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大
阪
教
区
教
化
委
員
会
／
組
教
化
推
進

部
は
こ
れ
ま
で
各
組
教
化
委
員
長
、
組
人

権
推
進
要
員
、
各
祖
同
朋
の
会
教
導
の

方
々
と
の
協
議
会
を
重
ね
、
今
回
は
教
区

坊
守
会
の
み
な
さ
ま
と
の
意
見
交
換
会
と

な
り
ま
し
た
。

意
見
交
換
会
に
先
立
ち
、
坊
守
会
の
事

業
報
告
な
ど
例
会
か
ら
同
席
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
驚
い
た
の
は
、
こ
ん
な
に
多
岐
に

わ
た
る
活
動
を
さ
れ
て
い
た
の
か
！
と

い
う
こ
と
で
す
。
私
以
外
の
教
区
の
住
職

さ
ん
方
も
こ
れ
ほ
ど
の
活
動
内
容
だ
と
は

き
っ
と
ご
存
じ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

さ
て
例
会
の
後
、
い
よ
い
よ
各
ブ
ロ
ッ

ク
に
分
か
れ
て
の
意
見
交
換
会
と
な
り
ま

し
た
。
出
て
き
た
ご
意
見
は
組
教
化
委
員

長
の
時
と
同
じ
く
、
組
に
よ
っ
て
事
情

が
大
き
く
異
な
り
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
活

動
を
行
っ
て
い
る
組
も
あ
れ
ば
、
最
低
限

の
こ
と
を
や
る
の
で
精
一
杯
の
組
も
あ
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
坊
守
会
で
報
恩
講

を
お
勤
め
さ
れ
て
い
た
り
歎
異
抄
講
座
を

行
っ
た
り
し
て
い

る
組
も
あ
れ
ば
、
教

区
の
行
事
に
参
加

す
る
こ
と
を
も
っ

て
組
の
活
動
に
充

て
て
い
る
組
も
あ

り
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
共
通
し
た
の
は
、
組
内

の
役
員
人
事
の
難
し
さ
や
、
坊
守
さ
ん
同

士
の
世
代
間
の
問
題
。
そ
れ
か
ら
研
修
会

の
行
き
先
や
学
習
会
の
内
容
と
講
師
選
定

に
、
ど
こ
と
も
苦
労
し
て
お
ら
れ
る
様
子

で
し
た
。
前
者
に
つ
い
て
組
教
化
推
進
部

は
全
く
お
役
に
立
て
ま
せ
ん
が
（
笑
）、

後
者
に
つ
い
て
は
教
区
教
化
委
員
会
の
新

体
制
が
推
し
進
め
て
い
る「
出
向
く
教
化
」

が
一
助
と
な
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
が
十
分
に
周
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

改
め
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
と

も
し
っ
か
り
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
分
か
り
易
い
、
選

び
や
す
い
情
報
提
供
も
こ
れ
か
ら
の
課
題

で
す
。

各
組
の
活
動
以
外
に
も
、
社
会
情
勢
や

お
寺
の
現
状
と
未
来
に
つ
い
て
な
ど
、
坊

守
視
点
の
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
け
て
大
変
有
意
義
な
も
の
で
し

た
。
坊
守
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
て
も
住

職
経
由
で
は
な
く
、
直
接
教
区
の
情
報
を

入
手
で
き
た
の
は
よ
い
機
会
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
各
組

の
報
告
を
聞
い
て
い
る
坊
守
同
士
で
「
そ

れ
い
い
、
詳
し
い
こ
と
教
え
て
」「
い
い

で
す
よ
」
と
い
う
言
葉
が
交
わ
さ
れ
、
情

報
交
換
の
場
に
な
っ
て
い
た
の
も
よ
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
特
に
「
そ
れ
か
ら
○

○
で
お
食
事
し
て
～
」「
そ
こ
ど
う
や
っ

た
？
」「
美
味
し
か
っ
た
で
す
よ
」
と
、

そ
の
辺
の
情
報
に
め
っ
ち
ゃ
食
い
つ
い
て

盛
り
上
が
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
（
笑
）。

そ
ん
な
こ
ん
な
で
あ
っ
と
い
う
間
に
終

わ
っ
た
意
見
交
換
会
で
し
た
。
み
な
さ
ん

ま
だ
ま
だ
言
い
た
い
こ
と
は
尽
き
な
さ
そ

う
で
し
た
の
で
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
場
を

設
け
て
は
ど
う
か
と
後
日
の
組
教
化
推
進

部
の
会
議
で
話
し
た
こ
と
で
す
。

（
第
27
組
願
隨
寺
・
平
野
圭
晋
さ
ん
）

教
区
事
業
の
ご
報
告

大
阪
教
区
坊
守
会
と
の
懇
談
会
を
開
催

　
　

組
教
化
推
進
部

表
紙
の
写
真
に
つ
い
て

表
紙
に
写
っ
て
い
る
の
は
、
本
山
か
ら
無

償
で
授
与
さ
れ
る
「
誕
生
児
念
珠
」
で

す
。
ご
門
徒
さ
ま
が
赤
ち
ゃ
ん
を
授
か
っ

た
時
、
お
寺
へ
「
初
参
式
」
で
来
ら
れ
る

際
の
記
念
品
と
し
て
お
配
り
い
た
だ
け
ま

す
。
教
務
所
に
申
請
用
紙
を
備
え
て
お
り

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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２
０
１
８
年
12
月
18
日(

火)

教
区

教
化
委
員
会
「
社
会
・
人
権
部
」
主
催

の
人
権
学
習
会
が
開
か
れ
た
。
内
容
は

２
０
１
７
年
に
も
教
区
と
し
て
取
り
組
ん

だ
課
題
で
も
あ
る
「
聖
教
に
現
れ
る
差
別

表
現
に
つ
い
て―

「
是
旃
陀
羅
」
問
題
を

中
心
に
し
て―

」
を
講
題
と
し
、
こ
の
度

は
、
広
島
県
部
落
解
放
研
究
所
宗
教
部
会

事
務
局
長
の
小
武
正
教
先
生(

本
願
寺
派 

西
善
寺
住
職)

を
ご
講
師
に
お
迎
え
し

た
。は

じ
め
に
小
武
先
生
は
、
部
落
解
放
研

究
所
が
発
行
し
て
い
る
『
経
典
の
「
旃
陀

羅
」
差
別
を
問
う
』
と
い
う
冊
子
の
「
仏

教
は
”
対
話
”
の
宗
教
で
あ
る
」
と
い
う

言
葉
か
ら
、「
釈
尊
の
言
葉
は
、
一
方
的

に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
く
、
目
の
前

に
生
き
る
人
々
と
の
豊
か
な
対
話
の
中
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
言
葉
だ
」
と
紹
介
さ
れ

た
。
そ
し
て「
旃
陀
羅
」問
題
を
問
う
き
っ

か
け
は
、
２
０
１
２
年
に
三
原
市
で
真
宗

寺
院
が
過
去
帳
を
第
三
者
に
閲
覧
さ
せ
、

そ
れ
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
放
送
し
た
こ
と
と
説
明

さ
れ
、
そ
の
問
題
を
通
し
て
差
別
法
名
と

い
う
視
点
か
ら
、
自
坊
で
あ
る
西
善
寺
の

過
去
帳
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。

明
治
5
年
に
被
差
別
部
落
寺
院
が
廃
寺

と
な
り
、
そ
の
地
域
の
真
宗
寺
院
が
そ
れ

ぞ
れ
に
門
徒
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
西
善
寺
も
12
～
14
軒
を
受
け
入
れ
て

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で

１
９
９
７
年
に
西
本
願
寺
の
法
名
調
査
の

折
、「
新
民
」
の
文
字
が
あ
る
西
善
寺
の

過
去
帳
に
対
し
て
、
被
差
別
部
落
の
門
徒

さ
ん
は
、
住
職
に
「
書
き
換
え
て
も
い
い

で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
に
大
き
な

課
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
過
去
帳
と
は
一

体
誰
の
も
の
な
の
か
、
そ
こ
に
書
か
れ
た

法
名
は
一
体
誰
の
も
の
な
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
今
現
在
の
体
裁
を
整
え
る
為

に
「
書
き
換
え
て
も
い
い
」
と
い
う
被
差

別
部
落
の
あ
る
門
徒
さ
ん
の
了
承
の
言
葉

だ
ろ
う
が
、
差
別
問
題
は
昔
ど
う
だ
っ

た
か
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

今
現
在
の
私
の
問
題
と
し
て
向
き
合
っ

て
行
か
な
い
と
、
今
こ
こ
に
有
る
の

に
、
そ
れ
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
是
旃
陀
羅
の
問
題
も
ま
さ
に
そ

の
通
り
で
あ
り
、「
王
舎
城
の
悲
劇
」

は
教
え
を
伝
え
る
た
め
の
昔
話
の
架

空
の
物
語
で
は
な
く
、
マ
ガ
タ
国
に

お
い
て
実
際
に
あ
っ
た
出
来
事
で
あ

り
、
そ
れ
は
私
た
ち
人
間
の
生
身
の

姿
を
表
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
親
鸞
聖
人
は
こ
の
観
経
の
課
題
を

と
て
も
大
切
に
扱
わ
れ
た
。

戦
前
・
戦
後
に
わ
た
っ
て
大
谷
派

の
融
和
運
動
を
指
導
し
た
武
内
了
温

師
が
「
旃
陀
羅
こ
そ
が
救
い
の
正
客
」

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
親
鸞
聖

人
の
教
学
が
ま
さ
に
「
悪
人
正
機
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
悪

人
も
救
わ
れ
る
」
で
は
な
く
「
悪
人
こ
そ

救
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
親
鸞
思
想
そ

の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
小
武
先
生
は
、大
き
な
「
問
い
」

を
出
さ
れ
た
。
観
経
の
旃
陀
羅
と
い
う
文

言
を
今
後
ど
う
し
て
行
く
の
か
。
①
こ
の

ま
ま
で
は
「
差
別
文
章
」
と
な
る
の
で
「
削

除
」
し
て
、
別
の
言
葉
に
変
更
す
る
。
②

不
読
。
読
ま
な
い
よ
う
に
し
て
、
親
鸞
聖

人
が
ど
う
向
き
合
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し

て
行
く
。
③
た
と
え
差
別
文
章
で
あ
っ
て

も
「
経
典
」
の
言
葉
を
か
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
れ
ら
３
つ
の
選
択
肢
が
提
示

さ
れ
て
、
班
別
座
談
会
で
話
し
合
っ
た
。

座
談
会
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
班
の
発
表
が

あ
っ
た
。
削
除
す
る
と
い
う
選
択
に
つ
い

て
は
、
反
対
意
見
が
多
く
、
不
読
に
し
て
、

問
題
と
関
わ
り
続
け
る
と
い
う
の
が
大
半

の
意
見
だ
っ
た
。

先
生
は
最
後
に
こ
う
し
め
く
く
ら
れ

た
。
今
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
悪
人
の
救
済
と
い
う
視
点
を

持
つ
親
鸞
聖
人
の
教
学
を
持
っ
た
私
た
ち

の
教
団
が
本
当
に
そ
う
な
っ
て
い
る
か
。

「
現
実
の
差
別
を
肯
定
」
し
「
救
済
は
観

念
化
」
に
転
落
し
て
い
な
い
か
。
今
一
度

親
鸞
聖
人
の
教
学
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
。

（
第
17
組
法
觀
寺
・
廣
瀬　

俊
さ
ん
）

「
是
旃
陀
羅
」
問
題
学
習
会　
　

社
会
・
人
権
部
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出
向
く
教
化
の
ご
紹
介

　

前
年
度
よ
り
教
区
教
化
事
業
と
し
て
新

し
く
「
出
向
く
教
化
」
が
始
ま
り
、「
高

木
顕
明
師
の
事
績
に
学
ぶ
実
行
委
員
会
」

も
第
11
組
・
第
21
組
・
第
9
組
に
出
向
き

人
権
学
習
会
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。初
め
て
の
試
み
で
不
手
際
も
多
く
、

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
事
も
多
々
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
自
身
に
と
っ
て

も
高
木
顕
明
師
（
以
下
、
顕
明
師
）
の
事

績
に
学
ぶ
良
い
機
縁
と
な
り
ま
し
た
。

　

顕
明
師
は
１
９
１
０（
明
治
43
）
年
の

い
わ
ゆ
る
、
幸
徳
秋
水
を
首
謀
者
と
す
る

「
大
逆
事
件
」
に
連
座
し
た
真
宗
大
谷
派

の
僧
侶
で
し
た
。
実
際
に
は「
大
逆
事
件
」

と
は
無
関
係
で
、
非
戦
を
と
な
え
、
差
別

問
題
に
向
き
合
い
、
社
会
的
な
弱
者
と
共

に
生
き
よ
う
と
さ
れ
た
人
で
す
。し
か
し
、

こ
う
し
た
活
動
に
よ
っ
て
顕
明
師
は
当
時

の
国
家
体
制
に
迎
合
し
た
和
歌
山
県
新
宮

市
の
仏
教
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
き
ま
し

た
。
代
っ
て
関
わ
り
を
深
め
て
い
っ
た
の

が
、
医
師
で
社
会
主
義
者
と
の
交
友
関
係

も
あ
っ
た
大
石
誠
之
助
、
キ
リ
ス
ト
教
の

牧
師
・
沖
野
岩
三
郎
た
ち
で
し
た
。
そ
し

て
、
大
石
誠
之
助
と
幸
徳
秋
水
の
繋
が
り

か
ら
、
新
宮
市
だ
け
で
大
石
を
含
め
て
6

名
も
の
人
が
「
大
逆
事
件
」
に
連
座
し
ま

す
。
こ
の
中
の
一
人
が

顕
明
師
で
し
た
。
な
ぜ

新
宮
市
か
ら
6
名
も
の

人
が
「
大
逆
事
件
」
に

連
座
し
た
の
で
し
ょ
う

か
？  

結
局
、
本
人
た

ち
も
よ
く
分
か
ら
な
い

ま
ま
裁
判
が
進
み
、
6

名
に
死
刑
、
翌
日
恩
赦

に
よ
り
４
名
に
対
し
て

は
無
期
懲
役
に
減
刑
さ

れ
ま
し
た
。
顕
明
師
も

減
刑
さ
れ
無
期
懲
役
と

な
り
ま
し
た
。

　

ど
う
し
て
彼
ら
に
こ
の
様
な
判
決
が
出

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

逮
捕
者
を
出

し
た
と
い
う
こ
と
で
、
真
宗
大
谷
派
（
以

下
、
宗
門
）
は
顕
明
師
の
住
職
と
し
て
の

活
動
を
調
査
す
る
た
め
に
新
宮
市
へ
一
人

の
僧
侶
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査

の
報
告
書
の
下
書
き
が
派
遣
さ
れ
た
僧
侶

の
寺
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
浮
か

び
上
が
る
顕
明
師
は
真
宗
の
教
え
を
依
り

処
と
し
て
真
摯
に
門
徒
と
向
き
合
い
、
社

会
と
向
き
合
い
、
自
身
に
向
き
合
う
僧
侶

で
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時

の
宗
門
は
判
決
が
出
た

そ
の
日
に
顕
明
師
の
僧

籍
を
剥
奪
し
宗
門
か
ら

追
放
し
ま
し
た
…
…
。

　

さ
て
、「
こ
れ
以
上

の
詳
細
は
出
向
く
教
化

で
‼
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
組
の
人
権

学
習
会
で
は
「
大
逆
事

件
」
の
内
容
か
ら
そ
の

背
景
、
そ
し
て
顕
明
師

の
事
績
な
ど
を
学
習
し

ま
す
。
他
に
要
望
が
あ

れ
ば
で
き
る
範
囲
で
応
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の
人
と

共
に
学
ぶ
こ
と
を
願
っ
て
活
動
し
て
い
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　

最
後
に
、
人
権
学
習
会
が
な
ぜ
必
要
な

の
か
に
つ
い
て
一
言
。
私
た
ち
の
宗
門

は
「
御
同
朋
」
と
言
い
な
が
ら
、
ど
れ
ほ

ど
多
く
の
人
を
切
り
捨
て
排
除
し
て
き
た

の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
顕
明
師
以
外

に
も
部
落
差
別
・
ハ
ン
セ
ン
病
な
ど
の
問

題
に
目
を
背
け
て
き
た
歴
史
を
持
っ
て
い

ま
す
。
後
世
を
生
き
る
私
た
ち
が
こ
の
よ

う
な
歴
史
や
先
人
を
批
判
す
る
こ
と
は
簡

単
で
す
。
し
か
し
私
た
ち
が
人
権
学
習
会

で
学
び
た
い
こ
と
は
歴
史
批
判
・
先
人
批

判
で
は
な
く
、
目
を
背
け
て
き
た
歴
史
の

中
に
、
ま
た
先
人
が
残
し
て
く
だ
さ
っ
た

課
題
の
中
に
、
私
た
ち
自
身
の
あ
り
方
を

見
つ
め
直
す
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。「
共
に
」
と
言
い
な
が
ら
も
人
を
切

り
捨
て
排
除
し
て
し
ま
う
私
た
ち
自
身
の

あ
り
様
を
、
私
た
ち
「
高
木
顕
明
師
の
事

績
に
学
ぶ
実
行
委
員
会
」
と
共
に
今
一
度

見
つ
め
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

（
第
15
組
泉
勝
寺
・
小
松　

肇
さ
ん
）

顕
明
師
の
事
績
に
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か

　
　

社
会
・
人
権
部
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般
の
サ
ポ
ー
ト
を
「
寺
院
儀
式
相
談
室
」

と
い
う
事
業
で
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
み
な
さ
ま

の
ご
要
望
に

応
じ
て
さ
ま
ざ

ま
な
講
座
を
開

催
し
て
い
た
だ

き
、
そ
こ
へ
講

師
を
派
遣
す
る

と
い
う
も
の
で

す
。
以
前
は
装

束
作
法
や
葬
儀

に
関
す
る
ご
依

頼
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
最

近
は
仏
花
講
習

会
の
講
師
を
派

遣
し
て
ほ
し
い

と
い
う
要
望
が

多
く
な
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。

「
寺
院
儀
式
相

談
室
」
で
は
、

准
堂
衆
会
、
温

雅
会
、
同
朋
唱

和
講
習
会
講
師
の
中
よ
り
講
師
を
選
定

し
、
各
組
や
各
寺
院
に
出
講
し
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
が
、
仏
花
の
こ
と
と
な
り

ま
す
と
御
本
山
の
仏
花
を
基
調
と
し
つ
つ

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
師
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
工
夫
が
あ
る
よ
う
で
す
。

例
え
ば
、
市
販
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
立
花
道
具
の
利
点
や
使
い
に
く
さ
の
紹

介
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
購
入
し
た
代
用

品
を
使
用
す
る
方
法
、
花
材
の
扱
い
や
選

定
、
購
入
方
法
な
ど
で
す
。

先
日
は
19
組
正
受
寺
様
で
仏
花
講
習
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
組
の
行
事
と
し
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
住
職
、
坊
守
さ

ん
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
方
に

多
数
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
日

は
講
師
・
吉
川
知
德
師
（
第
4
組
阿
彌
陀

寺
住
職
）
が
、
東
本
願
寺
出
版
の
「
グ
ラ

フ
真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）
の
仏
花
」
を

教
材
と
し
て
使
用
し
な
が
ら
も
、
花
瓶
に

立
て
た
心
棒
に
対
し
て
、
ガ
ム
テ
ー
プ
で

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
コ
ッ
プ
を
留
め
て
受
筒
の

代
用
に
す
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
、

ま
た
安
全
な
ハ
サ
ミ
の
使
い
方
な
ど
も
あ

わ
せ
て
説
明
し
な
が
ら
講
習
を
さ
れ
ま
し

た
。講

習
の
順
序
と
し
て
は
、
事
前
に
完
成

大
阪
教
区
教
化
委
員
会
儀
式
法
要
部
で

は
、
寺
院
・
教
会
に
お
け
る
儀
式
法
要
全

寺
院
儀
式
相
談
室

　
　

儀
式
法
要
部

し
て
い
た
お
花
の
横
に
、
も
う
一
杯
同
じ

お
花
を
立
て
る
と
い
う
方
法
を
と
ら
れ

て
、
非
常
に
見
や
す
く
わ
か
り
や
す
い
講

習
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
3
つ
の
班
に
分
か
れ
て
実
際

に
立
花
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
講
師

は
お
花
に
角
度
を
持
た
せ
て
前
後
の
ボ

リ
ュ
ー
ム
を
出
す
と
か
、
空
間
を
大
事
に

す
る
こ
と
で
シ
ル
エ
ッ
ト
を
綺
麗
に
す
る

な
ど
、
一
つ
ひ
と
つ
の
班
を
回
り
な
が
ら

熱
心
に
ご
指
導
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ご
参

加
い
た
だ
い
た
方
か
ら
は
、「
少
し
心
が

け
る
だ
け
で
も
、
こ
ん
な
に
良
く
な
る
の

で
す
ね
」、「
も
っ
と
堅
苦
し
い
も
の
だ
と

思
い
込
ん
で
い
た
け
ど
、
目
の
前
で
工
夫

の
裏
側
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
ら
、
自
分
も

ア
イ
デ
ィ
ア
が
浮
か
ん
で
き
て
楽
し
い
で

す
！
」と
非
常
に
喜
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
度
は
、
吉
川
知
德
講
師
の
場
面
を

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
他
の

講
師
も
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
工
夫
や
楽
し

さ
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
開
催
さ
れ
た
方
々

か
ら
お
聞
き
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
み
な
さ
ま
か
ら
い
ろ
い
ろ

な
講
座
開
催
の
ご
依
頼
を
い
た
だ
き
ま
す

と
と
も
に
、
ま
た
新
た
な
講
座
へ
の
ご
要

望
も
楽
し
み
に
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
第
21
組
西
向
寺
・
新
川
隆
教
さ
ん
）
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お
寺
の
未
来

　

そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み

「
日
本
古
来
の
伝
統
文
化
か
ら
街
づ
く
り

を
」
を
理
念
と
し
て
、
お
寺
発
信
の
地
域

密
着
型
の
多
種
多
様
な
催
事
を
毎
月
１

回
以
上
、
お
寺
に
て
開
催
し
て
お
り
ま

す
。
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場
と
し

て
お
寺
を
活
用
し
、
人
々
の
触
れ
あ
い

が
減
少
し
つ
つ
あ
る
状

況
の
一
助
に
な
れ
ば
と
、

２
０
１
４
年
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
「
縁
遊―

え
ん
じ
ょ

い―

」
を
設
立
し
運
営

し
て
い
ま
す
。
主
催
が

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
の
で
、
企
業

や
行
政
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
し
や
す
く
、
も
し

も
催
事
中
に
支
障
が
生

じ
て
も
お
寺
に
迷
惑
を

掛
け
な
く
て
済
み
ま
す
。

宗
教
法
人
と
し
て
協
力

を
申
し
込
む
と
敬
遠
さ

れ
る
所
で
も
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

な
ら
話
が
進
み
や
す
い

の
が
実
情
で
す
。
ま
た
、

活
動
の
自
由
度
が
高
く
、

お
寺
と
の
ク
ッ
シ
ョ
ン

材
料
に
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
他
の
お
寺
に

活
動
が
広
が
り
や
す
い

と
も
考
え
て
い
ま
す
。
試
み
に
当
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
を
使
わ
れ
て
、
一
歩
踏
み
出
す
き
っ

か
け
に
し
て
ほ
し
い
で
す
。
１
ヶ
寺
で
も

多
く
、
地
域
と
共
に
元
気
に
な
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

催
事
の
種
類
と
し
て
は
、
落
語
・
餅
つ

き
・
ヨ
ガ
・
流
し
素
麺
・
恋れ
ん
か
つ活
婚こ
ん
か
つ活
・
寺

Café

や
さ
ま
ざ
ま
な
講
座
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。「
寺koi

」
と
称
す
る
お
寺

で
の
恋
活
婚
活
で
は
、
あ
り
が
た
い
こ
と

に
実
際
結
婚
さ
れ
た
方
も
お
ら
れ
ま
す
。

催
事
の
中
で
も
特
に
人
気
な
も
の
が
「
寺

市
」
で
す
。
２
０
０
人
か
ら
３
０
０
人
の

方
が
野
菜
や
和
菓
子
や
雑
貨
を
求
め
て
お

越
し
に
な
ら
れ
ま
す
。
一
番
の
目
玉
は
新

鮮
国
産
野
菜
95
円
均
一
で
し
て
、
地
域
の

み
な
さ
ま
方
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め

て
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

催
事
の
お
知
ら
せ
は
、
月
参
り
で
の
チ

ラ
シ
の
手
渡
し
や
地
域
の
回
覧
板
、
掲
示

板
、
寺
報
、
あ
ら
ゆ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
配
信
を
活

用
し
て
お
り
ま
す
。
開
催
後
は
月
参
り
の

際
に
感
想
を
聞
き
、
す
ぐ
に
改
善
で
き
る

の
も
利
点
の
ひ
と
つ
で
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
の

で
直
接
布
教
な
ど
は
し
ま
せ
ん
が
、
仏
教

に
つ
い
て
質
問
さ
れ
る
こ
と
や
、
自
坊
の

法
要
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
き
、
徐
々

に
人
と
お
寺
を
繋
ぐ
か
け
橋
と
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
活
動
を
始
め
て
か
ら
、
門
徒

さ
ん
と
の
距
離
が
さ
ら
に
縮
ま
り
、
門
徒

さ
ん
で
な
い
方
に
も
道
で
声
を
か
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

地
域
の
人
た
ち
が
み
ん
な
顔
見
知
り
に

な
る
と
、
み
ん
な
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

町
に
な
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
日
本
古
来

の
伝
統
文
化
を
通
じ
て
具
現
化
す
る
た
め

に
「
地
域
に
開
か
れ
た
お
寺
づ
く
り
」
の

場
が
今
後
さ
ら
に
増
え
て
い
け
ば
と
。

（
第
６
組
願
教
寺
・
多
藝
啓
隆
さ
ん
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
縁え

ん
　
じ
ょ
い遊

」
～
第
６
組
願
教
寺
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お
寺
の
未
来

　

そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み

德
因
寺
で
は
同
朋
会
運
動
発
足
時
か
ら

初
参
式
を
誕
生
会
と
し
て
開
催
し
て
き
ま

し
た
。
10
年
ほ
ど
前
か
ら
は
、
毎
年
報
恩

講
の
日
程
中
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
真
宗

宗
歌
に
始
ま
り
、
三
帰
依
（
パ
ー
リ
文
）

を
歌
い
ま
す
。
そ
し
て
親
子
で
初
め
て
の

お
焼
香
を
し
ま
す
。
住
職
や
役
員
方
よ

り
祝
辞
等
を
頂
き
な
が
ら
、
皆
で
誕
生
を

祝
っ
て
い
ま
す
。
多
い
と
き
に
は
8
人
の

赤
ち
ゃ
ん
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
泣

い
た
り
笑
っ
た
り
本
堂
が
賑
や
か
に
な
り

ま
す
。

誕
生
会
の
中
で
一
番
の
楽
し
み
は
、
お

母
さ
ん
や
役
員
方
の
笑
顔
に
出
遇
う
こ
と

で
す
。
我
が
子
と
出
遇
え
た
慶
び
や
、
可

愛
い
赤
ち
ゃ
ん
に
触
れ
た
喜
び
が
全
身
か

ら
あ
ふ
れ
出
た
笑
顔
で
す
。

そ
の
事
を
私
の
先
生
に
話
し

た
と
き
に
、「
笑
顔
に
な
る

の
は
当
然
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん

は
仏
な
ん
で
す
か
ら
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。

「
仏
教
で
は
赤
ち
ゃ
ん
の
事

を
仏
子
と
言
い
ま
す
。
仏
と

は
、
無
邪
気
で
計
算
高
く
な

く
、
他
者
を
幸
せ
に
す
る
利

他
を
実
現
し
、
そ
れ
で
い
て
気
負
い
（
自

負
心
）
が
無
い
方
を
言
い
ま
す
。
そ
う
い

う
働
き
か
ら
す
る
と
赤
ち
ゃ
ん
は
仏
そ
の

も
の
で
す
。
濁
り
が
な
く
真
っ
白
な
存
在

で
、
人
を
比
べ
た
り
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て

関
わ
る
者
に
笑
顔
を
与
え
ま
す
。
そ
れ
で

い
て
私
が
み
ん
な
に
笑
顔
を
与
え
た
と
い

う
気
負
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
そ
の
も
の

で
す
。
思
え
ば
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
も
、

元
々
は
仏
子
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
年

を
重
ね
る
ご
と
に
、
邪
気
だ
ら
け
で
心
は

濁
り
、
お
互
い
を
比
べ
て
損
か
得
か
と
走

り
回
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
利
他
な
ど
無

く
、
自
分
の
利
益
（
自
利
）
に
し
か
関
心

が
あ
り
ま
せ
ん
。
挙
げ
句
の
果
て
に
は
自

分
の
お
陰
で
こ
の
場
が
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
う
自
負
心
か
ら
、
喧
嘩
や
仲
違
い
に

終
始
し
て
い
る
現
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

に
は
か
つ
て
仏
子
だ
っ
た
面
影
な
ど
少
し

も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
元
々
仏
子
だ
っ

た
か
ら
な
の
か
、
仏
に
触
れ
る
と
笑
顔
を

頂
く
ん
で
す
。
あ
な
た
が
誕
生
会
で
一
番

の
楽
し
み
に
し
て
い
る
お
母
さ
ん
や
役
員

方
の
笑
顔
は
、
仏
に
出
遇
え
た
と
い
う
感

動
の
笑
顔
で
し
ょ
う
。
毎
年
続
け
て
る
誕

生
会
を
、
私
た
ち
を
幸
せ
に
す
る
仏
が
誕

生
し
た
尊
い
仏
事
と
し
て
続
け
て
い
っ
て

下
さ
い
」
と
誕
生
会
の
意
味
を
教
え
て
頂

き
ま
し
た
。

初
参
式
～
第
17
組
德
因
寺

本
山
か
ら
頂
く
誕
生
児
念
珠
の
入
れ
物

に
は
「
遠
慶
宿
縁
」（
今
、
遙
か
遠
い
昔

か
ら
護
ら
れ
続
い
て
き
た
ご
縁
が
整
い
、

あ
な
た
と
出
遇
え
た
こ
と
が
嬉
し
く
て
仕

方
が
あ
り
ま
せ
ん
）と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
毎
日
の
忙
し
さ
の
中
で
、
仏
（
笑

顔
）
を
求
め
て
い
る
こ
と
す
ら
忘
れ
て
い

る
私
に
、
生
き
る
力
を
与
え
る
仏
事
を
大

切
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
願
い
が
生
ま

れ
た
感
動
の
言
葉
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
の
お
寺
で
仏
子
に
会
う
ご
縁

が
整
え
ば
素
晴
ら
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

（
第
17
組
徳
因
寺
・
稲
垣
直
来
さ
ん
）
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と
い
う
意
味
で
す
。
仏
花
が
そ
れ
を
表
し

て
い
ま
す
。

次
の
法
は
「
諸
法
無
我
」
で
、
こ
の
世

を
客
観
的
に
見
れ
ば
「
良
い
も
悪
い
も
な

い
よ
」
で
す
。
お
燈
明
が
そ
れ
を
教
え
て

い
ま
す
。

最
後
の
法
は
「
無
為
涅
槃
」
で
、「
欲

望
が
無
く
な
っ
て
、
死
ん
だ
も
同
然
」
と

い
う
意
味
で
、
楽
に
な
っ
た
状
態
で
す
。

お
香
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
ま
す
。

初
期
の
仏
教
は
欲
望
を
無
く
す
る
方
法

を
教
え
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

龍
樹
菩
薩
は「
無
我
」の
代
わ
り
に「
空
」

を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。空
と
は「
無

意
味
」
と
か
「
空
っ
ぽ
」
と
か
い
う
意
味

で
「
良
い
も
悪
い
も
な
い
」
世
界
を
表
し

て
い
ま
す
。

天
親
菩
薩
は
無
我
や
空
の
代
わ
り
に

「
浄
土
」
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

浄
土
と
は
プ
ラ
ス
思
考
や
マ
イ
ナ
ス
思
考

で
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
浄
い
世
界
、
こ
の

世
の
真
実
の
姿
の
こ
と
で
す
。

最
後
に
阿
弥
陀
如
来
の
「
如
来
」
と
は

良
い
と
か
悪
い
と
か
好
き
と
か
嫌
い
と
か

な
ど
の
「
形
容
詞
」
で
飾
ら
れ
る
以
前
の

「
そ
の
ま
ん
ま
」
の
世
界
か
ら
来
た
人
、

そ
こ
へ
私
た
ち
を
連
れ
て
い
く
人
で
す
。

（
第
７
組
本
照
寺
・
沖
野
頼
信
さ
ん
）

生
ま
れ
た
い
と
欲
す
る
）
で
す
。

こ
の
願
い
事
を
し
た
あ
と
は
、
修
行
を

し
ま
す
。

「
乃
至
十
念
」（
ま
あ
大
体
十
回
ほ
ど
、

お
念
仏
を
称
え
る
）
で
す
。
南
イ
ン
ド
の

龍
樹
菩
薩
は
こ
の
修
行
を
易
行
と
言
わ
れ

ま
し
た
。

本
来
仏
教
は
こ
の
世
の
真
実
を
顕
ら
か

に
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
「
悟
り
を
開

い
た
」
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
お
釈
迦
さ
ん
は
そ
の
た
め
に

三
つ
の
法
を
説
か
れ
ま
し
た
。そ
れ
を「
三

法
印
」
と
い
い
ま
す
。

こ
れ
を
説
く
宗
教
を
仏
教
と
い
い
、
こ

れ
を
説
か
な
い
宗
教
は
仏
教
で
は
な
い
、

と
い
う
意
味
で
す
。

ま
ず
最
初
の
法
は
「
諸
行
無
常
」
で
す
。

こ
れ
は
神
様
も
仏
様
も
、
そ
れ
か
ら
私
も

「
こ
の
世
を
思
い
ど
お
り
に
は
で
き
な
い
」

真
宗
大
谷
派
の
本
尊
は「
阿
弥
陀
如
来
」

で
す
。

そ
の
「
本
尊
」
の
持
っ
て
お
ら
れ
る
願

い
ご
と
を
「
本
願
」
と
い
い
、
本
願
を
聞

い
て
救
わ
れ
る
の
を
「
信
心
」
と
い
い
ま

す
。真

宗
で
は
願
い
ご
と
を
す
る
の
は
阿
弥

陀
如
来
の
側
で
あ
っ
て
、
人
間
は
そ
の
願

い
を
聞
く
側
で
す
。

自
分
で
願
い
事
を
作
っ
て
、
仏
様
に
そ

の
願
い
を
叶
え
て
く
だ
さ
い
と
頼
ん
だ
り

は
し
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
ん
な
自
分
で
作
っ
た
願

い
事
は
、
欲
望
の
満
足
を
願
っ
て
い
る
だ

け
だ
か
ら
で
す
。

し
か
し
第
十
八
番
目
の
本
願
で
、
阿
弥

陀
如
来
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
、
一
つ

の
「
願
い
事
」
だ
け
は
例
外
で
す
。

そ
れ
は
、「
欲
生
我
国
」（
極
楽
浄
土
に

ち
ょ
っ
と
聞
い
て
こ

本
尊
に
つ
い
て

○
２
月
以
降
の
教
区
教
化
事
業

ハ
ン
セ
ン
病
家
族
訴
訟
に
関
す
る
公
開
講
座

日
時
◆
２
月
２
日
17
時
半
～
20
時

会
場
◆
難
波
別
院
同
朋
会
館
講
堂

内
容
◆
家
族
訴
訟
原
告
に
よ
る
お
話
・

弁
護
士
よ
り
提
訴
の
背
景
及
び
裁
判
概

要
に
つ
い
て
の
説
明
・
Ｖ
Ｔ
Ｒ
上
映
な
ど
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
学
習
講
座

日
時
◆
２
月
６
日
14
時
～
17
時

　
　
　

３
月
20
日
14
時
～
17
時

会
場
◆
難
波
別
院
同
朋
会
館
講
堂

講
師
◆
古
田
和
弘
氏

内
容
◆
「
高
僧
和
讃
に
学
ぶ
」

聖
典
講
座

日
時
◆
２
月
８
日
18
時
～
20
時

　
　
　

３
月
６
日
18
時
～
20
時

会
場
◆
天
満
別
院
講
堂

講
師
◆
小
田
顕
祐
氏

内
容
◆
「
大
乗
仏
教
入
門　

釋
尊
を
説

い
た
経
」
全
４
回

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
公
開
講
座

日
時
◆
２
月
13
日
18
時
～
20
時

場
所
◆
難
波
別
院
同
朋
会
館
講
堂

講
師
◆
稲
場
圭
信
氏

内
容
◆
「
災
救
マ
ッ
プ　

～
地
域
と
寺
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本
山
授
与
の

ご
本
尊
に
つ
い
て

今
回
は
、
お
内
仏
（
仏
壇
）
に
ご
安
置

す
る
ご
本
尊
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ご
本
尊
は
東
本
願
寺
（
真
宗
本

廟
）か
ら
お
受
け
し
ま
す
。
受
付
窓
口
は
、

京
都
の
東
本
願
寺
（
真
宗
本
廟
）
参
拝
接

待
所
、
ま
た
は
大
阪
教
務
所
で
す
。
お
求

め
の
際
は
、
申
請
書
等
は
特
に
必
要
あ
り

ま
せ
ん
が
、
仏
壇
や
ご
安
置
す
る
場
所
の

寸
法
を
事
前
に
十
分
に
ご
確
認
く
だ
さ

い
。お

内
仏
の
ご
本
尊
に
は
、
大
別
し
て

「
軸じ
く

型が
た

」・「
三み
つ

折お
り

型が
た

」・「
額が
く

装そ
う

型が
た

」
の
三

種
類
が
あ
り
、
様
々
な
ご
家
庭
の
住
居
環

境
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
た
仕
様

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
寸
法
・
種
別
・
授

与
礼
金
が
詳
細
に
異
な
り
ま
す
の
で
、
教

区
通
信
（
ｐ
91
・
92
）
を
ご
参
照
い
た
だ

き
、
ご
門
徒
の
ニ
ー
ズ
に
相
応
し
た
ご
本

尊
（
授
与
物
）
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

ま
ず
、
多
く
の
ご
門
徒
が
お
受
け
さ
れ

る
ご
絵
像
の
ご
本
尊
（
軸
型
）
に
つ
い
て

説
明
い
た
し
ま
す
。
こ
の
「
軸
型
」
に
は

表
装
の
種
類
が
、「
金き
ん

襴ら
ん

表
装
」
と
「
無む

金き
ん

表
装
」
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。
金
襴

表
装
は
、
本
紙
を
表
装
す
る
裂き
れ

地ぢ

と
呼
ば

れ
る
布
地
の
部
分
が
金
糸
で
織
ら
れ
た
も

の
で
す
。
無
金
は
、
裂
地
部
分
が
黄
色
の

糸
で
織
ら
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、「
金

教
え
て
！

教
務
所

院
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

大
阪
教
区
全
推
進
員
の
集
い

日
時
◆
２
月
17
日
13
時
半
～
16
時
半

会
場
◆
難
波
別
院
本
堂

講
師
◆
川
村
妙
慶
氏

内
容
◆
「
同
朋
の
会
を
ひ
ろ
め
よ
う
～

お
寺
で
聞
こ
う　

お
寺
で
話
そ
う
～
」

原
子
力
問
題
を
考
え
る
公
開
講
座

日
時
◆
２
月
18
日
18
時
～
20
時

会
場
◆
難
波
別
院
同
朋
会
館
講
堂

講
師
◆
白
石
草
氏

南
御
堂
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
北
な

の
？
南
な
の
？
い
い
え
、
私
は
無
国
籍
～

在
日
コ
リ
ア
ン
の
国
籍
～
」

日
時
◆
３
月
４
日
18
時
～
20
時

会
場
◆
難
波
別
院
同
朋
会
館
講
堂

講
師
◆
丁
章
氏

門
徒
女
性
と
坊
守
の
つ
ど
い

日
時
◆
３
月
11
日
13
時
半
～
16
時

会
場
◆
難
波
別
院
同
朋
会
館
講
堂

講
師
◆
藤
井
美
和
氏

内
容
◆
「「
い
の
ち
」
に
寄
り
添
う
～

死
生
学
の
視
点
か
ら
～
」

※
以
降
の
予
定
は
全
寺
院
発
送
な

ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

襴
表
装
」
の
ご
本
尊
に
は
金き
ん

泥で
い

塗
り
と

截き
り
が
ね
ざ
い
く

金
細
工
の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。
金
泥

塗
り
は
、
純
度
の
高
い
金
粉
を
膠
に
か
わ
の
液
に

泥
状
に
溶
い
た
も
の
で
金
色
の
部
分
を
描

く
技
法
で
す
。
截
金
の
ご
本
尊
は
、
後ご

光こ
う

・
衣
こ
ろ
も
・
蓮れ
ん

台だ
い

部
分
の
仕
上
げ
に
截
金
細

工
を
用
い
て
い
ま
す
。
截
金
細
工
と
は
、

純
金
箔
を
竹
刀
で
細
く
線
状
に
切
り
だ

し
、
貼
り
付
け
て
い
く
伝
統
技
法
で
す
。

こ
の
技
法
を
用
い
る
こ
と
で
よ
り
御
本
尊

が
浮
き
出
て
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
木

仏
の
ご
本
尊
に
つ
い
て
も
説
明

し
ま
す
。
木
仏
の
ご
本
尊
は
門

徒
用
授
与
物
と
異
な
り
、
本
山

か
ら
授
与
さ
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ご
門
徒
の
方
が
木

仏
を
ご
所
望
の
際
は
、
仏
具
店

や
有
縁
の
仏
師
に
調
製
を
依
頼

し
、
完
成
し
た
木
仏
を
本
山
の

授
与
物
委
員
会
が
点
検
し
、
認

定
を
し
ま
す
。
点
検
が
完
了
い

た
し
ま
す
と
、
ご
門
首
よ
り
願

人
法
名
で
の
裏
書
を
い
た
だ
け

ま
す
。
な
お
、
申
請
の
際
は
宗

務
所
と
点
検
期
日
の
調
整
な
ど

の
事
務
手
続
き
が
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
事
前
に
教
務
所
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

無金

金襴 截金

金襴
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折
々
の
華

　
　
　
　

本
山
の
仏
華
、
一
般
寺
院
の
仏
華

御
本
山
の
仏
華
と
、
ち
い
ち
の
華
の
も

の
と
で
は
、
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
ね
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
大
谷
派
の
仏
華
は
池
い
け
の
ぼ
う坊
の
立り
っ

華か

が
基
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。
上
の
左
図

は
そ
の
中
の
松
の
除の
き

真し
ん

の
立
調
図
で
す
。

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
九
つ
の
道
具
（
役

枝
）、
す
な
わ
ち
真し
ん

・
副そ
え

・
請う
け

・
正
し
ょ
う

真し
ん

・

見み

越こ
し

・
流な
が
し枝
・
前ま
え

置お
き

・
控ひ
か
え枝
・
胴ど
う

で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
他
、
場
合
に

よ
っ
て
は
内う
ち

副そ
え

や
副そ
え

下し
た

、
請う
け

下し
た

、
木き

留ど
め

、

草く
さ

留ど
め

な
ど
十
数
種
類
あ
る
あ
し
ら
い
の
小

道
具
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
床
の
間
に
飾

る
た
め
の
お
華
で
あ
っ
て
、
本
堂
の
御
内

陣
と
い
う
特
殊
な
空
間
に
そ
の
ま
ま
置
い

て
も
、
ど
う
し
て
も
見
え
に
く
く
、
映
え

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
く
に
御
本
山
の
両
堂
と
い
う
広
大
な

空
間
で
は
、
仏
華
も
巨
大
な
も
の
に
な
ら

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。「
花は
な

小こ

商
店
」

と
い
う
本
山
立
華
の
専
門
業
者
が
お
そ
ら

く
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
特
殊
に
進
化
さ
せ

て
い
っ
た
の
が
、
現
在
の
東
本
願
寺
の
仏

華
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
実
際
に

ご
覧
に
な
っ
た
ら
お
わ
か
り
に
な
る
よ
う

に
、
遠
い
距
離
か
ら
で
も
目
立
つ
よ
う
に

役
枝
等
を
太
く
派
手
に
強
調
し
て
い
ま

す
。
ま
た
菊
な
ど
の
色
花
も
単
独
で
は
見

え
な
い
た
め
、
何
本
も
重
ね
た
り
束
ね
た

り
し
て
ひ
と
つ
の
花
材
と
し
て
扱
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
結
果
、
あ
れ
だ
け
の
距
離
を

隔
て
て
も
、
圧
倒
的
な
存
在
感
を
持
っ
た

仏
華
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

い
っ
ぽ
う
で
一
般
寺
院
の
御
内
陣
に
は

そ
こ
ま
で
の
空
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち

ろ
ん
お
寺
に
も
よ
り
ま
す
が
、
単
独
で
お

花
を
使
っ
て
も
し
っ
か
り
と
視
認
で
き
る

広
さ
で
す
。
ち
い
ち
の
華
は
そ
ん
な
私
た

ち
の
御
堂
に
適
し
た
仏
華
を
立
て
る
べ
き

だ
と
考
え
、
研
鑽
し
て
き
ま
し
た
。
お
流

儀
の
も
の
と
比
べ
る
と
誇
張
し
た
り
省
略

し
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
木
々

の
枝
の
姿
勢
、
色
花
の
一
輪
こ
そ
を
生
か

し
て
、
池
坊
立
華
本
来
の
様
式
、
役
枝
が

形
作
る
空
間
、
季
節
の
草
花
に
よ
る
色
彩

を
大
切
に
し
な
が
ら
立
調
し
て
い
ま
す
。

ま
た
一
般
寺
院
で
は
御
本
山
の
よ
う
に

業
者
を
常
に
雇
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
中
、
で
き
る
だ
け
楽
し
く
簡

単
に
、
ま
た
な
る
べ
く
コ
ス
ト
も
抑
え
ら

れ
る
よ
う
に
と
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

ど
ち
ら
が
正
式
と
か
、
正
解
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情

に
あ
わ
せ
た
美
し
い
仏
華
を
立
て
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
、
い
ち
ば
ん
大
切
な
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

立
華
・
文　

ち
い
ち
の
華　

澤
田　

見



平
成
最
後
の
『
し
ゃ
ら

り
ん
34
号
』
を
お
届
け

し
ま
す
◆
昭
和
に
生
ま

れ
、
平
成
と
共
に
齢
を

重
ね
ま
し
た
が
と
う
と

う
3
つ
目
の
時
代
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

◆
昭
和
の
頃
に
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
モ

ノ
が
た
く
さ
ん
出
現
し
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
、
ス

マ
ホ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
…
…
。
時
代
に
取
り
残

さ
れ
な
い
よ
う
に
つ
い
て
い
く
の
も
大
変
で
す

◆
こ
れ
か
ら
始
ま
る
新
し
い
元
号
の
時
代
に
は
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
変
化
が
待
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
◆
元
号
が
新
し
く
な
っ
て
も
『
し
ゃ
ら
り
ん
』
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北前そば高田屋 心斎橋店

今回は、南御堂での法要や研
修会の帰りに、門徒さんと気
軽に立ち寄れるお店をご紹介
します。

南御堂を南に徒歩2分。難波神社を過ぎると
すぐ「北前そば高田屋」の入り口が見えます。
地下 1階の店内は広くきれいで、掘りごたつ
式の個室も充実している点が私のお気に入り
です。多くの栄養素が含まれている黒ゴマを
練りこんだ自慢のお蕎麦は店内製麺。打ちた
て、茹でたて、締めたてにこだわる蕎麦は、
冷やして美味し、温めて美味し。素材にこだ
わったふかふかの天ぷらに、本わさびが 1本
ついた上品な「大海老の天ぷらせいろ」1560
円はシルバー世代に、また見た目もカラフル

な「彩り野菜のサラダそば」780円は女性に人気です。（上本）　

ランチ編


