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私はどこで生きているのか
～たずねよう　真宗の教えに～

H I B I K I

淀　

野　

泰　

元  

書

　
　
　（
上
越
市
　
小
学
校
五
年
生
）



宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要

高
田
教
区
　
お
待
ち
受
け
大
会

記念講演はYouTubeにて公開中！
https://youtu.be/IEEaX-3iJ0c

　

去
る
４
月
16
日
（
土
）
に
、「
宗
祖
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法

要　

高
田
教
区
お
待
ち
受
け
大
会
」
を
高
田
別
院

に
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
大
谷
暢
裕
門
首
の
執

行
に
よ
る
帰
敬
式
で
は
、
新
た
に
１
０
６
名
の
方

が
法
名
を
授
か
り
、
仏
弟
子
と
な
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
前
教
学
研
究
所
長
の
楠
信
生
氏
に
よ
る
記
念

講
演
で
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
同
時
配
信
も
行
い
、

参
拝
が
叶
わ
な
か
っ
た
多
く
の
方
に
も
ご
聴
講
い

た
だ
き
、大
変
あ
り
が
た
い
ご
縁
と
な
り
ま
し
た
。

サブ会場では一般参詣者が帰敬式受式
の様子をモニター越しで見守りました

野外では日用品バザーの他、
スキー汁、おやきなどが振る
舞われました

開
催
報
告

帰敬式
執行：大谷暢裕門首

記念講演
講師：楠　信生氏
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次
回
は
第
１
組　

光
德
寺　

大
西　

真
志
さ
ん
で
す
。

水嶋
今回

次回

大西

第6回

豊島
第5回

井上

第4回

比後

つ
な
ぎ
法
話

数
珠

第3回

渡邉

第2回

藤島
第1回

金子

リ
レ
ー
方
式
の

リ
レ
ー
方
式
の
珠珠
数
つ
な
ぎ
で

数
つ
な
ぎ
で

法
話
を
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

法
話
を
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

第
７
回　

第
７
回　

念
仏
し
て
何
に
な
る
？

念
仏
し
て
何
に
な
る
？

第
１
組
　
光
德
寺

第
１
組
　
光
德
寺
　
水
嶋
　
聡
　

　
水
嶋
　
聡
　

　

念
仏
し
て
ど
う
な
る
の
か
。
苦
し
い
と
き
の
神
頼
み
と
い
う
が
、
念
仏

　

念
仏
し
て
ど
う
な
る
の
か
。
苦
し
い
と
き
の
神
頼
み
と
い
う
が
、
念
仏

し
て
苦
し
み
が
解
決
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
で
は
念
仏
し
て
何
に
な
る
の

し
て
苦
し
み
が
解
決
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
で
は
念
仏
し
て
何
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
人
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
「
君
は
何
に
成
り
た

　

そ
の
こ
と
を
人
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
「
君
は
何
に
成
り
た

い
の
だ
ね
」と
逆
に
尋
ね
ら
れ
た
。
普
通
何
に
成
り
た
い
か
聞
か
れ
る
と
、

い
の
だ
ね
」と
逆
に
尋
ね
ら
れ
た
。
普
通
何
に
成
り
た
い
か
聞
か
れ
る
と
、

職
業
を
答
え
る
の
で
あ
る
が
、
も
う
す
で
に
職
に
就
い
て
い
る
。
今
さ
ら

職
業
を
答
え
る
の
で
あ
る
が
、
も
う
す
で
に
職
に
就
い
て
い
る
。
今
さ
ら

何
に
成
り
た
い
か
と
尋
ね
ら
れ
て
も
返
答
に
困
る
。

何
に
成
り
た
い
か
と
尋
ね
ら
れ
て
も
返
答
に
困
る
。

　

し
か
し
普
段
の
生
活
を
思
っ
て
み
る
と
、金
持
ち
に
成
り
た
か
っ
た
り
、

　

し
か
し
普
段
の
生
活
を
思
っ
て
み
る
と
、金
持
ち
に
成
り
た
か
っ
た
り
、

健
康
に
成
り
た
か
っ
た
り
、
信
頼
さ
れ
る
人
に
成
り
た
か
っ
た
り
と
成
り

健
康
に
成
り
た
か
っ
た
り
、
信
頼
さ
れ
る
人
に
成
り
た
か
っ
た
り
と
成
り

た
い
も
の
が
色
々
出
て
く
る
。
突
き
詰
め
て
み
れ
ば
、
幸
せ
に
成
り
た
い

た
い
も
の
が
色
々
出
て
く
る
。
突
き
詰
め
て
み
れ
ば
、
幸
せ
に
成
り
た
い

の
だ
と
思
う
。

の
だ
と
思
う
。

　

人
は
自
分
の
幸
せ
を
求
め
、
家
族
の
幸
せ
を
求
め
、
地
域
や
国
の
人
々

　

人
は
自
分
の
幸
せ
を
求
め
、
家
族
の
幸
せ
を
求
め
、
地
域
や
国
の
人
々

の
幸
せ
を
求
め
生
活
し
て
い
る
。
つ
ま
り
幸
せ
の
た
め
に
、
仕
事
を
し
た

の
幸
せ
を
求
め
生
活
し
て
い
る
。
つ
ま
り
幸
せ
の
た
め
に
、
仕
事
を
し
た

り
、
健
康
に
留
意
し
た
り
、
人
間
関
係
を
重
ん
じ
た
り
し
て
い
る
。
一
方
、

り
、
健
康
に
留
意
し
た
り
、
人
間
関
係
を
重
ん
じ
た
り
し
て
い
る
。
一
方
、

幸
せ
の
た
め
に
辛
い
仕
事
を
し
た
り
、
闘
病
し
た
り
、
会
い
た
く
な
い
人

幸
せ
の
た
め
に
辛
い
仕
事
を
し
た
り
、
闘
病
し
た
り
、
会
い
た
く
な
い
人

に
会
っ
た
り
と
、
幸
せ
の
た
め
に
苦
し
む
こ
と
も
あ
る
。
今
は
苦
し
い
が

に
会
っ
た
り
と
、
幸
せ
の
た
め
に
苦
し
む
こ
と
も
あ
る
。
今
は
苦
し
い
が

未
来
の
幸
せ
の
た
め
に
我
慢
す
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
幸
せ
を
求
め
な
が

未
来
の
幸
せ
の
た
め
に
我
慢
す
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
幸
せ
を
求
め
な
が

ら
苦
し
ん
で
き
た
の
も
人
の
営
み
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
い
つ
満
足
す
る

ら
苦
し
ん
で
き
た
の
も
人
の
営
み
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
い
つ
満
足
す
る

よ
う
な
幸
せ
に
成
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
成
れ
な
い
な
ら
ば
苦
労
は
何

よ
う
な
幸
せ
に
成
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
成
れ
な
い
な
ら
ば
苦
労
は
何

の
た
め
な
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
空
し
さ
に
蓋
を
す
る
よ
う
に
、
妥
協
し
な

の
た
め
な
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
空
し
さ
に
蓋
を
す
る
よ
う
に
、
妥
協
し
な

が
ら
、
ご
ま
か
し
な
が
ら
、
こ
の
辺
で
い
い
か
と
折
り
合
い
を
つ
け
て
い

が
ら
、
ご
ま
か
し
な
が
ら
、
こ
の
辺
で
い
い
か
と
折
り
合
い
を
つ
け
て
い

る
の
が
私
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

る
の
が
私
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
私
を
憐
れ
み
、護
ろ
う
と
さ
れ
る
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
私
を
憐
れ
み
、護
ろ
う
と
さ
れ
る
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

「
本
願
を
信
じ
念
仏
申
さ
ば
仏
に
成
る
」
と
教
わ
る
が
、
幸
せ
に
な
り
た

「
本
願
を
信
じ
念
仏
申
さ
ば
仏
に
成
る
」
と
教
わ
る
が
、
幸
せ
に
な
り
た

い
私
に
は
仏
に
成
り
た
い
と
い
う
思
い
は
起
こ
っ
て
こ
な
い
。
私
の
念
仏

い
私
に
は
仏
に
成
り
た
い
と
い
う
思
い
は
起
こ
っ
て
こ
な
い
。
私
の
念
仏

は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
私
の
思
い
に
関
係
な
く
阿

は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
私
の
思
い
に
関
係
な
く
阿

弥
陀
仏
は
、
私
の
一
生
涯
を
空
し
く
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
私
の
一
生
が
満

弥
陀
仏
は
、
私
の
一
生
涯
を
空
し
く
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
私
の
一
生
が
満

足
す
る
よ
う
に
と
私
を
仏
に
成
ら
せ
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
ど
こ

足
す
る
よ
う
に
と
私
を
仏
に
成
ら
せ
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
ど
こ

ま
で
も
私
と
一
緒
に
な
っ
て
生
き
尽
す
と
誓
わ
れ
た
。
自
ら
の
人
生
に
妥

ま
で
も
私
と
一
緒
に
な
っ
て
生
き
尽
す
と
誓
わ
れ
た
。
自
ら
の
人
生
に
妥

協
し
な
が
ら
、
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
し
か
生
き
る
こ
と
が
出
来
な
い

協
し
な
が
ら
、
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
し
か
生
き
る
こ
と
が
出
来
な
い

者
を
背
負
い
、
そ
の
者
以
上
に
そ
の
者
の
一
生
を
無
駄
に
し
な
い
と
呼
び

者
を
背
負
い
、
そ
の
者
以
上
に
そ
の
者
の
一
生
を
無
駄
に
し
な
い
と
呼
び

か
け
続
け
て
く
だ
さ
る
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

か
け
続
け
て
く
だ
さ
る
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

　

そ
の
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
き
た
歴
史
が
念
仏
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
念

　

そ
の
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
き
た
歴
史
が
念
仏
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
念

仏
を
私
は
今
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

仏
を
私
は
今
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
さ
ら
聞
け
な
い

知
り
た
い
こ
と⑦

答　

一
二
〇
七
（
建
永
二
）
年
、
承

じ
ょ
う

元げ
ん

の
法
難
が
起
こ
り
、
吉

水
教
団
の
門
弟
四
人
が
死
罪
、
法
然
上
人
以
下
八
人
の
遠お
ん

流る

が
決
り
ま
し
た
。『
御ご

伝で
ん

鈔し
ょ
う』

に
は
「
鸞
聖
人
罪
名
藤
井
善

信
（
よ
し
さ
ね
）、
配
所
越
後
国　

国
府
」
と
あ
り
、
親
鸞

聖
人
は
越
後
に
遠
流
と
定
ま
り
ま
し
た
。

　

何
故
越
後
に
遠
流
に
処
せ
ら
れ
た
の
か
。
ま
ず
『
延え
ん

喜ぎ

式し
き

』
で
は
越
後
は
遠
流
の
国
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ

ろ
が
九く

条じ
ょ
う

兼か
ね

実ざ
ね

の
日
記
『
玉

ぎ
ょ
く

葉よ
う

』
の
一
一
八
六
（
文
治
二
）

年
の
記
述
に
は
、
遠
流
の
国
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
越
後
も

遠
流
の
国
に
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
何
故
越
後
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
頃
、
遠
流
に
処
せ
ら

れ
た
罪
人
は
、
そ
れ
を
預
か
る
人
が
必
要
で
、
そ
れ
を
同
族

か
ら
選
ぶ
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
身
元
引
受
人
で
す
。
そ
の

役
を
務
め
た
の
が
、
父
の
次
兄
で
あ
る
伯
父
日ひ

野の

宗む
ね

業な
り

で
し

た
。
宗
業
は
、
弾
圧
の
前
の
月
に
す
で
に
越
後
権ご
ん
の
す
け
介
に
任
命

さ
れ
ま
す
。
権
は
仮
・
臨
時
、
介
は
国
守
の
次
の
二
等
官
を

意
味
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
越
後
に
遠
流
に
定
ま
る
前
に
、

任
命
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
そ
こ
に
妻
恵
信

尼
の
三み

善よ
し

家
が
関
係
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
三
善
家
は
為た

め

長な
が

・
為た

め

康や
す

・
為た

め

則の
り

の
三
代
、
越
後
介
に
就
任
し
た
家
系
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
為
則
（
為
教
）
は
、
法
然
を
庇
護
し
た

九
条
兼
実
の
家け
い
し司
（
家
政
職
員
）
で
、
恵
信
尼
の
父
で
す
。

問　
当
地
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
流
罪

の
地
と
し
て
、「
親
鸞
さ
ん
」
と
親
し

み
を
感
じ
て
い
る
人
が
多
い
で
す
ね
。

　
な
ぜ
、
ご
流
罪
の
地
が
五
智
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
当
時
の

頚
城
は
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　
更
に
、
ご
流
罪
中
の
行
動
は
、
ど
こ

ま
で
許
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

恵
信
尼
が
晩
年
住
ん
だ
「
と
ひ
た
の
ま
き
」
も
父
か
ら
相
続

し
た
所
領
で
し
ょ
う
。こ
の
三
善
家
の
縁
で
越
後
に
定
ま
り
、

そ
の
身
元
引
受
人
と
し
て
宗
業
が
越
後
権
介
に
任
命
さ
れ
た

と
見
込
ん
で
い
ま
す
。
彼
は
、
一
二
一
〇
（
承
元
四
）
年
末

ま
で
、
四
年
程
の
長
期
間
こ
の
役
を
務
め
て
い
ま
す
。

　

処
遇
は
す
で
に
全
国
均
等
で
は
な
く
、
責
任
者
次
第
の
時

代
で
し
た
。
国
守
や
介
に
任
命
さ
れ
て
も
、遙よ
う

任に
ん

と
い
っ
て
、

在
京
の
ま
ま
俸
禄
等
を
得
る
慣
習
が
常
態
化
し
て
い
ま
し

た
。
宗
業
も
、
目も
く

代だ
い

（
代
務
）
を
赴
任
さ
せ
て
、
越
後
に
は

行
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
介
は
、

在
地
の
郡
司
に
は
上
司
に
当
た
り
ま
す
。
そ
の
身
内
を
冷
遇

し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
聖
人
が
当
初
住
ん
だ
竹た
け

ノ
内う

ち

の

草
庵
は
、
そ
の
「
舘
の
内
（
た
て
の
う
ち
）」
と
い
う
意
味

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
雨
風
も
し
の
げ
な
い
流
人
小
屋
に

住
ま
わ
せ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
二
年
目
か
ら
竹
カ
前は
な

の
草

庵
に
移
り
、自
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
規
則
で
は
、

妻
は
流
刑
地
へ
の
同
道
が
原
則
で
す
。『
恵
信
尼
消
息
』か
ら
、

越
後
で
信し
ん

蓮れ
ん

房ぼ
う

明み
ょ
う

信し
ん

が
生
ま
れ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

家
庭
を
構
え
て
、
子
育
て
が
で
き
る
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
13
組
　
淨
泉
寺
　
井
上
　
円 

氏

悦
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第
６
組　

福
成
寺　

鎮ち
ん

西ぜ
い　

広こ
う

円え
ん

第
11
組　

光
圓
寺　

竹た
け
内う
ち　
淳
じ
ゅ
ん
一い
ち

拝
啓

 

通
信
員
よ
り

ね
ほ
り
は
ほ
り

第
４
組　

養
性
寺　

内う
ち
山や
ま　
真ま
さ
明あ
き

第
８
組　

明
岸
寺　

法ほ
う
り
ゅ
う隆　
光み
つ
昭あ
き

第
５
組　

聽
信
寺　

居こ

多た　
啓さ
と
し　

　
「
暑
熱
馴
化
」
と
い
う
言
葉
を
最
近
よ

く
耳
に
し
ま
す
。
徐
々
に
体
を
暑
さ
に
順

応
さ
せ
る
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
夏
に
向

か
っ
て
い
く
中
で
コ
ロ
ナ
へ
の
対
応
も

徐
々
に
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
寺
の

行
事
も
少
し
ず
つ
動
き
始
め
ま
し
た
。
形

態
を
変
え
つ
つ
現
状
で
出
来
る
こ
と
を
模

索
し
て
い
ま
す
。

第
12
組　

善
立
寺　

山や
ま
越こ
し　
英ひ
で
隆た
か

第
13
組　

福
淨
寺　

井い
の
上う
え　
立り
つ
英え
い

第
２
組　

常
圓
寺　

鈴す
ず
井い　
祐
ゆ
う
き
ょ
う恭

　

私
の
所
属
し
ま
す
〝
み
な
も
と
同
朋
の

会
〟
で
は
、
５
月
25
・
26
日
に
一
泊
研
修

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
会
場
は
改
装
さ
れ

た
池
の
平
青
少
幼
年
セ
ン
タ
ー
で
、
本
当

に
久
し
ぶ
り
の
一
泊
研
修
で
し
た
。

　

皆
の
顔
に
あ
ふ
れ
た
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の

解
放
感
が
印
象
的
で
、
多
分
、
一
生
忘
れ

る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

過
日
、
近
隣
の
ご
寺
院
に
て
親
鸞
聖
人

７
５
０
回
御
遠
忌
が
厳
修
さ
れ
、
お
手
伝

い
に
行
き
ま
し
た
。
裏
方
よ
り
参
詣
者
で

満
堂
と
な
っ
た
本
堂
を
見
て
「
こ
の
光
景

は
い
つ
以
来
だ
ろ
う
？
新
型
ウ
イ
ル
ス

前
？
い
や
い
や
昔
の
真
宗
寺
院
の
日
常
の

光
景
で
は
？
」
そ
ん
な
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ

り
ま
し
た
。

第
７
組　

願
生
寺　

平ひ
ら
い
で出　

文ふ
み

勇お

第
３
組　

正
光
寺　

髙た
か
橋は
し　
良よ
し
暁あ
き

　

４
月
16
日
に
、高
田
別
院
を
会
場
に「
高

田
教
区
お
待
ち
受
け
大
会
」
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
ま
ず
は
じ
め
に
帰
敬
式
が
執
行
さ

れ
、
１
０
０
名
以
上
の
方
が
本
堂
で
門
首

か
ら
剃
刀
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
勤

行
、
門
首
あ
い
さ
つ
、
記
念
講
演
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
帰
敬
式
の
お
手
伝
い
を
す
る

な
か
で
、
改
め
て
そ
の
意
義
を
考
え
る
機

会
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で

無
事
に
開
催
で
き
安
心
し
ま
し
た
。

　

先
日
、
第
13
組
光
徳
寺
様
の
『
第
12
回
聞
法
の

夕
べ
』
に
参
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
ず
講

師
１ 

太
田
浩
史
先
生
よ
り
「
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー

カ
ル
」
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
を
考
え
る
、
講
師
２ 

寺

本
青
嶺
先
生
よ
り
「
祇
園
精
舎
」「
薩
摩
の
千
代
女

の
う
た
」
琵
琶
の
弾
き
語
り
、
講
師
３ 

園
家
信
勇

先
生
よ
り「
龍
樹
章
〜
第
一
席
」節
談
説
教
東
保
流
、

講
師
４ 

葦
原
理
江
先
生
よ
り
「
私
に
遇
う
」
創
作　

節
談
説
教
。
と
い
う
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
と
素
晴
ら

し
い
内
容
に
、
た
く
さ
ん
の
気
づ
き
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
後
は
教
区
主
体
で
全
寺
院
の
聞
法
会

の
情
報
共
有
や
、
ネ
ッ
ト
配
信
な
ど
、
た
く
さ
ん

の
方
々
に
聞
い
て
い
た
だ
け
る
方
法
を
早
く
作
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

第
６
組
は
大
き
く
六
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら

れ
て
い
て
、
現
在
で
は
各
ブ
ロ
ッ
ク
で
日
に

ち
も
講
師
も
会
場
も
分
か
れ
て
、
春
頃
と
秋

頃
に
宗
祖
親
鸞
聖
人
講
座
を
開
講
し
て
い
ま

す
。
た
ま
た
ま
春
の
講
座
で
は
二
つ
の
ブ

ロ
ッ
ク
が
開
講
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
少

し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
仏
法
を
聴
聞
す
る

場
が
戻
っ
て
き
て
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

マ
ス
ク
や
ア
ク
リ
ル
板
と
い
う
壁
は
あ
り

な
が
ら
で
す
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
な
く
直
に

顔
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
の
大
切
さ
や
感
動
を

ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

　

第
４
組
は
特
に
公
開
講
座
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

社
会
問
題
部
門
か
ら
２
回
目
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
が
出
ま
し
た
。

　

個
人
的
な
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
６
月

に
あ
り
ま
し
た
四
組
教
学
研
修
会
に
て
、

「
堪
忍
土
」
な
る
表
現
を
久
し
ぶ
り
に
聴

き
ま
し
た
。
普
段
か
ら
法
話
で
「
娑
婆
」

や
「
穢
土
」
と
表
現
す
る
私
に
と
っ
て
、

そ
う
い
え
ば
こ
う
言
う
表
現
が
あ
っ
た
な

と
思
い
返
す
い
い
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

同
朋
会
の
案
内
を
も
っ
て
い
く
と
、「
ウ

チ
に
は
い
い
で
す
よ
、
行
か
な
い
か
ら
」

と
言
う
人
が
い
る
。「
ま
あ
、
そ
う
言
わ

な
い
で
」
と
法
語
と
共
に
置
い
て
く
る
。

だ
が
僧
侶
ぶ
る
振
舞
は
、
宗
祖
に
叱
ら
れ

る
。
他
者
の
地
獄
落
ち
は
、
今
は
放
っ
と

け
。
自
分
の
教
化
こ
そ
急
げ
。

ご
門
徒
「
仏
教
の
目
的
は
布
教
だ
よ
ね
」

の
一
言
が
、
妙
に
気
に
掛
か
っ
て
い
る
。

　

今
年
は
二
年
ぶ
り
に
直
江
津
の
祇
園
祭

が
復
活
す
る
よ
う
で
す
。
賛
否
あ
る
よ
う

で
す
が
、
鬱
屈
と
し
た
空
気
が
晴
れ
て
い

な
い
現
状
の
打
破
。
ま
た
、
技
能
の
継
承

が
途
絶
え
な
い
よ
う
に
で
し
ょ
う
か
。

　
一
抹
の
不
安
は
残
り
ま
す
が
、
少
し
で
も

街
に
活
気
を
取
り
戻
し
た
い
、
後
世
に
繋
ぎ

た
い
と
い
う
願
い
の
形
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
を
口
実
に
せ
ず
、
そ
れ
で
も
や

る
の
だ
と
い
う
姿
勢
に
は
背
中
を
押
さ
れ

る
思
い
で
す
。

第
１
組　

光
照
寺　

梅う
め
澤ざ
わ　
謙け
ん
吾ご

　

潮
が
引
い
た
海
岸
に
取
り
残
さ
れ
た
鯨

に
潮
が
満
ち
て
く
る
ま
で
水
を
か
け
続
け

た
り
、
川
か
ら
岸
に
上
が
れ
な
く
な
っ
た

象
を
な
ん
と
か
引
き
上
げ
た
り
、
人
は
な

ん
の
見
返
り
が
な
く
て
も
、
と
て
も
優
し

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
も
人
同
士
だ
と

う
ま
く
ゆ
か
な
い
こ
と
が
多
い
み
た
い
で

す
。
面
倒
く
さ
い
で
す
ね
。

　

思
い
起
こ
し
ま
す
と
人
間
観
、
本
願
48
別
願
文
も

ま
た
、
サ
ハ
ー
世
間
相
を
観
じ
た
う
え
で
、
対
す
る

観
彼
世
界
相
と
し
て
第
１
願
・
第
２
願
の
無
三
悪
趣
、

第
３
願
の
真
価
値
、
第
４
願
の
無
相
か
ら
な
る
真
の

ブ
ッ
ダ
の
世
界
に
は
じ
ま
り
、
通
力
無
窮
な
ど
仏
国

土
往
生
人
の
人
間
＝
仏
と
菩
薩
の
様
態
が
観
ぜ
ら

れ
、
誓
願
さ
れ
て
い
く
。
世
親
一
番
の
眼
目
は
、
仏

菩
薩
＝
最
も
本
願
に
南
無
さ
れ
た
方
、
安
楽
仏
国
に

往
き
生
ま
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
存
在
、
と
い
う
人

間
観
で
あ
り
ま
す
。
も
ろ
も
ろ
の
い
き
と
し
い
け
る

い
の
ち
は
ニ
ル
バ
ー
ナ
（
囚
わ
れ
無
い
明
る
く
柔
ら

か
く
軽
々
と
し
た
、
フ
リ
ー
ダ
ム
そ
の
も
の
）
を
求

め
て
い
る
、
我
こ
そ
然
な
り
、
と
！

こんな質
し つ

問
も ん

が届
と ど

いたよ

コ
ト
バ
キ
ラ
リ

　
　

心
の
ス
イ
ッ
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
井　
義
雄

人
間
の
目
は　
ふ
し
ぎ
な
目

見
よ
う
と
い
う
心
が
な
か
っ
た
ら

見
て
い
て
も
見
え
な
い

人
間
の
耳
は　
ふ
し
ぎ
な
耳

聞
こ
う
と
い
う
心
が
な
か
っ
た
ら

聞
い
て
い
て
も
聞
こ
え
な
い

頭
も
そ
う
だ

は
じ
め
か
ら　
よ
い
頭　
わ
る
い
頭
の

区
別
が
あ
る
の
で
は
な
い
よ
う
だ

「
よ
し
、
や
る
ぞ
！
」
と

心
の
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
と

頭
も

す
ば
ら
し
い
は
た
ら
き
を
し
は
じ
め
る

心
の
ス
イ
ッ
チ
が

人
間
を
つ
ま
ら
な
く
も
し

す
ば
ら
し
く
も
し
て
い
く

電
灯
の
ス
イ
ッ
チ
が

家
の
中
を
明
る
く
も
し
暗
く
も
す
る
よ
う
に

東
井
義
雄
（
一
九
一
二
年
―
一
九
九
一
年
）

教
育
者
、
浄
土
真
宗
僧
侶

子
こ
どもならだれもが一

いち
度
ど
は思

おも
ったことがあるかもしれないね。

響
きょうりゅうじ

流寺のテラスさんに聞
き
いてみたよ。

　
昔む
か
しか

ら
「
子こ

ど
も
の
仕し

事ご
と

は
勉べ
ん

強き
ょ
うだ

！
」
な
ん
て

言い

わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
ま
っ
た
く
納な
っ

得と
く

で
き
な
い

よ
ね
。

　
勉べ
ん

強き
ょ
うは

大お
お

き
く
分わ

け
る
と
「
新あ
た
らし

い
こ
と
を
覚お
ぼ

え
た
り
、
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
」「
考か
ん
がえ
る
こ
と
」
の
二ふ
た

つ
に
分わ

け
る
こ
と

が
で
き
る
ん
だ
。
覚お

ぼ
え
る
こ
と
が
苦に
が

手て

と
い
う
人ひ
と

は
多お
お

い
よ
ね
。
実じ
つ

は
、

覚お
ぼ
え
る
こ
と
っ
て
そ
ん
な
に
重
じ
ゅ
う
要よ
う
じ
ゃ
な
い
と
思お
も
う
ん
だ
。
今い
ま
の
時じ

代だ
い
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
簡か
ん

単た
ん

に
情
じ
ょ
う

報ほ
う

を
調し
ら

べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
ね
。

で
も
、
そ
の
情
じ
ょ
う

報ほ
う

は
本ほ
ん

当と
う

な
の
か
常つ
ね

に
疑う
た
がう

こ
と
は
忘わ
す

れ
ず
に
ね
。

　
さ
て
、
そ
の
情

じ
ょ
う

報ほ
う

を
材ざ
い

料り
ょ
うに

し
て
、
今い
ま

ま
で
気き

づ
か
な
か
っ
た
こ
と

を
見み

つ
け
て
い
く
こ
と
が
「
考か
ん
がえ

る
」
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
一ひ
と

つ
の

こ
と
で
も
い
ろ
い
ろ
な
考か
ん
がえ

方か
た

が
で
き
る
は
ず
。
い
ろ
い
ろ
な
考か
ん
がえ

方か
た

が
で
き
る
よ
う
に
、
自じ

分ぶ
ん

自じ

身し
ん

を
育そ
だ

て
て
い
く
こ
と
が
勉べ
ん

強き
ょ
うな

ん
だ
。

　
い
ろ
い
ろ
な
考か

ん
がえ

方か
た

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
今い
ま

ま
で
気き

づ
か
な

か
っ
た
こ
と
が
見み

え
て
く
る
よ
。
例た
と
え
ば
、
あ
な
た
の
生せ
い
活か
つ
の
た
め
に

多お
お

く
の
人ひ
と

が
努ど

力り
ょ
くや

苦く

労ろ
う

を
し
て
い
る
こ
と
。
あ
な
た
が
生い

き
て
い
く

た
め
に
、
た
く
さ
ん
の
生い

き
物も
の

の
命い
の
ちを

い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
。
そ
の

気き

づ
き
は
、
周ま
わ

り
の
人ひ
と

へ
の
思お
も

い
や
り
や
命い
の
ちへ

の
感か
ん

謝し
ゃ

の
気き

持も

ち
に
つ

な
が
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。

　
勉べ
ん

強き
ょ
うす

る
こ
と
は
、
自じ

分ぶ
ん

の
た
め
だ
け
で
な
く
、
あ
な
た
の
大た
い

切せ
つ

な

人ひ
と
や
世よ

の
中な
か
の
多お
お
く
の
人ひ
と
を
救す
く
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
な
。

　
テ
ラ
ス
さ
ん
に
聞き

き
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、 

メ
ー
ル
や
手て

紙が
み

を
送お

く

っ
て
く
だ
さ
い
。
待ま

っ
て
い
ま
す
。

ココロテラス⑦

「どうして勉
べん

強
きょう

しなくちゃ
　　　　　　　いけないの？」
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桑
取
川
の
河
口
に
は
国
道
８
号
線
・
久
比
岐
自
転
車

歩
行
者
道
・
日
本
海
ひ
す
い
ラ
イ
ン
・
そ
し
て
有
間
川

集
落
へ
続
く
一
般
道
の
四
本
の
橋
が
海
側
か
ら
順
に
所

狭
し
と
並
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
一
番
上
に
か
か
る

有
間
川
集
落
へ
と
続
く
橋
を
渡
る
と
程
な
く
流
泉
寺
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
見
晴
ら
し
の
よ
い
橋
の
上
か
ら

で
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
木
々
に
す
っ
ぽ
り
と
覆
い
隠

さ
れ
て
い
る
の
で
し
た
。
通
り
か
ら
左
に
曲
が
る
と
お

寺
の
参
道
へ
続
く
道
で
す
。
あ
ま
り
の
狭
さ
に
歩
行
者

専
用
道
路
と
思
い
き
や
軽
自
動
車
は
通
れ
る
と
の
こ
と

で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
先
の
参
道
階
段
を
登
る
と
流

泉
寺
本
堂
の
全
貌
が
よ
う
や
く
姿
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

　

本
堂
を
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
や
は
り
目
を
引

く
の
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
欄
間
で
す
。
お
寺
の
本
堂

の
欄
間
に
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
と
は
不
思
議
な
感
じ
が
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
足
を
運
ん
で
見
て
み
る
と
決

し
て
違
和
感
は
な
く
、
こ
の
地
域
の
環
境
や
風
土
だ
か

ら
こ
そ
自
然
と
こ
う
な
っ
た
の
だ
と
い
う
斬
新
且
つ
適

切
な
し
つ
ら
え
に
感
じ
ま
し
た
。

　

第
16
代
住
職
は
焼
香
台
や
お
供
物
台
な
ど
を
自
作
さ

れ
る
な
ど
お
参
り
し
や
す
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
日
頃
か
ら
の
手
作
り
の
護
持
活
動
や

郷
土
の
歴
史
や
風
土
を
大
切
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
大

胆
と
も
と
れ
る
よ
う
な
発
想
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

　

昔
か
ら
の
古
い
も
の
を
大
切
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
未
知
の
世
界
に
踏
み
出
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
、『
温

故
知
新
』
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
気
で
お
り
ま
す
。

　

桑
取
川
の
畔
の
、
海
の
見
え
る
丘
に
あ
る
流
泉
寺
は

周
辺
環
境
も
、
境
内
も
、
わ
た
る
風
も
、
本
堂
の
雰
囲

気
も
、
そ
し
て
寺
号
も
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
涼
や
か
で

さ
わ
や
か
な
お
寺
で
し
た
。

編
集
長
記

そ
う
だお寺
に
行
こ
う

海
の
見
え
る
丘
に
あ
る

春
日
山  

流
泉
寺

真
宗
大
谷
派
高
田
教
区 

寺
院
探
訪
④

編
集
長
が
ゆ
く

↑�以前は板張りの欄間であったものがステンドグラス工房を経営しているご門徒と協力して2002年に出来上がったもの

柱の太さや虹梁の模様の丸みから1600～1700年代に
建立された本堂であると推測されている

橋より桑取川を望む
正面の木々の中に流泉寺が佇む

↑北陸線（現日本海ひすいライン）がまだない
　建設予定路線も以前の北陸線だった現在の『久比岐自転車歩行者道』よりも随分と内陸部に予定されていたように見える

２ｍを越す羅漢マキの生垣は�
境内の雰囲気を重厚にしている

境内より日本海を望む

昭
和
63
年（
１
９
８
８
）の
屋
根
の
葺
替
工
事
を
行
う
以
前
の

茅
葺
屋
根
の
本
堂

参
道
階
段大

変
貴
重
と
思
わ
れ
る

明
治
36
年（
１
９
０
３
）

発
行
の『
新
潟
県
頚
城
三

群
町
鑑
地
図
』（
所
蔵
）

畳
２
枚
ほ
ど
の
大
き
さ

桑
取
川
を
見
下
ろ
す

秋
に
は
さ
け
が
遡
上
し
こ
の
場
所

で
捕
獲
し
て
い
る

↓�

郷
津
に
港
を
建
設
す
る

予
定
が
あ
っ
た
よ
う
だ

駅
舎
か
ら
の
眺
め

ステンドグラスの欄間

流泉寺の最寄駅

流
泉
寺
入
り
口
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愚
僧
の
つ
ぶ
や
き

〈
真
宗
の
葬
儀
編
⑮
〉　

　

今
回
は
、
中
陰
法
要
を
頂
い
て
ゆ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
葬
儀
が
済
み
ま
す
と
、
49
日
ま
で

七
日
毎
に
中
陰
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。
そ
も
そ

も
中
陰
と
い
う
言
葉
は
、
人
が
亡
く
な
り
次
の

生
を
受
け
る
ま
で
の
中
間
的
存
在
で
あ
り
、
表

に
現
れ
ず
陰
に
潜
ん
だ
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、中
陰
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

通
仏
教
で
は
、
49
日
ま
で
に
次
の
生
の
行
き

場
所
が
決
定
す
る
と
教
え
ら
れ
ま
す
。そ
こ
で
、

亡
き
人
の
為
に
七
日
毎
に
法
要
を
営
み
、
そ
の

功
徳
を
回
向
す
る
事
に
よ
り
、
亡
き
人
の
悪
行

を
転
じ
て
善
処
す
る
為
に
中
陰
法
要
を
行
な
う

訳
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
我
々
真
宗
門
徒
は
、
阿
弥
陀
様

の
お
は
た
ら
き
に
よ
り
、こ
の
命
が
尽
き
た
ら
、

直
ち
に
お
浄
土
に
生
ま
れ
、
仏
と
成
ら
せ
て
頂

く
身
と
定
め
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、浄
土
真
宗
に
於
け
る
中
陰
法
要
と
は
、

「
遺
族
が
葬
儀
前
後
の
慌
た
だ
し
さ
が
済
み
、

し
み
じ
み
と
湧
く
悲
し
み
を
か
み
し
め
、
亡
き

人
を
偲
び
、
そ
の
ご
恩
を
思
い
つ
つ
、
い
よ
い

よ
人
生
の
大
事
に
目
覚
め
て
念
仏
し
、
本
願
を

仰
ぎ
教
え
を
聞
く
仏
事
」
と
意
義
付
け
て
い
ま

す
。

　

た
だ
、一
つ
私
が
疑
問
に
思
い
ま
し
た
の
は
、

そ
れ
な
ら
ば
何
故
、
中
陰
法
要
と
い
う
誤
解
を

招
く
様
な
仏
事
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
事

で
し
た
。
そ
こ
で
、
色
々
と
考
え
て
お
り
ま
し

た
時
、
ふ
と
思
い
ま
し
た
の
が
、
本
願
寺
第
八

代
の
蓮
如
上
人
の
お
心
で
あ
り
ま
し
た
。

　

蓮
如
上
人
は
、
親
鸞
聖
人
の
お
心
に
叶
う
形

を
作
る
為
に
、
様
々
な
改
革
を
断
行
さ
れ
ま
し

た
。
荘
厳
改
革
、
声
明
改
革
、
装
束
改
革
な
ど
。

そ
の
中
に
、
年
中
行
事
改
革
が
あ
り
ま
す
。

　

浄
土
真
宗
の
教
義
か
ら
い
え
ば
、
先
祖
供
養

の
意
味
合
い
の
強
い
仏
事
で
あ
る
、
修
正
会
、

彼
岸
会
、
孟
蘭
盆
会
を
や
め
て
、
報
恩
講
だ
け

に
し
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
蓮

如
上
人
は
、お
釈
迦
様
ゆ
か
り
の
仏
事
で
あ
る
、

花
ま
つ
り
、
成
道
会
、
涅
槃
会
を
さ
し
お
い
て
、

正
月
、
彼
岸
、
盆
の
仏
事
を
報
恩
講
に
次
ぐ
、

三
大
法
要
と
位
置
付
け
た
訳
で
す
。

　

そ
こ
に
は
、
す
で
に
民
衆
の
中
に
根
付
い
て

い
る
仏
事
を
や
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
念

仏
相
続
な
る
仏
事
と
し
、
阿
弥
陀
様
の
お
心
に

出
遇
っ
て
ゆ
く
ご
縁
と
す
る
事
に
力
を
注
が
れ

た
事
で
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
中
陰
法
要
と
い
う
も
の
も
、
七

日
毎
に
７
回
も
あ
る
仏
事
を
や
め
て
し
ま
う
の

で
は
な
く
、
悲
し
み
を
ご
縁
と
し
て
、「
わ
れ

が
お
る
ぞ
、
こ
こ
に
お
る
ぞ
、
わ
れ
を
た
の
め
」

と
い
う
阿
弥
陀
様
の
お
呼
び
声
と
の
出
遇
い
を

願
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
仏
事
と
頂
く
事
で
あ
り

ま
す
。

合
掌　

称
六
字　
　

ペ
ン
ネ
ー
ム　

維
摩
教
信　

り
、
知
り
た
い
軍
事
技
術
で
船
縁
を
鉄
製
に
し

て
、
瀬
戸
内
の
制
海
権
を
握
る
。
信
長
は
ザ
ビ

エ
ル
の
布
教
の
目
的
を
逆
手
に
と
っ
て
い
い
と

こ
獲
り
を
し
た
。
本
能
寺
の
変
で
木
下
藤
吉
郎

に
運
が
回
る
。
天
下
を
握
る
豊
臣
秀
吉
は
異
教

へ
の
理
解
が
薄
く
、
寧
ろ
頑
な
に
警
戒
し
た
。

信
長
が
恐
れ
た
宗
教
勢
力
の
比
叡
山
延
暦
寺
と

石
山
本
願
寺
に
よ
る
一
向
一
揆
を
恐
れ
た
。
刀

狩
り
を
断
行
し
た
秀
吉
が
亡
く
な
り
、
天
下
人

と
な
っ
た
徳
川
家
康
は
、
信
長
・
秀
吉
の
轍
を

踏
ま
ず
真
逆
の
宗
教
者
を
懐
刀
に
し
た
。
金
地

院
崇
伝
と
天
海
僧
正
の
怪
僧
だ
。
更
に
、
幕
府

の
政
策
で
家
康
は
仏
教
を
全
国
の
組
織
固
め
に

利
用
し
た
。
仏
教
各
宗
派
の
本
山
を
頂
点
に
、

全
国
各
地
の
末
寺
を
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。
士

農
工
商
す
べ
て
に
及
ぶ
階
層
の
人
々
は
、
各
宗

派
の
末
寺
の
檀
家
と
し
た
。
仏
教
界
に
と
っ
て

徳
川
幕
藩
体
制
は
、
こ
の
上
な
い
政
治
形
態
で

あ
っ
た
。
し
か
し
人
間
が
自
ら
探
し
求
め
る
信

仰
心
と
い
う
遠
大
な
テ
ー
マ
を
な
い
が
し
ろ
に

し
た
の
だ
。
徳
川
時
代
は
日
本
に
自
由
な
宗
教

心
を
育
て
る
こ
と
を
峻
拒
し
た
と
も
い
え
る
の

だ
。
奈
良
時
代
か
ら
の
国
家
鎮
護
の
仏
教
が
平

安
か
ら
鎌
倉
期
に
於
い
て
、
民
に
根
を
下
ろ
す

「
鎌
倉
仏
教
」
が
芽
生
え
た
。
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌

倉
殿
の
13
人
」
は
陰
謀
渦
巻
く
時
代
を
描
く
。

浄
土
宗
法
然
、
浄
土
真
宗
親
鸞
、
日
蓮
宗
日
蓮

等
の
宗
教
者
が
新
し
い
仏
の
教
え
を
広
め
た
。

内
憂
外
患
の
動
乱
期
に
生
き
た
宗
教
者
は
戦

乱
・
天
災
・
飢
饉
・
疫
病
で
苦
し
む
民
衆
に
仏

教
に
よ
る
救
済
を
訴
え
た
。
平
安
か
ら
鎌
倉
期

は
疫
病
が
蔓
延
し
、
末
法
思
想
が
広
が
る
。
法

然
、
親
鸞
な
ど
の
浄
土
信
仰
の
宗
派
を
含
め
た

新
し
い
仏
教
は
、
鎌
倉
時
代
だ
か
ら
こ
そ
誕
生

し
た
と
い
え
る
。
鎌
倉
期
は
日
本
初
の
外
敵
か

ら
攻
撃
を
受
け
た
。
玄
界
灘
に
ド
ラ
を
鳴
ら
し

押
し
寄
せ
る
大
軍
船
。〝
元
寇
の
襲
来
〟
は
現

代
に
お
い
て
も
、
何
ら
変
わ
ら
な
い
。
独
裁
者

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
と
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
の
行
方
が
何
れ
世
界
の
宗
教
界
に
変
革

を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
鎌
倉
文
化
の
随
筆
『
方

丈
記
』
は
無
常
観
を
彷
彿
さ
せ
る
。

　
〝
行
く
川
の
な
が
れ
は
絶
え
ず
し
て
し
か
も

本
の
水
に
あ
ら
ず
〟
救
わ
れ
な
い
民
衆
の
想
い

を
し
み
じ
み
感
じ
る
。
盂
蘭
盆
会
を
前
に
阿
弥

陀
仏
の
報
恩
に
感
謝
す
る
。
隣
国
に
軍
事
侵
攻

す
る
為
政
者
に
門
徒
仏
々
言
い
た
い
放
題
を
捲

し
立
て
る
。 

酒
呑
童
子 

 　

門
徒
仏
々
放
題

言
いた
い

ぶ
つ

ぶ
つ

⑦

　

西
洋
の
宗
教
改
革
の
波
は
遥
か
東
洋
日
本
に
ま

で
影
響
を
与
え
た
。
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
で
新
た

な
キ
リ
ス
ト
教
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
誕
生
し
た
。

　

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
宗
教
改
革
を

受
け
、
東
洋
の
布
教
を
図
る
べ
く
、
イ
エ
ズ
ス

会
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
を
宣
教
師
と

し
て
日
本
に
派
遣
し
た
。
学
校
の
教
科
書
に
ザ

ビ
エ
ル
の
肖
像
画
が
載
っ
て
い
た
。
ザ
ビ
エ
ル

が
来
日
し
た
戦
国
時
代
は
、
群
雄
割
拠
の
下
剋

上
の
世
の
中
で
織
田
信
長
が
頭
角
を
現
す
。
ザ

ビ
エ
ル
は
日
本
の
為
政
者
・
信
長
に
近
づ
い
た
。

若
き
信
長
は
西
洋
文
明
と
文
化
に
興
味
が
湧
い

た
。
進
取
の
精
神
に
富
む
信
長
の
世
界
観
が
深

ま
る
。
日
本
に
は
種
子
島
か
ら
鉄
砲
が
伝
来
し

て
い
た
。
西
欧
の
技
術
知
識
は
固
よ
り
、
交
易

に
よ
る
国
の
繁
栄
を
日
本
の
将
来
の
夢
に
見

た
。
信
長
に
は
宗
教
へ
の
関
心
は
毛
頭
無
く
、

寧
ろ
比
叡
山
延
暦
寺
な
ど
の
国
内
宗
教
を
憎

み
、
宣
教
師
ザ
ビ
エ
ル
と
フ
ロ
イ
ス
に
媚
を
売
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　前回に引き続き、表計算ソフトである「EXCEL（エクセル）」について解説し
ます。今回は具体例として「決算書」を作成していきます。

ネットDE 仏教
教区ホームページ連動企画『響流』～ＷＥＢ版～

今回の記事
  第７回  　EXCEL活用術！ （２）

〈高田教区ホームページアドレス　⇒  http://takada-kyoku.jp〉 

 

こ
も
れ
び

　

高
田
教
区
も
最
後
の
一
年
と
な
っ

た
。
高
田
教
区
報
『
響
流
』
も
次
号
と

最
終
号
の
発
行
を
残
す
の
み
と
な
っ

た
。
個
人
的
に
は
任
を
終
え
る
こ
と
の

安
堵
感
が
あ
る
が
、
そ
の
後
の
『
響
流
』

の
行
く
末
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。
教
区
報
の
み
な
ら
ず
、
新
教
区
発

足
を
機
に
組
織
力
が
強
化
さ
れ
教
化
活

動
も
充
実
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し

ま
す
。
そ
の
と
き
、
伝
道
広
報
と
若
い

方
々
が
今
ま
で
以
上
に
活
躍
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
若
い
方
々
の
体
力

と
柔
軟
さ
と
行
動
力
に
期
待
し
ま
す
。

 

（
淀
野
）

・
父
ち
ゃ
ん
も　

働
き
な
よ
と　

我
が
子
言
う�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

坊
守
が
稼
ぎ
頭
の
住
職
Ａ

・
す
ぐ
や
る
よ　

言
い
な
が
ら
手
に　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

ド
ラ
息
子

・
宿
題
？は
て　

ウ
ッ
セ
エ　

ウ
ツ
ェ
エ　

コ
ロ
ナ
さ
き�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

ド
ラ
息
子

・
無
警
戒　

平
和
を
叫
ぶ　

の
ん
き
者�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

蛇
に
睨
ま
れ
た
ヒ
キ
ガ
エ
ル

・
物
価
高　

防
衛
論
は　

生
計
費�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

貧
者
の
一
灯　
　
　

・
大
谷
に　

熱
中
し
て
て　

飯
忘
れ�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

し
げ
じ
い

・
豊
山　

前
半
だ
け
は　

三
役
だ�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

し
げ
じ
い　

・
投
稿
が　

無
い
の
で
慌
て
て　

知
恵
絞
る�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

宏　

富

・
梅
雨
明
け
た　

今
が
本
番　

ど
う
し
た
の�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

宏　

富

・
夏
の
夜
に　

ス
マ
ホ
で
見
る　

生
花
火�

ペ
ン
ネ
ー
ム 

崇　

清

さ
あ
　
ひ
ご
ろ
の
う
っ
憤
を

　
　
川
柳
を
作
り

　
晴
ら
し
て
み
て
は

　
　
　
い
か
が
で
し
ょ
う
。

響

流

川

柳

み
な
さ
ま
の
声
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　
『
響
流
』
に
対
す
る
ご
意
見
、
ご
要
望
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
各
コ
ー
ナ
ー
に
ご
応
募
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。
高
田
教
務
所
に
設
置
し
た
受
付
箱
、

ま
た
は
下
記
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
て
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
。

　

よ
り
多
く
の
方
に
手
に
取
っ
て
い
た
だ
け
る
教
区

報
に
す
る
た
め
に
皆
様
の
ご
協
力
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

高田教務所（響流担当宛）
takada@higashihonganji.or.jp

高田教区のホームページ（http://takada-kyoku.jp）よりバックナンバーが閲覧できますのでそちらの方もご覧ください。 12
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