
え
て

い
く
た
め
の
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は

法
然
上
人
の
教
え
と
は
全
く
違
う
も

の
で
し
た
。 

 

後
に
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
上
人
を

勢
至
菩
薩
の
化
身
、
聖
徳
太
子
を
観

音
菩
薩
の
垂
迹(

す
い
じ
ゃ
く)

と
讃
え

て
い
ま
す
。
こ
の
二
人
に
導
か
れ
て
、

生
涯
に
わ
た
り
本
願
の
念
仏
を
た
ず

ね
て
い
か
れ
る
の
で
し
た
。 

      

  

法
然
門
下
と
な
っ
て
４
年
目
、
元

久
二(

１
２
０
５)

年
に
は
法
然
上
人

が
書
か
れ
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』

の
書
写
を
許
さ
れ
、
上
人
に
よ
り
法

名
釋
綽
空(

親
鸞)

と
書
き
添
え
ら
れ

ま
し
た
。
ま
た
上
人
の
姿
を
描
く
こ

と
を
許
さ
れ
、
そ
こ
へ
上
人
に
よ
っ

て
真
筆
が
書
き
添
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
三
百
人
あ
ま
り
い
る
弟
子
の

中
の
数
人
に
の
み
許
さ
れ
た
こ
と
で

す
。 吉

水
の
法
然
上
人
の
草
庵
に
は
、

京
都
の
み
な
ら
ず
国
を
越
え
て
多
く

の
門
弟
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
ま
さ
に
「
門
前
、
市
を
な
す
」

ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

          

法
然…

１
１
３
３
～
１
２
１
２
年
。
法
然
坊
源
空
。

浄
土
宗
の
開
祖
。
15
歳
で
出
家
得
度
を
し
、
比

叡
山
の
黒
谷
で
天
台
宗
を
学
ぶ
。
43
歳
の
時
中

国
の
善
導
大
師
の
教
え
に
よ
り
京
都
吉
水
で

専
修
念
仏
を
ひ
ろ
め
る
。
著
書
『
選
択
本
願
念

仏
集
』
な
ど 

  

  

そ
ん
な
あ
る
時
、
親
鸞
聖
人
は
法

然
上
人
に
「
往
生
に
は
信
心
が
大
事

な
の
か
、
念
仏
を
称
え
る
行
が
大
事

な
の
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
上
人
は
、

そ
れ
は
も
っ
と
も
な
疑
問
で
あ
る
と

お
応
え
に
な
り
ま
し
た
。
翌
日
、
親

鸞
聖
人
は
三
百
八
十
余
人
の
門
弟
を

前
に
し
て
「
信
が
大
事
と
思
わ
れ
る

座
、
行
が
大
事
と
思
わ
れ
る
座
へ
そ

れ
ぞ
れ
お
座
り
く
だ
さ
い
」
と
尋
ね

ら
れ
た
の
で
す
。 

多
く
は
行
の
座
へ
着
い
た
の
に
対

し
、
信
の
座
は
聖
覚
法
印(

せ
い
か
く
ほ

う
い
ん)

、
法
蓮
房
信
空(

ほ
う
れ
ん
ぼ
う
し

ん
く
う
）
、
熊
谷
直
実(

く
ま
が
い
な
お
ざ
ね
）
、

そ
し
て
親
鸞
聖
人
の
わ
ず
か
４
人
で

し
た
。
最
後
に
法
然
上
人
が
信
の
座

へ
着
く
と
、
口
々
に
文
句
を
言
っ
て

い
た
門
弟
等
は
ひ
と
言
も
言
い
返
す

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
お
そ
ら
く
念
仏
を
称
え
る
こ
と

を
善
根
と
し
て
、
称
え
る
自
分
を
頼

り
と
す
る
自
力
の
迷
心
な
の
で
し
ょ

う
。 

 

立
教
開
宗
の
礎 

親
鸞
聖
人
伝
② 

2 

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

然(

し
か)

る
に
愚
禿(

ぐ
と
く)

釋
の

鸞(

ら
ん)

、

建
仁
辛
酉(

か
の
と

の

と

り)

の
暦(

れ
き)

、

雑
行(

ぞ
う
ぎ
ょ
う)

を
棄(

す)

て
て
本
願
に
帰
し
、
元
久

乙
丑(

き
の
と
の
う
し)

の
歳(

と
し)

、

恩
恕(

お

ん

じ

ょ)

を
蒙(

か

ぶ)

り

て

『
選
択
』(

せ
ん
じ
ゃ
く)

を
書(

し
ょ)

し
き
、 『

御
伝
鈔
』
聖
典
７
２
７
頁 
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信
心
諍
論

じ
ょ
う
ろ
ん 

承
元
の 

法
難 

 

                
 聖

覚
法
印…

１
１
６
７
～
１
２
３
５
年
。
比

叡
山
で
学
び
、
天
台
宗
に
籍
を
置
き
な
が

ら
、
法
然
上
人
に
師
事
す
る
。
京
都
の
安
居

院
（
あ
ぐ
い
）
に
住
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
先

輩
弟
子
で
、
比
叡
山
を
下
り
た
親
鸞
聖
人

を
吉
水
の
法
然
の
も
と
へ
誘
っ
た
と
さ
れ
る
。

著
書
『
唯
信
鈔
』 

 

法
蓮
房
信
空…

１
１
４
６
～
１
２
２
８
年
。

比
叡
山
の
黒
谷
で
法
然
上
人
と
同
室
。
後

に
法
然
の
門
弟
と
な
る
。 

 

熊
谷
直
実…

不
明
～
１
２
０
８
年
。
法
名
は

法
力
房
蓮
生
。
武
蔵
の
国
、
熊
谷
に
生
ま
れ
、

関
東
の
荒
く
れ
者
の
異
名
を
持
つ
武
将
。
源

平
の
戦
い
で
は
、
源
頼
朝
に
臣
従
し
て
多
く

の
戦
果
を
挙
げ
る
。
一
ノ
谷
の
戦
い
で
若
い

武
将
を
追
い
詰
め
る
。
後
に
首
実
検
で
、
平

清
盛
の
甥
で
わ
が
子
と
年
の
変
わ
ら
な
い

平
敦
盛
（

16
歳
）
と
判
る
。
そ
れ
が
き
っ
か

け
と
な
り
世
の
無
常
を
知
り
、
出
家
を
願
い

法
然
上
人
の
門
弟
と
な
る
。 

 

    
 

 

        
ま
た
あ
る
時
、
親
鸞
聖
人
は
聖
信
房
、

勢
観
房
、
念
仏
房
以
下
の
同
門
と
言
い

争
っ
て
い
ま
し
た
。 

「
法
然
上
人
の
信
心
と
私
の
信
心
は

少
し
も
変
わ
る
所
が
な
く
、
た
だ
ひ
と

つ
で
す
」
と
言
う
親
鸞
聖
人
に
対
し
て
、

門
弟
た
ち
は
「
智
恵
第
一
と
言
わ
れ
る

上
人
と
同
じ
信
心
と
は
身
の
ほ
ど
知
ら

ず
」
と
反
論
し
た
の
で
す
。 

法
然
上
人
に
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る

と
、
「
自
力
の
信
に
お
い
て
は
能
力
に

よ
っ
て
違
い
は
あ
る
が
、
他
力
の
信
心

は
如
来
よ
り
た
ま
わ
る
信
で
あ
る
か
ら
、

源
空(

法
然)

の
信
心
も
善
信
房(

親
鸞)

の
信
心
も
変
わ
る
こ
と
は
な
く
ひ
と
つ

で
あ
り
ま
す
」
と
応
え
ら
れ
ま
し
た
。 

私
た
ち
は
ど
こ
か
で
、
自
分
の
行
っ

た
努
力
に
結
果
を
期
待
し
て
し
ま
い
ま

す
。
同
じ
よ
う
に
、
信
じ
る
心
の
深
さ

に
よ
っ
て
往
生
が
決
ま
る
と
思
い
込
ん

で
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
『
御
伝
鈔
』

の
こ
の
箇
所
は
、
往
生
は
如
来
の
御
は

か
ら
い
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
分

で
勝
手
に
浄
土
さ
え
も
作
り
上
げ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。 

   

南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
れ
ば
、
全
て

の
人
が
平
等
に
救
わ
れ
る
、
と
す
る
法

然
上
人
の
教
え
は
民
衆
に
ひ
ろ
ま
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
で
旧
仏
教

界
か
ら
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。 

 

か
ね
て
よ
り
法
然
教
団
に
不
満
を
持

っ
て
い
た
奈
良
興
福
寺
や
比
叡
山
延
暦

寺
は
、
朝
廷
に
対
し
念
仏
停
止(

ち
ょ
う

じ)

を
訴
え
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
す
ぐ

に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
当
時
、
摂
政
・
関
白
の

地
位
に
あ
っ
た
九
条(

藤
原)

兼
実
は
、

法
然
上
人
の
教
え
を
仰
い
で
い
た
か
ら

で
す
。
実
は
『
選
択
集
』
が
書
か
れ
た

理
由
は
、
兼
実
が
、
す
で
に
高
齢
に
な

っ
た
法
然
上
人
が
教
化
で
き
な
く
な
っ

た
時
の
た
め
に
、
専
修
念
仏
の
教
え
を

書
き
残
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
に
応

え
た
も
の
で
し
た
。
兼
実
の
は
か
ら
い

も
あ
っ
て
訴
え
を
抑
え
て
い
た
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
建
永
元(

１
２
０
６)

年
、

後
鳥
羽
上
皇
が
紀
州
熊
野
大
社
へ
参
詣

に
出
掛
け
た
留
守
中
に
、
上
皇
の
女
官

で
あ
る
松
虫
と
鈴
虫
が
法
然
上
人
の
弟

子
の
も
と
で
出
家
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
帰
京
し
た
上
皇
の
逆
鱗
に

触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

承
元
元(

１
２
０
７)

年
、
つ
い
に
念

仏
停
止
が
言
い
渡
さ
れ
た
の
で
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
次
号
へ
続
く
） 

             
 
 
 

 

『御絵伝』第十図より【念仏停止】  

公卿が役人に念仏停止を伝える  

 

３ 

大
師
聖
人(

法
然)

ま
さ
し
く
仰
せ
ら

れ
て
の
た
ま
わ
く
、
「
信
心
の
か
わ

る
と
申
す
は
、
自
力
の
信
に
と
り
て

の
事
な
り
。
《
中
略
》
他
力
の
信
心

は
、
善
悪
の
凡
夫
、
と
も
に
仏
の
か

た
よ
り
た
ま
わ
る
信
心
な
れ
ば
、
源

空
が
信
心
も
、
善
信
房
の
信
心
も
、

更
に
か
わ
る
べ
か
ら
ず
、
た
だ
ひ
と

つ
な
り
。
わ
が
か
し
こ
く
て
信
ず
る

に
あ
ら
ず
。
《
中
略
》
」 

『
御
伝
鈔
』
聖
典
７
２
９
・
７
３
０
頁 
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【若杉焼三具足】 

【４月の個展】 

【経蔵】 

 

【
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
～ 

【
７
月
】
日
野
賢
之
氏(

西
照
寺)

 

【
８
月
】
塚
谷
真
樹
氏(

燈
明
寺)

 

【
９
月
】
横
山
英
昭
氏(
願
舩
寺)

 

◇
日
曜
講
座 

毎
月
第
１
・
３
日
曜
９
時
半
～ 

【
７
月
】
３
日
・

17
日 

【
８
月
】
お
休
み 

【
９
月
】
４
日
・

18
日 

◇
郡
中
御
影
報
恩
講 

７
月

23
日
（
土
）
午
前
中 

一
般
参
加
な
し 

会
場 

本
覚
寺 

◇
真
宗
入
門
講
座 

７
月

29
日
（
金
）
19
時
～ 

８
月

26
日
（
金
）
19
時
～ 

９
月

22
日
（
木
）
19
時
～ 

講
師 

滋
野
井
光
氏(

稱
佛
寺)

 

◇
暁
天
講
座 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

８
月
１
日
（
月
）
５
時
45
分
～ 

講
師 

法
岡
敬
人
氏 

（
能
登
教
区
清
琳
寺
住
職
） 

 
 

８
月
２
日
（
火
）
５
時
45
～ 

講
師 

難
波
教
行
氏 

（
教
学
研
究
所
研
究
員
） 

両
日 

本
会
場  

小
松
教
務
所 

中
継
会
場 

真
成
寺･

稱
佛
寺 

・
願
成
寺･

静
照
寺 

 

※
会
場
記
載
の
な
い
事
業
は
小
松
教
務
所 

う
ら
ら
の
お
寺 

來
生
寺

 

ら
い
し
ょ
う
じ 

～
小
松
市
園
町
～ 

 

梯
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
來
生
寺
は
、

か
つ
て
天
台
宗
の
寺
院
と
し
て
青
森
県

に
あ
っ
た
。
天
文
十
四(

１
５
４
５
）

年
、

本
願
寺
の
第
十
世
証
如
上
人
の
教
化
に

あ
っ
た
惠
流
が
浄
土
真
宗
に
改
宗
し
て

い
る
。
そ
の
後
争
乱
に
巻
き
込
ま
れ
堂

宇
が
焼
失
し
て
し
ま
い
、
１
６
４
０
年

頃
、
青
森
よ
り
現
在
地
の
小
松
市
園
町

に
移
転
し
、
新
し
い
堂
宇
を
建
立
す
る
。 

文
政
八(

１
８
２
５)

年
、
第
十
三
代

立
法
の
時
に
経
蔵
で
あ
る｢

転
輪
蔵｣

が

建
立
さ
れ
た
。
内
部
は
回
転
式
八
角
形

で
一
切
経
を
収
蔵
し
て
お
り
、
正
面
に

は
釈
迦
如
来
座
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
建
立
の
際
に
寄
贈
さ
れ
小
松
市

指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
若
杉
焼
青

磁
三
具
足
が
現
存
し
て
い
る
。 

        

現
住
職
の
藤
秀
悟
さ
ん
は
金
沢
美
術

大
学
を
卒
業
後
、

40
年
間
、
福
井
県
の

仁
愛
女
子
短
期
大
学
で
デ
ザ
イ
ン
教
育

に
携
わ
り
な
が
ら
、
仏
教
の
教
え
を
視

覚
的
に
表
現
し
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え 

 

る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
の

制
作
活
動
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
。
そ
れ

ら
の
作
品
の
一
部
は
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
、

玄
関
や
本
堂
内
に
い
く
つ
か
展
示
さ
れ

て
い
る
。
現
在
、
玄
関
に
は
ウ
ク
ラ
イ

ナ
へ
の
軍
事
侵
攻
に
関
し
て
、
プ
ー
チ

ン
大
統
領
を
題
材
に
し
た
作
品
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
善
導
大
師｢

観
経
疏(

か
ん
ぎ

ょ
う
し
ょ)

｣

の｢

経
は
経(

け
い)

な
り
、

経
は
鏡(

か
が
み)

な
り｣

と
い
う
言
葉
が

添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
堂
内
に

は
天
狗
の
面
を
か
ぶ
っ
た
男
と
鬼
の
面

を
か
ぶ
っ
た
男
が
並
ぶ
作
品
が
あ
り
、

人
間
の
心
の
中
に
あ
る｢

鬼｣

と｢

天
狗｣

を
表
現
し
て
い
る
。
一
作
一
作
に
込
め

ら
れ
た
テ
ー
マ
や
願
い
に
触
れ
鑑
賞
し

て
い
る
と
、
時
間
が
過
ぎ
る
の
も
忘
れ

る
。 こ

れ
ら
の
作
品
が
あ
る
程
度
た
ま
る

と
本
堂
で
個
展
が
開
か
れ
、
今
年
の
４

月
に
も
多
く
の
方
が
作
品
鑑
賞
に
訪
れ

た
。
住
職
の
藤
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
も

制
作
活
動
を
続
け
、
作
品
に
触
れ
た

方
々
が
少
し
で
も
お
念
仏
の
縁
が
深
ま

っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
お
ら
れ
る
。 

    
 

 
  

  

  
 

宝
達
志
水
町
明
円
寺
の
ご
住
職

で
あ
ら
れ
た
松
扉
哲
雄
先
生
の
お

話
で
す
。 

先
生
が
と
あ
る
門
徒
さ
ん
の
ご

法
事
で
、｢

浄
土
か
ら
の
便
り｣

と

い

う

お

話

し

を

さ
れ

た

そ
う

で

す
。
そ
の
あ
と
お
斎
の
席
で
、
参

列
し
て
い
た
方
か
ら｢

さ
っ
き
の

お
話
の
、
浄
土
か
ら
の
便
り
と
い

う

の

は

、

本

当

に
あ

る

の

で
す

か
。
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
け
ど｣

と
問
わ
れ
た

そ
う
で
す
。 

そ
れ
に
対
し
て
先
生
は｢

こ
こ

に
だ
っ
て
テ
レ
ビ
の
電
波
が
飛
び

か
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
分
か
ら
ん

だ
ろ
。
電
波
を
受
信
す
る
に
は
、

受
信
機
が
要
る
ん
や
。
テ
レ
ビ
が

あ
っ
て
、
電
源
入
れ
て
、
チ
ャ
ン

ネ
ル
合
わ
さ
ん
な
ん
だ
ろ
。
お
浄

土
か
ら
の
便
り
は
こ
の
身
が
受
信

機
。
そ
れ
に
聴
聞
と
い
う
ス
イ
ッ

チ
入
れ
な
い
と
い
か
ん
。
そ
し
て

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
合
っ
た
と
い
う
こ

と
を
、
信
心
獲
得
と
言
う
ん
や｣

と
お
答
え
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

｢

こ
の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み

ち
み
ち
た
ま
え
り｣

（
唯
信
抄
文

意
）
の
お
心
で
す
ね
。 

 

小
松
教
区
教
学
研
究
室 

『
郡
中
学
舎
』
室
長 

 

滋
野
井 

光 

  

郡
中
の
小
窓 
４


