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供 

養 

と 

は
！ 

   
 

Ⅰ
、
私
達
は
、
身
近
な
人
の
死
を
通
し
て
、
か
け
が
え
の
な
い

命
の
尊
さ
に
目
覚
め
、
今
日
一
日
を
自
分
の
命
を
大
切
に
し
て
感

謝
の
あ
る
生
活
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
こ
と
、
こ
れ
が
遺
族

が
勤
め
る
べ
き
一
番
最
初
の
供
養
な
の
で
す
。 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

（
感
謝
の
あ
る
生
活
） 

  

Ⅱ
、
私
達
は
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
故
人
の
生
き
様

か
ら
有
形
無
形
の
な
に
が
し
か
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
の
で
す
、
そ
れ
が
、
故
人
の
命
を
、
意
志
を
生
か
し
、
そ
の

命
の
分
ま
で
生
き
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ

が
第
二
の
重
要
な
供
養
な
の
で
す
。 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

（
故
人
か
ら
学
ぶ
） 

  

Ⅲ
、
身
近
に
い
た
人
で
さ
え
も
人
間
は
お
互
い
に
、
全
て
を
理

解
す
る
こ
と
は
難
し
い
、
逆
に
理
解
し
得
な
い
未
知
の
世
界
の
方

が
遙
か
に
大
き
い
の
で
す
。
自
分
の
我
見
で
人
を
判
断
せ
ず
、
そ

の
時
そ
の
時
の
出
会
い
を
一
期
一
会
と
心
得
て
、
心
の
ふ
れ
あ
い

を
持
つ
よ
う
心
が
け
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
周

囲
の
人
の
心
を
ほ
の
ぼ
の
と
暖
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
大
切

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
第
三
の
反
省
で
あ
り
供
養
な
の
で

す
。 

 
   
   
   
   
   
   
   
  

（
心
の
ふ
れ
あ
い
を
持
つ
）  

 

 
 

一
芸

い
ち
げ
い

是
れ
立
つ
五ご

車し

通
し
難
し 

 
 
  
 

一
芸
に
秀
で
た
者
は
必
ず
用
い
ら
れ
る
が
、
五
台
の
車
に 

 
 

★ 

乗
せ
き
れ
な
い
ほ
ど
の
本
を
書
い
て
も
、
正
し
い
道
理
に 

 
 
  
 

基
づ
い
た
こ
と
を
学
ん
で
い
な
い
者
は
、
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い 

 

  
 

む
か
し
か
ら
「
芸
は
身
を
助
け
る
」
と
い
い
ま
す
。 

 

芸
と
い
っ
て
も
、
歌
や
踊
り
ば
か
り
が
芸
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
の

ほ
う
で
は
、
語
学
も
数
学
も
物
理
学
も
天
文
学
も
文
学
も
音
楽
も
、
あ
ら

ゆ
る
学
問
が
芸
の
う
ち
な
の
で
す
。 

「
あ
の
人
は
芸
達
者
だ
」 

と
い

わ
れ
て
も
、
仏
教
で
は
、
か
く
し
芸
が
上
手
な
こ
と
で
な
く
、
「
あ
の
人

は
優
れ
た
学
者
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

小
説
家
で
も
な
い
の
に
、
何
百
冊
の
本
を
書
い
た
と
威
張
っ
て
い
る
人

も
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
人
は
弘
法
さ
ん
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、 

「
五

台
の
車
に
乗
せ
き
れ
な
い
ほ
ど
の
本
（
お
そ
ら
く
何
千
冊
で
し
ょ
う
）
を

書
い
て
も
、
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
本
（
物
の
道
理
か
ら
外
れ
て
い
る

本
）
」
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

誰
も
が
「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
で
き
る
こ
と
が
「
道
理
」
と
い
う
も
の

で
す
。 

 

本
を
書
く
ば
か
り
が
学
者
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

弘
法
さ
ん
は
、
「
人
は
な
に
か
一
つ
芸
を
も
て
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
そ
の
芸
が
世
の
た
め
、
人
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
芸
で
あ
れ
ば
、

な
ん
で
も
い
い
の
で
す
。 

 

ど
う
や
っ
て
芸
を
身
に
つ
け
る
か
っ
て
？ 

簡
単
な
こ
と
で
す
。
ど
ん

な
こ
と
で
も
、
一
つ
の
こ
と
を
十
年
続
け
れ
ば
い
い
の
で
す
。 

い
ま
七

十
歳
の
人
で
も
、
き
ょ
う
か
ら
や
れ
ば
八
十
歳
で
一
芸
が
身
に
つ
き
ま

す
。 

さ
あ
！ 

い
ま
す
ぐ
に
始
め
ま
し
ょ
う
。 

（
空
海
の
こ

と
ば
よ
り
） 

  
   
 

  

い
ろ
は
歌
の
意
味 

  
 

「
色
は
匂
え
ど
散
り
ぬ
る
を
（
諸
行
無
常
） 

 

 
   

我
が
世
誰
ぞ
常
な
ら
む  

（
是
生
滅
法
） 

 
  

有
為
の
奥
山
今
日
越
え
て
（
生
滅
滅
已
） 

 
 

 
  

浅
き
夢
見
じ
酔
い
も
せ
ず
（
寂
滅
為
楽
）
」 

  

有
為--

移
り
変
わ
り
の
極
ま
り
の
な
い
世
、
そ
れ

を
山
に
譬
え
て
有
為
の
奥
山
と
申
す
。 

  

※
花
び
ら
の
色
は
き
れ
い
だ
が
、
い
つ
か
は
散
っ

て
落
ち
る
定
め
に
あ
る
。 

 
 

我
々
と
て
も
い
つ
ま
で
も
生
き
続
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
、 

 
 

現
象
世
界
を
今
日
乗
り
越
え
て 

 
 

空
の
世
界
に
至
れ
ば
、
最
早
は
か
な
い
夢
を
み
る

こ
と
も
な
く
酔
う
こ
と
も
な
い
の
で
、
あ
る
が
ま
ま

の
姿
を
シ
カ
と
見
つ
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。 

     

 

空
海
の
言
葉

 

空
海
の
言
葉  

シ
リ
ー
ズ

シ
リ
ー
ズ  

 

月
を
見
る
人
に
よ
っ
て
、
月
は
異
な
る
。 

 
 

 

目
は
正
し
く
（
仏
様
の
目
で
）
も
の
を
見
る 

そ
の
こ
と
忘
る
べ
か
ら
ず
！ 

一口法話 

朝の十分間が一日の成果を

 上記の研修会に出席し、帰りに奥日光

を見学した寿楽院参与の皆さんです。 


