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節
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つ

到
来
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う
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と
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う
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と
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用
心

よ
う
じ
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を
も
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、
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の
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え
に
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来 き
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う
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う
ろ

を
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節

じ

せ

つ

到
来

と
う
ら
い

と
は
云 い

う
べ
し
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【 

意
訳
・
解
説 

】 

時
節
到
来
と
い
う
こ
と･･･

縁
が
熟
し
、
信
心
を
え
る
、
教
え
に
目 

が
覚
め
る
と
い
う
時
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
頃
か
ら 

仏
法
を
聞
く
心
を
持
ち
、
仏
法
に
基
づ
い
た
生
活
を
重
ね
た
上
で 

訪
れ
る
出
来
事
を
い
う
の
で
あ
る
。 

  

年
末
に
執
り
行
っ
た
お
葬
儀
で
の
こ
と
、
喪
主
様
の
お
子
様
や
お
孫
様

に
あ
た
る
若
い
方
々
が
、
一
緒
に
お
参
り
し
、
涙
し
、
お
と
き
の
席
で
は

会
葬
の
方
々
に
お
礼
を
言
い
な
が
ら
お
酌
し
て
ま
わ
る
姿
に
お
会
い
し

ま
し
た
。
お
内
仏
に
向
か
う
こ
と
、
人
付
き
合
い
の
術
も
、
亡
き
方
が
後

姿
で
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
証
で
す
。「
時
節
到
来
」
と
い
う
こ
と
は
、

普
段
の
積
み
重
ね
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。 

↓
柏
崎
大
使
拝
命 

↓御伝鈔拝読 

← 

歎異抄の会 

有縁講 

  ↓→ 

←しまい講↓ 

 ← ↑ → 

年末法話会 



 

２ 

☆
巻
頭
法
話
『
年
頭
に
あ
た
り
』
☆ 

新
春
の
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
「
年
は
と
り
た
く
な
い

が
長
生
き
は
し
た
い
。
煩
悩
に
正
月
休
み
な
し
」
あ
る
お
寺
の

掲
示
板
の
文
で
す
。
私
達
の
心
の
核
心
を
付
い
た
言
葉
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
長
寿
社
会
と
な
り
、
老
後
の
様
々
な
問
題
が

取
り
沙
汰
さ
れ
る
中
、
私
達
は
よ
く
年
は
と
り
た
く
な
い
も
の

だ
と
口
に
し
ま
す
が
、
年
は
誰
に
で
も
平
等
に
積
み
重
な
っ
て

き
ま
す
。
長
患
い
す
る
こ
と
な
く
コ
ロ
ッ
と
往
き
た
い
も
の
だ

と
は
良
く
聞
き
ま
す
が
、
実
際
の
思
い
は
必
ず
し
も
そ
う
ば
か

り
と
は
い
え
な
い
の
も
私
達
で
す
。
し
か
し
、
否
応
無
し
の
人

の
命
の
姿
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
年
末
に
は

多
く
の
年
賀
欠
礼
の
は
が
き
を
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
の
度
、

大
学
時
代
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
神
戸
の
先
輩
が
五
月
十

七
日
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
い
た
だ
き
愕
然
と
し

ま
し
た
。
私
よ
り
そ
れ
程
年
が
上
の
方
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

神
戸
の
地
震
で
相
当
の
被
害
を
受
け
、
そ
の
後
な
か
な
か
元
の

生
活
に
戻
れ
な
い
と
い
う
悩
み
は
聞
い
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

心
配
は
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
ま
さ
か
こ
ん
な
に
早
く
訃
報
を

聞
く
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
一
日
前

の
五
月
十
六
日
に
は
、
同
じ
く
私
が
市
役
所
に
奉
職
し
た
時
に

同
僚
で
あ
り
先
輩
で
あ
っ
た
方
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
京
都

出
身
の
方
で
し
た
が
、
縁
あ
っ
て
遠
方
の
柏
崎
に
勤
め
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
ど
も
夫
婦
の
結
婚
式
で
は
披
露
宴
の

司
会
も
し
て
い
た
だ
く
な
ど
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

生
前
、「
俺
が
死
ん
だ
ら
葬
式
出
し
て
く
れ
」
な
ど
と
酒
席
の
冗

談
で
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
ま
さ
か
が
現
実
と
な
り
、
私

が
葬
儀
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
全
く
違
う
場
所
で

す
が
、
僅
か
一
日
違
い
で
大
変
縁
の
深
か
っ
た
方
が
浄
土
に
還

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
人
の
世
の
無
常
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
た

こ
と
で
し
た
。
考
え
て
見
ま
す
と
、
私
自
身
も
い
よ
い
よ
高
齢

者
の
仲
間
入
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
昨
年
か
ら
民
生

委
員
を
仰
せ
つ
か
り
、
及
ば
ず
な
が
ら
地
域
の
た
め
に
力
に
な

れ
れ
ば
、
な
ど
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
市
役
所
か
ら
お
預
か
り

し
た
高
齢
者
名
簿
に
自
分
の
名
前
も
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
苦

笑
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
Ｊ
Ｒ
も
三
割
引
で
乗
れ
ま
す
し
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
も
安
く
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
案
内
も
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
し
、

年
金
も
満
額
支
給
に
な
り
ま
し
た
。
一
見
有
り
難
い
こ
と
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
自
分
が
高
齢
者
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
の
証
し
で
す
。
高
齢
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
ま

で
出
来
た
こ
と
が
段
々
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
も
、
現
実
は
残

酷
で
す
。
去
年
で
き
た
こ
と
が
今
年
は
出
来
な
く
な
る
。
こ
う

い
う
事
実
に
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
現
実
が
私
達
に
冒
頭
の
言
葉
の
よ
う
な
葛

藤
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
古
来
、
先
人
た
ち
は
皆
こ
う
い

う
悩
み
を
抱
え
て
人
生
を
生
き
、
人
生
を
終
え
て
き
ま
し
た
。



 

３ 

例
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
だ
け
は
違
う
と
思
う
の
は
人
間
の

煩
悩
で
す
。
そ
う
思
う
時
、
こ
の
一
度
限
り
の
人
生
を
自
分
の

煩
悩
の
束
縛
の
中
で
苦
し
む
の
は
如
何
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
聖
人
は
「
末
燈
鈔
」
の
中
で
「
こ
の
身
は
今
は
歳
き
わ
ま

り
て
候
え
ば
、
定
め
て
先
立
ち
て
往
生
し
候
わ
ん
ず
れ
ば
、
浄

土
に
て
必
ず
必
ず
待
ち
ま
い
ら
せ
候
べ
し
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。
旅
行
に
行
っ
て
楽
し
い
の
も
、
帰
る
べ
き
家
が

あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
全
て
の
人
が
還
っ
て
い
く
世
界
、
浄
土
。

還
っ
て
い
く
世
界
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
い
た
だ
い
て
い
る
こ

の
「
い
の
ち
」
を
輝
か
せ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
年
も
皆
様
と
共
に
聞
法
し
て
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

合
掌 

 

（ 
住 

職 

） 

 
          

☆
庫
裡
便
り 

（ 

坊
守 

） 

◎
九
月
八
日
、
親
戚
寺
院
北
条
西
方
寺
の
ご
当
院
の
結
婚
式
が
あ
り
、
住

職
は
司
婚
の
大
役
を
務
め
ま
し
た
。
仏
前
で
の
誓
の
言
葉
に
十
年
前
の

若
夫
婦
と
二
年
前
の
娘
の
結
婚
式
を
思
い
出
し
胸
が
あ
つ
く
な
り
ま
し

た
。
ご
門
徒
の
方
も
是
非
荘
厳
な
仏
前
結
婚
式
を
挙
げ
ま
せ
ん
か
。
ご

縁
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
寺
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

◎
当
院
は
出
雲
崎
の
良
寛
記
念
館
に
館
長
代
理
と
し
て
勤
め
て
い
ま
す

が
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
や
貞
心
尼
展
開
催
セ
レ
モ
ニ
ー
ト
ー
ク
、
長

野
で
の
出
張
展
示
等
、
活
躍
の
場
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
も
機
会

を
見
つ
け
、
是
非
良
寛
記
念
館
に
足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
当
院

が
展
示
品
の
説
明
も
し
て
く
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。 

 

◎
十
一
月
五
日
～
八
日
ま
で
、
三
条
別
院
お
取
り
越
し
報
恩
講(

お
引

き
上
げ
）
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
が
、
六
日
に
は
准
坊
守(

晴
香
）
の
御

伝
鈔
拝
読
が
あ
り
ま
し
た
。
別
院
で
女
性
初
の
御
伝
鈔
拝
読
と
い
う
こ

と
で
本
人
も
相
当
の
重
圧
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
無
事
大
役
を
果
た
せ

ま
し
た
。
私
も
本
山
御
鍵
役
の
接
待
、
お
斎
準
備
の
手
伝
い
に
出
向
き

ま
し
た
。
音
楽
法
要
、
団
体
参
拝
に
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
◎
文
学
座
に
所
属
す
る
二
女
千
晶
は
、
イ
ベ
ン
ト
や
テ
レ
ビ
出
演
、
映

画
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
や
オ
リ
エ
ン
ト
急
行
殺
人
事
件
の
吹
き
替
え
、
演

劇
公
演
等
忙
し
く
活
動
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
た
び
市
長
様
よ
り
柏
崎

大
使
に
任
命
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
は
柏
崎
の
た
め
に
も
頑
張

っ
て
く
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
四
月
に
は
長
岡
で
の
文
学
座
地
方
公

演
に
出
演
が
予
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。 



 

４ 

☆
二
〇
一
六
年
後
半
を
振
り
返
っ
て 

 
◎
秋
彼
岸
（
お
中
日
九
月
二
十
三
日
）
法
話 

住
職 

「
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
」
に
「
い
た
り
て
か
た
き
は
、

石
な
り
。
至
り
て
や
わ
ら
か
な
る
は
、
水
な
り
。
水
、
よ
く

石
を
う
が
つ
。」
と
い
う
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
今
の
世
界
状

況
も
そ
う
で
す
が
、
私
達
は
や
や
も
す
る
と
お
互
い
に
石
の

よ
う
な
硬
い
心
と
心
を
ぶ
つ
け
合
い
、
傷
付
つ
い
て
い
ま
す
。

ど
ち
ら
か
が
柔
ら
か
な
水
の
よ
う
な
心
が
持
て
れ
ば
、
や
が

て
は
相
手
も
心
を
和
ら
げ
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
・
・
・
と

住
職
よ
り
法
話
が
あ
り
ま
し
た
。 

毎
年
春
分
の
日
と
秋
分
の
日
に
は
、
お
彼
岸
の
中
日
の
法
要

が
勤
ま
り
ま
す
。
十
時
半
よ
り
法
話
・
勤
行
・
お
と
き
、
終
了

は
十
三
時
頃
の
予
定
で
す
。
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 

◎
『
音
市
場
』
開
催
（
十
月
一
日
） 

一
日
フ
リ
ー
パ
ス
券
を
購
入
し
、
市
内
の
飲
食
店
や
ホ
ー

ル
・
お
堂
を
会
場
を
巡
る
こ
と
が
で
き
る
音
市
場
。
浄
敬
寺
も

会
場
と
し
て
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
プ
ロ
・
ア
マ

問
わ
ず
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
披
露
す
る
場
の
あ
る
こ

と
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
身
近
に
音
楽
を
楽
し
め
る
こ
と
は
、

素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。 

こ
の
度
浄
敬
寺
で
演
奏
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
ワ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
の
ミ
ル
フ
ィ
ー
ユ
さ
ん
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
ピ
ア
ノ
の
小
田
剛
志
さ
ん
、
ア
コ
ー

デ
ィ
オ
ン
と
ピ
ア
ノ
の
岩
下
さ
ん
の
３
グ
ル
ー
プ
で
し
た
。 

 

◎
三
条
別
院
報
恩
講
お
取
り
越
し 

団
参
（
十
一
月
八
日
） 

十
組
の
団
体
参
拝
に
は
、
浄
敬
寺
か
ら
も
沢
山
の
方
か
ら
ご
参

加
い
た
だ
き
、
結
願
日
中
を
お
参
り
し
、
名
和
正
真
師
の
絵
解
き

法
話
の
拝
聴
し
ま
し
た
。
別
院
に
て
お
と
き
を
い
た
だ
い
た
後

は
、
恒
例
の
寺
泊
の
鮮
魚
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
帰
柏
し
ま
し
た
。 

報
恩
講
期
間
中
、
坊
守
は
お
鍵
役
の
接
待
や
お
と
き
の
手
伝

い
と
、
教
区
の
坊
守
会
長
と
し
て
の
お
役
目
も
果
た
し
、
住
職

は
内
陣
出
仕
、
晴
香
は
例
年
の
外
陣
勤
め
に
加
え
、
御
伝
鈔
拝

読
と
い
う
大
役
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
学
び
多
い

法
要
で
し
た
。
初
日
の
音
楽
法
要
に
は
、
坊
守
と
浄
敬
寺
御
門

徒
四
名
の
方
か
ら
合
唱
団
と
し
て
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

◎
赤
倉
有
縁
講 

団
参
（
十
一
月
十
五
～
十
六
日
） 

 

親
鸞
聖
人
ご
上
陸
の
居
多
ヶ
浜
記
念
堂
を
参
拝
し
、
赤
倉

ホ
テ
ル
へ
。
法
話
の
ご
講
師
は
今
泉
先
生
で
、
有
縁
講
の
由
来

や
私
た
ち
門
徒
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
を
お
伝
え
い
た
だ

き
、
心
に
響
く
ご
法
話
で
し
た
。
大
勢
の
参
詣
の
方
々
と
一
緒

に
、
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
翌
朝
の
妙
高
は
一
面
の

銀
世
界
。
長
野
に
向
か
う
と
お
天
気
も
回
復
し
、
恒
例
の
り
ん

ご
狩
り
を
楽
し
ん
で
き
ま
し
た
。 

 

来
年
は
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
参
加
し
ま
せ
ん
か
？ 

 
 

（ 

坊
守 

記 

） 

 

◎
し
ま
い
講
（
十
一
月
二
十
六
日
）
法
話
・
住
職
、
御
伝
鈔
解
説
・
晴
香 

浄
敬
寺
で
は
お
と
き
を
準
備
し
、
法
話
や
勤
行
に
遇
っ
て
い
た
だ
く
「
お
講
」

形
式
の
行
事
が
年
に
五
～
六
回
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
締
め
括
り
が
し
ま
い
講

で
す
。
台
所
の
お
当
番
の
下
原
地
区
の
方
、
多
く
の
お
参
り
の
御
門
徒
の
皆
様

の
お
陰
で
無
事
最
後
の
お
講
を
お
勤
め
す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。 

住
職
の
法
話
に
続
き
、
十
一
月
六
日
の
三
条
別
院
報
恩
講
に
お
い
て
、
御

伝
鈔
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
准
坊
守
・
晴
香
よ
り
、
当

日
に
当
院
が
撮
影
し
た
ビ
デ
オ
を
流
し
な
が
ら
、
御
伝
鈔
の

内
容
や
諸
作
法
に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

    



 

５ 

◎
年
末
法
話
会
（
十
二
月
十
日
） 

『
御
同
朋
・
御
同
行
の
こ
こ
ろ
』 

講
師 

今
泉 

温
資 

氏 

 

十
二
月
十
日
の
年
末
法
話
会
は
、
い
つ
も
五
月
十
九
日
の

報
恩
講
で
御
法
話
を
い
た
だ
い
て
い
る
、
今
泉
先
生
か
ら
お

話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

最
近
、
特
に
関
東
で
は
、
自
分
の
家
の
宗
派
が
ど
こ
で
あ
る

の
か
を
、
言
え
る
人
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か

ら
、
葬
儀
の
時
な
ど
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
明
確
に
宗
派
を
葬
儀
屋
に

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
大
抵
、
ご
門
徒
の
方
で
す
。

そ
れ
は
、
ご
門
徒
の
方
が
真
宗
の
教
え
、
親
鸞
聖
人
の

お
念
仏
し
な
さ
い
と
い
う
教
え
を
大
切
に
し
て
い
る
か

ら
で
す
。 

親
鸞
聖
人
は
、
想
像
を
絶
す
る
厳
し
い
修
行
の
中
で
、

夢
告
に
よ
り
法
然
上
人
の
道
場
に
行
き
ま
す
。
そ
こ
で

見
た
の
は
、
農
民
や
公
家
、
武
士
や
商
人
な
ど
、
様
々

な
階
級
の
人
た
ち
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
、
そ
こ
で
初

め
て
、
生
き
た
仏
教
を
垣
間
見
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人

は
、
偶
発
的
に
そ
の
よ
う
な
場
が
で
き
た
の
で
は
な
く
、

先
に
は
七
高
僧
、
そ
し
て
阿
弥
陀
様
の
願
い
を
伝
え
て
く
れ
た
お
釈
迦
様
が

道
を
示
し
て
く
れ
た
お
陰
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
の
で
し
た
。
そ
の
阿

弥
陀
様
の
願
い
、
お
念
仏
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
に
目
覚
め
、
集
う
者
た
ち
を

御
同
朋
・
御
同
行
と
い
い
ま
す
。
私
た
ち
も
、
生
ま
れ
た
場
所
も
時
間
、
育
っ

た
環
境
も
全
て
違
う
も
の
同
士
が
こ
の
よ
う
に
一
同
に
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

違
っ
た
ま
ま
で
繋
が
っ
て
行
け
る
存
在
、
そ
れ
が
御
同
朋
・
御
同
行
で
す
。
真

宗
の
人
は
、
そ
の
関
係
を
大
切
に
し
て
き
た
の
で
す
。 

 

ま
た
今
日
の
よ
う
な
法
話
会
を
ど
ん
ど
ん
開
い
て
、
皆
で
集
ま
っ
て
お
念

仏
の
お
話
を
聞
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

先
生
は
終
始
、
大
き
な
声
で
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。 

（ 

当
院 

記 

） 

☆
新
コ
ー
ナ
ー 

お
寺
潜
入
レ
ポ
ー
ト 

久
々
に
立
ち
上
げ
ま
し
た
新
コ
ー
ナ
ー
は･･･

『
お
寺
潜
入
レ
ポ
』 

浄
敬
寺
の
中
の
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
内
部
情
報
？
）
を
准
坊
守
・

晴
香
目
線
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
！ 

今
回
は
、
よ
く
御
門
徒
の
皆
様
か
ら
お
声
か
け
い
た
だ
く
、「
お
庭
が
き
れ
い

で
す
ね
」
の
ヒ
ミ
ツ
を
大
公
開
い
た
し
ま
す
♪ 

                   

落
ち
葉
掃
き
や
草
と
り
は
一
年
を
通
じ
て
、
住
職
・
坊
守
が
頑
張
っ
て
お
り

り
ま
す
が
、
毎
年
欠
か
せ
な
い
の
は
プ
ロ
の
手
に
よ
る
植
木
物
の
お
手
入
れ
。 

鍛
錬
さ
れ
た
プ
ロ
の
技
に
見
と
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

毎年花の終わった初夏の頃に、 

庭師・小林義民親方の元、総勢４～５名

の方が作業に来てくださいます。 



 

６ 

☆
二
〇
一
七
年
前
半
の
行
事
予
定 

 

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 

 

一
月
二
十
日
（
土
）
歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 
 

二
月
十
日
（
土
） 

歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 
 

三
月
十
七
日
（
土
） 

柏
刈
同
朋
の
会
報
恩
講
（
産
業
文
化
会
館
） 

 

午
後
一
時
三
十
分
～ 

 
 

 
 

法
話 

姫
路
医
療
セ
ン
タ
ー
小
児
科
医
師
・
梶
原 

敬
一 

師 
 

三
月
十
八
～
二
十
四
日 

春
彼
岸 

＊
お
中
日 

二
十
一
日
（
春
分
の
日
） 

午
前
十
時
半
～
法
話
・
勤
行
後
・
お
と
き 

 

四
月
一
～
三
日
（
日
～
火
） 
 

 

＊
浄
敬
寺
同
朋
の
会
旅
行
『
真
宗
本
廟
春
の
法
要
参
拝
』 

春
の
法
要
厳
修
中
の
真
宗
本
廟
に
参
拝
、
一
日
目
の
音
楽

法
要
を
お
参
り
し
、
桜
満
開
の
京
都
を
旅
し
ま
す
。 

お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

四
月
十
四
日
（
土
） 

歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

五
月
十
八
日
（
金
） 

報
恩
講
お
引
き
上
げ 

午
前
十
時
～ 

 

法
話
（
今
泉 

温
資 

師
） 

引
き
続
き 

勤
行
（
御
満
座
）・
お
と
き 

 

＊
小
学
校
の
運
動
会
と
重
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る 

 

例
年
よ
り
一
日
引
き
上
げ
て
お
勤
め
し
ま
す
。 

 

六
月
九
日
（
土
） 

歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

 

仏
教
文
化
講
演
会 

 

十
三
時
半
～ 

 
 

 
 

 
 

 

六
月
二
十
四
日
（
日
）
夏
の
法
話
会 

午
後
一
時
半
～ 

 

 

七
月
十
四
日
（
土
）
盆
参
会
（
盆
内
）
両
日
と
も
十
時
半
～ 

 
 

 
 

十
五
日
（
日
） 

 

法
話
・
勤
行
・
お
と
き
が
あ
り
ま
す 

 

八
月
五
日
（
日
） 

夏
休
み
子
ど
も
の
集
い 

午
後
四
時
～ 

 

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
勤
行 

 

定
例
法
話
会
『
歎
異
抄
を
よ
む
会
』
の
ご
案
内 

＊
日
時 

基
本
的
に
第
二
土
曜
日
午
前
九
時
よ
り
（
一
月
は
第
三
） 

 
 

 
 

一
・
二
・
四
・
六
・
九
・
十
・
十
一
月
開
催 

＊
内
容 

『
歎
異
抄
』
の
解
説
、
正
信
偈
の
お
勤
め 

終
了
後
、
自
由
参
加
で
茶
話
会
あ
り 

＊
持
ち
物 
赤
本 

念
珠 

『
歎
異
抄
』
の
冊
子 

「
報
恩
講
」
は
、 

真
宗
門
徒
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
年

中
行
事
で
す 

皆
様
か
ら
ぜ
ひ
聞

い
て
い
た
だ
き
た

い
ご
法
話
で
す
。 

 



 

７ 

☆
第
二
十
八
回 

晴
香
の
『
真
宗
門
徒
の
マ
メ
知
識
』 

 

今
回
の
テ
ー
マ
は
『
御
伝
鈔
』
っ
て
な
～
に
？
で
す
。 

 

去
る
十
一
月
六
日
、
人
生
初
の
大
役
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。 

そ
の
大
役
と
は
、
三
条
別
院
の
広
い
お
堂
で
の
御
伝
鈔
拝
読
！ 

今
回
は
『
御
伝
鈔
』
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。 

  

☆
『
御
伝
鈔

ご
で
ん
し
ょ
う

』・
・
・ 

正
式
名
『
本 ほ

ん

願 が
ん

寺 じ

聖
し
ょ
う

人 に
ん

伝 で
ん

絵 ね

』 

親
鸞
聖
人
の
ひ
孫
で
本
願
寺
の
三
代
目
・
覚
如

か
く
に
ょ

上
人

し
ょ
う
に
ん

の
著
で
、
宗
祖
親
鸞

聖
人
の
伝
記
で
す
。 

覚
如
上
人
が
記
さ
れ
た
代
表
的
な
も
の
に
『
報
恩
講
私
記
（
式
文
）
』
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
も
、
御
本
山
や
別
院
の
登
高
座
で
読
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

親
鸞
聖
人
三
十
三
回
忌
の
法
要
を
勤
修
す
る
に
あ
た
り
、
法
要
の
主
旨
を
記

さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
三
十
三
回
忌
法
要
の
一
年
後
に
こ
の
御
伝
鈔
の

初
稿
を
著
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
覚
如
上
人
二
十
六
歳
（
お

若
い
で
す
ね･･･

）。
そ
の
後
も
康
永
二
年
の
七
十
四
歳
頃
ま
で
推
敲
さ
れ
た
為
、

数
種
類
の
文
脈
の
異
な
る
本
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
東
本
願
寺
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
「
康
永
本
」
が
最
終
決
定
版
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

☆
い
つ
聞
け
る
？ 

＊
真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）
で
は
、
十
一
月
二
十
一
～
二
十
八
日
の
七
昼
夜
の

報
恩
講
中
、
二
十
五
日
の
十
七
時
～
上
下
巻
を 

＊
三
条
別
院
で
は
、
報
恩
講
期
間
中
の
十
一
月
五
日
の
逮
夜
後
に
上
巻
、
十
一

月
六
日
の
逮
夜
後
に
下
巻
を 

＊
末
寺
で
拝
読
の
場
合
は
、
報
恩
講
を
昼
夜
（
二
日
間
）
に
渡
っ
て
お
勤
め
し
、

逮
夜
の
お
勤
め
後
に 

雨
戸
を
全
て
閉
め
、
堂
内
を
暗
く
し
て
蝋
燭
の
明
か
り
で
拝
読
し
ま
す
。 

（
近
年
は
安
全
対
策
の
為
も
あ
っ
て
、
や
や
電
気
も
使
い
ま
す
） 

☆
『
御
伝
鈔
』
と
『
御
絵
伝
』 

元
々
は
絵
巻
物
に
な
っ
て
お
り
、
上
巻
八
段
・
下
巻
七
段
の
２
巻
、
ま
た
は
、

上
２
巻
・
下
２
巻
の
計
４
巻
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。 

絵
巻
物
で
は
、
大
勢
の
人
が
拝
観
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
後
に
詞
と
絵
に
分
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
詞
の
巻
物
を
『
御
伝
鈔
』、
絵
の
掛
け
軸
を
『
御

絵
伝
』
と
言
い
ま
す
。 

     

 
           

  

☆
さ
い
ご
に 

先
輩
方
か
ら
沢
山
の
助
言
を
い
た
だ
き
、
耳
の
底
に
残
る
師
匠
の
声
を
思

い
出
し
な
が
ら
稽
古
し
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
や
生
涯
を
感
じ
な
が
ら
、
大
役

を
全
う
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の
精
一
杯･･･

い
え
い
え
、
そ
れ
以
上

が
出
ま
し
た
。
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
お
念
仏
、
大
切
に
伝
え
守
ら
れ
て

き
た
尊
い
場
の
力
を
感
じ
ま
し
た
。 

ち
ょ
っ
こ
ら 

解
説
！ 

 

御絵伝 

右から順に

下から上へ 

御伝鈔と 

卓持役２名 

燭持役２名 

「練り出し」 

 
内陣より御伝鈔を

運びます 

親鸞聖人の御影   

 の前にて拝読 
 

箱から巻物を出

し、巻物の紐を解

いているところ 

大坊主 

（拝聴役） 

 

４    ３    ２    １ 

灯りの調整の

為に、準備が

整うまで待つ 

 



 

８ 

☆
― 

仏
教
名
言
集 

第
二
十
三
回 

 

― 

『
北
枕
』 

― 
 

  

以
前
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
長
男
が
ク
イ
ズ
だ
と
い
っ
て
魚

の
図
鑑
を
抱
え
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
ク
イ
ズ
「
フ
グ
の
中
で
一
番
猛

毒
の
フ
グ
は
何
て
フ
グ
で
し
ょ
う
か
？
」。
私
は
「
ク
サ
フ
グ
」
と
答
え

ま
し
た
。
「
ブ
ッ
ブ
ー
、
正
解
は
『
キ
タ
マ
ク
ラ
（
北
枕
）
』
で
す
！
」
。

理
由
は
、
猛
毒
な
た
め
、
食
べ
た
ら
す
ぐ
北
枕
（
死
亡
）
に
な
る
か
ら
だ

そ
う
で
す
。
ど
な
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
銘
々
し
た
人
を
感
心
し
ま

し
た
。 

人
が
亡
く
な
る
と
ご
遺
体
の
頭
を
北
に
向
け
て
安
置
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
お
釈
迦
様
が
入
滅
さ
れ
た
時
に
「
頭
北
西
面
右
脇
臥
」
頭
を
北
に
向

け
、
右
脇
を
下
に
し
て
顔
は
西
を
向
い
て
い
た
こ
と
か
ら
き
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
亡
く
な
っ
た
ら
頭
を
北
に
す
る
「
北
枕
」
の
習
慣
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
北
枕
は
死
を
連
想
す
る
言
葉
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
北
枕
で
す
が
、
お
釈
迦
様
の
最
後
の

説
法
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
頭
北
右
脇
臥
」
は
人
間
の
一
番
リ
ラ
ッ

ク
ス
す
る
格
好
。
そ
し
て
「
西
面
」
西
を
向
く
こ
と
は
、
常
に
西
方
極
楽

浄
土
、
お
浄
土
を
願
い
な
さ
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
肩
肘
を
は
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
お
浄
土
を
願
い
な

さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
亡
く
な
っ
た
方
の
姿

か
ら
、
普
段
の
私
た
ち
の
生
活
が
見
返
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

（ 

当 

院 

） 

 

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

浄
敬
寺
だ
よ
り
は
今
号
で
第
三
十
号
と
な
り
ま
し
た
。
早
い
も
の

で･･･

と
言
い
た
く
は
な
り
ま
す
が
、
年
２
回
発
行
と
い
え
ど
も
、
毎
回

様
々
な
事
を
考
え
、
書
い
て
は
消
し
、
目
を
血
走
ら
せ
て
写
真
の
位
置

を
調
整
し
、
現
在
の
形
に
定
ま
る
ま
で
は
長
い
道
の
り
で
し
た
。
そ
の

間
、
家
族
も
増
え
、
生
活
の
形
態
も
変
化
さ
せ
な
が
ら
の
十
五
年
間
で

し
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
ス
タ
ー
ト
し
た
「
正
信
偈
の
会
（
現
在
は
歎
異
抄

の
会
）」
を
振
り
返
り
ま
し
て
も
、
十
五
年
前
、
若
さ
ゆ
え
の
熱
意
と
勢

い
で
始
め
た
こ
と
、
そ
れ
が
熱
を
失
う
こ
と
な
く
、
今
日
ま
で
続
け
て

来
ら
れ
た
の
は
、
御
門
徒
の
皆
様
の
あ
た
た
か
い
励
ま
し
の
お
陰
と
、

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

記
念
す
べ
き
三
十
号
、
カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
を
い
つ
も
よ
り
増
や
し
て
お

り
ま
す
。
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 
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☆
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

住
職 

to
m

i8
1
4
@

kisne
t.o

r.jp
 

 

晴
香 

haru3
1
0
@

kisne
t.o

r.jp
 

当
院 

m
inipapa@

kisne
t.o

r.jp
 

 ☆
ブ
ロ
グ 

『
真
宗
大
谷
派
浄
敬
寺  

小
僧
☆
は
る
か
の
気
ま
ぐ
れ
日
記
』 

http:
 /
/
 blo

g
s.y

aho
o
.co

.jp/
haru_0

3
1
0
_nag

a
  

本年もよろしく 

お願い申し上げます 

mailto:minipapa@kisnet.or.jp

