
1 
 

「
ご 

縁 

を 

い 

た 

だ 
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て
」 

住 
 

職 

 

コ
ロ
ナ
騒
動
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
約
一
年
半
。
よ
う
や
く

高
齢
者
か
ら
国
民
一
般
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
り
ま
し

た
。「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
が
唯
一
の
感
染
防
止
対
策
の
よ
う
に

報
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
感
染
防
止
も
次
の
段
階
に
移
っ

た
模
様
で
す
。
接
種
す
る
か
否
か
は
個
人
の
自
由
意
思
で
す
。

最
初
は
接
種
の
予
約
が
殺
到
し
、
受
付
に
手
間
取
っ
た
よ
う

で
す
。
担
当
者
の
方
も
大
変
な
ご
苦
労
で
し
ょ
う
が
、
受
け

る
方
も
覚
悟
が
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。 

「
し
な
い
」
と
言
う
人
も
い
ま
す
。
ま
た
「
ど
う
し
ょ
う
か
」

と
迷
っ
て
い
る
人
や
、
知
人
に
「
あ
ん
た
ど
う
す
る
？
」
と

聞
い
て
「
そ
れ
な
ら
私
も
そ
う
す
る
わ
」
と
他
人
ま
か
せ
に

し
て
い
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
界
中

が
未
知
の
こ
と
で
す
か
ら
そ
れ
な
り
に
大
変
で
す
。
そ
の
結

果
は
自
分
に
来
る
の
で
す
か
ら
。 

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
コ
ロ
ナ
に
関
係
な
く
、
こ
の
世

に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
は
必
ず
死
ぬ
と
い
う
事
実
で
す
。
そ

れ
は
「
い
つ
の
日
か
」
で
は
な
く
「
い
つ
で
も
」
で
す
。 
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「
今
日
と
も
知
れ
ず
、
明
日
と
も
知
れ
ず
」
で
す
。
逃
れ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
食
べ
た
ら
死
な
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
ま
す
が
、

食
べ
て
お
り
な
が
ら
死
ん
で
い
く
の
が
現
実
。
コ
ロ
ナ
に
か
か
っ

て
も
、
か
か
ら
な
く
て
も
自
分
の
寿
命
が
尽
き
る
時
は
必
ず
く
る
。

死
す
べ
き
い
の
ち
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
事
実
は
「
生
か
ら
死
を

見
て
、
死
か
ら
逃
げ
る
こ
と
ば
か
り
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
死

か
ら
今
日
の
生
を
望
ん
で
生
き
て
い
き
な
さ
い
」
と
い
う
仏
の
声

に
耳
を
傾
け
た
い
も
の
で
す
。 

い
つ
ま
で
も
元
気
で
お
り
た
い
の
に
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
我

が
身
だ
か
ら
こ
そ
、
今
日
の
一
日
は
大
切
で
す
。
一
回
限
り
の
一

日
で
す
。
は
か
な
く
散
る
桜
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
今
の
ひ
と
時
を
咲 

い
て
い
る
花
の
美
し
さ
と
同
じ
で
す
。
私
た
ち
の
欲
望
は
、
い
の

ち
を
「
生
と
死
」
に
分
け
て
し
ま
い
ま
す
が
、「
生
と
死
は
一
如
で

あ
る
」
と
仏
は
仰
せ
ら
れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
問
題
は
大
き
な
課
題
を

私
た
ち
に
知
ら
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

 

い
の
ち
は
、
先
祖
や
親
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
自
分
の

意
識
で
選
ん
だ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
縁
の
身
で
す
。
出
会
っ
た

縁
に
よ
っ
て
生
き
る
世
界
で
す
。
こ
ど
も
を
成
長
さ
せ
る
力
も
、

老
い
て
、
死
に
誘
う
力
も
同
じ
「
い
の
ち
の
は
た
ら
き
」
で
す
。

生
老
病
死
と
い
う
無
常
の
境
涯
の
世
界
に
い
る
わ
が
身
は
、
た
え

ま
な
く
動
き
続
け
て
い
る
「
い
の
ち
の
世
界
」
で
す
。
そ
こ
に
生

き
て
い
る
私
た
ち
に
「
死
ぬ
い
の
ち
」
で
は
な
く
「
生
ま
れ
る
い

の
ち
」
に
転
じ
て
く
だ
さ
る
の
が
阿
弥
陀
さ
ま
で
す
。 

み
な
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
良
寛
さ
ん
は
禅
宗
の
人
で
し
た

が
お
念
仏
を
喜
ぶ
妙
好
人
で
し
た
。 

「
愚
か
な
る
身
こ
そ 

な
か
な
か
う
れ
し
け
れ 

 

弥
陀
の
誓
い
に
あ
う
と
お
も
え
ば
」 

と
「
大
愚
良
寛
」
と
号
さ
れ
た
心
境
を
う
た
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

阿
弥
陀
さ
ま
の
誓
い
の
中
に
抱
か
れ
て
い
る
良
寛
さ
ま
は
ご
自

身
を
知
ら
さ
れ
た
喜
び
の
世
界
を
う
た
わ
れ
た
も
の
で
す
。 

因
は
同
じ
で
も
縁
が
変
わ
れ
ば
果
も
変
わ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で

の
縁
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
今
の
姿
が
あ
り
ま
す
。
過
去
は
過
ぎ
去

っ
て
無
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
今
の
姿
に
過
去
が
現
れ
て
い

ま
す
。 

「
死
ぬ
る
身
を 

死
な
ぬ
身
の 

な
む
あ
み
だ
ぶ
に
し
て
も
ら
い 

 

ご
恩
う
れ
し
や 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」 

妙
好
人
浅
原
才
一
さ
ん
の
詩
で
す
。
い
つ
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
二

人
づ
れ
で
す
ね
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合 

掌 
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七
高
僧
シ
リ
ー
ズ 

「
師
主
知
識
の
恩
徳
・
・
」
源
信
僧
都 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副
住
職 

 

今
回
は
七
高
僧
の
う
ち
の
六
番
目
、
日
本
の
源
信
僧
都
（
源
信
和

尚
）
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
九
四
二
年
に
奈
良
県
の
当
麻
の
里
で
誕
生

さ
れ
、
十
三
歳
で
出
家
さ
れ
て
比
叡
山
の
良
源
に
師
事
し
天
台
宗
の

教
学
を
修
め
ら
れ
ま
し
た
。
若
く
し
て
並
外
れ
た
学
識
を
認
め
ら
れ

た
源
信
僧
都
は
皇
太
后
の
前
で
講
義
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
時
に
褒
美
と
し
て
頂
い
た
布
施
の
品
を
喜
ん
で
も
ら
え
る
と
思
い

故
郷
の
母
に
送
っ
た
の
で
す
が
、
意
外
に
も
母
親
は
次
の
よ
う
な
歌

を
添
え
て
送
っ
た
品
々
を
送
り
返
さ
れ
た
の
で
し
た
。 

「
後
の
世
を
渡
す
橋
と
ぞ
思
い
し
に
、
世
渡
る
僧
と
な
る
ぞ
悲
し
き
」 

世
間
的
な
名
誉
を
受
け
る
こ
と
よ
り
も
、
仏
教
の
真
実
を
求
め
て

遁
世
修
道
す
る
こ
と
こ
そ
母
の
願
い
で
あ
っ
た
と
思
い
返
し
た
源
信

僧
都
は
朝
廷
か
ら
い
た
だ
い
た
僧
都
の
位
も
返
上
し
て
、
比
叡
山
の

横
川
に
隠
棲
し
て
念
仏
の
教
え
に
帰
依
さ
れ
ま
し
た
。
四
十
四
歳
の

と
き
「
往
生
要
集
」
を
著
さ
れ
、
煩
悩
に
満
ち
た
迷
い
の
世
界
で
あ

る
こ
の
穢
土
を
厭
離
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
を
欣
求
す
べ
き
こ
と

を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
「
往
生
要
集
」
の
中
に
「
わ
れ
ま
た
か

の
摂
取
の
な
か
に
あ
れ
ど
も
、
煩
悩
、
眼
を
障
へ
て
、
見
た
て
ま
つ

る
こ
と
あ
た
わ
ず
と
い
え
ど
も
、
大
悲
倦
む
こ
と
な
く
し
て
、
つ
ね

に
わ
が
身
を
照
ら
し
た
ま
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
煩

悩
に
眼
が
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
救
い
の
光
を
み
る
こ

と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
、
如
来
さ
ま
の
大
き
な
お
慈
悲
は
休
む
こ
と

な
く
常
に
私
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

正
信
偈
や
教
行
信
証
、
高
僧
和
讃
な
ど
に
も
く
り
か
え
し
あ
げ
ら
れ

て
い
ま
す
の
で
、
親
鸞
聖
人
が
い
か
に
こ
の
ご
文
を
大
切
に
さ
れ
て

い
た
か
が
知
ら
さ
れ
ま
す
。 

ま
た
正
信
偈
に
は
「
極
重
の
悪
人
は
た
だ
仏
を
称
す
べ
し
」
と
い

う
お
言
葉
が
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
如
来
さ
ま
の
お
慈
悲
の
光
明
は
私

た
ち
煩
悩
に
ま
み
れ
た
凡
夫
に
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、

お
慈
悲
の
は
た
ら
き
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
と
な
っ
て
常
に
私

の
上
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
と
親
鸞
聖
人
は
味
わ
っ
て
い
か

れ
ま
し
た
。 

源
信
僧
都
は
晩
年
に
い
た
る
ま
で
隠
棲
修
道
に
い
そ
し
み
ま
し
た

が
、
七
十
五
歳
で
浄
土
に
往
生
さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
源
信
僧

都
の
こ
と
を
、
か
つ
て
霊
鷲
山
で
お
釈
迦
さ
ま
が
大
無
量
寿
経
の
ご

説
法
を
さ
れ
た
と
き
に
聴
聞
さ
れ
た
弟
子
の
一
人
で
あ
り
、
衆
生
を

教
化
す
る
縁
が
つ
き
た
の
で
、
お
浄
土
に
帰
ら
れ
た
方
で
あ
っ
た
と

敬
わ
れ
て
い
ま
す
。
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濱
田
勝
己
仏
像
彫
刻
展 

 

昨
年
、
住
職
の
弟
で
あ
る
仏
師
濱
田
勝
己
さ
ん
の

仏
像
彫
刻
展
を
行
い
ま
し
た
が
、
今
年
の
永
代
経
法

要
に
合
わ
せ
て
二
回
目
の
展
示
会
を
行
い
ま
し
た
。 

 
 

仏
像
は
大
き
く
４
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
如
来
・
菩
薩
・
明
王
・

天
部
）
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
今
回
展
示
し
た
如
来
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。
如
来
は
悟
り
を
開
い
た
者
の
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
螺
髪
（
ら
は
つ
）
と
呼
ば
れ
る
頭
髪
が
特
徴
的
で
す
。
衲

衣
（
の
う
え
）
と
呼
ば
れ
る
粗
末
な
衣
一
枚
だ
け
ま
と
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
印
相
（
手
の
形
）
や
持
ち
物
、
光
背
に
注
目
し

て
鑑
賞
す
る
の
も
面
白
い
で
す
。 

薬壺 

大
谷
派
の
光
背 

本
願
寺
派
の
光
背 

薬
師
如
来
像 

大
日
如
来
像 

阿
弥
陀
如
来
像 

釈
迦
如
来
像 
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第
二
十
回
門
信
徒
会
総
会 

 

令
和
三
年
四
月
二
十
四
日
（
土
）、
総
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

参
加
者
に
は
、
多
田
さ
ん
か
ら
小
皿
の
焼
き
物
、
神
戸
祭
典
さ
ん

か
ら
や
わ
ら
か
焼
と
お
茶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

新
田
会
長
の
挨
拶
の
後
、
昨
年
度
の
事
業
報
告
、
今
年
度
の
事
業

計
画
案
、
会
計
報
告
、
予
算
案
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。
昨
年
度
は

な
か
な
か
例
年
通
り
の
実
施
が
で
き
ず
、
今
年
度
も
、
花
ま
つ
り
は

中
止
と
な
り
ま
し
た
。
予
算
案
で
は
、
神
戸
護
法
会
の
現
状
を
ふ
ま

え
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
門
信
徒
会
か
ら
不
足
金
を
充
て
る
こ
と

が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
今
年
度
は
役
員
改
選
の
年
の
た
め
、

新
役
員
の
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

今
年
度
も
皆
さ
ん
の
ご
協
力
・
参
加
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

「
神
戸
護
法
会
」
の
あ
し
あ
と 坊

守 

米
田 

弘
子 

 

現
在
の
「
神
戸
護
法
会
」
の
ご
法
座
は
外
部
の
ご
講
師
と
信
行
寺

住
職
が
毎
月
第
一
日
曜
日
、
二
時
か
ら
開
催
し
て
お
り
ま
す
。 

 

今
か
ら
五
十
四
年
前
の
こ
と
で
す
。
私
は
信
行
寺
を
継
ぐ
こ
と
に

な
り
、
大
阪
に
あ
る
「
行
信
教
校
」
へ
勉
強
に
通
い
ま
し
た
。
そ
の

ご
縁
で
、
行
信
教
校
の
専
精
会
神
戸
支
部
の
法
座
を
信
行
寺
の
本
堂

で
、
会
員
制
の
形
を
と
り
独
立
し
た
会
計
で
運
営
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。 

し
か
し
、
会
員
の
減
少
で
続
け
る
こ
と
が
厳
し
く
な
り
、
二
十
年

後
に
は
解
散
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
こ
の
後
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て

信
行
寺
の
世
話
人
と
相
談
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
続
い
た
法

座
を
減
ら
し
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
信

行
寺
の
壮
年
会
と
婦
人
会
の
世
話
人
が
中
心
と
な
り
、
平
成
三
年

「
神
戸
護
法
会
」
と
い
う
新
た
な
名
称
で
発
足
し
、
信
行
寺
の
法
座

活
動
の
一
環
と
し
て
今
日
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。 

昨
今
は
会
員
の
高
齢
化
に
よ
る
減
少
や
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
に
と
も
な
い
、
削
る
所
は
削
っ
て
も
運
営
に
支
障
を
き
た
し
て

い
る
の
が
現
状
で
す
。
末
永
く
安
定
し
て
「
神
戸
護
法
会
」
の
法
座

を
続
け
る
方
法
と
し
て
、
門
信
徒
会
か
ら
不
足
金
を
充
て
る
こ
と
を

先
の
門
信
徒
総
会
で
了
承
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
信
行
寺
総
代

様
よ
り
、
格
別
の
ご
協
賛
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。 

門
信
徒
会
の
皆
様
の
「
神
戸
護
法
会
」
へ
の
入
会
参
加
も
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合 

掌 
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今
回
は
、
十
月
の
法
語
を
紹
介
し
ま
す
。
二
階
堂
行
邦
さ
ん
の

言
葉
で
す
。 

 

お
釈
迦(

し
ゃ
か)

さ
ま
は
、
老
病
死
を
見
て
出
家(
し
ゅ
っ
け)

を
決
意
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
と
い

う
お
経
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
限
り
、
ど
ん
な
人
も
老(

お)

い
、
病

(

や)

み
、
死
ん
で
い
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
、

「
世
の
無
常
」
と
い
う
言
葉
は
教
え
て
い
ま
す
。
他
人
事(

ひ
と

ご
と)

で
は
な
く
、
私
の
身
の
事
実
で
す
。
た
だ
、
老
病
死
を
知
っ

て
い
る
こ
と
と
、
わ
が
身
の
課
題
と
な
る
こ
と
は
違
い
ま
す
。
老

病
死
が
わ
が
身
の
課
題
に
な
っ
た
時
に
、
初
め
て
そ
の
身
を
ど
う

生
き
て
い
く
か
を
問
い
尋
ね
て
い
く
歩
み
が
始
ま
る
こ
と
を
、
お

釈
迦
さ
ま
の
出
家
と
い
う
行
動
は
教
え
て
い
る
の
で
す
。 

 

他
人
の
年
老
い
て
い
く
こ
と
、
病
気
を
し
て
い
る
こ
と
、
死
を

む
か
え
た
こ
と
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
、
わ
か
っ
て
い
る
つ

も
り
で
も
、
実
際
に
自
分
の
身
に
起
こ
っ
た
時
、
分
か
っ
て
い
る

つ
も
り
だ
け
で
あ
っ
た
と
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

で
き
る
だ
け
若
く
、
健
康
で
、
長
生
き
し
た
い
と
い
う
の
は
、

多
く
の
人
が
願
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
誰
も
老
病
死
を

避
け
て
は
通
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
は
、

老
病
死
の
身
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
か
と
い
う
大

き
な
課
題
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
が
、「
老

い
が
、
病
い
が
、
死
が
、
私
の
生
を
問
い
か
け
て
い
る
」
と
い
う

「
こ
れ
で
い
い
の
か
？
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

人
間
は
苦
し
み
を
避
け
て
通
り
た
い
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
ど
れ
だ
け
体
力
を
つ
け
て
も
、
勉
強
を
し
て
も
避
け
ら
れ

な
い
苦
し
み
が
あ
り
ま
す
。
避
け
ら
れ
な
い
苦
し
み
を
避
け
よ
う

と
し
て
も
苦
し
み
が
増
す
ば
か
り
で
す
。
苦
し
み
を
受
け
入
れ
て

い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
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子
ど
も
は
、
娘
だ
け
で
、
結
婚
し
嫁
に
い
っ
て

い
ま
す
。
今
後
親
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
仏
壇
は

ど
う
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？ 

 

こ
れ
か
ら
多
く
な
る
難
し
い
問
題
で
す
ね
。
ま
ず
結
論
か
ら
い
う

と
、
こ
う
す
る
べ
き
だ
と
い
う
答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

仏
壇
は
長
男
で
な
く
て
も
、
亡
き
人
を
偲
ぼ
う
と
す
る
方
も
、
家

族
の
皆
が
心
通
わ
す
こ
と
が
大
切
だ
と
思
わ
れ
る
方
も
、
一
人
住
ま

い
の
方
も
、
長
男
も
、
末
っ
子
も
、
男
性
も
女
性
も
、
人
間
ど
ん
な

ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
て
も
、
生
き
る
依
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
く
だ
さ
る

仏
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
た
め
に
、
仏
壇
を
自
分
た
ち
の
生
活
空
間
の

中
心
に
安
置
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
一
番
で
す
。 

日
本
古
来
の
考
え
方
で
い
う
と
仏
壇
に
限
ら
ず
家
系
に
ま
つ
わ
る

も
の
は
基
本
的
に
長
男
が
継
ぐ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
少
子
化
が
進
む
中
で
、
必
ず
し
も
男
性
が
い
る
家
庭
ば
か
り

で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

 

女
性
し
か
い
な
い
家
庭
の
場
合
、
仏
壇
を
誰
が
継
ぐ
の
か
。
女
性

は
嫁
ぎ
先
の
姓
に
改
姓
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
自
分
の
夫
が
次

男
で
あ
る
な
ど
、
仏
壇
を
継
い
で
い
な
い
場
合
、
妻
の
家
の
仏
壇
を

そ
の
家
で
継
い
で
い
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

夫
が
仏
壇
を
継
い
で
い
る
場
合
、
妻
の
家
の
仏
壇
も
継
い
で
い
く

こ
と
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
家
に
二
つ

の
仏
壇
と
な
り
ま
す
。（
違
う
宗
派
の
仏
壇
を
並
べ
て
置
く
と
、
仏

様
同
士
が
喧
嘩
す
る
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
仏
様
は
喧
嘩
し
ま
せ

ん
。
喧
嘩
す
る
の
は
、
私
た
ち
人
間
の
方
で
し
ょ
う
か
。）
ど
ち
ら

か
の
仏
壇
を
処
分
し
て
、
一
つ
の
仏
壇
に
過
去
帳
な
ど
を
ま
と
め

る
、
別
々
の
部
屋
ま
た
は
階
に
仏
壇
を
安
置
す
る
な
ど
の
方
法
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
自
分
た
ち
の
代
で
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
の
も
一
つ
の

考
え
で
は
あ
り
ま
す
が
、
誰
も
が
両
親
、
先
祖
が
い
て
今
私
達
が
存

在
し
ま
す
。
感
謝
を
忘
れ
ず
、
よ
く
親
戚
と
も
相
談
し
て
、
共
通
理

解
と
了
解
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
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今
年
度
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
花

ま
つ
り
の
中
止
な
ど
予
定
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
ま
す
。
左
記
の
予
定
も
変
更
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

確
認
の
上
、
ご
参
加
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

              
 

編
集
委
員
よ
り 

 

日
常
仏
壇
に
向
か
っ
て
合
掌
、
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
念

仏
を
称
え
て
い
た
私
。 

 

８
年
前
、
妻
は
お
浄
土
へ
旅
立
ち
、
秋
の
彼
岸
法
要
に
信
行

寺
さ
ん
へ
お
参
り
を
し
、
「
正
信
偈
和
讃
」
の
お
経
を
参
拝
者

の
皆
さ
ん
と
称
え
た
の
が
初
め
て
の
お
勤
め
で
す
。 

 

私
は
お
経
の
称
え
方
・
教
え
を
学
び
た
く
、「
聞
法
の
集
い
」

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
少
し
ず
つ
理
解
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
お
経
の
一
文
字
一
文
字
の
意
味
は
深
く
、
生

き
て
い
る
私
達
へ
の
教
え
が
た
く
さ
ん
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
月
一
回
、
礼
拝
堂
で
「
写
経
」
も
始
め
ま
し
た
。
心
静
か

に
筆
を
運
ん
で
い
る
時
間
は
、
日
頃
の
忙
し
さ
・
悩
み
か
ら
解

放
さ
れ
、
新
た
な
気
持
ち
が
心
に
余
裕
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る

思
い
で
す
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
で
自
粛
疲
れ
の
日
々
が
続
き
、
お
経
を
称
え
て
心

を
癒
す
お
寺
参
り
を
お
誘
い
し
ま
す
。 

 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

新
谷 

勝 

信行寺行事予定とご案内 

✧
本
堂
納
骨
お
盆
法
要 

 
 
 

八
月
十
六
日
（
月
）
午
後
二
時
～ 

✧
夏
期
特
別
法
座 

八
月
十
八
日
（
水
） 

✧
秋
の
彼
岸
法
要 

九
月
二
十
五
日
（
土
）
午
後
二
時
～ 
副
住
職 

 
 
 
 
 

二
十
六
日
（
日
）
午
後
二
時
～ 

住
職 

 

✧
西
大
谷
納
骨
参
拝 

 

十
月
十
七
日
（
日
） 


