
今
年
の
三
月
に
、
日
本

の
音
楽
の
巨
匠
、
坂
本
龍

一
氏
が
お
浄
土
へ
還
ら
れ

た
。
満
で
七
十
一
歳
。

坂
本
氏
の
音
楽
と
私
の

出
会
い
は
、
小
学
校
五
年

生
の
頃
だ
っ
た
。
当
時
、

私
は
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
で

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
を
し
て
お

り
、
毎
週
日
曜
日
の
午
前

中
が
練
習
日
だ
っ
た
。
あ

る
練
習
日
の
夏
の
炎
天
下
、

小
学
校
の
校
庭
の
ト
ラ
ッ

ク
を
、
何
周
も
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
と
し
て
走
っ
た
。
コ
ー

チ
も
た
だ
走
ら
せ
る
の
は

か
わ
い
そ
う
と
、
自
身
が

当
時
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
、
あ
る
音
楽
を
繰
り
返

し
流
し
続
け
た
。
そ
れ
が

坂
本
氏
の
参
加
す
る
音
楽

ユ

ニ

ッ

ト

、

Y

M

O

の

「
ラ
イ
デ
ィ
ー
ン
」
と
い

う
曲
で
あ
る
。
こ
の
曲
は
、

テ
ン
ポ
が
よ
く
、
ラ
ン
ニ

ン
グ
に
は
向
い
て
い
る
と

思
う
。
た
だ
炎
天
下
で
も
、

当
時
は
練
習
途
中
の
水
分

補
給
は
ご
法
度
、
お
ま
け

に
こ
の
一
曲
の
繰
り
返
し

だ
っ
た
の
で
、
小
学
五
年

生
の
私
に
は
、
地
獄
か
ら

流
れ
て
く
る
音
楽
に
し
か

聞
こ
え
な
い
、
と
い
う
の

が
正
直
な
気
持
ち
だ
っ
た
。

そ
ん
な
夏
の
思
い
出
も
あ

り
、
十
代
の
頃
は
、
坂
本

氏
や
Y
M
O
の
曲
を
あ
ま

り
聴
か
な
か
っ
た
。
私
が

坂
本
氏
や
Y
M
O
の
曲
に

は
ま
っ
た
の
は
、
二
十
代

の
半
ば
で
あ
る
。
あ
ら
た

め
て
そ
の
音
楽
的
才
能
に

心
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
は
、

映
画
「
戦
場
の
メ
リ
ー
ク

リ
ス
マ
ス
」
の
テ
ー
マ
ソ

ン
グ
、
「
メ
リ
ー
ク
リ
ス

マ
ス

ミ
ス
タ
ー
ロ
ー
レ
ン

ス
」
。
坂
本
氏
の
ベ
ス
ト

ア
ル
バ
ム
を
買
っ
て
、
あ

ら
た
め
て
こ
の
曲
を
聴
い

た
の
は
真
冬
の
二
月
、
今

に
も
舞
い
込
ん
で
き
そ
う

な
ほ
ど
の
粉
雪
が
、
ま
る

で
曲
の
旋
律
に
合
わ
せ
る

か
の
よ
う
に
、
窓
の
外
で

乱
舞
し
て
い
た
の
を
記
憶

し
て
い
る
。
今
で
も
坂
本

氏
や
Y
M
O
の
ア
ル
バ
ム

は
、
い
つ
も
車
に
積
ん
で

い
て
、
ド
ラ
イ
ブ
の
お
供

に
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
坂
本
氏
の
イ
ン

ダ
ビ
ュ
ー
が
、
あ
る
雑
誌

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
中
に
、
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音
楽
は
目
に
見
え
な
い
。
だ

か
ら
隣
の
ビ
ル
が
な
く
な
っ
た

と
い
っ
た
、
風
景
の
変
化
の
よ

う
に
は
認
識
さ
れ
な
い
。
そ
の

代
わ
り
い
つ
の
間
に
か
、
人
の

心
の
あ
り
方
も
変
え
て
い
る
、

そ
ん
な
魔
法
の
よ
う
な
媒
体
な

の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
た
。

私
は
、
坂
本
氏
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
言
葉
に
、
浄
土
真

宗
の
教
え
そ
の
も
の
を
重
ね

合
わ
せ
る
。
よ
く
お
寺
で
の

研
修
や
法
話
で
、
「
私
は
信

心
を
得
て
い
ま
す
か
」
ま
た

「
信
心
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
す
か
」
と
い
う
こ
と
を
問

わ
れ
る
ご
門
徒
が
お
ら
れ
る
、

と
い
う
話
を
聞
く
。
親
鸞
聖

人
は
、
人
間
の
こ
と
や
自
ら

の
こ
と
、
ま
た
こ
の
世
の
中

を
「
歎
異
抄
」
の
中
で
、

煩
惱
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
无

常
の
世
界
は
よ
ろ
づ
の
こ
と
、

み
な
も
て
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、

ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
ゞ

念
佛
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は

し
ま
す

と
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

わ
た
し
ど
も
は
あ
ら
ゆ
る

煩
悩
を
そ
な
え
た
凡
夫
で
あ

り
、
こ
の
世
は
燃
え
さ
か
る

家
の
よ
う
に
た
ち
ま
ち
移
り

変
わ
る
世
界
で
あ
っ
て
、
す

べ
て
は
む
な
し
く
い
つ
わ
り

で
、
真
実
と
い
え
る
も
の
は

何
一
つ
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ

て
、
た
だ
念
仏
だ
け
が
真
実

な
の
で
あ
る
。
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
信
心
を

得

て

い

る

の

か

」

と

か

、

「
信
心
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
私

た
ち
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
、

自
覚
し
て
分
か
る
も
の
で
は

な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
し
か

分
か
ら
な
い
。
そ
の
阿
弥
陀

さ
ま
が
、
私
た
ち
生
き
と
し

生
け
る
も
の
を
救
う
と
誓
わ

れ
て
、
完
成
さ
れ
た
真
実
の

は
た
ら
き
、
南
無
阿
弥
陀
仏

と
い
う
お
念
仏
を
、
常
に
届

け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ

の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
込
め
ら

れ
た
真
の
お
心
を
、
な
ん
ま

ん
だ
ぶ
つ
と
、
二
心
な
く
、

素
直
に
い
た
だ
く
の
が
浄
土

真
宗
で
あ
る
。
阿
弥
陀
さ
ま

が
五
劫
の
間
、
思
惟
さ
れ
た

私

た

ち

へ

の

渾

身

の

願

い

（
ご
本
願
）
に
触
れ
れ
ば
、

隣
の
ビ
ル
が
な
く
な
っ
た
と

い
っ
た
、
風
景
の
変
化
の
よ

う
に
は
認
識
さ
れ
ず
、
目
に

は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
い

つ
の
ま
に
か
人
の
心
の
あ
り

方
や
振
る
舞
い
も
、
好
ま
し

く
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
さ
に

こ
の
こ
と
が
「
信
心
い
た
だ

く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
阿

弥
陀
仏
と
は
、
名
の
り
を
聞

い
て
お
会
い
す
る
方
で
、
見

る
対
象
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
」
恩
師
の
言

葉
に
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
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先
日
の
報
恩
講
前
清
掃
奉

仕
に
は
、
た
く
さ
ん
の
方
に

来
て
い
た
だ
き
、
境
内
や
本

堂
の
仏
具
が
大
変
き
れ
い
に

な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

以
前
か
ら
、
寺
報
に
「
境

内
の
池
の
掃
除
の
様
子
」
の

写
真
を
載
せ
て
き
ま
し
た
。

毎
年
二
回
、
総
代
さ
ん
が
集

ま
っ
て
く
だ
さ
り
、
池
の
清

掃
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

池
の
水
を
全
部
抜
い
て
、
底

に
た
ま
っ
た
藻
や
枯
葉
を
取

り
除
き
、
デ
ッ
キ
ブ
ラ
シ
や

ほ
う
き
で
汚
れ
を
落
と
す
作

業
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

重
労
働
な
の
で
す
が
、
と
て

も
手
際
よ
く
、
き
れ
い
に
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
加
え
て
、
昨
年
か

ら
墓
地
の
清
掃
も
月
一
回
の

ペ
ー
ス
で
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。
墓
地
の
通
路
だ
け

で
も
意
外
と
広
く
、
夏
場
は

特
に
草
が
よ
く
生
え
ま
す
。

草
枯
ら
し
を
撒
け
ば
い
い
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
実
は
、
境
内
の
臥
龍
松

の
根
が
墓
地
の
と
こ
ろ
ま
で

伸
び
て
い
る
た
め
、
そ
う
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
暑
い
季
節

に
な
る
と
、
ひ
と
き
わ
大
変

な
の
で
す
が
、
朝
早
く
か
ら

集
合
し
て
、
黙
々
と
草
を
刈
っ

た
り
、
抜
い
た
り
し
て
、
参

道
を
整
え
て
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。

総
代
さ
ん
方
に
は
、
お
寺

の
運
営
に
関
わ
る
相
談
、
永

代
経
法
要
や
報
恩
講
の
準
備

や
片
付
け
な
ど
で
も
日
頃
か

ら
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

「
菊
作
り
は
一
年
間
」
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
き
れ
い
な
花

を
咲
か
せ
る
た
め
に
は
、
一

年
中
い
ろ
ん
な
準
備
・
作
業

が
あ
る
。
表
向
き
は
妻
と
私

の
共
同
作
業
の
菊
作
り
だ
が
、

そ
の
中
身
は
と
い
う
と
？
？
？

私
が
関
わ
る
菊
作
り
の
作

業
は
、
菊
が
き
れ
い
な
花
を

咲
か
せ
て
い
る
十
月
頃
か
ら

次
の
年
の
準
備
が
始
ま
る
。

腐
葉
土
を
作
る
た
め
の
落
ち

葉
集
め
だ
。
九
十
リ
ッ
ト
ル

の
袋
二
十

〜
二
十
五
個
く

ら
い
が
必
要
。
ど
ん
な
葉
っ

ぱ
で
も
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
水
は
け
が
よ
く
保
水
力

の
あ
る
葉
を
求
め
て
あ
ち
こ

ち
に
行
く
。
桜
の
葉
を
集
め

る
時
な
ど
は
苦
労
す
る
。
場

所
に
よ
り
木

に
よ
り
散
る

時
期
が
違
い
、

風
が
強
か
っ
た
り
す
る
と
す

ぐ
に
飛
び
散
っ
て
し
ま
う
。

雨
の
後
は
葉
っ
ぱ
が
濡
れ
て

い
て
重
く
て
い
や
だ
。
集
め

る
の
に
良
い
条
件
の
日
は
二

〜
三
日
だ
け
。
で
き
る
だ
け

家
か
ら
近
い
所
で
と
思
う
が

な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
集

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ

て
い
る
地
蔵
岩
の
あ
る
ヤ
ッ

ホ
ー
公
園
ま
で
行
く
こ
と
も

あ
る
。
桜
以
外
の
葉
は
主
に

は
矢
掛
運
動
公
園
で
集
め
る
。

こ
こ
は
私
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

コ
ー
ス
な
の
で
毎
日
落
ち
葉

の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き

3
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る
。
ち
ょ
う
ど
よ
い
頃
に
な
っ

た
ら
運
動
公
園
を
管
理
し
て

い
る
方
に
、
「
こ
れ
か
ら
二

週
間
ほ
ど
は
落
ち
葉
を
片
付

け
な
い
で
く
だ
さ
い
。
私
が

片
付
け
る
の
で
」
と
お
願
い

し
て
集
め
て
い
る
。

こ
う
し
て
集
め
た
落
ち
葉

と
油
粕
や
鶏
糞
な
ど
に
ボ
カ

シ
を
混
ぜ
て
、
深
さ
一
メ
ー

ト
ル
以
上
直
径
二
メ
ー
ト
ル

余
り
の
穴
に
入
れ
た
っ
ぷ
り

水
を
か
け
、
次
の
年
の
五
月

頃
ま
で
に
腐
葉
土
を
作
る
。

そ
の
間
に
三
〜
四
回
混
ぜ
返

す
の
だ
が
こ
れ
は
私
に
と
っ

て
は
重
労
働
だ
。
こ
の
よ
う

な
作
業
ま
で
は
妻
と
衝
突
す

る
こ
と
は
な
い
。
土
作
り
は
、

妻
に
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い

の
で
、
私
に
任
す
し
か
な
い

か
ら
だ
。

そ
の
間
、
妻
は
花
が
終
わ
っ

た
菊
の
株
に
肥
し
を
や
る
な

ど
し
て
大
切
に
管
理
し
、
四

月
半
ば
頃
か
ら
は
芽
を
出
し

て
き
た
菊
の
さ
し
芽
の
準
備

を
始
め
る
。
芽
の
伸
び
具
合

や
天
候
を
見
な
が
ら
。
睡
眠

大
好
き
昼
寝
大
好
き
で
、
朝

も
あ
ま
り
強
く
な
い
妻
が
こ

の
時
だ
け
は
朝
五
時
頃
に
は

サ
ッ
と
目
覚
め
て
作
業
を
し

て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て

い
る
か
私
は
知
ら
な
い
。
準

備
し
て
い
た
鹿
沼
土
に
種
類

ご
と
に
さ
し
芽
を
し
、
雨
や

太
陽
光
の
調
節
を
し
な
が
ら

育
て
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
手

を
か
け
て
育
て
て
も
う
ま
く

芽
が
出
な
か
っ
た
り
、
枯
れ

て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
ん
な
時
「
な
ぜ
？

今
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
し
た

の
に
」
と
こ
ぼ
し
て
い
る
が
、

私
は
何
も
言
わ
な
い
し
言
え

な
い
。
何
も
知
ら
な
い
し
何

も
分
か
ら
な
い
か
ら
。

元
気
に
育
っ
た
芽
を
一
本

ず
つ
ポ
ッ
ト
に
植
え
て
し
ば

ら
く
育
て
、
そ
れ
を
五
号
鉢

に
植
え
替
え
て
育
て
る
の
だ

が
、
こ
の
間
に
も
枯
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
。
何
種
類

も
の
菊
を
育
て
て
い
る
の
だ

が
、
な
く
な
っ
て
し
ま
う
種

類
も
あ
る
よ
う
だ
。
妻
は
そ

れ
を
非
常
に
残
念
が
る
が
、

私
は
「
同
じ
色
の
が
あ
る
の

だ
か
ら
」
と
気
に
な
ら
な
い
。

色
が
同
じ
な
ら
種
類
に
よ
っ

て
の
違
い
な
ど
分
か
ら
な
い

の
だ
か
ら
。
こ
の
時
期
の
妻

は
、
菊
の
こ
と
し
か
目
に
入

ら
ず
、
頭
に
な
い
の
か
と
思

う
ほ
ど
だ
。
そ
の
情
熱
と
観

察
力
と
気
配
り
に
は
感
服
す

る
ば
か
り
。

で
も
こ
の
頃
か
ら
、
妻
と

の
間
で
衝
突
が
起
こ
る
こ
と

が
増
え
て
く
る
。
一
番
よ
く

起
こ
る
の
は
妻
と
の
意
見
・

考
え
方
の
違
い
か
ら
く
る
衝

突
。
妻
は
菊
作
り
の
会
に
入
っ

て
い
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
、

専
門
店
か
ら
の
チ
ラ
シ
を
見

た
り
し
て
知
識
は
豊
富
。
そ

う
し
た
情
報
か
ら
「
こ
う
し

な
け
れ
ば
き
れ
い
な
花
は
咲

か
な
い
」
と
考
え
、
肥
し
や

消
毒
も
決
め
ら
れ
た
通
り
に

し
よ
う
と
す
る
。
菊
の
種
類

に
つ
い
て
も
私
の
知
識
は
、

色
は
「
赤
色
・
黄
色
・
白
色
」

花
の
形
も
「
厚
物
・
管
・
嵯

峨
菊
」
程
度
。
妻
は
色
や
形

を
菊
の
名
前
で
判
別
す
る
。

「
右
近
・
越
山
・
強
大
・
大

臣
・
綾
姫
・
花
百
合
・
福
徳
・

大
宇
宙
・
北
斗
の
星
・
・
・
」

ま
だ
ま
だ
あ
る
。
私
に
は
違

い
が
分
か
ら
な
い
が
、
妻
に

4



は
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
が
わ
か

る
よ
う
だ
。
こ
れ
だ
け
認
識

が
違
う
の
だ
か
ら
、
妻
の
言

う
よ
う
に
し
て
い
れ
ば
衝
突

は
起
こ
ら
な
い
の
だ
が
、
な

ぜ
か
し
ば
し
ば
衝
突
す
る
。

そ
れ
は
時
間
が
か
か
る
作
業

や
、
妻
に
は
少
し
無
理
な
力

仕
事
は
私
が
す
る
し
か
な
い

か
ら
だ
。
ま
た
半
年
以
上
か

け
て
腐
葉
土
を
作
っ
た
と
い

う
自
負
も
あ
る
の
か
な
？

鉢
に
植
え
た
苗
が
成
長
し
て

い
く
の
に
合
わ
せ
て
支
柱
に

結
わ
え
た
り
、
消
毒
し
た
り

輪
台
を
つ
け
た
り
す
る
の
は

私
の
仕
事
。
私
は
何
事
も
効

率
よ
く
片
付
け
た
い
の
で
自

己
流
で
作
業
す
る
。
そ
う
す

る
と
意
見
の
相
違
が
出
て
く

る
。
特
に
私
が
良
か
れ
と
思
っ

て

作

業

し

た

す

ぐ

後

に

、

「
そ
う
す
る
の
で
は
な
い
の

に
」
と
指
摘
さ
れ
る
と
「
そ

ん
な
に
言
う
の
な
ら
も
う
一

切
菊
に
つ
い
て
は
何
も
し
な

い
！
」
と
言
う
こ
と
が
一
年

の
う
ち
に
一
〜
二
回
あ
る
。

妻
は
腰
に
持
病
が
あ
り
、
年

に
数
回
腰
が
痛
く
な
り
、
整

体
に
通
っ
た
り
お
灸
を
し
た

り
し
て
、
自
分
な
り
に
気
を

付
け
て
は
い
る
が
、
菊
の
こ

と
と
な
る
と
重
い
鉢
を
運
ん

だ
り
、
何
時
間
も
同
じ
姿
勢

で
作
業
を
し
て
あ
ち
こ
ち
の

痛
み
を
訴
え
る
。
そ
う
し
た

妻
の
こ
と
を
分
か
っ
て
い
な

が
ら
「
も
う
何
も
し
な
い
」

と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
出
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
繰
り
返

し
な
が
ら
毎
年
菊
を
作
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
不
思
議
。
た

だ
そ
の
不
思
議
に
対
す
る
答

え
は
自
分
の
中
で
は
は
っ
き

り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
菊
を

通
し
て
の
人
と
の
繋
が
り
！

一
年
間
手
を
か
け
て
咲
か
せ

た
菊
、
切
り
花
は
近
所
の
人

だ
け
で
な
く
家
族
が
職
場
に

持
っ
て
行
っ
た
り
、
孫
が
学

校
に
も
持
っ
て
行
っ
た
り
す

る
。
矢
掛
の
商
店
街
の
お
店

に
も
配
り
、
矢
掛
に
来
て
い

る
観
光
客
に
差
し
上
げ
る
こ

と
も
あ
る
。
差
し
上
げ
る
人

は
延
べ
百
人
く
ら
い
か
な
？

そ
れ
以
外
で
も
鉢
植
え
の

菊
は
い
ろ
ん
な
人
の
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
。
咲
い
た
花

は
雨
に
あ
た
る
と
す
ぐ
に
傷

む
の
で
雨
の
あ
た
ら
な
い
場

所
に
置
い
て
や
り
た
い
。
近

所
の
家
の
軒
下
に
置
か
せ
て

も
ら
い
「
水
だ
け
や
っ
て
く

だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
た
り
、

商
店
街
で
親
し
く
お
付
き
合

い
し
て
い
る
店
に
も
置
か
せ

て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
。

家
族
や
知
り
合
い
の
勤
め
る

職
場
や
、
孫
の
行
く
学
校
や

こ
ど
も
園
に
も
置
か
せ
て
も

ら
う
。
そ
れ
以
外
に
も
矢
掛

の
観
光
案
内
所
や
菩
提
寺
で

あ
る
専
教
寺
、
そ
し
て
か
か

り
つ
け
医
な
ど
無
理
を
頼
め

る
と
こ
ろ
あ
ち
こ
ち
に
お
願

い
し
て
い
る
。
置
か
せ
て
も

ら
っ
た
菊
は
、
時
々
様
子
を

見
に
行
き
、
傷
ん
で
き
た
ら

き
れ
い
に
咲
い
て
い
る
鉢
と

交
換
す
る
。
花
が
咲
い
て
い

る
鉢
は
運
ぶ
の
が
大
変
。
運

ぶ
途
中
風
に
当
た
る
と
花
が

痛
む
の
で
、
風
が
当
た
ら
な

い
で
菊
の
鉢
を
乗
せ
る
こ
と

が
で
き
る
車
に
し
て
い
る
。

一
番
遠
く
は
三
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
病
院
ま
で

運
ん
で
い
る
。
息
子
の
嫁
が

勤
め
て
い
て
、
た
ま
た
ま
小
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さ
い
鉢
を
持
っ
て
行
っ
た
ら
、

病
院
の
方
が
非
常
に
喜
ん
で

下
さ
り
、
「
来
年
も
お
願
い

し
ま
す
」
と
言
わ
れ
、
嬉
し

く
な
っ
て
毎
年
置
か
せ
て
も

ら
っ
て
い
る
。
お
願
い
し
て

い
る
家
や
店
、
そ
し
て
施
設

は
三
十
カ
所
を
越
え
、
鉢
の

数
は
百
鉢
近
く
。
こ
う
し
た

菊
を
通
し
て
の
付
き
合
い
の

お
か
げ
で
人
の
輪
が
広
が
る
。

矢
掛
に
来
た
観
光
客
で
菊
に

関
心
・
興
味
が
あ
る
方
が
お

店
に
置
い
て
い
る
菊
を
見
て
、

「
こ
の
菊
が
ほ
し
い
」
と
話

さ
れ
た
り
す
る
と
お
店
の
人

が
わ
ざ
わ
ざ
連
絡
し
て
く
だ

さ
り
花
を
も
ら
い
に
来
ら
れ

た
り
、
「
こ
の
花
の
株
が
ほ

し
い
」
と
言
わ
れ
株
分
け
を

す
る
頃
に
取
に
来
ら
れ
た
り

す
る
。
こ
う
し
た
方
と
の
語

ら
い
は
大
い
に
盛
り
上
が
る
。

特
に
妻
は
好
き
な
花
の
話
な

の
で
、
お
互
い
に
苗
の
交
換

な
ど
の
付
き
合
い
を
し
て
い

る
。ま

た
我
が
家
の
畑
は
花
ば

か
り
で
野
菜
類
は
全
く
な
い
。

そ
れ
を
知
っ
て
い
る
方
か
ら

は
旬
の
野
菜
が
よ
く
届
く
。

菊
が
野
菜
に
化
け
て
く
る
よ

う
だ
。

こ
う
し
た
こ
と
を
繰
り
返

し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
何
年

菊
作
り
を
続
け
る
こ
と
が
出

来
る
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
私

か
妻
の
ど
ち
ら
か
が
で
き
な

く
な
っ
た
ら
も
う
菊
作
り
は

で
き
な
い
。
や
は
り
我
が
家

の
菊
作
り
は
、
衝
突
を
繰
り

返
し
て
も
妻
と
私
の
共
同
作

業
！

6

今年は１１月２６日（日）に 報恩講法要 が勤修されます。

このたびのこのご縁は 初事と思うべし

このたびのこのご縁は 我一人の為と思うべし

このたびのこのご縁は 今生最後と思うべし

お聴聞の心得です。ご講師がどんなご法話を取り次いで下さるか心待たれる

今日このごろ。大切なご縁です。このご縁を逃すことなく共に味わわさせて

いただきましょう。ご家族でぜひお参り下さい。
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親鸞聖人御誕生８５０年

立教開宗８００年慶讃法要

本山参拝

令和５年５月９日（火）
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報 恩 講 １１月２6日（日）正午～ （受付：午前１１時３０分～）

講師：浄土真宗本願寺派 大分県速見郡 正善寺 藤井 邦麿 師

除 夜 会 １２月３１日（日）午後１１時４５分～
大みそかの夜、１年の行事のしめくくりとしておつとめし、除夜の鐘をつきます。

元 旦 会 令和６（２０２４）年１月１日（月）
午前１０時～

専教寺からのお知らせ

専教寺の臥龍松の紹介映像を

倉敷市公式 YouTube
「高梁川流域デジタルアーカイブ」
で観ることができます。

専教寺のホームページにもリンクしています

ので、ぜひご覧ください。

《墓地に関するお願い》

●お墓にお参りに来られた際は、門前の駐車場に

車を駐め、本堂横の扉より出入りしてください。

西側のごみステーション横にも扉を設置してい

ますが、本来、車を駐車することができない場

所ですので、安全のため、締め切りにしていま

す。

●お墓の掃除で出たごみは、持ち帰るか、バケツ・

ひしゃく置き場横に設置しているごみ箱に捨て

てください。その際、燃えるごみとプラスチッ

クごみを分けて入れてください。燃えないごみ

はお持ち帰りください。

以上、お手数をおかけしますが、ご理解とご協

力をよろしくお願いいたします。

永代経法要
令和５年４月２３日（日）


