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「
悲
し
み
」
が
「
救
い
」
で
し
た 

昨
年
の
我
が
家
は
葬
儀
が
続
き
ま
し
た
。
年
を
越

し
ま
し
て
も
、
慌
た
だ
し
く
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

一
月
に
母
の
満
中
陰
を
終
え
た
あ
と
、
ふ
と
、「
自

分
は
母
の
こ
と
を
無
意
識
に
思
い
出
さ
な
い
よ
う
に

過
ご
し
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
」
と
感
じ
、
あ
る

日
の
夜
、
コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
な
が
ら
、 

「
な
ん
か
さ
、
母
の
死
を
自
分
の
心
は
ま
だ
『
消
化
』

し
き
れ
て
い
な
い
の
か
も
」 

と
坊
守
に
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。
す
る
と 

「
あ
た
り
ま
え
よ
、
当
然
じ
ゃ
な
い
」 

と
涙
を
目
に
溜
め
て
言
う
の
で
少
し
驚
き
ま
し
た
。 

「
消
化
し
き
れ
て
い
な
い
」、
こ
の
感
情
に
つ
い
て

お
参
り
先
で
話
す
と
、 

「
く
よ
く
よ
し
た
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
で
す
よ
」 

と
い
う
反
応
の
一
方
で
、
住
職
も
で
す
か
、
実
は
私

も
で
す
、
と
い
う
具
合
に
、
涙
を
流
さ
れ
る
方
も
お
ら

れ
ま
す
。
こ
の
何
と
も
言
え
な
い
『
素
敵
な
雰
囲
気
』

は
、
母
の
贈
り
物
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。 

今
日
は
こ
の
『
素
敵
な
雰
囲
気
』
に
つ
い
て
書
い
て
み

ま
す
。 

    

母
に
は
、
家
族
以
外
に
涙
を
流
し
て
く
れ
る
「
友
」

が
い
ま
し
た
。
職
場
の
同
僚
で
す
。
母
か
ら
生
前
、 

そ
の
存
在
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。
生
粋
の
カ
ー
プ
女

子
で
す
。
彼
女
と
は
今
「
ラ
イ
ン
」
で
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。
彼
女
も
ま
た
、
喪
失
感
に
耐
え
て
い
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。 

妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
彼
女
の 

喪
失
感
を
知
っ
て
、
私
は
楽
に
な
り
ま
し
た
。 

連
帯
感
、
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し

そ
れ
は
単
に
「
し
ん
ど
い
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
い
」

と
い
う
も
の
と
は
少
し
違
う
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。 

彼
女
の
涙
は
、
私
の
と
は
違
い
ま
す
。
け
れ
ど
、
家

族
で
は
な
く
友
の
涙
ゆ
え
に
、
わ
た
し
に
と
っ
て
母

の
存
在
は
い
よ
い
よ
「
立
体
的
」
に
な
り
、
私
を
「
自

分
の
殻 か

ら

」
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
あ

り
ま
し
た
。
言
う
な
れ
ば
、
「
母
の
新
し
い
一
面
の 

発
見
」
で
あ
り
「（
彼
女
の
）
悲
し
み
が
、（
私
の
）
悲

し
み
を
癒 い

や
し
て
く
れ
た
」
の
で
し
た
。 

私
の
知
ら
な
い
母
の
姿
か
ら
、
じ
わ
り
と
、
生
き
る

力
を
も
ら
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。 

「
感
じ
」
ば
か
り
の
内
容
で
恐
縮
で
す
が…

、
そ
の

よ
う
に
感
じ
た
と
き
、
こ
れ
ま
た
ふ
と
「
慈
悲
」
と
い

う
仏
教
語
が
浮
か
び
ま
し
た
。
私
た
ち
の
喜
び
、
幸
せ
、

優
し
さ
を
根
底
で
さ
せ
て
い
る
の
は
「
悲
し
み
」
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
、
こ
の
悲
し
み
と
付
き
合
っ

て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

（
住
職
） 

【
ど
ん
な
行
事
な
の
？
】 

 

親
鸞
聖
人
の
ひ
孫
で
あ
る
覚 か

く

如
上
人

に
ょ
し
ょ
う
に
ん

が
、
聖
人
の

三
十
三
回
忌
の
ご
法
事
に
あ
わ
せ
て
『
報
恩
講

ほ
う
お
ん
こ
う

私
記

し

き

』

を
著

あ
ら
わ

さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。 

 

簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
「
親
鸞
様
の
ご
法
事
で
す
」
、 

「
阿
弥
陀
様
と
私
の
関
係
性
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く

行
事
で
す
」、「
真
宗
門
徒
に
お
け
る
最
重
要
行
事
で
す
」 

「
法
事
で
あ
り
な
が
ら
楽
し
さ
も
追
求
す
る
行
事
で
す
」 

と
い
う
も
の
で
す
。 

 

ど
う
で
す
か
？
少
し
興
味
が
わ
い
て
き
ま
し
た
か
。

（
笑
）
具
体
的
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の 

連
載
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 

  

           

春
の
お
彼
岸
・
永
代
経
法
要 

 

日 

時
：
三
月
二
十
日
（
水
） 

 

十
四
時 

 

講 

師
：
川
田 

信
五 

師 

※
み
な
さ
ま
お
待
ち
か
ね
の
川
田
先
生
で
す
！ 

 

専
門
用
語
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
、
や
さ
し

い
先
生
で
す
。 

※
初
め
て
の
方
へ
「
お
念
珠
」
「
普
段
着
」
で
、 

 

と
っ
て
も
楽
な
気
分
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

「
善
は
急
げ
」、
で
す
。 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
更
新
し
て
ま
す 

少
々
サ
ボ
り
が
ち
で
す
が
、
お
寺
を
身
近
に
感

じ
て
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

境
内
の
無
縁
墓
を
、
整
理
し
ま
す 

今
年
の
八
月
か
ら
随
時
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

引
き
続
き
情
報
の
ご
提
供
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

 

ちょっと  あたまの  こりほぐし  

A 君と B 君が果物を探しに森へ入っていきました。 

A君はスーツ、B君は気軽なくつろいだ感じの服装です。 

さて、どちらが果物を見つけたでしょうか？ 

今月はヒントなし！答えは裏面 
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報
恩
講
を
身
近
な
も
の
に 

お
て
ら
よ
り 

（以前使われたパンフレットです） 
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タ
モ
リ
さ
ん
の
話
（
二
〇
一
四
年
三
月
） 

彼
岸
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
彼
岸
に

は
改
め
て
御
恩
と
い
う
も
の
を
静
か
に
感
じ
る

仏
事
で
も
あ
り
ま
す
。 

さ
て
、
こ
の
三
月
で
永
年
続
い
て
い
た
お
昼

の
テ
レ
ビ
「
笑
っ
て
い
い
と
も
」
が
終
了
す
る
そ

う
で
す
。
三
十
一
年
間
、
毎
日
続
け
ら
れ
た

番
組
は
世
界
で
も
珍
し
い
そ
う
で
す
。
そ
れ

だ
け
司
会
の
タ
モ
リ
さ
ん
の
魅
力
が
そ
こ
に
あ

った
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。 

さ
て
、
タ
モ
リ
さ
ん
は
も
と
も
と
福
岡
市
で

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
「
天
才
バ

カ
ボ
ン
」
や
「
お
そ
松
く
ん
」
で
有
名
な
漫
画

家
・
赤
塚
不
二
夫
に
見
い
だ
さ
れ
、
東
京
へ
と

や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
赤
塚
不
二
夫

は
自
分
の
住
ん
で
い
た
高
級
マ
ン
シ
ョ
ン
に
タ
モ

リ
さ
ん
を
住
ま
わ
せ
、
自
分
は
木
造
二
階
の

家
に
引
っ
越
し
て
、
そ
こ
で
漫
画
の
仕
事
を
し

て
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
赤
塚
不
二
夫
は
言
っ

て
い
た
そ
う
で
す
。
「
タ
モ
リ
は
め
っ
た
に
な
い

笑
い
の
才
能
を
持
っ
て
い
る
。
彼
の
よ
う
な
男

に
下
積
み
生
活
さ
せ
た
ら
時
間
が
も
った
い
な

い
。
彼
の
才
能
に
は
こ
の
生
活
が
い
い
の
だ
」
と
。 

  

       

そ
れ
か
ら
十
年
後
、
タ
モ
リ
さ
ん
は
全
国

で
有
名
な
タ
レ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、

赤
塚
不
二
夫
の
漫
画
は
売
れ
な
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
す
る
と
あ
る
日
、
タ
モ
リ
さ
ん
が
や

っ
て
来
て
、
「
今
度
、
自
分
の
会
社
を
設
立
し

た
の
で
会
社
の
顧
問
に
な
っ
て
く
れ
」
と
懇
願

し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
顧
問
料
と
し
て
毎
月

三
十
万
円
ず
つ
赤
塚
不
二
夫
の
通
帳
に
お
金

が
振
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
赤
塚
不
二
夫
は
周

り
に
言
って
い
た
そ
う
で
す
。
「
タ
モ
リ
が
架
空

の
会
社
を
作
って
、
自
分
に
顧
問
料
を
く
れ
て

い
る
」
と
。 

ま
た
タ
モ
リ
さ
ん
は
、
赤
塚
不
二
夫
に
「
あ

の
ベ
ン
ツ
を
一
千
万
円
で
譲
っ
て
く
れ
な
い
か
」

と
か
「
あ
の
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
を
五
百
万
円

で
譲
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
か
お
願
い
し
て
い
た

そ
う
で
す
。
お
金
に
困
って
い
る
赤
塚
不
二
夫

を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
お
金
を
回
し
続
け
た

と
い
い
ま
す
。 

そ
ん
な
時
、
タ
モ
リ
さ
ん
と
赤
塚
不
二
夫

と
一
緒
に
お
酒
を
飲
ん
だ
人
が
こ
ん
な
こ
と

を
記
事
に
書
い
て
い
ま
し
た
。
赤
塚
不
二
夫

が
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
、
タ
モ
リ
さ
ん
に
言
っ
た
そ
う

で
す
。
「
売
れ
て
る
と
思
っ
て
い
い
気
に
な
る
な

よ
」
す
る
と
タ
モ
リ
さ
ん
は
言
い
返
し
ま
す
。

「
売
れ
な
い
漫
画
家
に
そ
ん
な
こ
と
言
わ
れ
た

く
も
な
い
」
。 

や
が
て
二
人
は
取
っ
組
み
合
い
の
け
ん
か
に

な
り
ま
し
た
。
赤
塚
不
二
夫
が
タ
モ
リ
さ
ん

の
鼻
の
穴
に
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
を
入
れ
る
と
、
タ
モ
リ

さ
ん
も
ア
ス
パ
ラ
に
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
を
付
け
て
赤

塚
不
二
夫
の
鼻
に
ね
じ
込
む
。
あ
わ
て
て
い
た

周
り
の
人
も
「
あ
れ
、
お
か
し
い
な
」
と
思
っ
て

見
て
い
た
ら
、
こ
れ
も
ギ
ャ
グ
だ
っ
た
の
で
す
。

二
人
は
こ
の
よ
う
な
関
係
で
、
「
心
配
し
て
い

る
よ
」
と
か
「
感
謝
し
て
い
る
よ
」
と
い
った
言
葉

や
涙
は
い
っさ
い
無
か
った
そ
う
で
す
。 

で
も
、
赤
塚
不
二
夫
は
タ
モ
リ
さ
ん
か
ら

届
け
ら
れ
た
お
金
に
は
決
し
て
手
を
付
け
な

か
った
そ
う
で
す
。
赤
塚
不
二
夫
は
あ
る
日
ポ

ツ
リ
と
言
った
そ
う
で
す
。
「
タ
モ
リ
の
よ
う
な

芸
人
と
い
う
職
は
い
つ
売
れ
な
く
な
る
か
も
知

れ
な
い
。
そ
の
時
の
た
め
に
こ
の
金
を
と
っ
て
お

か
な
く
て
は…

…

」 

 

も
う
す
ぐ
終
了
す
る
「
笑
って
い
い
と
も
」
で

す
が
、
最
後
も
タ
モ
リ
さ
ん
は
決
し
て
涙
や

感
動
的
な
叫
び
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、

い
つ
も
淡
々
と
し
て
い
る
タ
モ
リ
さ
ん
は
、
御

恩
と
い
う
も
の
に
支
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
し
っ

か
り
と
感
じ
て
い
る
人
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
こ
こ
ま
で
番
組
が
続
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。 

福
間

ふ

く

ま

義 ぎ

朝
ち
ょ
う

『
赤
光

し
ゃ
っこ
う

３
』
令
和
四
年
七
月 

  

編 

集 

後 

記 

  

今
年
、
長
女
（
摂
）
が
中
学
に
進
学
し
ま
す
。
長
男
（
仁
）

は
小
学
三
年
生
、
次
女
（
妙
）
は
小
学
一
年
生
で
す
。 

 

気
が
つ
け
ば
私
も
四
十
五
で
す
。
ど
う
り
で
肩
が
上
が
り

に
く
く
な
り
ま
し
た
。 

子
ど
も
は
「
成
長
」
で
、
親
は
「
老
化
」
で
す
。
だ
ん

だ
ん
と
歳
を
数
え
る
の
が
嫌
に
な
っ
て
く
る
と
い
う 

皆
さ
ん
の
気
持
ち
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。 

で
も
、
成
長
と
老
化
の
「
境
界
線
」
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
多
分
、
思
い
込
み
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

で
あ
る
な
ら
、
無
理
や
り
に
で
も
前
向
き
に
な
っ
て
、「
出

来
な
い
こ
と
を
嘆
く
よ
り
も
、
出
来
る
こ
と
を
喜
ぼ
う
」

な
ん
て
い
う
気
分
で
す
。
今
年
度
も
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
！ 

  


