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小
松
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清
水
敎
示

ま
い
ろ
っ

さ

そ
も
そ
も
こ
の
ご
ろ
吉
崎
の
山
上
に
、
一
宇
の
坊
舎
を
た
て
ら
れ
て
、
言
語
道

断
お
も
し
ろ
き
在
所
か
な
と
も
う
し
候
う
。
な
か
に
も
こ
と
に
加
賀
・越
中
・

能
登
・越
後
・信
濃
・出
羽
・奥
州
七
か
国
よ
り
、
か
の
門
下
中
、
こ
の
当
山
へ
、

道
俗
男
女
参
詣
を
い
た
し
群
集
せ
し
む
る
よ
し
、
そ
の
き
こ
え
か
く
れ
な
し
。

こ
れ
末
代
の
不
思
議
な
り
。
た
だ
ご
と
と
も
お
ぼ
え
は
ん
べ
ら
ず
。

『御
文
（第
一
帖

第
七
通
）』

蓮
如
上
人
御
影
道
中

5 面

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご
え
い
ど
う
ち
ゅ
う

特 集

6・7 面8 面

教
区
か
ら
の
お
知
ら
せ

聞
法
会
の
ご
案
内
な
ど

法
話
の
ペ
ー
ジ加

賀
市
專
光
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出
雲
路

香

函

蓋

相

称
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「蓮
如
上
人
様
の
お
通
り―

」

春
た
け
な
わ
の
近
江
路
か
ら
越
前

路
に
響
き
渡
る
供
奉
人(

ぐ
ぶ
に
ん)

の

声
に
導
か
れ
て
、
４
月
17
日
京
都
御

本
山
を
出
発
し
吉
崎
別
院
ま
で
、
供

奉
人
８
名
と
教
導
、
一
般
参
加
10
名

前
後
で
一
週
間
か
け
て
歩
き
ま
す
。

23
日
か
ら
始
ま
る
蓮
如
上
人
御
忌

(

ぎ
ょ
き)

法
要
の
た
め
、
御
本
山
よ
り
蓮

如
上
人
の
御
影(

ご
え
い)

を
吉
崎
ま
で

お
運
び
す
る
「
蓮
如
上
人
御
影
道
中
」

で
す
。

道
中
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

り
ま
す
が
、
享
保
七
（１
７
２
２
）年
以

来
三
百
有
余
年
、
江
戸
時
代
は
い
ざ

知
ら
ず
戦
時
中
も
休
ま
ず
続
け
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
只
コ
ロ
ナ
禍
の
二
年
間

は
法
要
の
み
と
な
り
一
昨
年
よ
り
通

常
の
道
中
に
戻
り
ま
し
た
。

下
向
式
を
終
え
出
発
。
烏
丸
通(

か
ら
す

ま
ど
お
り)

、
御
池
通
を
過
ぎ
蹴
上(

け
あ

げ)

で
一
服
。
山
科
を
過
ぎ
る
ま
で
た
く

さ
ん
の
人
々
に
出
会
い
ま
し
た
が
、
物

珍
し
気
に
眺
め
る
人
、
知
ら
ぬ
顔
で
通

り
過
ぎ
る
人
、
中
に
は
交
通
の
邪
魔
と

迷
惑
そ
う
に
す
る
人
が
目
立
ち
、
蓮
如

様
の
御
輿(

お
こ
し)

に
拝
礼
を
す
る
人

は
５
、
６
人
の
み
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
山
科
を
過
ぎ
大
津
横
木
と

い
う
町
に
入
る
と
、
各
戸
の
前
に
お
出

迎
え
合
掌
す
る
人
が
閑
栖
寺(

か
ん
せ
い

じ)

門
前
ま
で
30
ｍ
ほ
ど
続
き
、
そ
れ
ま

で
と
打
っ
て
変
わ
っ
た
人
々
の
態
度
に

接
し
感
激
し
ま
し
た
。
近
江
路
に
入
っ

た
途
端
沿
道
の
人
々
の
雰
囲
気
が
変

わ
り
、
蓮
如
様
を
お
迎
え
す
る
心
が

姿
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し

た
。志

賀
の
道
路
脇
に
「
今
年
も
蓮
如
様

に
会
え
ま
し
た
」と
喜
ぶ
車
椅
子
の
母

娘
。
高
島
白
鬚
神
社
手
前
の
道
路
脇

で
跪(

ひ
ざ
ま
ず)

き
合
掌
す
る
老
婆
。
花

を
お
供
え
す
る
母
子
。
高
島
か
ら
今

津
、
マ
キ
ノ
と
沿
道
で
出
会
う
人
々
や

会
所
で
お
参
り
す
る
ご
門
徒
の
合
掌

す
る
姿
か
ら
、
一
年
に
一
度
蓮
如
様

に
会
え
る
と
い
う
喜
び
が
ひ
し
ひ
し

と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
「
蓮
如
上
人

様
の
お
通
り―

」
と
い
う
先
達
の
声
、

綱
を
引
き
な
が
ら
誰
言
う
と
も
な
く

出
る
お
念
仏
の
声
に
思
わ
ず
私
の
口

か
ら
も
お
念
仏
が
出
て
い
ま
し
た
。

蓮如上人御影道中を歩いて
小松市 光玄寺 佐竹 圓修

全
行
程
歩
き
通
す
の
み
な
ら
ず
、
随

行
教
導
は
御
下
向
60
ヶ
所
、
御
上
洛

77
ヶ
所
の
会
所(

え
し
ょ)

に
立
ち
寄
り
勤

行
を
勤
め
、
法
話
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

か
な
り
の
難
行
に
な
り
ま
す
。
私
は
２

０
１
６
、
２
０
１
７
年
に
御
下
向
、
２

０
１
８
年
は
御
上
洛
を
務
め
ま
し
た
。

御
本
山
出
発
日
の
正
午
、
御
門
首

室
で
の
御
影
改
め
、
阿
弥
陀
堂
に
て
御

2

往
路
は
御
下
向(

ご
げ
こ
う)

と
言
い
、

湖
西
路
を
通
り
２
０
０
㎞
六
泊
七
日
、

御
本
山
を
17
日
午
後
１
時
発
、
吉
崎

に
23
日
午
後
８
時
着
。
御
忌
を
十
日

間
勤
め
、
復
路
は
御
上
洛(

ご
じ
ょ
う
ら

く)

と
言
い
、
湖
東
路
を
２
２
０
㎞
七

泊
八
日
、
５
月
２
日
午
前
７
時
吉
崎

出
発
、
９
日
午
後
３
時
御
本
山
着
と

い
う
日
程
で
す
。
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北
西
弘
編
著

『
吉
崎
御
坊
願
慶
寺
文
書
』
よ
り

名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
員

小
島
智
氏
の
『蓮
如
上
人
御
影
道
中
の
起

源
に
関
す
る
覚
書
』
（
２
０
１
７
年
『
セ
ン

タ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル

N
o

.1
0

2

』
）
に
よ
る

と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

御
影
道
中
の
始
ま
り
を
享
保
七
年
と

す
る
説
は
、
吉
崎
史
誌
編
纂
委
員
だ
っ
た

朝
倉
喜
祐
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も

の
で
、
吉
崎
別
院
に
隣
接
す
る
願
慶
寺

所
蔵
の
古
文
書
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
そ

の
詳
細
を
朝
倉
氏
の
著
書
『
吉
崎
御
坊
の

歴
史
』
（１
９
９
５
年
国
書
刊
行
会
）
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

享
保
六
（
１
７
２
１
）
年
に
「
吉
崎
惣
道

場
」
が
「
吉
崎
御
坊
」
と
称
す
る
こ
と
に

な
っ
た
際
、
蓮
如
上
人
御
影
が
授
与
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
添
え
状
が
御
影
道
中
の
起

点
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

行
く
先
々
の
会
所
に
寺
と
言
わ
ず

在
家
と
言
わ
ず
、
多
少
を
問
わ
ず
近

在
の
人
々
が
集
い
お
参
り
さ
れ
て
い

る
姿
に
、
蓮
如
様
在
世
の
頃
が
偲
ば

れ
何
と
も
言
え
ず
尊
く
有
難
い
思
い

が
し
ま
し
た
。
我
な
が
ら
こ
ん
な
席
で

教
導
と
し
て
話
を
さ
せ
て
も
ら
え
る

な
ん
て
坊
主
冥
利
に
尽
き
る
と
思
い
、

ふ
と
、
お
念
仏
を
喜
び
育
て
て
く
れ
た

祖
母
や
「
説
教
が
出
来
て
一
人
前
の

坊
主
や
ぞ
」
と
い
つ
も
言
っ
て
い
た
父

が
今
い
た
ら
一
緒
に
喜
ん
で
く
れ
る

か
な
と
思
う
と
胸
に
迫
る
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。

晴
天
の
下
、
左
に
比
良
山(

ひ
ら
さ
ん)

、

右
に
琵
琶
湖
を
見
、
湖
岸
を
歩
き
、

愛
発
山(

あ
ら
ち
や
ま)

を
越
え
、
枝
垂
れ

桜
、
芝
桜
、
水
仙
の
花
の
中
を
歩
い
て

行
く
、
何
と
贅
沢
な
旅
だ
ろ
う
と
足

の
痛
さ
も
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

3

御
上
洛
で
は
新
緑
の
栃
ノ
木
峠
（
と
ち

の
き
と
う
げ
）
を
越
え
、
馬
淵
で
は
承
元
の

法
難(※

)

で
死
罪
と
な
っ
た
住
蓮
坊

と
安
楽
坊
の
墳
墓
が
印
象
的
で
し
た
。

こ
の
道
中
が
３
０
０
年
も
続
い
た
の

は
蓮
如
様
の
ご
教
化
も
さ
る
事
な
が

ら
、
長
い
旅
路
を
歩
く
供
奉
人
の
達
成

感
と
そ
れ
を
各
地
で
お
待
ち
受
け
す

る
人
々
の
心
尽
く
し
と
が
相
俟
っ
て
、

春
を
迎
え
た
喜
び
と
法
を
聴
聞
す
る

喜
び
が
重
な
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

行
く
先
々
で
出
会
っ
た
素
朴
で
行
儀

の
よ
い
近
江
や
越
前
の
ご
門
徒
の
佇

ま
い
に
、
真
宗
門
徒
の
真
の
姿
を
教
え

ら
れ
ま
し
た
。
僧
侶
と
し
て
の
忘
れ
ら

れ
な
い
体
験
で
し
た
。

※

元
久
二
（
１
２
０
５
）
年
の
興
福
寺
に
よ

る
念
仏
批
判
か
ら
、
承
元
元
（１
２
０
７
）
年

後
鳥
羽
上
皇
に
よ
る
専
修
念
仏
停
止
に
次

ぎ
、
法
然
の
門
弟
４
人
が
死
罪
と
さ
れ
、
法

然
及
び
親
鸞
ら
門
弟
７
人
が
流
罪
と
さ
れ

た
法
難
を
い
う
。

「蓮
如
上
人
御
影
道
中
」の
始
ま
り

享
保
七
年
説
に
つ
い
て

蓮如上人御影道中
ホームページ

QRコード

往
古
、
吉
崎
惣
道
場
に
教
如
上
人
よ

り
授
与
さ
れ
た
信
証
院
（
蓮
如
上
人
）
御

影
が
損
傷
し
て
い
る
の
で
本
山
に
返
還

さ
れ
、
そ
の
写
し
が
授
与
さ
れ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
願
慶
寺
由
緒
書
に
、
教
如
上
人

授
与
の
御
影
に
つ
い
て
「
但
し
此
の
御
影

享
保
六
丑
年
よ
り
御
本
山
へ
御
引
上
げ

に
相
成
り
毎
年
三
月
御
下
向
の
事
」と
の

箇
所
が
あ
る
。

以
上
か
ら
、
教
如
上
人
授
与
の
御
影

は
享
保
六
（
１
７
２
１
）
年
に
本
山
に
上

納
さ
れ
、
新
た
に
写
し
の
御
影
が
授
与

さ
れ
た
が
、
吉
崎
の
門
徒
衆
に
と
っ
て
古

い
御
影
は
蓮
如
忌
に
な
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
り
、
翌
年
享
保
七
（
１
７
２

２
）年
よ
り
法
要
期
間
の
み
本
山
か
ら
返

し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

道
中
始
ま
り
の
主
な
説
と
し
て
享
保

七
年
説
の
ほ
か
に
、
延
宝
年
間
（
１
６
７

３
～
８
１
）説
、
宝
暦
年
間
（１
７
５
１
～

６
４
）説
が
あ
る
。

御影道中御下向(京都→吉崎)
4月17日お発ち4月23日お着き

蓮如上人御忌法要(吉崎別院)

4月23日から5月2日まで

御影道中御上洛(吉崎→京都)
5月2日お発ち5月9日お着き
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４

４
月
23
日
午
後
７
時
30
分
頃
吉
崎
に

到
着
。
吉
崎
消
防
団
員
に
蓮
如
上
人
御

影
を
渡
し
、
そ
こ
か
ら
高
提
灯
を
先
頭

に
町
内
を
練
り
歩
き
、
吉
崎
別
院
の
階

段
を
、
御
輿
を
担
い
で
一
気
に
駆
け
上

が
り
別
院
に
到
着
し
ま
す
。
こ
の
時
が

最
高
潮
に
盛
り
上
が
る
と
き
で
す
。
こ

こ
か
ら
蓮
如
上
人
御
忌(

ぎ
ょ
き)

法
要
が

10
日
間
勤
ま
り
ま
す
。

５
月
２
日
午
前
７
時
に
吉
崎
別
院
を

出
発
し
、
５
月
９
日
午
後
３
時
30
分
頃

東
本
願
寺
に
到
着
す
る
御
上
洛(

ご
じ
ょ

う
ら
く)

を
も
っ
て
蓮
如
上
人
御
影
道
中

が
終
わ
り
ま
す
。

か
つ
て
供
奉
人
は
、
ほ
と
ん
ど
石
川

県
・
福
井
県
の
門
徒
が
占
め
て
い
ま
し

た
が
、
近
年
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
真

宗
王
国
と
い
わ
れ
た
加
賀
門
徒
、
先
達

の
願
い
が
現
在
も
息
づ
い
て
い
る
は
ず

で
す
。
今
こ
そ
蓮
如
上
人
が
布
教
さ
れ

た
足
跡
を
た
ず
ね
仏
法
聴
聞
し
、
御
仏

事
の
蓮
如
上
人
御
影
道
中
が
受
け
継
が

れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

御
仏
事
の
蓮
如
上
人
御
影
道
中

小
松
市
林
町

清
水
敎
示

４
月
17
日
午
後
２
時
30
分
東
本
願
寺

出
発
。
先
導
マ
イ
ク
係
の
私
は
「
蓮
如
上

人
様
の
お
通
り
ー
」
と
触
れ
な
が
ら
御
輿

(

お
こ
し)

車
の
50
メ
ー
ト
ル
先
を
歩
い
て
琵

琶
湖
西
側
の
近
江
路
を
吉
崎
に
向
か
い

ま
し
た
。
沿
道
の
人
々
が
合
掌
し
た
り
、

花
を
供
え
た
り
、
お
賽
銭
を
渡
し
た
り

し
て
蓮
如
上
人
を
出
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

福
井
県
木
の
芽
峠
で
は
、
御
輿
車
か
ら

蓮
如
上
人
御
影
を
下
ろ
し
て
背
中
に
担

い
で
越
え
ま
す
。
こ
の
時
が
蓮
如
上
人
と

一
体
に
な
れ
る
と
き
で
、
こ
こ
だ
け
に
参

加
さ
れ
る
方
が
多
く
い
ま
す
。

私
と
蓮
如
上
人
御
影

道
中
の
ご
縁
は
、
72
歳
の

時
に
始
ま
り
ま
す
。
林
町
の
勝
光
寺
世

話
役
と
な
り
、
同
時
に
大
聖
寺
教
区
東

組
の
町
世
話
役
と
な
っ
て
組
講
の
聞
法

会
に
出
て
い
た
時
に
、
蓮
如
上
人
御
影

道
中
の
御
下
向(

ご
げ
こ
う)

の
供
奉
人(

ぐ

ぶ
に
ん)

を
さ
れ
た
方
の
お
話
を
聞
き
、
初

め
て
そ
の
よ
う
な
御
仏
事
が
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
ま
た
、
町
内
の
親
戚
の

Ｙ
君
が
病
気
を
抱
え
な
が
ら
、
東
本
願

寺
か
ら
吉
崎
別
院
ま
で
の
御
下
向
を
完

歩
し
た
こ
と
も
き
っ
か
け
で
す
。

翌
年
の
第
３
４
１
回
蓮
如
上
人
御
影

道
中
御
下
向
に
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
、

供
奉
人
と
し
て
参
加
し
て
ほ
し
い
と
連

絡
が
あ
り
ま
し
た
。
御
影
道
中
を
歩
い        

た
こ
と
も
な
く
最
後
ま
で
歩
く
こ
と
が

で
き
る
か
心
配
し
ま
し
た
が
、
何
と
か

な
る
だ
ろ
う
と
腹
を
く
く
り
、
供
奉
人

を
お
受
け
し
ま
し
た
。
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炊
き
出
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

南
加
賀

 F
a
c
e

b
o

o
k

 Q
R

コ
ー
ド

【
炊
き
出
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
南
加
賀 

活
動

支
援
金
窓
口
】 

金
融
機
関
名
：
は
く
さ
ん
信
用
金
庫

小
松

中
央
支
店

普
通
預
金

０
９
６
１
６
８
３

口
座
名
義
：炊
き
出
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
南
加
賀

（
タ
キ
ダ
シ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ミ
ナ
ミ
カ
ガ
）5

令
和
６
年
１
月
１
日
午
後
４
時

１
１
分
、
能
登
地
方
を
震
源
と
す

る
能
登
半
島
地
震
が
発
生
し
ま
し

た
。
こ
の
震
災
を
機
に
小
松
大
聖

寺
教
区
内
の
有
志
で
「
炊
き
出
し

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
南
加
賀
」
と
い
う

任
意
団
体
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
１
月
中
に
は
現
地
に

足
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
２
月

に
入
っ
て
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ま
ず
初
め

に
七
尾
で
の
活
動
拠
点
に
な
っ
て

く
だ
さ
っ
て
い
た
常
福
寺
さ
ん
に

支
援
物
資
倉
庫
を
設
置
し
、
そ
の

後
は
炊
き
出
し
や
片
付
け
な
ど
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
能
登
教
区

の
方
々
や
全
国
か
ら
来
て
く
だ

さ
っ
た
仲
間
と
と
も
に
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。

５
月
後
半
か
ら
は
奥
能
登
出
身

の
先
輩
が
中
心
と
な
っ
て
く
だ
さ

り
、
居
酒
屋
形
式
の
炊
き
出
し
を

始
め
ま
し
た
。
居
酒
屋
形
式
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
被
災
者
の
方
同

士
で
懐
か
し
み
な
が
ら
会
話
を
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
炊

き
出
し
で
は
配
食
が
中
心
だ
っ
た

の
で
、
じ
っ
く
り
と
お
話
を
伺
う

機
会
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

私
た
ち
も
飲
食
を
共
に
す
る
こ
と

で
発
災
当
時
や
そ
の
後
の
不
安
な

ど
、
た
く
さ
ん
の
お
話
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「まず自分の目でこの状況を見てほしい」

ボランティアレポート能登半島地震

炊
き
出
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
南
加
賀
代
表

小
松
市
遠
慶
寺

加
藤
雅
輝

そ
ん
な
中
、
９
月
２
１
日
に
豪

雨
災
害
が
起
こ
り
、
輪
島
市
内
の

浄
明
寺
さ
ん
、
町
野
地
区
で
泥
出

し
作
業
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

よ
う
や
く
少
し
ず
つ
前
を
向
い
て

前
進
し
始
め
て
い
た
時
期
で
も

あ
っ
た
の
で
、
豪
雨
の
甚
大
な
被

害
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
、
言

葉
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

居酒屋形式の炊き出し

梵鐘の運び出し

９月の豪雨被害

震
災
を
縁
に
私
た
ち
が
つ
な
が
り

を
持
た
せ
て
い
た
だ
い
た
方
々
は
、

自
ら
も
被
災
さ
れ
た
と
い
う
現
実
の

中
に
お
い
て
、
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
て
歩
み
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
て
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
を
学
ば
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
能
登
の

方
々
か
ら
は
、
「
ま
ず
自
分
の
目
で

こ
の
状
況
を
見
て
ほ
し
い
」
と
い
う

声
を
多
く
お
聞
き
し
ま
し
た
。
こ
の

声
は
、
報
道
の
情
報
だ
け
で
は
な
く
、

自
分
の
五
感
で
能
登
の
方
々
の
思
い

や
そ
の
現
状
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
い

う
こ
と
だ
と
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
聞
き
合
い
、

語
り
合
う
こ
と
を
大
切
に
活
動
を
続

け
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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Izumoji Kaori

加賀市專光寺

出雲路香

函

蓋

相

称

か
ん

が
い

そ
う

し
ょ
う

意
訳
に
は
こ
の
様
に
書
か
れ
て
い
ま

す
が
、
何
と
厳
し
い
お
言
葉
な
の
で

し
ょ
う
。
ど
ん
な
に
分
か
り
合
い
た

い
、
交
わ
り
合
い
た
い
と
願
っ
て
み

て
も
、
結
局
人
は
孤
独
な
存
在
で
あ

り
、
誰
に
も
代
わ
っ
て
も
ら
え
な
い

と
い
う
、
い
の
ち
の
現
実
を
言
い
あ

て
ら
れ
て
、
何
か
突
き
放
さ
れ
た
よ

う
な
淋
し
い
気
持
ち
に
も
な
り
そ
う

で
す
。

●
「
天
上
天
下

唯
我
独
尊
」

こ
ち
ら
は
お
釈
迦
様
が
お
生
ま
れ

に
な
っ
た
時
、
七
歩
歩
か
れ
て
言
わ

れ
た
と
い
う
お
言
葉
で
す
。
「
天
上

天
下

唯
我
独
尊
」
天
に
も
地
に
も

こ
の
世
の
中
に
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
唯

だ
独
り
、
比
べ
る
こ
と
な
く
、
い
の

ち
の
ま
ま
に
尊
い
と
。

●
「
無
有
代
者
」

こ
れ
は
仏
説
無
量
寿
経
の
中
に
あ

る
一
文
で
、
有
（
た
れ
）
も
代

（
か
）
わ
る
者
（
も
の
）
無
し
と
読

み
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
一
文
の
前
に

は
「
人
在
世
間

愛
欲
之
中

独
生

独
死

独
去
独
来

當
行
至
趣

苦

楽
之
地

身
自
當
之
」
と
あ
り
、
そ

し
て
「
無
有
代
者
」
と
続
き
ま
す
。

人
は
、
世
間
の
欲
や
情
、
煩
悩
が

渦
巻
く
中
に
在
り
て
、
独
り
生
れ
独

り
死
し
、
独
り
去
り
独
り
来
（
き

た
）
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
人
生
の

中
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
し
み

楽
し
み
に
出
会
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
人
生
の
苦
楽
は
、
こ
の
身
自

ら
が
引
き
受
け
る
ほ
か
な
く
、
誰
も

代
わ
っ
て
も
ら
う
事
は
出
来
ま
せ
ん
。

孤独の「独」から独尊の「独」へ

～ひとりで歩まねばならぬ道でも
あなたの声が聞こえる～

法
話
の
ペ
ー
ジ
で
す
。
「
函
蓋
相
称
」
と
は
、
曇
鸞
大
師
が
、

函
（
は
こ
）
と
蓋
（
ふ
た
）
が
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
に
、

如
来
の
御
心
と
衆
生
が
出
遇
っ
て
い
る
状
態
を
喩
え
た
言
葉
。
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●
「
三
界
皆
苦

吾
当
安
此
」

そ
し
て
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊

の
あ
と
に
「
三
界
皆
苦

吾
当
安

此
」
と
続
き
ま
す
。
三
界
と
は
迷

い
の
世
界
、
そ
の
迷
い
の
世
界
に

い
る
人
を
六
つ
の
道
に
分
け
た
も

の
を
六
道
と
言
い
、
そ
の
六
道
か

ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
事
を
六
道

輪
廻
と
言
い
ま
す
が
、
「
一
切
皆

苦
」
と
も
言
わ
れ
る
様
に
、
人
生

は
皆
苦
な
り
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
「
一
切
皆
苦
」
に
つ
い
て
、

あ
る
先
生
は
こ
の
様
に
教
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
人
生
皆
苦
な
り

の
こ
の
「
苦
」
は
、
私
達
の
思
う

苦
楽
の
苦
で
は
な
く
、
自
分
の
思

い
に
適
（
か
な
）
え
ば
喜
び
、
思

い
通
り
で
な
け
れ
ば
悲
し
む
、
そ

う
や
っ
て
一
喜
一
憂
を
繰
り
返
し
、

そ
こ
を
一
歩
も
離
れ
ず
に
抜
け
出

せ
ず
に
い
る
そ
の
姿
が
「
苦
」
で

あ
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
よ
と
。



●
ひ
と
り
で
あ
っ
て
、

ひ
と
り
で
は
な
い

す
で
に
そ
の
大
き
な
願
い
の
中

に
あ
る
私
で
あ
っ
た
事
に
気
付
か

さ
れ
た
時
、
ひ
と
り
で
あ
っ
て
ひ

と
り
で
は
な
い
私
の
い
の
ち
を
知

ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

他
者
の
い
の
ち
も
同
様
で
あ
る
と

い
う
事
も
。
真
に
は
誰
と
も
交
わ

る
事
の
出
来
な
い
在
り
方
を
し
て

い
る
私
を
知
ら
さ
れ
た
時
、
そ
れ

で
も
そ
の
い
の
ち
を
見
捨
て
る
事

な
く
摂
（
お
さ
）
め
取
っ
て
救
わ

ん
と
す
る
願
い
の
中
で
、
た
と
え

孤
独
な
道
で
あ
っ
て
も
決
し
て
ひ

と
り
ぼ
っ
ち
で
は
な
い
の
だ
と
教

え
ら
れ
ま
す
。
真
の
ひ
と
り
、
す

な
わ
ち
釈
尊
か
ら
始
ま
る
長
い
長

い
歴
史
の
中
で
、
人
か
ら
人
へ
と

受
け
継
が
れ
て
き
た
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
教
え
を
い
た
だ
く
ひ
と

り
と
な
っ
て
、
そ
の
道
を
歩
も
う

と
す
る
時
、
私
の
中
に
も
お
念
仏

の
声
が
こ
だ
ま
し
ま
す
。

●
お
念
仏
に
生
き
る

人
々
の
す
が
た

ま
た
、
私
は
ど
う
し
て
も
南
無
阿

弥
陀
仏
と
お
念
仏
を
称
え
る
事
が
出

来
ま
せ
ん
で
し
た
。
せ
っ
か
く
聞
こ

え
て
く
る
声
も
右
か
ら
左
で
す
。
そ

れ
で
も
、
そ
ん
な
私
で
も
南
無
阿
弥

陀
仏
に
頷
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

出
来
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
、
私
よ

り
先
に
そ
の
道
を
歩
ん
で
下
さ
っ
た

方
々
の
存
在
に
よ
る
も
の
で
す
。
自

分
の
思
い
や
は
か
ら
い
を
超
え
て
、

私
は
願
わ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い

う
事
を
、
教
え
と
共
に
歩
ん
だ
方
々

が
身
を
も
っ
て
教
え
示
し
て
下
さ
り
、

ま
た
ど
う
か
あ
な
た
も
お
念
仏
に
出

遇
っ
て
下
さ
い
と
伝
え
続
け
て
下

さ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

し
て
そ
れ
は
、
あ
な
た
ひ
と
り
が

お
目
当
て
な
の
で
す
よ
と
い
う
事

な
の
で
す
。

●
そ
の
ま
ま
を
い
た
だ
け
な
い
私

し
か
し
、
誰
と
比
べ
る
事
も
な

く
い
の
ち
の
ま
ま
に
尊
い
、
代
わ

る
者
無
し
と
教
え
示
さ
れ
て
い
て

も
、
常
に
比
較
の
中
で
し
か
生
き

ら
れ
な
い
私
が
い
ま
す
。
思
い
通

り
で
あ
れ
ば
満
足
し
た
気
に
な
り
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
腹
を
立
て
て
み

た
り
他
者
を
羨
み
嫉
ん
で
み
た
り

し
て
、
善
い
時
も
悪
い
時
も
そ
れ

を
あ
り
の
ま
ま
、
そ
の
ま
ま
に
い

た
だ
く
事
は
、
な
か
な
か
難
し
い

事
で
あ
る
と
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。
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そ
し
て
釈
尊
は
、
吾
当
安
此

「
吾
（
わ
れ
）
は
迷
え
る
衆
生
を

安
穏
に
導
く
」
と
誓
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。
生
死
（
し
ょ
う

じ
）
出
ず
べ
き
道
（
迷
い
を
超
え

て
い
く
道
）
を
示
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で
す
。

●
七
歩
に
は
意
味
が
あ
る

こ
こ
で
お
釈
迦
様
が
七
歩
歩
か

れ
た
と
い
う
、
こ
の
事
の
意
味
を

た
ず
ね
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
う
し
て
歩
か
れ
た
数
が
七
歩
な

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
先
程

の
三
界
六
道
の
生
死
の
迷
い
を
超

え
た
と
こ
ろ
の
七
歩
目
だ
か
ら
で

す
。
「
如
来
所
以
興
出
世

唯
説

弥
陀
本
願
海
」
と
正
信
偈
に
も
あ

る
よ
う
に
、
釈
尊
の
出
世
本
懐

（
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
真
の
目

的
）
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

釈
尊
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
説
く

た
め
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
そ
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小
松
大
聖
寺
教
区
と
な
り
２
年
目
。

蓮
如
上
人
と
ご
縁
の
深
い
当
教
区
の
皆

様
方
に
「
蓮
如
上
人
御
影
道
中
」に
関
心

を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
く
特
集
し
ま
し

た
▼
福
井
県
史
に
よ
る
と
、
慶
長
７
（
１

６
０
２
）
年
本
願
寺
の
東
西
分
立
後
、
吉

崎
一
帯
の
門
徒
は
そ
の
過
半
が
東
派
に

帰
し
た
の
で
、
慶
長
16
（
１
６
１
１
）
年
、

東
本
願
寺
教
如
上
人
は
、
蓮
如
上
人
御

影
を
吉
崎
惣
道
場
に
授
与
し
ま
し
た
。

門
徒
た
ち
は
、
３
月
25
日
の
蓮
如
忌
に

吉
崎
山
上
の
坊
舎
跡
地
に
仮
屋
を
建
て
、

こ
の
御
影
を
掛
け
て
法
要
を
勤
め
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
▼
現
在
、
御
影
道
中
で

お
運
び
し
て
い
る
の
は
こ
の
御
影
で
は

な
く
、
享
保
６
（１
７
２
１
）年
に
新
た
に

授
与
さ
れ
た
御
影
だ
そ
う
で
す
▼
６
年

前
、
御
下
向
お
着
き
の
４
月
23
日
夜
に

参
詣
し
ま
し
た
。
御
影
が
別
院
本
堂
に

到
着
し
た
時
の
熱
気
、
厳
粛
な
儀
式
、

正
信
偈
の
響
き
。
３
０
０
年
の
時
を
重

ね
る
真
宗
門
徒
の
信
仰
文
化
の
空
気
に

圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
（Ｍ
）

大聖寺教務支所常葉会館

（加賀市大菅波町フ8-1）
小松大聖寺教務所常磐会館

（小松市小馬出町26）

8

編
集
だ
よ
り

教区の主な聞法会のご案内

小松大聖寺教区のお知らせは
教区公式ライン・

ホームページもご活用ください

十二日講
毎月12日

●午前9時30分～11時30分

日曜講座
毎月第１・第３日曜日
●午前9時30分～11時

示談講
隔月22日前後

●午後1時30分～3時30分

5月22日(木)

小松市松榮寺 南出香樹 氏

7月22日(火)

小松市遠慶寺 加藤雅輝 氏

真宗入門講座
御講で読まれる

お手紙が知りたい！

講 師 出雲路修氏

（加賀市毫攝寺）

3/21 江沼郡の御消息

4/25 郡中御影報恩講特集

5/30 能美郡の御消息

6/20 十二日講

・示談講の御消息

時 間 午後6時～8時

持ち物 勤行本、念珠

会 場 小松大聖寺教務所

（小松市小馬出町26）

参加費 500円

問合せ 小松大聖寺教務所
（0761-22-0555）

【東本願寺出版（本山）からのお知らせ】
「東本願寺出版公式LINE」を開設いたしました。この東本願寺出版
公式LINEでは、「イベント」や「新刊発行」の情報、「キャンペー
ン」や「本の楽しみ方」をはじめ、毎月発行の『同朋新聞』、月刊
『同朋』の内容等についてもお知らせいたします。
ぜひ、皆さんご登録ください
『同朋新聞』がいつでもスマホでみられます。

LINE登録はこちらから
@469jqkzt

4月 南砺市大福寺 太田浩史 氏

5月 白山市道因寺 相馬 豊 氏

6月 白山市願隆寺 土佐 明 氏

4月

6日 小松市長圓寺 松永 悠 氏

20日 加賀市本善寺 飯貝宗淳 氏

5月

4日 小松市勸正寺 加藤正現 氏

18日 小松市 上杉彰子 氏

6月

1日 小松市興宗寺 但馬 諒 氏

15日 小松市真行寺 松岡祐真 氏

教区公式ライン
QRコード

教区ホームページ
QRコード
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