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【
法
語
】 

一
句
一
言
申
す
者
は
、
わ
れ
と
思
い
て 

物
を
申
す
な
り
。
信
の
う
え
は
、
わ
れ
は 

わ
ろ
し
、
と
思
い
、
ま
た
、
報
謝
と
思
い
、
あ

り
が
た
さ
の
あ
ま
り
を
、
人
に
も
申
す 

こ
と
な
る
べ
し
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書 
九
三 

 

【
意
訳
・
解
説
】 

 

仏
法
に
つ
い
て
語
る
者
は
、
み
な
自
分
こ
そ
が
正
し
い
と

思
っ
て
話
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
信
心
を
い
た
だ
い
た
か
ら

に
は
、
自
分
は
罪
深
い
も
の
と
思
い
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
自

分
に
ま
で
か
け
ら
れ
た
仏
の
恩
に
報
い
感
謝
す
べ
き
と
思

い
、
あ
り
が
た
さ
の
あ
ま
り
に
人
に
は
な
し
を
す
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。 

 



 

２ 

☆
巻
頭
法
話
☆ 

『
三
条
教
区
・
三
条
別
院
宗
祖
七
百
五
十
回
御
遠
忌
を
終
え
て
』 

今
年
は
一
段
と
厳
し
い
夏
で
し
た
が
、
暦
の
上
で
は
も
う
秋

で
す
。
日
中
の
暑
さ
は
相
変
わ
ら
ず
で
す
が
、
気
が
つ
け
ば
日

暮
れ
も
早
ま
っ
て
、
夜
間
の
風
に
は
確
か
に
秋
の
気
配
を
感
じ

ま
す
。
季
節
は
確
実
に
移
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

今
年
は
五
月
十
九
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
宗
祖
親
鸞
聖
人

七
百
五
十
回
御
遠
忌
が
三
条
別
院
で
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
数
年

前
か
ら
準
備
し
て
い
た
こ
と
で
し
た
が
、
終
わ
っ
て
み
る
と

多
々
残
念
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
と
い
っ
て
も
、
別
院
の
受

け
入
れ
人
数
の
限
界
も
あ
り
、
参
拝
募
集
を
大
々
的
に
で
き
な

か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の
皆
さ
ん
に

お
声
か
け
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
寺
ご
と
の
人
数
枠
も
あ

り
、
思
う
に
任
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
法
要
が
あ
っ
た
の

で
す
か
、
と
後
で
訊
ね
ら
れ
、
気
ま
ず
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
御
住
職
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
致
し
方
な
い
こ
と
と
は
言
え
、

申
し
訳
な
い
こ
と
で
し
た
。
こ
の
度
の
御
遠
忌
に
は
、
私
は
第

十
組
組
長
（
そ
ち
ょ
う
）
と
し
て
の
役
割
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、

参
加
者
全
体
の
取
り
ま
と
め
や
、
引
率
の
責
任
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
な
か
な
か
落
ち
着
い
て
御
遠
忌
の
雰
囲
気
を

味
わ
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
合
計
六
回

法
要
に
内
陣

な

い

じ

ん

出
仕
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
全
て
で
約
一
時
間

半
ず
つ
の
正
座
は
さ
す
が
に
こ
た
え
ま
し
た
。
自
分
の
一
生
で

こ
ん
な
に
正
座
し
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
し
か
し
、
二
十
四
日
の
最
後
の
お
勤
め
の
結
願
日
中
（
け
ち

が
ん
に
っ
ち
ゅ
う
）
が
終
わ
り
、
本
山
御
門
首
の
お
言
葉
を
い
た
だ

い
た
時
は
胸
が
篤
く
な
り
ま
し
た
。
自
分
の
責
任
を
果
た
せ
た

安
堵
感
と
、
大
勢
の
力
が
結
実
し
て
御
遠
忌
が
無
事
円
成
（
え
ん

じ
ょ
う
）
さ
れ
た
と
い
う
満
足
感
が
入
り
混
じ
っ
た
感
動
で
し
た
。

考
え
て
み
ま
す
と
、
私
た
ち
の
日
頃
の
生
活
は
損
得
勘
定
ば
か

り
が
前
面
に
出
て
、
本
当
に
感
動
す
る
こ
と
に
出
遇
う
こ
と
が

無
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
御
遠
忌
と
は
、
宗
祖
親

鸞
聖
人
に
よ
っ
て
開
顕
（
か
い
け
ん
）
せ
ら
れ
た
本
願
念
仏
の
仏
道

に
出
遇
わ
せ
て
い
た
だ
く
御
法
要
で
す
。
七
百
五
十
年
の
歳
月

を
経
て
、
な
お
私
の
胸
に
迫
り
来
る
こ
の
感
動
は
、
い
っ
た
い

ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。 

 

現
代
社
会
は
物
が
満
ち
溢
れ
、
お
金
さ
え
あ
れ
ば
手
に
入
ら

な
い
も
の
は
無
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
喜

ぶ
べ
き
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
現
実
に
は
そ
れ
ほ
ど
心
豊

か
な
時
代
に
な
っ
て
い
る
と
は
到
底
思
え
ま
せ
ん
。
自
分
さ
え

良
け
れ
ば
と
他
を
踏
み
に
じ
り
、
自
分
だ
け
が
繁
栄
し
て
い
く

こ
と
を
良
し
と
す
る
今
の
社
会
、
そ
こ
に
は
決
し
て
心
の
安
住

は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
真
実
の
姿
を
見
失
い
、
自
分
の
思
い

を
満
た
す
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
私
た
ち
。
そ
ん
な
私
た
ち
に
、

決
し
て
諦
め
る
こ
と
な
く
、
人
間
と
し
て
生
き
る
意
義
と
喜
び

を
見
つ
け
よ
、
と
は
た
ら
き
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
阿

弥
陀
様
で
あ
り
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の
度

の
御
遠
忌
を
通
し
て
、
改
め
て
そ
の
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
い
た



 

３ 

だ
き
ま
し
た
。 

 

 
浄
敬
寺
で
は
、
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
、
京

都
の
東
本
願
寺
御
正
忌
報
恩
講
参
拝
の
旅
を
い
た
し
ま
す
。
二

十
八
日
の
御
満
座
で
は
、『
坂
東
曲
（
ば
ん
ど
う
ぶ
し
）
』
と
い
う
一

年
に
一
度
、
こ
の
日
東
本
願
寺
で
し
か
勤
ま
ら
な
い
お
勤
め
が

あ
り
ま
す
。
今
度
は
京
都
で
皆
様
と
と
も
に
宗
祖
親
鸞
聖
人
と

出
遇
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
是
非
ご
参
加
く
だ

さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 

 
 

 
 

 

（ 

住 

職 
） 

 

    

☆
住
職
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

◎
東
本
願
寺
報
恩
講
参
拝
と
京
都
の
旅 

ご
案
内 

 

坂
東
曲
の
勤
ま
る
東
本
願
寺
報
恩
講
参
拝
の
他
、
大
谷
祖
廟
参
拝
や

京
都
市
内
観
光
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
坂
東
曲
を
参
詣
で
き
る
の
は

一
年
に
こ
の
日
の
み
で
す
の
で
、
大
変
貴
重
な
ご
縁
で
す
。
京
都
市
内

は
紅
葉
も
素
晴
ら
し
い
時
期
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

     

◎
永
代
管
理
墓
『
安

養

あ
ん
に
ょ
う

廟
び
ょ
う

』
建
立
の
お
知
ら
せ 

 

春
か
ら
工
事
し
て
お
り
ま
し
た
浄
敬
寺
永
代
管
理
墓
が
ほ
ぼ
完
成
し

ま
し
た
。 

近
年
、
お
墓
の
継
承
者
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
全
国
的
な
問
題
と
な

っ
て
お
り
、
柏
崎
で
も
永
代
供
養
の
た
め
の
お
墓
を
設
置
す
る
お
寺
が

増
え
て
い
ま
す
。
浄
敬
寺
に
は
、
無
縁
墓
と
し
て
観
音
様
の
下
に
納
骨

で
き
る
場
所
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
現
在
浄
敬
寺
檀
家
の
方
が
将
来
的

に
心
配
し
な
く
て
も
良
い
よ
う
に
、
こ
の
た
び
永
代
管
理
墓
と
し
て
木

造
の
八
角
堂
を
建
設
し
ま
し
た
。「
心
安
ら
か
な
お
浄
土
の
国
」
と
い
う

思
い
で
安
養
廟
と
名
づ
け
ま
し
た
。
浄
敬
寺
の
本
堂
建
設
時
に
設
計
し

て
い
た
だ
い
た
福
井
市
の
高
島
設
計
に
設
計
を
お
願
い
し
、
お
檀
家
の

市
内
原
町
吉
田
淳
建
築
に
施
工
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
お
、
安

養
廟
は
、
浄
敬
寺
の
勧
金
会
計
で
は
な
く
、
住
職
個
人
で
建
設
し
ま
し

た
の
で
、
建
設
の
た
め
費
用
を
檀
家
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
負
担
い
た
だ
く

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
納
骨
を
希
望
す
る
場
合
は
、
基
本
的
に
生
前

に
住
職
と
契
約
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
境
内
へ
入
っ
て
く

る
と
真
正
面
に
見
え
ま
す
の
で
、
新
し
い
浄
敬
寺
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

も
、
是
非
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

         

期
日 

十
一
月
二
十
六
日
（
木
）
～
二
十
八
日
（
土
） 

旅
費 

六
万
三
千
円
（
申
込
金
一
万
円
を
含
む
） 

 

定
員 

三
十
名 

 

＊
交
通
手
段
は
往
復
と
も
貸
切
バ
ス
で
す 

安
養
廟
は
合
祀
が
基
本
で
す
が
、

一
定
期
間
遺
骨
を
お
預
か
り
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。 

詳
細
は
ご
相
談
く
だ
さ
い 

三条別院御遠忌法要団参（23

日） 



 

４ 

☆
庫
裡
便
り 

（ 

坊
守 

） 

 

◎
御
遠
忌
を
終
え
て 

五
月
十
九
日
か
ら
二
十
四
日
の
三
条
別
院
御
遠
忌
法
要
に
は
、
団
参
、

音
楽
法
要
に
御
門
徒
の
皆
様
か
ら
参
拝
い
た
だ
き
感
謝
い
た
し
ま
す
。

そ
の
音
楽
法
要
合
唱
団
の
方
に
は
、
三
回
の
練
習
に
本
番
二
回
と
三
条

に
通
い
、
ご
難
儀
を
い
た
だ
き
ま
し
た
十
九
日
の
音
楽
法
要
は
准
坊
守

（
晴
香
）
の
伽
陀
の
発
声
も
あ
り
、
女
性
僧
侶
と
合
唱
団
と
の
法
要
は

と
て
も
感
動
い
た
し
ま
し
た
。
二
十
四
日
の
御
満
座
は
、
住
職
、
当
院
夫

婦
と
孫
三
人
が
参
加
し
た
庭
儀
（
稚
児
行
列
）
が
あ
り
、
ど
ん
な
に
賑
や

か
な
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
・
・
・
。 

 

◎
実
母
が
お
浄
土
へ
還
り
ま
し
た 

 

六
月
に
実
家
の
母
が
満
九
十
歳
で
浄
土
に
還
り
ま
し
た
。
心
臓
と
腎

臓
不
全
と
い
う
こ
と
で
三
日
間
の
入
院
で
し
た
が
、
意
識
も
あ
り
、
夫
・

娘
・
孫
達
と
別
れ
の
言
葉
を
交
わ
し
、
穏
や
か
な
最
後
で
し
た
。 

 

両
親
は
三
年
半
程
前
か
ら
新
潟
の
姉
の
近
く
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た

の
で
、
父
の
こ
と
も
考
え
て
新
潟
で
葬
儀
を
し
、
し
ば
ら
く
本
堂
で
お

骨
を
預
か
り
、
七
月
末
に
納
骨
を
し
ま
し
た
。
野
菜
作
り
と
料
理
の
好

き
な
母
で
し
た
。
口
ぐ
せ
の
よ
う
な
「
あ
り
が
と
ネ
」
が
今
も
聞
こ
え
て

く
る
よ
う
で
す
。 

 

◎
三
女
朋
恵
が
転
勤
に
な
り
ま
し
た 

 

奥
羽
教
務
所
（
能
代
市
）
に
三
年
間
勤
務
し
た
三
女
が
、
八
月
三
日
付

で
本
山
出
版
部
（
京
都
市
）
に
転
勤
に
な
り
ま
し
た
。
十
一
月
の
京
都
旅

行
の
際
は
顔
を
見
せ
る
と
思
い
ま
す
。 

☆
二
〇
一
五
年
前
半
を
振
り
返
っ
て 

 
 

◎
お
講
（
二
月
二
十
二
日
）
平
井
地
区
の
皆
様 

 

平
井
地
区
の
皆
様
か
ら
お
講
を
取
り
持
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
自
家
製

の
お
米
や
野
菜
、
手
の
込
ん
だ
美
味
し
い
お
料
理
を
い
た
だ
い
た
後
、
勤
行
と

住
職
か
ら
法
話
が
あ
り
ま
し
た
。
蓮
如
上
人
か
ら
広
ま
っ
た
お
講
は
、
教
え
を

一
方
的
に
お
話
す
る
だ
け
で
な
く
、
語
ら
い
深
め
よ
と
い
う
願
い
が
あ
り
ま

す
。
一
日
ご
都
合
を
つ
け
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

◎
春
彼
岸
（
お
中
日
三
月
二
十
一
日
）
法
話 

住
職 

 

仏
教
は
生
死
に
迷
う
此
の
世
の
中
か
ら
、
彼
の
世
界
、
彼
岸
に
到
達
す
る
道

を
教
え
て
い
ま
す
。
間
違
え
て
も
間
違
え
て
も
、
迷
っ
て
も
迷
っ
て
も
、
決
し

て
見
捨
て
る
こ
と
な
く
、
気
付
い
て
く
れ
よ
、
気
付
い
て
く
れ
よ
と
願
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。
日
常
の
忙
し
い
生
活
の
中
に
も
、
今
一
度
、
こ
の
世
の
生
活
を

顧
み
て
彼
の
世
界
に
目
を
開
い
て
み
た
い
も
の
で
す
。 

住
職
か
ら
法
話
の
後
、
勤
行
・
お
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
度
初
め
て
お

彼
岸
に
お
参
り
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

 

◎
三
条
別
院
御
遠
忌
法
要
団
参
（
五
月
十
九
日
二
十
三
日
） 

 
 

六
日
間
の
法
要
中
、
十
九
日
と
二
十
三
日
に
団
体
参
拝
し
ま
し
た
。
両
日

と
も
お
日
中
（
午
前
）
の
一
座
は
音
楽
法
要
と
し
て
お
勤
め
が
あ
り
、
浄
敬
寺

か
ら
坊
守
と
共
に
合
唱
団
と
し
て
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
は
、
素
晴

ら
し
い
歌
声
で
法
要
を
荘
厳
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
僧
侶
の
声
明
も
合
唱

団
の
歌
声
も
、
内
陣
に
飾
ら
れ
た
お
華
と
同
じ
、
浄
土
の
荘
厳
（
し
ょ
う
ご
ん
）

で
す
。
五
十
年
と
い
う
節
目
の
法
要
に
ご
参
詣
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
歩
み
を
確
か
め
る
法
縁
と
な
り
ま
し
た
。 

 

◎
報
恩
講
お
引
上
げ
（
五
月
二
十
六
日
）
絵
解
き
法
話 

今
泉
温
資
師 

 

お
馴
染
み
の
今
泉
先
生
か
ら
、
御
絵
伝
二
幅
目
の
内
容
を
解
説
し
な
が
ら
の



 

５ 

ご
法
話
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
本
願
念
仏
を

聴
聞
し
、
現
在
の
自
分
の
あ
り
方
や
本
当
に
大
切
な
こ
と
を
問
い
尋
ね
、
そ
の

ご
恩
に
感
謝
す
る
報
恩
講
は
、
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
年
中
行
事

で
す
。
別
院
の
報
恩
講
を
お
参
り
し
て
す
ぐ
の
日
程
で
し
た
が
、
今
年
も
多
く

の
方
か
ら
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
と
き
に
は
、
例
年
通
り
下
原
地
区
の

皆
様
か
ら
お
勝
手
の
お
手
伝
い
を
い
た
だ
き
ス
ム
ー
ズ
に
準
備
が
で
き
ま
し

た
。 

 

◎
夏
の
法
話
会
（
六
月
二
十
八
日
） 

法
話 

佐
野
明
弘 

師 

お
講
や
法
要
の
最
後
に
歌
わ
れ
る
「
恩
徳
讃
」
に
つ
い
て
の
お
話
で
し
た
。

我
々
が
何
気
な
く
読
み
、
歌
っ
て
い
る
恩
徳
讃
を
親
鸞
聖
人
は
、
ど
の
よ
う
に

思
い
読
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
ず
「
恩
徳
」
と
は
「
知
恩
報
徳
」
の
略
で
、
意
味
は
「
恩
を
知
り
徳
に
報

い
る
」
こ
と
で
す
。
私
た
ち
が
思
う
恩
は
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
恩
で

あ
り
、
恩
返
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
よ
う
な
恩
で
す
。
し
か
し
、

深
い
意
味
で
は
、
大
変
い
た
ま
し
い
ご
苦
労
を
い
た
だ
い
て
し
ま
っ
た
、
こ
の

ご
恩
は
と
て
も
返
せ
る
ご
恩
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
が
「
知
恩
」
で
あ

る
と
先
生
は
言
わ
れ
ま
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
が
直
接
的
に
恩
を
感
じ
た
の
は
法
然
上
人
で
し
た
。
法
然
上
人

に
出
遇
っ
た
お
か
げ
で
、
お
念
仏
の
教
え
に
目
覚
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

し
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
法
然
上
人
の
前
に
は
源
信
僧
都
、
善
導
大
師
、

道
綽
禅
師
、
曇
鸞
大
師
、
天
親
菩
薩
、
竜
樹
菩
薩
も
そ
れ
ぞ
れ
お
念
仏
の
教
え

を
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
元
を
ひ
も
解
い
て
み
れ
ば
、
阿
弥
陀

如
来
が
ず
っ
と
「
念
仏
申
せ
」
と
呼
び
か
け
続
け
て
く
れ
た
ん
だ
な
～
と
い
う
、

驚
き
と
喜
び
が
起
こ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
驚
き
と
喜
び
よ
り
も
、
親
鸞

聖
人
が
深
く
感
じ
た
こ
と
は
「
ず
っ
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
。
た
い
へ
ん
な
ご
苦
労
を
お
か
け
し
て
し
ま
っ

た
。
」
と
い
う
慙
愧
（
ざ
ん
ぎ
）
の
心
で
あ
る
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
は
凡
夫
で
あ
る
が
故
に
、
恩
に
つ
い
て
も
、
死
に
方
に
つ
い
て
も
善

し
悪
し
を
選
び
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
縁
次
第
で
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な

い
存
在
で
、
そ
の
こ
と
に
迷
い
ま
す
。
そ
れ
故
、
阿
弥
陀
如
来
は
、
そ
ん
な
凡

夫
を
迎
え
る
世
界
お
浄
土
と
、
お
浄
土
に
迎
え
る
べ
く
娑
婆
を
貫
く
本
願
を

立
て
ら
れ
た
の
だ
と
先
生
は
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

仏
法
と
は
人
間
の
都
合
を
よ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
。
仏
法
は
、
人
間
の
思

い
が
か
な
っ
て
も
か
な
わ
な
く
て
も
苦
し
む
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
ん
な
存
在
だ
か
ら
こ
そ
、
念
仏
申
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
よ
と
、
呼
び

続
け
て
下
さ
る
。
そ
の
呼
び
か
け
こ
そ
が
「
如
来
大
悲
の
恩
徳
」
で
あ
る
。
な

に
よ
り
お
念
仏
申
す
こ
と
が
尊
い
こ
と
と
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

（ 

当
院 

記 

） 

◎
盆 ぼ

ん

参
会

さ

ん

え

（
七
月
十
四
・
十
五
日
）
法
話 

住
職
・
当
院 

墓
地
が
寺
の
境
内
に
は
な
く
、
お
盆
に
寺
の
御
本
尊
に
お
参
り
の
で
き
な

い
方
や
、
嫁
が
れ
た
り
分
家
に
出
ら
れ
た
り
さ
れ
た
方
が
自
分
の
ご
先
祖
と

繋
が
る
寺
に
参
詣
す
る
機
会
と
し
て
広
ま
っ
た
、
新
潟
県
中
越
地
方
独
特
の

仏
事
で
す
。
近
年
は
お
盆
の
法
要
と
し
て
皆
様
に
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
お
子
さ
ん
お
孫
さ
ん
と
一
緒
に
参
詣
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
が

お
ら
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
さ
ん
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

 

◎
夏
の
子
ど
も
会
（
八
月
二
日
） 

子
ど
も
と
大
人
、
そ
し
て
ス
タ
ッ
フ
合
わ
せ
て
総
勢
七
十
名
。
今
年
も
元
気

な
声
が
境
内
に
響
き
渡
り
ま
し
た
。 

幼
少
の
頃
か
ら
毎
年
来
て
く
れ
た
方
が
中
学
生
に
な
り
受
付
の
お
手
伝
い

を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
子
ど
も
さ
ん
の
一
年
は
大
き
い
で
す
ね
。
ぐ
っ
と

成
長
し
た
姿
に
会
え
る
の
は
何
よ
り
の
楽
し
み
で
す
。
浄
敬
寺
の
子
ど
も
会

は
、
勤
行
も
ゲ
ー
ム
も
食
事
も
食
事
の
準
備
や
片
づ
け
も
全
て
、
大
人
も
一
緒

に
楽
し
む
…
と
い
う
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
定
着
し
た
ル
ー
ル
（
笑
）
。
大
人

も
子
ど
も
も
、
み
ん
な
『
ほ
と
け
さ
ま
の
子
ど
も
』
で
す
。
裏
方
と
し
て
焼
き

そ
ば
を
焼
い
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、
ス
ム
ー
ズ
な
進
行
に
ノ
リ
良
く
ご
協
力

し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

本
堂
に
写
真
を
掲
示
お
り
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。 



 

６ 

☆
第
二
十
三
回 

晴
香
の
『真
宗
門
徒
の
マ
メ
知
識
』 

 

今
回
の
テ
ー
マ
は
『 

年
忌
法
事 

』
で
す
。 

ご
法
事
を
執
り
行
う
際
の
段
取
り
と
、
御
門
徒
の
皆
様
か
ら
よ
く
い
た
だ

く
ご
質
問
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。 

 ☆
日
程
調
整
に
つ
い
て 

 

ご
希
望
の
日
時
が
あ
り
ま
し
た
ら
寺
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
お
電
話
で
結
構
で
す
。 

     

と
い
う
三
点
を
、
ま
ず
お
知
ら
せ
い
た
だ
け
る
と
有
難
い
で
す
。
法
要
を
重
軽
で

表
す
と
、
ご
自
宅
に
御
本
尊
を
お
迎
え
し
て
勤
め
る
法
事
が
重
い
（
よ
り
丁
寧
な
）

法
要
と
な
り
ま
す
。 

 ☆
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
に
つ
い
て 

 

法
事
に
出
席
さ
れ
る
方
々
に
正
式
な
ご
案
内
を
す
る
前
に
、
細
か
い
打
ち
合
わ
せ

を
お
願
い
し
ま
す
。
皆
様
に
毎
回
お
伝
え
し
て
い
る
こ
と
は 

  

 

で
す
。
ご
自
宅
で
の
ご
法
事
と
、
寺
の
本
堂
で
行
う
ご
法
事
の
場
合
は
、
準
備
し

て
い
た
だ
く
物
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ご
不
明
な
点
は
、
遠
慮
な
く
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。 

 

☆
当
日
の
流
れ
は
？ 

 

① 

ご
自
宅
の
準
備 

御
本
尊
を
お
迎
え
し
て
の
ご
法
事
の
場
合
、
床
の
間
に
御
本
尊
を
お
掛
け
し
、

そ
の
前
に
仮
の
壇
を
組
み
荘
厳
し
ま
す
の
で
、
床
の
間
を
空
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。

御
華
、
御
供
物
（
果
物
・
饅
頭
の
よ
う
な
菓
子
）、
御
飯
等
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。 

② 

御
本
尊
・
僧
侶
を
お
迎
え
・ 

ご
自
宅
で
の
ご
法
事
の
場
合
、
御
本
尊
様
と
僧
侶
の
迎
え
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ

の
際
、
ご
自
宅
に
仮
の
壇
を
組
み
荘
厳
し
ま
す
の
で
、
仏
具
等
も
運
ん
で
い
た
だ

く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
お
車
や
人
数
の
関
係
で
、
難
し
い
場
合
は
、
前
日
ま
で
に

仏
具
を
運
ん
で
い
た
だ
き
、
当
日
は
タ
ク
シ
ー
で
…
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

③
参
詣
の
お
客
さ
ん
の
お
迎
え 

寺
の
本
堂
で
の
ご
法
事
で
、
集
合
場
所
を
浄
敬
寺
と
ご
案
内
し
た
場
合
は
、
施
主

さ
ん
ご
家
族
の
ど
な
た
か
が
早
め
に
来
ら
れ
て
、
親
戚
等
参
詣
の
方
の
お
迎
え
を

お
願
い
し
ま
す
。 

④
法
要
次
第 

・
伽
陀 

→ 
 

・
表
白 

→ 
 

・
御
経 

→ 
 

・
お
正
信
偈
・
念
仏
・
和
讃
・
回
向
の
同
朋
唱
和 

 
 

 
 

→ 

・
法
話 

→ 
 

⑤
お
と
き 

『
お
と
き
』
と
は
、
漢
字
で
『
御
斎
』。
斎
の
字
は
も
と
も
と
、
寺
院
で
生
活
す
る

僧
侶
の
食
事
の
こ
と
を
表
わ
し
、
そ
の
意
味
は
「
正
し
い
」「
慎
み
」
な
ど
の
意
味

が
あ
り
ま
す
。
元
々
は
精
進
料
理
を
意
味
し
た
の
で
す
が
、
い
つ
し
か
仏
事
の
後

の
食
事
を
お
斎
（
と
き
）
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
単
な
る
腹
ご
し
ら
え
や

宴
会
に
せ
ず
、
ご
縁
の
あ
る
方
と
仏
法
を
語
ら
う
場
と
し
た
い
も
の
で
す
。 

⑥
礼
参 

 
御
本
尊
を
お
迎
え
し
た
ご
法
事
の
際
は
、
ま
た
寺
へ
御
本
尊
を
お
連
れ
す
る
…
と

言
う
意
味
で
礼
参
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

☆
小
さ
な
お
子
様
連
れ
の
方
へ 

子
ど
も
が
騒
が
な
い
か
心
配
…
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、 

縁
の
深
い
方
の
生
き
ら
れ
た
証
が
子
ど
も
達
で
す
。
お
寺
の
雰
囲
気 

を
味
わ
う
良
い
機
会
と
考
え
て
、
ぜ
ひ
ご
一
緒
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

寺
に
は
絵
本
や
お
も
ち
ゃ
も
あ
り
ま
す
し
、
元
気
な
子
ど
も
達
も
お
り
ま
す
。 

ち
ょ
っ
こ
ら 

解
説
！ 

 
①
誰
の
何
回
忌
を
お
勤
め
す
る
の
か 

 

②
会
場
は
、
自
宅
か
寺
の
本
堂
か 

自
宅
の
場
合
、
寺
か
ら
御
本
尊
を
お
迎
え
す
る
か
お
内
仏
か 

③
お
と
き
の
有
無
は 

 

①
用
意
し
て
い
た
だ
く
も
の 

 

②
当
日
の
流
れ
（
時
間
配
分
等
）
の
確
認
と
ご
説
明 

 



 

７ 

☆
二
〇
一
五
年
後
半
の
行
事
予
定 

  

八
月
十
三
日
～
十
六
日 

盂
蘭
盆
会
（
お
盆
） 

＊
十
三
日
・
・
・
午
前
六
時
よ
り 

本
堂
に
て
お
朝
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
月
十
二
日
（
土
） 

 

正
信
偈
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

 

九
月
二
十
七
日
（
日
） 
「
音
市
場
」
会
場 

 

九
月
二
十
～
二
十
六
日 

秋
彼
岸 

 
 

＊
お
中
日 

二
十
三
日
（
秋
分
の
日
） 

午
前
十
時
半
～
法
話
勤
行
後
お
と
き 

 

十
月
一
日
（
木
） 

 
 

女
性
坊
守
研
修
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
場 

エ
ネ
ル
ギ
ー
ホ
ー
ル 

 

十
月
十
日
（
土
） 

 
 

正
信
偈
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

 

十
一
月
五
～
八
日 

 
 

三
条
別
院
報
恩
講 

期
間
中
、
十
組
団
体
参
拝
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

十
一
月
十
四
日
（
土
） 

正
信
偈
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

 

十
一
月
二
十
二
日
（
日
） 

し
ま
い
講
（
例
年
よ
り
一
週
間
早
め
ま
す
） 

＊
午
前
十
時
半
よ
り
法
話
・
勤
行
・
お
と
き 

 
 

 
 

 

十
一
月
二
十
六
～
二
十
八
日
（
木
～
土
） 

＊
浄
敬
寺
同
朋
会
旅
行
（
本
山
報
恩
講
を
お
参
り
し
ま
す
） 

 

十
二
月
十
三
日
（
日
） 

 

年
末
法
話
会 

講
師 

田
澤
一
明
師 

 

(

新
潟
市
明
誓
寺
住
職) 

 

二
〇
一
六
年
一
月
一
日 

 

修
正
会
勤
行 

 
 

 

朝
六
時
よ
り 

 

一
月
一
～
二
日 

 

年
始
参 

 

＊
真
宗
門
徒
の
一
年
は
、
御
本
尊
の
お
参
り
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う 

  

☆
― 

仏
教
名
言
集 

第
十
八
回 

― 

『 

命
数
法

め
い
す
う
ほ
う 

』 
 

子
ど
も
と
Ｔ
Ｖ
を
見
て
い
ま
し
た
ら
元
大
関
小
錦
が
子
ど
も
と
一
緒
に

「
恒
河
沙
（
ご
う
が
し
ゃ
）」、「
阿
僧
祇
（
あ
そ
う
ぎ
）」、「
那
由
他
（
な

ゆ
た
）」
な
ど
、
お
経
に
で
て
く
る
イ
ン
ド
の
言
葉
を
歌
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
歌
を
聞
い
て
い
ま
し
た
ら
「
一 

十 

百 

千 

万 

億 

兆 

京 

垓 

秭 

穰 

溝 

澗 

正 

載 

極 

恒
河
沙 

阿
僧
祇 

那
由
他 

不
可
思
議 

無
量

大
数
」
と
歌
っ
て
い
ま
し
た
。
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
命
数
法
と

い
う
数
の
大
き
さ
を
表
わ
す
言
葉
で
し
た
。
歌
の
最
後
の
「
無
量
大
数
」

と
は
、1

0

の6
8

乗
と
い
う
と
て
つ
も
な
い
数
だ
そ
う
で
す
。 

 

と
て
つ
も
な
い
数
と
い
え
ば
、
人
間
が
営
み
繋
い
で
き
た
私
た
ち
の

命
も
、
た
い
へ
ん
な
数
で
す
。
私
た
ち
か
ら
十
代
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
そ
の

親
の
数
は
千
二
十
四
人
と
な
り
、
三
十
二
代
さ
か
の
ぼ
れ
ば
四
十
二
億

人
の
親
が
い
る
そ
う
で
す
。
有
史
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
ど
れ
だ
け
の
数

に
な
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
思
う
に
命
数
法
と
は
字
の
ご
と
く
、
命

の
数
を
表
現
す
る
方
法
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

仏
教
で
は
、
数
の
多
さ
は
同
時
に
深
さ
を
現
し
ま
す
。
人
間
が
繋
い

で
き
た
命
と
は
、
不
可
思
議
ま
た
は
無
量
大
数
の
命
の
深
さ
が
あ
る
と

感
じ
ま
す
。
子
ど
も
と
ＴⅤ

を
見
て
い
て
思
わ
ぬ
発
見
で
し
た
。 

（ 

当 
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（中村進四郎様撮影） 

                

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

 

戦
後
七
〇
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
テ
レ
ビ
で
は
様
々
な
特
集
が
組

ま
れ
、
多
様
な
見
解
で
報
道
や
情
報
が
流
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
未

来
を
創
る
の
は
政
治
家
で
は
な
い
…
と
い
う
風
が
吹
き
始
め
た
中
で
、

二
十
五
号
の
編
集
を
し
ま
し
た
。
巻
頭
の
法
語
は
、「
私
は
正
し
い
」
と

い
う
正
義
立
て
、
自
分
の
意
見
を
正
論
と
し
て
相
手
を
裁
い
て
い
く
私

た
ち
の
姿
を
思
い
、
選
び
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
「
人
間
は
ど
う
に
も
な

ら
な
い
罪
深
い
身
を
抱
え
た
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
賑
や
か
な
子
ど
も
達
と
の
毎
日
、
慙
愧
の
心
を
忘
れ

ず
、「
ご
め
ん
な
さ
い
」
を
言
え
る
大
人
で
あ
り
た
い
と
思
わ
さ
れ
て
い

ま
す
。 
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