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【 

法
語

 

 

】 

「
わ
か
き
と
き
、
仏
法
は
た
し
な
め
」
と
、
候
う
。 

「
と
し
よ
れ
ば
、
行
歩
も
か
な
わ
ず
、 

ね
む
た
く
も
あ
る
な
り
。 

た
だ
、
わ
か
き
と
き
、
た
し
な
め
」
と
、
候
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書 

六
三 

 
 

【 

意
訳 

】 

仏
法
に
深
く
帰
依
し
た
人
が
、 

「
若
い
と
き
に
、
仏
法
を
聞
き
、
親
し
み
な
さ
い
」
と
、 

言
わ
れ
ま
し
た
。 

「
年
を
と
れ
ば
、
法
座
へ
歩
い
て
い
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、 

法
話
を
聞
い
て
い
て
も
眠
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

だ
か
ら
、
少
し
で
も
若
い
う
ち
に
心
が
け
て
聞
き
な
さ
い
。
」 

と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

 

＊
人
間
は
一
日
一
日
老
い
て
い
き
ま
す
。
明
日
の
自
分
よ
り
今
日

の
自
分
が
若
い
の
で
す
。
「
若
き
と
き
」
と
は
「
今
」
で
す
！ 



 

２ 

☆
巻
頭
法
話
『
年
頭
に
あ
た
り
』
☆ 

一
年
の
過
ぎ
る
早
さ
に
た
だ
驚
く
ば
か
り
で
す
が
、
そ
れ
で

も
一
年
と
い
う
月
日
は
自
分
の
心
に
多
く
の
事
を
刻
み
つ
け

る
も
の
で
す
。
昨
年
も
沢
山
の
有
縁
の
方
々
と
お
別
れ
せ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
若
い
頃
か
ら
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
方
、

お
寺
を
通
し
て
深
い
関
り
が
あ
っ
た
方
、
様
々
な
関
係
性
の
中

で
、
死
と
い
う
現
実
が
、
誰
も
が
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
と
言
う
、「
い
の
ち
」
の
姿
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る

も
の
で
し
た
。
諸
行
無
常
と
は
仏
教
が
教
え
る
真
実
で
す
。
ど

ん
な
に
お
元
気
な
方
で
あ
っ
て
も
、
や
が
て
年
齢
を
重
ね
、
病

を
得
、
い
の
ち
を
終
え
て
い
く
。
そ
れ
は
、
そ
の
方
々
が
身
を

賭
し
て
残
っ
た
私
ど
も
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
身
の
事

実
で
も
あ
り
ま
す
が
、
最
近
そ
の
こ
と
が
伝
わ
り
に
く
く
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

境
内
に
あ
る
大
欅
は
、
樹
齢
４
０
０
年
位
に
も
な
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
私
が
物
心
つ
い
た
頃
か
ら
四
季
を
通
じ
て

毎
年
同
じ
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
春
に
は
誕
生
し
た
新
し
い

生
命
の
よ
う
に
初
々
し
い
新
芽
を
一
面
に
付
け
、
や
が
て
美
し

い
若
者
の
姿
の
よ
う
な
新
緑
の
季
節
を
迎
え
、
屈
強
な
壮
年
時

代
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
濃
い
緑
葉
が
生
い
茂
り
、
秋
を
迎
え
る

と
共
に
そ
の
色
を
紅
色
に
変
え
、
冬
の
足
音
と
共
に
一
枚
、
ま

た
一
枚
と
散
り
落
ち
て
や
が
て
何
も
無
い
枝
だ
け
が
残
る
。
ま

さ
に
人
間
の
一
生
を
思
わ
せ
る
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

毎
年
晩
秋
に
欅
の
葉
を
箒
で
掃
き
な
が
ら
、
こ
れ
で
今
年
の
欅

の
一
生
が
終
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
思
い
が
し
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
今
年
、
思
わ
ぬ
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
落

葉
し
た
欅
の
葉
を
福
島
へ
持
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う

の
で
す
。
除
染
し
た
土
壌
の
新
た
な
土
造
り
に
使
い
た
い
と
い

う
お
話
し
で
し
た
。
今
ま
で
、
集
め
た
葉
は
ご
み
袋
に
入
れ
て

捨
て
て
い
た
だ
け
で
し
た
が
、
こ
の
お
話
を
い
た
だ
い
て
、
散

っ
て
い
っ
た
葉
が
ま
た
新
し
い
い
の
ち
と
な
っ
て
働
く
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
人

の
い
の
ち
が
こ
の
娑
婆
世
界
で
終
わ
っ
た
と
し
て
も
、
残
っ
た

私
た
ち
に
仏
様
と
し
て
浄
土
の
世
界
か
ら
働
い
て
い
て
く
だ

さ
る
の
だ
と
い
う
思
い
を
新
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
私
た

ち
は
亡
き
方
を
本
当
に
仏
様
と
し
て
い
た
だ
く
生
活
が
で
き

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
亡
き
方
が
我
が
身
を
通
し
て
私
た
ち

に
問
い
か
け
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
有
縁
の
人
達
が
皆
そ

れ
ぞ
れ
に
い
た
だ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
い
の
ち
の
繋
が

り
と
い
う
意
味
で
は
大
変
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
近
年
、

葬
儀
の
姿
も
様
子
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
商
業
ベ
ー
ス
に
乗

っ
て
必
要
以
上
に
過
大
に
行
う
こ
と
が
見
直
さ
れ
て
き
た
こ

と
は
良
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
亡
き
方
の
様
々
な
繋
が
り

が
、
あ
る
日
突
然
途
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
残
念
な
思
い
が

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
亡
き
方
か
ら
い
の
ち
の
姿
を
学
び
、

亡
き
方
を
仏
様
と
し
て
い
た
だ
き
、
自
ら
の
い
の
ち
の
糧
と
し

て
い
く
の
は
、
生
前
親
し
く
し
て
い
た
だ
い
た
者
に
と
っ
て
は

大
切
な
仏
縁
で
あ
る
は
ず
で
す
が
、
最
近
で
は
亡
く
な
っ
た
こ

と
さ
え
知
ら
さ
れ
ず
、
後
で
風
の
便
り
で
聞
い
て
寂
し
か
っ
た



 

３ 

と
い
う
よ
う
な
話
を
聞
か
さ
れ
ま
す
し
、
自
分
も
そ
う
い
う
思

い
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
有
縁
の
方
々
が
繋
が
っ

て
生
き
て
い
る
こ
の
社
会
の
中
で
、
一
生
を
終
え
て
い
っ
た
人

を
ど
の
よ
う
な
形
で
お
送
り
す
る
の
が
良
い
の
か
、
難
し
い
問

題
で
す
。
皆
さ
ん
は
い
か
が
お
考
え
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
無

縁
社
会
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
単
身
世
帯
が
増
え
た
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
た
社
会
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
作
り
出
し
て
い
る
社

会
で
も
あ
り
ま
す
。
本
年
も
皆
様
と
共
に
「
い
の
ち
」
の
問
題

に
つ
い
て
聴
聞
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 
 

合
掌 

 

（ 

住 

職 

） 

 

☆
住
職
よ
り
・
・
・ 

「
真
宗
講
座
（
推
進
員
養
成
講
座
）
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
」 

 
 

 

三
条
教
区
第
十
組
の
重
点
事
業
と
し
て
、
真
宗
講
座
（
推
進
員
養
成

講
座
）
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
推
進
員
養
成
講
座
と
は
、
ご
門
徒
の

方
々
を
対
象
に
、
真
宗
の
教
え
に
学
び
な
が
ら
、
日
頃
の
思
い
を
語
り

合
い
、
真
宗
門
徒
と
し
て
の
生
活
を
深
め
、
聞
法
の
輪
を
広
げ
て
い
く

講
座
で
す
。
全
六
回
の
講
座
で
、
第
一
回
か
ら
第
五
回
ま
で
は
三
条
別

院
を
含
め
た
地
元
の
お
寺
を
会
場
に
講
座
が
開
か
れ
、
第
六
回
目
は

京
都
東
本
願
寺
へ
行
き
ま
す
。
今
回
、
浄
敬
寺
か
ら
は
三
名
の
方
が
受

講
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
講
座
で
す
。
次
回
は
是

非
皆
さ
ん
も
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

☆
庫
裡
便
り 

（ 

坊
守 

） 

 

◎
念
願
の
坂
東
曲

ば
ん
ど
う
ぶ
し

に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た 

十
時
か
ら
始
ま
る
坂
東
曲
を
前
方
で
お
参
り
す
る
た
め
に
朝
五
時
の

開
門
に
並
び
ま
し
た
。
坂
東
曲
は
東
本
願
寺
の
み
に
伝
え
ら
れ
て
い
る

声
明
で
、
聖
人
の
祥
月
命
日
（
十
一
月
二
十
八
日
）
の
年
に
一
度
だ
け
勤

め
ら
れ
ま
す
。
内
陣
か
ら
の
導
唱
の
後
、
下
陣
に
座
し
た
五
十
数
名
の

僧
侶
が
、
鍛
錬
さ
れ
た
声
で
、
体
を
揺
す
り
な
が
ら
勤
め
る
坂
東
曲
。
そ

の
響
き
の
素
晴
ら
し
さ
、
体
の
芯
ま
で
届
く
よ
う
な
声
明
に
感
動
し
、

自
然
と
頭
が
下
が
り
手
が
合
わ
さ
り
ま
し
た
。
遠
い
京
都
の
本
山
ま
で
、

ご
一
緒
に
参
詣
し
て
く
だ
さ
っ
た
御
門
徒
の
皆
様
に
感
謝
の
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
で
し
た
。 

坂
東
曲
が
始
ま
る
頃
に
は
、
本
堂
の
外
ま
で
参
詣
者
で
あ
ふ
れ
て
い

ま
し
た
。
出
版
部
に
勤
務
中
の
娘
も
開
門
と
同
時
に
動
員
さ
れ
、
記
録

係
と
し
て
お
手
伝
い
を
し
て
お
り
ま
し
た
。 

 

◎
次
女
千
晶
の
こ
と 

 

次
女
千
晶
は
、
新
潟
大
学
卒
業
後
、
新
潟
の
芸
文
（
り
ゅ
ー
と
ぴ
あ
）

の
劇
団
に
て
演
劇
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
四
年
程
前
に
文
学
座
の
研

究
所
に
入
り
、
今
年
度
か
ら
は
準
座
員
と
し
て
在
籍
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
度
、『
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズⅦ

フ
ォ
ー
ス
の
覚
醒
』
の
日
本
語
吹
替

え
版
に
ヒ
ロ
イ
ン
・
レ
イ
役
と
し
て
、
声
だ
け
出
演
し
て
い
ま
す
。
演
劇

の
夢
に
向
か
っ
て
本
人
な
り
に
努
力
し
な
が
ら
、
歩
ん
で
い
る
よ
う
で

す
。 今

後
は
、
三
月
十
二
～
二
十
一
日
、
新
宿
紀
伊
国
屋
ホ
ー
ル
で
の
文
学

座
本
公
演
「
春
疾
風
（
は
や
て
）
」
に
出
演
予
定
で
す
。 



 

４ 

☆
二
〇
一
五
年
後
半
を
振
り
返
っ
て 

 
 

◎
秋
彼
岸
（
お
中
日
九
月
二
十
三
日
）
法
話 

准
坊
守
・
晴
香 

 

私
た
ち
が
阿
弥
陀
様
の
は
た
ら
き
に
遇
い
、
お
念
仏
を
申
す
人
に
な
っ
て

い
く
こ
と
、
そ
の
因
果
の
話
を
植
物
の
種
（
因
）
が
土
や
水
や
空
気
な
ど
の

様
々
な
外
因
（
縁
）
が
あ
っ
て
、
花
を
咲
か
せ
た
り
実
を
つ
け
た
り
す
る
（
果
）

の
過
程
に
た
と
え
て
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
准
坊
守
・
晴
香
が
、

ど
う
し
て
今
こ
こ
に
、
法
衣
を
つ
け
て
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、
父
母
・

祖
父
母
・
御
門
徒
の
皆
様
、
そ
し
て
決
定
打
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
師
の
こ
と

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

毎
年
、
春
分
の
日
と
秋
分
の
日
が
彼
岸
の
中
日
で
す
。
お
申
し
込
み
は
不
要

で
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 

◎
三
条
別
院
報
恩
講
お
取
り
越
し 

団
参
（
十
一
月
六
日
） 

祖
父
江
佳
乃
師
の
節
壇
説
教
、
御
伝
鈔
の
下
巻
を
拝
聴
し
ま
し
た
。
伝
統
的

な
節
段
説
教
で
す
が
、
女
性
の
お
声
で
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
新
鮮
で

も
あ
り
、
お
話
の
テ
ン
ポ
の
よ
さ
に
引
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
御
伝
鈔
は
親
鸞
聖

人
の
御
一
代
記
で
、
拝
読
方
法
を
は
じ
め
、
御
伝
鈔
の
入
っ
た
箱
を
運
ぶ
練
り

出
し
等
も
、
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
た
儀
式
作
法
で
す
。
別
院
の
大
き
な
御
堂

で
の
報
恩
講
独
特
の
お
勤
め
に
遇
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
准
坊
守
・
晴
香
も
、
外
陣
の
お
勤
め
に
出
仕
し
、
御
文
の
拝

読
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

◎
し
ま
い
講
（
十
一
月
二
十
二
日
）
法
話 

住
職 

本
山
の
報
恩
講
参
り
が
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
例
年
よ
り
一
週
早
め
て

の
お
講
で
し
た
が
、
た
く
さ
ん
の
方
か
ら
お
参
り
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

「
私
た
ち
は
、
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
の
が
現
実
で
す
が
、
そ
ん
な
私
た
ち
に
、
阿
弥
陀
様
は
そ
の
姿

に
気
づ
け
と
ご
催
促
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
阿
弥
陀
様
は
、
そ
の

こ
と
に
な
か
な
か
気
づ
け
な
い
私
た
ち
に
、
決
し
て
諦
め
る
こ
と
な
く
、
い
つ

で
も
、
ど
こ
で
も
、
は
た
ら
き
か
け
続
け
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
は
た
ら
き
か
け
を
知
る
た
め
に
も
、

聞
法
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
聞
法
の
歩
み
を
続
け
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。
」
と
、
住
職
か
ら
の
法
話
に
引
き
続
き
勤
行
が
あ

り
、
お
と
き
は
下
原
地
区
の
皆
様
か
ら
お
当
番
を
し
て
い

た
だ
き
、
無
事
に
今
年
最
後
の
お
講
を
勤
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。 

 ◎
年
末
法
話
会
（
十
二
月
十
三
日
）
法
話 

田
澤 

一
明 

師 

 

現
在
日
本
は
世
界
で
も
有
数
の
長
寿
国
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
自
身
も
当
然
の
よ
う
に
長
寿
を
望
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
長
寿
を
望
み
な

が
ら
も
、
社
会
生
活
に
お
い
て
経
済
、
介
護
な
ど
の
問
題
を
新
た
に
作
り
出
し

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
行
動
と
は
、
良
か
れ
と
思
っ
た
行
動
に

お
い
て
も
、
結
果
と
し
て
必
ず
新
た
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
矛
盾
を

は
ら
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
事
実
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
願
望
に
よ
っ

て
構
築
し
よ
う
と
す
る
世
界
が
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
流
転
す
る
世
界
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
世
界
の
中
に
は
、
自
分
の
都
合
で
人
を
選
び
・
嫌
い
・

見
捨
て
る
行
動
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

そ
の
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
教
え
が
真

宗
で
あ
り
、
そ
の
教
え
の
根
本
に
は
、
選
ば
ず
・

嫌
わ
ず
・
見
捨
て
な
い
国
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
て

欲
し
い
と
い
う
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
が
つ
ら
ぬ

い
て
い
る
。
長
寿
で
あ
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い

る
社
会
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
し
示

す
本
願
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
で
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
明
ら
か

に
す
る
真
宗
の
教
え
が
大
切
な
教
え
だ
と
思
う

の
で
す
。 

（ 

当
院 

記 

） 

 



 

５ 

    

【
一
日
目
】 

・
大
谷
祖
廟
に
て
参
拝
、
納
骨
、
そ
の
後
、
知
恩
院
の
高
い
階
段
を
登
っ
て
除

夜
の
鐘
で
有
名
な
つ
り
鐘
を
見
学
。 

 

【
二
日
目
】 

・
紅
葉
の
名
所
、
永
観
堂
へ
、
み
か
え
り
阿
弥
陀
如
来
に
お
会
い
す
る
。 

・
嵐
山
方
面
で
は
天
龍
寺
の
庭
園
を
見
て
、
竹
林
を
歩
く
。 

・
嵯
峨
野
の
奥
、
あ
だ
し
野
の
念
佛
寺
へ
、
沢
山
の
石
佛
を
お
参
り
。 

・
金
閣
寺
は
外
国
の
方
も
多
く
大
変
混
雑
だ
っ
た
が
、
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
る
美

し
い
金
閣
寺
が
み
ら
れ
る
。 

 

【
三
日
目
】 

・
朝
四
時
起
床
、
五
時
の
開
門
を
待
っ
て
門
前
に
並
ぶ
、
ま
だ
真
っ
暗
、
月
が

き
れ
い
に
出
て
い
た
。 

前
か
ら
五
～
六
列
目
に
全
員
陣
取
り
、
六
時
半
か
ら
始
ま
る
お
あ
さ
じ
を
待

つ
、
七
時
か
ら
二
班
に
分
か
れ
て
朝
食
を
い
た
だ
き
に
宿
へ
。 

修
復
途
中
の
阿
弥
陀
堂
を
見
学
し
て
、
十
時
か
ら
の
坂
東
曲
の
お
勤
め
を
待

つ
。
二
時
間
の
坂
東
曲
の
お
勤
め
を
お
参
り
し
、
昼
食
後
帰
路
へ
。 

       

                   

 

☆
ご
参
加
の
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
☆ 



 

６ 

☆
二
〇
一
六
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
十
六
日
（
土
） 
正
信
偈
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

 

二
月
十
三
日
（
土
） 

正
信
偈
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 
 

 

三
月
十
二
日
（
土
） 

柏
刈
同
朋
会
報
恩
講
（
産
業
文
化
会
館
） 

 

午
後
一
時
三
十
分
～ 

 

三
月
十
七
～
二
十
三
日 

 

春
彼
岸 

 
 

 
 

 
 

 

＊
お
中
日 

二
十
日
（
春
分
の
日
） 

午
前
十
時
半
～
法
話
・
勤
行
後
・
お
と
き 

 

四
月
九
日
（
土
） 

 

正
信
偈
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

五
月
十
九
日
（
木
） 

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 

 

六
月
十
一
日
（
土
） 

正
信
偈
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

六
月
二
十
五
日
（
土
）
夏
の
法
話
会 

午
後
一
時
半
～ 

 

 

七
月
二
日
（
土
） 

十
組
仏
教
文
化
講
演
会
（
ア
ル
フ
ォ
ー
レ
） 

 

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

 
 

 
 

十
五
日
（
金
） 

 

法
話
・
勤
行
・
お
と
き
が
あ
り
ま
す 

 

八
月
七
日
（
日
） 

夏
休
み
子
供
の
集
い 

午
後
四
時
よ
り 

 

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
会
『
正
信
偈
を
よ
む
会
』
ご
案
内 

＊
日
時 

第
二
土
曜
日
午
前
九
時
よ
り 

 

＊
内
容 

『
正
信
偈
』
の
解
説
や
読
方
、
御
文
拝
読 

 

終
了
後
、
自
由
参
加
で
茶
話
会
あ
り 

＊
持
ち
物 

赤
本 

念
珠 

 
 

基
本
的
に
第
二
土
曜
日
に
開
催
し
て
お
り
ま
す
が
、
教
区
や
組
の

行
事
と
の
関
係
で
、
変
更
の
月
が
あ
り
ま
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

     



 

７ 

☆
第
二
十
四
回 

晴
香
の
『
真
宗
門
徒
の
マ
メ
知
識
』 

 

今
回
の
テ
ー
マ
は
『
葬
儀
①
～
葬
儀
前
の
行
事
～
』
で
す
。 

 

以
前
に
も
葬
儀
に
つ
い
て
解
説
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
宗
派
が
告
示
し
た

葬
儀
の
諸
式
（
一
九
七
二
年
発
行
）
に
基
づ
い
て
、
柏
崎
の
風
習
も
交
え
な
が
ら
、

大
切
に
し
た
い
こ
と
や
「
へ
ぇ
～
」
と
い
う
豆
知
識
を
連
載
し
ま
す
。 

 

☆
葬
儀
前
の
行
事 

①
ご
臨
終 

縁
あ
る
方
へ
の
連
絡
は
勿
論
で
す
が
、
早
い
段
階
で
寺
の
住
職
へ
連
絡

し
、
枕
勤
め
か
ら
葬
儀
に
至
る
日
程
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
近
年
は

病
院
か
ら
帰
宅
さ
れ
る
場
合
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
家
用
車
で
ご
遺

体
を
運
ぶ
こ
と
も
法
的
に
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
場
合
、
医
師
が

書
い
た
死
亡
診
断
書
を
持
参
し
て
い
な
い
と
殺
人
事
件
や
死
体
遺
棄
と
疑

わ
れ
る
可
能
性
も
・
・
・
。
柏
崎
の
現
況
は
、
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
を
搭
載

し
た
車
を
手
配
す
る
の
が
一
般
的
な
よ
う
で
す
。
葬
儀
社
が
決
ま
っ
て
い

れ
ば
そ
こ
を
通
じ
て
手
配
し
て
も
ら
え
ま
す
し
、
病
院
か
ら
も
タ
ク
シ
ー

業
者
な
ど
を
紹
介
し
て
も
ら
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

②
お
内
仏

な
い
ぶ
つ

・
枕

飾

ま
く
ら
か
ざ

り 

 
 

真
宗
門
徒
の
葬
儀
は
、
必
ず
御
本
尊
を
中
心
に
勤
め
ま
す
。
ご
遺
体
は
お

内
仏
の
間
に
安
置
し
、
お
内
仏
は
灯
明
を
点
じ
、
花
瓶
に
は
樒
（
し
き
み
）

を
挿
し
ま
す
。
お
内
仏
の
扉
は
葬
儀
が
終
わ
る
ま
で
は
閉
じ
ま
せ
ん
。 

＊
通
常
、
お
内
仏
の
扉
は
朝
の
勤
行
前
に
開
き
夕
方
に
閉
じ
ま
す
。
花
瓶
に
は
色
花
で
す 

ご
遺
体
の
枕
辺
に
は
小
机
を
設
置
し
、
香
炉

 
 

と
燭
台
を
お
き
ま
す
。
香
炉

に
は
香
を
燃
じ
て
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
不
断
香
（
ふ
だ

ん
こ
う
）
」
と
い
い
ま
す
。
近
年
よ
く
目
に
す
る
、
渦
巻
き
方 

の
お
線
香
は
こ
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。 

 

お
内
仏
の
な
い
場
合
は
、
御
本
尊
（
名
号
軸
）
を
お
掛
け
す
る 

か
、
三
折
御
本
尊
を
安
置
し
ま
す
。
寺
か
ら
お
貸
し
し
ま
す
。 

 

③
枕

勤

ま
く
ら
づ
と

め
（
枕

ま
く
ら

経
ぎ
ょ
う

） 

 
 

住
職
が
伺
い
、
ご
家
族
・
近
親
者
と
共
に
お
勤
め
し
ま
す
。
宗
門
か
ら
出

版
さ
れ
た
本
に
は
「
住
職
に
お
願
い
し
、
帰
敬
式
を
受
式
し
て
い
な
い
場
合

は
、
こ
の
時
に
法
名
を
い
た
だ
く
」
と
あ
り
ま
す
。
現
在
の
新
潟
県
内
で
は
、

生
前
に
法
名
を
い
た
だ
い
て
い
な
い
方
に
は
、
葬
儀
の
読
経
前
に
略
儀
的

に
帰
敬
式
を
行
う
風
習
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
法
名
は
通
夜
の
際
に
法

名
板
（
位
牌
）
に
記
し
た
も
の
を
お
持
ち
し
て
い
ま
す
。 

 

＊
位
牌
は
基
本
的
に
用
い
ま
せ
ん
が
、
通
夜
葬
儀
の
際
に
便
宜
上
使
用
し
ま
す 

 

③
納
棺 

ご
希
望
が
あ
れ
ば
、
住
職
ま
た
は
住
職
の
代
理
が
伺
い
ま
す
が
、
現
在
は

業
者
の
方
と
ご
家
族
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
草
鞋
や
杖
の
よ
う

な
死
装
束
は
用
い
ず
、
お
金
を
入
れ
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
名
号
・
法
名
・

命
終
年
月
日
・
俗
名
な
ど
を
記
し
た
「
棺
書
（
か
ん
じ
ょ
）
」
を
棺
に
入
れ
ま

す
。
こ
れ
は
地
方
色
が
あ
る
よ
う
で
、
浄
敬
寺
で
は
通
夜
ま
た
は
葬
儀
で
帰

敬
式
を
執
行
し
た
際
に
棺
に
お
入
れ
し
て
い
ま
す
。 

 

☆
最
後
に 

 
 

葬
儀
の
こ
と
を
書
こ
う
と
思
っ
た
の
は
、
昨
年
の
御
門
徒
の
葬
儀
で
お

聞
き
し
た
弔
辞
に
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
す
。
故
人
の
お
孫
さ
ん
が
読
ま

れ
た
弔
辞
で
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
の
思
い
出
と
感
謝
の
言
葉
を
し
っ
か
り

述
べ
ら
れ
、
最
後
に
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
い
て
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
が
い

て
、
私
が
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
こ
れ
か
ら
も
一
生
懸
命
に
生
き

て
い
き
ま
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
二
十
歳
の
お
孫
さ
ん
が
読
ま
れ
た
こ
の

弔
辞
は
、
今
ま
で
に
聞
い
た
ど
ん
な
も
の
よ
り
も
シ
ン
プ
ル
で
し
た
が
、
筋

が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
「
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
」
と
言
い
な
が
ら
、

「
私
た
ち
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
、
ど
っ
ち
で
す
か
？
と
突
っ
込
み

た
く
な
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
の
が
私
た
ち
の
常
の
姿
で
す
。

御
本
尊
の
元
で
お
勤
め
す
る
『
南
無
阿
弥
陀
仏
の
葬
儀
』
の
意
味
を
、
再
確

認
し
た
い
と
思
っ
た
出
来
事
で
し
た
。
葬
儀
の
話
、
次
回
へ
続
き
ま
す
。 

ち
ょ
っ
こ
ら 

解
説
！ 

 



 

８ 

☆
― 

仏
教
名
言
集 

第
十
九
回 

― 

『 

ば
か 

』 
 

最
近
、
次
男
が
気
に
入
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、
親
で
あ
ろ
う
と
お
構

い
な
し
に
「
馬
鹿
！
」
と
い
い
ま
す
。
外
で
覚
え
て
き
た
と
思
い
た
い
と

こ
ろ
で
す
が
、
私
も
使
っ
た
覚
え
が
あ
る
の
で
言
わ
れ
る
の
は
自
業
自

得
で
す
。
二
歳
の
三
男
は
よ
く
「
コ
ラ
！
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
も
覚

え
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
覚
え
る
言
葉
と
は
思
い
つ
つ
も
、
言
わ
れ
る

と
嫌
な
も
の
で
す
。
馬
鹿
の
語
源
は
二
つ
あ
り
ま
す
。 

一
つ
は
古
代
中
国
の
逸
話
に
よ
る
も
の
で
す
。
中
国
の
秦 し

ん

の
趙

ち
ょ
う

高 こ
う

が

鹿
を
見
せ
て
家
臣
に
こ
れ
は
馬
だ
と
い
い
、
馬
で
す
と
答
え
た
家
臣
は

と
が
め
ず
、
鹿
だ
と
正
直
に
い
っ
た
家
臣
を
敵
対
し
て
い
る
と
み
な
し

捕
え
た
そ
う
で
す
。
機
転
を
利
か
せ
て
鹿
を
馬
と
い
っ
て
難
を
逃
れ
た

賢
い
家
臣
を
馬
鹿
と
い
っ
た
そ
う
で
す
。
今
と
は
逆
の
意
味
だ
っ
た
よ

う
で
す
。 

二
つ
に
は
仏
教
で
慕 ぼ

何 か

（M
o
ha

）
と
い
う
言
葉
で
す
。
意
味
は
お
釈

迦
様
の
お
話
を
何
遍
聞
い
て
も
真
剣
に
耳
を
傾
け
ず
、
頷
け
な
い
人
の

こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
私
が
次
男
の
言
葉
に
耳
を
傾
け

な
い
の
で
馬
鹿
と
い
う
の
か
と
思
い
、
こ
れ
か
ら
は
注
意
し
よ
う
と
思

い
ま
す
。
三
男
の
「
コ
ラ
！
」
に
つ
い
て
は
未
だ
分
析
中
で
す
。 

 

（ 

当 

院 

） 

    

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

 

年
末
、
我
が
家
に
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
ブ
ー
ム
が
到
来
。
か
つ
て
の
作

品
も
見
返
し
て
い
ま
す
。 

『
仏
教
』
の
根
本
原
理
に
、「
諸
行
無
常
（
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
移
り
変

わ
る
）」「
諸
法
無
我
（
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
は
実
体
が
な
い
）
」
が
あ
り
ま

す
。
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
の
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
に
、「
フ
ォ
ー
ス
は
あ
ら

ゆ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
に
、
目
に

見
え
な
い
も
の
の
中
に
も
全
て
に
・
・
・
」
と
い
う
興
味
深
い
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。
仏
教
の
言
葉
で
こ
の
存
在
を
言
い
換
え
れ
ば
、「
無
量
寿
（
は

か
り
し
れ
な
い
い
の
ち
）」
で
し
ょ
う
か
。
勿
論
、
ラ
イ
ト
セ
ー
バ
ー
の

よ
う
な
武
器
に
は
変
化
し
ま
せ
ん
、
不
殺
生
戒
が
あ
り
ま
す
か
ら
。 

私
た
ち
は
、
他
の
生
物
や
植
物
の
命
を
奪
い
、
自
ら
の
命
を
繋
い
で
い

る
わ
け
で
す
が
、
パ
ッ
ク
に
詰
め
ら
れ
、
切
り
身
に
な
っ
て
並
ん
だ
肉

や
魚
ば
か
り
見
て
い
ま
す
の
で
、
我
が
身
の
罪
深
さ
を
知
る
機
会
を
失

っ
て
い
ま
す
。
爆
弾
が
降
っ
て
く
る
恐
怖
の
中
で
新
し
い
年
を
迎
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
人
た
ち
が
い
る
こ
と
も
、
帰
る
家
が
な
い
人
が
い
る

こ
と
も
、
想
像
し
が
た
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
巨
匠
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル

ー
カ
ス
の
想
像
力
に
触
れ
、
今
世
の
中
で
起
き
て
い
る
こ
と
が
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
私
た
ち
も
想
像
力
を
大
い
に
働
か
せ
て
、
未
来
を
選

択
し
て
い
き
た
い
と
思
い
つ
つ
新
年
を
迎
え
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（ 

晴 

香 

） 
 

☆
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 

mailto:minipapa@kisnet.or.jp
mailto:minipapa@kisnet.or.jp

