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悲書　

畠
中
幸
代

真
宗
大
谷
派
で
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回

御
遠
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
御
遠
忌
テ
ー
マ

「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
を
一

人
ひ
と
り
に
考
え
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
し

て
、
御
遠
忌
ソ
ン
グ（
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
・
イ
メ
ー

ジ
ソ
ン
グ
）
を
募
集
し
、
全
国
か
ら
７
２
５
作
品

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
応
募
作
品
の
中
か
ら
、
御

遠
忌
ソ
ン
グ
最
優
秀
賞
を
大
阪
教
区
第
６
組
願
光

寺
の
茨
田
通
俊
さ
ん
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
歌
詞
を
表
紙
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
歌
詞
か
ら
思
い
浮
か
べ
る
漢
字
一
文

字
を
茨
田
さ
ん
に
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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徒
会
員
研
修
大
会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
新
任
の
会
員
と
再
任
・
以
前
経
験
し

た
会
員
に
分
か
れ
て
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
宗
祖
親

鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
に

向
け
た
両
堂
再
建
の
歩
み
や
、

組
門
徒
会
員
と
し
て
の
使
命
と

役
割
に
つ
い
て
の
学
習
を
行
い

ま
し
た
。

そ
の
後
、
本
堂
に
会
場
を
移

し
、
参
加
者
全
員
が
一
同
に
会

し
て
、
御
遠
忌
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン

グ
『
こ
の
偈
（
う
た
）』
の
紹

介
や
、
御
遠
忌
法
要
の
平
日
の

お
逮
夜
で
用
い
ま
す
法
要
次
第

に
よ
る
勤
行
を
行
っ
た
後
、
湯

浅
成
幸
氏
（
熊
本
教
区
山
田
寺

前
住
職
）
に
よ
る
「
世
法
と
仏

法
の
分
水
嶺
」
と
題
し
た
講
演

を
聴
聞
し
、
会
員
一
同
門
徒
会

員
と
し
て
の
使
命
を
自
覚
し
、

役
割
を
荷
っ
て
取
り
組
む
第
一

歩
と
な
り
ま
し
た
。

さ
る
５
月
９
日
、
難
波
別
院
本
堂
、
同
朋
会
館

講
堂
及
び
研
修
ホ
ー
ル
講
義
室
を
会
場
に
、
組
門

組
門
徒
会
員
の
改
選
に
つ
い
て

計 再任 新任 責任役員 総代 推進員 帰敬式

会員数 1062 758 304 189 488 244 452

男性 926 660 266 185 477 196 385

女性 136 98 38 4 11 48 67

組
門
徒
会
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
さ
る
３
月
10
日
付
け
で

組
門
徒
会
員
が
改
選
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
今
期
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
を
直
接

担
っ
て
い
た
だ
く
大
切
な
時
期
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
任
期
３

年
の
間
、
御
遠
忌
に
関
す
る
取
り
組
み
に
積
極
的
に
参
画
い
た

だ
く
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
組
門
徒
会
員
の
内
訳
は
上
の
表
の
と
お
り
で
す
。

組
門
徒
会
員
研
修
大
会
を
開
催
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指
定
同
朋
の
会
・
於
金
剛
寺

教
区
教
化
委
員
会
ニ
ュ
ー
ス

し
、
70
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
当
日
、
聴
講
し
た

編
集
委
員
か
ら
の
感
想
で
す
。

　
　
　
　

◆
◆
◆

60
名
近
い
参
加
者
は
兪
渶
子
さ
ん
の
言
葉
を
聞

き
漏
ら
す
ま
い
と
真
剣
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。
最

後
尾
で
聴
講
し
て
い
た
僕
に
は
、
参
加
者
の
姿
勢

が
そ
ん
な
風
に
見
え
た
。

韓
国
国
籍
を
持
っ
た
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
兪
さ
ん
に
と
っ
て
、
自
分
は
自
分
だ
と
名

告
る
こ
と
の
困
難
さ
を
い
ろ
い
ろ
な
場
面
を
通
し

て
丁
寧
に
語
ら
れ
た
。「
息
子
の
卒
業
式
に
チ
マ
・

チ
ョ
ゴ
リ
を
着
て
行
っ
た
時
、
周
り
の
目
が
真
っ

直
ぐ
に
見
な
い
で
、
斜
め
に
見
て
い
る
と
気
づ
き

大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
そ
の
こ
と
を
友
達

に
言
う
と
「
そ
ら
し
ゃ
あ
な
い
」「
だ
っ
て
知
ら

ん
ね
ん
も
ん
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
通

し
て
、
自
分
の
名
告
り
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と

は
面
倒
く
さ
い
が
丁
寧
に
、
繰
り
返
し
言
う
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
感
じ
た
」
と
語
ら
れ
る
。
ま

た
、『「
本
名
」
と
い
う
朝
鮮
名
を
語
る
と
周
り
が

一
変
す
る
時
だ
っ
た
。
私
は
、
名
は
単
な
る
符
号

で
は
な
く
歴
史
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
』
と

い
う
チ
ラ
シ
に
添
え
ら
れ
た
独
立
宣
言
の
一
文
か

ら
も
、
自
分
を
本
当
に
顕
か
に
し
て
い
き
た
い
と

い
う
思
い
が
伝
わ
る
。

ま
た
、
話
の
中
で
な
ぜ
僧
侶
は
、
法
衣
を
着
て

病
院
に
は
行
き
に
く
い
の
か
と
問
わ
れ
た
。
兪
さ

ん
の
答
え
は
、
そ
れ
は
葬
式
仏
教
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
。
い
ま
病

ん
で
い
る
人
に
こ
そ
生
き
る
力
を
与
え
る
の
が
仏

教
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
兪
さ
ん
の
問
い

か
け
は
、
ま
さ
に
僧
侶
と
し
て
の
名
告
り
を
ど
こ

か
横
に
お
い
て
、
僧
侶
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

「
電
車
に
飛
び
込
む
自
殺
者
を
考
え
る
と
、
現
代

と
い
う
時
代
の
中
で
誰
も
が
自
分
を
掴
み
き
れ

ず
、
自
分
が
見
え
な
い
で
い
る
。
だ
か
ら
、
今
こ

そ
名
告
り
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で

あ
る
」
と
叫
ば
れ
る
兪
さ
ん
の
迫
力
を
あ
る
種
の

感
動
を
も
っ
て
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。

（
廣
瀬　

俊
さ
ん
）

真
宗
の
仏
事
と
法
事
を

　
　
　
　
　
　

考
え
る
講
座

さ
る
、
４
月
９
日
、
教
区
教
化
委
員
会
「
儀
式
・

法
要
部
」（
辻
澤
孝
司
幹
事
）
で
は
、
真
宗
の
仏

事
と
法
事
を
考
え
る
講
座
を
「
恒
例
法
要
と
別
修

法
要
の
儀
式
の
構
成
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
開
催

し
ま
し
た
。

当
日
は
、
講
師
に
近
松
譽
一
氏
（
第
４
組
慧
光

寺
住
職
）
を
迎
え
て
、
法
要
の
格
の
軽
重
に
つ
い

て
や
、
法
要
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
歴
史
的
視
点

か
ら
も
語
ら
れ
、
受
講
者
は
熱
心
に
聞
き
入
っ
て

い
ま
し
た
。

指
定
同
朋
の
会

教
区
教
化
委
員
会
「
研
修
・
講
座
部
」（
成
井
暁

信
幹
事
）
で
は
、
１
寺
院
に
１
同
朋
の
会
の
結
成
の

実
現
を
目
指
し
、
主
に
同
朋
の
会
未
結
成
寺
院
を
対

象
に
、２
年
間
で
10
回
の
法
座
を
開
い
て
い
た
だ
き
、

同
朋
の
会
結
成
に
つ
な
が
る
は
た
ら
き
か
け
を
し

て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
年
度
は
第
３
組
金
剛
寺

と
第
11
組
教
信
寺
を
対
象
に
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

両
寺
と
も
、
法
話
の
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
親
の

場
が
あ
り
、
今
後
座
談
会
を
通
し
て
自
ら
の
生
活

を
語
り
合
い
な
が
ら
仏
法
に
で
あ
っ
て
い
く
場
を

持
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

巡
回
法
座

教
区
教
化
委
員
会
「
研
修
・
講
座
部
」
で
は
、

平
常
の
教
化
事
業
が
ほ
と
ん
ど
難
波
別
院
で
開
催

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
少
し
で
も
法
座
に
触
れ
て
い

た
だ
き
た
い
と
い
う
願
い
の
も
と
、
難
波
別
院
か

ら
遠
隔
地
に
あ
る
寺
院
を
対
象
に
巡
回
法
座
を
本

年
度
５
会
所
〔
和
歌
山
県
２
会
所
（
橋
本
・
新
宮
）・

奈
良
県
宇
陀
市
１
会
所
・
奈
良
県
吉
野
郡
２
会
所
〕

で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

「
在
日
」
問
題
に
学
ぶ
講
座

教
区
教
化
委
員
会
「
研
修
・
講
座
部
」、「
在
日
」

問
題
に
学
ぶ
実
行
委
員
会
で
は
、さ
る
６
月
３
日
、

教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
研
修
室
に
お
い
て
、
兪
渶
子

氏
を
講
師
に
迎
え
、「
名
告
り
は
、
独
立
宣
言
」

を
テ
ー
マ
に
「
在
日
」
問
題
に
学
ぶ
講
座
を
開
催
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青
少
年
活
動
に
学
ぶ

　
　
　
　
　

実
行
委
員
会

今
年
度
、「
青
少
年
活
動
に
学
ぶ
実
行
委
員
会
」

で
は
、「
で
あ
い
」
を
テ
ー
マ
に
、
シ
ョ
ー
ト
フ
ィ

ル
ム
を
作
成
し
ま
し
た
。
そ
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
、
委
員
か
ら
一
言
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　

◆
◆
◆

こ
の
委
員
会
は
青
少
年
団
体
の
メ
ン
バ
ー
が
中

心
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
度
、
僕
た
ち
は

シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
を
作
成
し
ま
し
た
。
と
は
い

え
実
写
の
紙
芝
居
の
よ
う
な
作
品
と
な
り
ま
し

た
。
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
僕
た
ち
で
す
が
「
何
が
し

た
い
の
か
、
何
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
話
し
合

い
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
委
員
全
員
で
意
見
を
出

し
、
協
議
し
、
実
行
し
て
き
ま
し
た
。
願
い
だ
け

で
は
な
く
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
も
大
切
に
し
て

い
ま
す
。
今
後
は
も
っ
と
大
き
な
活
動
を
し
て
い

き
た
い
で
す
。

（
青
少
年
活
動
に
学
ぶ
実
行
委
員
・
吉
内
利
彦
さ
ん
）

ハ
ン
セ
ン
病
公
開
講
座

教
区
教
化
委
員
会「
行
事
部
」（
三
好
泰
紹
幹
事
）

で
は
、
さ
る
４
月
10
日
に
公
開
講
座
「
ハ
ン
セ
ン

病
問
題
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い―

共
に
生
き
る

社
会
を
き
り
ひ
ら
く
た
め
に
『
私
に
で
き
る
こ
と

と
は―
』
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
ビ
デ
オ
上
映
、
神
谷
誠
人
氏
（
ハ
ン

セ
ン
病
国
賠
訴
訟
瀬
戸
内
弁
護
団
）
の
講
義
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
、「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題

の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
趣
旨
・
目
的

並
び
に
基
本
理
念
を
通
し
て
、
地
域
か
ら
孤
立
し

な
い
安
心
し
て
豊
か
な
療
養
所
の
生
活
環
境
の
確

保
と
退
所
者
の
社
会
生
活
支
援
の
た
め
に
、
私
た

ち
自
身
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

学
び
ま
し
た

門
徒
女
性
と
坊
守
の
集
い

さ
る
５
月
14
日
、「
研
修
・
講
座
部
」
で
は
、

門
徒
女
性
と
坊
守
の
集
い
研
修
会
を
「
こ
こ
ろ
の

取
扱
い
説
明
書―

悲
し
み
や
つ
ら
い
体
験
か
ら
見

え
て
く
る
も
の―

」
と
題
し
て
開
催
し
、
１
５
０

人
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
に
は
佐
賀
枝
夏
文
氏
（
大
谷
大
学
教
授
）

を
迎
え
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
活
動
し
て
い
る

中
で
、
相
談
に
く
る
学
生
の
話
や
、
ご
自
身
の
体

験
な
ど
を
交
え
な
が
ら
語
ら
れ
ま
し
た
。

視
聴
覚
伝
道
部
の

　
　
　
　

Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
完
成

視
聴
覚
伝
道
部
で
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人

七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
を
控
え
る
こ
の
時
期
に

鑑
み
、『
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
生
涯
』
を
制
作
し
ま

し
た
。

例
年
の
事
業
で
は
、
真
宗
の
教
え
が
生
活
の
上

に
開
か
れ
る
こ
と
を
願
い
、
日
常
の
身
近
な
題
材

を
通
し
て
真
宗
を
表
現
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し

御
遠
忌
を
前
に
、
今
一
度
、
宗
祖
は
ど
の
よ
う
な

お
方
で
あ
っ
た
の
か
確
認
し
直
す
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、
親
鸞
聖
人

の
生
涯
を
伝
え
る
教
材
の
制
作
に
至
っ
た
次
第
で

す
。こ

の
教
材
が
、
御
遠
忌
の
周
知
と
よ
り
一
層
の

理
解
に
役
立
ち
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

（
視
聴
覚
伝
道
部
幹
事
・
平
野
圭
晋
さ
ん
）

青
少
年
活
動
に
学
ぶ
実
行
委
員
会

門
徒
女
性
と
坊
守
の
集
い

Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
生
涯
』
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第
19
組

現
在
、
第
19
組
で
は
、
第
８
期
推
進
員
養
成
講

座
を
実
施
し
て
お
り
、
20
数
名
の
方
が
参
加
し
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
講
座
の
内
容
は
、
勤
行
に

始
ま
り
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
説
明
、
座
談
会
、

講
義
と
な
っ
て
お
り
、
約
３
時
間
ほ
ど
の
時
間
の

中
で
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
講
座
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
、

講
座
の
進
行
を
若
手
の
「
寺
族
」
が
中
心
と

な
っ
て
進
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
こ
と
に
関
し
て
参
加
者
の
方
か
ら
は
、「
講

座
と
い
う
か
ら
堅
い
雰
囲
気
だ
と
思
っ
て
い

た
が
、
若
い
人
が
多
く
て
安
心
し
た
」
と
い

う
ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

参
加
者
の
方
々
は
、
お
寺
と
い
う
場
に
対

し
て
堅
苦
し
い
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
こ
と

が
多
く
、
中
に
は
講
座
に
参
加
し
て
、
初
め

て
お
寺
に
お
参
り
し
た
と
い
う
方
も
お
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
寺
に
生
き
る
我
々
全
員

が
何
と
か
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
問

題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く

と
、ご
門
徒
の
方
が
持
た
れ
て
い
る
考
え
を
、

よ
り
身
近
に
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

中
で
、
参
加
し
て
い
る
我
々
自
身
も
、
多
く
の
こ

と
を
学
び
、
普
段
の
自
分
を
見
直
す
き
っ
か
け
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
に
出
会
う

こ
と
が
で
き
た
ご
縁
に
感
謝
し
、
参
加
者
の
方
と

共
に
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
第
19
組
了
信
寺
・
高
間
弘
昭
さ
ん
）

第
25
組
郡
山

何
年
か
ぶ
り
に
、
第
25
組
郡
山
に
お
い
て
、
推

進
員
養
成
講
座
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
当
初
、
養
成
講
座
と
い
う
名
前
が
ど
う
し
て

も
気
に
な
り
、
話
し
合
い
の
中
で
真
宗
の
お
話
を

気
軽
に
お
聞
き
願
い
た
い
と
の
気
持
ち
か
ら
、「
真

宗
講
座
」
と
い
う
名
前
で
実
施
す
る
運
び
と
な
り

ま
し
た
。
大
和
郡
山
地
区
は
、
住
職
も
高
齢
化
が

進
み
、
代
務
住
職
も
多
い
の
で
参
加
者
を
募
る
の

が
困
難
と
い
う
状
況
の
中
で
、
１
カ
寺
２
名
以
上

の
参
加
者
を
い
た
だ
い
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
限
り

で
す
。

こ
の
真
宗
講
座
は
、
参
加
者
の
皆
様
だ
け
で
な

く
、
組
内
寺
院
も
積
極
的
に
参
加
し
、
ご
門
徒
と

も
問
題
提
起
と
い
う
形
で
お
話
い
た
だ
き
、
座
談

会
を
中
心
と
し
た（
参
加
者
の
皆
様
の
声
を
聞
く
）

内
容
で
第
４
回
ま
で
進
め
て
き
ま
し
た
。

各
講
座
の
テ
ー
マ
は
、「
お
内
仏
の
意
味
」、

「
先
祖
供
養
と
私
」、「
自
分
に
と
っ
て
し
あ

わ
せ
と
は
」、「
私
に
と
っ
て
お
経
と
は
」
と

し
、
身
近
な
問
題
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
活

発
な
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今

後
は
本
山
同
朋
会
館
で
の
後
期
教
習
を
控

え
、
い
よ
い
よ
『
現
代
の
聖
典
』
を
テ
キ
ス

ト
に
講
座
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

最
後
に
こ
の
講
座
を
通
し
て
推
進
員
と
な

ら
れ
る
皆
様
に
は
、真
宗
の
教
え
を「
寺
族
」・

推
進
員
と
も
に
聞
法
し
、
お
寺
が
聞
法
の
道

場
と
し
て
機
能
す
べ
く
ご
活
躍
願
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

（
第
25
組
郡
山
願
正
寺
・
寺
本
哲
さ
ん
）

実
施
組
か
ら
ひ
と
こ
と

推
進
員
養
成
講
座
の
取
り
組
み
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２
０
０
９
年　

１
月
21
日
に
難
波
別
院
で
、
第

３
組
同
朋
の
会
推
進
員
連
絡
協
議
会
を
設
立
す
る

た
め
の
会
議
を
持
ち
、
２
年
前
の
推
進
員
養
成
講

座
の
修
了
者
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
前
の
推
進
員
養

成
講
座
に
参
加
さ
れ
た
方
を
含
め
、
推
進
員
連
絡

協
議
会
を
設
立
し
ま
し
た
。

２
０
０
９
年
６
月
16
日
に
は
、
は
じ
め
て
の
研

修
会
を
行
い
、
勤
行
・
座
談
「
推
進
員
の
自
覚
と

実
践
」
の
の
ち
、
第
３
組
興
修
教
会
の
竹
内
法
身

氏
の
法
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
後
、
年
３
回
程
度
の
研
修
会
を
行
い
、
推
進

員
と
し
て
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
第
３
組
浄
安
寺
門
徒
・
山
﨑　

明
さ
ん)

陀
の
法
水
を
流
せ
」
の
教
え
ど
お
り
、
門
徒
の
数

だ
け
の
道
場
が
生
ま
れ
る
は
ず
だ
と
も
言
わ
れ
、

私
自
身
が
道
場
の
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
る
の
か

問
わ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

（
第
27
組
妙
蓮
寺
門
徒
・
野
崎
玲
子
さ
ん
）

近
ご
ろ
「
聞
法
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
気
に

な
り
だ
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
大
推
協
お
待
ち

受
け
奉
仕
団
の
案
内
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
程

を
み
て
み
る
と
、「
お
は
な
し
」「
お
は
な
し
あ
い
」

が
そ
れ
ぞ
れ
５
回
も
あ
り
、
講
話
が
な
い
。
風
変

わ
り
な
奉
仕
団
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
座

談
会
を
期
待
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

し
ま
し
た
。

〈
お
は
な
し
〉
で
聞
い
た
こ
と
は
、「
お
講
」
に

つ
い
て
で
し
た
。
昔
は
、
講
僧
の
法
話
（
お
は
な

し
）
に
続
い
て
講
捌
（
こ
う
さ
ば
き
）
が
座
談
（
お

は
な
し
あ
い
）
を
切
り
盛
り
す
る
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
私
が
望
ん
で

い
た
場
で
あ
り
ま
し
た
。

私
の
周
り
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
聴
聞
す
る
場

は
た
く
さ
ん
い
た
だ
け
て
も
、
そ
れ
を
確
か
め
合

う
と
い
う
場
が
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ

う
な
場
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

（
第
20
組
願
久
寺
門
徒
・
関
根
清
壽
さ
ん
）

組
推
協
結
成
に
つ
い
て

推
進
員
養
成
講
座
終
了
後
、
推
進
員
の
方
の
継
続
的
な
聞
法
・
学
習
と
推
進
員
同
士
の
相
互
理
解
を
深

め
る
場
の
確
保
と
し
て
結
成
を
願
わ
れ
て
お
り
ま
す
組
同
朋
の
会
推
進
員
連
絡
協
議
会
で
す
が
、現
在
、

教
区
内
に
お
き
ま
し
て
12
カ
組
が
結
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
今
年
度
新
た
に
結
成
さ
れ
ま

し
た
第
３
組
の
会
長
に
一
言
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

大
推
協
奉
仕
団

大
阪
教
区
同
朋
の
会
推
進
員
連
絡
協
議
会
（
田
口
タ
ズ
子
会
長
）
で
は
、
お
待
ち
受
け
奉
仕
団
と
し
て

さ
る
１
月
27
日
か
ら
29
日
ま
で
、
テ
ー
マ
に
「
宗
祖
と
し
て
の
親
鸞
聖
人
に
遇
う
」
を
掲
げ
、
上
山
し

て
き
ま
し
た
。
参
加
さ
れ
た
方
か
ら
一
言
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

浄
土
真
宗
は
も
と
も
と
お
講
（
座
談
会
）
教
団

と
言
わ
れ
、
教
団
の
い
の
ち
と
も
い
え
る
と
思
い

ま
す
。
土
徳
が
お
育
て
の
原
点
で
あ
り
、
土
徳
の

原
点
は
お
講
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お
講
と
は
、

自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
自
分
を

尋
ね
る
道
場
で
す
。
自
分
の
殻
が
破
れ
る
か
破
れ

な
い
か
、
そ
の
一
点
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。

教
導
先
生
の
お
話
で
は
、
お
講
に
は
講
僧
・
お

講
捌
の
方
が
い
て
、
そ
の
役
目
が
大
切
で
す
が
、

今
は
そ
う
い
う
人
が
育
っ
て
い
な
い
と
聞
き
ま
し

た
。
ま
た
、た
び
た
び
の
語
り
合
い
が
あ
れ
ば「
弥
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思
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
と
い
う
の
は
、
方
便
を
見
出
し
て

獲
得
し
た
教
え
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
の

で
す
。
つ
ま
り
、
方
便
こ
そ
が
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
い
て
、
方
便
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば

真
実
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

逆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
真
実
が
明
ら
か
に
な

る
、
あ
る
い
は
真
実
を
き
ち
ん
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
前
提
を
立
て
て
い
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
が
真

実
だ
と
明
確
に
了
解
で
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
説
明

も
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏
の
智
慧
、
仏

の
真
実
を
私
物
化
で
き
な
い
の
が
私
た
ち
な
の
で
す
。
で

は
、
私
た
ち
が
仏
の
真
実
の
教
え
に
ど
の
よ
う
に
し
て
触

れ
る
の
か
と
い
う
と
、
方
便
に
よ
っ
て
触
れ
て
い
く
し
か

な
い
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
真
実
に
触
れ
た
と
い

う
錯
覚
を
持
た
な
い
た
め
に
方
便
が
必
要
な
の
で

す
。
過
ち
を
犯
す
と
き
に
そ
れ
が
過
ち
で
あ
る

と
し
っ
か
り
認
識
で
き
る
、
こ
れ
が
仏
の
智

慧
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
重

要
な
課
題
を
「
化
身
土
巻
」
は
担
っ
て
い

る
の
で
す
。

も
う
少
し
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、

私
た
ち
は
仏
を
仏
で
あ
る
と
見
抜
く
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
す
。
も
し
、
お
釈
迦
さ
ま

が
当
時
の
姿
で
私
た
ち
の
前
に
出
て
き
て
も
、
悟
っ
た
人

だ
と
わ
か
る
か
と
い
う
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
本

当
の
覚
者
を
見
極
め
る
智
慧
が
な
い
の
で
す
。
私
は
こ
れ

を
「
こ
ん
に
ゃ
く
知
ら
ず
の
こ
ん
に
ゃ
く
探
し
」
と
言
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
ん
に
ゃ
く
と
い
う
の
が
ど
ん
な
の
か
知

ら
な
い
で
ス
ー
パ
ー
に
い
っ
て
も
絶
対
見
つ
か
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
は
仏
に
遇
う
方
法
も
わ
か
ら
な
い
し
、
ど
う

な
っ
た
ら
遇
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。

念
仏
を
し
ろ
と
い
わ
れ
て
も
、
そ
れ
に
反
発
す
る
の
が
私

た
ち
で
す
。
念
仏
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
も
、
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
私
た
ち
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
仏
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
念
仏

し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
私
た
ち
を

相
手
に
し
て
い
る
の
が
浄
土
真
宗
で
、
そ
れ
が
「
化
身
土

巻
」
の
課
題
な
の
で
す
。

親
鸞
は
十
九
願
を
『
観
経
』
の
心
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
そ
の
主
人
公
が
頻
婆
娑
羅
王
と
韋
提
希
で
す
。
そ
の

『
観
経
』
の
中
で
苦
悩
す
る
韋
提
希
に
対
し
て
仏
が
言
っ

た
言
葉
は
念
仏
し
な
さ
い
で
は
な
く
、「
観
想
」
を
勧
め

ま
す
。
精
神
を
落
ち
着
け
集
中
し
て
い
く
方
法
で
す
。
私

た
ち
が
宗
教
に
触
れ
て
い
く
と
き
の
第
一
段
階
は
こ
こ
か

ら
し
か
入
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
本
物
を
見
極
め
る
智
慧

が
な
い
も
の
が
、
本
物
か
ら
始
め
よ
う
と
し
て
も
何
が
本

物
か
わ
か
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
自
分
の
気
に
入
る
も

の
を
本
物
に
し
て
始
め
て
い
く
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

念
仏
を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
も
、
最
初
は
い
や
な
も
の

で
す
。
私
た
ち
は
向
上
心
と
か
、
努
力
精
進
と
か
、
意
味

や
価
値
が
あ
る
と
い
う
の
が
大
好
き
で
す
。
だ
か
ら
、
私

た
ち
は
日
常
意
識
の
中
で
は
念
仏
を
し
な
さ
い
と
い
わ
れ

「
化
身
土
巻
」

     　

    

に
学
ぶ

藤
場
俊
基
先
生

「
聖
典
講
座
」
よ
り

こ
れ
ま
で
、『
教
行
信
証
』「
化
身
土
巻
」
と
い
う
と

重
要
な
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
江
戸
時
代
の
講
録
を
見
て
み
ま
す
と
、
真
実
を
は
っ

き
り
す
る
た
め
の
踏
み
台
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
し
か
表

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
真
実
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
必

要
な
い
と
い
う
よ
う
な
位
置
づ
け
で
す
。
し
か
し
、
浄

土
真
宗
で
い
う
と
、「
化
身
土
巻
」
を
見
出
し
た
と
い
う

こ
と
が
仏
教
の
歴
史
に
お
け
る
大
き
な

転
換
点
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と

　
　

九
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て
も
そ
ん
な
こ
と
で
大
丈
夫
な
の
か
と
い
う
思
い
が
出
て

き
ま
す
。

『
観
経
』
で
は
、
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
も
と
に
生
ま

れ
た
い
と
い
っ
た
韋
提
希
に
対
し
て
、
仏
は
念
仏
し
な
さ

い
と
勧
め
ま
せ
ん
。『
観
経
』
の
中
で
韋
提
希
は
、
頻
婆

娑
羅
王
が
阿
闍
世
に
殺
さ
れ
か
か
り
、
自
分
も
幽
閉
さ
れ

る
場
面
で
、

時
に
韋
提
希
、
幽
閉
せ
ら
れ
已
り
て
、
愁
憂
憔

悴
す
。
は
る
か
に
耆
闍
崛
山
に
向
か
い
て
、
仏
の

為
に
礼
を
作
し
て
、
こ
の
言
を
作
さ
く
、
如
来
世
尊
、

在
昔
の
時
、
恒
に
阿
難
を
遣
わ
し
て
来
ら
し
め
て
、

我
を
慰
問
し
た
ま
い
き　
　
　
　
　
（
聖
典
91
頁
）

と
い
う
よ
う
に
仏
に
来
て
ほ
し
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
阿

難
の
訪
問
を
願
い
ま
す
。
い
つ
も
困
っ
た
と
き
に
は
阿
難

を
遣
わ
し
て
く
れ
て
慰
め
て
く
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ

が
韋
提
希
の
宗
教
心
で
す
。そ
こ
で
善
導
は『
観
経
疏
』で
、

な
ぜ
仏
に
来
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
ず
、
弟
子
に
来
て
ほ
し

い
と
お
願
い
し
た
の
か
と
い
う
問
い
を
た
て
ま
す
。
そ
こ

で
善
導
は
、
韋
提
希
は
阿
難
に
自
分
の
問
題
を
全
部
話
し

た
ら
、
阿
難
は
帰
っ
て
お
釈
迦
さ
ま
に
報
告
し
、
そ
れ
を

聞
い
た
お
釈
迦
さ
ま
が
い
い
智
慧
を
出
し
て
く
だ
さ
り
、

ま
た
阿
難
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
き
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く

れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
本
当
に
聞
き
た
い

の
は
お
釈
迦
さ
ま
の
方
だ
け
れ
ど
も
直
接
そ
の
前
に
立
ち

た
く
な
い
。
本
当
の
こ
と
を
見
抜
く
人
は
怖
い
存
在
な
の

で
す
。
つ
ま
り
そ
こ
に
い
る
の
が
わ
か
っ
て
い
る
の
に
遇

う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
韋

提
希
の
も
と
に
仏
が
来
ま
す
。
そ
し
て
韋
提
希
は
仏
に
次

の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

世
尊
、
我
、
宿
何
の
罪
あ
り
て
か
、
こ
の
悪
子

を
生
ず
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聖
典
92
頁
）

な
ん
で
こ
ん
な
目
に
あ
う
の
か
と
。
そ
し
て
、
愚
痴
を
こ

ぼ
す
中
か
ら
求
め
て
い
く
中
で
、
焦
点
が
定
ま
っ
て
き
ま

す
。
そ
こ
か
ら
清
浄
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

て
く
る
世
界
を
見
た
い
と
願
い
ま
す
。「
清
浄
業
処
」で
す
。

そ
こ
で
、
仏
が
眉
間
か
ら
光
を
出
し
て
諸
仏
の
世
界
を
見

せ
る
の
で
す
。『
観
経
』
で
は
四
つ
代
表
的
な
こ
と
と
し

て
出
て
き
ま
す
。
一
つ
目
が
「
七
宝
合
成
」
で
、
き
ら
び

や
か
に
荘
厳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
二
つ
目

は「
純
是
蓮
華
」で
、蓮
華
は
さ
と
り
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

三
つ
目
は
「
如
自
在
天
宮
」
で
、
す
べ
て
が
思
い
通
り
に

な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
四
つ
目
が
「
如
玻
璃

鏡
」
で
、
純
粋
や
透
明
を
表
し
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
四
つ

で
諸
仏
の
世
界
を
代
表
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
が

宗
教
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
大
体

こ
の
四
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
韋
提
希
は
選

ば
ず
、
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
も
と
に
生
ま
れ
た
い
と

願
う
の
で
す
。こ
れ
は
私
た
ち
の
姿
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

見
た
ら
ほ
し
く
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
ほ
し
く
な
っ
た
ら

何
と
か
な
る
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
求
め
て
い
る
も

の
が
的
を
射
て
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
極
楽
を

求
め
て
い
る
か
ら
極
楽
が
わ
か
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
た
く
さ
ん
見
た
世
界
の
中
か
ら
な

ぜ
韋
提
希
が
極
楽
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。『
阿
弥
陀

経
』
に
も
あ
り
ま
す
が
、
極
楽
と
い
う
の
は
苦
が
な
い
世

界
で
す
。
こ
れ
が
彼
女
の
関
心
を
引
い
た
の
で
し
ょ
う
。

浄
土
が
ど
う
い
う
世
界
か
わ
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
苦
し

み
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
し
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
を
聞
い
て
韋
提
希
は
思
惟
と
正
受
を
教
え
て
ほ

し
い
と
請
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
宗
教
に
触
れ
て
い
く
場

合
の
最
初
な
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
韋
提
希
と
同
じ
こ

と
が
起
こ
っ
て
ほ
し
い
と
願
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ

が
十
九
願
で
す
。
勘
違
い
だ
と
し
て
も
、
な
ん
と
か
な
り

た
い
、
救
わ
れ
た
い
、
教
え
て
ほ
し
い
と
宗
教
的
領
域
に

お
い
て
願
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
王
様
に
な
る
こ
と
に
一

生
懸
命
だ
っ
た
の
が
、
そ
れ
で
は
な
く
極
楽
浄
土
と
い
う

宗
教
的
領
域
に
対
し
て
関
心
が
向
い
て
い
る
の
が
至
心
発

願
で
す
。
安
田
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
で
す
が
、
迷
っ
て

い
る
人
間
は
、
迷
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
し
か
始
め
ら
れ
な

い
。
こ
れ
を
否
定
し
た
ら
浄
土
教
も
成
り
立
た
な
い
わ
け

で
す
。
私
た
ち
は
自
力
無
効
と
言
っ
て
、
努
力
精
進
す
る

こ
と
を
最
初
か
ら
切
り
捨
て
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、

自
力
は
無
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
要
で
は
な

い
の
で
す
。
求
め
る
べ
き
も
の
が
何
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま

求
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
で
も
い
い
か
ら
求
め

る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
十
九
願

で
す
。
そ
こ
か
ら
し
か
始
ま
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
経

典
の
中
で
見
せ
て
く
れ
て
る
の
が
『
観
経
』
で
す
。
本
来

な
ら
ば
出
遇
う
は
ず
の
な
い
法
が
、
私
た
ち
と
ど
う
接
点

を
持
つ
か
と
い
う
の
が
浄
土
教
の
一
つ
の
重
要
な
課
題
で

す
。
そ
の
入
り
口
と
し
て
『
観
経
』
は
非
常
に
大
事
な
位

置
づ
け
と
な
り
、
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
出
遇
う
と
い
う
こ

と
が
成
立
し
な
い
の
で
す
。
ま
ち
が
っ
た
了
解
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
け
れ
ど
も
、
誠
実
に
対
応
し
て
い
こ
う
と
す

る
の
が
『
観
経
』
で
あ
り
、
そ
の
課
題
を
担
っ
て
い
る
の

が
「
化
身
土
巻
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
。

（
文
責
・
し
ゃ
ら
り
ん
編
集
部
）
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第
15
組
お
待
ち
受
け
大
会

さ
る
６
月
６
日
、
大
阪
教
区
第
15
組
で
は
宗
祖

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
お
待
ち
受
け
大
会

と
し
て
、
第
38
回
仏
教
文
化
講
演
会
を
、
大
東
市

民
会
館
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
仏
教
文
化
講
演
会
は
１
９
７
１
年
（
昭
和

46
）
か
ら
、
仏
教
、
真
宗
の
教
え
に
造
詣
の
深
い

先
生
方
を
お
迎
え
し
て
、
毎
年
継
続
し
て
開
催
し

て
い
ま
す
。

今
回
は
御
遠
忌
お
待
ち
受
け
大
会
と
し
て
、
宗

祖
親
鸞
聖
人
に
つ
い
て
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た

だ
く
機
会
と
な
る
事
を
願
っ
て
開
催
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
ま
ず
舞
台
上
に
安
置
さ
れ
た
本
尊
に

向
か
い
、
参
加
者
全
員
で
正
信
偈
同
朋
奉
讃
式
の

勤
行
を
行
い
ま
し
た
。
勤
行
に
引
き
続
き
、
開
会

の
挨
拶
と
し
て
藤
本
裕
正
組
長
か
ら
御
遠
忌
お
待

ち
受
け
に
向
け
て
こ
の
講
演
会
開
催
の
趣
旨
が
話

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
小
松
崇
大
阪
教
区
会
議
長

か
ら
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
そ
の
意
義
な
ど
挨
拶
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

講
演
会
は
大
谷
大
学
文
学

部
の
沙
加
戸
弘
教
授
を
講
師

に
迎
え
「『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』

に
学
ぶ
」
と
題
し
て
、
約
2

時
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
ま
し

た
。講

演
で
は
、
ま
ず
親
鸞
聖

人
が
教
示
さ
れ
た
仏
教
は
ど

の
よ
う
な
教
え
で
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
、
生
活
で
の
身

近
な
例
を
あ
げ
て
語
ら
れ
ま

し
た
。
続
い
て
舞
台
左
右
に

御
絵
伝
四
幅
を
安
置
し
、
中

央
に
設
置
し
た
ス
ク
リ
ー
ン

に
御
絵
伝
の
ス
ラ
イ
ド
を
映

写
し
て
、
講
談
の
よ
う
な
語

り
に
会
場
の
雰
囲
気
を
変
化

さ
せ
、
鳥
の
羽
を
絵
の
指
示

棒
と
し
て
用
い
て
絵
解
き
風

に
御
絵
伝
に
描
か
れ
て
い
る

「
得
度
」
や
「
信
行
両
座
」「
弁
円
済
度
」
な
ど
1

段
1
段
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
親
鸞
聖

人
の
生
涯
に
つ
い
て
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
講
演

さ
れ
ま
し
た
。

公
演
時
間
の
関
係
で
、
四
幅
す
べ
て
の
絵
解
き

は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
御
絵
伝
に
表
さ
れ
て

い
る
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
学
ぶ
事
を
通
し
て
、

聖
人
の
課
題
が
現
代
の
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
に

と
っ
て
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
御
教
示
い

た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
五
辻
信
行
難
波
別
院
輪
番
が
挨
拶
を

行
い
、
恩
徳
讃
を
斉
唱
し
て
講
演
会
を
閉
会
し
ま

し
た
。

ま
た
、
15
組
で
は
２
０
１
１
年
の
宗
祖
親
鸞
聖

人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
に
向
け
、
推
進
員
養
成
講

座
の
開
催
を
企
画
し
、
現
在
各
寺
を
通
じ
て
参
加

を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

（
第
15
組
本
念
寺
・
辻
岡　

恵
さ
ん
）
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お
待
ち
受
け
期
間
の
日
程

　

さ
る
６
月
24
日
の
第
５
回
教
区
御
遠
忌
委
員
会
総
会
に
お
い
て
、
教
区
御
遠
忌
お
待
ち
受
け
期
間
の

法
要
や
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
の
日
程
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
待
ち
受
け
法
要
は
３
月
27
日
の
難
波
別
院
で
の
法
要
を
皮
切
り
に
、
教
区
内
各
別
院
を
会
場
と
し

て
順
次
法
要
が
勤
ま
り
ま
す
。
ま
た
お
待
ち
受
け
の
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
も
随
時
開
催
さ
れ
、
多
く
の
方

　

　
　

     　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
０
１
０
年　

３
月
27
日（
土
）
午
後
１
時
～ 
難
波
別
院（『
坂
東
本
』
影
印
本
贈
呈
）

 
 

兼
組
門
徒
会
員
研
修
大
会

４
月
27
日（
火
）
午
後
１
時
30
分
～ 

茨
木
別
院

５
月
15
日（
土
）
午
後
１
時
30
分
～ 

天
満
別
院

６
月
27
日（
日
）
午
後
１
時
30
分
～ 

大
和
大
谷
別
院

７
月
３
日（
土
）
午
後
１
時
30
分
～ 

八
尾
別
院

10
月
27
日（
水
）
午
後
１
時
30
分
～ 

難
波
別
院（
報
恩
講
結
願
逮
夜
併
修
）

10
月
28
日（
木
）
午
前
10
時
30
分
～ 

難
波
別
院（
報
恩
講
結
願
日
中
併
修
）

お
待
ち
受
け
法
要

　
　

２
０
１
０
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
）

３
月
28
日（
日
） 

子
ど
も
の
集
い

４
月
10
日（
土
） 

コ
ー
ラ
ス
大
会

４
月
15
日（
木
） 

市
民
親
鸞
講
座（
第
１
回
）
※

	
	

	

大
谷
保
育
協
会
園
児
合
同
参
拝

４
月
17
日（
土
） 

全
推
進
員
の
集
い

５
月
８
日（
土
） 

教
区
同
朋
大
会

５
月
22
日（
土
） 

青
少
年
ラ
イ
ブ
の
集
い

10
月
31
日（
日
） 

教
区
ス
ポ
ー
ツ
大
会

お
待
ち
受
け
教
化
事
業

※
市
民
親
鸞
講
座
は
難
波
別
院
を
会
場
に
、
５
月
・
７
月
・
９
月
・
11
月
と
計
５
回
実
施
さ
れ
る
予

定
で
、
そ
の
他
、
奈
良
県
・
和
歌
山
県
・
兵
庫
県
で
も
各
１
回
の
講
座
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

の
参
加
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

次
号
で
は
、
教
区
会
・
教
区
門
徒
会
の
議
決
を
得
た
「
大
阪
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠

忌
基
本
計
画
」
の
概
要
を
ご
報
告
し
ま
す
。



　だんだんと蒸し暑くなって来たので辛いもの
を！というわけで今回行ったのはDinningBa r 
CitaCita(ダイニングバーチタチタ)。チタチタ
とは夢や希望を意味します。心斎橋筋商店街を
北に抜けたところにあるインドネシア料理のお
店です。
　コンクリートのビルに入ると、大きな吹き抜けのある木調の空間で雰囲
気は一転します。店の奥には大きなガルーダ像があり、まさに「パスポート
のいらないBAL Iリゾート」。カウンターバーやオープンキッチンのある１階
を抜けて、２階の桟敷座敷へ。
　まずはビンタンビールで乾杯。せっかくなので、メニューから一番辛いと
書いてあるアヤム・ヒジャウ（グリーンカレーのかかった鶏肉料理）を。青唐
辛子がふんだんに使われていて、辛い辛い。ビールがとても進みます。本
場のものは、生の青唐辛子なのでもっと辛いとか。もちろん、辛いものだ
けでなく、甘いもの
も。パイナップルのピザは甘酸っぱくてお口直しにちょうど良い感じ。
　カクテルなどのドリンクやデザートも充実していますし、ランチもあるの
でちょっといってみては？
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