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お
仏
壇
は
家
庭
の
中
心
で
す
。
浄
土
真
宗

で
は
、
ご
本
山
か
ら
お
迎
え
し
た
ご
本
尊
を
、

講
中
で
一
年
ご
と
に
交
代
で
お
給
仕
し
て
き

た
長
い
歴
史
が
あ
り
、
一
般
の
家
庭
に
お
仏

壇
が
安
置
さ
れ
始
め
た
の
は
、
江
戸
時
代
後

期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

｢

亡
く
な
っ
た
者
も
い
な
い
の
に
お
仏
壇

を
迎
え
る
と
そ
の
家
に
死
人
が
出
る｣

な
ど

と
い
う
人
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
の
迷

信
で
す
。
お
仏
壇
の
な
い
家
に
は
、
手
を
合

わ
せ
る
場
所
が
あ
り
ま
せ
ん
。
新
居
を
構
え

た
ら
、
ま
ず
ご
本
尊

(

お
仏
壇)

を
お
迎
え

す
る
の
が
浄
土
真
宗
の
門
徒
の
心
得
で
す
。

お
仏
壇
を
安
置
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
、

｢

西
向
き
が
よ
い｣
と
か
、｢

一
階
で
そ
の
上

に
天
井
以
外
な
に
も
な
い
所
が
よ
い｣

と
か

色
い
ろ
い
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
だ
わ
れ

ば
、
ま
ず
お
仏
壇
の
場
所
を
決
め
、
そ
こ
か

ら
家
の
設
計
に
と
り
か
か
る
く
ら
い
の
覚
悟

が
必
要
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は

敷
地
、間
取
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ

り
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
み
ん
な

が
お
参
り
し
や
す
い
所
を
選
ぶ
こ
と
で
す
。

昔
は
仏
間
が
あ
っ
て
、
そ
こ
は
そ
の
家
の
一

番
大
事
な
部
屋
で
、
客
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
あ
ま
り
人
の
入
ら
な
い
遠
い
部
屋

よ
り
、
な
る
べ
く
お
参
り
の
し
や
す
い
、
手

の
合
わ
せ
や
す
い
所
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
あ
る
家
庭
に
お
参
り
し
ま

し
た
ら
、
台
所
の
食
器
棚
の
上
に
あ
り
ま
し

た
。｢

毎
朝
子
ど
も
が
手
を
合
わ
せ
て
い
き
ま

す｣

と
そ
の
家
の
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
。
一
番
お
参
り
し
や
す
く
て
み
ん
な
が

集
ま
り
や
す
い
所
、
そ
れ
が
台
所
な
ら
ば
、

そ
れ
で
も
よ
い
の
で
す
。
そ
れ
は
仏
壇
と
は

死
者
を
ま
つ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
家
庭
生

活
の
根
源
で
あ
り
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な

る
と
こ
ろ
な
の
で
す
か
ら
。

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
合
掌
礼
拝
し
、お
念
仏

を
称
え
る
と
こ
ろ
に
、ま
こ
と
の
智
慧
と
あ
た

た
か
い
お
慈
悲
を
い
た
だ
い
て
い
く
の
で
す
。
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荘し
ょ
う

厳ご
ん

と
は
、
そ
も
そ
も
お
ご
そ
か
に
飾
る

と
い
う
意
味
で
す
。｢

本
願
荘
厳｣

と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
の
世
界
は
阿
弥
陀
如

来
さ
ま
の
こ
こ
ろ
・
本
願
に
よ
っ
て
あ
ら
わ

し
だ
さ
れ
成
し
あ
げ
ら
れ
た
の
で
す
。
浄
土

の
荘
厳
は
、
苦
悩
す
る
人
び
と
を
救
う
と
い

う
如
来
さ
ま
の
お
こ
こ
ろ
を
人
び
と
に
知
ら

せ
る
す
が
た
で
あ
り
、
は
た
ら
き
な
の
で
す
。

お
仏
壇
は
如
来
さ
ま
の
浄
土
が
わ
か
り
や

す
く
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
す
。
お
仏
壇
を

荘
厳
す
る
、
お
飾
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

お
浄
土
の
よ
う
に
お
ご
そ
か
に
お
飾
り
す
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

お
仏
壇
の
中
心
は
如
来
さ
ま
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
正
面

が
ご
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
さ
ま(｢

南
無
阿
弥

陀
仏｣

の
お
名
号
の
場
合
も
あ
り
ま
す)

で
す
。

左
右
に
ご
安
置
す
る
の
は
、
お
脇
懸

わ
き
が
け

と
い

い
、
右
脇
が

｢

親
鸞
聖
人
の
ご
影え

い｣
(｢

帰
命

尽
十
方
無
碍
光
如
来｣

の
お
名
号
の
場
合
も)

、

左
脇
が

｢

蓮
如
上
人
の
ご
影｣

(｢

南
無
不
可

思
議
光
如
来｣

の
お
名
号
の
場
合
も)

で
す
。

ご
本
尊
も
お
脇
懸
も
真
っ
す
ぐ
に
ご
安
置

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
傾
い
て
い

る
と
き
は
す
ぐ
直
し
ま
す
。
ご
本
尊
、
お
脇

懸
は
お
寺
を
通
じ
、
ご
本
山
か
ら
お
迎
え
し

ま
す
。

三み
つ

具ぐ

足そ
く

(

蝋
燭

ろ
う
そ
く

立
、
花か

瓶ひ
ん

、
香
炉)

も
正

面
か
ら
見
て
真
っ
す
ぐ
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
お

飾
り
し
ま
す
。
蝋
燭
立
、
香
炉
の
足
に
注
意

し
ま
す
。
三
本
の
う
ち
一
本
が
正
面
に
く
る

よ
う
に
置
き
ま
す
。

浄
土
を
あ
ら
わ
す
お
仏
壇
の
中
に
、
お
浄

土
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
は
置
き
ま
せ
ん
。

お
茶
や
故
人
の
写
真
、
位
牌
、
お
守
り
、
お

札
な
ど
は
置
き
ま
せ
ん
。
す
っ
き
り
整
っ
た

お
仏
壇
に
し
た
い
も
の
で
す
。

お
仏
具
一
つ
ひ
と
つ
が
如
来
さ
ま
の
お
こ

こ
ろ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
受
け
と
め
、
ホ

コ
リ
が
た
ま
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
き
れ
い

に
す
る
と
い
う
心
が
け
が
大
切
で
す
。
掃
除
、

お
給
仕
が
行
き
届
い
た
お
仏
壇
を
み
る
と
す

が
す
が
し
い
気
持
ち
が
し
ま
す
。
お
荘
厳
の

お
心
を
大
切
に
、
お
念
仏
相
続
す
る
と
と
も

に
、
自
分
自
身
の
人
生
も
う
る
わ
し
く
荘
厳

し
、
生
き
て
往
き
た
い
も
の
で
す
。
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お
仏
壇
の
正
し
い
お
荘
厳
と
い
っ
て
も
、

報
恩
講
な
ど
浄
土
真
宗
の
大
切
な
仏
事
の
と

き
の
お
飾
り
の
仕
方
と
平
素
の
お
飾
り
の
仕

方
で
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
各
ご
家
庭

に
よ
っ
て
お
仏
壇
の
大
き
さ
、
形
が
異
な
り

ま
す
か
ら
、
す
べ
て
を
そ
ろ
え
る
こ
と
は
難

し
い
こ
と
で
す
。
例
え
ば
四し

具ぐ

足そ
く

、
上う

わ

卓じ
ょ
く

な

ど
は
小
型
の
お
仏
壇
に
は
置
く
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
最
低
限
そ
ろ
え
て

い
た
だ
き
た
い
お
仏
具
と
し
て
、
お
仏
飯
器
、

華け

瓶び
ょ
う

、
供く

笥げ

、
花か

瓶ひ
ん

、
蝋
燭

ろ
う
そ
く

立
、
香
炉
、
鈴り

ん

、

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
基
本
的
な
お
荘
厳
の
中
で
、
打
敷
、

戸
帳
、
華
鬘
は
必
要
な
お
飾
り
で
す
が
、
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
ご
説
明
し
ま

す
。

①
打
敷

う
ち
し
き･････

報
恩
講
や
年
回
な
ど
の
法
事
で

は
、
上
卓
、
前
卓
に
、
打
敷
を
か
け
、仏
前

を
お
飾
り
し
ま
す
。
こ
の
打
敷
は
、お
釈
迦

さ
ま
の
ご
在
世
当
時
は
、釈
尊
の
座
所
を
装

飾
し
た
も
の
が
、後
に
は
仏
前
を
装
飾
す
る

仏
具
と
な
っ
て
き
た
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。

臨
終
か
ら
満
中
陰
ま
で
は
打
敷
を
裏
返
し

て
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、銀
色
か
白
色
の

打
敷
を
か
け
た
い
も
の
で
す
。な
お
打
敷
に

は
冬
用
と
夏
用
が
あ
り
ま
す
。

②
戸と

帳ち
ょ
う･････

ご
本
尊
を
飾
る
金
襴

き
ん
ら
ん

錦に
し
き

な
ど
で

つ
く
っ
た
布
で
、宮
殿

く
う
で
ん

正
面
の
二
本
の
柱
の

間
に
か
け
る
も
の
で
す
。も
と
は
宮
殿
の
入

口
の
扉
と
し
て
、垂
れ
下
げ
て
あ
っ
た
も
の

が
、中
の
ご
本
尊
が
い
つ
で
も
礼
拝
で
き
る

よ
う
に
中
央
部
を
切
り
抜
く
よ
う
に
な
っ

た
も
の
で
す
。

③
華け

鬘ま
ん･････

仏
前
の
戸
帳
の
上
部
中
央
に
そ

え
る
荘
厳
具
で
、
糸
ま
た
は
、真
ち
ゅ
う
か

ら
で
き
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
、花
輪
や
花

束
を
贈
る
よ
う
に
、お
釈
迦
さ
ま
に
お
会
い

す
る
と
き
、
生
花
の
華
鬘(

花
の
首
飾
り)

を
身
に
つ
け
る
行
者
の
装
身
具
と
し
て
、ご

本
尊
前
に
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

で
す
。
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浄
土
真
宗
の
お
仏
具
の
正
し
い
使
い
方
。

毎
朝
お
仏
飯
を
お
供
え
す
る
時
や
礼
拝
す
る

時
に
鈴り

ん

を
た
た
く
人
は
少
な
く
な
い
と
思
い

ま
す
。
た
た
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
本
来
、
本
願
寺
派
で
は
、
鈴
や

打
物

う
ち
も
の

は
勤
行

(

お
経
を
読
む)

時
に
使
う
も

の
で

(

最
初
の
音
の
高
さ
を
示
し
た
り
、
途

中
の
区
切
り
、
終
わ
り
の
と
き
鳴
ら
す
も
の)

、

仏
さ
ま
や
故
人
に
知
ら
せ
る
た
め
の
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
仏
壇
の
中
に
故
人
が
居

る
と
い
う
思
い
か
ら
で
し
ょ
う
が
、
固
定
的

な
実
体
と
し
て
の
霊
魂
を
否
定
す
る
の
が
仏

教
で
す
。

浄
土
真
宗
以
外
の
お
仏
壇
に
は
、
先
祖
の

位い

牌は
い

が
安
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
霊

が
宿
る
所
と
し
て
拝
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

位
牌
は
中
国
の
儒
教
で
用
い
ら
れ
て
い
た
も

の
で
す
。
そ
れ
は
故
人
の
生
存
中
の
官
位
姓

名
を
書
き
記
し
た
札
を
置
き
、
そ
こ
に
霊
が

宿
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
日

本
の
先
祖
崇
拝
の
信
仰
と
結
び
つ
き
仏
教
に

転
用
さ
れ
た
も
の
で
す
。
仏
典
に
は
位
牌
に

関
す
る
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
阿

弥
陀
如
来
さ
ま
の
他
力
に
よ
り
お
浄
土
に
参

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
霊
魂
が
宿
る

と
い
う
こ
と
は
教
え
の
上
か
ら
も
否
定
さ
れ

ま
す
。

浄
土
真
宗
で
は
位
牌
を
用
い
ず
、
故
人
の

｢

法
名｣

は
過
去
帳
に
書
き
記
し
て
お
き
ま
す
。

先
立
た
れ
た
方
は
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
同
体
の

仏
さ
ま
と
し
て
私
た
ち
の
た
め
に
は
た
ら
き

続
け
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

浄
土
真
宗
の
お
仏
壇
は
お
浄
土
の
根
本
の

仏
さ
ま
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
を
ご
安
置

す
る
と
こ
ろ
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
お

徳
・
お
は
た
ら
き
に
出
遇
わ
せ
て
い
た
だ
く

の
で
す
。
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お
仏
壇
は
ご
本
尊

(

阿
弥
陀
如
来
さ
ま)

を
ご
安
置
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
と
も
に
、

お
浄
土
の
す
が
た(

浄
土
荘
厳)

な
の
で
す
。

お
仏
壇
の
美
し
い
蒔
絵
も
ま
た
、
お
浄
土
を

あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
こ
の
蒔
絵
に

つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
鳥
の
絵
で
す
が
、
こ
れ
は
浄
土
の

六
鳥
と
い
わ
れ『

仏
説
阿
弥
陀
経』

に
説
か
れ

て
い
ま
す
。
白び

ゃ
っ

鵠こ
う

、孔く

雀じ
ゃ
く

、鸚お
う

鵡む

、舎し
ゃ

利り

、迦か

陵り
ょ
う

頻び
ん

伽が

、共ぐ

命み
ょ
う

之の

鳥と
り

が
そ
れ
で
す
。
こ
れ
ら
の
鳥

は
、
昼
夜
六
時
に
美
し
い
声
で
鳴
き
、
そ
の

鳴
き
声
は
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
尊
い
教
え
を

説
い
て
い
ま
す
。
お
浄
土
の
人
び
と
は
、そ
の

声
を
聞
い
て
仏･
法･

僧
を
念
じ
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
鳥
は
、
罪
の
報
い
と
し
て
生
ま
れ

た
鳥
で
は
な
く
、阿
弥
陀
如
来
さ
ま
が
仏
法
を

広
め
る
た
め
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
す
。

特
に
共
命
之
鳥
は
安
芸
教
区
の
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
に
も
な
っ
て
お
り
、
一
つ
の
胴
体
か

ら
二
つ
の
頭
を
も
つ
鳥
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
姿
、
形
、
考
え
方
は
異
な
っ
て
い
て

も
、
共
に
一
つ
の
生
命
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
生
命
が
関
わ
り
合
っ
て
生
き
て
い

る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
鳥
で
す
。

次
に
花
の
絵
は
如
来
さ
ま
の
慈
悲
の
象
徴

で
す
。
四
季
折
お
り
の
花
は
よ
ろ
こ
び
を
倍

増
し
、
悲
し
み
は
半
減
し
て
く
れ
ま
す
。
嬉

し
い
と
き
も
悲
し
い
と
き
も
、
私
に
寄
り
添

う
如
来
さ
ま
の
お
心
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
ま

た
、
蓮
の
花
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
蓮
の
花
に
は
他
の
花
に
み
ら
れ
な
い

素
晴
ら
し
い
特
徴
が
あ
る
た
め
で
す
。
そ
の

一
つ
は
、
清
流
の
中
で
は
咲
く
こ
と
は
な
く
、

汚お

泥で
い

の
中
に
咲
く
花
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
に
満
ち
た
心

に
咲
く
仏
法
の
花
な
の
で
す
。
ま
た
、
蓮
の

花
は
花
が
咲
い
た
時
に
は
す
で
に
種
を
有
し

て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
が
阿
弥

陀
如
来
さ
ま
と
成
仏
さ
れ
た
時
に
は
、
す
で

に
凡
夫
を
救
い
と
る
種
が
出
来
上
が
っ
て
い

た
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。

な
お
、広
島
で
製
造
さ
れ
る
伝
統
工
芸
品･

広

島
仏
壇
に
は
、親
鸞
聖
人
の
故
事(

枕
石

ち
ん
せ
き

、川
越
の

名
号
な
ど)

や
、お
寺
の
本
堂
と
同
じ
よ
う
に
向

か
っ
て
右
側
の
扉
に
聖
徳
太
子
、左
側
の
扉
に
七

高
僧
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
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お
仏
壇
に
お
参
り
す
る
と
き
は
、
お
仏
壇

の
お
飾
り
を
よ
く
見
て
、
お
花
、
お
香
、
お

灯
明

(

ろ
う
そ
く)

な
ど
が
、
約
束
通
り
に

飾
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い
も
の
で
す
。

そ
の
中
で
も
、｢

お
灯と

う

明み
ょ
う｣

に
つ
い
て
大
切

な
こ
と
を
、
説
明
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
お
灯
明
は
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の

智
慧
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
お
灯
明
は
、

永
く
深
い
私
の
心
の
闇
で
も
一
瞬
に
し
て
破

る
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
智
慧
の
光
明
を
意

味
し
て
い
る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
の

『

正
像
末
和
讃』

に

｢

無む

明み
ょ
う

長じ
ょ
う

夜や

の
灯と

う

炬こ

な
り

智ち

眼げ
ん

く
ら
し
と
か
な
し

む
な

生し
ょ
う

死じ

大
海

だ
い
か
い

の
船
筏

せ
ん
ば
つ

な
り

罪ざ
い

障し
ょ
う

お
も

し
と
な
げ
か
ざ
れ｣
と
も
あ
り
ま
す
。
お
灯

明
を
あ
げ
る
と
き
は
、
ぜ
ひ
こ
の
ご
和
讃
を

思
い
出
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

次
に
お
灯
明
に
用
い
る
ろ
う
そ
く
の
色
に

は
白
・
朱
・
金
・
銀
と
あ
り
、
仏
事
の
内
容

に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

基
本
的
に
は
白
で
良
い
の
で
す
が
、江
戸
時

代
の
中
頃
よ
り
色
分
け
し
て
、
白
ろ
う
そ
く

は
一
般
仏
事
に
、
朱
ろ
う
そ
く
は
報
恩
講
・

七
回
忌
以
後
の
法
事
な
ど
に
、
銀
ろ
う
そ
く

は
葬
儀
・
中
陰
・
三
回
忌
ま
で
の
年
回
な
ど

に
、
金
ろ
う
そ
く
は
慶
び
の
仏
事(

結
婚
式
・

起
工
式)

な
ど
に
使
い
分
け
ま
す
。
と
き
に

は
、
仏
事
の
内
容
に
よ
っ
て
、
ろ
う
そ
く
の

色
を
使
い
分
け
、
お
灯
明
を
あ
げ
て
お
参
り

さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
き
っ
と
、

気
持
ち
も
違
っ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
お
灯
明
を
電
気
で
つ
く
よ
う
に
さ

れ
て
い
る
場
合
に
、
電
球
が
切
れ
て
い
な
い

か
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
で
き
れ
ば
二
、
三

個
余
分
に
買
っ
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。
ま

た
、
お
灯
明
は
も
ち
ろ
ん
、
電
気
も
、
お
参

り
が
す
ん
だ
ら
必
ず
消
す
こ
と
を
習
慣
づ
け

ま
し
ょ
う
。
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仏
前
に
お
花
な
ど
を
お
供
え
す
る
こ
と
を

供く

華げ

と
い
い
ま
す
。
仏
さ
ま
を
敬う

や
ま

う
心
、
感

謝
の
気
持
ち
か
ら
お
供
え
す
る
も
の
で
す
。

お
供
え
さ
れ
た
仏
華
は
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
を

あ
ら
わ
す
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
お
花
は
万
人

の
心
を
和
ま
せ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
き
れ
い

に
お
供
え
し
た
い
も
の
で
す
。

さ
て
お
花
は
、
お
釈
迦
さ
ま
ご
在
世
当
時

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
お
供
え
さ
れ
ま
し

た
。
代
表
的
な
も
の
に
盛
華

も
り
ば
な

や
散さ

ん

華げ

と
い
っ

た
方
法
が
あ
り
ま
し
た
。
盛
華
と
は
籠
な
ど

に
花
び
ら
を
盛
る
こ
と
で
、
散
華
と
は
つ
み

取
っ
た
花
び
ら
を
舞
い
上
げ
て
空
中
に
散
ら

す
も
の
で
す
。
ち
な
み
に
日
本
で
は
、
こ
の

散
華
が
、
法
要
儀
式
な
ど
で
行
な
わ
れ
る
作

法
と
し
て
、
華け

葩は

と
呼
ば
れ
る
美
し
い
紙
製

の
花
び
ら
を
使
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
た
い
へ
ん
美
し
い
盛
華
や

散
華
も
、
こ
の
方
法
だ
と
花
は
す
ぐ
に
枯
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
よ
う
に
年
中
い

ろ
と
り
ど
り
に
お
花
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
次

つ
ぎ
と
お
供
え
で
き
ま
す
が
、
日
本
で
は
な

か
な
か
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
水
を
入
れ
た
花か

瓶ひ
ん

に�
お
花
を

立
て
て�
お
供
え
し
ま
す
。｢

お
花
を
生
け
る｣

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
方
法
は

野
山
に
咲
く
四
季
折
お
り
の
お
花
や
草
木
を
、

そ
の
す
が
た
の
ま
ま
ご
仏
前
に
お
供
え
し
よ

う
と
の
心
も
ち
か
ら
根
付
い
た
も
の
な
の
で

し
ょ
う
。
ま
た
盛
華
や
散
華
で
は
、
お
花
を

長
い
間
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
仏
前
に
お
供
え
さ
れ
た
四
季
折
お
り

の
お
花
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
精
一
杯
の

い
の
ち
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
限

り
な
い
い
の
ち
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。

お
浄
土
に
は
た
く
さ
ん
の
お
花
が
咲
い
て

い
る
と
お
経
に
説
か
れ
ま
す
が
、お
浄
土
の
す

が
た
を
あ
ら
わ
す
は
ず
の
お
仏
壇
の
お
花
が
、

枯
れ
っ
ぱ
な
し
と
い
っ
た
状
況
が
た
ま
に
見

受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
真
ち
ゅ
う
や
紙
な
ど

の
造
花
を
生
花
の
代
用
と
し
て
い
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
方
法
は
感
心
で
き
ま
せ

ん
。
お
花
は
、
枯
れ
な
い
う
ち
に
新
し
い
お

花
と
差
し
替
え
、
水
の
入
れ
替
え
は
怠
ら
な

い
よ
う
、
毎
日
の
お
仏
壇
の
お
給
仕
に
お
い

て
大
切
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

な
お
、
ト
ゲ
や
毒
の
あ
る
花
は
、
お
供
え

し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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わ
が
国
で
は
、
古
く
か
ら
お
香
の
か
お
り

を
聞
い
て
、
芳
香
を
味
わ
う
た
し
な
み
や
、

何
人
か
で
聞
香

も
ん
こ
う

し
、お
香
の
種
類
を
あ
て
た
り

す
る
香
道
も
、
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
お
香
の
起
源
を
た
ず
ね
る
と
、

や
は
り
お
釈
迦
さ
ま
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た

イ
ン
ド
に
い
き
つ
く
で
し
ょ
う
。
お
香
を
体

に
塗
っ
て

(

塗ず

香こ
う)

体
臭
を
消
し
た
り
、
お

香
を
た
い
て
部
屋
の
に
お
い
を
消
す
た
め
に

用
い
ら
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
お

香
の
た
し
な
み
が
、
仏
教
に
も
と
り
入
れ
ら

れ
た
よ
う
で
す
。

お
経
の
中
に
も
、
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
、
お

香
の
徳
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来

さ
ま
も
四
十
八
願
の
三
十
二
番
目
に
妙み

ょ
う

香
合

こ
う
ご
う

成じ
ょ
う

の
願
を
お
建
て
に
な
っ
て
、
極
楽
世
界
は

無
量
の
宝
と
、
百
千
の
妙
香
と
で
な
り
、
妙

香
を
も
っ
て
十
方
世
界
に
薫
じ
渡
ら
そ
う
と

願
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
た
り
を
清
ら
か
に

し
、
わ
た
し
た
ち
の
心
身
を
す
が
す
が
し
く

安
ら
か
に
し
た
い
と
願
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の『

浄
土
和
讃』

に
、｢

染
香
人

ぜ
ん
こ
う
に
ん

の
そ
の
身
に
は

香こ
う

気け

あ
る
が
ご
と
く
な
り

こ
れ
を
す
な
は
ち
な
づ
け
て
ぞ

香
光

こ
う
こ
う

荘し
ょ
う

厳ご
ん

と
ま
う
す
な
る｣

と
示
さ
れ
て
あ
る
よ
う

に
、
お
念
仏
を
よ
ろ
こ
ぶ
人
に
は
、
い
つ
も

念
仏
者
ら
し
い
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
春
の

香
り
夏
の
香
り
が
あ
る
よ
う
に
、
人
そ
れ
ぞ

れ
に
も
そ
の
人
の
雰
囲
気
が
漂
い
ま
す
。
価

値
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
の
意
味
を
大
切
に

す
る
人
に
は
、
ぬ
く
も
り
の
あ
る
香
り
が
漂

い
ま
す
。
そ
の
生
活
は
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま

の
光
に
包
ま
れ
た
慚ざ

ん

愧ぎ

と
感
謝
に
あ
ふ
れ
た

も
の
で
す
。

す
な
わ
ち
、
お
香
は
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の

清
ら
か
で
、
誰
を
も
差
別
す
る
こ
と
な
く
遍

満
し
て
い
る
お
慈
悲
の
お
こ
こ
ろ
を
あ
ら
わ

す
、
お
荘
厳
の
代
表
な
の
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
煙
ば
か
り
で
目
や
喉
に
不
快
感
を
与

え
る
よ
う
な
お
香
で
な
く
、
で
き
る
だ
け
良

質
の
お
香
を
供
え
た
い
も
の
で
す
。



��



��

ご
仏
前
に
薫
香

く
ん
こ
う

を
た
だ
よ
わ
せ
る
伝
統
的

な
仏
教
徒
の
作
法
に
は｢

焼
香｣

と｢

燃
香

ね
ん
こ
う｣

が
あ
り
ま
す
。
香
炉
に
火
を
埋
め
、
抹
香

ま
っ
こ
う

(

粉
末
状
の
お
香)

や
沈
香

じ
ん
こ
う(

混
も
の
の
な
い

純
然
た
る
香
木)

で
覆
う
の
が

｢

焼
香｣

で

す
。
焼
香
の
作
法
は
次
の
通
り
で
す
。

①
焼
香
卓(

台)

の
前
で
一
礼(

合
掌
は
し
な

い)

。

②
右
手
で
香
を
つ
ま
む
。

③
お
し
い
た
だ
く
こ
と
な
く
、そ
の
ま
ま
香
炉

へ
く
べ
る(

一
回
だ
け)

。

④
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
向
か
っ
て
合
掌･

念
仏
・

礼
拝
。

⑤
一
礼
す
る
。

焼
香
は
、
香
り
が
短
時
間
で
去
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
長
く
香
り
を
保
た
せ
る

た
め
に

｢

燃
香｣

と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ

ま
し
た
。
大
き
な
香
炉
に
、
抹
香
を
一
列
か
、

｢

コ｣

の
字
を
交
互
に
組
み
合
せ
た
形
で
線
状

に
な
ら
ベ
、
端
に
着
火
し
て
燃
焼
さ
せ
ま
す
。

手
間
と
時
間
が
必
要
で
す
。

線
香
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
江
戸
時

代
前
期
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
六
六
七
年
、

長
崎
の
五
島
一
官
と
い
う
人
が
、
中
国
か
ら
、

抹
香
を
の
り
で
線
状
に
固
め
た
線
香
を
伝
え

広
め
た
そ
う
で
す
。
線
香
な
ら
ば
、
い
ち
い

ち
抹
香
を
な
ら
べ
る
こ
と
も
な
く
、
途
中
で

消
え
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
燃
香
に
代
わ
り

重
宝
が
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

浄
土
真
宗
で
は
、
本
来
の

｢

燃
香｣

に
習

い
、
線
香
は
い
か
な
る
時

(

葬
儀
・
お
墓
な

ど)

に
も
立
て
ま
せ
ん
。
香
炉
の
大
き
さ
に

折
っ
て
ね
か
せ
て
た
く
作
法
が
き
ま
り
に
な
っ

て
い
ま
す
。
本
数
は
問
い
ま
せ
ん
。
防
災
面

か
ら
も
良
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

｢

香
炉
灰｣

に
も
、
線
香
の
火
が
消
え
や

す
い
も
の

(

金
の
砂
・
砂
丘
の
砂
な
ど)

も

あ
り
ま
す
の
で
よ
く
吟
味
し
ま
す
。
燃
え
残

り
の
線
香
、
マ
ッ
チ
の
軸
な
ど
は
香
炉
に
残

さ
な
い
よ
う
に
。
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先
日
あ
る
お
仏
壇
に
お
参
り
し
た
ら
、
タ

バ
コ
、
ビ
ー
ル
、
お
酒
、
調
理
さ
れ
た
食
べ

物
な
ど
が
供
え
て
あ
り
ま
し
た
。｢

故
人
に
お

供
え
し
た
い｣

と
い
う
心
情
な
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
お
供
え
物
は
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま

へ
の
感
謝
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
私
た
ち
が
生

き
て
い
く
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
切

な
物
を
お
供
え
す
る
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
さ

ま
の
め
ぐ
み
を
感
謝
し
よ
ろ
こ
ぶ
意
味
が
あ

る
の
で
す
。

で
は
、
ど
ん
な
物
を
お
供
え
し
た
ら
よ
い

の
で
し
ょ
う
。
お
供
え
物
の
中
で
、
最
も
大

切
な
も
の
は
お
仏
飯
で
す
。
ご
飯
は
主
食
で

す
。
で
き
れ
ば
毎
朝
、
お
供
え
し
ま
し
ょ
う
。

最
近
は
食
生
活
の
変
化
に
よ
り
朝
ご
飯
を
炊

か
な
い
家
庭
も
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な

時
は
、
あ
え
て
パ
ン
や
生
米
を
供
え
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
飯
を
炊
い
た
時
、
お
仏

飯
と
し
て
お
供
え
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

お
仏
飯
は
専
用
の
器
・
仏
飯
器
に
盛
り
、

お
供
え
し
ま
す
。過
去
帳
な
ど
に
は
お
供
え
し

ま
せ
ん
。
そ
の
際
に
鈴り

ん

は
打
ち
ま
せ
ん
。
お

供
え
し
た
お
仏
飯
は
、
家
族
で
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。

他
の
お
供
え
物
に
つ
い
て
は
、
餅
、
菓
子
、

果
物
の
順
に
お
供
え
し
ま
す
。
法
事
や
報
恩

講
の
時
な
ど
、
供
笥
な
ど
の
台
の
上
に
適
量

を
形
よ
く
、
落
ち
な
い
よ
う
に
載
せ
ま
す
。

で
き
れ
ば
同
じ
物
を
左
右
一
対
に
し
て
お
供

え
し
た
方
が
、
調
和
が
と
れ
て
き
れ
い
に
な

り
ま
す
。

お
仏
壇
の
中
は
狭
い
の
で
、
空
い
て
い
る

と
こ
ろ
へ
お
供
え
し
ま
す
が
、
原
則
と
し
て

は
ご
本
尊

(

阿
弥
陀
如
来)

さ
ま
に
近
い
方

よ
り
、
餅
、
菓
子
、
果
物
の
順
に
横
に
お
供

え
し
ま
す
。
無
理
な
場
合
は
上
段
よ
り
下
段

へ
お
供
え
し
ま
す
。
大
切
な
の
は
、
お
供
え

物
で
ご
本
尊
や
お
脇
懸
が
隠
れ
た
り
、
基
本

的
な
仏
具
の
位
置
が
ず
れ
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
で
す
。
タ
バ
コ
や
ビ
ー
ル
、
お
茶
な
ど

は
お
供
え
し
ま
せ
ん
。
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あ
な
た
は
親
戚
や
友
人
知
人
な
ど
か
ら
お

守
り
や
お
札
を
も
ら
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
そ
れ
が
、
意
味
の
な
い
も
の
だ
と
分

か
っ
て
い
て
も
、
病
気
や
事
故
に
遭
わ
な
い

と
い
わ
れ
て
、
い
ら
な
い
と
断
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

も
ら
っ
た
お
守
り
や
お
札
を
粗
末
に
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
ど
こ
に
置
い
た
ら
よ
い
か
と

迷
っ
て
い
た
ら
、
お
仏
壇
し
か
な
か
っ
た
、

そ
の
よ
う
な
思
い
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

ど
ん
な
に
科
学
技
術
が
進
歩
し
て
も
事
故

や
災
難
は
起
こ
り
う
る
も
の
で
す
。
ま
た
、

医
学
が
発
達
し
て
も
病
気
も
せ
ず
長
生
き
で

き
る
と
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

こ
と
か
ら
避
け
よ
う
逃
れ
よ
う
と
い
う
気
持

ち
か
ら
、
お
守
り
や
お
札
を
も
っ
て
い
れ
ば

安
心
だ
と
思
い
込
む
の
で
し
ょ
う
。

仏
教
は
因
果
の
道
理
を
わ
き
ま
え
て
、
苦

悩
を
超
え
て
い
く
み
教
え
で
す
。
本
願
に
出

遇
い
煩
悩
具
足
の
自
覚
に
立
っ
た
な
ら
ば
、祈き

祷と
う

や
占
い
ま
た
お
守
り
や
お
札
な
ど
、
私
に

は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
気
づ
か
さ
れ
ま

す
。
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
、
み
な
ご
縁

と
受
け
と
め
て
、
精
一
杯
生
き
抜
く
こ
と
の

で
き
る
み
教
え
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
お
守
り
や
お
札
に
頼
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
迷
信
に
惑
わ
さ
れ
る

こ
と
も
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
日

頃
か
ら
お
聴
聞
を
し
ま
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
如

来
さ
ま
の
真
実
の
み
教
え
に
あ
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
力
強
く
生
き
る
道
が
開
か
れ
て
く
る
の

で
す
。
も
ら
っ
た
お
守
り
や
お
札
を
ど
う
し

て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
と
き
は
、
お
手
次
の

お
寺
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
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お
念
珠
は
仏
前
に
礼
拝

ら
い
は
い

す
る
と
き
に
欠
か

せ
な
い
大
切
な
法
具
で
、
一
般
的
に
は
珠じ

ゅ

数ず

(

数
珠)

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

形
や
用
い
方
は
宗
派
に
よ
っ
て
多
少
の
違

い
が
あ
り
ま
す
。
お
念
仏
の
回
数
を
数
え
た

り
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で

す
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は

｢

念
珠｣

と

い
い
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
を
つ
つ
し
ん
で
敬

い
礼
拝

(

合
掌
・
礼
拝)

す
る
と
き
の
法
具

と
し
て
用
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
お
念
珠
を

捨
て
て
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
を
拝
め
と
お
っ
し

や
っ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
蓮

如
上
人
は
お
念
珠
を
持
た
な
い
の
は
、
阿
弥

陀
如
来
さ
ま
を
手
づ
か
み
に
す
る
よ
う
な
も

の
で
す
と
述
べ
ら
れ
、
お
念
珠
を
持
つ
こ
と

を
す
す
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

珠
の
数
は
、
百
八
・
五
十
四
・
三
十
六
・

二
十
七
・
十
八
な
ど
、
色
い
ろ
で
、
珠
の
大

き
さ
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。

お
念
珠
の
持
ち
方
は
、
房
や
紐
を
下
に
た

ら
し
、
腕
に
か
け
た
り
せ
ず(

腕
輪
念
珠
は
別)
、

い
つ
も
左
手
に
持
ち
ま
す
。
合
掌
の
と
き
は
、

指
を
閉
じ
て
の
ば
し
、
お
念
珠
を
両
手
に
か

け
て
、
房
や
紐
を
下
に
た
ら
し
親
指
で
軽
く

お
さ
え
ま
す
。

お
念
珠
は
お
経
本
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
大

切
に
扱
い
、
畳
の
上
や
床
な
ど
、
人
の
歩
く

所
に
は
直
接
置
か
な
い
よ
う
に
し
、
ど
う
し

て
も
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
は
、
下

に
何
か
物
を
敷
い
て
置
く
よ
う
に
し
ま
す
。

腕
輪
念
珠
は
念
珠
を
小
さ
く
し
た
も
の
で
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
礼
拝
で
き
る
よ
う
に

作
ら
れ
た
も
の
で
、
魔
除
け
や
占
い
用
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
法
具
と
し
て
用
い
ま
す
。

な
お
、
切
れ
た
お
念
珠
は
仏
壇
店
や
念
珠
店

で
修
理
を
し
て
も
ら
え
ま
す
。
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式
章
は
、
昔
の
肩
衣

か
た
ぎ
ぬ

の
代
わ
り
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
、
仏
前
に
お
参
り
す
る
と
き
の

身
だ
し
な
み
と
し
て
用
い
ま
す
。
肩
衣
は
、

肩
に
か
け
る
衣
の
意
味
で
、
肩
か
ら
前
に
細

い
布
が
下
が
り
、
後
は
肩
か
ら
背
中
全
体
を

被
う
よ
う
な
形
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
真

宗
の
門
徒
が
ご
仏
前
に
出
る
と
き
、
最
高
の

敬
意
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
普
通
の
衣
服
の
上

に
着
用
す
る
伝
統
的
な
礼
服
で
、
現
在
で
も

お
寺
の
報
恩
講
や
各
種
法
要
の
際
に
用
い
る

所
も
あ
り
ま
す
。

式
章
は
、
こ
の
肩
衣
に
代
わ
る
も
の
と
し

て
昭
和
七
年

(
一
九
三
二)

に
制
定
さ
れ
た

も
の
で
、
僧
侶
が
用
い
る
輪わ

袈げ

裟さ

の
下
半
分

に
紐
を
つ
け
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
形
は
似
て
い
て
も
輪
袈
裟
は
正
式

に
得
度
し
た
僧
侶
が
着
用
す
る
も
の
で
、
紋

の
下
に
袈
裟
で
あ
る
こ
と
を
示
す
布
を
縫
い

合
わ
せ
た
し
る
し
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

式
章
に
は
、一
般
門
徒
が
用
い
る
門
徒
式
章

や
仏
教
婦
人
会
の
会
員
が
用
い
る
仏
教
婦
人

会
式
章
、
ま
た
寺
族
が
用
い
る
寺
族
式
章
な

ど
が
あ
り
、
法
要
・
儀
式
・
そ
の
他
の
仏
事

に
際
し
て
着
用
し
ま
す
。
た
だ
し
、
肩
衣
と

式
章
を
同
時
に
着
用
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

結
婚
式
な
ど
に
出
席
す
る
と
き
、
相
手
に

敬
意
を
あ
ら
わ
す
意
味
か
ら
も
、
そ
の
場
に

ふ
さ
わ
し
い
服
装
で
出
席
す
る
よ
う
に
、
式

章
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
阿
弥
陀
如
来
さ

ま
を
敬
う
気
持
ち
を
あ
ら
わ
す
こ
と
な
の
で

す
。
式
章
が
お
守
り
や
魔
除
け
の
道
具
で
な

い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

お
経
本
や
お
念
珠
と
同
じ
よ
う
に
大
切
に
扱

い
た
い
も
の
で
す
。

式
章
は
法
衣
店
や
仏
具
店
で
も
扱
っ
て
い

ま
す(

仏
教
婦
人
会
式
章
は
本
願
寺
出
版
社)

の
で
、
で
き
れ
ば
お
経
本
や
お
念
珠
と
と
も

に
家
族
全
員
が
所
持
し
、
ご
法
座
や
仏
事
に

は
忘
れ
ず
に
着
用
し
た
い
も
の
で
す
。
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『

正し
ょ
う

信し
ん

偈げ』

は
親
鸞
聖
人
の
よ
ろ
こ
び
の

偈(

う
た)

で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
と
、

そ
の
み
教
え
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
七
高
僧

さ
ま
の
お
さ
と
し
に
よ
っ
て
聖
人
ご
自
身
が
、

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
本
願
を
た
た
え
、
共
に

み
教
え
を
聞
い
て
い
こ
う
と
す
す
め
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
蓮
如
上
人
に
よ
っ

て
、
親
鸞
聖
人
の
著
さ
れ
た
ご
和
讃
と
と
も

に
浄
土
真
宗
の
門
徒
の
朝
夕
の
勤
行
と
定
め

ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
家
族
の
誰
も
が
忙
し
く
な
っ
て

き
た
昨
今
、
そ
ろ
っ
て

『

正
信
偈』

を
お
勤

め
す
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
難
し
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
お
礼
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
は
何
を
お
勤
め
す
れ
ば
よ
い

で
し
ょ
う
か
。『

讃
仏

さ
ん
ぶ
つ

偈げ』
『

重じ
ゅ
う

誓せ
い

偈げ』

と
い

う
そ
れ
ぞ
れ

『

仏
説

ぶ
っ
せ
つ

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う』
の
中
に
あ

る
短
い
な
が
ら
も
有
り
難
い
偈げ

文も
ん

を
お
勤
め

す
る
こ
と
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
朝
ど

う
し
て
も
忙
し
く
て
お
勤
め
で
き
な
い
と
き

は
如
来
さ
ま
に
合
掌
・
礼
拝
だ
け
し
て
、
夕

方
家
族
そ
ろ
っ
て

『

正
信
偈』

を
お
勤
め
す

る
と
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ

れ
の
意
訳
勤
行
と
し
て『

さ
ん
だ
ん
の
う
た』

(『

讃
仏
偈』)

、『

ち
か
い
の
う
た』

(
『

重
誓

偈』)
『

ら
い
は
い
の
う
た』

(『

十じ
ゅ
う

二に

礼ら
い』)

な

ど
が
あ
り
ま
す
。
何
よ
り
大
切
な
こ
と
は
、

感
謝
の
お
勤
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で

す
。他

宗
で
よ
く
使
わ
れ
る

『

般
若
心

は
ん
に
ゃ
し
ん

経き
ょ
う』

(『

般
若
波
羅
密
多
心
経』)

は
自
力
の
お
経
な

の
で
、
浄
土
真
宗
で
は
お
勤
め
し
ま
せ
ん
。

般
若
心
経
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
、｢

般
若
波

羅
蜜｣

と
い
う
真
実
を
見
抜
く
智
慧
と
菩
薩

の
実
践
行
と
に
よ
っ
て
煩
悩
を
断
ち
切
る
自

力
の
教
え
で
す
。
そ
の
た
め
、
絶
対
他
力
の

浄
土
真
宗
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
す
。
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『

御ご

文ぶ
ん

章し
ょ
う』

は
、
本
願
寺
第
八
代
宗
主
蓮

如
上
人
が
、
ご
門
徒
の
方
に
浄
土
真
宗
の
ご

安
心
を
間
違
い
な
く
心
得
て
い
た
だ
き
た
い

と
の
思
い
か
ら
、
み
教
え
の
要
を
わ
か
り
や

す
い
お
手
紙
の
か
た
ち
で
記
さ
れ
た
も
の
で

す
。
上
人
ご
在
世
の
当
時
か
ら
、
ご
門
徒
に

対
す
る

『

御
文
章』

の
拝
読
は
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。

｢

の
ち
の
代
の

し
る
し
の
た
め
に

か

き
お
き
し

の
り
の
こ
と
の
葉

か
た
み
と

も
な
れ｣

(

二
帖
目
第
一
通)

と
あ
り
ま
す
よ

う
に
、『
御
文
章』

は
、
た
だ
当
時
の
ご
門
徒

だ
け
に
か
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の

こ
の
私
を
ご
教
化
く
だ
さ
る
蓮
如
上
人
か
ら

の
大
切
な
お
言
葉
と
受
け
と
め
、
常
日
頃
か

ら
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

『

御
文
章』

を
置
く
場
所
は
、
原
則
と
し

て
お
仏
壇
に
向
か
っ
て
左
側
に
お
き
ま
す
。

そ
の
際
、
御
文
章
箱
の
向
き

(
下
が
り
藤
に

な
る
よ
う)

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
拝
聴
は
、

姿
勢
を
正
し
頭
を
少
し
下
げ
ま
す
。

『

御ご

伝で
ん

鈔し
ょ
う』

は
宗
祖
親
鸞
聖
人
三
十
三
回
忌

の
翌
年
に
著
さ
れ
た
も
の
で
、
本
願
寺
第
三

代
宗
主
覚
如

か
く
に
ょ

上
人

(

聖
人
の
曽
孫)

に
よ
る

親
鸞
聖
人
鑚
仰
の
お
詞こ

と
ば

で
す
。『

御
伝
鈔』

と

親
し
ま
れ
る
の
は
後
の
こ
と
で
、
当
初
は｢

善ぜ
ん

信し
ん

上
し
ょ
う

人
親
鸞
伝

に
ん
し
ん
ら
ん
で
ん

絵ね｣

と
題
さ
れ
、
絵
と
詞
が
交

互
す
る
横
長
の
上
下
二
巻
か
ら
な
る
巻
物
で

し
た
。
し
か
し
、
巻
物
で
は
一
度
に
多
く
の

人
び
と
が
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
少
し
で
も
絵
に
よ
る
親
鸞
聖
人
の
ご
生

涯
と
、
お
念
仏
の
よ
ろ
こ
び
を
多
く
の
人
び

と
に
伝
え
る
た
め
に
工
夫
が
施
さ
れ
、
絵
と

詞
が
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

報
恩
講
に
、
本
堂
余
間
に
か
け
ら
れ
る
四

幅
の『

御ご

絵え

伝で
ん』

が
そ
の
絵
の
部
分
で
あ
り
、

詞
の
方
は
一
冊
の
書
籍
に
し
て
上
巻
八
段
、

下
巻
七
段
か
ら
な
り
、『

御
伝
鈔』

と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
お
生

ま
れ
に
な
っ
て
か
ら
九
十
歳
で
ご
往
生
に
な

り
、
廟び

ょ
う

堂ど
う(

お
墓)

が
建
て
ら
れ
、
全
国
の

ご
門
徒
が
お
参
り
に
こ
ら
れ
る
ま
で
が
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ご
本
山
で
は
一
月
十
三
日

に
拝
読
さ
れ
ま
す
。
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葬
儀
や
そ
の
後
の
法
事
を
行
な
う
に
あ
た
っ

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
迷
信
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
い
く
つ
か
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
日
の
吉
凶
は
、
中
国
の
唐
の
時
代
に

起
こ
っ
た
占
い
が
そ
の
起
源
だ
と
い
わ
れ
、

日
本
で
大
衆
化
す
る
の
は
江
戸
時
代
末
で
す
。

日
本
で
は
こ
れ
を
先
勝
・
友
引
・
先
負
・
仏

滅
・
大
安
・
赤
口
の
六
つ
の
日
時
に
わ
け
て

勝
負
ご
と
を
占
い
ま
し
た
。
な
か
で
も
友
引

と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は｢

相
打
ち
共
引
き

と
て
勝
負
な
し｣

つ
ま
り
引
き
分
け
た
と
い
う

意
味
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か

｢

友
を
引
く｣
と
い
う
意
味
に
す
り
変
わ
り
ま

し
た
。
こ
の
日
に
葬
式
を
行
な
う
と
身
近
な

方
が
続
い
て
亡
く
な
ら
れ
る
よ
う
に
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、ま
っ
た
く
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、｢

た
び
た
び
あ
っ
て
は
困
る｣

と
、足
袋

を
履
か
な
い
の
も
単
な
る
語
呂
合
わ
せ
で
す
。

そ
し
て
、
火
葬
場
や
野
辺
送
り
か
ら
帰
る

と
玄
関
口
で
塩
を
ふ
り
か
け
る
の
が
清
め
塩

で
す
。
こ
れ
は
神
道
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
、

｢

死
者
の
け
が
れ
か
ら
身
を
清
め
、
そ
の
け
が

れ
を
他
に
移
さ
な
い｣

と
の
思
い
か
ら
、
用

い
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
よ

く
考
え
て
み
る
と
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
を
け

が
れ
て
い
る
と
み
る
の
で
す
か
ら
、
た
い
へ

ん
失
礼
な
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
浄
土
真
宗

で
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
四
十
九
日
の
法
事
が
三
ケ
月
に
ま

た
が
る
と
よ
く
な
い
と
い
わ
れ
る
方
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
も

｢

始
終
苦
が
身
に
付
く｣

と

い
う
語
呂
合
わ
せ
で
す
。

こ
れ
ら
の
迷
信
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、

死
に
対
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
で
す
。
迷

信
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
新
た
な
迷
信
へ
の
こ

だ
わ
り
を
生
み
ま
す
。
お
念
仏
に
よ
っ
て
生

か
さ
れ
る
私
た
ち
は
、｢

何
が
起
こ
っ
て
も
阿

弥
陀
如
来
さ
ま
と
一
緒
、
大
丈
夫｣

の
心
で

過
ご
し
た
い
も
の
で
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
方

は
お
浄
土
で
仏
さ
ま
と
な
っ
て
私
た
ち
を
導

い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、｢

草
葉
の

陰｣
｢

冥
福｣

な
ど
の
言
葉
も
用
い
ま
せ
ん
。



��

仏法者申され候ふ｡ わかきとき仏法をたしなめと候ふ｡ としよ
れば行歩もかなはず､ ねぶたくもあるなり､ ただわかきときたし
なめと候ふ｡ (『蓮如上人御一代記聞書』)
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する会に参 加してみて
はいかがで しょうか｡
活動内容は 各 寺 院 に
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お寺の方にお問い合わせ下さい｡
しかし何事も土台が大事であるように､ 人生の土台である若い

時､ 特に幼い時からの仏縁は大切にしたいものです｡ そういった
ことから子ども会 (日曜学校・土曜学校) をおすすめします｡ 幼
い時にお寺で学ぶお経など､ 覚えも早く作法も身につきやすく､
しかも幼い時の習いは一生ものではないでしょうか｡ ぜひとも､
お子さま・お孫さまをお寺の子ども会におすすめ下さい｡
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お
彼
岸
や
お
盆
に
は
全
国
津
々
浦
々
で
お

墓
参
り
の
光
景
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は

お
墓
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

お
釈
迦
さ
ま
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た

(

ご
入
滅)

時
、
そ
の
ご
遺
骨(

仏
舎
利)

は
、

塔
を
建
て
て
大
切
に
保
管
さ
れ
ま
し
た
。
こ

こ
で
人
び
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
徳
を
偲

び
、
仏
法
に
出
遇
っ
た
の
で
す
。
こ
の
塔
を

仏
舎
利
塔
と
い
い
、
仏
教
に
お
け
る
お
墓
の

あ
り
よ
う
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
親
鸞
聖
人
の
お
墓
に
関
し
て
は
、

『

御
伝
鈔』
に｢

文
永
九
年(

一
二
七
二)

冬

の
こ
ろ
、
東
山
の
西
の
麓
、
鳥
辺
野
の
北
、

大
谷
の
墳
墓
を
あ
ら
た
め
て
、
同
じ
き
麓
よ

り
な
お
西
、
吉
水
の
北
の
辺
に
遺
骨
を
堀
り

渡
し
て
仏
閣
を
た
て
、
影
像
を
安
ず｣

と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仏
閣
は
大
谷
影
堂
と

呼
ば
れ
、
各
地
か
ら
の
参
詣
者
が
、
こ
こ
で

ご
在
世
の
ご
教
化
を
思
い
浮
か
べ
て
は
涙
し
、

教
え
を
受
け
伝
え
た
と
い
い
ま
す
。
後
に
本

願
寺
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
お
墓
と
は
、
お
敬
い
の
心
か

ら
碑
を
建
て
て
遺
骨
を
大
切
に
保
管
す
る
場

所
で
あ
り
、仏
縁
を
い
た
だ
く
場
所
で
す
。し

か
し
故
人
の
居
場
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。浄
土

真
宗
は
往
生
浄
土
、往
生
即
成
仏
の
教
え
で
す
。

浄
土
に
生
ま
れ
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
と
同
体
の

悟
り
を
い
た
だ
く
の
で
す
。
さ
き
に
浄
土
に

往
か
れ
た
故
人
を
偲
び
つ
つ
、｢

あ
な
た
も
お

浄
土
へ
生
ま
れ
る
の
で
す
よ｣

と
呼
び
か
け

て
く
だ
さ
る
如
来
さ
ま
の
願
い
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
く
場
所
、
そ
れ
が
お
墓
な
の
で
す
。

故
人
や
墓
石
を
拝
む
の
で
は
な
く
、仏
縁
を

い
た
だ
く
と
い
う
意
味
か
ら
も
墓
碑
正
面
に
刻

む
文
字
は
、｢

南
無
阿
弥
陀
仏｣

か
、｢

倶く

会え

一
処

い
っ
し
ょ｣

な
ど
の
仏
語
・
法
語
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。

よ
く�
墓
相
が
悪
い
と
、
ご
先
祖
が
苦
し

ん
だ
り
、
祟
っ
た
り
、
悪
い
こ
と
が
あ
る�

と
心
配
す
る
方
や
、
墓
の
向
き
や
形
、
建
て

る
日
取
り
、
な
か
に
は

｢

閏う
る
う

年
に
墓
を
建
て

た
ら
い
け
な
い｣

と
い
う
方
も
い
ま
す
が
、

ま
っ
た
く
の
迷
信
で
す
。
お
墓
の
向
き
や
建

て
方
、
日
取
り
な
ど
は
、
私
の
生
き
ざ
ま
と

は
何
ら
関
係
な
い
か
ら
で
す
。
仏
縁
に
遇
わ

せ
て
い
た
だ
く
お
墓
で
、
か
え
っ
て
悩
ん
だ

り
迷
っ
た
り
す
る
と
は
悲
し
い
こ
と
で
す
ね
。
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現
在
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
説
き
に
な
ら
れ

た
教
え
が｢

経｣

と
い
う
形
態
を
も
っ
て
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
中
に�
仏
説
永
代
経�
と

い
う
お
経
は
ど
こ
を
捜
し
て
も
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
、
仏
教
の
各
宗
派
に
お
い
て
は

｢

永
代

経
法
要｣

が
勤
修
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
永
代

経
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
ま

た
何
の
た
め
に
勤
め
ら
れ
る
の
か
、
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
浄
土
真
宗
以
外
の
宗
派
で
は
ど
の

よ
う
に
位
置
付
け
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
か
た

ち
で
勤
め
ら
れ
る
の
か
、
知
人
で
あ
り
、
先

輩
で
も
あ
る
二
ケ
寺(
こ
こ
で
は
浄
土
宗
、
曹

洞
宗)

の
ご
住
職
に
た
ず
ね
て
み
ま
し
た
。
た

だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
の
方
針
も
あ
り
ま

す
が
、
共
通
し
て
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
こ
と
は

｢

亡
き
人
へ
の
永
代
供
養
料
も
し
く
は
回
向
料

で
あ
り
、
彼
岸
会
、
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

会え

、
開
山
忌
等

の
法
要
に
併
せ
て
勤
め
る｣

と
の
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
で
は
私
た
ち
浄
土
真
宗
で
は
、ど
の
よ

う
に
受
け
と
め
て
い
る
の
か
、
本
願
寺
よ
り

出
版
さ
れ
た

『

法
式
規
範』

よ
り
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
そ
の
解
説
の
な
か
に
、｢

永
代
経
法

要｣

を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
ま
し
た
。｢

故

人
の
命
日
ご
と
に
永
代
に
読
経
す
る
法
要
で
、

ご
本
山
で
は
毎
日
勤
め
ら
れ
て
い
る
。
浄
土

真
宗
で
は
、
死
者
の
追
善
供
養
の
た
め
に
読

経
す
る
の
で
は
な
く
、
故
人
の
命
日
を
縁
に

し
て
仏
恩
報
謝
の
お
念
仏
に
励
み
、
聞
法
の

機
会
を
得
る
法
要
と
す
る｣

こ
の
解
説
よ
り
汲
み
取
ら
れ
る
意
は
、
私

が
仏
法
に
遇
え
る
ご
縁
を
、
故
人
が
結
ん
で

く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ

し
こ
れ
だ
け
な
ら
、
年
回
法
事
で
も
、
彼
岸

会
、
盂
蘭
盆
会
と
い
っ
た
定
例
法
座
で
も
、

十
分
に
そ
の
役
目
を
果
た
せ
ま
す
。
永
代
経

に
は
、
お
寺
と
ご
門
徒
が
一
丸
と
な
っ
て
、

仏
法
聴
聞
の
道
場
で
あ
る
お
寺
や
、
法
要
儀

式
等
の
寺
院
活
動
が
永
代
に
わ
た
っ
て
護
持

さ
れ
て
い
く
と
い
う
意
義
も
あ
り
、
こ
の
こ

と
も
大
切
な
一
面
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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法
名
と
戒
名
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
ど
ち
ら
も
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る

方
も
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
ず
戒
名
は
、
仏
道
修
行
の
規
律
で
あ
る

戒
律
を
守
り
修
行
し
て
い
く
こ
と
を
誓
う

(

受
戒)

と
き
に
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
法
名
は
、
仏
教
に
帰
依
し
、

仏
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
る
仏
弟
子

と
な
っ
た
人
の
名
前
で
す
。
浄
土
真
宗
の
み

教
え
は
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
本
願
力
に
よ
っ

て
信
心
を
め
ぐ
ま
れ
、
念
仏
を
申
す
人
生
を

歩
み
、
浄
土
で
真
の
悟
り
に
至
る
の
で
あ
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
き
め
ら
れ
た
戒
律
を

守
る
受
戒
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
戒
名
と
は
い

わ
ず
法
名
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、
法
名
は
亡
く
な
っ
た
後
に
い
た
だ

く
も
の
と
思
っ
て
い
る
方
が
い
ま
す
が
、
仏

弟
子
と
な
っ
た
人
の
名
前
で
す
か
ら
、
本
来

は
生
前
に
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
僧
侶
は
得

度
式
で
、
門
信
徒
の
方
は
、
帰
敬
式

(
お
か

み
そ
り)

を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
弟
子

と
な
っ
た
し
る
し
と
し
て
、
ご
門
主
か
ら
授

与
さ
れ
ま
す
。
こ
の
法
名
は
、
僧
侶
・
門
信

徒
と
も
に
漢
字
二
文
字
と
き
め
ら
れ
て
お
り
、

う
え
に
必
ず

｢

釈
し
ゃ
く｣

の
字
が
つ
き
ま
す
。
こ

の

｢

釈｣

と
い
う
字
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の

弟
子
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。

帰
敬
式
を
受
け
る
こ
と
な
く
亡
く
な
ら
れ

た
方
に
は
、
葬
儀
を
勤
め
る
ご
住
職
が
、
ご

門
主
に
代
わ
っ
て

｢

お
か
み
そ
り｣

を
行
な

い
、
法
名
を
授
与
し
ま
す
。
仏
弟
子
と
し
て

お
念
仏
を
申
さ
せ
て
い
た
だ
く
私
た
ち
は
、

生
き
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
帰
敬
式
を
受
け
、

法
名
を
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
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私
た
ち
人
間
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
初

め
て
ご
本
尊

(

阿
弥
陀
如
来
さ
ま)

に
お
礼

す
る
儀
式
を
初
参
式
と
い
い
ま
す
。

今
か
ら
約
二
千
五
百
年
前
、
ガ
ン
ジ
ス
川

の
ほ
と
り
を
通
ら
れ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
、
一

握
リ
の
砂
を
手
に
さ
れ
、｢

こ
の
ガ
ン
ジ
ス
川

の
砂
の
数
と
、
今
私
が
手
に
し
て
い
る
砂
の

数
と
ど
ち
ら
が
多
い
だ
ろ
う
か｣

と
た
ず
ね
ら

れ
ま
し
た
。
す
る
と
お
弟
子
の
方
は
、｢

そ
れ

は
も
ち
ろ
ん
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂
が
多
く
あ
り

ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
が
手
に
さ
れ
て
い
る
砂

の
数
は
わ
ず
か
で
す｣

と
答
え
ま
す
と
、お
釈

迦
さ
ま
は
、｢
多
く
の
生
き
物
の
中
で
、
人
間

に
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
に
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る｣

と
お
さ
と

し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
次
に
一
握
り
の
砂
を

人
差
し
指
の
上
に
か
け
ら
れ
、｢
そ
れ
で
は
人

指
し
指
の
上
に
残
っ
て
い
る
砂
の
数
と
、
今

下
に
落
ち
て
い
っ
た
砂
の
数
と
ど
ち
ら
が
多

い
だ
ろ
う
か｣

と
た
ず
ね
ら
れ
ま
し
た
。
お
弟

子
の
方
が｢

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
下
に
落
ち
て
い
っ

た
砂
の
数
が
多
く
あ
り
ま
す｣

と
答
え
ま
す

と
、｢

私
た
ち
人
間
が
仏
法
の
ご
縁
に
遇
う
こ

と
は
こ
の
よ
う
に
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る｣

と

お
さ
と
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

初
参
式
と
は
、
こ
の
よ
う
に
は
か
り
知
れ

な
い
因
縁
を
い
た
だ
い
て
人
間
と
し
て
生
命

を
受
け
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
、
遇
い
が
た
い

仏
法
の
ご
縁
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
大
切
な
儀

式
で
す
。
親
で
あ
れ
ば
、
子
ど
も
の
成
長
と

よ
ろ
こ
び
の
あ
る
人
生
を
願
わ
な
い
人
は
あ

り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
人
生
の
出
発
と
い
う
、

家
族
に
と
っ
て
の
大
き
な
節
目
に
あ
た
り
、

ど
ん
な
時
で
も
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
大
き
な

お
慈
悲
の
中
で
生
き
抜
か
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
を
、
み
ん
な
で
よ
ろ
こ
ば
せ
て
い
た
だ
き

た
い
も
の
で
す
。

初
参
式
を
、
年
中
行
事
と
し
て
実
施
し
て

お
ら
れ
る
お
寺
や
、
仏
教
婦
人
会
の
行
事
と

し
て
行
な
っ
て
お
ら
れ
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。

す
す
ん
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。
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仏
事
と
い
え
ば
、
お
葬
式
や
法
事
な
ど
、

一
般
的
に
死
か
ら
つ
な
が
る
イ
メ
ー
ジ
を
抱

い
て
お
ら
れ
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
私

た
ち
の
宗
門
で
は
、
誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま

で
、
ご
本
山
を
は
じ
め
一
般
の
お
寺
で
も
い

ろ
ん
な
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
浄
土

真
宗
門
徒
と
し
て
、
実
行
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
し
、
有
縁
の
方
が
た
に
広
め
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

＊
入
仏
式･････

各
ご
家
庭
に
ご
本
尊
を
新
し

く
お
迎
え
し
た
時
に
、慶
事
と
し
て
行
な
わ

れ
る
法
要
が
、｢

入
仏
慶
讃
法
要｣

で
す
。
ま

た
、修
理
な
ど
か
ら
お
か
え
り
に
な
っ
た
と

き
に
も
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。｢

た
ま
し
い｣

を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、こ
れ
か

ら
も
ご
本
尊
を
中
心
に
、感
謝
の
生
活
を
お

く
る
こ
と
を
決
意
表
明
す
る
儀
式
で
す
。な

お
、
ご
本
尊
は
本
願
寺
よ
り
お
迎
え
し
ま

し
ょ
う
。

＊
入
門
式･････

新
し
く
浄
土
真
宗
の
門
徒
と

な
る
決
意
を
、仏
前
に
お
い
て
表
明
す
る
儀

式
で
す
。

＊
成
人
式･････

二
十
歳
の
成
人
に
あ
た
り
、

人
と
し
て
生
ま
れ
育
て
ら
れ
た
意
義
を
自

覚
し
、仏
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
共
に
生

き
る
こ
と
を
、仏
祖
の
前
に
表
明
す
る
儀
式
。

ご
本
山
で
、
毎
年
一
月
に
勤
め
ら
れ
ま
す
。

＊
起
工
式
・
上
棟
式
・
定
礎
式･････

今
ま
で

色
い
ろ
な
方
が
た
に
助
け
ら
れ
、大
地
の
恵

に
よ
っ
て
こ
の
地
に
建
築
で
き
る
縁
を
よ

ろ
こ
び
、
仏
恩
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、完

遂
の
決
意
を
新
た
に
す
る
儀
式
。

＊
竣
工
式･････

新
築(

修
復)

の
普
請
が
多

く
の
方
が
た
の
お
か
げ
に
よ
り
完
成
し
た

こ
と
を
、
仏
前
に
報
告
し
、
感
謝
の
よ
ろ

こ
び
を
表
明
す
る
儀
式
。

＊
結
婚
式･････

多
く
の
中
か
ら
一
組
の
男

女
が
結
ば
れ
る
ご
縁
を
よ
ろ
こ
び
、
ご
仏

前
に
お
い
て
、
念
仏
薫
る
生
活
を
お
く
る

こ
と
を
表
明
す
る
儀
式
で
す
。
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五
月
二
十
一
日
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご

誕
生
に
な
ら
れ
た
日
で
す
。
そ
の
ご
誕
生
を

お
祝
い
す
る
た
め
、
宗
祖
降
誕
会
が
全
国
各

地
で
勤
め
ら
れ
ま
す
。
安
芸
の
地
で
は

｢

ご

た
ん
じ
ょ
う
び｣

と
も
い
わ
れ
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。

降
誕
会
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
釈
尊
の
誕
生
を
お
祝
い
す
る
行
事
の

こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
各
宗
を
開
か
れ

た
祖
師
の
誕
生
を
お
祝
い
す
る
行
事
の
こ
と

で
す
。
釈
尊
の
誕
生
を
お
祝
い
す
る
行
事
は
、

毎
年
四
月
八
日
に
花
ま
つ
り
を
行
な
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
降
誕
会
は
、
浄
土
真
宗
の
宗
祖

で
あ
り
ま
す
親
鸞
聖
人
の
誕
生
を
お
祝
い
す

る
行
事
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
承
安
三
年

(

一
一
七
三)

五
月
二
十
一
日

(

旧
暦
四
月
一
日)

に
、
京

都
の
日
野
の
里
で
ご
誕
生
に
な
り
ま
し
た
。

降
誕
会
は
、
明
治
七
年
五
月
二
十
一
日
に
、

第
二
十
一
代
宗
主
明
如
上
人
に
よ
っ
て
ご
本

山
で
営
ま
れ
、
年
ね
ん
盛
大
に
な
り
、一
般
の

お
寺
で
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ご
本
山
で
は
毎
年
こ
の
日
に
宗
門
関
係
学

校
の
学
生
が
参
拝
し
て
音
楽
法
要
が
勤
め
ら

れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
全
国
か
ら
雅
楽
会
が

参
集
し
て
雅
楽
献
納
会
、
南
能
舞
台
で
は
祝

賀
能
、
国
宝
・
飛
雲
閣
で
は
茶
席
が
設
け
ら

れ
、
終
日
祝
賀
ム
ー
ド
で
盛
り
上
が
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
が
な
け

れ
ば
、
真
実
の
み
教
え
に
遇
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
聖
人
が
お
示
し

に
な
っ
た
念
仏
の
み
教
え
を
あ
や
ま
り
な
く

相
続
し
、
よ
う
こ
そ
私
た
ち
の
た
め
に
ご
誕

生
く
だ
さ
い
ま
し
た
と
よ
ろ
こ
び
、
ま
す
ま

す
法
味
愛
楽
さ
せ
て
い
た
だ
く
行
事
が
、
宗

祖
降
誕
会
で
す
。
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お
盆
は
正
し
く
は
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

と
い
い
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
お
さ
と
し
に
よ
っ
て
、
弟
子

の
目
連

も
く
れ
ん

尊
者
が
布
施
行
を
行
な
い
生
母
を
餓が

鬼き

道
の
苦
よ
り
救
う
こ
と
が
で
き
た
と

『

盂

蘭
盆
経』

に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時

の
踊
り
上
が
る
ほ
ど
の
よ
ろ
こ
び
が
、現
在
の

盆
踊
り
に
つ
な
が
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

盆
灯
籠
に
つ
い
て
は
、
安
芸
の
国

(

広
島

地
方)

な
ら
で
は
の
風
景
で
す
。
こ
れ
は
、

確
か
な
文
献
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江

戸
時
代
の
広
島
城
下
に
、
娘
を
亡
く
し
た
父

親
が
あ
り
ま
し
た
。
石
灯
籠
を
立
て
て
灯
を

供
え
て
や
り
た
い
と
考
え
ま
し
た
が
、
貧
し

く
、
竹
を
そ
い
で
紙
を
貼
り
灯
籠
と
し
て
供

え
て
気
を
休
め
ま
し
た
。
そ
れ
が
現
在
の
に

ぎ
や
か
な
盆
灯
籠
風
景
を
見
る
よ
う
に
な
っ

た
由
来
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

お
盆
を
迎
え
る
に
つ
け
て
念
仏
申
さ
せ
て

い
た
だ
く
私
た
ち
は
、
形
だ
け
に
と
ら
わ
れ

ず
、
こ
と
の
起
こ
り
と
内
に
こ
も
る
心
も
ち

を
大
切
に
た
ず
ね
た
い
と
思
う
こ
と
で
す
。

お
盆
は
と
か
く
施せ

餓が

鬼き

と
か
追
善

つ
い
ぜ
ん

供く

養よ
う

に

と
ら
わ
れ
て
、
本
義
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
残
念
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
追
善
供
養
を

強
く
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
わ
が
力
で
励
む
善

で
な
い
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
の
で
す
。
念
仏

は
私
の
口
で
称
え
る
私
の
声
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
お
喚よ

び
声
と
申
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
念
仏
者
は
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
み

教
え
を
聞
き
、
今
救
わ
れ
て
浄
土
へ
の
道
を

生
き
て
い
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
せ
て
い
た
だ

き
た
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
、

浄
土
真
宗
で
は
、
お
盆
を

｢

歓か
ん

喜ぎ

会え｣

と
も

呼
び
ま
す
。
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｢

お
彼ひ

岸が
ん｣

と
い
う
言
葉
は
、
日
本
人
の

生
活
の
中
で
は
、
な
じ
み
深
い
仏
教
用
語
の

ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。
お
彼
岸
の
お
墓
参
り
は
、

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
一
般
の
人
び
と
に

広
が
り
ま
し
た
が
、
仏
道
修
行
の
期
間
と
し

て
、
平
安
時
代
か
ら
約
千
年
の
長
い
伝
統
を

も
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
仏
教
の
起
こ
っ
た
イ
ン
ド
や
中

国
で
は
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
の
風
土

や
気
候
が
生
み
だ
し
た
日
本
独
自
の
仏
教
行

事
の
よ
う
で
す
。

｢

彼
岸｣
は
、
も
と
も
と
は
、
迷
い
や
苦

し
み
の
現
実
世
界
を
さ
す

｢

此し

岸が
ん｣

に
対
す

る
言
葉
で
あ
り
、
理
想
で
あ
る
悟
り
の
世
界

を
意
味
し
て
い
ま
す
。｢
お
彼
岸｣

と
か｢

彼

岸
会え｣

と
い
う
場
合
の｢
彼
岸｣

は
、｢

到と
う

彼ひ

岸が
ん｣

の
略
で
あ
り
、
迷
い
の
世
界
か
ら
悟
り

の
世
界
へ
至
る
と
い
う
意
味
で
す
。

浄
土
真
宗
で
は
、
悟
り
に
至
る
た
め
の
修

行
と
し
て
念
仏
を
申
す
の
で
は
な
く
、
日
々

の
生
活
の
中
で
の
お
念
仏
の
味
わ
い
こ
そ
が

重
要
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
お
彼
岸
の
行
事

を
、
悟
り
の
世
界

(

お
浄
土)

ヘ
至
ら
し
め

て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
お
徳
を
讃

え
、
そ
の
お
こ
こ
ろ
を
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ

く
仏
縁
と
し
て
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

お
念
仏
の
み
教
え
に
生
か
さ
れ
て
い
る
私

た
ち
は
、
常
に
聴
聞
に
励
み
た
い
も
の
で
す
。

暑
い
夏
や
寒
い
冬
の
厳
し
い
季
節
を
越
え
て

ほ
っ
と
ひ
と
息
つ
い
た
と
き
に
、
自
分
の
心

の
あ
り
よ
う
を
静
か
に
思
う
日
を
設
け
た
の

は
、
日
本
人
の
深
い
知
恵
だ
と
思
い
ま
す
。

お
彼
岸
を
単
な
る
お
墓
参
り
の
日
に
と
ど
め

ず
、
お
念
仏
の
み
教
え
を
通
し
て
自
分
を
振

り
返
る
日
と
し
た
い
も
の
で
す
。
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報
恩
講
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
で

あ
る
一
月
十
六
日(

旧
暦
十
一
月
二
十
八
日)

を
ご
縁
と
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
ご
恩

と
親
鸞
聖
人
の
ご
恩
を
偲
び
、
感
謝
さ
せ
て

い
た
だ
く
、
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
は
最
も
大

切
な
行
事
で
す
。
本
願
寺
で
は
、
毎
年
一
月

九
日
逮た

い

夜や

よ
り
十
六
日
日
中
ま
で
、
七
昼
夜

の
法
要
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
法
要
を

｢
御
正
忌
報
恩
講｣
(

お
た
ん
や)

と
い
い
ま

す
。別

院
を
は
じ
め
一
般
の
お
寺
や
ご
門
徒
の

家
庭
で
は
、
本
願
寺
の
御
正
忌
報
恩
講
に
参

詣
す
る
な
ど
の
都
合
で
、
日
時
を
早
め
て
営

む
慣
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、
報
恩
講
の
こ
と

を

｢

お
と
り
こ
し｣
と
も
い
い
ま
す
。
こ
の

報
恩
講
の
名
称
は
、
本
願
寺
第
三
代
宗
主
覚

如
上
人
が
永
仁
二
年(

一
二
九
四)
の
親
鸞
聖

人
三
十
三
回
忌
法
要
の
お
り
、
聖
人
の
遺
徳

を
讃
嘆
す
る
ご
文
を｢

報
恩
講
式｣
と
名
づ
け

ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
第

八
代
宗
主
蓮
如
上
人
が
ご
文
章
の
な
か
で
、た

び
た
び
報
恩
講
の
名
を
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
で
、

い
っ
そ
う
広
が
り
、
真
宗
門
徒
に
定
着
し
ま

し
た
。

真
宗
門
徒
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
行
事
で

あ
り
ま
す
の
で
、
各
家
庭
で
も
お
寺
さ
ん
と

日
程
を
合
わ
せ
、
で
き
れ
ば
家
族
そ
ろ
っ
て

報
恩
講
を
お
勤
め
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
際
の

お
仏
壇
は
、
平
素
と
は
違
い
、
特
別
な
お
飾

り
を
し
ま
す
。

ま
ず
、
お
仏
壇
の
掃
除
を
し
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
は
、
荘
厳
で
最
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

仏
具
は
、
常
に
き
れ
い
に
し
て
お
く
よ
う
心

が
け
た
い
も
の
で
す
。
特
に
真
ち
ゅ
う
製
の

仏
具
は
必
ず
お
磨
き
を
し
ま
す
。
そ
し
て
、

上
卓
と
前
卓
に
は
打
敷
を
か
け
ま
す
。
季
節

の
花
を
お
供
え
し
、
お
供
物
は
、
餅
、
菓
子
、

果
物
を
一
対
づ
つ
お
供
え
し
ま
す
。
報
恩
講

の
主
旨
に
か
な
う
よ
う
丁
重
に
お
荘
厳
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
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過
ぎ
た
一
年
を
振
り
返
っ
て
感
謝
の
気
持

ち
を
あ
ら
わ
す
、
大
晦
日
に
勤
め
る
法
要
を
、

除
夜
会
と
い
い
ま
す
。
こ
の
夜
午
前
零
時
前

か
ら
除
夜
の
鐘
を
つ
く
お
寺
が
多
い
よ
う
で

す
。ま

た
、
元
旦
を
祝
う
と
同
時
に
、
今
年
も

お
念
仏
と
と
も
に
日
々
を
お
く
ら
せ
て
い
た

だ
く
誓
い
を
新
た
に
す
る
法
要
を
元
旦
会(

本

願
寺
で
は
修
正
会)

と
い
い
ま
す
。
元
旦
の
早

朝
に
勤
ま
り
、
二
日
、
ま
た
は
三
日
ま
で
勤

め
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。

｢

一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り｣

と
申
し
ま

す
が
、
浄
土
真
宗
の
門
徒
に
と
っ
て
元
旦
は
、

真
実
に
生
か
さ
れ
る
身
の
し
あ
わ
せ
を
よ
ろ

こ
び
、
こ
の
一
年
を
お
念
仏
も
ろ
と
も
に
お

く
る
決
意
を
新
た
に
す
る
日
で
す
。
決
し
て
、

一
年
の
安
全
を
祈
っ
た
り
、
幸
運
が
や
っ
て

く
る
こ
と
を
祈
願
す
る
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
方
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
よ
う
で
す
が
、

年
末
に
仏
間
を
清
掃
し
、
お
仏
壇
を
荘
厳
し

て
迎
春
準
備
を
し
ま
す
。
打
敷
を
か
け
、お
餅

を
供
え
ま
す
。
お
仏
壇
の
花
は
松
が
よ
い
で

し
ょ
う
。

大
晦
日
に
は
家
族
全
員
で
お
夕
事
を
勤
め
、

元
旦
に
は
朝
真
っ
先
に
お
仏
壇
に
お
灯
明
を

あ
げ
、
お
香
を
た
き
、
お
参
り
の
後
で
新
年

の
挨
拶
を
し
ま
す
。
お
雑
煮
を
い
た
だ
く
の

は
そ
れ
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
な
年
末
年
始
の
厳
粛
な
行
事
を

通
し
て
、
自
分
自
身
の
姿
を
振
り
返
り
、
阿

弥
陀
如
来
さ
ま
の
お
救
い
の
中
で
今
年
も
歩

ま
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
感
謝
し
た
い
も
の

で
す
。
家
族
そ
ろ
っ
て
、
年
末
年
始
の
仏
教

行
事
を
お
勤
め
し
、
お
寺
に
お
参
り
し
ま
し
ょ

う
。
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｢

先
日
の
蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
法
要
に

お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
、
た
く
さ

ん
の
旗
が
私
た
ち
を
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、

あ
の
旗
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん

で
し
ょ
う
か｣

と
問
わ
れ
ま
し
た
。

右
の
図
は
仏
旗
、
ま
た
は
六
金
色
旗
と
も

い
い
、
仏
教
を
信
仰
す
る｢

旗
じ
る
し｣

で
、

仏
さ
ま
の
旗
で
す
。
色
は
青
・
黄
・
赤
・
白
・

淡
紅
の
五
つ
の
色
と
、
五
つ
の
色
が
混
ざ
っ

て
で
き
る
色

(

五
種
混
色)

の
六
色
で
で
き

て
い
ま
す
。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
仏
旗
に
は
、

緑
・
黄
・
赤
・
白
・
紫
と
そ
の
混
色
の
も
の

(

＝
右
の
イ
ラ
ス
ト
参
照)

。
青
・
黄
・
赤
・

白
・
オ
レ
ン
ジ
と
そ
の
混
色
の
も
の
と
が
あ

り
ま
す
。

仏
教
発
祥
の
地
、
イ
ン
ド
で
は
、
古
く
か

ら
六
金
色
と
し
て
、
六
種
の
色
が
伝
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は

『

涅
槃
経』
の
中
に

｢

二
月
十
五
日
、
お
釈
迦
さ
ま
が
入
滅
さ
れ
る

と
き
、
お
顔
か
ら
色
い
ろ
の
美
し
い
光
を
放

つ
、そ
の
青
・
黄
・
赤
・
白
・
は
り
・
め
の
う

等
の
光
は
、
十
方
を
照
ら
し
、
こ
の
光
を
受

け
た
も
の
は
罪
苦
煩
悩
の
一
切
を
消
除
す｣

と
あ
り
ま
す
。｢

め
の
う｣

の
色
は
淡
紅
で
あ

り
、｢

は
り｣

は
水
玉
と
も
い
わ
れ
他
の
五
色

を
映
し
出
す
と
こ
ろ
か
ら
五
種
混
色
の
色
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
旗
の
創
案
者
は
、
米
国
の
陸
軍
大
佐

オ
ル
コ
ッ
ト
氏
で
、
か
つ
て
イ
ン
ド
・
セ
イ

ロ
ン
島
に
渡
航
し
、
仏
教
信
者
と
な
り

『

涅

槃
経』

に
基
づ
い
て
創
案
さ
れ
ま
し
た
。
明

治
二
十
二
年

(

一
八
八
九)

に
来
日
さ
れ
た

時
に
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
仏
教
各
宗
派
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

仏
旗
を
掲
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
徒

と
し
て
の
自
覚
を
表
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、

広
く
十
方
世
界
を
あ
ま
ね
く
照
ら
し
と
っ
て

く
だ
さ
る
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
も
の
で
す
。
大
切
な
仏
事
に
は
、
仏
旗

を
掲
げ
て
仏
さ
ま
を
敬
う
気
持
ち
を
示
し
た

い
も
の
で
す
。
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子
ど
も
や
孫
た
ち
に
お
念
仏
を
伝
え
る
の

は
後
ろ
姿
で
す
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
お
仏

壇
の
前
に
座
り
、
お
念
珠
を
か
け
、
手
を
合

わ
せ
て
、｢

ナ
マ
ン
ダ
ブ
ツ
、
ナ
マ
ン
ダ
ブ
ツ｣

と
お
参
り
し
て
い
る
す
が
た
、
後
ろ
か
ら
見

て
い
る
子
や
孫
た
ち
は
何
か
尊
い
も
の
を
感

じ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
こ
び
悲
し
み
の
日
常
生

活
そ
の
も
の
が
、
ご
本
尊
を
中
心
と
し
て
お

念
仏
に
薫
る
日
暮
ら
し
で
あ
れ
ば
、
自
然
に

手
が
合
わ
せ
ら
れ
ま
す
。

蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
法
要
で
ご
門
主
は
、

私
た
ち
に
具
体
的
な
お
願
い
を
さ
れ
ま
し
た
。

｢

門
信
徒
の
方
々
の
お
住
ま
い
に
ご
本
尊
を

お
迎
え
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
当
た
り
前
と
お
感
じ
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
ご
本
家
だ
け
で
は
な

く
、
故
郷
を
離
れ
た
方
、
ひ
と
り
住
ま
い
の

学
生
の
方
に
も
ご
本
尊
を
安
置
し
て
い
た
だ

き
た
い
の
で
す
。
す
べ
て
の
方
に
、
ご
本
尊

の
前
で
、
い
の
ち
の
あ
り
方
を
顧
み
、そ
の
大

切
さ
を
受
け
と
め
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

か
た
ち
無
し
に
、
現
代
の
子
や
孫
に
お
念
仏

を
伝
え
る
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん｣

こ
の
お
こ
こ
ろ
を
体
し
、本
願
寺
で
は
新
ご

本
尊
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
新
ご
本
尊
の
名

称
は｢

い
ち
ょ
う｣

と｢

き
く｣

の
二
種
類
で
す
。

大
き
い
方
の｢

い
ち
ょ
う｣

は
幅
十
九
㌢
、

奥
行
き
九
㌢
、
高
さ
二
十
四
㌢
。
小
さ
い
方

の

｢

き
く｣

は
幅
十･

三
㌢
、
奥
行
き
二･

九

㌢
、
高
さ
十
七･

二
㌢
で
す
。
絵
像
と
六
字
尊

号
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
在
家
免
物
冥
加

額
は｢

い
ち
ょ
う｣

が
三
万
円
、｢

き
く｣

が

二
万
円
で
す
。

現
在
の
住
環
境
に
あ
わ
せ
簡
単
に
安
置
で

き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
新
様
式
の
も
の
で
す
。

平
成
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
授
与
が
は
じ
ま

り
ま
し
た
。

考
え
て
み
ま
す
と
、
か
た
ち
無
し
に
伝
え

て
い
く
こ
と
は
た
い
へ
ん
難
し
い
こ
と
で
す
。

私
た
ち
は
、
頭
と
口
だ
け
で
伝
え
よ
う
と
し

て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
浄

土
真
宗
の
門
徒
と
い
う
自
覚
の
も
と
に
、
お

荘
厳
・
作
法
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
阿
弥
陀

如
来
さ
ま
へ
の
感
謝
の
心
を
は
ぐ
く
み
、
お

念
仏
の
み
教
え
を
伝
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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｢あなたのご宗旨は？｣ と問われたらどう答えますか｡ ｢仏教で
す｣ ｢真宗だと思います｣ ｢○○寺さんの門徒です｣ などと答えら
れるのではないでしょうか｡
正式にいいますと私たちの教団は ｢浄土真宗本願寺派｣ です｡
浄土真宗を開かれた方は親鸞聖人です｡ ｢宗祖｣ ｢ご開山｣ と敬い
尊ばれています｡ 中心となるお寺､ 本山は京都にある本願寺(西本
願寺)です｡ 本願寺の住職であり､ 親鸞聖人から代だい教えのとも
しびを受け継がれている方を ｢ご門主さま｣ といいます｡ 現在は､
24代大谷光真門主 (即如上人) です｡ 全国に本願寺派のお寺は１
万334あります｡
他の伝統仏教教団では､ お寺に所属する信者を ｢檀家｣ という

ことが多いようですが､ 浄土真宗本願寺派では ｢門徒｣ といいま
す｡ 門徒が所属するお寺は､ 数ヶ寺から数十ヶ寺が集まり ｢組

そ

｣
という地域組織を作っています｡ さらに組が集まって｢教区｣が構
成されています｡ (全国に組は533､ 教区は31､ 開教地は１)
広島県はお寺の数が多いので､ 県を東と西に分け東側を備後教

区､西側を安芸教区といいます｡ 安芸教区には25組､ 556のお寺が
あります｡ 安芸教区の事務所を教務所といいます｡ ご門主が住職
である広島別院に教務所があります｡ 読者のみなさんはどこの教
区のどこの組のなんというお寺のご門徒なのでしょうか｡
安芸教区の人びとは､ 昔から信仰の篤い人が多く ｢安芸門徒｣

と呼ばれて､ 知られています｡ 独特の習慣も
受け継がれています｡ お盆には､ お墓に竹と
紙で作った灯籠をお供えすること｡ 親鸞聖人
のご命日が１月16日であることから､ 毎月16
日には､ 肉や魚を食べない ｢精進｣ という習
慣などがあります｡ かつては魚市場も休みに
なり ｢おたんやの市どまり｣ といわれていま
した｡ 生命の尊さ大切さを実感するからこそ
のすばらしい伝統です｡
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電
報
に
つ
い
て

弔
電
の
例

①
○
○
様
の
ご
逝
去
の
報
に
接
し
、衷
心
よ
り
お
悔
や
み

申
し
上
げ
ま
す
。

②
○
○
様
の
ご
逝
去
、衷
心
哀
悼
の
極
み
に
存
じ
ま
す
。

ご
遺
族
の
み
な
さ
ま
の
ご
愁
嘆
い
か
ば
か
り
か
と
拝

察
申
し
上
げ
ま
す
。今
生
に
お
け
る
ご
活
躍
を
偲
び
つ

つ
お
念
仏
申
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

③
急
な
こ
と
で
お
ど
ろ
い
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
厳
し

い
現
実
に
申
し
上
げ
る
言
葉
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。さ
ぞ

か
し
お
力
お
と
し
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。今
は
た
だ
お

念
仏
申
し
上
げ
る
ば
か
り
で
す
。

祝
電
の
例

(

結
婚)

①
○
○
様
の
ご
結
婚
を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
、
今
後
益
々
の
ご
多
幸
を
念
じ
上
げ
ま
す
。

②
○
○
様
の
ご
結
婚
を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

お
二
人
に
は
お
念
仏
に
薫
る
あ
た
た
か
い
ご
家
庭
を

築
か
れ
、
今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
念
じ
上
げ
ま
す
。

③
○
○
く
ん
、○
○
さ
ん
、
お
め
で
と
う
。
二
人
で
力
を

合
わ
せ
、
手
を
合
わ
せ
、お
念
仏
に
薫
る
明
る
い
ご
家

庭
を
お
築
き
く
だ
さ
い
。

電
報
で
使
う
呼
称

父
↓
御
尊
父
様
の

母
↓
御
母
堂
様
の

息
子
↓
御
子

息

(

御
令
息)

様
の

娘
↓
御
令
嬢
様
の

祖
父

(

母)

↓
御
祖
父

(

母)

様
の

奥
様
の
↓
ご
令
室
様
の

親

し
い
友
人
の
場
合
は
↓
○
○
く
ん

(

さ
ん)

と
い
っ
た

敬
称
を
使
い
ま
す
。

そ
の
方
と
の
間
柄
も
あ
り
ま
す
の
で
、
サ
ン
プ
ル
は

あ
く
ま
で
参
考
に
し
て
気
持
ち
を
表
わ
す
こ
と
ば
を
添

え
ら
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
ま
た
、
弔
電
や
弔

辞
な
ど
で
よ
く
使
わ
れ
る
用
語
で
、
浄
土
真
宗
と
し
て

ふ
さ
わ
し
く
な
い
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
決
ま

り
文
句
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
み
教
え
を
聞
く

と
、
浄
土
真
宗
の
門
徒
と
し
て
使
う
べ
き
で
な
い
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
違
い
を
考
え

て
み
て
く
だ
さ
い
。

������������������
天
国

↓
お
浄
土

幽
明
境
を
異
に
す
る

↓
み
仏
の
国
に
生
ま
れ
る

草
葉
の
陰
で

↓
お
浄
土
よ
り

永
眠
す
る

↓
往
生
す
る

安
ら
か
に
お
眠
り
下
さ
い

↓
私
た
ち
を
お
導
き
下
さ
い

ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す

↓
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す

戒
名

↓
法
名

(

院
号
法
名)
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弔
辞
に
つ
い
て

(

例
文)

こ
の
た
び
○
○
○
○
様
ご
逝
去
の
報
に
接
し

誠
に

哀
悼
の
極
み
に
存
じ
ま
す

葬
儀
に
あ
た
り

ご
遺
族
を
は
じ
め
有う

縁え

ん

の
皆
さ
ま

の
お
歎な

げ

き
い
か
ば
か
り
か
と
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
あ

げ
ま
す

○
○
○
○
様(
さ
ん)

あ
な
た
は(

会
社
・
各
種
団
体

な
ど
で
の
個
人
の
功
績
や
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど

を
ま
じ
え
な
が
ら･

･
･
･
･
･
)

な
ど
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま

し
た(

尽
力
さ
れ
ま
し
た)
ま
た
そ
の
○
○
な
姿
は
私
た

ち
の
手
本
で
も
あ
り
ま
し
た

私
た
ち(

会
社
・
各
種
団

体
な
ど)

一
同
は

あ
な
た
の
遺
志
を
受
け
つ
ぎ(

会
社
・

各
種
団
体
な
ど)

の
益
々
の
発
展
の
た
め
に
微
力
な
が
ら

尽
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

ま
た
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
と
共
々
に

こ
の
悲
し
み
を

ご
縁
と
し
て

あ
な
た
が
身
を
も
っ
て
示
し
て
く
だ
さ
っ

た
人
生

じ
ん
せ
い

無む

常
じ
ょ
う

の
理

こ
と
わ
り

に
め
ざ
め

い
よ
い
よ
聴
聞
に
励
み

お
浄
土
に
往
生
す
る
人
生
を
お
く
ら
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
を
ご
仏
前
に
お
誓
い
し
て
弔
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す

ど
う
か

み
仏
と
し
て
私
た
ち
を
見
守
り
お
導
き
く

だ
さ
い年

月

日

(

会
社
・
各
種
団
体
な
ど)
(

役
職
名
な
ど)

○

○

○

○
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芸
教
区
教
区
報

『

見
真』

に
平
成
九
年(

一
九
九
七)

四
月
号
か
ら
平
成
十
一
年(

一
九
九
九)

三
月
号
ま
で
掲
載

さ
れ
た｢
仏
事
作
法
あ
れ
こ
れ｣

を
も
と
に
、
安
芸
教
区

基
幹
運
動
推
進
委
員
会
の
勤
式
推
進
部
会
と
広
報
部
会

が
中
心
に
編
集
を
行
な
い
、
よ
う
や
く
完
成
の
日
を
迎

え
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
ご
と
に�
ま
と
め�
と�
ポ
イ

ン
ト�
を
掲
げ
、
イ
ラ
ス
ト
を
織
り
交
ぜ
て
、
基
本
的

な
こ
と
を
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
と
つ
と

め
ま
し
た
。
ま
た
読
者
の
皆
さ
ま
の
身
近
で
、
仏
事
に

関
す
る
疑
問
が
あ
れ
ば
、
そ
の
テ
ー
マ
の
ペ
ー
ジ
を
複

写
し
て
使
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
配
慮
し
ま
し
た
。

各
種
研
修
会
な
ど
で
も
幅
広
く
ご
活
用
い
た
だ
き
、

お
寺
と
の
仏
事
に
関
す
る
相
談
・
話
し
合
い
の
き
っ
か

け
、
橋
渡
し
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

刊
行
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
多
方
面
か
ら
の
ご
協
力
、

ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
ご
意
見
ご
感
想
な
ど
が
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
、
次
版(

続
編)

の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
し
ど
し
お
寄
せ
下
さ
い
。

合

掌

平
成
十
二
年(

二
〇
〇
〇)

六
月

編
集
者
一
同 ������

安
芸
教
区
基
幹
運
動
推
進
委
員
会
会
長

田

中

賢

誠

今
、
日
本
社
会
の
状
態
を
考
え
ま
す
と
、｢

家
族
の
崩
壊｣

と
い

う
こ
と
が
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
す
。
こ
こ
ろ
の
安
ら
ぎ
が
な
い

社
会
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

ご
門
主
さ
ま
は『

蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
法
要
御
満
座
の
消
息』

の
中
で
、私
た
ち
の
出
来
る
具
体
的
な
行
動
の
一
つ
に｢

ご
本
尊
阿

弥
陀
如
来
を
中
心
に
し
た
家
族
生
活
の
形
を
と
と
の
え
る
こ
と｣

と
、

お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。

お
仏
壇(

ご
本
尊)

を
お
迎
え
し
て
い
な
い
方
に
、｢

な
ぜ
仏
壇
を

安
置
し
な
い
の
で
す
か｣

と
聞
い
た
と
こ
ろ
、｢

亡
く
な
っ
た
者
も

い
な
い
の
に･････

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を｣

と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し

た
。
仏
事
を�
死
後
の
問
題�
と
し
て
扱
う
、
誤
っ
た
認
識
の
大

変
多
い
こ
と
が
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
正
し
い
認
識
の
下
、
毎
朝

お
仏
飯
を
供
え
ご
仏
前
に
手
を
合
わ
せ
る
生
活
の
基
本
を
、
も
っ

と
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
頂
き
た
い
も
の
で
す
。
こ
こ
ろ
に
潤
い

と
安
ら
ぎ
に
満
ち
た
生
活
の
展
開
が
み
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

こ
の
た
び
、
安
芸
教
区
基
幹
運
動
推
進
委
員
会
の
勤
式
部
会
と

広
報
部
会
の
先
生
方
の
献
身
的
な
執
筆
・
編
集
校
正
作
業
の
も
と
、

ま
た
お
仏
壇
の
写
真
撮
影
に
は
ご
本
山
の
式
務
部
に
も
ご
指
導
を

頂
き
、
ほ
か
各
方
面
か
ら
の
力
強
い
ご
尽
力
を
賜
り
な
が
ら
こ
の

『

仏
事
あ
れ
こ
れ
小
百
科』

を
発
行
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と
、

誠
に
有
難
い
こ
と
で
す
。

一
人
で
も
多
く
の
方
に
お
読
み
い
た
だ
き
、
仏
事
を
身
近
に
感

じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
念
願
し
て
お
り
ま
す
。

合

掌

平
成
十
二
年(

二
〇
〇
〇)

六
月
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参
考
図
書
一
覧
》

・
仏
教
事
物
由
来
伝
説
の
研
究

顕
道
書
院

西
原
芳
俊

・
仏
事
の
話

永
田
文
昌
堂

経
谷
芳
隆

・
浄
土
真
宗
の
し
き
た
り
と
お
し
え

開
山
堂
出
版

・
岩
波
仏
教
辞
典

岩
波
書
店

・
わ
が
家
の
宗
教
を
知
る
シ
リ
ー
ズ

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
お
経

双
葉
社

・
現
代
の
葬
儀
と
お
墓

太
陽
出
版

上
山
龍
一

・
仏
事
の
小
箱

津
村
別
院
御
堂
さ
ん
編
集
部

菅

純
和

・
法
事
を
営
む
７０
章

大
阪
教
区

・
続
法
事
を
営
む
７０
章

大
阪
教
区

・
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク

探
究
社

藤
岡
正
英

・
願
い
を
生
き
る
浄
土
真
宗
の
法
事

探
究
社

樹
心
会
編

・
御
伝
鈔
で
味
わ
う
宗
祖
の
お
念
仏

探
究
社

野
々
村
智
剣

・
浄
土
真
宗
の
お
仏
壇

探
究
社

野
々
村
智
剣

・
暮
ら
し
の
中
の
門
徒
手
帳

探
究
社

野
々
村
智
剣

・
お
寺
な
ぜ
な
ぜ
事
典

大
法
輪
閣

・
浄
土
真
宗
の
お
つ
と
め
と
心
得

池
田
書
店

・
広
島
の
冠
婚
葬
祭

中
国
新
聞
社

・
必
携
真
宗
事
物
の
解
説

東
方
出
版

西
原
芳
俊

・
あ
な
た
は
死
後
ど
こ
へ

備
後
教
区

龍
門
の
会
編

・
真
宗
門
徒
の
仏
事
作
法
１

お
内
仏
の
お
給
仕

法
蔵
館

真
宗
仏
事
研
究
会

・
浄
土
真
宗
の
仏
事

世
界
文
化
社

田
中
教
照

・
門
徒
も
の
し
り
帳(

上
、
下)法

蔵
館

野
々
村
智
剣

・
浄
土
真
宗
聖
典
註
釈
版

本
願
寺
出
版
社

・
浄
土
真
宗
聖
典

浄
土
三
部
経(

現
代
語
版)

本
願
寺
出
版
社

・
浄
土
真
宗
聖
典

歎
異
抄(

現
代
語
版)

本
願
寺
出
版
社

・
浄
土
真
宗
の
こ
こ
ろ
で

本
願
寺
出
版
社

・
葬
儀
規
範
勤
式
集

本
願
寺
出
版
社

・
日
常
勤
行
聖
典

本
願
寺
出
版
社

・
法
式
規
範

本
願
寺
出
版
社

・
浄
土
真
宗
必
携

本
願
寺
出
版
社

・
さ
さ
え
あ
う
仲
間

本
願
寺
出
版
社

・
ス
カ
ウ
ト
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

本
願
寺
出
版
社

・
マ
ン
ガ
仏
事
入
門

本
願
寺
出
版
社

・
仏
事
の
イ
ロ
ハ

本
願
寺
出
版
社

末
本
弘
然

・
仏
事
の
心
得

本
願
寺
出
版
社

岡
崎
諒
観

・
暮
ら
し
の
中
の
浄
土
真
宗

本
願
寺
出
版
社

・
考
信
録

玄

智

仏
教
婦
人
会
総
連
盟
編

作
・
岡
橋

徹
栄

画
・
広
中

建
次

東
京
教
区
青
年
僧
侶
協
議
会
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