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坊
守
日
記

ぼ
う
も
り

編
集
後
記

 令和３年１月

願　

生

が
ん

し
ょ
う

第４０号

　

『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
田
あ
れ
ば
田
を
憂
う
。
宅
あ
れ
ば
宅
を
憂
う
。 

～
中
略
～ 

田
な
け
れ

ば
ま
た
憂
え
て
田
あ
ら
ん
と
欲
う
。
宅
な
け
れ
ば
ま
た
憂
え
て
宅
あ
ら

ん
と
欲
う
」
。
田
ん
ぼ
や
家
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
失
っ
て
い
く
不
安
に
よ
る

苦
し
み
や
、
更
に
も
っ
と
欲
し
い
と
い
う
苦
し
み
が
絶
え
ま
せ
ん
。
逆

に
田
ん
ぼ
や
家
が
無
け
れ
ば
そ
れ
を
欲
し
が
り
求
め
る
こ
こ
ろ
が
治
ま

ら
ず
に
苦
し
み
続
け
ま
す
。
結
局
は
「
あ
る
」
「
な
い
」
と
も
に
苦
し
み

を
生
み
出
し
、
私
た
ち
の
生
活
は
落
ち
着
く
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
お
釈
迦
様
が
見
抜
か
れ
た
人
間
の
本
質
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
生
き
て
お
ら
れ
た
二
千
五
百
年
前
も
現
在
も

人
間
の
本
質
は
同
じ
で
す
。
ま
ず
私
た
ち
は
す
ぐ
に
足
り
な
い
と
こ
ろ

に
目
が
行
き
が
ち
で
す
。
「
私
の
人
生
に
は
こ
れ
が
足
り
な
い
。
あ
の
人

と
比
べ
て
こ
れ
が
足
り
な
い
。
思
い
描
い
た
も
の
と
比
べ
て
こ
れ
が
足

り
な
い
」
と
い
う
状
態
で
す
。
更
に
足
り
な
い
と
思
っ
て
い
た
事
が
手

に
入
れ
ば
、
そ
れ
に
満
足
せ
ず
に
更
に
新
た
な
も
の
を
求
め
な
く
て
は

な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
動
機
付
け
に
は
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
結

局
は
落
ち
着
く
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

 
 

そ
ん
な
時
に
お
釈
迦
様
は
「
少
欲
知
足
」
（
欲
少
な
く
、
足
る
を
知
る
）

が
大
切
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
人
間
は
死
ぬ
ま
で
欲
の
心

を
無
く
す
事
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
欲
の
心
は
程
々
に
し
て
既
に
足
り
て

い
る
と
い
う
事
を
自
覚
し
て
い
く
事
が
、
落
ち
着
い
た
日
々
を
過
ご
し

て
い
く
為
に
は
大
切
な
事
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

 

な
け
れ
ば
な
い
で
苦
し
み

　

あ
れ
ば
あ
る
で
苦
し
む

　

令
和
三
年
と
な
り
ま
し
た
。
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
昨
年
は
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
未
知
の
ウ
ィ
ル

ス
と
の
闘
い
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
も
感
染
流
行
が
続
い
て
い
ま
す
。

今
年
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
予
定
で
す
。
課
題
も
多
く
開
催
が
危

ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
夢
や
希
望
の
大
切
さ
を
こ
の
一
年
で
実
感
し

ま
し
た
の
で
、
何
と
か
成
功
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

 
 

ま
た
昨
年
は
個
人
的
に
も
大
き
な
転
機
と
な
り
ま
し
た
。
退
職
し

て
お
寺
の
法
務
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
き
な
り
緊
急

事
態
宣
言
の
発
令
が
あ
っ
て
戸
惑
い
ま
し
た
が
、
新
た
な
試
み
と
し

て
毎
月
の
「
徳
朋
」
の
発
行
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
制
作
、
定
例
法
座

念
仏
者
の
言
葉

　

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
昨
年
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
拡
大
の
た
め
に
世
の
中
の
様
々
な
行
事
が
中
止
に

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
は
あ
り
ま
し
た
が
お
寺
の
三
本
柿
に
た

く
さ
ん
の
柿
が
生
り
ま
し
た
の
で
、
干
し
柿
に
し
て
御
正
忌
の
際
に

参
詣
の
皆
さ
ん
に
配
り
ま
し
た
。
天
候
が
よ
か
っ
た
事
も
あ
り
、
と

て
も
き
れ
い
な
干
し
柿
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
今
年
は
規
模
を
縮

小
し
て
近
所
の
子
供
た
ち
を
二
、
三
人
集
め
て
収
穫
か
ら
行
い
ま
し

た
が
、
来
年
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
子
供
た
ち
と
一
緒
に
作
れ
た
ら

と
思
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
の
何
気
な
い
日
常
が
と
て
も
恋
し
く
思
い

の
開
催
と
い
う
三
つ
を
行
う
事
が
で
き

ま
し
た
。
改
め
て
仏
の
教
え
が
あ
っ
て

の
お
寺
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
初
め
て

報
恩
講
回
り
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
多
く
の
門
徒
の
方
よ
り
激

励
の
声
を
い
た
だ
き
、
感
激
し
ま
し
た
。

今
後
も
「
お
寺
は
何
の
為
に
あ
る
の
か
」

と
い
う
原
点
に
立
ち
、
更
な
る
活
動
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
す
。
去
年
は
お
講
を
中
止
し
た
り
と
、

お
寺
の
行
事
も
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
ど
の
よ

う
に
行
っ
て
い
く
か
を
考
え
た
一
年
で
し

た
。
ま
だ
ま
だ
普
通
の
日
常
を
取
り
戻
す

に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
今
だ
か
ら

こ
そ
出
来
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず

で
す
。
日
常
の
出
来
る
こ
と
を
大
事
に
し

な
が
ら
、
毎
日
を
一
生
懸
命
過
ご
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。　

次回の定例法座の予定は３月 10 日（水）13 時半～です

う
れ

う
れ

う
れ

う
れ

お
も

お
も

な

と
く
ほ
う

し
ょ
う
よ
く
ち
そ
く

ぶ
っ
せ
つ
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う



２

　

十
一
月
の
あ
る
日
の
北
日
本
新
聞
に
興
味
深
い
記
事
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
南
砺
市
で
「
看
仏
連
携
」
の
勉
強
会
が
開
か
れ
た
と

い
う
記
事
で
し
た
。
「
看
」
と
は
看
護
の
「
看
」
、
「
仏
」
と
は
仏
教

の
「
仏
」
で
す
。
こ
れ
は
心
穏
や
か
に
終
末
期
を
迎
え
る
社
会
づ

く
り
の
為
に
南
砺
市
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
、
真
宗
大
谷

派
の
高
岡
教
区
が
企
画
し
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
は
人
間
と
し
て

誰
も
が
直
面
し
て
い
く
老
・
病
・
死
と
い
う
も
の
を
、
医
療
と
仏

教
が
連
携
し
て
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
講
師
は
私
も

以
前
に
ご
指
導
を
受
け
た
事
の
あ
る
仏
教
学
者
の
田
代
俊
孝
先
生

誌
上
法
話

～
本
当
の
意
味
で
の
終
活
～

で
し
た
。
現
代
の
日
本
人
は
特
に
死
生
観
の
意
識
が
乏
し
い
こ
と
は

以
前
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
企
画
に
よ
っ
て
考

え
る
機
会
が
増
え
て
い
く
事
は
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

少
し
で
も
健
康
で
長
生
き
し
て
、
そ
の
う
ち
に
迷
惑
を
掛
け
な
い

よ
う
に
死
を
迎
え
た
い
と
い
う
事
が
当
た
り
前
の
価
値
観
と
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
番
組
で
も
健
康
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、

現
代
の
医
療
や
私
た
ち
の
興
味
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
健
康
寿
命
を

延
ば
し
て
い
く
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
ど
れ
だ
け
医
学
が

進
歩
し
て
健
康
に
気
を
付
け
て
い
て
も
仏
教
の
考
え
方
で
は
、
人
間

は
生
ま
れ
た
限
り
は
必
ず
年
老
い
て
い
き
、
必
ず
病
を
患
い
、
必

ず
死
を
迎
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
は
い
つ
ど
う
な
る
か
わ

か
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
明
日
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
だ
先

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
絶
対
に
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

認
知
症
研
究
の
第
一
人
者
の
著
名
な
先
生
が
現
在
認
知
症
を
患
っ

て
い
ま
す
。
「
私
は
絶
対
に
介
護
は
受
け
な
い
」
と
言
っ
て
人
一

倍
健
康
に
気
を
付
け
て
い
た
方
が
、
現
在
は
寝
た
き
り
に
な
り
自

宅
で
介
護
を
受
け
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
自
分
が
必
ず
老
・
病
・

死
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
頭
で
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
死
を
考

え
ず
に
遠
ざ
け
て
目
先
の
生
の
充
実
を
図
る
事
が
全
て
だ
と
思
っ

て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
ん
な
時
に
私
は
癌
に
よ
っ
て
夫
と
子
供
三
人
を
残
し
て
四
十

六
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
ら
れ
た
鈴
木
章
子
さ
ん
の
事
が
思
い

出
さ
れ
ま
す
。
鈴
木
さ
ん
は
お
寺
の
坊
守
で
し
た
が
乳
癌
を
患
い

切
除
す
る
も
肺
に
転
移
し
、
摘
出
す
る
も
そ
の
後
各
所
に
転
移
し

て
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
死
生
観
で
は
老
い
や
病
や
死

は
「
マ
イ
ナ
ス
」
、
若
さ
や
健
康
や
生
は
「
プ
ラ
ス
」
で
す
。
も

し
そ
の
価
値
観
が
正
し
け
れ
ば
若
く
し
て
病
で
亡
く
な
る
と
い
う

事
は
そ
こ
に
は
絶
望
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
し
か
し
私
た
ち
は
い
つ
ど
う
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
「
い

か
ん
ぶ
つ
れ
ん
け
い

ぼ
う
も
り

が
ん

が
ん
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十
一
月
の
あ
る
日
の
北
日
本
新
聞
に
興
味
深
い
記
事
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
南
砺
市
で
「
看
仏
連
携
」
の
勉
強
会
が
開
か
れ
た
と

い
う
記
事
で
し
た
。
「
看
」
と
は
看
護
の
「
看
」
、
「
仏
」
と
は
仏
教

の
「
仏
」
で
す
。
こ
れ
は
心
穏
や
か
に
終
末
期
を
迎
え
る
社
会
づ

く
り
の
為
に
南
砺
市
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
、
真
宗
大
谷

派
の
高
岡
教
区
が
企
画
し
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
は
人
間
と
し
て

誰
も
が
直
面
し
て
い
く
老
・
病
・
死
と
い
う
も
の
を
、
医
療
と
仏

教
が
連
携
し
て
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
講
師
は
私
も

以
前
に
ご
指
導
を
受
け
た
事
の
あ
る
仏
教
学
者
の
田
代
俊
孝
先
生

誌
上
法
話

    

～
本
当
の
意
味
で
の
終
活
～

年
忌
表

で
し
た
。
現
代
の
日
本
人
は
特
に
死
生
観
の
意
識
が
乏
し
い
こ
と
は

以
前
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
企
画
に
よ
っ
て
考

え
る
機
会
が
増
え
て
い
く
事
は
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

少
し
で
も
健
康
で
長
生
き
し
て
、
そ
の
う
ち
に
迷
惑
を
掛
け
な
い

よ
う
に
死
を
迎
え
た
い
と
い
う
事
が
当
た
り
前
の
価
値
観
と
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
番
組
で
も
健
康
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、

現
代
の
医
療
や
私
た
ち
の
興
味
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
健
康
寿
命
を

延
ば
し
て
い
く
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
ど
れ
だ
け
医
学
が

進
歩
し
て
健
康
に
気
を
付
け
て
い
て
も
仏
教
の
考
え
方
で
は
、
人
間

　

法
事
は
亡
き
人
を
偲
び
、
同
時
に
亡
き
人
か
ら
の
大
切
な
願
い
を

確
か
め
て
い
く
仏
縁
の
場
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
防

止
の
観
点
か
ら
、
三
密
を
避
け
る
為
に
広
い
お
寺
の
本
堂
を
使
用
し

て
法
事
を
勤
め
る
方
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
年
忌
表
は
左
記
の
通
り
で
す
。
法
事
の
執
行
を
希
望
さ
れ

る
方
は
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

は
生
ま
れ
た
限
り
は
必
ず
年
老
い
て
い
き
、
必
ず
病
を
患
い
、
必

ず
死
を
迎
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
は
い
つ
ど
う
な
る
か
わ

か
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
明
日
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
だ
先

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
絶
対
に
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

認
知
症
研
究
の
第
一
人
者
の
著
名
な
先
生
が
現
在
認
知
症
を
患
っ

て
い
ま
す
。
「
私
は
絶
対
に
介
護
は
受
け
な
い
」
と
言
っ
て
人
一

倍
健
康
に
気
を
付
け
て
い
た
方
が
、
現
在
は
寝
た
き
り
に
な
り
自

宅
で
介
護
を
受
け
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
自
分
が
必
ず
老
・
病
・

死
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
頭
で
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
死
を
考

え
ず
に
遠
ざ
け
て
目
先
の
生
の
充
実
を
図
る
事
が
全
て
だ
と
思
っ

て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
ん
な
時
に
私
は
癌
に
よ
っ
て
夫
と
子
供
三
人
を
残
し
て
四
十

六
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
ら
れ
た
鈴
木
章
子
さ
ん
の
事
が
思
い

出
さ
れ
ま
す
。
鈴
木
さ
ん
は
お
寺
の
坊
守
で
し
た
が
乳
癌
を
患
い

切
除
す
る
も
肺
に
転
移
し
、
摘
出
す
る
も
そ
の
後
各
所
に
転
移
し

て
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
死
生
観
で
は
老
い
や
病
や
死

は
「
マ
イ
ナ
ス
」
、
若
さ
や
健
康
や
生
は
「
プ
ラ
ス
」
で
す
。
も

し
そ
の
価
値
観
が
正
し
け
れ
ば
若
く
し
て
病
で
亡
く
な
る
と
い
う

事
は
そ
こ
に
は
絶
望
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
し
か
し
私
た
ち
は
い
つ
ど
う
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
「
い

の
ち
」
を
い
た
だ
い
て
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
鈴
木
さ
ん

は
死
と
い
う
絶
対
に
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
真
実
と
真
剣
に
向
き

合
う
事
を
通
し
て
、
死
を
忘
れ
て
生
き
て
い
る
自
身
の
自
惚
れ
に

気
付
か
さ
れ
、
良
し
悪
し
の
価
値
観
が
覆
さ
れ
、
結
果
的
に
穏
や

か
に
境
遇
を
受
け
入
れ
て
い
き
ま
し
た
。
癌
と
の
出
会
い
に
よ
っ

て
「
本
当
の
生
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

鈴
木
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
死
を
通
し
て
生
を
見
つ
め

る
事
の
大
切
さ
を
学
ば
さ
れ
ま
す
。
こ
の
価
値
観
を
転
換
し
、
自

身
の
境
遇
を
あ
る
が
ま
ま
受
け
入
れ
る
気
付
き
を
与
え
る
は
た
ら

き
が
、
私
た
ち
に
対
す
る
呼
び
か
け
で
あ
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
お
念
仏
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
の
先
生
は
「
何
故
仏
教
を
勉

強
し
た
り
、
日
頃
か
ら
法
話
を
聞
く
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
と
、

本
当
の
事
に
出
会
っ
た
と
き
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
わ
な
い
為
だ
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
鈴
木
さ
ん
の
場
合
は
死
と
い
う
避
け
る

事
の
出
来
な
い
真
実
に
出
会
っ
た
と
き
に
、
た
だ
悲
し
み
に
暮
れ

て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
悲
し
み
の
果
て
に
実
は
そ
の
病
気
こ
そ

が
自
分
を
本
当
に
生
か
す
は
た
ら
き
で
あ
る
と
気
付
く
事
が
出
来

ま
し
た
。
そ
の
気
付
き
に
よ
っ
て
生
き
る
意
味
が
変
わ
っ
た
の
で

す
。
私
た
ち
は
実
は
日
々
大
切
な
こ
と
に
出
会
っ
て
い
な
が
ら
、

一
喜
一
憂
し
た
だ
け
で
通
り
過
ぎ
て
い
ま
せ
ん
か
。
ま
さ
に
そ
れ

こ
そ
が
「
ボ
ー
っ
と
生
き
て
い
る
」
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。
実

は
そ
の
一
つ
一
つ
が
私
の
目
を
覚
ま
す
た
め
の
目
に
見
え
な
い
仏

さ
ま
の
「
今
現
在
説
法
」
で
あ
る
は
た
ら
き
と
い
た
だ
け
る
か
。

ま
た
は
一
喜
一
憂
し
た
だ
け
で
通
り
過
ぎ
て
い
く
か
。
そ
の
違
い

は
と
て
つ
も
な
く
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
周
忌
・
令
和
２
年
（
２
０
２
０
）
、
三
回
忌
・
平
成
３
１
年
・
令
和
１
年
（
２
０
１
９
）

七
回
忌
・
平
成
２
７
年
（
２
０
１
５
）
、
十
三
回
忌
・
平
成
２
１
年
（
２
０
０
９
）

十
七
回
忌
・
平
成
１
７
年
（
２
０
０
５
）
、
二
十
三
回
忌
・
平
成
１
１
年
（
１
９
９
９
）

二
十
七
回
忌
・
平
成
７
年
（
１
９
９
５
）
、
三
十
三
回
忌
・
平
成
元
年
（
１
９
８
９
）

三
十
七
回
忌
・
昭
和
６
０
年
（
１
９
８
５
）
、
四
十
三
回
忌
・
昭
和
５
４
年
（
１
９
７
９
）

五
十
回
忌
・
昭
和
４
７
年
（
１
９
７
２
）

か
ん
ぶ
つ
れ
ん
け
い

こ
ん
げ
ん
ざ
い
せ
っ
ぽ
う

う
ぬ
ぼ

ぼ
う
も
り

が
ん

が
ん

が
ん

法
要
名

・
亡
く
な
ら
れ
た
年
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坊
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日
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ぼ
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も
り

編
集
後
記

　

令
和
三
年
と
な
り
ま
し
た
。
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
昨
年
は
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
未
知
の
ウ
ィ
ル

ス
と
の
闘
い
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
も
感
染
流
行
が
続
い
て
い
ま
す
。

今
年
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
予
定
で
す
。
課
題
も
多
く
開
催
が
危

ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
夢
や
希
望
の
大
切
さ
を
こ
の
一
年
で
実
感
し

ま
し
た
の
で
、
何
と
か
成
功
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

ま
た
昨
年
は
個
人
的
に
も
大
き
な
転
機
と
な
り
ま
し
た
。
退
職
し

て
お
寺
の
法
務
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
き
な
り
緊
急

事
態
宣
言
の
発
令
が
あ
っ
て
戸
惑
い
ま
し
た
が
、
新
た
な
試
み
と
し

て
毎
月
の
「
徳
朋
」
の
発
行
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
制
作
、
定
例
法
座

　

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
昨
年
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
拡
大
の
た
め
に
世
の
中
の
様
々
な
行
事
が
中
止
に

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
は
あ
り
ま
し
た
が
お
寺
の
三
本
柿
に
た

く
さ
ん
の
柿
が
生
り
ま
し
た
の
で
、
干
し
柿
に
し
て
御
正
忌
の
際
に

参
詣
の
皆
さ
ん
に
配
り
ま
し
た
。
天
候
が
よ
か
っ
た
事
も
あ
り
、
と

て
も
き
れ
い
な
干
し
柿
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
今
年
は
規
模
を
縮

小
し
て
近
所
の
子
供
た
ち
を
二
、
三
人
集
め
て
収
穫
か
ら
行
い
ま
し

た
が
、
来
年
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
子
供
た
ち
と
一
緒
に
作
れ
た
ら

と
思
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
の
何
気
な
い
日
常
が
と
て
も
恋
し
く
思
い

の
開
催
と
い
う
三
つ
を
行
う
事
が
で
き

ま
し
た
。
改
め
て
仏
の
教
え
が
あ
っ
て

の
お
寺
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
初
め
て

報
恩
講
回
り
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
多
く
の
門
徒
の
方
よ
り
激

励
の
声
を
い
た
だ
き
、
感
激
し
ま
し
た
。

今
後
も
「
お
寺
は
何
の
為
に
あ
る
の
か
」

と
い
う
原
点
に
立
ち
、
更
な
る
活
動
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
す
。
去
年
は
お
講
を
中
止
し
た
り
と
、

お
寺
の
行
事
も
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
ど
の
よ

う
に
行
っ
て
い
く
か
を
考
え
た
一
年
で
し

た
。
ま
だ
ま
だ
普
通
の
日
常
を
取
り
戻
す

に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
今
だ
か
ら

こ
そ
出
来
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず

で
す
。
日
常
の
出
来
る
こ
と
を
大
事
に
し

な
が
ら
、
毎
日
を
一
生
懸
命
過
ご
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。　

次回の定例法座の予定は３月 10日（水）13時半～です

な

と
く
ほ
う


