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生
き
方
の
修
正 

  

新
し
い
年
と
な
り
ま
し
た
。
今
年

も
一
年
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

し
か
し
年
々
、
時
の
経
つ
の
が
早

く
な
る
気
が
し
ま
す
。
つ
い
こ
の
前
、

お
正
月
を
迎
え
た
と
思
っ
た
ら
、
ま

た
す
ぐ
に
お
正
月
が
や
っ
て
き
た
気

が
し
ま
す
。 

 

先
日
、
あ
る
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
人
生
の
折
り
返
し

地
点
は
、
80
歳
ま
で
生
き
る
と
す
る

と
20
歳
に
な
る
と
の
こ
と
。 

０
歳
か
ら
20

歳
ま
で
の
感
じ
る

時
間
の
長
さ
と
、
20
歳
か
ら
80
歳
ま

で
の
感
じ
る
時
間
の
長
さ
は
一
緒
だ

そ
う
で
す
。
さ
ら
に
歳
を
と
る
に
つ

れ
て
加
速
が
つ
い
て
い
く
と
伝
え
て

い
ま
し
た
。 

私
も
だ
ん
だ
ん
と
の
そ
の
加
速
を

感
じ
る
歳
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

年
々
、
訪
れ
る
の
が
早
く
感
じ
る

お
正
月
で
す
が
、
や
は
り
新
年
を
迎

え
る
と
気
持
ち
も
新
た
に
な
り
ま

す
。 お

正
月
に
は
浄
土
真
宗
を
は
じ
め

仏
教
各
宗
派
で
修
正
会
と
い
う
行
事

が
行
わ
れ
ま
す
。
仏
様
の
前
で
身
を

正
し
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
、

生
き
方
を
修
正
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

修
正
会
と
い
う
行
事
に
は
こ
の
よ
う

な
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

私
は
縁
あ
っ
て
教
誨
師
（
き
ょ
う

か
い
し
）
と
い
う
役
割
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
教
誨
師
と
は
刑
務
所
等

の
矯
正
施
設
で
受
刑
者
に
対
し
て
講

話
を
し
た
り
、
相
談
に
乗
っ
た
り
す

る
宗
教
者
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

そ
う
い
う
中
で
罪
を
犯
し
た
人
た

ち
と
接
す
る
機
会
が
あ
る
の
で
す

が
、
人
が
罪
を
犯
す
の
は
本
当
に
わ

ず
か
な
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
い
か
ら
起

こ
る
の
だ
な
と
い
う
こ
と
を
痛
感
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

「
自
分
は
そ
ん
な
つ
も
り
は
な
か

っ
た
」
。
「
ま
さ
か
こ
ん
な
大
事
に
な

る
な
ん
て…

」。
後
悔
を
口
に
す
る
人

は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

親
鸞
聖
人
は
「
さ
る
べ
き
業
縁
の

も
よ
お
せ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
い

も
す
べ
し
（
人
間
は
縁
に
よ
っ
て
い

か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
る
存
在
で
あ

る
）
」
（
『
歎
異
抄
』
）
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
教
誨
の
場
に
立
つ
と
、
そ
の

意
味
を
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
そ
れ
は
縁
さ
え
起
こ
れ

ば
罪
を
犯
し
て
も
仕
方
が
な
い
と
い

う
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
存
在

で
あ
る
か
ら
こ
そ
日
々
の
修
正
が
大

切
に
な
っ
て
く
る
と
教
え
ら
れ
る
の

で
す
。 

 

修
正
会
と
は
お
正
月
に
行
う
行
事

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
仏
様
の
願
い

か
ら
い
え
ば
手
を
合
わ
せ
る
毎
日
の

生
活
こ
そ
が
修
正
会
で
す
。 

我
が
身
を
振
り
返
り
な
が
ら
一
日

一
日
を
大
切
に
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ

く
。
そ
の
積
み
重
ね
が
大
事
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

１
月
１
日
（
元
旦
・
水
） 

 

修
正
会 

時
間
：
午
後
二
時
～
三
時
頃 

 

１
月
23
日
（
木
） 

上
宮
寺
講 

時
間
：
午
後
二
時
～ 

 

２
月
23
日
（
日
） 

上
宮
寺
講 

時
間
：
午
後
二
時
～ 

 

３
月
８
日
（
日
） 

春
の
お
彼
岸
・
永
代
経
法
要 

説
教
：
林 

祥
眞
師
（
一
宮
市
禮
讃
寺
） 

 

皆
さ
ま
の
ご
参
詣
・
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。 

 

 

   

〇
12
月
15
日
に
名
古
屋
別
院
報
恩
講

へ
上
宮
寺
か
ら
も
団
体
参
拝
を
行
い
ま

し
た
。
天
候
に
恵
ま
れ
、
と
て
も
暖
か

い
報
恩
講
で
し
た
。
楽
入
り
の
法
要
を

皆
さ
ん
と
一
緒
に
お
参
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

 

〇
今
年
の
12
月
は
、
日
中
は
暖
か
い
日

が
多
か
っ
た
で
す
が
、
朝
晩
と
の
寒
暖

差
で
体
調
不
良
を
訴
え
る
人
も
多
い
と

聞
き
ま
す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
例
年

よ
り
も
早
く
流
行
し
て
い
ま
す
。
ど
う

か
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
。 

 

〇
我
が
家
に
も
受
験
生
が
い
ま
す
が
、

い
よ
い
よ
受
験
シ
ー
ズ
ン
本
番
で
す
。

寒
い
冬
の
あ
と
に
は
必
ず
暖
か
い
春
が

待
っ
て
い
ま
す
。 

 

【
お
志
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
】 

渡
邉
様 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

 

こ
こ
数
年
、
年
末
に
な
る
と
話
題
に

の
ぼ
る
の
が
「
除
夜
の
鐘
」。
年
越
し
の

風
物
詩
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
近
隣
住

民
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
る
と
の
こ
と

で
中
止
も
し
く
は
昼
に
行
う
と
い
う
寺

院
が
あ
る
と
の
こ
と
。「
時
代
の
流
れ
だ

か
ら
仕
方
な
い
」「
い
や
、
伝
統
行
事
と

し
て
や
る
べ
き
だ
」
と
賛
否
両
論
が
出

る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ

る
で
し
ょ
う
か
。
上
宮
寺
に
は
鐘
楼
が

な
い
の
で
そ
ん
な
心
配
は
無
用
な
の
で

す
が
、
個
人
的
に
は
一
年
に
一
度
の
こ

と
だ
か
ら
大
目
に
み
て
も
ら
え
な
い
の

か
な
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
住
職
記
） 

 

そ
の
他
の
行
事 

 

１
月
20
日
（
月
） 

２
月
７
日
（
金
） 

３
月
９
日
（
月
） 

讃
頌
会
研
修
会 

「
南
無
阿
弥
陀
仏 

～
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を 

た
ず
ね
て
い
こ
う
～
」 

講
師
：
四
衢
亮
氏
（
高
山
市
不
遠
寺
） 

時
間
：
午
後
二
時
～
三
時
半 

会
場
：
東
別
院
会
館
２
階 

会
費
：
千
円
（
一
回
） 

 

讃
頌
会
と
は
上
宮
寺
が
属
す
る 

名
古
屋
教
区
第
30
組
の
聞
法
会
で

す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。 

       

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 
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