
■ 

前
坊
守 

ご
弔
問
の
御
礼 

前
坊
守
の
葬
送
に
際
し
、
通
夜
は
寒
く
、
葬
儀
は
雨
の
悪
天
候
の
中
、 

沢
山
の
皆
様
に
ご
弔
問
頂
き
ま
し
た
。
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

突
然
の
こ
と
で
準
備
も
な
く
、
慌
た
だ
し
く
過
ご
し
、 

至
ら
ぬ
所
が
多
か
っ
た
こ
と
、
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

来
山
の
際
は
、
故
人
と
の
想
い
出
等
、
お
聞
き
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

是
非
、
庫
裏
を
お
訪
ね
下
さ
い
。 

■ 

報
恩
講
の
ご
案
内 

今
回
は
前
坊
守
の
中
陰
中
の
こ
と
も
あ
り
、
草
取
り
会
を
お
休
み
し
ま
す
。 

例
年
に
増
し
て
準
備
が
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
が
、
精
一
杯
勤
め
ま
す
。 

お
誘
い
合
わ
せ
て
お
参
り
下
さ
い
。 

 

母

の

こ

と

 

長
生
き
に
執
着
し
、
健
康
に
気
を
遣
っ
て
い
た
母
が
、 

入
浴
中
に
気
を
失
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
あ
っ
け
な
く
亡
く
な
り
ま
し
た
。 

母
を
知
る
人
々
は
口
々
に
、
佳
津
子
さ
ん
ら
し
く
な
い
と
仰
い
ま
す
。 

長
い
介
護
生
活
を
想
定
し
て
い
た
私
は
、
裏
切
ら
れ
た
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。 

母
は
も
っ
と
前
か
ら
私
を
裏
切
り
者
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

何
で
も
思
い
通
り
に
し
た
か
っ
た
母
が
、
一
番
思
い
通
り
に
し
た
く
て
、 

逆
に
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
が
私
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

幼
い
頃
は
、
寺
を
生
業
と
し
た
貧
乏
く
さ
い
倹
約
生
活
が
嫌
で
、 

反
抗
ば
か
り
し
て
い
ま
し
た
。 

任
さ
れ
て
住
職
に
な
っ
た
後
は
、
今
度
は
母
に
反
対
さ
れ
ま
し
た
。 

「
文
句
を
云
う
、
任
せ
ら
れ
な
い
の
な
ら
、
意
に
叶
う
人
を
探
せ
ば
よ
い
」 

「
私
は
い
つ
で
も
退
き
ま
す
」 

「
任
せ
て
も
間
違
い
は
糾
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 

そ
ん
な
風
に
い
が
み
合
っ
た
母
子
で
し
た
。 

け
れ
ど…

 

不
思
議
な
の
で
す
。 

風
呂
に
浸
か
っ
た
ま
ま
の
母
は
、
本
当
に
穏
や
か
な
寝
顔
を
し
て
い
て
、 

そ
ん
な
顔
は
見
た
こ
と
な
い
筈
な
の
に
、
懐
か
し
い
感
じ
が
致
し
ま
し
た
。 

常
に
憎
み
合
っ
て
邪
魔
者
だ
っ
た
筈
な
の
に
、 

枕
経
の
時
、
遺
体
の
傍
で
勤
行
す
る
時
、
涙
が
止
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

お
互
い
の
思
い
は
通
じ
合
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
心
の
も
っ
と
深
い
所
で
、

互
い
を
願
い
合
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
す
。 

今
で
も
、
目
頭
が
熱
く
な
る
こ
と
が
あ
り
、
何
だ
か
と
て
も
不
思
議
で
す
。 

本
願
力
ニ
ア
ヒ
ヌ
レ
バ 

ム
ナ
シ
ク
ス
グ
ル
ヒ
ト
ゾ
ナ
キ 

功
徳
ノ
宝
海
ミ
チ
ミ
チ
テ 

煩
悩
ノ
濁
水
ヘ
ダ
テ
ナ
シ 
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黄
色
の
勤
行
本
の 

二
十
九
ペ
ー
ジ
か
ら 

●

正

信

偈

ノ

ー

ト

⑯

・

天

親

章

Ⅰ

 

書
き
直
し
を
恐
れ
ず
、
今
、
思
い
浮
か
ぶ
と
こ
ろ
を
書
き
留
め
る 

天
親
菩
薩
造
論
説 

帰
命
無
碍
光
如
来 

依
修
多
羅
顕
真
実 

光
闡
横
超
大
誓
願 

広
由
本
願
力
回
向 

為
度
群
生
彰
一
心 

天
親
菩
薩
、
論
を
造
り
て
説
か
く
、
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。 

修
多
羅
に
依
り
て
真
実
を
顕
し
て
、
横
超
の
大
誓
願
を
光
闡
す
。 

広
く
本
願
力
の
回
向
に
よ
り
て
、
群
生
を
度
せ
ん
が
た
め
に
、
一
心
を
彰
す
。 

・
天
親
菩
薩 

七
高
僧
の
第
二
祖 

梵
名
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ 

（
注
筆
者
） 

・
論 

 
 

 

『
浄
土
論
』
の
こ
と 

 

（
注
筆
者
） 

・
無
碍
光
仏 

阿
弥
陀
如
来
の
こ
と 

 

（
注
筆
者
） 

・
帰
命 

 
 

身
命
を
な
げ
だ
し 

如
来
に
お
任
せ
す
る
こ
と 

（
注
筆
者
） 

・
修
多
羅 

 

一
切
経
（
こ
の
場
合
、
浄
土
三
部
経
） 

（
注
筆
者
） 

・
横
超
の…

 

凡
夫
を
凡
夫
の
ま
ま
拯
い
た
い
と
い
う
誓
願 

（
注
筆
者
） 

・
光
闡
す 

 

広
く
明
ら
か
に
説
く 

 

（
注
筆
者
） 

・
度
す 

 
 

導
く 

 

（
注
筆
者
） 

・
一
心 

 
 

阿
弥
陀
仏
よ
り
賜
る
と
さ
れ
る
信
心 

（
注
筆
者
） 

〈
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
注
釈
版
聖
典
よ
り
〉 

・
天
親
（
＝
世
親
）
菩
薩 

七
高
僧
の
第
二
祖
、
梵
名
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
。
仏
滅
九
百
年
（
五
世
紀
）

ご
ろ
に
活
躍
し
た
人
。
北
イ
ン
ド
の
婆
羅
門
の
家
に
生
ま
れ
る
。
行
者
個
人

の
悟
り
を
説
く
部
派
仏
教
の
神
髄
を
『
倶
舎
論
』
に
著
す
。
そ
の
後
、
兄
の

勧
め
で
大
乗
仏
教
に
転
じ
、
心
の
理
論
体
系
で
あ
る
唯
識
論
を
完
成
さ
せ
る

が
、
実
践
と
し
て
安
心
は
得
ら
れ
ず
、
浄
土
教
に
帰
依
し
た
と
さ
れ
る
。 

主
な
著
作 

『
倶
舎
論
』 

 

部
派
仏
教
の
基
礎
的
転
籍 

『
唯
識
三
十
頌
』
唯
識
思
想
の
代
表
的
書
物 

『
浄
土
論
』 

 

自
身
の
信
仰
の
告
白 

・
浄
土
論 

正
式
に
は
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
、
『
往
生
論
』
と
も
略
さ
れ
ま

す
。
優
婆
提
舎
は
論
議
を
意
味
し
、
こ
の
書
物
は
「
無
量
寿
仏
を
吟
味
し
て
、

そ
の
浄
土
に
生
れ
た
い
と
願
っ
た
讃
歌
」
と
い
う
内
容
を
持
ち
ま
す
。 

本
文
は
九
十
六
句
の
偈
頌
（
詩
句
）
と
、
三
千
字
足
ら
ず
の
長
行
（
解
説
）

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

偈
頌
は
、
ま
ず
阿
弥
陀
如
来
へ
の
一
心
帰
命
を
表
明
し
、
そ
の
理
由
を
国

土
・
仏
・
往
生
人
の
徳
と
し
て
二
十
九
種
を
讃
え
、
あ
ま
ね
く
衆
生
と
共
に

往
生
し
た
い
と
結
ん
で
い
ま
す
。 

長
行
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の
行
と
し
て
「
五
念
門
」
が
開
示
さ
れ
、

そ
の
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
智
慧
と
慈
悲
の
徳
を
「
五
果
門
」
と
し
て
説
い

て
い
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
行
と
徳
は
阿
弥
陀
如
来
に
よ
り
成
就
さ
れ
て
お
り
、

偈
頌
の
一
心
、
す
な
わ
ち
他
力
の
信
心
に
具
わ
っ
て
い
る
と
頷
か
れ
、
論
全

体
を
「
一
心
の
華
文
」
と
讃
え
ら
れ
ま
し
た
。 

・
廻
向
文 

浄
土
論
・
偈
頌
の
最
初
の
四
句
は
、
廻
向
文
と
し
て
抜
き
出
さ
れ
て
お
り
、

私
達
も
日
々
読
謡
し
て
い
ま
す
。 

世
尊
我
一
心 

帰
命
尽
十
方 

無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国 

 

釈
迦
牟
尼
世
尊
よ
、
我
は
一
心
に
、
遍
く
世
界
の
闇
を
照
ら
す
光
で
あ
る 

阿
弥
陀
如
来
を
仰
ぎ
、
安
楽
浄
土
に
生
れ
た
い
と
願
い
ま
す 

・
一
心
帰
命
と
い
う
こ
と 

一
心
帰
命
を
「
如
来
に
お
任
せ
す
る
」
と
訳
し
ま
す
。
簡
単
な
よ
う
で
す

が
、「
文
句
を
云
わ
な
い
」
と
言
い
換
え
る
と
急
に
難
し
く
な
り
ま
す
。
愚
痴

ば
か
り
の
日
暮
し
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
ま
ま
の
私
を
無
条
件
に
受
け
止
め
る

こ
と
が
出
来
な
い
私
だ
か
ら
こ
そ
、
廻
向
文
の
読
謡
が
大
事
な
の
で
す
ね
。 



創

作

・

天

親

菩

薩

の

帰

命

 
当
時
の
北
イ
ン
ド
・
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
で
は
、
部
派
仏
教
が
百
花
繚
乱
し
、

仏
教
外
の
思
想
宗
教
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
の
正
当
性
・
優
位
性
を
主
張
し
、 

他
に
挑
む
論
争
が
絶
え
な
か
っ
た
と
云
わ
れ
ま
す
。 

天
親
菩
薩
は
、
理
科
系
の
人
だ
と
思
い
ま
す
が
、 

非
の
打
ち
所
の
な
い
論
理
体
系
を
構
築
す
る
の
に 

優
れ
た
才
能
を
発
揮
し
ま
し
た
。 

論
争
毎
に
見
識
を
深
め
、
部
派
仏
教
を
代
表
す
る
論
主
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

兄
さ
ん
は
中
イ
ン
ド
で
大
乗
の
教
え
に
帰
依
し
た
ら
し
い
が
、
情
け
な
い…

 

納
得
し
う
る
論
理
を
究
め
て
こ
そ
の
悟
り
で
あ
る
は
ず
だ
。 

こ
の
論
争
の
戦
場
を
離
れ
て
悟
り
が
あ
る
筈
は
な
い
。 

「
大
乗
は
仏
説
に
あ
ら
ず
」
の
論
を
本
格
的
に
展
開
し
よ
う
と
し
た
矢
先
、 

兄
危
篤
の
報
が
届
き
ま
す
。 

慌
て
て
面
会
に
行
く
と
兄
は
元
気
で
、 

穏
や
か
に
、
遍
く
衆
生
に
発
露
す
る
大
乗
の
徳
を
菩
薩
に
諭
し
ま
し
た
。 

も
と
も
と
聡
明
な
菩
薩
は
、
す
ぐ
に
自
身
の
狭
い
見
識
を
恥
じ
、 

多
く
の
大
乗
経
典
を
解
釈
し
、
唯
識
論
の
構
築
に
情
熱
を
注
ぎ
ま
し
た
。 

そ
ん
な
中
、
兄
は
亡
く
な
り
ま
す
。 

懐
か
し
い
兄
の
穏
や
か
な
姿
を
想
う
時
、 

自
身
で
完
成
し
た
論
理
を
傍
ら
に
、 

何
か
が
足
り
な
い…

 

と
、
疑
問
が
つ
の
り
ま
す
。 

そ
の
才
覚
故
に
「
納
得
し
得
る
」
に
こ
だ
わ
っ
た
菩
薩
は
、 

客
観
的
で
あ
る
が
故
に
、
帰
命
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
ま
し
た
。 

浄
土
経
典
に
遇
い
、
や
っ
と
、
そ
の
迷
い
を
発
見
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

〈
『
世
親
』
講
談
社
学
術
文
庫 

等
を
参
考
に
創
作
〉 

通

夜

・

葬

儀

の

雑

感

【
私
見
？
】 

・
弔
電 

真
宗
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
は
、
即
に
お
浄
土
に
往
生
し
、 

阿
弥
陀
仏
の
衆
生
救
済
の
お
手
伝
い
を
始
め
る
と
教
え
て
い
ま
す
。 

な
の
で
、
以
下
の
文
例
は
一
般
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。 

《 

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

》 

浄
土
に
往
生
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
冥
福
は
当
た
り
前
で
す
。 

こ
ち
ら
か
ら
祈
っ
て
ど
う
こ
う
な
る
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
し…

 

本
当
に
冥
福
を
考
え
る
な
ら
、
救
済
の
手
を
煩
わ
せ
な
い
よ
う
に
、 

努
め
て
、
積
極
的
に
導
か
れ
よ
う
と
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
し
ょ
う
。 

《 

安
ら
か
に
ご
永
眠
さ
れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

》 

こ
の
文
例
に
は
悪
意
さ
え
感
じ
ま
す
。 

悪
霊
と
な
っ
て
大
暴
れ
さ
れ
る
と
困
る
の
で
寝
て
い
て
下
さ
い…

 

と
。 

ど
ん
な
現
実
で
も
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
、
前
向
き
に
歩
む
た
め
に
は
、

諸
仏
の
は
た
ら
き
が
私
達
に
と
っ
て
必
要
で
す
。 

お
浄
土
に
至
っ
て
は
、
ゆ
っ
く
り
眠
り
た
い
願
望
も
分
か
り
ま
す
が
、 

遺
族
と
し
て
は
「
末
永
く
見
守
っ
て
く
れ
」
を
心
情
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。 

・
骨
上
げ
の
時 

こ
ん
な
風
に
思
う
人
が
多
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

《 

骨
に
な
っ
た
ら
お
仕
舞
い
だ
ね 

》 
私
は
火
葬
に
つ
い
て
、
煩
悩
を
焼
き
切
っ
て
諸
仏
の
仲
間
入
り
を
す
る
た
め

の
儀
式
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
骨
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
諸
仏
と
し
て
は

た
ら
き
始
め
る
の
だ
か
ら
、
お
仕
舞
い
で
は
な
く
始
ま
り
で
す
。 

急
い
で
諸
仏
に
な
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

煩
悩
の
煩
い
の
中
で
、
諸
仏
の
は
た
ら
き
を
仰
ぎ
・
感
じ
つ
つ
、
自
ら
を
見 

つ
め
、
準
備
怠
り
な
く
過
ご
し
つ
つ
、
そ
の
時
を
待
つ
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。 

興福寺蔵 世親菩薩 
Wikipedia より 

興福寺蔵 無著菩薩 
Wikipedia より 



行

事

予

定

 

～
平
成
二
十
八
年
～ 

 
月
例
会
の
開
催
日
・
開
始
時
間
を
変
更
し
ま
し
た
、
ご
注
意
下
さ
い
。 

‡

後

記

‡

 

○ 

人
の
一
生
の
終
わ
り
に
残
る
も
の
は 

そ
の
人
が
集
め
た
も
の
で
は
な
く 

与
え
た
も
の
で
あ
る 

 
 

昔
、
何
処
か
臨
済
宗
の
お
寺
の
掲
示
板
に
掛
か
っ
て
い
た
法
語
で
す
。 

大
乗
仏
教
の
、
特
に
他
力
の
教
え
の
表
現
と
し
て
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。 

集
め
る
方
向
は
、
財
産
・
社
会
的
地
位
・
家
族
、
あ
る
い
は
徳
に
し
ろ
、 

個
人
の
我
を
強
く
し
て
い
く
方
向
で
、
部
派
仏
教
・
自
力
的
だ
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
最
後
に
骨
し
か
残
ら
な
い
、
淋
し
い
人
生
と
な
り
ま
せ
ん
か
。 

与
え
る
方
向
に
は
必
ず
そ
れ
を
渡
す
相
手
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
人
に
輝
き
続
け
る
多
く
を
残
す
、
有
意
義
な
人
生
と
な
る
で
し
ょ
う
。 

た
だ
し
、
与
え
る
方
向
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。 

我
を
空
し
く
し
て
い
く
方
向
を
忘
れ
て
、
自
力
的
に
な
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

与
え
る
事
へ
の
執
着
を
止
め
、
頂
く
事
に
専
念
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。 

自
己
都
合
に
よ
る
選
り
好
み
を
抑
制
し
、
出
来
事
に
無
条
件
に
手
を
合
わ
せ
、 

頷
い
て
過
ご
す
生
活
の
中
に
、
必
ず
開
か
れ
て
く
る
手
応
え
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
手
応
え
を
求
め
て
、
私
達
は
生
ま
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

自
分
の
中
に
自
分
を
育
て
た
世
界
の
全
て
を
観
て
い
く
こ
と
が
、 

大
乗
仏
教
の
、
特
に
他
力
の
教
え
の
神
髄
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

○ 

丈
夫
な
胃
腸
と
白
く
な
っ
て
い
く
頭
、
身
体
的
特
徴
は
母
譲
り
の
よ
う
で
す
。

都
合
の
悪
い
こ
と
を
理
論
巧
み
に
誤
魔
化
す
と
こ
ろ
、
不
器
用
な
生
き
方
、 

破
れ
か
ぶ
れ
の
お
お
ら
か
さ
等
、
母
に
よ
く
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

趣
味
や
人
生
観
、
中
で
も
信
仰
に
お
い
て
、
全
く
相
容
れ
な
い
母
子
で
し
た
。 

そ
れ
で
も
衝
突
の
中
で
伝
わ
り
合
っ
て
い
た
何
か
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

少
な
く
と
も
私
は
、
こ
の
寺
報
を
あ
な
た
の
た
め
に
書
い
て
い
た
の
で
す
よ
、 

い
つ
か
「
参
っ
た
」
と
云
わ
せ
た
く
て
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
。 

私
が
遅
す
ぎ
た
の
か
、
母
が
少
し
早
す
ぎ
た
の
か …

 

私
は
、
何
が
残
さ
れ
た
か
確
か
め
る
為
に
も
、
こ
の
闘
い
を
続
け
ま
す
。 

残
念
な
が
ら
、
互
い
に
作
り
合
う
こ
と
が
難
し
か
っ
た
穏
や
か
な
笑
顔
で
、

き
っ
と
、
ず
っ
と
、
見
守
っ
て
い
て
下
さ
い
。 

二 

～
十
二 

月 

 
 

 
 

毎
月
一
日 

十
二
月 

十
一
月 

九 

月 

八 

月 

三 

月 

一 

月 
 

 

三

日 

 

四

日 

 

三 
 

日 

二
十
二
日 

 

十 

五
日 

二

十

日 

 
一 

日 
 

(

土

) 

(

日

) 

(

木
・
祝) 

(

木
・
祝) 

 

(

月

) 

(
日
・
祝) 

(

金
・
祝) 

 

月
例
会 

毎
月
一
日
に
戻
し
ま
す 

午
後
二
時 

～ 

時
間
変
更
の
場
合
が
あ
り
ま
す
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

寺
に
ご
確
認
下
さ
い 

報
恩
講 

御
開
山
聖
人
御
恩
に
報
い
る
法
会
で
す 

お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

三
日 

午
後
一
時
半
か
ら 

四
日 

午
前
十
時
か
ら 

本
山
納
骨
堂
法
会
・
団
体
参
拝 

本
山
へ
貸
切
バ
ス
に
て
団
体
参
拝
し
ま
す 

午
前
七
時
ご
ろ
集
合 

秋
季
彼
岸
・
永
代
経
法
会
（

戸
田
恵
信 

師

） 

お
馴
染
み
の
先
生
の
情
熱
的
な
法
話
で
す 

お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

午
前
十
時
～ 

お
盆
・
歓
喜
絵
（

住
職

） 

法
要
・
法
話
で
亡
き
人
を
偲
び
ま
す 

軽
食
・
花
火
あ
り 

午
後
六
時
～ 

春
季
彼
岸
・
永
代
経
法
会
（

成
田
屋
紫
蝶 

師

） 

落
語
と
法
話
で
楽
し
く
過
ご
し
ま
す 

お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

午
前
十
時
～ 

修
正
会 

お
正
月
の
お
勤
め
で
す 

簡
単
な
お
節
を
準
備
し
ま
す 

午
前
十
一
時
～ 

 


