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RIMBAN’S MESSAGE

THOUGHTS ON VIOLENCE AND JODO SHINSHU

“If one abuses you, there
is a temptation to an-
swer back, or to be re-
venged. One should be
on guard against this
natural reaction.  It is like
spitting against the wind,
it harms no one but one-
self …. Misfortune al-
ways dogs the steps of
one who gives way to
the desire for revenge.”

If things weren’t bad enough with the COVID-
19 pandemic, our nation finds itself once again
faced with a death of a Black man at the hands
of the police. I believe many of us saw the
shocking footage of a white Minneapolis police
officer kneeling on George Floyd’s neck for
nearly nine minutes.  Floyd was handcuffed at
the time and lying face down on the road while
the police officer had his knee on his neck.
Floyd’s alleged crime was trying to use a $20
bill in a deli that turned out to be counterfeit. The
four officers that were involved, three whom just
watched, were fired the next day and no arrests
were made. Initially, there were peaceful
demonstrations, protesting police brutality and
the arrest of police officers involved in Floyd’s
death. But soon, there was looting and rioting
and from there protesting begin to spread to
major cities throughout the US.
Unfortunately, Los Angeles was not spared of
the violence and looting. To be sure there were
some peaceful gatherings and protesting.  As
you might have heard or seen in the news some
of our merchants in Little Tokyo were vandal-
ized and looted as well as many of businesses

in the Los Angeles area.   It broke my heart as
I saw familiar businesses and restaurants being
vandalized and to see police and protesters
clash just blocks from our temple.
I’m sure, for many of you long time Los Angeles
residences, the memories of what happened 28
years ago is etched in your memory — the Rod-
ney King riots. I wasn’t here, though I sat in the
comfort of my living room in Cupertino, watch-
ing the events unfold on TV that day and the
days the followed.  What I saw was something
that looked like a third world country because
something like this could never happen in
America let alone California.  
Six days of rioting … 63 people dead, more
than 2,300 people injured and property damage
in the billions.  And I think one image we can’t
forget is the attack of the white truck driver,
Reginald Denny, who became the lasting image
of the innocent victim during the chaos.
Where does the blame fall?  The police? Rod-
ney King? The guy who video taped the beating?
The guy who threw the brick into Reginald
Denny’s skull or even Denny, himself, for driving
his truck through the corner of Florence and Nor-
mandy?  And what of this week? Do we blame
police officer Chauvin? George Floyd, who tried
to use a counterfeit $20 bill? Do we blame the
economy? The distrust of the police? Centuries
of social injustice of people of color? Do we
blame it on months of strain of the corona virus?
The verse I just read comes from the Dhamma-
pada, words spoken by Shakaymuni Buddha
over 2500 years ago.  It is a reminder for us to
recognize how interconnected we all are in this

(continued on page 5)
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WORKING OF AMIDA BUDDHA
by Rev. Koho Takata

Since stay-at-home was ordered by
the LA County, a few months have
already passed. I sincerely hope all
of you are safe and well in the Bud-
dha’s Great Compassionate Mind.
Our Sunday service, Dharma
School class, and various meetings
are currently held via video confer-
ence programs such as Zoom,
WebEx, etc. I realize that I am de-
pending so much on electrical de-
vices such as my computer, iPad,

and iPhone particularly during this pandemic. I am grate-
ful for the wireless internet which has made it possible for
me to use those devices and attend meetings and to hear
the Dharma virtually on Sundays with all of you. 
Since our temple has closed and temple activities have
been suspended for an undetermined length of time,
many members cannot visit the Nokotsudo. The Memorial
Day Service at our Nokotsudo was originally canceled be-
cause there was no wireless internet at the Nokotsudo.
However, the connection was extended to Nokotsudo just
prior to the Memorial Day so we were able to hold the
service at Nokotsudo via Zoom. When I reflected upon
the working of the electronics and internet, I was re-
minded of the workings of Amida Buddha directing to me.   

When I use my computer or smartphone, I cannot see the
working of the internet because it is wireless. It has nei-
ther color nor form. However, it is always working for me
and enabling me to surf the web, check my emails, and
deliver my Dharma message via Zoom on Sundays. Like
the wireless internet connection to my electrical devices,
I cannot see the Compassionate Working of the Buddha.
Amida Buddha has neither color nor form. However,
Amida Buddha is certainly working for me at all times and
in all places. The Working of Amida Buddha, Infinite Wis-
dom and Compassion, is always reaching to me as a form
of Nembutsu, NamoAmidabutsu. When Shinran Shonin
reflected upon the Working of the Buddha, he was always
filled with a mind of an apology, a mind of great joy, and

a mind of gratitude because of his egocentric self, com-
pared to the Buddha’s Great Compassionate Activities.
He wholeheartedly expressed his gratitude and appreci-
ation to the Buddha’s Great Benevolence by saying the
Buddha’s Name, NamoAmidabutsu. 
Nowadays, many people carry a smartphone. We can re-
ceive emails at all times and in all places as long as there
is a wireless internet connection. It is like the Working of
Amida Buddha’s Compassionate Activities. Amida Bud-
dha’s Light of Wisdom and Compassion is reaching to all
beings whenever and wherever we are. Moreover, Amida
Buddha’s Great Compassion is showering upon all be-
ings, no matter who we are, without any distinctions of
whether we are young or old, good or evil, educated or
uneducated, etc. based on the Primal Vow of Amida Bud-
dha. In the case of an email, the sender needs to choose
a person who receives the message. In the case of Amida
Buddha, however, his calling voice is already reaching out
to all beings without any exceptions. We are always in-
terconnected and embraced by the Working of Infinite
Wisdom and Compassion of the Buddha. The Inconceiv-
able Working of the Primal Vow is grasping all beings
equally at all times and in all places. Various convenient
electrical devices are now my reminder of Amida Bud-
dha’s Calling Voice, NamoAmidabutsu.  
As we welcome the Obon season, let us listen to the
voiceless voice of Amida Buddha and our loved ones in
our daily lives. Obon is the time to appreciate all of our
loved ones and recognize the continuation of the influ-
ence of their compassionate activities upon our lives. Let
us, together, always live with the calling voice of Amida
Buddha and our loved ones, NamoAmidabutsu, as the
basis of True and Real Life throughout Obon season and
actualize the “Gathering of Joy.”   

REV. KOHO TAKATA

There are two kinds of dharma-body with regard to the
Buddha. The first one is called dharma-body as such-
ness and the second, dharma-body as compassionate
means. Dharma-body as suchness has neither color
nor form; thus, the mind cannot grasp it nor words de-
scribe it. From this oneness was manifested form,
called dharma-body as compassionate means.

(CWS P.461, Notes on ‘Essentials of Faith Alone’)
“- - those who have been born first guide those who
come later, and those who are born later join those
who were born before. This is so that the boundless
ocean of birth-and-death be exhausted.”     

(CWS P.291)  



A village person commented:  “I
heard that Genza is a person who
shows oyakoukou (filial piety) to his
parents. If this is true, why did he
ask his mother to undo the straw-
laces of his sandals?  This is not
showing oyakoukou!” 
Genza heard this, and said. “Par-
ents can’t help but care for their
children and my mother loves me.
So, I let her do what she wishes by
undoing the straw-laces of my san-

dals.”
Another day, Genza visited Jotoku-ji which is the home
temple of Rev. Jitsujo Imanishi (my great-grandfather),
and massaged his shoulders. While Genza was massag-
ing him, he praised Jitsujo by saying, “You are a good son
to your parents because you show oyakoukou to them.
They must be proud of you. They hoped you would grow
up healthy and strong and you did. You’ve met their ex-
pectations.”
These stories illustrate myokonin Genza’s character. I will
explain Genza’s background which tells why Genza pur-
sued and took refuge in Amida Buddha. We will see that
his attitude towards his mother and Amida Buddha over-
laps naturally.
Myokonin Genza lost his father when he was 18
years old. His father’s last words for him were to
ask oyasama (literally: parent) for help.  Genza’s
search for the true oyasama began at that mo-
ment. Oyasama (in this case) is Amida Buddha
but Genza had no knowledge of the nembutsu
teaching at that time. He visited his home tem-
ple, Gansho-ji, and asked the minister what oy-
asama is. He learned that oyasama was Amida
Buddha. After this meeting he started listening
to the dharma talks at the temples around his home. 
Many years later, after finishing his day’s work of cutting
reed on a mountain, Genza was preparing to return home.
He loaded the cut reeds onto the back of his cow whom
he had named “Den.” He felt sorry for Den who seemed
to be overloaded. Genza unloaded some of the reeds and
hoisted them onto his own back. They headed for home
each carrying a load.  After a while, the load became so
burdensome that Genza could walk no further.  He

stopped, apologizing to Den, and placed his load back on
Den’s back. At that moment, he realized the meaning of
his father’s last message. Genza hurried back to the tem-
ple to tell the minister what he had learned. Once reaching
the temple Genza explained to the minister what he had
come to understand.  The minister responded with, “That
is so, Genza.” After Genza experienced this spiritual event
his concerns vanished forever. 
The question is: What did Genza realize when he un-
loaded the reeds from Den’s back? 
The answer is: Genza realized the workings of the Other
Power of Amida Buddha (ie: oyasama.) His recollection is
as follows:

When Genza returned his reeds onto Den’s back, he real-
ized that not only his deep karmic actions that caused his
suffering, but also the working of Amida Buddha’s Other

Power.  He saw his rejection, rooted in self-power,
of Amida’s compassion would liberate him from
suffering. His experience that day of loading his
suffering upon Amida Buddha was like Genza
loading his reeds onto Den’s back. Understanding
that his deep karmic suffering cannot be resolved
by self-power and Amida Buddha’s great compas-
sion can save him with the Other Power was the
foundation of the message from Genza’s father.
Understanding “the straw-laces of waraji” along

with  Genza’s father’s message, it becomes clear that
Genza did not have any selfish intentions toward his
mother in having her undo his waraji laces. For Genza, oy-
akoukou always puts his parent’s wishes first. As Genza
said, parents love their children so much that they want to
do for them as much as possible. Parents of both Genza
and Jitsujo hoped for their child’s happiness. This is why
Genza’s mother undid his waraji laces and Jitsujo’s parent
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STRAW LACES OF THE WARAJI 
(JAPANESE SANDALS)

by Rev. Hibiki Murakami

REV. HIBIKI 
MURAKAMI

(continued on page 8)

“I, at the time, understood my calculations and the
working of Amida Buddha’s Other Power. Amida
Buddha’s great compassion, like the Other Power,
is profound and incomprehensible. This was shown
to me by Den. Den was a teacher who led me to the
Buddhist Way. I was lost and wandered in darkness
for a while.  Now, the infinite light of Amida is shining
where I stand. Den provided me with this wonderful
insight. On that eventful day, my heart gave gratitude
to my oyasama again and again.”

Waraji
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As our world continues to open up,
I hope that you and your family are
safe and well.  Southern District
Temples, individually, decided that
they will not be open for Obon fes-
tivities this year. I am sad because,
for some, it is a once a year visit
and this annual season is given to
us by those that came before us.
Shigataganai.

I am grateful every Obon season for your parents and rel-
atives that taught me many things – the practical as well
as compassion toward others.  As an adult, going into the
kitchen for the first time, is very intimidating. However, Mr.
Isao Hatakeyama taught me how to make rice in our 30
cup rice cookers, and Mrs. Nobuko Sayano has per-
fected it to a science, for me. Mr. Nagao and Mr. Hamada
showed me that working so hard at Obon can be fun. It is
hard work but so much laughter. Ms. Joyce Koda taught
me how to cut the rice for sushi and chirashi. I couldn’t
wait to be older so that I could talk to people like she did
but it’s not going to happen. Mrs. Kay Marumoto, who
took care of the udon for Matrons, worked the long hours
and I always wonder if she went home that weekend. Mrs.
Flo Waki made crafts and gave some to me without mak-
ing me ever feeling like I ever owed her anything. She
would have her dishcloths and just shove them into my
pocket like we had a secret between us. Mrs. Kay Izumo
taught me most of what I know about recipes to serve
hundreds of people.  Seibi Okita taught me how to make
the sauces, tare and soaking sauce for the chicken
teriyaki. These are the few people that come to mind, at
this moment, and I know I am forgetting others.  
What I do at Obon is not me, but all of them working
through me and I couldn’t be more grateful. I appreciate
how members, past and present, have touched my life –
I am so lucky. For this Obon season, take time to visit your
loved ones that have passed and especially the ones that
are alive, as long as it is safe.  
In gassho,
Pam Tabata

BETSUIN PRESIDENT’S 
MESSAGE

OBON REFLECTIONS

Hello everyone,

I hope this message finds you and your family

well and safe.

As the temple sends this out, I want everyone to

enjoy all the temple information as it comes to

you virtually. Because of the pandemic, you are

not receiving envelopes to remind you that your

donations are very important to the temple. If

you are able, we appreciate any donation that is

given and this is just a small reminder of that.

Obon festivities are a major fundraiser for the

temple to carry us through the remainder of the

year. Because that is not happening, I am asking

for your help. Please consider a donation that

can be mailed to the temple at 815 E. 1st St, LA

90012 and I thank you in advance.

In Gassho,  

Pam Tabata,   President

Los Angeles Hompa Hongwanji 

Buddhist Temple

president@nishihongwanji-la.org

president@nishihongwanji-la.org
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OBON DHARMA SERVICE
by Rev. Koho Takata

2020 MEMBERSHIP
DRIVE

Valid from January 1 through December 31, 2020

$250 FOR EACH ADULT FAMILY MEMBER

CHECKS ARE PAYABLE TO:  
L.A. HOMPA HONGWANJI BUDDHIST TEMPLE

Payments may be made in full or by installments 
throughout the year of 2020

The annual Hatsubon (First Obon) Serv-
ice is for those who have  passed away
from the last Obon until now. This year,
Hatsubon is scheduled for Saturday, July
26 at 1:00 pm via Zoom.  For those fami-
lies who wish to “participate” virtually,
please contact the temple to get the link
information and register so that a candle
will be placed before the deceased’s
homyo card during the service.
The annual Obon service is scheduled via
Zoom for Sunday, July 19 at 10:00 am in the Hondo. The
guest speaker in English and Japanese will be Rev.
George Matsubayashi, former Rimban of LA Hompa
Hongwanji Buddhist Temple who will  guide us through this
reflective time. 
On the same day, an Obon service will take place in the
Nokotsudo via Zoom from 11:30 am.
We have cancelled the Obon Service at Evergreen Ceme-
tery due to the COVID-19. 
The term Bon is an abbreviation of a Japanese Buddhist
term “Urabon,” which is derived from the Sanskrit term “Ul-
lumbana.” Ullumbana means to be liberated from a spiri-
tual state of pain and hunger caused by greediness, one
of three blind desires.
Even as we reflect on the sorrowful consequence of basic
human defilement we, as Jodo Shinshu Buddhists, joyfully
reflect on the Primal Vow Power of Amida Buddha which
has been fulfilled, thus enabling us to live in gratitude. The
Bon Service is called the “Gathering of Joy” in Jodo Shin-
shu tradition, instead of being merely called a “Memorial
Service.”

small world, while proclaiming universal truth, that hatred
does not cease through hatred but by through compassion
and that revenge harms no one but ones self.
Of course all of us condemn these wanton acts of violence
and destruction.  We feel that the protesters who riot and
the loot should be condemned, persecuted and punished
according to the law, as well as the police officer who killed
Floyd or any form of police brutality.  Just weeks before
we learned that four months ago, a 25 year old black man
was chased by two armed white men in Georgia, a strug-
gle ensued and the young man was shot and killed. 
Individually and collectively, we sense the danger of things
slipping out of control and are not sure how to respond let
alone respond as a Jodo Shinshu Buddhist. However, as
Jodo Shinshu Buddhist our aim is to cultivate oneself in
order to awaken to how things really are and not just from
are own self-centered perspective.
For Shinran all our acts, whether good or bad, are the out-
come of past karma.  Shinran understood that we all have
needs and desires or drives that control our behavior and
more often than not create personal problems.  Shinran
recognized the innumerable causes and conditions that
could drive people to do things almost against their well,
even into situations they had no control over.
Therefore, there is no judge and no judgment.  There is
no wrong and there is no right.  There is only the effects
of our thoughts, words, and deeds.  These effects exist as
the consequences of what we think, say and do.  How we
respond to these effects, determines what our next mo-
ment shall be.  It determines what type of human being I
shall become.
Who’s to say that anyone of us, given the right (or wrong,
depending on one’s point of view) conditions, could do al-
most anything.  
How many of us could actually kill someone?  I’m sure we
all feel we are incapable of taking another human life, but
would you kill someone to defend your family?  And what if
you did take another persons life in the act of defending your
family?  Would that constitute a good deed or an evil deed?
The taking of human life is supposedly condemned by all
religions.  Meaning it is wrong to kill another human being.
On one extreme, this is what we are taught.  On the other
hand, we are also told that it is permissible to kill under
certain circumstances, such as war, criminal execution,
abortion, or self-defense. 
A soldier may go to war or policeman goes on duty.  As he
performs his duty, he may have to fight and even kill.  He

(Rimban - continued from page 1)

(continued on page 7)
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DID YOU KNOW?
by Eiko Masuyama

The world is a small place and get-
ting smaller… so many connec-
tions…
1.  In the May-June issue of the JIHO,
“Did You Know,” a 1937 photo of young
men with Meiji era flutes, dressed in
costume, had one missing name.  The
boy on the end next to Rev. Kuwatsuki,
was identified as “? Kamoto.”  On April
25, an email was received from Asao

Masumiya, of the Hollywood Buddhist Temple, identifying
? Kamoto as Teruo Kamoto, father of his wife, Kimberley
Kamoto Masumiya.  He noted that Teruo Kamoto would
be 100 years old if he were alive today.  Teruo Kamoto’s
brother, Kazuo Kamoto was identified;  the teacher (cen-
ter), Hoshichi Kamoto, would be Kimberly’s grandfather. I
am looking forward to hearing from Kimberly about this
musical Kamoto family, originally from the Venice area.
Thank you, Asao and Kimberly Masumiya!
2.  Found in the BMNA — Buddhist Mission of North Amer-
ica (changed to Buddhist Churches of America, after
World War II) Headquarter Journal I.  The original is in
Japanese and was translated by Rev. George Matsub-
ayashi, covering August 20, 1925  to March 11, 1948.  The
entry:

Rev. Jitsujo Imanishi (#101, assigned to Sacramento in
September 8, 1925, and returned to Japan in April 24,
1929) is the great-grandfather of our newly arrived Rev.
Hibiki Murakami.

*          *          *          *          *
“Buddhist [Arch] Abbot Attends Rituals at Bangle
Hall,” Rafu Shimpo, Jan. 18, 1935
WEST LONG BEACH, January 18— During his brief stay
in Southern California, His Eminence, the Archabbott
Shojo Ohtani [official title, Renshi] visited the Bangle Bud-
dhist Nipponese school accompanied by the head rinban,
Rev. Sasaki and Rev. Yukawa and Rev. Julius A. Goldwa-
ter.  Following a brief but impressive ceremony the Arch-
abbott was introduced to the people who gathered from
Long Beach, San Pedro, Wilmington, Keystone and vicin-
ity in spite of the drizzle outside.
His Eminence expressed his heartfelt gratitude to the

many devout Buddhists and expressed his hopes and de-
sires that every Japanese strive not only for international
but for Nisei-bei [American] peace and goodwill.  To the
younger folks, he asked that every youth become real
Japanese American citizens and blossom forth with all the
radiant beauty like the “sakuras” that have been planted
on the banks of the Potomac… “and to give your body and
soul for your beloved country.”
[Note:  Renshi Shojo Ohtani is the uncle of the past Mon-
shu Kosho Ohtani] 

*          *          *          *          *

“Buddhists in Temple Rites with [Arch] Abbott, More
Than Thousand To be Initiated at Ceremony, Kyoto
Emissary, Nishi Betsuin Scene of Throng Tomorrow”
Rafu Shimpo, Jan. 11, 1935
More than 1,000 devout Buddhists of the Southland have
applied for the impressive initiation ceremony of the tem-
ple to be conducted by the visiting emissary of the Honpa
Nishi Hongwanji temple of Kyoto, His Eminence Archab-
bott Shojo Ohtani, and the accompanying Rev. Tetsujo
Sasaki attended by Bishop K. Masuyama of the North
American headquarters in San Francisco.  The rites will
be held at the local Nishi Hongwanji Betsuin on Saturday
and Sunday, January 12-13.”
The “Kikeishiki,” commonly known as the “okamisori” is
the ceremony of applying the razor on the head of the in-

EIKO
MASUYAMA

“August 26, 1925   
Rev. Jitsujo Imanishi arrived in San Francisco.  Rev.
Kenshi Iwao (#97) greeted him at the port.  Rev.
Imanishi stayed at the Hokubei Hotel.”

RENSHI SHOJO OHTANI VISITATION 02/16/1935 WITH 
LOS ANGELES HOMPA HONGWANJI BETSUIN FUJINKAI (BWA)

Row 1 seated:  Tane Tamari, Mrs. Saiki, Rev. Saiki, Rev Washioka, Rim-
ban Sasaki, Renshi Shojo Ohtani, Rev. Sasaki (of Japan), Rev. Yukawa,
Mrs. Yukawa, ?, ?, ?
Row 2:  ?,?,?,?,?,?,?, Toku Aratani, Mrs. Fujita(?), ?,?,?,?, Misao
Gotanda, Shizue Kato, Kiku Sasajima with daughter, Hideko 

(continued on page 8)
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(Rimban - continued from page 5)
may receive medals and awards and is thanked for his
service.  By all accounts, he has followed the prescription
for a good soldier, a good policeman and has made the
world a safer place.  Society even tells him he has done a
good job.  But what happens when all the fighting is over
or the policeman goes home?  How does he feel about
himself?
Jodo Shinshu does not place a good or bad label upon an
action.  Depending upon the circumstances, we must all
make the best decision at that moment.  It is easy to judge.
However, in retrospect, regardless of right wrong, good or
bad, how do we feel about what has happened. 
This is what Jodo Shinshu is concerned with.  This is the
spiritual growth or awakening of the individual. The awak-
ening of the individual goes beyond the dualistic nature of
extremes.  Our life, our karma is unique therefore our own
thoughts, words and deeds shall also be unique.  And, it is
also independent of what we are told is good, bad, right or
wrong.
The bottom line for Shinran’s faith goes beyond good and
evil.  We, therefore, have no good deeds that will assure
us salvation.  There are,however, no evil deeds that can
obstruct Amida’s Vow.  Because Shinran realized our
shortcomings he assures us that salvation is completely
the result of the Vow.
It is through this realization of Amida’s Compassionate
Vow that we are able to transcend the actions of good and
evil deeds and recognize that all actions are based on in-
numerable cause and conditions thereby becoming less
judgmental of other peoples behavior as well as becoming
acutely aware of the reasons for ones own behavior. Nev-
ertheless, Shinran tells us that if evil deeds can be avoided
then, by all means, don’t commit them.  This is not for the
sake of your own salvation but out of gratitude and appre-
ciation for Amida’s Compassionate Vow.  
As seekers of truth, we want to reflect on the questions,
“Why did this happen?  What were the causes and condi-
tions?”  I am not in any way saying that the police officer
was justified killing Floyd or it was okay for the demonstra-
tors to vandalize or loot stores. But we must remember that
in our interdependent and interconnected world, there can
be no absolute good or evil.
The only way that we can avoid falling into such a view is
to acknowledge the potential for evil that lurks in all of us,
a potential that can be unleashed at any moment in rage
of anger and jealousy and hatred.  An action which is a re-
sult from a past experience or past conditions. 

As Shinshu Buddhists, we should try recognize the innu-
merable causes and conditions that drove these people to
commit such horrendous actions. 
It is this same understanding that makes us aware of our
own behavior and actions.  Why we feel hate and anger
as well as how we react to those feelings. Without under-
standing, compassion is impossible.  Why do they hate us
so much? Why would they do such a thing? What kind of
deep suffering is there?  It will require deep listening and
deep looking to understand that.
We can begin to begin looking into our own lives, looking
deeply at the roots of the hatred and violence in our society
and the world and listening with compassion in order to
hear and understand what we have not yet had the capac-
ity to hear and to understand. When we have listened and
looked deeply, our actions and our response to the events
of these past weeks or the years of social injustice, can
only be that of compassion. To have compassion in our
own hearts will calm our anger.
The focus of our concern is not only humankind in general
but each of us, you and me, that we not fall victim to our
baser instincts for revenge and violence, but to try to bring
some understanding of the causes and conditions  of the
reality of human existence. 
This past week, anger and revenge have lead people to
burn and loot and we find Shakyamuni’s words just as rel-
evant as they were 2500 years ago.

“We do not kill, not because our thoughts are good
but because we do no have the karma to kill even a
single person. Yet, even though we do not want to in-
jure anyone, we may be led to kill a hundred or a
thousand people.” —Chapter 13 of the Tannisho

“If one abuses you, there is a temptation to answer
back, or to be revenged. One should be on guard
against this natural reaction.  It is like spitting against
the wind, it harms no one but oneself …. Misfortune
always dogs the steps of one who gives way to the
desire for revenge.”

Betsuin Jiho
Editor-in-Chief:  Rimban William Briones

English Editor:  Elaine Fukumoto    
Japanese Editor:  Rev. Koho Takata
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dividual to be initiated into the faith as a signal of embody-
ing the faith of the Buddhists.  It is done in the same sense
that the individual’s head is shaved for the priesthood.
This ceremony is unique in that it is not held outside of the
main temples in Kyoto.  The occasion was made possible
in view of the 35th anniversary of the Buddhist mission in
America [BMNA, BCA] and the visiting Archabbott was es-
pecially entrusted with the rites to commemorate the oc-
casion.
A sufficient number of Americans have applied for the cer-
emony necessitating a special ceremony for the Occiden-
tals at 11 o’clock Sunday morning with the assistance of
Rev. Julius A. Goldwater.
“This situation is unique in Los Angeles because these in-
dividuals have first completed a psychological growth or
change before becoming Buddhists.  These people are
not converted Buddhists from something or some other
religion but are Buddhists inside and out in view of the fact
that they are seekers of the fundamental truth [who] have
found the way the Noble Eightfold Path that was taught by
our Lord the Buddha, 2500 years ago,” declared Reverend
Goldwater.

*          *          *          *          *
“Sunday School NEWS” LA YBA SANGHA, p. 8, Sep-
tember 14, 1947
The following names were announced as additions to the
Sunday School staff by the staff superintendent, Elso Ito:
Shizue Kobuke, Mitsuo Murakami, Toshiko Kusumoto,
Yaeko Morita, Tom Harada and Laura Yamaguchi.
The newly purchased 1946 Chevrolet Sunday School bus
makes 4 runs each Sunday to pick up the children and to
take them home.  The 48-
passenger bus was offi-
cially presented to the
Sunday School group on
August 10 during the YBA
service by President Al-
bert Hirota and acknowl-
edged by Elso Ito.
Many thanks to Shigemi
Aratani who has volun-
teered his services as
driver of the bus.
The bus schedule is listed
on the next column [San
Pedro Street District and
Boyle Heights District].
Any of you who have

younger brothers or sisters or friends who have no trans-
portation may take the bus.
The Sunday School has purchased an attendance banner
for the class having the best attendance for each Sunday.
Birthday pins will be given each Sunday to those students
having birthdays 

*          *          *          *          *
UPDATE: After coming across and viewing a 1938
panorama, titled, “Commemorative Celebration of 35th
Anniversary since Establishment of the Hompa Hong-
wanji Rafu Betsuin, October 15-16, 1938,” the photos
with the May 2020 JIHO article can be dated as 1938 and
were probably taken during that celebration.  At that time
(1938), it was accepted that the beginning date was 1904,
the first gathering under the leadership of Rev. J. Izumida
and Rev. R. Asaki (listed incorrectly as Asayoshi in BCA
and our history books), both Nishi Hongwanji ministers.
In 1905, Bishop (originally called Superintendent) K.
Uchida of the Buddhist Mission of North American (to be
renamed BCA in 1944) came from San Francisco and of-
ficially established Nanka Bukkyokai (on Jackson Street)
with Rev. Asaki in charge.

(KNOW? - continued from page 6)

SUNDAY SCHOOL 
ATTENDANCE BANNER

(MURAKAMI- continued from page 3)
hoped he would grow up healthy and strong. Meeting a
parent’s expectation is like nembutsu practicers entrusting
themselves to Amida Buddha who vowed never to aban-
don the sentient beings who are suffering. For Genza, al-
lowing himself to accept the Amida Buddha’s Other Power
is  to express his gratitude toward Amida Buddha’s com-
passion. 
There are some temples where there are pictures written
in Japanese “Youkoso Youkoso”.  I believe that it comes
from Genza’s greeting that he used to say “Youkoso
Youkoso Satemo Satemo.” “Youkoso” is a word in the di-
alect in the Sanin area where Genza and Jitsujo lived. It
means “thank you.”  “Satemo Satemo” is an interjection
meaning “how” and/or “what.” That is why you find the
meaning of “Youkoso Youkoso Satemo Satemo” as “How
grateful am I that Amida Buddha vowed to free me from
suffering.” I remember my grandfather, who is the son of
Jitsujo, saying, “Youkoso Youkoso” when he welcomes his
temple members. 
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“May there be Peace in the World, and 
May the Buddha-Dharma Spread!” -Shinran Shonin- 

 

 

OPEN TO PUBLIC 
 

Sunday, August 2, 2020 @ 10:00AM 
 

Speakers 
Rimban William Briones (English) 

Rev. Koho Takata (Japanese) 
 

LA Hompa Hongwanji Buddhist Temple 



 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

-

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

-

 
  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 





2020 年 7 月1日  別 院 時 報                       第 461 号 (1) 

 

 

 
L.A. Hongwanji 
Buddhist Temple 

815 E. First Street 
Los Angeles, CA 

90012 
 

Tel: (213)680-9130 
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七
月
・
八
月
の
ご
法
縁 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
大
恐
慌
に
よ
り
日
程
を
中
止
・変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

独
立
記
念
日
（
寺
務
所
お
休
み
） 

 

七
月
四
日
（
土
） 

お
盆
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
中
止
） 

 

七
月
十
一
日
（
土
）
・
十
二
日
（
日
） 

永
代
経
祥
月
法
要
（
ズ
ー
ム
で
配
信
） 

 

七
月
十
二
日
（
日
）
午
後
一
時 

親
鸞
聖
人
御
命
日
講 

 

七
月
十
六
日
（
木
）
午
後
一
時
半 

お
盆
お
墓
参
り
（
中
止
） 

 

七
月
十
九
日
（
日
）
午
前
九
時 

 

於
エ
バ
グ
リ
ー
ン
墓
地 

盂
蘭
盆
会
（
ズ
ー
ム
で
配
信
） 

 

七
月
十
九
日
（
日
）
午
前
十
時 

 
 

御
講
師
：
松
林 

ジ
ョ
ー
ジ 

師
、
前
輪
番 

お
盆
納
骨
堂
お
参
り
（
ズ
ー
ム
で
配
信
） 

 

七
月
十
九
日
（
日
）
午
前
十
一
時
半 

初
盆
法
要(

ズ
ー
ム
で
配
信
） 

 

七
月
二
十
六
日
（
日
）
午
後
一
時 

原
爆
犠
牲
者
追
悼
法
要
（
ズ
ー
ム
で
配
信
） 

 

八
月
二
日
（
日
）
午
前
十
時 

永
代
経
祥
月
法
要
（
ズ
ー
ム
で
配
信
） 

 

八
月
九
日
（
日
）
午
後
一
時 

親
鸞
聖
人
御
命
日
講 

 

八
月
十
六
日
（
日
）
午
後
一
時
半 

本
派
本
願
寺
羅
府
別
院 

平和を願う法要 御門主 御親教 【2015年7月3日】 

       

異
な
る
価
値
観
を
認
め
合
う
社
会
へ 

た
だ
今
、
皆
さ
ま
と
共
に
お
勤
め
い
た
し

ま
し
た
「
平
和
を
願
う
法
要
」
に
あ
た

り
、
第
２
次
世
界
大
戦
で
犠
牲
に
な
ら
れ

た
す
べ
て
の
方
々
に
対
し
、
衷
心
よ
り
追

悼
の
意
を
表
し
ま
す
。 

７
０
年
前
の
８
月
６
日
、
た
っ
た
一
発
の

爆
弾
に
よ
っ
て
、
一
瞬
に
し
て
美
し
い
広

島
の
街
が
破
壊
さ
れ
、
多
く
の
か
け
が
え

の
な
い
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
原

子
爆
弾
の
も
た
ら
し
た
惨
禍
（
さ
ん
か
）

は
、
放
射
能
の
影
響
と
し
て
、
ま
た
痛
ま

し
い
記
憶
と
し
て
、
今
も
多
く
の
方
々
を

苦
し
め
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
思

う
と
き
、
あ
ら
た
め
て
人
間
の
愚
か
さ
、

戦
争
の
悲
惨
さ
、
原
子
爆
弾
の
非
道
さ
を

感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。 

私
は
、
皆
さ
ま
と
共
に
、
戦
後
７
０
年
を

迎
え
る
広
島
の
地
で
、
平
和
へ
の
願
い
を

新
た
に
す
る
こ
と
に
深
い
意
義
を
感
じ
て

い
ま
す
。 

第
２
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
７
０
年
が

経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
人
類
が

経
験
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
世
界
規
模
で

の
争
い
が
起
こ
っ
た
あ
と
、
７
０
年
と
い

う
歳
月
が
、
争
い
が
も
た
ら
し
た
深
い
悲

し
み
や
痛
み
を
和
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
た

で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
そ
こ

か
ら
平
和
へ
の
願
い
と
、
学
び
を
ど
れ
だ

け
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。 

戦
争
の
当
時
を
生
き
ら
れ
た
方
々
が
少
な

く
な
っ
て
ゆ
く
な
か
で
、
戦
争
が
も
た
ら

し
た
痛
み
の
記
憶
は
遠
い
も
の
と
な
り
、

風
化
し
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
本
願
寺
教
団
が
戦

争
の
遂
行
に
協
力
し
た
こ
と
も
、
決
し
て

忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
記
憶

の
風
化
に
対
し
、
平
和
を
語
り
継
ぐ
こ
と

が
、
戦
後
７
０
年
の
今
を
生
き
る
私
た
ち

に
課
せ
ら
れ
た
最
大
の
責
務
で
す
。
よ
り

よ
い
未
来
を
創
造
す
る
た
め
に
は
、
仏
智

に
教
え
導
か
れ
、
争
い
の
現
実
に
向
き
あ

う
こ
と
が
基
本
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

そ
も
そ
も
、
あ
ら
ゆ
る
争
い
の
根
本
に

は
、
自
己
を
正
当
と
し
、
反
対
す
る
も
の

を
不
当
と
す
る
人
間
の
自
己
中
心
的
な
在

り
方
が
根
深
く
あ
り
ま
す
。
宗
祖
親
鸞
聖

人
は
、
「
煩
悩
具
足
（
ぼ
ん
の
う
ぐ
そ

く
）
の
凡
夫
（
ぼ
ん
ぶ
）
、
火
宅
（
か
た

く
）
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
、

み
な
も
つ
て
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ

と
あ
る
こ
と
な
し
」
と
、
人
間
世
界
の
愚

か
さ
を
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
が
互
い
に
正
義
を
振
り
か
ざ
し
、
主
張

し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
煩
悩
に

基
づ
い
た
思
い
で
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
の

真
実
の
は
た
ら
き
の
前
で
は
打
ち
崩
さ
れ

て
ゆ
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
と
い
う
事
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
縁
に
よ
っ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症 

に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て 

現
在
、
羅
府
別
院
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
寺
務
職
員
並

び
に
開
教
使
の
出
勤
体
制
を
大
幅
に
縮
小

す
る
等
の
対
策
を
講
じ
て
お
り
ま
す
。
お

寺
な
ら
び
に
納
骨
堂
は
引
き
続
き
閉
め
て

お
り
ま
す
の
で
、
参
拝
い
た
だ
け
ま
せ

ん
。 

門
信
徒
の
方
々
に
は
、
ご
不
便
を
お
か
け

い
た
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
理
解
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

日
曜
礼
拝
、
特
別
法
要
、
永
代
経
祥
月
法

要
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
生
配
信
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご

参
拝
さ
れ
た
い
お
方
が
お
ら
れ
れ
ば
、

N
ish

iD
h
arm

aC
en

ter@
g
m

ail.co
m

 

ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

ま
た
、
枕
経
、
葬
儀
、
年
忌
法
要
等
に
つ

き
ま
し
て
も
お
寺
で
お
勤
め
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
ご
希
望
の
お
方
は
オ
ン
ラ

イ
ン
で
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

可
能
で
す
。
ど
う
ぞ
、
お
寺
ま
で
お
電
話

か
、N

ish
iD

h
a
rm

a
C
en

ter@
g
m

a
il.co

m
 

ま
で
メ
ー
ル
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

現
在
の
と
こ
ろ
、
月
曜
か
ら
日
曜
ま
で
毎

日
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
開
教

使
が
お
寺
に
出
勤
し
て
お
り
ま
す
。
大
変

申
し
訳
な
い
こ
と
で
す
が
、
皆
様
方
が
お

寺
に
来
ら
れ
て
も
入
る
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
。
何
か
ご
不
明
な
点
や
お
手
伝
い
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も

お
電
話
或
い
は
電
子
メ
ー
ル
に
て
ご
連
絡

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

引
き
続
き
お
念
仏
の
日
暮
ら
し
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

て
、
ど
の
よ
う
な
非
道
な
行
い

も
し
か
ね
な
い
と
い
う
、
私
た

ち
人
間
の
愚
か
さ
に
対
す
る
警

告
で
も
あ
り
ま
す
。 

い
か
な
る
争
い
に
お
い
て
も
悲

し
み
の
涙
を
と
も
な
う
こ
と

を
、
私
た
ち
は
決
し
て
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
受
け
が
た
い

人
の
身
を
受
け
、
同
じ
世
界
に

生
ま
れ
、
同
じ
時
間
を
生
き
て

い
る
私
た
ち
が
、
お
互
い
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
う
し

て
こ
の
上
、
傷
つ
け
合
わ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
一

つ
ひ
と
つ
の
命
に
等
し
く
か
け

ら
れ
て
い
る
如
来
の
願
い
が
あ

る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
と

き
、
そ
の
願
い
の
も
と
に
、
互

い
が
互
い
を
大
切
に
し
、
敬
い

合
え
る
社
会
が
生
ま
れ
て
く
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
少

な
く
と
も
お
念
仏
を
い
た
だ
く

私
た
ち
は
、
地
上
世
界
の
あ
ら

ゆ
る
人
び
と
が
安
穏
の
う
ち
に

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の

実
現
の
た
め
に
、
最
大
限
の
努

力
を
惜
し
ん
で
は
な
り
ま
せ

ん
。 

戦
後
７
０
年
と
い
う
歳
月
を
、

戦
争
の
悲
し
み
や
痛
み
を
忘
れ

る
た
め
の
も
の
に
し
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
戦
後
７
０
年

と
い
う
こ
の
年
が
、
異
な
る
価

値
観
を
互
い
に
認
め
合
い
、
共

存
で
き
る
社
会
の
実
現
の
た
め

に
あ
る
こ
と
を
、
世
界
中
の
人

び
と
が
再
認
識
す
る
機
会
と
な

る
よ
う
、
願
っ
て
や
み
ま
せ

ん
。  

龍
谷
門
主  

釋  

専  

如 
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浄
土
真
宗
と
暴
力 

羅
府
別
院
輪
番 ブ

リ
オ
ネ
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム 

付
記
：
こ
れ
は
人
種
差
別
へ
の
抗
議
デ
モ

や
そ
れ
に
伴
う
社
会
不
安
が
街
全
体
に
広

が
っ
て
い
た
日
曜
日
に
お
話
し
た
法
話
で

す
。
日
曜
礼
拝
後
に
原
稿
を
読
み
た
い
と

い
う
要
望
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
今
回
寺

報
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

人
は
の
の
し
ら
れ
る
と
、
言
い
返
し
た

り
、
仕
返
し
し
た
く
な
る
も
の
で
あ
る
。

人
は
こ
の
反
作
用
に
用
心
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
風
に
向
か
っ
て
唾
す
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
人
を
傷

つ
け
ず
、
か
え
っ
て
自
分
を
傷
つ
け

る
。
・
・
・
仕
返
し
の
心
に
は
常
に
災
い

が
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
る
。 

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
で
非
常
に
困
難
な

時
期
の
中
に
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
さ
ら
に

衝
撃
的
な
事
件
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
国
で
ま
た
、
黒

人
男
性
が
警
察
官
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ

た
の
で
す
。
皆
さ
ん
の
多
く
が
ミ
ネ
ア
ポ

リ
ス
の
白
人
警
官
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ロ
イ

ド
氏
の
首
を
膝
で
九
分
近
く
に
も
わ
た
っ

て
押
さ
え
つ
け
て
い
る
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な

映
像
を
目
に
し
た
と
思
い
ま
す
。
警
官
が

首
を
膝
で
押
さ
え
つ
け
て
い
る
間
、
フ
ロ

イ
ド
氏
は
手
錠
を
か
け
ら
れ
た
ま
ま
、
地

面
に
う
つ
伏
せ
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼

は
商
店
で
二
十
ド
ル
の
偽
札
を
使
用
し
た

容
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
の
死

亡
事
件
に
関
与
し
て
い
た
四
人
の
警
官
の

う
ち
、
傍
観
し
て
い
た
三
人
は
翌
日
に
解

雇
さ
れ
ま
し
た
が
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
初
抗
議
デ
モ
は

平
和
的
な
も
の
で
し
た
。
警
察
官
に
よ
る

暴
力
に
対
す
る
抗
議
で
あ
り
、
事
件
に
関

与
し
た
警
官
の
逮
捕
を
求
め
る
も
の
で
し

た
。
け
れ
ど
も
残
念
な
が
ら
こ
の
抗
議
活

動
か
ら
や
が
て
暴
動
と
略
奪
が
引
き
起
こ

さ
れ
、
そ
れ
は
全
米
中
に
広
が
っ
た
の
で

す
。 

暴
動
や
略
奪
が
抗
議
活
動
の
目
的
で
は
な

か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
デ
モ
の
参

加
者
の
多
く
は
平
和
的
な
集
会
で
あ
り
抗

議
活
動
で
し
た
。
小
東
京
で
も
こ
の
暴
力

的
行
為
の
被
害
に
あ
っ
た
商
店
が
あ
り
ま

す
。
馴
染
み
の
お
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
が
破

壊
さ
れ
た
姿
を
見
る
こ
と
、
デ
モ
の
参
加

者
と
警
察
官
が
お
寺
の
す
ぐ
間
近
で
衝
突

し
て
い
る
の
を
目
に
す
る
と
胸
が
張
り
裂

け
そ
う
に
な
り
ま
す
。 

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
長
年
住
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
皆
さ
ん
の
多
く
は
、
ロ
ド
ニ
ー
・

キ
ン
グ
事
件
と
呼
ば
れ
る
二
十
八
年
前
に

起
こ
っ
た
出
来
事
が
心
に
刻
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
当
時
私
は
ク
パ
チ
ー
ノ

の
自
宅
で
テ
レ
ビ
を
通
し
て
こ
の
事
件
の

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
昼
夜
問
わ
ず
報
道

さ
れ
る
状
況
を
居
間
の
ソ
フ
ァ
で
見
守
っ

て
い
ま
し
た
。
当
時
の
私
に
と
っ
て
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
は
遠
い
街
で
し
た
。
さ
ら
に
は

起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
自
分
の
国
で
、
し

か
も
こ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
思
い
で
し

た
。 

二
十
八
年
前
の
暴
動
は
六
日
間
に
わ
た
っ

て
続
き
、
六
十
三
名
の
死
者
と
二
千
三
百

名
以
上
の
負
傷
者
を
出
し
ま
し
た
。
暴
動

や
略
奪
に
よ
る
被
害
は
何
十
億
に
も
上
っ

た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
さ
ら
に
私
た
ち

が
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

が
、
こ
の
暴
動
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
白
人

の
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
デ

ニ
ー
氏
の
こ
と
で
し
ょ
う
。 

こ
れ
は
一
体
誰
の
責
任
な
の
で
し
ょ
う
。

警
察
で
し
ょ
う
か
、
ロ
ド
ニ
ー
・
キ
ン
グ

氏
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
暴
行
を
撮
影

し
て
い
た
人
で
し
ょ
う
か
。
コ
ン
ク
リ
ー

ト
塊
で
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
デ
ニ
ー
氏
の
頭
部

を
強
打
し
た
人
間
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
日

フ
ロ
ー
レ
ン
ス
通
り
と
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー

ア
ベ
ニ
ュ
ー
を
運
転
し
て
い
た
デ
ニ
ー
氏

本
人
で
し
ょ
う
か
。 

さ
ら
に
今
回
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
フ
ロ
イ
ド
氏
の
死
の
直
接
の

原
因
と
な
っ
た
警
官
シ
ョ
ー
ヴ
ァ
ン
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
二
十
ド
ル
の
偽

紙
幣
を
使
用
し
た
フ
ロ
イ
ド
氏
で
し
ょ
う

か
。
経
済
格
差
や
警
察
へ
の
不
信
、
何
世

紀
に
も
わ
た
る
有
色
人
種
に
対
す
る
社
会

的
不
正
義
、
あ
る
い
は
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

を
問
題
の
原
因
に
挙
げ
る
人
も
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。 

冒
頭
で
紹
介
し
た
一
節
は
釈
尊
の
言
葉

で
、
『
法
句
経
』
か
ら
の
引
用
で
す
。
二

五
〇
〇
年
も
前
に
説
か
れ
た
こ
の
教
え

は
、
こ
の
小
さ
な
世
界
に
私
た
ち
が
い
か

に
深
く
関
わ
り
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
る

か
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
憎

し
み
は
憎
し
み
に
よ
っ
て
止
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
憎
し
み
を
止
め
る
の
は
慈
悲

の
心
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
復
讐
は
自
ら

を
傷
つ
け
る
行
為
で
あ
る
。
仏
教
は
こ
れ

を
普
遍
の
真
理
と
し
て
い
ま
す
。 

も
ち
ろ
ん
誰
も
が
暴
力
と
破
壊
行
為
を
諫

め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
暴
動
や
略
奪
に

走
っ
た
抗
議
者
は
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
罪
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
フ
ロ
イ
ド
氏
を
殺

害
し
た
警
察
官
や
、
警
察
の
暴
力
に
向
け

ら
れ
る
非
難
と
同
じ
も
の
で
す
。
四
ヶ
月

前
に
も
二
十
五
才
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ

カ
人
の
青
年
が
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
二
人
の
白

人
男
性
に
銃
で
撃
た
れ
て
死
亡
し
ま
し

た
。 

こ
の
よ
う
な
悲
劇
が
繰
り
返
し
報
道
さ
れ

る
た
び
に
、
個
人
に
お
い
て
も
、
そ
し
て

集
団
と
し
て
も
私
た
ち
は
間
違
っ
た
方
向

に
突
き
進
み
、
制
御
が
効
か
な
い
状
態
に

な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
真

宗
門
徒
と
し
て
ど
の
よ
う
に
こ
う
し
た
問

題
に
応
え
れ
ば
い
い
の
か
、
と
考
え
ま

す
。
様
々
な
思
い
が
あ
る
中
で
私
た
ち
が

忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
物
事
を
あ

り
の
ま
ま
に
見
る
目
を
い
た
だ
く
こ
と
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
見
方
が
偏
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
こ

と
、
そ
の
こ
と
が
真
宗
門
徒
と
し
て
最
も

願
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

親
鸞
聖
人
は
私
た
ち
の
行
為
は
、
良
い
行

い
も
悪
い
も
の
も
全
て
業
に
よ
る
も
の

だ
、
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
人
間
で

あ
れ
ば
自
制
的
な
行
動
を
選
び
、
問
題
を

起
こ
す
よ
う
な
行
動
は
避
け
た
い
と
思
う

も
の
で
す
し
、
そ
の
こ
と
自
体
を
聖
人
は

否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

親
鸞
聖
人
は
、
私
た
ち
は
縁
起
的
存
在
で

あ
る
、
と
い
う
と
い
う
こ
と
に
深
く
頷
か

れ
た
方
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
つ

ま
り
、
縁
が
整
え
ば
い
か
な
る
振
る
舞
い

も
し
か
ね
な
い
、
と
い
う
私
た
ち
の
危
う

さ
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
方
で
あ
っ
た

の
で
す
。 

で
す
か
ら
、
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い
て
善

悪
あ
る
い
は
正
誤
の
判
断
は
あ
り
ま
せ

ん
。
絶
対
的
な
悪
も
、
絶
対
的
な
善
も
な

い
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
私
た
ち
の

考
え
や
、
言
葉
、
行
動
の
結
果
な
の
で

す
。
そ
し
て
、
そ
の
事
象
に
ど
う
反
応
す

る
か
、
そ
れ
が
次
の
事
象
を
生
み
出
す
の

で
す
。
そ
の
総
体
と
し
て
私
た
ち
の
人
間

性
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。 

今
ま
で
行
っ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
正

し
い
も
の
だ
と
言
い
切
れ
る
人
は
い
る
で

し
ょ
う
か
。 

例
え
ば
、
皆
さ
ん
の
中
で
実
際
に
人
の
命

を
奪
っ
た
人
は
い
ま
す
か
？
お
そ
ら
く
、

そ
ん
な
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
、
と
思
う

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
け
れ
ど
も
、

例
え
ば
自
分
の
大
切
な
家
族
を
守
る
た
め

だ
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
唯

一
家
族
を
守
る
手
段
だ
っ
た
と
し
た
ら
？

そ
れ
は
果
た
し
て
正
し
い
行
い
で
し
ょ
う

か
、
そ
れ
と
も
悪
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
人
の
命
を
奪
う
こ
と
を

諫
め
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
人
を
殺
す
と
い

う
こ
と
は
罪
な
の
で
す
。
誰
も
が
そ
れ
を

疑
問
も
な
く
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
け
れ

ど
も
、
私
た
ち
は
状
況
に
よ
っ
て
は
人
の

命
を
奪
う
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
戦
争
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
死
刑
制
度
や
、
中
絶
、
正
当
防

衛
も
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。 

戦
地
に
赴
く
軍
隊
の
兵
士
や
警
察
官
は
そ

の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
職
務
遂
行
の
た
め
に
戦
闘
や
相
手
の

殺
害
も
あ
り
得
ま
す
。
職
務
を
全
う
し
た

と
し
て
表
彰
さ
れ
た
り
賞
賛
さ
れ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
が
職
務
に
忠
実

で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
優
れ
た
兵
士
で
あ

り
、
警
察
官
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
け
れ
ど
も
、
い
か
に
社
会
が
彼
ら
の

行
動
を
肯
定
し
、
賞
賛
し
た
と
し
て
も
、

人
の
命
を
奪
っ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い

て
、
彼
自
身
は
は
た
し
て
ど
う
思
う
で

し
ょ
う
か
。 

浄
土
真
宗
の
教
え
は
私
た
ち
の
行
為
に
つ

い
て
善
悪
の
評
価
を
与
え
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
そ
の
時
の
状
況
の

中
で
常
に
ベ
ス
ト
の
選
択
を
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
は
望
む
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
場
に
居
合
わ
せ
な
い
者
に
と
っ
て
、
そ

の
行
動
を
評
価
し
批
判
す
る
こ
と
は
簡
単

な
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
評
価
は
そ

の
時
に
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
で
き
る
も

の
な
の
で
す
。 

善
悪
の
判
断
を
与
え
て
く
れ
な
い
浄
土
真

宗
の
教
え
は
心
も
と
な
い
と
感
じ
る
人
も

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
私

た
ち
の
行
動
に
つ
い
て
絶
対
的
な
善
悪
の

判
断
は
で
き
な
い
、
と
知
る
こ
と
が
浄
土

真
宗
の
教
え
の
要
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。
善
悪
や
正
誤
と
い
っ
た
二
元
論
か

ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
、
私
た
ち
に
と
っ

て
の
目
覚
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私

た
ち
の
人
生
も
、
私
を
私
と
な
ら
し
め
て

い
る
縁
も
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
考
え
や
言
葉
、
行
動
も
千

差
万
別
な
の
で
す
。 

親
鸞
聖
人
が
確
か
に
頷
か
れ
た
こ
と
は
、

善
悪
と
い
う
分
別
か
ら
の
解
放
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
良
い
行
い
に

よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
考
え
か
ら
私
た

ち
を
解
放
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
同

じ
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
妨
げ
る
よ

う
な
悪
も
な
い
、
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。
欠
点
も
多
く
間
違
い
を
繰
り

返
し
犯
す
私
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀

仏
の
救
い
の
機
で
あ
る
と
教
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

阿
弥
陀
仏
の
こ
の
大
悲
の
本
願
へ
の
目
覚

め
を
通
し
て
私
た
ち
は
初
め
て
善
悪
と
い

う
分
別
か
ら
自
由
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
行

為
が
数
え
切
れ
な
い
因
縁
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
そ
の
気
づ
き
は
、
人
の
行

動
を
見
て
す
ぐ
に
善
悪
の
判
断
を
下
す
代

わ
り
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
行
為
に
至
っ

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
さ
せ

て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
親
鸞
聖
人
は
、
悪
い
と
言
わ
れ
る
行

い
を
慎
む
よ
う
に
努
め
る
の
は
、
自
ら
の

救
い
の
た
め
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
大

悲
の
本
願
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
目
覚
め
た
者
の
感
謝
と
報
恩
の
表

現
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

も
う
一
度
私
た
ち
が
今
置
か
れ
て
い
る
現

状
に
視
線
を
戻
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
い
っ

た
い
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
フ
ロ
イ
ド
氏
を
殺
害
し
た
警

官
の
行
為
を
正
当
化
す
る
理
由
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
抗
議
デ
モ
に
便
乗
し
た
暴
動

や
略
奪
を
擁
護
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。
行
為
そ
の
も
の
を
断
罪
す
る
こ
と
は

簡
単
で
す
。
け
れ
ど
も
大
切
な
こ
と
は
、

私
た
ち
は
関
わ
り
の
世
界
を
生
き
て
い
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る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
た
の

か
、
そ
の
背
後
に
目
を
向
け
る

こ
と
の
方
が
善
悪
の
判
断
を
下

す
よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

人
を
悪
と
断
罪
す
る
時
、
自
分
は

絶
対
に
そ
の
立
場
に
は
な
ら
な
い

と
い
う
自
信
が
そ
の
元
に
な
っ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
縁
に

よ
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
行
為
も
し

か
ね
な
い
自
分
で
あ
る
と
い
う
目

覚
め
こ
そ
が
、
人
を
善
悪
で
判
断

す
る
考
え
か
ら
私
た
ち
を
解
放
し

て
く
れ
る
の
で
す
。 

「
一
人
に
て
も
か
な
い
ぬ
べ
き
業

縁
な
き
に
よ
り
て
、
害
せ
ざ
る
な

り
。
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
、
こ

ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ

じ
と
お
も
う
と
も
、
百
人
千
人
を

こ
ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
―
こ

れ
は
『
歎
異
抄
』
第
十
三
条
の
親

鸞
聖
人
の
お
言
葉
で
す
。 

真
宗
門
徒
と
し
て
私
た
ち
は
許
し

難
い
行
為
を
し
た
人
を
断
罪
す
る

こ
と
よ
り
も
、
そ
の
人
を
そ
の
行

為
に
駆
り
立
て
た
も
の
は
何
だ
っ

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
目
を
向

け
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
翻
っ
て
私

た
ち
自
身
の
行
為
を
見
つ
め
直
す

と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
私
た
ち
の
憎
し
み
や
怒
り
の

元
を
見
つ
め
る
こ
と
は
、
そ
の
感

情
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
行
動
を

起
こ
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考

え
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
大
切
な

こ
と
で
す
。
慈
悲
と
い
う
の
は
そ

の
よ
う
な
目
を
賜
る
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
の
怒
り
や

憎
し
み
、
そ
し
て
苦
し
み
は
ど
こ

か
ら
来
て
い
る
の
か
。
そ
の
こ
と

を
知
る
方
法
は
彼
ら
の
声
を
聞

き
、
彼
ら
の
痛
み
に
寄
り
添
う
こ

と
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

私
た
ち
は
今
改
め
て
自
ら
の
生
活

を
見
つ
め
直
す
機
会
を
い
た
だ
い

て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
社
会
や
世
界
全
体
に
広
が
る

憎
し
み
と
暴
力
の
根
を
深
く
見
つ

め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
彼
ら
の
痛
み
を
人
ご
と
で
は

な
く
我
が
事
と
し
て
見
出
す
時
、

聞
く
と
い
う
道
が
開
け
て
き
ま

す
。
そ
れ
が
慈
悲
を
基
礎
と
す
る

人
と
の
関
わ
り
方
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が

こ
こ
数
週
間
で
起
き
て
い
る
出
来

事
へ
の
、
そ
し
て
長
年
に
わ
た
っ

て
続
い
て
い
る
不
平
等
な
行
為
へ

の
応
え
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
慈
悲
を
通
し
て
私
た
ち
は
怒

り
に
振
り
回
さ
れ
な
い
生
き
方
が

見
え
て
く
る
の
で
す
。 

こ
れ
は
私
た
ち
一
人
一
人
の
問
題

で
す
。
報
復
や
暴
力
に
身
を
焼
か

れ
、
そ
の
犠
牲
者
と
な
る
の
で
は

な
く
、
縁
起
の
理
に
目
覚
め
、
立

場
の
異
な
る
人
た
ち
と
の
つ
な
が

り
を
実
感
す
る
こ
と
が
願
わ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

怒
り
と
復
讐
の
心
が
人
を
支
配
す

る
時
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る

の
か
、
私
た
ち
は
目
の
当
た
り
に

し
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
二
千
五
百

年
前
に
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
言

葉
を
わ
が
身
に
引
き
当
て
て
聞
く

時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

人
は
の
の
し
ら
れ
る
と
、
言
い
返
し

た
り
、
仕
返
し
し
た
く
な
る
も
の
で

あ
る
。
人
は
こ
の
反
作
用
に
用
心
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
風
に

向
か
っ
て
唾
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
他
人
を
傷
つ
け
ず
、
か

え
っ
て
自
分
を
傷
つ
け
る
。
・
・
・

仕
返
し
の
心
に
は
常
に
災
い
が
つ
き

ま
と
う
も
の
で
あ
る
。 

  

阿
弥
陀
仏
の
お
は
た
ら
き 

高
田 

興
芳 

早
い
も
の
で
外
出
禁
止
令
が
発
令

さ
れ
て
か
ら
既
に
数
カ
月
が
経
ち

ま
し
た
。
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
慈
光
照
護
の
も
と
ご
健
勝
に

て
お
過
ご
し
の
事
と
拝
察
い
た
し

ま
す
。
現
在
、
お
寺
を
閉
め
て
お

り
ま
す
の
で
、
日
曜
礼
拝
や
会
議

等
は
ズ
ー
ム
な
ど
の
ビ
デ
オ
会
議

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
状
況
下
で
法
務
活
動
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
自
身
の
生
活

を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に

頼
り
切
っ
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
電
子

機
器
に
働
い
て
い
る
ワ
イ
ア
レ
ス

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
お
か
げ
で

ズ
ー
ム
で
の
日
曜
礼
拝
や
会
議
に

出
席
で
き
る
こ
と
を
と
て
も
有
難

く
思
い
ま
す
。 

お
寺
が
数
カ
月
閉
ま
っ
て
い
ま
す

の
で
、
納
骨
堂
に
参
拝
で
き
な
い

状
況
で
す
。
い
つ
も
お
寺
に
い
ま

す
と
納
骨
堂
に
参
拝
で
き
ま
す
か

と
い
う
お
電
話
を
よ
く
い
た
だ
き

ま
す
。
納
骨
堂
を
参
拝
さ
れ
た
い

方
々
の
た
め
に
メ
モ
リ
ア
ル
デ
ー

に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
納
骨

堂
に
持
っ
て
い
き
、
ズ
ー
ム
を
通

し
て
お
勤
め
を
し
よ
う
と
試
み
ま

し
た
が
、
納
骨
堂
に
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
働
い
て
な
い
事
が
分
か

り
、
当
初
中
止
す
る
予
定
で
し

た
。
で
す
が
、
メ
モ
リ
ア
ル
デ
ー

の
数
日
前
に
納
骨
堂
で
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
使
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
の
で
、
ズ
ー
ム
で
お
勤

め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
色
も
形
も

な
い
ワ
イ
ア
レ
ス
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
働

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

確
認
し
た
と
き
、
ワ
イ
ア
レ
ス
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
阿
弥
陀
仏
の

お
働
き
に
よ
く
似
て
い
る
な
と
思

い
ま
し
た
。 

法
身
は
、
色
も
な
く
、
形
も
な

い
。
だ
か
ら
、
心
に
思
う
こ
と
が

で
き
な
い
し
、
言
葉
に
も
あ
ら
わ

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
一
如

の
世
界
か
ら
形
を
あ
ら
わ
し
て
方

便
法
身
と
い
う
お
す
が
た
を
示
さ

れ
た
の
で
あ
る
。 （

唯
信
鈔
文
意
） 

私
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
ウ
エ
ッ

ブ
サ
イ
ト
や
電
子
メ
ー
ル
を
見
る

時
、
私
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

接
続
が
見
え
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら

ば
、
ワ
イ
ア
レ
ス
だ
か
ら
で
す
。

私
の
目
に
は
接
続
が
見
え
ま
せ
ん

が
、
ウ
エ
ッ
ブ
サ
イ
ト
や
電
子

メ
ー
ル
を
見
る
こ
と
で
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
確
か
に
働
い
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
ま
す
。
ワ
イ
ア
レ

ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
同
じ
よ

う
に
私
は
自
身
の
目
で
阿
弥
陀
仏

の
お
働
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
何
故
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏

は
色
も
な
く
、
形
も
な
い
、
真
理

そ
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。
阿
弥
陀

仏
の
真
理
は
、
私
の
目
に
は
見
え

ず
、
触
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん

が
、
阿
弥
陀
仏
の
お
働
き
で
あ
る

南
無
阿
弥
陀
仏
の
御
名
を
聞
き
称

え
る
こ
と
に
よ
り
、
確
か
に
阿
弥

陀
仏
の
お
働
き
に
お
育
て
頂
い
て

い
る
事
に
気
付
か
さ
れ
る
ま
す
。 

最
近
で
は
多
く
の
方
が
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
お
も
ち
で
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
と
同
じ
よ
う
に
ワ
イ

ア
レ
ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
れ

ば
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
で
も
ウ

エ
ッ
ブ
サ
イ
ト
や
電
子
メ
ー
ル
を

確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
同

じ
よ
う
に
目
に
見
る
こ
と
も
触
る

こ
と
も
で
き
な
い
阿
弥
陀
仏
の
真

実
の
お
姿
・
お
働
き
も
い
つ
で
も

ど
こ
で
で
も
分
け
隔
て
な
く
生
き

と
し
生
け
る
者
の
全
て
に
平
等
に

届
い
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
ワ
イ
ア
レ
ス
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
私
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
確
か
に
働

い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
び

に
私
の
為
に
様
々
に
真
実
た
く
み

な
手
立
て
を
も
っ
て
お
働
き
く
だ

さ
る
阿
弥
陀
仏
の
お
姿
、
南
無
阿

弥
陀
仏
と
い
う
御
名
を
も
っ
て
示

さ
れ
て
お
ら
れ
る
親
さ
ま
の
慈
し

み
の
お
心
が
確
か
に
私
に
届
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

ま
す
。 

お
盆
の
時
節
を
迎
え
る
に
当
た

り
、
智
慧
と
慈
悲
に
限
り
の
な
い

お
念
仏
が
仏
様
そ
し
て
往
生
さ
れ

た
亡
き
人
の
お
喚
び
声
と
な
っ
て

私
に
届
い
て
く
だ
さ
る
お
念
仏
の

お
徳
を
頂
き
、
真
実
の
み
教
え
に

遇
わ
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
に
共
に

歓
喜
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

真
実
の
言
葉
を
集
め
て
往
生
の
助

け
に
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
に

生
ま
れ
る
も
の
は
後
の
も
の
を
導

き
、
後
に
生
ま
れ
る
も
の
は
前
の

も
の
の
あ
と
を
尋
ね
、
果
て
し
な

く
つ
ら
な
っ
て
途
切
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
し
た
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
数
限
り
な
い
迷
い

の
人
々
が
残
ら
ず
救
わ
れ
る
た
め

で
あ
る
。(

教
行
信
証) 
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村
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響 

あ
る
人
が
、
こ
う
い
う
噂
を
聞
い

た
そ
う
だ
。
「
源
左
さ
ん
は
親
孝

行
だ
と
い
う
噂
だ
が
、
ど
う
い
う

わ
け
か
、
自
分
が
履
い
て
い
る
草

鞋
の
紐
を
母
親
に
ほ
ど
か
さ
せ
る

と
聞
い
た
。
親
孝
行
だ
と
は
と
ん

で
も
な
い
嘘
じ
ゃ
な
い
か
。
」
そ

の
噂
を
聞
い
た
源
左
さ
ん
は
、
こ

の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
人
の
親

は
、
自
分
の
子
ど
も
が
可
愛
い
く

て
仕
方
が
な
い
の
だ
か
ら
、
自
分

の
子
供
の
草
鞋
の
紐
で
も
ほ
ど
き

た
い
も
の
だ
。
」 

ま
た
あ
る
時
、
鹿
野
町
浄
徳
寺
に

立
ち
寄
っ
た
源
左
さ
ん
は
、
（
私

の
曽
祖
父
で
あ
る
）
今
西
実
定
師

の
肩
を
揉
み
な
が
ら
、
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
言
っ
た
。
「
あ
ん
た

（
実
定
）
は
ほ
ん
と
う
に
親
孝
行

な
人
で
す
な
。
親
御
さ
ん
が
、
大

き
く
健
康
な
子
に
あ
な
た
を
育
て

よ
う
と
思
い
育
て
ら
れ
て
、
あ
な

た
は
立
派
に
大
き
く
な
り
ま
し
た

か
ら
。
」 

こ
の
物
語
は
、
因
幡
の
妙
好
人
こ

と
、
源
作
の
人
柄
が
よ
く
現
れ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
度
は
、

源
左
が
ど
の
よ
う
に
し
て
阿
弥
陀

様
に
出
会
い
、
帰
依
し
た
の
か
に

つ
い
て
触
れ
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
物
語
で
語
ら
れ
る
源
左

の
母
親
へ
の
姿
が
、
そ
の
ま
ま
源

作
が
阿
弥
陀
様
へ
帰
依
す
る
姿
と

重
な
る
こ
と
を
み
て
い
き
ま
す
。 

源
左
は
１
８
歳
の
時
に
父
親
を
亡

く
し
、
父
親
が
最
後
に
「
お
ら
が

死
ん
だ
ら
、
親
様
を
た
の
め
」
と

遺
言
を
残
し
た
こ
と
で
、
源
左
の

「
親
」
探
し
が
始
ま
り
ま
し
た
。

「
親
様
」
と
は
、
阿
弥
陀
様
の
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
が
分
か
ら
な
か
っ
た
源
左

は
、
お
手
次
の
お
寺
で
あ
る
願
正

寺
の
住
職
に
そ
の
こ
と
を
尋
ね
ま

し
た
。
す
る
と
、
「
阿
弥
陀
様
こ

そ
が
親
様
で
あ
る
」
と
い
う
念
仏

の
教
え
を
教
え
て
も
ら
い
、
そ
れ

か
ら
は
そ
の
あ
た
り
一
帯
の
お
寺

に
聴
聞
し
て
回
り
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
十
数
年
が
過
ぎ
た
あ
る

日
の
事
で
す
。
源
左
は
山
で
の
草

刈
り
の
仕
事
を
終
え
て
、
飼
い
な

ら
し
て
い
た
牛
の
デ
ン
に
、
刈
り

取
っ
た
草
を
載
せ
て
山
か
ら
下
り

て
家
に
帰
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
し

か
し
、
あ
ま
り
に
た
く
さ
ん
の
草

を
デ
ン
の
背
中
に
載
せ
て
し
ま
っ

た
の
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
可
哀

そ
う
に
思
っ
た
源
左
は
、
デ
ン
か

ら
少
し
草
を
自
分
の
肩
に
移
し

て
、
そ
れ
を
担
い
で
山
を
下
り
始

め
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
下
山
の

途
中
に
そ
の
草
の
重
み
に
耐
え
ら

れ
な
く
な
り
、
身
動
き
が
取
れ
な

く
な
っ
た
源
左
は
、
仕
方
な
く
担
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い
で
い
た
草
を
再
び
デ
ン
の
背

中
に
戻
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、

源
作
は
父
親
の
遺
言
の
意
味
を

一
瞬
に
理
解
し
ま
し
た
。
急
い

で
家
に
帰
っ
て
そ
の
こ
と
を
住

職
に
告
げ
る
と
、
住
職
は
「
源

左
、
そ
れ
だ
」
と
言
っ
て
、
そ

れ
以
降
、
源
左
の
心
配
事
は
何

も
無
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

担
い
で
い
た
草
を
牛
の
背
中
に

お
ろ
し
た
時
に
、
源
左
は
一
体

何
に
気
が
付
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
親
様
、
つ
ま
り
、

阿
弥
陀
様
の
他
力
だ
と
い
い
ま

す
。
後
に
こ
の
時
の
体
験
を
振

り
返
っ
て
、
源
左
は
こ
の
よ
う

に
語
っ
て
い
ま
す
。 

わ
し
は
こ
の
時
に
、
自
分
の
は

か
ら
い
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
っ

て
、
同
時
に
阿
弥
陀
様
の
他
力

が
わ
か
り
ま
し
た
。
阿
弥
陀
様

の
お
慈
悲
も
他
力
と
同
じ
よ
う

に
、
自
分
な
ん
か
で
は
、
は
か

る
こ
と
の
で
き
な
い
深
い
お
心

だ
と
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
デ
ン

（
牛
）
に
そ
の
こ
と
を
教
え
て

も
ら
っ
た
の
で
、
デ
ン
は
わ
し

に
と
っ
て
は
善
知
識
も
同
じ
で

す
。
長
い
間
、
暗
闇
を
さ
ま

よ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
瞬
の

う
ち
に
光
が
差
し
込
ん
で
き
ま

し
た
。
デ
ン
に
は
あ
り
が
た
い

ご
縁
を
も
ら
っ
て
、
そ
の
帰
り

は
親
様
の
御
恩
を
思
わ
せ
て
も

ら
い
な
が
ら
家
へ
と
戻
り
ま
し

た
。 

源
左
は
牛
に
草
を
お
ろ
し
た
時

に
、
苦
し
み
を
生
み
だ
す
自
分

の
抱
え
る
深
い
業
と
、
そ
れ
を

助
け
て
く
れ
る
阿
弥
陀
様
の
は

た
ら
き
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付

い
た
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
阿

弥
陀
様
が
自
分
の
こ
と
を
助
け

よ
う
と
し
て
く
れ
て
い
た
の

に
、
そ
れ
を
拒
み
続
け
て
き
た

自
分
の
は
か
ら
い
が
あ
る
こ
と

に
気
が
付
い
た
の
で
あ
り
ま
し

た
。
実
は
源
左
の
得
た
体
験
と

は
、
牛
の
背
中
に
草
を
載
せ
る

こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の

苦
し
み
の
全
て
を
阿
弥
陀
様
に

任
せ
き
る
こ
と
で
あ
り
ま
し

た
。
源
左
の
父
親
が
遺
言
の
中

で
源
左
に
伝
え
た
か
っ
た
こ
と

は
、
自
分
の
苦
し
み
の
深
さ
に

気
付
き
、
そ
れ
を
助
け
た
い
阿

弥
陀
様
の
お
慈
悲
か
ら
生
ま
れ

る
他
力
の
は
た
ら
き
に
お
任
せ

し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
す
。 

こ
れ
を
踏
ま
え
て
〈
草
鞋
の

紐
〉
を
読
み
直
し
て
み
ま
す

と
、
源
左
が
自
分
の
勝
手
で
母

親
に
草
鞋
の
紐
を
ほ
ど
い
て
も

ら
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
っ
て
き
ま
す
。
源
左
に

と
っ
て
の
親
孝
行
と
は
、
親
の

し
た
い
こ
と
を
第
一
に
優
先
し

て
、
そ
の
通
り
に
身
を
任
せ
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
親
は
と
い

う
と
、
自
分
の
子
ど
も
が
可
愛

い
く
て
仕
方
が
な
い
の
で
、
自

分
の
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
子

ど
も
に
し
て
あ
げ
た
い
の
で

す
。
そ
れ
が
分
か
る
の
が
、
例

え
ば
、
源
左
の
母
親
が
草
鞋
の

紐
を
ほ
ど
く
こ
と
で
あ
っ
た

り
、
実
定
師
の
親
が
健
康
に

育
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
た
り
す

る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

親
の
思
い
に
応
え
る
姿
勢
、
つ

ま
り
、
源
左
で
あ
れ
ば
親
が
し

た
い
と
思
う
が
ま
ま
に
靴
紐
を

ほ
ほ
ど
い
て
も
ら
う
こ
と
や
、

親
の
願
い
の
通
り
に
実
定
師
が

健
康
な
身
体
に
き
ち
ん
と
育
つ

こ
と
は
、
ま
さ
に
、
凡
夫
で
あ

る
私
た
ち
に
先
ん
じ
て
、
苦
し

む
者
を
決
し
て
見
放
さ
な
い
と

お
誓
い
を
建
て
ら
れ
た
阿
弥
陀

様
に
お
任
せ
す
る
念
仏
者
の
姿

そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ

て
、
源
左
に
と
っ
て
阿
弥
陀
様

に
お
任
せ
す
る
こ
と
は
、
そ
の

ま
ま
阿
弥
陀
様
の
御
恩
に
報
い

る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

ち
な
み
に
、
お
寺
で
よ
く
見
か

け
る
「
よ
う
こ
そ
よ
う
こ
そ
」

と
い
う
言
葉
で
す
が
、
私
が
思

う
に
源
左
の
口
癖
「
よ
う
こ
そ 

よ
う
こ
そ
、
さ
て
も
さ
て
も
」

か
ら
来
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
よ
う
こ
そ
」
と
は
、
因
幡
の

方
言
で
「
あ
り
が
と
う
」
の
感

謝
で
あ
り
、
「
さ
て
も
さ
て

も
」
と
は
「
な
ん
と
ま
あ
」
と

い
う
感
動
詞
で
す
。
よ
っ
て
、

「
よ
う
こ
そ
よ
う
こ
そ
、
さ
て

も
さ
て
も
」
と
は
、
「
な
ん
と

ま
ぁ
、
こ
の
私
を
助
け
る
と

誓
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
あ
り
が

た
い
こ
と
で
す
」
と
い
う
意
味

に
な
り
ま
す
。
実
定
師
の
息

子
、
私
の
お
爺
さ
ん
が
お
寺
に

来
ら
れ
た
ご
門
徒
さ
ん
を
向
か

へ
入
れ
る
時
の
挨
拶
も
、
開
口

一
番
に
「
よ
う
こ
そ
よ
う
こ

そ
」
と
言
っ
て
い
た
き
が
し
ま

す
。 

  

初
盆
法
要
並
び
に
お
盆
法
要
の
ご
案
内 

本
年
度
の
お
盆
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
現
況
を
鑑
み
て
中
止
す
る
事
と
な
り
ま
し

た
。
引
き
続
き
皆
様
方
の
御
理
解
と
御
支
援
の
程
、
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
お
盆
は
歓
喜
会
【
か
ん
ぎ
え
】
と
も
呼
ば
れ
、
先
に
お
浄
土
に
生
ま
れ

た
人
、
そ
し
て
、
そ
の
後
に
続
く
私
共
が
お
念
仏
の
中
で
身
も
心
も
共
に
喜
び

に
満
ち
溢
れ
る
集
い
で
す
。 

本
年
度
の
お
盆
法
要
は
七
月
十
九
日
（
日
）
に
勤
ま
り
ま
す
。
お
盆
（
盂
蘭
盆

会
）
【
う
ら
ぼ
ん
え
】
の
起
源
は
「
盂
蘭
盆
経
」
と
い
う
お
経
で
す
。
盂
蘭
盆

と
い
う
言
葉
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
「
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
」
と
い
う
言
葉
が
起
源

で
す
。
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
と
は
、
三
毒
の
煩
悩
「
貪
欲
（
と
ん
よ
く
）
、
瞋
恚

（
し
ん
に
）
、
愚
痴
（
ぐ
ち
）
」
の
一
つ
で
あ
る
貪
欲
（
と
ん
よ
く
）
、
欲
望

の
心
に
よ
り
陥
る
餓
鬼
道
か
ら
救
わ
れ
る
事
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。 

私
達
は
日
常
生
活
の
中
で
色
々
な
欲
望
に
惑
わ
さ
れ
生
き
て
い
る
と
い
う
事
を

忘
れ
が
ち
で
す
が
、
自
ら
の
日
々
の
生
き
様
を
振
り
返
り
、
お
浄
土
へ
お
還
り

に
な
ら
れ
た
亡
き
人
を
ご
縁
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
御
本
願
の
み
教
え
に
遇
わ

さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
喜
び
、
感
謝
さ
せ
て
頂
く
事
に
歓
喜
会
で
あ
る
お
盆
の
法

要
を
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

お
盆
法
要 

七
月
十
九
日
（
日
）
午
前
十
時
（
ズ
ー
ム
で
配
信
） 

 

 
 

 
 

 
 

御
講
師
：
松
林 

ジ
ョ
ー
ジ 

師
（
前
輪
番
） 

 
  

同
日 

午
前
九
時 

於 

エ
バ
グ
リ
ー
ン
墓
地 

(

中
止
） 

 
 

同
日 

午
前
十
一
時
半 

於 

無
量
光
寿
堂
（
ズ
ー
ム
で
配
信
） 

ま
た
、
本
年
度
の
初
盆
法
要
は
、
七
月
二
十
六
日(

日
）
午
後
一
時
よ
り
勤
ま
り

ま
す
。
初
盆
は
、
ご
家
族
が
亡
く
な
ら
れ
て
初
め
て
お
迎
え
す
る
お
盆
と
い
う

意
味
で
す
。
亡
き
方
は
今
や
お
浄
土
で
仏
様
と
な
ら
れ
、
生
き
て
い
る
私
達
に

ご
恩
を
よ
ろ
こ
ぶ
身
に
な
る
よ
う
に
導
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
私
達
が
称
え
ま

す
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
が
ま
さ
し
く
私
達
に
い
た
り
届
い
て
い
る
仏
様
の

お
は
た
ら
き
で
す
。
亡
き
人
、
仏
様
に
よ
っ
て
私
達
は
手
を
合
わ
し
て
お
念
仏

申
す
身
に
お
育
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
。 

大
切
な
方
と
の
別
れ
を
通
し
て
私
達
も
ま
た
生
命
お
わ
っ
て
い
く
身
で
あ
り
、

お
念
仏
と
共
に
行
き
抜
く
道
を
共
に
歩
む
こ
と
を
お
教
え
い
た
だ
き
ま
す
。 

本
年
度
の
お
盆
並
び
に
初
盆
法
要
は
、
ズ
ー
ム
で
配
信
の
予
定
で
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
或
い
は
お
電
話
で
法
要
に
ご
参
拝
い
た
だ
け
ま
す
。

詳
細
は
お
寺
に
お
電
話
い
た
だ
く
か
、

N
ish

iD
h
a
rm

a
C
en

ter@
g
m

a
il.co

m

ま
で
メ
ー
ル
く
だ
さ
い
ま
せ
。
こ
の

よ
う
な
状
況
下
で
す
の
で
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご

了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

「
天
国
」
で
は
な
く
「
浄
土
」 

最
近
は
、
亡
く
な
っ
た
方
の
行
き
先
を
「
天
国
」
と
表
現
さ
れ

る
方
が
非
常
に
多
く
な
り
ま
し
た
。
弔
辞
な
ど
で
も
「
昇
天
さ

れ
た･･････

」
と
か
「
天
国
に
召
さ
れ
た･･････

」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
も

な
い
の
に
、
と
首
を
か
し
げ
た
く
な
り
ま
す
が
、
こ
の
天
国
と

い
う
言
葉
、
ど
う
も
漠
然
と
使
わ
れ
て
い
て
深
い
意
味
は
な
い

よ
う
で
す
。
し
か
し
、
や
は
り
、
浄
土
真
宗
の
葬
儀
で
は
ふ
さ

わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
り
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と

こ
そ
が
浄
土
真
宗
の
教
え
の
根
幹
で
あ
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
全

て
の
人
び
と
を
救
い
と
る
た
め
に
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
た
究
極

の
安
住
場
所
な
の
で
す
。
亡
き
人
が
ど
こ
に
い
か
れ
る
の
か
、

そ
の
行
き
先
を
し
っ
か
り
と
見
定
め
て
い
く
、
そ
の
た
め
に
お

聴
聞(

※)

し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。
天
国
で
は
な
く
、
浄

土
だ
と
い
う
こ
と
を
、
言
葉
だ
け
で
も
知
っ
て
、
使
っ
て
い
た

だ
き
た
く
思
い
ま
す
。  

※
お
聴
聞
：
仏
さ
ま
の
話(

法
話)

を
聞
く
こ
と  

 

お
盆
の
お
飾
り
は
？ 

一
部
の
風
習
で
は
、
精
霊
棚
を
作
っ
て
、
お
膳
を
用
意
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
浄
土
真
宗
で
は
そ
う
い
っ
た
こ
と

は
い
た
し
ま
せ
ん
。
精
霊
棚
と
い
う
の
は
、
先
祖
の
霊
を
迎
え

て
も
て
な
す
た
め
用
意
す
る
棚
で
、
位
牌
を
並
べ
、
そ
の
前
に

精
進
料
理
の
お
膳
や
迎
え
団
子
、
そ
の
他
盛
り
だ
く
さ
ん
の
果

物
、
野
菜
を
供
え
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
ナ
ス
と
キ
ュ
ウ
リ
に

お
が
ら
を
さ
し
て
、
牛
と
馬
に
見
立
て
ま
す
。
こ
れ
ら
は
先
祖

の
霊
が
乗
る
た
め
の
乗
物
だ
そ
う
で
す
。 

そ
も
そ
も
お
盆
と
は
、
仏
弟
子
の
目
連
尊
者
が
餓
鬼
道
に
堕
ち

た
亡
き
母
を
救
お
う
と
し
て
、
そ
の
母
に
食
物
を
与
え
る
の
で

す
が
救
わ
れ
ず
、
お
釈
迦
さ
ま
の
導
き
で
衆
僧
に
供
養
し
て
初

め
て
救
わ
れ
た
と
い
う
故
事
か
ら
起
こ
っ
た
行
事
で
す
。
す
な

わ
ち
、
亡
き
母
や
特
定
の
先
祖
に
供
物
を
捧
げ
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
自
ら
が
深
く
仏
法
に
帰
依
し
て
、
限
り
な
き
仏
さ
ま

の
は
た
ら
き
を
仰
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

で
す
か
ら
、
精
霊
棚
を
設
け
る
の
で
は
な
く
、
ご
本
尊
の
阿
弥

陀
さ
ま
を
心
か
ら
仰
ぎ
、
お
供
え
等
を
し
て
く
だ
さ
い
。  
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永
代
経
祥
月
法
要
の
ご
案
内 

各
月
に
亡
く
な
ら
れ
た
月
命
日
を

お
迎
え
の
ご
家
族
の
方
で
当
別
院

の
永
代
経
祠
堂
に
懇
志
を
上
げ
ら

れ
た
方
に
は
当
別
院
よ
り
永
代
経

祥
月
法
要
の
ご
案
内
を
郵
送
い
た

し
ま
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
大
恐

慌
の
為
、
法
要
は
ズ
ー
ム
で
配
信

予
定
で
す
。
参
拝
ご
希
望
の
お
方

は
、
お
寺
ま
で
お
電
話
或
い
は

イ
ー
メ
ー
ル
で
ご
連
絡
下
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

期
日 

   

七
月
十
二
日
（
日
）
午
後
一
時 

   

八
月
九
日
（
日
）
午
後
一
時 

ご
法
事
は
何
の
た
め
？ 

ご
法
事
の
場
で
は
、
先
立
た
れ
た

懐
か
し
い
方
を
ご
縁
と
し
て
、
ご

家
族
や
ご
親
戚
、
近
隣
の
方
々
や

ご
友
人
が
集
ま
ら
れ
ま
す
。 

先
立
た
れ
た
方
を
偲
ぶ
中
で
、
私

達
も
終
わ
り
あ
る
人
生
を
生
き
て

い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。
同

時
に
、
み
教
え
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
く
中
で
、
仏
さ
ま
と
成
ら
れ
た

亡
き
方
々
も
阿
弥
陀
様
と
同
じ
よ

う
に
し
て
、
私
た
ち
を
救
い
取
ろ

う
と
働
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。 

阿
弥
陀
様
の
限
り
な
い
お
徳
を
讃

え
る
と
共
に
、
有
縁
の
方
々
と
み

教
え
を
聞
き
、
安
心
【
あ
ん
じ

ん
】
を
い
た
だ
く
こ
と
が
、
年
忌

を
は
じ
め
と
す
る
ご
法
事
の
大
切

な
意
味
な
の
で
す
。 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所 

わ
れ
と
な
え 

わ
れ
聞
く
な
れ
ど 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 

つ
れ
て
ゆ
く
ぞ
の 

親
の
よ
び
声    (

原
口
針
水
和
上) 

こ
れ
が
お
聴
聞
の
始
ま
り
で
す
。

称
え
る
ま
ま
が
つ
ね
に
御
本
願
の 

み
こ
こ
ろ
を
聞
く
こ
と
に
な
る
の

で
す
。
ご
い
っ
し
ょ
に
お
聴
聞
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

南
無
阿
弥
陀
仏 

こ
の
話
ご
存
知
で
し
た
か                              

増
山 

栄
子 

世
界
は
小
さ
な
場
所
で
あ
り
、
そ
の
規
模
は
ま
す
ま
す
小
さ
く
な
っ
て

い
き
ま
す
…  

た
く
さ
ん
の
つ
な
が
り
… 

五
月
、
六
月
発
行
時
報
、
「
こ
の
話
ご
存
じ
で
し
た
か
」
一
九
三
七

年
（
？
）
明
治
時
代
の
横
笛
と
衣
装
を
装
っ
た
若
い
男
性
楽
隊
の
写

真
で
一
人
の
氏
名
が
不
明
で
し
た
。
後
列
端
の
桑
月
開
教
使
の
隣
の

少
年
は 

か
も
と
？
と
確
認
さ
れ
た
ま
し
た
。
四
月
二
十
五
日
、
ハ

リ
ウ
ッ
ド
仏
教
会
で
活
発
な
メ
ン
バ
ー
の
ま
す
み
や 

あ
さ
お
氏
か

らE

メ
ー
ル
を
受
け
取
り
ま
し
た
。
か
も
と 

て
る
お
、
彼
の
妻
、
キ

ン
バ
リ
ー 

か
も
と 
の
父
と
認
識
し
ま
し
た
。
彼
が
今
日
生
き
て

い
れ
ば
、
か
も
と 

て
る
お
は
百
歳
に
な
っ
た
と
注
釈
し
ま
し
た
。

か
も
と 

て
る
お
の
弟
、
か
も
と 

か
ず
お
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
（
中
央
）
、
か
も
と 

ほ
し
ち
は
キ
ン
バ
リ
ー
の
祖
父
に
な
り

ま
す
。
こ
の
か
も
と
家
楽
隊
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
ベ
ニ
ス
の
地
域

の
出
身
の
キ
ン
バ
リ
ー
か
ら
話
が
聞
け
る
の
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。
ま
す
み
や 

あ
さ
お 

キ
ン
バ
リ
ー
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
！ 

B
M

N
A

で
設
立
、
北
ア
メ
リ
カ
仏
教
伝
道
団
（
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

米
国
仏
教
団
に
変
更
）
本
部
会
報I 

（
原
文
日
本
語
一
九
二
五
年
八

月
二
十
日
か
ら
一
九
四
八
年
三
月
十
一
日
ま
で
の
期
間 
ジ
ョ
ー
ジ

松
林
開
教
使
に
よ
る
翻
訳
）
次
の
記
載
： 

一
九
二
五
年
八
月
二
十
六
日
、
い
ま
に
し 

じ
つ
じ
ょ
開
教
使
が
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
到
着
し
ま
し
た
。
岩
田
憲
之
開
教
使
（
＃9

7

）

が
港
で
出
迎
え
ま
し
た
。
い
ま
に
し
開
教
使
、
北
米
ホ
テ
ル
に
滞
在

し
ま
し
た
。
い
ま
に
し 

じ
つ
じ
ょ
開
教
使
（#

1
0
1
 

一
九
二
五
年

九
月
八
日
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
派
遣
さ
れ
、
一
九
二
九
年
四
月
二
十

四
日
、
日
本
に
帰
国
）
は
新
任
の
村
上
響
開
教
使
の
曽
祖
父
で
す
。 

 *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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佛
教
僧
主
教
、
バ
ン
グ
ル
ホ
ー
ル
で
の 

儀
式
に
出
席 

羅
府
新
報
一
九
三
五
年
一
月
十
八
日 

ウ
エ
ス
ト
ロ
ン
グ
ビ
ー
チ
、
一
月
十
八
日
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で

の
短
い
滞
在
中
に
、
僧
主
教
、
大
谷
勝
如
（
公
式
称
号
、
錬
士 

）

が
、
輪
番
佐
々
木
、
湯
川
開
教
使
、
ジ
ュ
リ
ア
ス 

Ａ 

ゴ
ー
ル
ウ

オ
―
タ
ー
開
教
使
を
同
行
し
バ
ン
グ
ル
仏
教
徒
日
本
学
校
を
訪
れ
、

短
い
が
感
銘
を
与
え
る
。
式
典
に
続
い
て
、
僧
主
教
は
、
外
の
霧
雨

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ン
グ
ビ
ー
チ
、
サ
ン
ペ
ド
ロ
、
ウ
ィ
ル
ミ
ン

ト
ン
、
キ
ー
ス
ト
ー
ン
お
よ
び
そ
の
近
辺
か
ら
集
ま
っ
た
人
々
に
紹

介
さ
れ
ま
し
た
。 

僧
主
教
は
多
く
の
仏
教
徒
へ
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
表
明
。
す
べ
て

の
日
本
人
が
平
和
と
友
好
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
だ
け
で
は
な
く

二
世
米
（
ア
メ
リ
カ
人
）
へ
の
希
望
と
願
望
を
表
明
し
ま
し
た
。
若

い
人
た
ち
に
、
彼
は
す
べ
て
の
若
者
が
ポ
ト
マ
ッ
ク
河
の
堤
に
植
樹

さ
れ
た
“
桜
”
の
よ
う
晴
れ
や
か
な
美
し
さ
を
放
ち
本
物
の
日
系
ア

メ
リ
カ
人
市
民
の
花
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
い
ま
し
た
…
身
体
と

魂
を
あ
な
た
の
愛
す
る
国
に
与
え
る
こ
と
。 
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僧
主
教
と
寺
院
で
の
厳
粛
な
儀
式 

 

千
回
以
上
創
始
さ
れ
た
礼
儀 

京
都
か
ら
の
特
使
、 

明
日
の
西
別
院
の
大
勢
、
羅
府
新
報
、
一
九
三
五
年
一
月
十
一
日 

南
部
地
域
の
敬
虔
な
仏
教
徒
千
人
以
上
が
、
京
都
本
派
西
本
願
寺
か

ら
の
訪
問
特
使
に
依
っ
て
創
始
さ
れ
る
荘
厳
な
儀
式
に
応
募
申
請
し

ま
し
た
。
僧
主
教
大
谷
勝
如
お
よ
び
佐
々
木
て
つ
じ
ょ
う
開
教
使
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
北
米
本
部
長 

Ｋ 

増
山
が
出
席
す
る
お
寺

の
印
象
的
な
儀
式
で
す
。
儀
式
は
、
地
元
の
西
本
願
寺
別
院
で
一
月

十
二
日
〜
十
三
日
の
土
曜
日
と
日
曜
日
に
行
わ
れ
ま
す
。 

帰
敬
式
、
一
般
的
に
お
か
み
そ
り
は
仏
教
徒
と
な
る
兆
し
を
具
現
化

し
、
個
々
の
頭
に
か
み
そ
り
を
適
用
す
る
儀
式
で
仏
門
に
は
い
る
と

き
に
個
人
の
頭
を
剃
る
の
と
同
じ
意
味
で
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
式
典

に
は
、
唯
一
で
あ
り
、
京
都
の
本
山
以
外
で
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
機
会
は
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
布
教
（
Ｂ
Ｍ
Ｎ
Ａ
， 

Ｂ
Ｃ

Ａ
）
の
第
三
十
五
周
年
を
考
慮
し
て
可
能
と
な
っ
た
の
と
訪
問
さ
れ

る
僧
主
教
が
こ
の
特
別
な
機
会
を
儀
式
で
祝
う
こ
と
に
委
ね
た
か
ら

で
す
。 

十
分
な
人
数
の
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
の
儀
式
の
応
募
申
請
に
依
り
西
洋

の
特
別
儀
式
を
余
儀
な
く
さ
れ
ジ
ュ
リ
ア
ス 

Ａ
．
ゴ
ー
ル
ド
ウ

オ
ー
タ
ー
開
教
使
の
助
力
で
日
曜
日1

1

時
に
儀
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
「
こ
の
状
況
は
、
こ
れ
ら
の
個
人
が
仏
教
徒
に
な
る
前
に
最
初

の
心
理
的
な
成
長
ま
た
は
変
化
を
完
了
し
た
か
ら
で
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
で
は
類
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
人
達
は
何
か
ま
た
は
他
の
宗
教
か

ら
仏
教
徒
に
改
宗
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
原
則
的
な
真
理
の
探

求
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
見
解
か
ら
内
も
外
も
仏
教
徒
で
す
。
お

釈
迦
様
か
ら
教
え
ら
れ
た
八
正
道
、
二
千
五
百
年
前
」
言
明
し
ま

す
。
ゴ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
開
教
使
。 
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日
曜
学
校
ニ
ュ
ー
ス
Ｌ
Ａ 

Ｙ
Ｂ
Ａ 

Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｈ
Ａ 

一
九
四
七

年
九
月
十
四
日
、
エ
ル
ソ 

い
と
う
日
曜
学
校
責
任
者
が
増
員
し
た

職
員
と
し
て
発
表
し
た
氏
名
で
す
。
こ
ぶ
け 

し
ず
え
、
む
ら
か
み 

み
つ
お
、
く
す
も
と 

と
し
こ
、
も
り
た 

や
え
こ
、
ト
ム 

は
ら

だ
、
ロ
ー
ラ 

や
ま
ぐ
ち
。
新
し
く
購
入
し
た
一
九
四
六
シ
ボ
レ
ー 

サ
ン
デ
ー
ス
ク
ー
ル
バ
ス
は
、
子
供
の
送
迎
に
、
毎
週
日
曜
日
に
四

路
線
走
っ
て
い
ま
す
。
四
十
八
人
乗
り
の
バ
ス
は 

八
月
十
日
Ｙ
Ｂ

Ａ
の
法
要
中
に
ア
ル
バ
ー
ト 
ひ
ろ
た
理
事
長
か
ら
サ
ン
デ
ー
ス

ク
ー
ル
グ
ル
ー
プ
に
正
式
に
提
示
さ
れ
エ
ル
ソ 

い
と
う
が
承
認
し

ま
し
た
。
バ
ス
の
運
転
手
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
く
れ
た
あ

ら
た
に 

し
げ
み
に
感
謝
し
ま
す
。
バ
ス
の
時
刻
表
は
、
次
の
行 

[

サ
ン
ペ
ド
ロ
ス
ト
リ
ー
ト
地
区
と
ボ
イ
ル
ハ
イ
ツ
地
区]

に
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
弟
や
妹
、
友
達
で
交
通
手
段
の
な
い
人
は
バ
ス
に
乗

れ
ま
す
。 

 
 

サ
ン
デ
ー
ス
ク
ー
ル
は
、
毎
週
日
曜
日
に
最
も
出
席
率

が
高
い
ク
ラ
ス
へ
の
出
席
バ
ナ
ー
を
購
入
し
ま
し
た
。
誕
生
日
の
ピ

ン
が
そ
の
週
に
誕
生
日
が
来
る
生
徒
は
日
曜
日
に
渡
さ
れ
ま
す
。 
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更
新
：
一
九
三
八
年
、
パ
ノ
ラ
マ
、
題
し
「
三
十
五
周
年
記
念
―
本

派
本
願
寺
羅
府
別
院
設
立
、
十
月
十
五-

十
六
、
一
九
三
八
年
、
」
二

〇
二
〇
年
五
月
時
報
の
記
事
と
写
真
は
次
の
よ
う
に
日
付
を
記
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
九
三
八
年
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の
祭
典

の
間
に
撮
ら
れ
た
も
の
で
す
。 

当
時
（
一
九
三
八
年
）
、
Ｊ
．
い
ず

み
だ
開
教
使
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
の
、
最
初
の
集
ま
り
で
開

始
日
は
一
九
〇
四
年
、
を
受
け
入
れ
る
。R

. 

あ
さ
き
開
教
使
。
両
方 

西
本
願
寺
開
教
使
。
一
九
〇
五
年
、
元
北
ア
メ
リ
カ
仏
教
伝
道
団
長

で
あ
っ
た
Ｋ
．
う
ち
だ
（
一
九
四
四
年
にB

C
A

と
改
称
）
は
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
出
身
。
あ
さ
き
開
教
使
が
主
宰
す
る
南
華
佛
教
会

（
ジ
ャ
ク
ソ
ン
通
）
を
正
式
に
設
立
し
た
。 

（
翻
訳 

伊
藤 

千
鶴
子 

） 
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