
　

大
田
東
組
と
致
し
ま
し
て
、
３
期
目
の
４
年
目
組
長
と

し
て
の
役
員
任
期
最
後
ま
と
め
の
組
報
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
４
年
間
振
り
返
り
ま
す
と
「
厳
し
か
っ
た
」「
苦
し

か
っ
た
」
と
の
印
象
で
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
西
も

東
も
わ
か
ら
な
い
こ
の
私
が
久
利
町
の
専
徳
寺
様
か
ら
組
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受
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よ
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や
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画
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す
め
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値
観
が
崩
壊
常

態
と
な
り
、
事
が
う
ま
く
運
べ
ず
に
悶
々
と
し
た
４
年
間

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

く
し
く
も
８
０
０
年
前
、
世
の
中
に
は
感
染
症
が
蔓
延

し
て
い
た
。
そ
し
て
今
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う

大
き
な
病
に
私
達
は
向
き
合
い
、
コ
ロ
ナ
感
染
と
い
う
苦

難
の
ま
っ
た
だ
中
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
力

強
く
や
れ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
下
さ
っ
た
の
が
親
鸞
聖

人
で
も
あ
り
ま
す
。
苦
し
い
と
き
も
、
悲
し
い
と
き
も
共

に
歩
も
う
と
い
う
願
い
に
支
え
ら
れ
人
生
を
歩
も
う
と
い

う
示
さ
れ
た
道
は
今
の
混
乱
し
た
社
会
を
力
強
く
生
き
抜

い
て
い
く
こ
と
の
ご
教
示
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た

教
え
と
現
実
を
き
ち
ん
と
把
握
し
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

頂
き
、
推
進
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
事
務
局
長
真
浄
寺
様

を
は
じ
め
、
副
組
長
の
皆
様
・
専
門
部
の
皆
様
・
事
務
局

ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
ま
さ
に
４
年
前
か

ら
掲
げ
て
い
ま
し
た
「
チ
ー
ム
大
田
東
」
と
し
て
結
束
し
、

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
配
慮
し
な
が
ら
開
催
い
た
し
ま
し
た

大
田
東
組
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
子
ど
も
の
居
場
所
つ
く

り
「
寺
子
屋
事
業
」
や
今
ま
で
の
形
を
一
新
し
て
の
第
３
期

連
続
研
修
会
。
感
染
状
況
に
配
慮
し
な
が
ら
開
催
い
た
し

ま
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
ウ
ェ
ブ
で
の
講
演

会
の
企
画
・
運
営
は
ま
さ
に
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
た
事
業

で
は
な
か
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。　
　

　

ま
た
、
若
い
僧
侶
の
皆
様
の
活
動
し
て
頂
い
た
次
世
代

育
成
部
の
「
大
田
町
内
お
寺
め
ぐ
り
交
流
会
」
な
ど
特
記
出

来
る
い
く
つ
か
の
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
今
年
度
は
50
年
に
一
度
で
あ
り
ま
す
、
親
鸞

聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要

の
ご
勝
縁
を
結
ぶ
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

親
鸞
聖
人
は
承
安
３
年
（
１
１
７
３
年
）
に
日
野
の
地
に

誕
生
さ
れ
御
年
９
歳
で
出
家
得
度
さ
れ
、
仏
門
に
入
り
修

行
に
励
ま
れ
、
29
歳
の
時
法
然
上
人
に
あ
わ
れ
、
阿
弥
陀

如
来
の
本
願
を
信
じ
御
念
仏
申
す
身
と
な
ら
れ
ま
し
た
。

35
歳
の
時
、
専
従
念
仏
の
停
止
に
よ
り
越
後
に
ご
流
罪
と

な
ら
れ
、
51
歳
の
時
、
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
で
あ
り
ま

す
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」
を
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。

念
仏
教
団
が
壊
滅
状
態
に
あ
る
な
か
力
強
く
宣
言
さ
れ
、

こ
こ
に
浄
土
真
宗
に
到
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

世
の
中
安
穏
、仏
法
弘
通
を
願
わ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
お
心

に
そ
う
生
き
方
。み
教
え
に
生
か
さ
れ
、い
よ
い
よ
念
仏
を
喜

び
、す
べ
て
の
命
あ
る
も
の
が
お
互
い
に
心
通
わ
せ
る
ご
勝

縁
に
あ
わ
せ
て
い
た
だ
け
る
事
を
感
謝
し
つ
つ
、
大
田
東
組

か
ら
70
名
の
ご
参
加
を
得
て
４
月
25
日
・
26
日
に
と
ご
本
山

で
営
ま
れ
ま
し
た
慶
讃
法
要
に
お
参
り
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
こ
の
慶
讃
法
要
に
合
わ
せ
て
南
座
で
の
「
若
き
日
の

親
鸞
」
の
舞
台
公
演
は
、
心
に
残
る
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し

た
と
い
う
参
加
者
の
皆
様
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
９
月
30
日
に
は
、
本
山
に
ご
一
緒
に
ご
縁
を
結
ぶ

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
多
く
の
皆
様
の
た
め
に
、大
田
東
組

が
企
画
致
し
ま
し
た
慶
讃
法
要
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

ご
参
集
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
と
共
に
、
親
鸞
聖
人
の

お
徳
を
称
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
無
上
の
喜
び
で

あ
っ
た
こ
と
と
お
も
い
ま
す
。
聖
人
の
お
心
を
受
け
継
ぎ
、

い
よ
い
よ
聞
法
に
精
進
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
か
た
に

伝
わ
る
こ
と
で
、
人
々
の
苦
し
み
に
寄
り
添
い
、
喜
び
や

悲
し
み
を
分
か
ち
あ
い
、
だ
れ
も
が
心
豊
か
に
い
き
て
い

け
る
よ
う
な
社
会
の
実
現
に
努
め
る
こ
と
を
心
新
た
に
で

き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
度
も
残
す
と
こ
ろ
５
ヶ
月
。
ま
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
部

門
に
お
い
て
事
業
を
す
す
め
て
い
る
最
中
で
あ
り
ま
す
。

共
に
支
え
合
い
実
践
が
で
き
る
「
チ
ー
ム
大
田
東
組
」
を

め
ざ
し
、さ
ら
な
る
ご
教
示
、
ご
教
導
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
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の
花
々
の
開
花
を
催
す
大
切
な
雨
と
教
わ
り
ま
し
た
。

雅
楽
が
鳴
り
響
く
厳
か
な
雰
囲
気
に
身
を
置
き
、
大

勢
の
僧
侶
や
門
信
徒
の
方
々
と
ご
一
緒
に
、
正
信
偈

や
念
仏
を
唱
え
、
親
鸞
聖
人
を
偲
ば
せ
て
頂
く
と
共

に
一
端
の
門
信
徒
に
な
っ
た
気
分
に
浸
り
ま
し
た
。

　

翌
朝
は
お
晨
朝
参
拝
を
し
て
、
昨
日
と
は
違
い
開

放
的
な
雰
囲
気
と
清
々
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
引
率

く
だ
さ
い
ま
し
た
、
ご
住
職
の
皆
さ
ん
に
は
、
旅
行

社
と
の
打
合
せ
、
事
前
準
備
や
事
前
説
明
会
、
旅
行

中
の
案
内
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
雨
の
中
、

傘
の
貸
出
・
引
き
取
り
や
手
を
振
っ
て
の
見
送
り
を

さ
れ
た
本
願
寺
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
、
そ
の
他
多
く

の
方
々
の
お
世
話
を
賜
り
、
無
事
に
参
拝
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

空
気
に
包
ま
れ
、
一
日
の
始
ま
り
に
身
の
引
き
締
ま

る
思
い
が
し
ま
し
た
。

　

こ
の
日
の
予
定
は
、
親
鸞
聖
人
ゆ
か
り
の
六
角
堂

参
拝
と
、
京
都
南
座
に
て
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５

０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
記
念
公
演　

若
き
日
の
親
鸞
」
を
観
劇
。
六
角
堂
参
拝
時
は
雨
が

強
く
降
る
時
間
も
あ
り
ま
し
た
が
、
聖
徳
太
子
の
お

堂
、
親
鸞
聖
人
の
お
堂
と
御
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
京
の
町
中
の
ち
ょ
っ
と
見
過
ご
し
て
し
ま

う
よ
う
な
場
所
に
あ
り
、
な
か
な
か
参
拝
の
機
会
が

な
か
っ
た
の
で
境
内
散
策
も
し
ま
し
た
。

　

南
座
で
は
、
９
歳
で
得
度
、
19
歳
で
法
然
上
人
の

教
え
に
ふ
れ
た
の
ち
比
叡
の
山
を
下
り
、
そ
こ
で
の

人
々
と
の
出
会
い
を
経
て
成
長
さ
れ
て
い
く
若
き
日

の
親
鸞
聖
人
の
物
語
。
事
前
に
出
演
者
の
皆
様
の
熱

意
で
二
幕
と
い
う
舞
台
に
な
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま

し
た
が
、
昼
食
休
憩
を
挟
ん
で
の
観
劇
も
時
間
を
忘

れ
る
ほ
ど
に
夢
中
に
な
れ
ま
し
た
。

　

観
劇
後
、
外
は
雨
も
上
が
り
青
空
も
見
え
ま
し
た
。

ふ
た
た
び
バ
ス
に
分
乗
し
帰
路
に
。

　

雨
の
二
日
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
改
め
て
真
宗

の
み
教
え
を
大
切
に
感
じ
、
有
意
義
な
時
間
を
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
今
後
も
組
内
行
事
、
団

体
参
拝
に
も
参
加
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
度
の
法
要
は
妻
と
二
人
で
参
加
し
ま
し
た
。

慶
讃
法
要
中
、
外
は
雨
が
降
り
御
影
堂
の
中
に
も
冷

た
い
風
が
吹
き
込
み
、
肌
寒
く
感
じ
ま
し
た
が
、
法
話

の
始
め
に
、
雨
は
と
に
か
く
嫌
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の

時
期
の
雨
を
「
催
花
雨
」
と
呼
び
、
桜
を
は
じ
め
春

　

令
和
５
（
2
0
2
3
）
年
４
月
25
，
26
日
、
大
田
東

組
慶
讃
法
要
団
体
参
拝
（
一
泊
二
日
）
に
い
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
70
名
、
バ
ス
２
台
に
分
乗
。

　

当
日
は
時
折
雨
が
強
く
降
る
あ
い
に
く
の
雨
。
バ

ス
は
昼
過
ぎ
に
京
都
の
本
山
駐
車
場
に
到
着
。
全
国

各
地
か
ら
参
拝
の
方
々
が
こ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
13
時
30
分
よ
り
御
影
堂
に
て
、
日
程
説
明
・
記
念

布
教
・
挨
拶
と
始
ま
り
、
14
時
か
ら
慶
讃
法
要
が
お

勤
ま
り
に
な
り
ま
し
た
（
満
席
）。
法
要
は
慶
讃
法
要

の
た
め
に
新
し
く
制
定
さ
れ
た
「
新
制　

御
本
典
作

法
」
。
厳
か
に
お
勤
め
が
始
ま
り
ま
し
た
。
初
め
て

経
験
す
る
作
法
に
緊
張
し
ま
し
た
。
表
白
は
、
宗
祖

親
鸞
聖
人
の
立
教
開
宗
ま
で
の
足
跡
を
。
参
拝
者
一

同
で
の
御
勤
め
は
、
和
讃
譜
に
よ
る
「
正
信
念
仏
偈
」。

御
影
堂
内
に
響
き
渡
り
、
参
拝
の
皆
様
と
貴
重
な
時

間
を
共
有
で
き
た
と
思
い
ま
し
た
。

　

法
要
終
了
後
は
写
真
撮
影
、
帰
敬
式
。
法
要
最
中

は
雨
が
強
く
降
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
写
真
撮
影

の
時
は
小
や
み
に
な
り
ま
し
た
。
帰
敬
式
に
参
加
さ

れ
る
方
を
待
つ
間
、
飛
雲
閣
見
学
、
境
内
散
策
と
各

自
自
由
時
間
を
過
ご
し
た
後
、
早
め
の
夕
食
会
場
へ

と
バ
ス
移
動
と
な
り
ま
し
た
。

夕
食
会
場
で
は
組
長
挨
拶
、
乾
杯
後
、
歓
談
。
手
品

の
余
興
あ
り
、
普
段
な
か
な
か
お
会
い
出
来
な
い
組

内
の
方
と
ご
挨
拶
や
お
話
も
で
き
、
楽
し
い
時
間
を

過
ご
し
ま
し
た
。
食
後
は
宿
泊
先
ホ
テ
ル
へ
移
動
。

雨
は
小
降
り
に
な
り
、
そ
の
後
は
自
由
時
間
。
京
都

の
夜
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

二
日
目
、
朝
６
時
か
ら
晨
朝
勤
行
に
参
拝
。
雨
で

し
た
が
、
阿
弥
陀
堂
・
御
影
堂
の
ひ
ん
や
り
と
し
た
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親
鸞
聖
人
ご
生
誕
８
５
０
年
、
立
教
開
宗
８
０
０

年
の
ご
法
要
が
令
和
５
年
に
西
本
願
寺
に
て
開
催
さ

れ
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
そ
の
参
拝
者
の
一
員
に
加

え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

慶
讃
法
要
第
３
期
に
あ
た
る
４
月
25
日
（
火
）
～

26
日
（
水
）
に
大
田
東
組
か
ら
バ
ス
２
台
70
名
の
御
一

行
。
生
憎
く
雨
の
中
で
出
発
。
中
国
道
両
側
に
見
え

る
藤
の
花
が
新
緑
の
中
に
位
置
を
示
し
な
が
ら
後
方

へ
。
浄
土
真
宗
の
ご
紋
に
な
っ
て
い
る
下
が
り
藤
が

私
達
一
行
の
参
拝
を
応
援
し
て
い
る
よ
う
。

　

ご
本
山
に
到
着
し
て
も
雨
は
止
ま
ず
用
意
さ
れ
た

色
と
り
ど
り
の
傘
を
差
し
て
他
の
多
く
の
参
拝
者
と

共
に
華
や
か
な
移
動
。
早
速
法
要
参
拝
と
帰
敬
式
に

分
か
れ
、
厳
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
安
土
・
桃
山
文
化
を
彷
彿
と
さ
せ
る
本
願

寺
の
名
宝
で
あ
る
飛
雲
閣
や
書
院
を
見
学
。
夕
食
は

お
酒
も
入
り
門
信
徒
と
し
て
心
を
許
し
合
い
各
テ
ー

ブ
ル
ご
と
に
大
い
に
話
が
弾
み
、
ま
た
飛
び
入
り
も

あ
っ
て
楽
し
い
一
時
と
な
り
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
聖
徳
太
子
・
親
鸞
聖
人
ゆ
か
り
の
お
寺

で
あ
る
六
角
堂
見
学
と
京
都
南
座
に
て
慶
讃
法
要
記

念
舞
台
公
演
「
若
き
日
の
親
鸞
」
を
観
劇
し
、
親
鸞
聖

人
の
お
人
柄
が
理
解
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
の
自
由

散
策
を
経
て
名
残
惜
し
く
京
都
を
後
に
し
ま
し
た
。

今
ま
で
の
雨
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
晴
天
に
な
り
、
法

要
を
経
た
私
ど
も
の
新
し
い
人
生
へ
の
ス
タ
ー
ト
を

祝
福
す
る
か
の
よ
う
で
し
た
。

　

今
回
の
団
体
参
拝
に
つ
い
て
は
準
備
段
階
か
ら
大

田
東
組
の
各
お
寺
の
住
職
・
坊
守
様
方
の
細
部
に
わ

た
る
心
遣
い
と
ス
ム
ー
ズ
な
進
行
に
絶
え
ず
感
謝
の

思
い
で
し
た
。

　

今
回
の
本
山
参
拝
を
契
機
に
お
寺
を
一
層
身
近
に

感
じ
た
り
、
お
寺
の
方
々
に
も
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
り
、
門
信
徒
の
自
覚
を
新
た
に
し
た
次
第
で
す
。

　

参
拝
者
同
士
が
大
田
東
組
の
一
員
と
し
て
一
層
絆

を
強
く
結
び
、
門
信
徒
と
し
て
各
お
寺
の
護
持
発
展

に
寄
与
し
て
い
く
こ
と
が
親
鸞
聖
人
の
お
心
に
添
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
気
づ
い
た
次
第
で
す
。

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　

合
掌

　

４
月
25
日
の
早
朝
、
島
根
県
を
出
発
し
、
西
本
願

寺
へ
向
か
う
旅
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
旅
で
、
親
鸞

聖
人
の
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
浄
土
真
宗
の
み
教

え
が
、
時
代
を
超
え
て
現
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い

る
こ
と
に
改
め
て
深
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の

旅
は
、
歴
史
と
教
え
を
じ
っ
く
り
と
味
わ
う
機
会
を

私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
し
た
。

　

昼
過
ぎ
、
西
本
願
寺
に
到
着
。
全
国
か
ら
集
ま
っ

た
お
念
仏
の
道
を
歩
む
大
勢
の
人
々
が
、
一
同
に
御

影
堂
に
向
か
う
様
子
は
、
立
教
開
宗
の
ご
恩
に
深
く

感
謝
し
て
心
を
一
つ
に
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

法
要
は
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
「
新
制 

御
本
典

作
法
」
に
従
っ
て
つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
過
去
に
制

定
さ
れ
た
御
本
典
作
法
か
ら
の
変
化
が
、
浄
土
真
宗

の
み
教
え
が
時
代
を
超
え
て
伝
え
続
け
ら
れ
て
い
く

意
義
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
法

要
の
厳
か
な
雰
囲
気
の
中
で
、
心
静
か
に
お
念
仏
を

称
え
る
こ
と
の
奥
深
さ
に
触
れ
、
そ
の
教
え
の
永
遠

性
を
感
じ
ま
し
た
。

　

翌
朝
、
私
た
ち
は
聖
人
ゆ
か
り
の
お
寺
を
訪
れ
、

そ
の
足
跡
に
思
い
を
馳
せ
ま
し
た
。
過
去
と
現
在
を

繋
ぐ
場
所
で
、
年
月
を
経
て
も
な
お
浄
土
真
宗
の
み

教
え
が
今
も
私
た
ち
の
心
に
響
い
て
い
る
こ
と
に
感

銘
を
受
け
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
救
い
に
抱
か
れ

て
い
る
こ
と
が
身
に
し
み
て
く
る
よ
う
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
私
た
ち
の
旅
の
一
部
と
し
て
、
京
都
南

座
で
の
「
若
き
日
の
親
鸞
」
舞
台
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
舞
台
の
美
し
い
セ
ッ
ト
や
役
者
た
ち

の
演
技
が
、
親
鸞
聖
人
の
時
代
を
生
き
た
人
々
の
姿

を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
ま
し
た
。
創
作
が
交
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
つ
つ
も
、
物
語
の
中
で

聖
人
の
若
い
日
々
に
触
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
歴
史
と

教
え
の
味
わ
い
深
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
旅
は
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
が
過
去
か
ら
未

来
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
感
じ

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
素
晴
ら
し
い
経
験
で
し
た
。
歴

史
を
背
負
い
な
が
ら
も
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
が
こ

れ
か
ら
も
私
た
ち
の
日
常
に
寄
り
添
い
、
心
を
満
た

し
て
く
れ
る
こ
と
に
感
謝
を
し
な
が
ら
念
仏
申
し
上

げ
る
日
々
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

団 体 参 拝団 体 参 拝親鸞聖人御誕生８５０年
立教開宗８００年慶讃法要
親鸞聖人御誕生８５０年
立教開宗８００年慶讃法要

慶
讃
法
要
に
お
参
り
し
て

〜
ご
縁
を
慶
び
、
お
念
仏
と
と
も
に
〜

和
　
田
　
秀
　
夫

明
善
寺
門
信
徒

親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・

立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
団
体
参
拝

石
　
井
　
　
　
子

眞
光
寺

慶
讃
法
要
随
想

大
　
草
　
教
　
行

照
善
寺
衆
徒

団
体
参
拝
に
参
加
し
て福

　
田
　
敏
　
之

正
蔵
坊
門
徒
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●
解
散
命
令―

な
に
を
懼
れ
て
い
る
の
か

　

カ
ル
ト
集
団
に
よ
る
人
権
侵
害
の
法
的
救
済
に
取
り
組
ん
で
き
た
全
国
霊
感
商
法
対
策
弁
護
士
連
絡
会
は
、
旧
統
一

教
会
が
「
被
勧
誘
者
の
信
教
の
自
由
や
自
己
決
定
権
を
侵
害
」
し
て
い
る
と
し
て
、
被
害
信
者
ら
へ
の
謝
罪
と
損
害
の
一

切
を
賠
償
す
る
要
求
と
と
も
に
、
宗
教
法
人
法
に
基
づ
く
解
散
命
令
を
請
求
す
る
声
明
を
出
し
て
い
る
。
解
散
命
令
そ
の

も
の
は
あ
く
ま
で
裁
判
所
が
法
と
証
拠
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
行
う
。

　

し
か
し
政
府
は
憲
法
20
条
の
「
政
教
分
離
（
政
治
と
宗
教
の
分
離
）・
信
教
の
自
由
」
を
理
由
に
、
慎
重
な
構
え
で
あ
る
。

政
府
は
法
の
下
の
平
等
に
反
す
る
な
ど
憲
法
上
の
疑
義
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
強
引
に
安
倍
元
首
相
の
国
葬
を
閣
議
決

定
し
、
実
施
し
た
。「
旧
統
一
教
会
」
と
一
体
化
し
、
統
一
教
会
問
題
で
火
の
粉
を
払
う
の
が
精
い
っ
ぱ
い
の
政
府
が
統

一
教
会
の
解
散
命
令
請
求
に
は
、
あ
ろ
う
こ
と
か
憲
法
上
の
「
信
教
の
自
由
」
を
持
ち
出
し
て
、「
慎
重
に
判
断
」
な
ど
と

い
う
の
か
。
盗
人
猛
々
し
い
と
は
こ
の
こ
と
だ
。
国
家
と
宗
教
が
結
び
つ
い
た
戦
前
の
反
省
か
ら
厳
格
な
政
教
分
離
が
定

め
ら
れ
た
が
、
歴
代
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
じ
つ
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

小
泉
首
相
（
当
時
）
の
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
が
提
訴
さ
れ
た
と
き
（
２
０
０
１
年
12
月
）
、
福
田
康
夫
官
房
長
官
（
当
時
）

は
記
者
会
見
で
「
そ
れ
は
小
泉
純
一
郎
の
信
仰
の
自
由
を
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
憲
法
違
反
で
は
な

い
の
か
」
と
息
ま
い
た
。
靖
国
神
社
に
恭
し
く
参
拝
す
る
国
家
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
小
泉
首
相
に
、
信
教
の
自
由
が
あ

る
と
か
、
な
い
と
か
と
い
う
議
論
そ
の
も
の
が
す
で
に
破
綻
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

●「
信
教
の
自
由
」
の
確
立

　

信
教
の
自
由
は
、
国
家
と
国
民
の
関
係
に
お
い
て
、
国
家
が
国
民
の
内
面
へ
介
入
し
よ
う
と
す
る
権
力
行
使
を
厳
格
に

拘
束
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
確
保
さ
れ
る
の
は
国
民
の
側
の
自
律
性
、
独
自
性
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　

信
教
の
自
由
は
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
重
要
な
の
で
は
な
い
。
国
家
に
よ
る
内
面
へ
の
介
入
は
耐
え
難
い
苦
痛

で
あ
る
と
い
う
個
の
尊
厳
性
に
立
つ
ゆ
え
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
個
の
尊
厳
を
基
本
的
理
念
と
す
る
憲
法
に
お
い

て
国
家
の
介
入
を
絶
対
的
に
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
自
己
の
堅
持
す
る
信
教
に
立
っ
て
、
人
間
の
主
体
的
自
由
を
妨
げ
る
政
治
社
会
の
諸
条
件
と
対
決
す
る
主
体
が
な
く

て
は
信
教
の
自
由
は
画
餅
に
す
ぎ
な
い
」
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
学
僧
・
二
葉
憲
香
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
に
よ

る
国
民
の
内
面
支
配
に
抗
す
る
た
た
か
い
の
中
に
お
い
て
こ
そ
確
立
さ
れ
て
い
く
も
の
が
信
教
の
自
由
で
あ
ろ
う
。
信
教

の
自
由
権
は
政
治
と
の
抵
抗
関
係
に
あ
る
も
の
だ
。

　

つ
ね
に
国
家
は
宗
教
に
介
入
し
、
国
民
の
精
神
の
奥
底
ま
で
支
配
す
る
。
こ
れ
が
こ
の
国
の
連
綿
と
伝
統
さ
れ
て
き
た

権
力
構
造
（
政―

ま
つ
り
ご
と
）
で
あ
る
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
権
力
行
使
を
あ
く
ま
で
も
厳
格
に
監
視
し
、
拘

束
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
が
憲
法
の
政
教
分
離
原
則
な
の
で
は
な
い
の
か
。

　

現
行
「
宗
教
法
人
法
」
は
１
９
５
１
年
、
新
憲
法
の
も
と
「
基
本
的
人
権
」
を
掲
げ
、
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
の
原
則

の
よ
り
内
実
化
を
は
か
る
た
め
に
宗
教
団
体
に
法
人
格
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
な
の
で
あ
る
。
戦
前
の
１
９

３
７
年
に
制
定
さ
れ
た
「
宗
教
団
体
法
」
は
、
国
家
の
管
理
・
統
制
法
で
あ
り
、
国
家
の
意
向
に
そ
ぐ
わ
な
い
宗
教
団
体

は
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
て
い
っ
た
。
戦
前
の
軍
国
主
義
を
支
え
て
い
た
の
は
国
家
神
道
で
あ
り
、
治
安
維
持
法
で
あ
り
、

宗
教
団
体
法
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
か
ら
日
本
の
戦
後
は
始
ま
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
信
教
の
自
由
を
は

じ
め
憲
法
上
の
権
利
に
ま
る
で
無
知
な
政
治
文
化
の
中
で
は
、
せ
い
ぜ
い
宗
教
法
人
法
の
運
用
は
、
臭
い
物
に
ふ
た
を
す

る
た
め
の
政
治
の
道
具
と
し
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
既
成
仏
教
教
団
は
ダ
ン
マ
リ
を
決
め
込
ん
で
い
る
。

　

去
る
６
月
14
日
、
大
田
東
組
門
徒
総
代
会
総
会
研

修
会
が
立
善
寺
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
総
会
の
後
、

研
修
会
に
て
「
梵
鐘
（
ぼ
ん
し
ょ
う
）・
喚
鐘（
か
ん
し
ょ

う
）・
節
柝
（
せ
っ
た
く
）
の
打
ち
方
」
を
学
ぶ
中
で
、

喚
鐘
の
打
ち
方
を
担
当
い
た
し
ま
し
た
。

　

喚
鐘
と
い
う
の
は
本
堂
の
横
に
吊
る
し
て
あ
る
小

さ
な
鐘
で
、
一
番
の
見
所
は
、
激
し
く
響
き
わ
た
る

鐘
の
音
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

緩
や
か
に
打
ち
始
め
た
と
思
っ
た
ら
激
し
く
打
ち

鳴
ら
し
、
ま
た
緩
や
か
に
音
が
収
ま
っ
て
い
く
。
そ

ん
な
山
場
を
２
回
繰
り
返
し
て
最
後
に
カ
ー
ン
と
大

き
な
音
で
止
む
。
そ
う
す
る
と
本
堂
か
ら
ゆ
っ
た
り

と
静
か
な
お
勤
め
が
始
ま
る
。
動
と
静
、
完
全
調
和

の
儀
式
の
始
ま
り
を
知
ら
せ
る
合
図
で
す
。

　

こ
う
し
た
仏
具
を
打
ち
鳴
ら
す
作
法
を
打
物
法
（
だ

ぶ
つ
ほ
う
）
と
申
し
ま
す
が
、古
く
は
イ
ン
ド
に
お
い
て

僧
房
で
僧
侶
た
ち
に
食
事
の
時
間
を
知
ら
せ
る
た
め
に

木
や
金
属
を
打
ち
鳴
ら
し
た
も
の
が
起
源
と
伺
っ
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
寄
席
演
芸
の
世
界
で
は
、
今
で
も
太
鼓
の
音
で

開
演
・
閉
演
の
合
図
を
行
い
、
開
演
時
は
「
も
っ
と
来

い
、
も
っ
と
来
い
」
閉
演
時
は
「
出
て
行
け
、
出
て
行

け
」
と
聞
こ
え
る
そ
う
で
す
か
ら
、
打
ち
方
ひ
と
つ
で

聞
こ
え
方
が
違
う
と
い
う
何
と
も
興
味
深
い
話
で
す
。

　

い
ま
打
物
法
と
い
う
作
法
が
定
ま
っ
て
い
る
の
は
、

鐘
の
音
に
よ
っ
て
「
今
日
は
お
寺
で
法
座
が
あ
る
な
」

と
周
知
し
た
り
、「
今
か
ら
お
勤
め
が
始
ま
る
ぞ
」

と
い
う
思
い
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
鐘
の
打
ち
方
、

聞
い
て
い
て
不
快
で
な
い
心
地
の
よ
い
打
ち
方
が
規

定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
い
う
打
ち
方
の
コ
ツ
を
、参
加
者
様
を
３
つ
の

班
に
分
け
、お
よ
そ
１
班
20
分
で
お
話
し
さ
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
熱
心
に
メ
モ
を
取
ら
れ
、
実
際
に

撞
木
を
振
り
な
が
ら
打
ち
ま
し
た
。
打
ち
進
め
る
に
つ

れ
て
滑
ら
か
に
音
が
変
化
し
、
素
晴
ら
し
い
音
色
が

聞
け
ま
し
た
。

大
田
東
組
門
徒
総
代
会

    

総
会
研
修
会
に
参
加
し
て

（
山
陰
教
区
同
朋
社
会
部
研
修
会
併
修
）

大
田
東
組
「
人
権
と
平
和
の
つ
ど
い
」

    

講
演
テ
ー
マ   

改
め
て「
信
教
の
自
由
」を
問
う
ー「
旧
統
一
教
会
」問
題
を
め
ぐ
っ
て（
ま
と
め
）

菅

　

原

　

龍

　

憲

正
蔵
坊
前
住
職

菅
　
原
　
敦
　
樹

専
念
寺
住
職

大田東組実践運動報告大田東組実践運動報告

お
そ



真宗おおだ東 （５）

三　　瓶　　地　　区

浄教寺

山本　浄邦 師

（龍谷大非常勤講師）善性寺

11月21日（火）13：00～ 清胤　弘英 師
（広島 正覚寺）

川　　合　　地　　区
寺院名 日　　 時 講  師  名

西原　真公 師
（粕淵 浄土寺）

11月３日（金）13：00～

12月１日（金）13：00～

11月18日（土）13：00～

専徳寺

念願寺

10月８日（日）13：00～設我寺

11月23日（木）13：00～

11月１日（水）13：00～松林寺

極楽寺

11月12日（日）13：00～

11月10日（金）13：30～
11月11日（土）13：30～

未　　　　定

今 年 度 中 止

11月１日（水）13：00～眞光寺 岩根　了達 師
（久利町 浄賢寺）

的場　利香 師
（江津市）

11月７日（火）13：00～善林寺 菅原　憲香 師
（大田町 正蔵坊）

未　　　　定西方寺

未　　定

未　　定

未　　定

未　　定

11月16日（木）13：00～蓮乗寺

妙覚寺

法専寺 10月17日（火）13：00～
10月18日（水）13：00～

久　　利　　地　　区

鳥　　井　　地　　区

11月27日（月）13：00～信楽寺

12月10日（日）13：00～西善寺

浄賢寺

圓満寺

菅原　昭生 師
（温泉津町 西楽寺）

荒本　由未 師
（大代町 西臨寺）

松浦　英篤 師

（大田町 真浄寺）

岩根　了達 師
（久利町 浄賢寺）

津村　信隆 師
（祖式町 善正寺）

正願寺

浄土寺

10月31日（火）19：00～
11月１日（水）13：00～

蓮教寺

長　　久　　地　　区

武田　正文 師
（邑南町 高善寺）

柳井　宗生 師
（温泉津町 浄善寺）

久　　手　　地　　区

岡田　哲水 師
（美郷町 西念寺）

目次　知浄 師
浄土真宗本願寺派布教使

菅原　俊軌 師
（富山町 高林寺）

齋藤　友法 師
（益田組　善正寺）

11月28日（火）13：00～
11月29日（水）13：00～

正蔵坊

寺院名 日　　 時 講  師  名

西楽寺 深水　顕真 師

（三次市 専正寺）

大　　田　　地　　区

11月３日（金）13：00～

11月５日（火）13：00～

皆さま 誘い合わせて

　　　　お参りください

10月29日（日）13：00～
10月30日（月） 7：00～
　　〃　　　13：00～

西教寺

11月３日（金）13：00～専勝寺 小笠原宣隆 師
（邑南町 西福寺）

11月４日（土）13：00～ 菅原　昭生 師
（温泉津町 西楽寺）

真浄寺 11月９日（木）13：00～
11月10日（金）13：00～

菅原　憲香 師

菅原　龍憲 師

明善寺 粟津　慈眼 師
（広島 教善寺）

常見寺

※子ども報恩講

未　　定

ともしび法座

11月13日（月）13：00～福泉寺 三明　慶輝 師
（温泉津町 瑞泉寺）

清胤　弘英師
（広島 正覚寺）

専念寺 11月３日（金）13：00～

10月22日（日）13：00～高林寺 柳井　宗生 師
（温泉津町 浄善寺）

富　　山　　地　　区

波　　根　　地　　区

大恩寺 10月21日（土）13：00～ 

齋藤　友法 師
（益田組 善正寺）

岩根　了達 師
（久利町 浄賢寺）

立善寺 11月22日（水）13：00～

照善寺 11月20日（月）13：00～ 福間　信隆 師
（久手町 極楽寺）

岩根　了達 師
（久利町 浄賢寺）

11月15日（水）18：00～
11月16日（木）13：00～
11月17日（金）13：00～

浄善寺

徳善寺 11月13日（月）13：00～

禮善寺

11月19日（日） 未定　宗正寺

11月23日（木）10：00～
　　〃　　　13：00～
　　〃　　　19：30～
11月24日（金）13：00～

真城　義麿 師

（今治市 善照寺）

元大谷中学校・高等学校校長

未　　　　定

報恩講のご案内2023年
9月27日現在



仏
教
の
基
礎
知
識

真宗おおだ東

　
昨
年
の
真
宗
お
お
だ
東
で
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
ご
案
内
を
し
ま
し
た
。
い

ま
だ
続
く
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
紙
の
媒

体
の
配
布
に
不
安
が
あ
る
中
で
の
発

刊
と
な
り
ま
し
た
。
思
い
は
パ
ソ
コ

ン
、
ス
マ
ホ
が
使
え
な
く
て
も
誰
も

が
手
に
取
り
、
み
ん
な
で
見
た
い
読

み
た
い
紙
面
を
め
ざ
す
こ
と
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
I
・
J
）

編

集

後

記

（６）

　

今
回
は
用
語
を
外
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
浄
土
真
宗
は
お
水
を
お
供
え
し
な
い

（
湯
呑
や
コ
ッ
プ
で
お
供
え
し
て
い
た
時
）
と

言
わ
れ
る
事
が
多
い
と
聞
き
ま
す
。

 

答
え　
浄
土
真
宗
に
限
ら
ず
各
宗
派
を
問
わ

ず
仏
教
で
は
お
水
は
お
供
え
し
ま
す
。
た
だ

宗
派
に
よ
っ
て
供
え
る
佛
具
が
違
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
で
は
華
瓶
（
け
び
ょ
う
）
一
対
に

樒
（
し
き
み
）
を
添
え
て
お
供
え
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
眞
）

あ

渡　邊　元　文

法専寺門徒（一級建築士）

似ている？
建
立
昭
和
58
年（
１
９
８
３
年
）

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
３
階
建
て

香
川
県
香
川
郡
直
島
町
本
村

　
設
計
者
・
石
井
和
紘（
東
大
卒
）

設
計
の
結
果
、
飛
雲
閣
に
似
た
建

物
に
な
り
ま
し
た
。
設
計
者
談

《
類
似
建
物
》
直
島
町
役
場

建
立
寛
永
10
年（
１
６
３
３
年
）

木
造
３
階
建
て

京
都
府
京
都
市
下
京
区
本
願
寺

門
前
町

　
建
物
自
体
が
、
あ
た
か
も
空
に

浮
か
ん
で
い
る
雲
の
よ
う
な
建
築

な
の
で
、
そ
う
名
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

１.

西
本
願
寺
飛
雲
閣（
国
宝
）

２.

築
地
本
願
寺（
重
要
文
化
財
）

《
類
似
建
物
》
カ
ジ
ュ
ラ
ホ
寺
院（
世
界
遺
産
）

建
立
10
世
紀
・
チ
ャ
ン
デ
ー
ラ
朝

時
代
・
石
造

イ
ン
ド
・マ
デ
ィ
ヤ
プ
ラ
デ
シ
コ
州

　
芸
術
的
価
値
の
高
い
彫
刻
を
伴

う
寺
院
群
で
当
時
、
85
棟
も
建
立

さ
れ
た
。

建
立
昭
和
９
年（
１
９
３
４
年
）

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
て

東
京
都
中
央
区
築
地

　
設
計
者
・
伊
東
忠
太（
東
大
卒
）

屋
上
中
央
に
半
筒
形
ボ
ー
ル
ト
屋

根
を
上
げ
、
そ
の
正
面
は
蓮
華
を

モ
チ
ー
フ
と
し
た
、
イ
ン
ド
の
石

窟
寺
院
風
の
デ
ザ
イ
ン
と
な
り
ま

し
た
。
設
計
者
談

　
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
有
名
建
築
に
は
似
て
い
る
建
物
が
あ
り
ま
す
。
私
は
個
々
の

建
物
を
訪
れ
、
そ
の
作
り
に
刺
激
さ
れ
、
あ
れ
こ
れ
そ
の
歴
史
の
道
筋
を
探
る
と

い
う
、
足
で
そ
し
て
目
で
考
え
る
や
り
方
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
よ
く
似
た

建
物
が
歴
史
を
経
て
、
超
え
て
出
現
す
る
の
で
す
。
範
囲
は
古
今
東
西
に
お
よ
び
、

最
近
は
特
に
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
初
期
の
時
代
に
限
っ
て
訪
ね
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
そ
の
中
で
も
、
浄
土
真
宗
の
建
築
物
に
か
ぎ
り
、
そ
の
類
似
建
物
を
ご
報
告

い
た
し
ま
す
。
西
本
願
寺
飛
雲
閣
と
築
地
本
願
寺
に
つ
い
て
。
ご
紹
介
し
ま
す
。

10
月
１
日
よ
り
チ
ケ
ッ
ト
販
売
開
始


