
真
宗
大
谷
派
寶
蓮
寺
（
京

都
市
下
京
区
）
は
住
職
、
副

住
職
だ
け
で
な
く
寺
族
全
員

で
、
誰
も
が
集
ま
れ
る
寺
づ

く
り
に
力
を
注
い
で
い
る
。

本
堂
の
隅
に
は
絵
本
が
ズ

ラ
リ
と
並
ぶ
。
毎
週
金
曜
に

か
ず

よ
し

佐
々
木
千
佳
住
職
（
６３
）
が
子

ど
も
た
ち
へ
読
み
聞
か
せ
を

し
、
ギ
タ
ー
の
演
奏
会
な
ど

を
開
い
て
き
た
。
大
谷
楽
苑

の
指
揮
者
と
し
て
活
躍
し
た

先
代
の
日
出
夫
氏
（
故
人
）

も
生
涯
、
仏
教
音
楽
の
普

及
、
伝
道
に
尽
力
し
た
。

そ
の
背
中
を
見
て
育
っ
た

師
恩
副
住
職
（
３０
）は
お
斎
を

手
料
理
で
振
る
舞
う
計
画
を

立
て
て
い
る
。
料
理
が
趣
味

で
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
体
に

良
い
も
の
を
食
べ
て
育
っ
て

き
た
こ
と
も
あ
り
、
安
全
で

お
い
し
い
も
の
を
多
く
の
人

に
届
け
た
い
と
考
え
発
案
し

た
。
８
月
に
行
っ
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
料
理
を
手
作
り

し
、
ト
マ
ト
の
浅
漬
け
や
焼

き
ナ
ス
と
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ

の
ス
ー
プ
な
ど
夏
野
菜
を
使

っ
た
１１
種
類
の
お
か
ず
に
参

加
者
は
目
を
輝
か
せ
た
。

住
職
の
長
女
・
近
江
阿
梨

耶
氏（
３４
）は
コ
ロ
ナ
禍
で
行

き
場
を
な
く
し
た
母
子
が
集

え
る
場
に
と
、
２
月
に
「
レ

イ
ン
ボ
ー
キ
ッ
ズ
」
を
立
ち

上
げ
た
。
週
２
回
開
き
、
午

前
中
は
親
子
で
楽
し
め
る
英

会
話
教
室
や
ダ
ン
ス
教
室
、

午
後
３
時
か
ら
は
児
童
館
と

し
て
同
寺
を
無
償
で
開
放
し

て
い
る
。
阿
梨
耶
氏
は
子
ど

も
を
持
つ
親
と
し
て
の
視
点

を
強
み
に
し
「
一
人
で
育
児

に
悩
ま
ず
気
軽
に
訪
ね
て
ほ

し
い
」
と
話
す
。

今
年
初
め
て
本
堂
で
地
蔵

盆
を
開
き
、
住
職
に
よ
る
説

法
や
紙
芝
居
の
ほ
か
、
子
ど

も
が
自
ら
売
り
手
と
な
る

「
こ
ど
も
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
や

無
農
薬
の
八
百
屋
に
よ
る
飲

料
販
売
、
タ
イ
古
式
マ
ッ
サ

ー
ジ
を
受
け
ら
れ
る
コ
ー
ナ

ー
を
設
け
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
つ
な

が
っ
た
人
や
門
徒
、
近
隣
の

親
子
ら
が
集
い
、
に
ぎ
わ
い

を
見
せ
た
。
１
歳
か
ら
８８
歳

ま
で
幅
広
い
年
齢
の
人
が
集

ま
っ
た
理
由
は
、
こ
れ
ま
で

の
同
寺
の
取
り
組
み
が
実
を

結
ん
だ
か
ら
だ
。
先
々
代
か

ら
の
門
徒
で
８０
代
の
今
村
知

恵
氏
は
「
い
つ
も
楽
し
い
催

し
を
開
い
て
く
れ
て
う
れ
し

い
。
お
寺
の
集
ま
り
で
し
か

会
え
な
い
人
も
い
る
か
ら
あ

り
が
た
い
」
と
話
し
た
。

阿
梨
耶
氏
は
「
そ
れ
ぞ
れ

の
住
職
の
カ
ラ
ー
を
出
し
な

が
ら
、
第
２
の
家
と
し
て
お

寺
を
浸
透
さ
せ
て
い
き
た

い
。
今
後
、
仏
前
結
婚
式
に

も
挑
戦
し
た
い
。
コ
ロ
ナ
禍

で
式
を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た

人
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
（
性
的
少

数
者
）
に
も
対
応
し
て
い
け

れ
ば
」
と
意
気
込
み
、
千
佳

住
職
は
「
こ
ん
な
時
代
だ
か

ら
こ
そ
仏
法
を
広
め
、
世
の

中
を
明
る
く
し
た
い
」
と
話

し
た
。

（
日
野
早
紀
子
）

名
古
屋
市
熱
田
区
の
浄
土

宗
西
山
禅
林
寺
派
想
念
寺
は

６
月
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
・

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
境
内
に
設

置
し
た
。
渡
辺
観
永
住
職
は

「
結
構
な
利
用
が
あ
り
、
社

会
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
効
果
が

あ
る
よ
う
だ
。
今
後
が
楽
し

み
」
と
話
す
。

自
転
車
の
貸
出
返
却
場
所

の
設
置
は
、
ま
ち
の
回
遊
性

向
上
や
観
光
推
進
、
Ｃ
Ｏ�

削
減
、
健
康
増
進
な
ど
の
効

果
を
期
待
す
る
名
古
屋
市
の

取
り
組
み
に
賛
同
し
て
決
め

た
。

市
は
２
０
１
０
年
か
ら
、

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る

都
市
実
験
を
推
進
。
協
定
を

締
結
し
た
民
間
事
業
者
が
、

市
内
の
公
用
地
な
ど
に
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
の
設
置
を
進
め
て

い
る
。

渡
辺
住
職
に
よ
る
と
、
市

内
の
宗
教
施
設
で
は
想
念
寺

の
ほ
か
に
も
神
社
１
社
に
設

置
し
た
例
が
あ
り
、
現
在
は

複
数
の
寺
院
で
も
設
置
の
協

議
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
。

想
念
寺
の
駐
輪
ポ
ー
ト
は

最
大
５
台
の
自
転
車
が
配
置

さ
れ
、
料
金
は
１
分
間
で
６

円
。
専
用
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
ア
プ
リ
で
料
金
の
支
払
い

な
ど
が
手
軽
に
で
き
る
シ
ス

テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。

渡
辺
住
職
は
「
名
古
屋
市

の
交
通
網
は
南
北
に
は
移
動

し
や
す
い
が
、
東
西
の
移
動

に
は
不
便
と
い
う
特
徴
が
あ

り
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
は
そ

れ
を
カ
バ
ー
す
る
手
段
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

災
害
時
に
は
帰
宅
困
難
者
ら

の
移
動
手
段
と
し
て
も
期
待

さ
れ
る
」
と
説
明
し
た
。

想
念
寺
の
関
係
者
が
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
を
利
用
し
た
り
、

逆
に
利
用
し
た
一
般
の
人
が

た
ま
た
ま
目
に
し
た
同
寺
の

行
事
に
参
加
し
た
り
す
る
例

も
あ
り
、
「
こ
の
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
が
人
と
人
を
結
び
付
け

る
、
お
寺
の
ハ
ブ
の
一
つ
と

し
て
機
能
す

れ
ば
あ
り
が

た
い
」
と
語

っ
た
。

（
池
田
圭
）

島
根
県
安
来
市
に
古
民
家

を
再
生
し
た
清
泉
院
（
単

立
）
が
昨
年
６
月
に
開
創
さ

れ
、
精
進
料
理
教
室
や
ギ
ャ

ラ
リ
ー
、
家
族
葬
、
法
事
な

ど
地
域
に
開
か
れ
た
寺
院
と

し
て
活
動
を
展
開
し
て
い

る
。秦

岡
精
道
住
職
は
鳥
取
県

米
子
市
出
身
で
、
料
理
人
か

ら
僧
侶
の
道
へ
。
岐
阜
県
美

濃
加
茂
市
の
臨
済
宗
妙
心
寺

派
正
眼
僧
堂
で
修
行
し
、
安

来
市
内
に
あ
る
同
派
寺
院
の

住
職
を
約
１０
年
間
務
め
て
い

た
が
、
２
０
１
７
年
に
古
民

家
と
土
地
を
譲
り
受
け
た
の

を
機
に
、
そ
の
寺
を
離
れ
移

り
住
ん
だ
。

「
従
来
の
檀
家
制
度
か
ら

離
れ
、
広
く
地
域
の
人
々
と

絆
を
結
び
、
運
営
し
て
い
く

新
し
い
形
の
寺
院
を
つ
く
り

た
い
」
と
、
建
物
を
自
身
の

手
で
改
修
し
、
裏
山
を
削
っ

て
石
庭
を
造
る
な
ど
整
備
し

て
寺
院
と
し
て
再
生
。
山
号

の
「
徳
祥
山
」
と
寺
号
の

「
清
泉
院
」
は
、
師
匠
の
山

川
宗
玄
師
家
に
名
付
け
て
も

ら
っ
た
と
い
う
。

本
尊
は
も
と
も
と
古
民
家

の
裏
山
に
祀
ら
れ
て
い
た
三

宝
荒
神
。
単
立
寺
院
と
し
て

運
営
し
、
現
在
、
法
人
格
取

得
の
手
続
き
を
行
っ
て
い

る
。秦

岡
住
職
は
以
前
か
ら
、

料
理
人
と
し
て
の
腕
前
を
生

か
し
各
地
で
精
進
料
理
教
室

を
開
い
て
好
評
を
得
て
お

り
、
茶
道
表
千
家
の
地
方
教

授
の
資
格
も
持
っ
て
い
る
。

古
民
家
で
ゆ
っ
く
り
と
精
進

料
理
や
抹
茶
を
味
わ
い
、
坐

禅
教
室
で
心
を
洗
い
、
自
分

を
見
つ
め
直
す
こ
と
も
で
き

る
。「

地
域
の
人
々
の
学
び
と

交
流
の
場
に
な
り
、
現
代
版

の
寺
子
屋
を
目
指
し
た
い
」

と
秦
岡
住
職
。
日
々
の
活
動

は
、
四
季
折
々
の
風
景
や
料

理
の
写
真
と
共
に
同
寺
公
式

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
紹
介
し

て
い
る
。

（
河
合
清
治
）
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お寺を第２の家に

名古屋市
想 念 寺

境
内
に
駐
輪
所
設
置

京都市下京区

真宗大谷派寶蓮寺

レ

ン

タ

サ
イ
ク
ル

市
の
取
り
組
み
に
賛
同

山門の脇に設置されたレンタサイクル
の駐輪ポート

住
職
ら
の
得
意
光
る
催
し

古民家を再生し開創
島根県安来市の清泉院

精進料理教室や家族葬展開

地域・読者地域・読者

「
お
寺
を
第
２
の
家
に
」

と
意
気
込
む
千
佳
住
職

（
右
か
ら
２
人
目
）
、
師

恩
副
住
職（
同
４
人
目
）、

阿
梨
耶
氏
（
右
端
）
ら

古
民
家
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
さ
せ
る
清
泉
院
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