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「
終
わ
る
の
で
な
く 

始
ま
る
の
で
す
」 

住 
 

職 

 
 

い
の
ち
を
粗
末
に
す
る
事
件
が
次
か
ら
次
へ

報
道
さ
れ
る
と
、
聞
き
な
れ
て
驚
き
が
薄
れ
て
き

ま
す
。
古
歌
に
「
驚
か
す
か
い
こ
そ
な
け
れ 

群

ら
雀 

耳
な
れ
ぬ
れ
ば 

鳴
子
に
ぞ
乗
る
」
と
詠

わ
れ
る
通
り
で
す
。
秋
の
収
穫
期
の
稲
田
に
カ
ラ

カ
ラ
と
音
を
立
て
る
鳴
子
を
設
置
し
て
雀
を
追

い
払
う
が
、
鳴
子
の
音
に
慣
れ
て
く
る
と
雀
は
驚

か
な
い
そ
う
で
す
。 

親
の
幼
児
虐
待
行
為
、
老
人
施
設
で
の
職
員
に

よ
る
入
所
者
虐
待
、
無
差
別
殺
人
な
ど
の
事
件
が

マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
せ
て
い
る
昨
今
で
す
。
親
子

げ
ん
か
で
「
頼
ん
で
も
い
な
い
の
に
勝
手
に
生
ん

で
」
と
口
走
る
子
供
。
「
こ
ん
な
こ
と
な
ら
死
ん

だ
方
が
い
い
」
と
自
死
を
思
う
人
。
ま
た
将
来
に

希
望
が
持
て
ず
に
死
を
望
む
人
も
い
ま
す
。「
死
」

に
よ
っ
て
、
何
も
か
も
解
決
す
る
と
短
絡
的
に
判

断
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
な
に
も
か
も
帳
消
し 
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に
な
る
、
こ
の
煩
わ
し
さ
や
辛
さ
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
、
見

境
も
な
く
行
動
し
て
、
そ
の
結
果
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
悲
し
い
発
想
で
す
。 

私
た
ち
は
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
と
頭
に
血
が
上
っ
て

ヤ
ケ
を
起
こ
し
、
い
の
ち
を
軽
く
あ
つ
か
い
や
す
い
。
自
分

の
い
の
ち
は
先
祖
の
い
の
ち
を
受
け
継
い
で
い
ま
す
。
例
外

は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
一
切
の
有
情
（
生
き
て
い
る
も
の
す
べ

て
）
は
、
み
な
世
々
生
々
の
父
母
・
兄
弟
な
り
」
と
親
鸞
さ

ま
は
仰
せ
ら
れ
ま
す
。
心
に
刻
み
こ
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

何
年
く
ら
い
前
か
ら
で
し
ょ
う
か
「
し
ゅ
う
か
つ
」
と
い

う
言
葉
を
耳
に
す
る
の
は
。
最
初
に
耳
に
し
た
時
「
就
職
活

動
」
つ
ま
り
「
就
活
」
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
で

は
な
く
「
終
活
」
で
し
た
。
「
人
生
の
終
わ
り
が
近
づ
く
と

自
分
の
死
後
、
子
供
な
ど
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
と
、

身
の
回
り
を
整
理
す
る
活
動
」
の
こ
と
で
し
た
。 

「
人
に
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
よ
」
と
い
う
こ
と
は
幼

い
こ
ろ
よ
り
教
わ
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
の
「
人
」
と

は
「
他
人
」
の
事
で
あ
っ
て
、
「
自
分
の
子
供
」
を
さ
し
て

は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
「
子
供
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ

う
に
す
る
」
こ
と
が
、
今
の
流
行
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ま
す
。
こ
の
考
え
は
悪
く
は
な
い
が
、
良
く
は
な
い
。
自

分
が
産
ん
で
育
て
た
子
供
を
「
他
人
視
」
し
て
、
頼
り
に
し

て
い
な
い
か
ら
良
く
な
い
の
で
す
。
人
間
と
し
て
の
成
長
を

期
待
し
て
い
な
い
の
で
す
。
人
そ
れ
ぞ
れ
に
意
見
は
有
る
と

思
い
ま
す
が
、
家
族
と
し
て
接
す
る
気
持
ち
が
薄
く
な
っ
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
子
供
の
為
に
、
子
供
の
為
に
」
と
一

生
懸
命
に
な
っ
て
子
供
を
育
て
ま
す
。
軽
い
気
持
ち
で
子
育

て
を
し
た
も
の
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。 

 

人
は
こ
の
世
に
生
を
う
け
た
も
の
は
、
早
い
か
遅
い
か
の

別
は
あ
っ
て
も
必
ず
終
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
体
力
・
能
力
の

衰
え
は
と
ま
り
ま
せ
ん
。
人
間
生
活
の
終
わ
り
に
何
か
を
し

て
お
こ
う
と
思
う
。
そ
の
時
ま
ず
は
子
供
に
迷
惑
を
か
け
な

い
よ
う
に
し
よ
う
と
考

え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

が
必
ず
子
供
の
為
に
な

る
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ

子
供
に
後
を
託
す
こ
と

が
、
子
供
の
人
間
と
し
て 
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の
成
長
を
促
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
迷
惑
を

か
け
る
し
、
か
け
ら
れ
も
す
る
。
責
任
を
持
っ
て
も
ら
う
こ

と
は
、
そ
の
人
を
信
頼
し
て
い
る
証
で
し
ょ
う
。
欲
望
に
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
る
こ
と
を
知
る
の
が
大
人
で
す
。
人
に
や
さ

し
く
で
き
る
の
が
大
人
で
す
。
同
時
に
、
人
に
人
生
の
厳
し

さ
を
教
え
る
の
も
大
人
で
す
。
甘
や
か
す
だ
け
が
親
の
愛
情

で
は
な
い
は
ず
で
す
。 

人
間
の
い
の
ち
の
終
わ
り
は
、
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は 

な
く
、
新
た
な
い
の
ち
が
始
ま
る
こ
と
で
す
。
「
仏
と
し
て

の
い
の
ち
」
が
始
ま
る
の
で
す
。
「
終
わ
り
」
で
は
な
い
。

無
量
寿
と
い
う
限
り
な
き
い
の
ち
を
生
き
る
道
が
待
っ
て

い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
聞
き
ま
し
ょ
う
。
称
え
ま
し
ょ

う
。
「
な
ぜ
人
間
に
生
ま
れ
た
の
か
」
を
自
分
自
身
に
問
う

縁
に
遇
う
時
、
阿
弥
陀
さ
ま
・
親
鸞
さ
ま
の
声
が
心
身
に
響

く
の
で
す
。 

七
高
僧
シ
リ
ー
ズ 

「
師
主
知
識
の
恩
徳
・
・
」
道
綽
禅
師 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

副
住
職 

 

前
回
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
曇
鸞
大
師
が
往
生
さ

れ
た
二
十
年
後
に
あ
た
る
五
六
二
年
に
道
綽
禅
師
は
お
生

ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
場
所
は
今
の
山
西
省
で
当
時
は
北
斉

と
い
う
国
で
し
た
。 

当
時
の
中
国
は
南
北
朝
時
代
と
い
わ
れ
る
時
代
で
あ
り
、

北
方
に
は
道
綽
禅
師
の
居
ら
れ
る
北
斉
、
そ
の
西
に
は
北
周

と
い
う
二
つ
の
国
が
あ
り
ま
し
た
。
北
周
の
武
帝
は
仏
教
を

弾
圧
す
る
政
策
を
と
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
北
周
に
北

斉
が
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
道
綽
禅
師
も

出
家
し
て
三
年
目
の
十
六
歳
の
と
き
に
仏
教
弾
圧
に
遭
わ

れ
、
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
数
年
後
、
武
帝
が
亡
く

な
る
と
再
び
出
家
し
て
学
問
・
修
行
に
励
む
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
が
、
戦
乱
の
世
に
生
ま
れ
、
仏
教
弾
圧
を
経
験
し
た

こ
と
が
後
に
道
綽
禅
師
が
末
法
思
想
と
結
び
つ
く
要
因
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
末
法
思
想
は
こ
の
道
綽
禅
師
に
よ
っ

て
浄
土
教
と
結
び
つ
く
か
た
ち
で
広
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。 
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お
経
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
が
涅
槃
に
入
ら
れ
た
後
五
百
年
間

は
仏
陀
の
教
え
も
実
践
行
も
行
わ
れ
、
悟
り
に
至
る
も
の
も

い
る
正
法
の
時
代
。
そ
の
後
千
年
は
像
法
と
い
っ
て
、
教
え

と
行
は
残
る
が
、
悟
り
に
至
る
も
の
が
い
な
い
時
代
と
な
り

ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
は
末
法
の
時
代
と
な
り
、
教
え
が

残
る
の
み
で
あ
る
と
。
さ
ら
に
一
万
年
後
に
は
終
に
教
え
さ

え
も
滅
し
て
し
ま
う
滅
法
の
時
代
が
来
る
と
説
か
れ
ま
す
。

ま
さ
に
道
綽
禅
師
が
生
き
た
時
代
は
ち
ょ
う
ど
末
法
の
時

代
が
始
ま
っ
た
と
き
に
あ
た
り
ま
す
。 

仏
道
に
は
自
ら
の
能
力
を
信
じ
て
厳
し
い
修
行
に
励
む

「
聖
道
門
」
と
、
力
の
な
い
凡
夫
を
な
ん
と
か
助
け
た
い
と

願
わ
れ
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
し
た
が
っ
て
浄
土
に

生
ま
れ
て
往
く
「
浄
土
門
」
の
二
つ
の
道
が
あ
る
こ
と
を
道

綽
禅
師
は
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
末
法
の
世
に

生
き
る
衆
生
の
力
で
は
聖
道
門
の
教
え
で
は
悟
り
は
得
ら

れ
な
い
こ
と
、
浄
土
門
の
教
え
こ
そ
が
私
た
ち
の
通
る
べ
き

道
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
す
。 

も
と
も
と
若
い
こ
ろ
は
涅
槃
経
を
学
び
研
鑽
を
重
ね
て

二
十
回
以
上
も
講
義
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
四
十
八
歳
の

時
、
立
ち
寄
ら
れ
た
玄
中
寺
に
て
曇
鸞
大
師
の
人
徳
を
讃
え

る
石
碑
を
お
読
み
に
な
り
、
深
く
感
銘
を
受
け
て
浄
土
教
に

帰
依
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
曇
鸞
大

師
を
慕
っ
て
玄
中
寺
に
居
を
移
さ
れ
、
八
十
四
歳
で
往
生
さ

れ
る
ま
で
二
百
回
も
観
無
量
寿
経
の
講
義
を
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
の
講
義
記
録
と
も
思
わ
れ
る
道
綽
禅
師
の
唯
一

現
存
す
る
著
書
が
「
安
楽
集
」
で
す
。 

道
綽
禅
師
は
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
の
す
ば
ら
し
さ
を

繰
り
返
し
讃
嘆
し
、
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
て
浄
土
に
往
生
す
る

こ
と
を
勧
め
ま
し
た
。 

正
信
偈
に
「
万
善
自
力
貶
勤
修 

円
満
徳
号
勧
専
称
」
と

あ
り
ま
す
。
悟
り
に
至
る
た
め
に
自
分
の
力
を
た
よ
り
に
励

む
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
退
け
、
す
べ
て
の
功
徳
が
円

満
に
備
わ
っ
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
念
仏
を
専
ら
称
え

る
こ
と
を
人
々
に
も
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
親
鸞
聖
人
は
正
信
偈
に
「
一
生
造
悪
値
弘
誓 

至

安
養
界
証
妙
果
」
（
た
と
え
、
一
生
の
間
を
通
じ
て
悪
を
な

す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
な
た
を
必
ず
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ

て
仏
に
す
る
、
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
遇
う
こ
と
に
な

れ
ば
、
そ
の
誓
願
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
安
養
の
世
界
で
あ

る
お
浄
土
に
生
ま
れ
て
悟
り
に
至
る
）
と
著
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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夏
期
法
座 

 

八
月
十
八
日
、
第
三
十
八
回
信
行
寺
夏

期
特
別
法
座
が
今
年
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
今
回
は
、
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
考
え
、
食
事
を
と
る

こ
と
を
や
め
、
午
前
中
の
み
の
実
施
と
し

ま
し
た
。
住
職
・
副
住
職
も
マ
ス
ク
を
し

て
の
法
話
と
な
り
ま
し
た
。
窓
を
開
け
て

換
気
を
し
て
対
策
を
と
り
ま
し
た
の
で
、
涼
し
い
中
と
は
い

え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
年
も
参
加
い
た
だ
い
た
方
々
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
は
、
副
住
職
の
馬
頭
琴
と
木

下
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
の
恩
徳
讃
を
聞
き
ま
し
た
。 

 

濱
田
勝
己
さ
ん
の
仏
像
展
示 

今
年
、
住
職
の
弟
、
浜
田
勝
己
さ
ん
が
往
生
さ
れ
ま
し
た
。

勝
己
さ
ん
は
若
く
か
ら
仏
師
を
志
し
、
亡
く
な
る
前
日
ま
で

数
々
の
作
品
を
作
り
出
し
て
き
ま
し
た
。
以
前
か
ら
信
行
寺

に
あ
る
仏
像
は
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
も
含
め
て
濱
田
勝

己
さ
ん
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
今
回

百
体
を
超
え
る
作
品
が
信
行
寺
に
保
管
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を
先
日
展

示
い
た
し
ま
し
た
。 
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今
回
は
、
本
願
寺
出
版
社
の
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
、
十
一
月

の
言
葉
の
説
明
を
し
ま
す 

 

        

「
無
理
を
せ
ん
と
い
て
く
だ
さ
い
」
「
無
理
を
し
な
い
で
休

ん
で
い
て
く
だ
さ
い
」
腰
が
曲
が
っ
て 

ひ
ど
く
小
さ
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
老
妻
に 

何
べ
ん
も
気
づ
か
っ
て
も
ら
い

な
が
ら 

土
手
の
草
を
刈
る 

何
だ

か 

う
れ

し

く 

何

だ

か 

し
あ

わ

せ

で…
…

 
 

「
拝
ま
な
い
者
も 

お
が
ま
れ
て
い
る 

拝
ま
な
い
と
き

も 

お
が
ま
れ
て
い
る
」 

「
こ
こ
が 

み
手
の 

ま
ん
な
か
」
と
、 

土
手
の
草
を
刈

ら
せ
て
も
ら
う 

 

何
だ
か 

う
れ
し
く 

何
だ
か 

し
あ
わ
せ
で…

…

。 

 

「
何
だ
か
う
れ
し
く
」
と
い
う
東
井
義
雄
先
生
の
詩
の
一

節
で
す
。
「
拝
む
」
は
漢
字
、
「
お
が
む
」
は
ひ
ら
が
な
に
な

っ
て
い
ま
す
。
「
拝
む
」
は
私
の
動
作
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
「
お
が
む
」
は
続
い
て
「
こ
こ
が
み
手
の
ま
ん
な

か
か
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
仏
さ
ま
の
は
た
ら
き
な
の
で
す
。

私
を
拝
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
み
手
の
な
か
に
こ
の
私
を

包
み
込
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
い
う
の
で
す
。 

 兵
庫
県
豊
岡
市
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の

東
光
寺
で
生
ま
れ
た
。
小
学
校
一
年
生
の
時
、

母
と
死
別
。
貧
窮
に
よ
る
旧
制
中
学
校
へ
の
進

学
を
断
念
。
師
範
学
校
卒
業
後
、
定
年
に
至
る

ま
で
、
小
学
校
教
員
と
し
て
教
育
に
携
わ
る
。 
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左
記
は
京
都
の
大
谷
本
廟
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
お
悩
み

ラ
ン
キ
ン
グ
で
す
。
今
回
は
そ
の
第
一
位
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。 

 

 

        

大
谷
本
廟
は
、
浄
土
真
宗
の
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
ご
廟
所

（
墓
所
）
で
す
。
墓
地
や
納
骨
堂
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
谷
本
廟
へ
の
納
骨
に
は
、
祖
壇
（
そ
だ
ん
）
納
骨
・
無
量

寿
堂
納
骨
・
墓
地
納
骨
の
三
種
類
が
あ
り
ま
す
。 

祖
壇
納
骨
に
つ
い
て
、
詳
し
く
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
「
祖

壇
」
と
は
、
親
鸞
聖
人
の
御
影
が
安
置
さ
れ
、
ご
遺
骨
が
納

め
ら
れ
て
い
る
場
所
で
す
。
祖
壇
の
両
側
に
は
歴
代
宗
主
と

お
裏
方
の
お
墓
が
あ
り
、
祖
壇
の
前
に
は
拝
堂
「
明
著
堂
」

が
あ
り
ま
す
。
聖
人
の
ご
遺
徳
を
慕
い
、
そ
の
お
そ
ば
に
と

い
う
思
い
か
ら
、
祖
壇
の
近
く
に
大
切
な
方
の
ご
遺
骨
を
納

め
て
き
た
の
で
す
。
今
で
は
年
間
一
万
二
千
も
の
納
骨
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
祖
壇
納
骨
を
行
う
に
は
、
納
骨
届
（
所
属

寺
の
住
職
の
署
名
、
押
印
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

合
葬
な
の
で
納
め
た
ご
遺
骨
は
お
返
し
で
き
ま
せ
ん
。 

無
量
寿
堂
納
骨
に
は
、
信
行
寺
所
有
の
納
骨
壇
も
あ
り
、

毎
年
十
月
バ
ス
で
お
参
り
に
行
っ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
、
分

骨
し
て
小
さ
い
骨
壺
を
大
谷
本
廟
に
、
中
ぐ
ら
い
の
骨
壺
は

各
家
の
お
墓
に
納
骨
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。 

 

最
近
は
、
先
祖
か
ら
の
お
墓
を
処
分
さ
れ
る
方
も
増
え
ま

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
あ
り
、
真
剣
に
向
き
合
わ
れ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
後
々
に
迷
惑
を
か
け

ら
れ
な
い
と
考
え
る
方
も
多
い
よ
う

で
す
。
親
族
や
家
族
共
通
理
解
を
図

り
、
よ
り
よ
い
方
向
を
見
つ
け
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

第 1 位 納骨・お墓  

 ・大谷本廟に納骨するには？  

 ・故郷のお墓を護持できない  

第 2 位 法事の決まり事  

 ・法事は命日に？  

 ・お布施はいくら？  

第 3 位 法名・帰敬式  

 ・法名とは何？  

 ・どうすればもらえるの？  

第 4 位 お仏壇・お供え  

 ・お供えは何がいいの？  

 ・引っ越すときどうすればよい  

 

その他 所属寺・過去帳・お経  
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編
集
委
員
よ
り 

 

国
内
で
旅
に
出
る
と
、
必
ず
神
社
仏
閣
に
出
逢
い
ま
す
。
お
寺

に
通
う
よ
う
に
な
り
、
真
宗
門
徒
の
私
は
神
社
に
は
た
め
ら
い
を

感
じ
て
い
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
は
「
神
祇
不
拝
」
の
教
え
だ
か
ら

で
す
。
歴
史
を
振
り
返
る
と
明
治
維
新
の
一
八
〇
八
年
「
神
仏
分

離
令
」
が
布
告
さ
れ
、
寺
院
の
廃
止
や
合
併
が
進
み
、
神
社
か
ら

仏
教
色
を
除
き
、
神
道
国
教
化
を
目
指
す
新
政
府
の
目
的
が
露
わ

に
な
り
、
所
に
よ
っ
て
は
「
廃
仏
毀
釈
運
動
」
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
ま
し
た
。
事
態
を
重
く
見
た
仏
教
界
、
特
に
島
地
黙
雷
ら
の
真

宗
僧
侶
が
江
藤
新
平
ら
と
団
結
し
て
強
く
中
央
政
府
に
抗
議
運
動

を
し
た
の
で
、
廃
仏
稀
釈
が
鎮
静
化
す
る
と
共
に
、
政
府
の
神
道

国
教
化
も
挫
折
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
新
政
府
は
「
神
道
は
宗
教

で
は
な
く
、
皇
室
や
天
皇
家
に
繋
が
る
古
い
歴
史
を
持
つ
も
の
で
、

仏
教
徒
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
れ
、
国
民
の
崇
敬
の
対
象

で
あ
る
と
し
て
、
神
道
を
宗
教
で
は
な
く
宗
教
を
超
え
る
存
在
に

格
上
げ
し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
か
ら
神
道
は
宗
教
で
は

な
く
「
古
く
か
ら
の
日
本
的
慣
習
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
良
か

ろ
う
と
考
え
ま
す
。
さ
す
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
信
心
の
宗
教
は
浄

土
真
宗
の
み
で
真
宗
門
徒
と
し
て
「
神
祇
不
拝
」
も
守
れ
ま
す
。 

篠
島
益
夫 

  

                 

   

 
     

信行寺行事予定とご案内 

✧
新
春
初
法
座 

令
和
三
年 

一
月
五
日
（
火
） 

午
後
二
時
よ
り 

お
正
月
を
お
寺
で
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
。
ご
一

緒
に
年
の
初
め
の
お
勤
め
を
し
、
そ
の
後
、
法
話

を
ご
聴
聞
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
歌
と
楽
器
の
演
奏

を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

今
回
、
会
食
は
控
え
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。 

✧
報
恩
講
法
要 

十
一
月
二
十
一
日
（
土
）
法
話 

 
 

住
職
・
副
住
職 

午
後
二
時
よ
り
四
時
ま
で
で
す
。 

年
間
計
画
か
ら
変
更
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
現
状

を
考
え
、
一
日
の
み
の
法
要
と
し
ま
す
。
お
間
違

え
の
な
い
よ
う
お
参
り
く
だ
さ
い
。 


