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浄
敬
寺

じ
ょ
う

き
ょ
う

じ

だ
よ
り 

 

【 

法
語 

】 

弥
陀
の
光
明
は
、
た
と
え
ば
、 

ぬ
れ
た
物
を
ほ
す
に
、
う
え
よ
り
ひ
て
、 

下
ま
で
ひ
る
ご
と
く
な
る
事
な
り
。 

是
は
、
日
の
力
な
り
。 

決
定
の
心
お
こ
る
は
、
こ
れ
す
な
わ
ち
、 

他
力
の
御
所
作
な
り
。 

罪
障
は
、
悉
く
、
弥
陀
の
御
け
し
あ
る
こ
と
な
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蓮
如

 
 

上
人
御
一
代
記
聞
書 

二
〇
九 

 

 
 

 

【 

意
訳 

】 

弥
陀
の
光
明
は
、
た
と
え
る
な
ら
ば
、
濡
れ
た
物
を
干
す
の
に
。 

表
か
ら
乾
い
て
、
裏
ま
で
乾
く
よ
う
な
も
の
で
す
。 

こ
れ
は
、
日
光
の
力
で
す
。 

罪
深
い
凡
夫
に
た
し
か
な
信
心
が
お
こ
る
の
は
、 

弥
陀
の
お
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、 

凡
夫
の
罪
は
こ
と
ご
と
く
、
弥
陀
の
光
明
が
消
し
て
く
だ
さ
る 

の
で
す
。 



 

２ 

☆
巻
頭
法
話
『
年
頭
に
あ
た
り
』
☆ 

御
門
徒
の
皆
様
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
の
寺
報
の
巻
頭
文
を
書
き
な
が
ら
、
新
し
い
年
が
ど
ん
な

年
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
ま
す
。
市
役

所
で
の
勤
め
を
辞
め
、
寺
に
専
従
し
て
か
ら
早
や
七
回
目
の
正

月
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
寺
で
の
勤
め
は
勿
論
で
す
が
、

地
域
の
真
宗
寺
院
の
組
織
（
三
条
教
区
第
十
組
）
の
副
組
長
、

そ
し
て
組
長
（
そ
ち
ょ
う
）
の
役
目
を
仰
せ
つ
か
り
、
多
く
の

方
々
の
協
力
も
頂
き
な
が
ら
、
何
と
か
こ
の
三
月
で
任
期
を
終

え
る
と
こ
ろ
ま
で
辿
り
着
き
ま
し
た
。
四
月
か
ら
は
少
し
肩
の

荷
を
降
ろ
し
て
寺
の
仕
事
に
専
念
出
来
る
か
な
と
思
っ
て
お

り
ま
し
た
が
、
今
度
は
民
生
委
員
と
い
う
大
役
を
引
き
受
け
て

し
ま
い
ま
し
た
。
既
に
保
護
司
の
仕
事
も
十
年
以
上
続
け
て
い

ま
す
の
で
、
私
に
は
荷
が
勝
ち
過
ぎ
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す

が
、
以
前
ど
な
た
か
が
「
仕
事
は
頼
ま
れ
る
う
ち
が
・
・
・
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
た
記
憶
が
あ
り
、
そ
う

で
も
あ
ろ
う
か
と
気
力
を
振
り
絞
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し

か
し
、
さ
す
が
に
最
近
は
物
忘
れ
も
多
く
、
毎
日
何
か
探
し
物

を
し
て
い
る
自
分
が
情
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
万
が
一

に
も
お
願
い
さ
れ
た
仏
事
だ
け
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

昨
年
暮
に
、「
浄
敬
寺
同
朋
の
会
」
を
本
山
に
登
録
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。「
同
朋
」
と
は
志
を
同
じ
く
す
る
友
と
い
う
こ

と
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
を
集
め
た
『
末
燈
鈔
』
や
、
門

弟
に
話
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
『
歎
異
抄
』
に
、
同

朋
・
同
行
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
蓮
如
上

人
は
『
御
文
』
に
、「
聖
人
は
御
同
朋
・
御
同
行
と
こ
そ 

か
し

ず
き
て 

お
お
せ
ら
れ
け
り
」
と
書
き
し
る
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

本
山
で
も
昭
和
三
十
六
年
に
親
鸞
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
が
勤

ま
っ
た
こ
と
を
機
に
、
翌
年
昭
和
三
十
七
年
か
ら
僧
俗
超
え
て

共
に
如
来
の
教
法
に
学
び
、
目
覚
め
て
い
こ
う
と
い
う
「
同
朋

会
運
動
」
が
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
浄
敬
寺
で
は
、
従
来
か
ら
法

話
会
等
で
、「
浄
敬
寺
同
朋
の
会
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
来
ま

し
た
が
、
こ
の
た
び
正
式
に
本
山
に
登
録
し
た
次
第
で
す
。
特

定
の
人
だ
け
で
は
な
く
、
浄
敬
寺
門
徒
の
全
て
が
同
朋
会
員
と

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
特
別
な
責
務
も
負
担
も
あ

り
ま
せ
ん
。
機
会
あ
る
ご
と
に
共
に
仏
様
の
教
え
に
聞
い
て
い

き
ま
し
ょ
う
と
い
う
趣
旨
で
す
の
で
、
今
ま
で
に
増
し
て
機
会

あ
る
ご
と
に
寺
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
仏
法
に
出
逢
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
昨
年
十
月
に
は
三
条
教
区
第
十
組
の
推
進
員
養
成
講

座(

真
宗
講
座
）
が
終
了
し
、
浄
敬
寺
か
ら
も
三
人
の
方
か
ら
受

講
い
た
だ
き
ま
し
た
。
約
一
年
が
か
り
の
長
丁
場
で
し
た
が
、

最
後
に
京
都
の
本
山
で
帰
敬
式
を
受
式
し
、
法
名
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
法
名
は
一
般
的
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
住
職
に
つ
け
て

も
ら
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
本
来
は
生

前
に
い
た
だ
く
と
い
う
の
が
正
式
で
す
。
浄
敬
寺
は
現
在
二
十



 

３ 

名
の
推
進
員
が
お
ら
れ
、
法
話
会
や
寺
の
行
事
等
に
積
極
的
に

御
参
加
い
た
だ
き
、
聞
法
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。「
浄
敬
寺
同
朋

の
会
」
に
も
役
員
と
し
て
関
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
の
真

宗
講
座
は
三
年
に
一
度
開
講
さ
れ
る
も
の
で
す
。
次
回
も
是
非

と
も
ご
縁
の
あ
る
方
の
受
講
を
お
願
い
し
た
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。「
い
の
ち
」
が
見
失
わ
れ
て
い
る
殺
伐
と
し
た
現
代
で
す

が
、
仏
法
聴
聞
を
通
し
て
是
非
と
も
い
の
ち
輝
く
日
々
を
送
ら

せ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

合
掌 

 

（ 

住 

職 

） 

 
             

☆
庫
裡
便
り 

（ 

坊
守 

） 

◎
境
内
の
木
々 

 

境
内
の
大
き
な
欅
と
松
は
樹
齢
四
・
五
百
年
で
、 

浄
敬
寺
の
大
切
な
シ
ン
ボ
ル
で
す
。
夏
に
は
大
き 

な
涼
し
い
日
陰
が
で
き
、
気
持
ち
の
良
い
風
が
吹
き
、 

木
の
下
は
最
高
の
場
所
で
す
。
秋
の
欅
の
落
葉
は
今
年
も
九
十
リ
ッ
ト

ル
の
袋
に
十
五
袋
程
集
ま
り
、
二
回
に
分
け
て
知
り
合
い
の
お
寺
さ
ん

が
福
島
に
運
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
さ
て
、
悩
み
は
松
の
葉
、
昔
は
貴

重
な
燃
料
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
今
は
集
め
て
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に

運
ん
で
い
ま
す
。
剪
定
し
て
も
ら
う
と
松
の
木
が
弱
っ
て
し
ま
う
か
も

知
れ
な
い
し
、
涼
し
い
日
陰
が
無
く
な
る
し
、「
ど
う
し
た
も
ん
じ
ゃ
ろ

の
ー
」
と
松
の
木
を
眺
め
る
日
々
で
す
。 

 

◎
補
修
い
た
し
ま
す 

肩
衣
の
紐
の
部
分
が
ほ
つ
れ
た
方
や
、
お
念
珠
の
紐
が
こ
わ
れ
た
方

は
、
補
修
い
た
し
ま
す
の
で
お
声
か
け
く
だ
さ
い
。 

 

◎
二
女
・
千
晶
の
こ
と 

十
月
一
日 

新
潟
産
業
大
学
父
母
の
会
主
催
で
二
女
千
晶
の
講
演
会

が
同
大
学
で
あ
り
、
沢
山
の
方
か
ら
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
応
援
し
て
く
だ
さ
る
沢
山
の
方
が
い
た
こ
と
を

知
り
、
ま
た
、
親
も
知
ら
な
い
苦
労
話
な
ど
改
め
て
娘
の
強
い
意
志
に

気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。
皆
様
の
応
援
に
感
謝
し
な
が
ら
温
か
く

見
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

二
月
に
は
東
京
吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー
で
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
『
ア
ト
レ
ウ
ス
』

の
演
劇
に
出
演
予
定
と
い
う
こ
と
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
二
日
）
法
話 

住
職 

私
た
ち
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
「
い
の
ち
」
を
生
き
て
い
な
が
ら
、
実
際

は
自
分
の
思
い
通
り
に
す
る
の
が
人
生
の
目
的
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ

に
人
間
の
闇
が
あ
る
。
そ
の
闇
を
自
覚
し
た
時
に
本
当
の
人
間
と
し
て
の
世

界
が
開
け
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
後
半
に
は
大
き
な
ハ
ン
デ

ィ
を
背
負
い
な
が
ら
も
大
き
な
喜
び
の
人
生
を
生
き
た
女
性
で
、
日
本
の
ヘ

レ
ン
ケ
ラ
ー
と
言
わ
れ
た
中
村
久
子
さ
ん
の
生
涯
を
描
い
た
ビ
デ
オ
を
鑑
賞

し
ま
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
、
寺
本
温
師
の
御
法
話
を
聴
聞
し
ま
し
た
。 

別
院
に
て
お
と
き
を
い
た
だ
い
た
後
は
、
柏
崎
へ
の
道
中
に
寺
泊
の
鮮
魚

セ
ン
タ
ー
や
当
院
の
勤
務
す
る
出
雲
崎
町
の
良
寛
記
念
館
を
見
学
し
、
に
ぎ

や
か
で
充
実
の
日
帰
り
ツ
ア
ー
で
し
た
。
良
寛
記
念
館
で
は
、
真
宗
門
徒
と
も

三
条
別
院
と
も
交
流
の
深
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
良
寛
様
に
つ
い
て
、
当
院
か

ら
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。 

報
恩
講
期
間
中
は
、
住
職
・
坊
守
・
准
坊
守
そ
れ
ぞ
れ
、
内
陣
・
外
陣
・
合

唱
団
等
々
、
法
要
に
参
勤
い
た
し
ま
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
。 

 

◎
赤
倉
有
縁
講 

団
参
（
十
一
月
十
四
～
十
五
日
） 

今
年
も
赤
倉
ホ
テ
ル
の
有
縁
講
に
五
人
で
参
加
し
ま
し
た
。
講
師
は
今
泉

温
資
先
生
で
、
親
鸞
聖
人
の
遺
徳
の
話
を
沢
山
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

長
野
の
善
光
寺
に
も
越
後
か
ら
関
東
へ
の
旅
の
途
中
で
立
ち
寄
ら
れ
、
如
来

様
の
御
前
に
松
を
供
え
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
古
事
に
習
い
、

今
も
欠
か
さ
ず
松
の
若
木
が
供
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

正
面
向
か
っ
て
左
側
に
松
を
持
っ
た
聖
人
様
の
石
像
が
あ
り
ま
す
。
善
光

寺
参
拝
の
際
は
こ
ち
ら
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 

（ 

坊
守 

記 

） 

◎
し
ま
い
講
（
十
一
月
二
十
七
日
）
法
話 

住
職 

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
。 

お
釈
迦
様
の
「
薬
に
な
ら
な
い
草
は
な
い
、
ど
ん
な
草
で
も
薬
に
な
る
」
の

説
法
は
、
人
生
に
起
こ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
が
、
私
を
成
長
せ
し
め
る
た
め

の
薬
で
あ
る
と
い
う
意
味
。
そ
れ
は
、
聖
人
の
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」

に
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る･･･

と
、
住
職
か
ら
法
話
が
あ
っ
た
後
、
癌
と
い
う

病
を
通
し
て
念
仏
に
出
遇
い
、
本
当
の
「
い
の
ち
」
を
生
き
き
っ
た
鈴
木
章
子

さ
ん
の
「
癌
は
宝
」
の
ビ
デ
オ
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。 

 ◎
年
末
法
話
会
（
十
二
月
十
一
日
）
法
話 

田
澤 

一
明 

師 

 

浄
敬
寺
年
末
法
話
会
に
て
田
澤
先
生
か
ら
お
話
を
頂
く
の
は
、
今
回
で
四

回
目
と
な
り
、
「
存
在
の
大
地
」
と
い
う
講
題
を
い
た
だ
き
聴
聞
し
ま
し
た
。

最
初
に
、
先
生
の
お
母
様
が
昨
年
の
二
月
に
亡
く
な
ら
れ
、
母
親
と
い
う
存
在

が
ど
ん
な
存
在
だ
っ
た
か
と
い
う
思
い
か
ら
こ
の
度
の
「
存
在
の
大
地
」
と
い

う
講
題
を
思
い
立
っ
た
と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

大
地
と
は
、
自
分
の
足
元
で
あ
り
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
。
そ
れ
と

同
じ
様
に
、
母
も
い
つ
も
自
分
を
待
っ
て
い
て
く
れ
て
、
い
つ
帰
っ
て
も
受
け

止
め
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
大
地
と
母
親
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
親
と
い
う
存
在
を
聖
徳
太
子
に
み
て
い
た
。
父
と
は
「
す
て

ず
し
て
」、
母
と
は
「
そ
い
た
も
う
」
存
在
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の

お
心
が
阿
弥
陀
様
の
本
願
で
あ
り
、
そ
の
お
心
を
本
当
の
親
と
し
て
、
お
内
仏

（
阿
弥
陀
様
）
を
家
に
迎
い
入
れ
、
家
庭
を
築
い
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
真
宗

門
徒
な
の
で
す
。 

 

先
生
は
「
何
が
あ
る
か
分
か
ら
な
い
こ
の
場
で
、
ど
こ
ま
で
も
待
ち
続
け
、

受
け
止
め
て
く
れ
る
存
在
に
出
遇
う
、
そ
の
場
が
大
地
と
な
る
」
と
お
話
下
さ

い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（ 

当
院 

記 

） 



 

５ 

☆
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
一
日
（
土
）
歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

 

二
月
十
一
日
（
土
） 

歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

 

三
月
十
一
日
（
土
） 

歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

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
八
日
（
土
） 

柏
刈
同
朋
の
会
報
恩
講
（
産
業
文
化
会
館
） 

 

午
後
一
時
三
十
分
～ 

 

四
月
二
十
二
～
二
十
三
日 

 

柏
刈
同
朋
の
会
研
修
旅
行 

 
 

 
 

 
 

蓮
如
上
人
御
影
道
中 

法
要
参
拝 

 

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
三
日
（
土
）
仏
教
文
化
講
演
会 

 

十
三
時
半
～ 

 
 

 
 

 
 

金
澤
翔
子
席
上
揮
毫
・
金
澤
泰
子
講
演
会 

 

六
月
十
日
（
土
） 

歎
異
抄
を
よ
む
会 

 

午
前
九
時
～ 

 

六
月
二
十
五
日
（
日
）
夏
の
法
話
会 

午
後
一
時
半
～ 

 

 

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

 
 

 
 

十
五
日
（
土
） 

 

法
話
・
勤
行
・
お
と
き
が
あ
り
ま
す 

 

八
月
六
日
（
日
） 

夏
休
み
子
ど
も
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
『
歎
異
抄
を
よ
む
会
』
の
ご
案
内 

＊
日
時 

第
二
土
曜
日
午
前
九
時
よ
り
（
一
月
は
第
三
） 

 

＊
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 

 
 

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
。 

  

「
報
恩
講
」
は
、 

真
宗
門
徒
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
年

中
行
事
で
す
！ 



 

６ 

☆
第
二
十
六
回 

晴
香
の
『
真
宗
門
徒
の
マ
メ
知
識
』 

 
今
回
の
テ
ー
マ
は
『
葬
儀
③
～
葬
儀
後
の
行
事
～
』
で
す
。 

葬
儀
に
つ
い
て
、 

①
ご
臨
終
か
ら
通
夜
の
前
ま
で
の
こ
と 

（
浄
敬
寺
だ
よ
り
二
十
六
号
） 

②
通
夜
・
葬
儀
の
準
備
や
心
構
え 

 
 

（
浄
敬
寺
だ
よ
り
二
十
七
号
） 

と
い
う
内
容
で
過
去
二
回
解
説
い
た
し
ま
し
た
。
今
回
は
葬
儀
後
の
中
陰
に
つ
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

真
宗
門
徒
の
豆
知
識
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

☆
豆
知
識
・
・
・
葬
儀
？
告
別
式
？
？  

 

葬
儀
場
の
案
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
、「
葬
儀
な
ら
び
に
告
別
式
を･･･

」
と
い
う

言
葉
を
聞
か
れ
た
覚
え
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
何
か
違
い
が
あ
る
の
か
、
ま

た
、
ど
こ
ま
で
が
葬
儀
で
ど
こ
か
ら
が
告
別
式
か
と
お
思
い
に
な
ら
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
真
宗
門
徒
は
御
本
尊
の
元
で
執
り
行
う
儀
式
を
葬
儀
と
表

し
、
出
棺
に
際
し
、
親
し
い
方
で
お
花
を
手
向
け
お
別
れ
を
す
る
こ
と
を
告
別

式
と
表
し
て
い
ま
す
。 

 

☆
当
日
の
礼
参 

葬
儀
・
告
別
式
後
の
お
と
き
が
済
み
、
会
葬
者
や
お
と
き
に
列
席
さ
れ
た

方
々
が
お
帰
り
に
な
ら
れ
た
ら
、
遺
骨
を
自
宅
へ
安
置
し
、
喪
主
を
中
心
に
手

次
寺
へ
の
礼
参
を
行
い
ま
す
。 

礼
参
の
最
重
要
目
的
は
、
お
寺
か
ら
お
迎
え
し
た
御
本
尊
様
を
送
り
届
け

る
こ
と
で
す
。
御
本
尊
様
は
、
掛
け
軸
に
表
具
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
様
の
絵
像

で
す
が
、
仏
様
を
お
連
れ
す
る
の
で
す
か
ら
、
お
車
の
場
合
は
運
転
手
以
外
の

方
が
丁
寧
に
抱
え
て
お
運
び
く
だ
さ
い
。 

葬
儀
社
の
方
に
お
尋
ね
す
る
と
、「
代
表
者
数
名
で
」
と
お
答
え
く
だ
さ
る

よ
う
で
す
が
、
亡
き
方
を
ご
縁
に
久
し
ぶ
り
に
地
元
に
帰
ら
れ
た
ご
親
戚
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。
大
勢
で
お
越
し
い
た
だ
い
て
も
、
差
し
支
え

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
皆
様
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

☆
葬
儀
の
後
は
・
・
・ 

突
然
で
す
が
、
３
択
ク
イ
ズ
で
す
。 

①
玄
関
前
に
立
て
る
門
牌
、
真
宗
門
徒
の
お
宅
で
は
何
と
記
す
で
し
ょ
う
？ 

Ａ
、
喪
中 

Ｂ
、
中
陰 

Ｃ
、
忌
中 

 

答
え
は
Ｂ
、
中
陰
（
ち
ゅ
う
い
ん
）

で
す
☆ 

②
さ
て
、
そ
の
中
陰
に
つ
い
て
も
う
一
問
、
中
陰
期
間
は
ど
の
く
ら
い
？ 

Ａ
、
四
十
九
日 

Ｂ
、
一
年
間 

Ｃ
、
次
の
お
正
月
を
過
ぎ
る
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

答
え
は
Ａ
、
四
十
九
日
で
す
☆ 

 
 

 
 

 

【
中
陰
の
間
の
過
ご
し
方
】 

亡
く
な
ら
れ
た
日
を
一
日
目
と
数
え
、
七
日
目
が
初
七
日
で
す
。 

浄
敬
寺
で
は
、 

・
初
七
日
ま
で
は
毎
日 

・
初
七
日
を
過
ぎ
る
と
、
七
日
毎
に
四
十
九
日
を
迎
え
る
日
ま
で 

お
参
り
に
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

【
七
日
・
三
十
五
日
法
要
】 

 

毎
七
日
の
節
目
の
中
で
も
、
重
き
を
置
く
の
が
初
七
日
と
三
十
五
日
（
五

七
日
）
で
す
。
短
い
期
間
で
遠
方
か
ら
改
め
て
参
集
す
る
の
は
難
儀
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
葬
儀
当
日
の
出
棺
後
、
縁
の
深
い
会
葬
者
が
揃
っ
て

い
る
う
ち
に
引
き
上
げ
て
行
う
風
習
が
、
柏
崎
に
は
定
着
し
て
お
り
ま
す
。

引
き
上
げ
て
行
っ
て
い
る
た
め
、
改
め
て
法
要
は
行
い
ま
せ
ん
が
、
毎
七
日

の
節
目
に
は
、
ご
家
族
や
最
寄
の
ご
親
戚
等
、
ご
都
合
の
つ
く
方
だ
け
で
も

お
経
に
あ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

【
満
中
陰
法
要
】 

七
日×

７
の
四
十
九
日
が
、
満
中
陰･･･

喪
が
明
け
る
日
で
す
。
休
日
の
関

係
で
前
後
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
四
十
九
日
を
目
処
に
満
中
陰
法
要
を

行
い
、
天
候
に
問
題
の
な
い
時
期
で
あ
れ
ば
遺
骨
を
お
墓
に
納
め
ま
す
。
納

骨
に
関
し
て
は
、
冬
季
は
春
ま
で
延
期
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

ち
ょ
っ
こ
ら 

解
説
！ 

 



 

７ 

☆
ち
ょ
っ
こ
ら
解
説
オ
マ
ケ
・
・
・【
中
陰
っ
て
ナ
ン
だ
？
】 

そ
も
そ
も
、
中
陰
の
考
え
方
の
元
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
古
代
イ
ン
ド
の

輪
廻
転
生
の
思
想
と
中
国
の
道
教
の
思
想
が
交
じ
り
合
っ
て
で
き
た
「
十
王

経
」。
実
は
こ
れ
、
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
経
典
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。

で
す
が
、
道
教
と
い
え
ば
思
い
つ
く
の
は
親
孝
行
の
思
想
で
あ
っ
た
り
、
人

と
し
て
よ
く
生
き
る
た
め
の
道
が
説
か
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
私
た

ち
に
と
っ
て
大
切
な
方
を
敬
う
方
法
と
し
て
現
在
の
風
習
の
元
と
な
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。 

さ
て
、
こ
の
「
十
王
経
」
に
よ
る
と
、
死
者
は
七
日
毎
に 

十
王
の
審
判
を
受
け
、
三
十
五
日
目
に
は
閻
魔
大
王
の
審
判 

を
受
け
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
さ
て
、
生
前
の
行
い
も
マ
ル
っ 

と
お
見
通
し･･･

の
閻
魔
大
王
の
前
で
私
た
ち
は
ど
ん
な
判
決
を
受
け
る
で
し

ょ
う
か
？
世
間
の
法
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
も
、
知
ら
ず
に
他
者

を
傷
つ
け
た
こ
と
、
抱
え
て
い
た
腹
黒
い
気
持
ち･･･
全
て
が
閻
魔
大
王
の
判

断
材
料
と
な
れ
ば
、
極
楽
行
き
は
到
底
適
わ
な
い
で
し
ょ
う
。（
涙
） 

 

「
十
王
経
」
の
中
で
は
、
死
後
に
閻
魔
大
王
の
鏡
の
前
で
初
め
て
知
ら
さ
れ

る
私
た
ち
の
姿
で
す
が
、
お
念
仏
の
教
え
を
聞
く
と
き
、
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、

私
た
ち
の
こ
の
身
が
抱
え
た
煩
悩
や
罪
の
深
さ
で
す
。・
・
・
と
い
う
こ
と
は
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
人
は
既
に
知
っ
て
い
る
」
は
ず
な
の
で
す
。 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
救
い
よ
う
の
な
い
私
た
ち
を
、
救
う
た
め
に
説
か
れ
た

教
え
で
あ
り
呼
び
か
け
で
あ
り
、
私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
と
い

う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
お
は
た
ら
き
に
気
付
い
た
感
謝
の
お
返
事
だ
か
ら

で
す
。 

そ
れ
が
解
れ
ば
、
中
陰
の
過
ご
し
方
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
ね
。「
生
ま
れ
た

以
上
誰
に
で
も
、
あ
る
日
突
然
や
っ
て
く
る
死
」「
家
族
だ
け
で
な
い
様
々
な

方
と
の
関
係
性
の
中
に
あ
っ
た
生
」「
自
分
に
繋
げ
て
く
だ
さ
っ
た
い
の
ち
の

バ
ト
ン
」・
・
・
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
、
ま
さ
に
命
懸
け
で
知
ら
せ
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
こ
と
、
い
の
ち
の
真
実
に
向
き
合
う
期
間
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。 

 

☆
定
例
会
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会
の
ご
報
告
と
ご
案
内 

 

十
一
年
ほ
ど
続
け
て
き
た
「『
正
信
偈
』
を
よ
む
会
」
を
、
昨
秋
よ
り
「『
歎

異
抄
』
を
よ
む
会
」
と
し
て
再
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。 

『
歎
異
抄
』
は
、
親
鸞
聖
人
の
お
傍
で
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
聞
い
た
門
弟
の

唯
円
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
書
物
で
、
文
学
的
に
も
思
想
的
に
も
優
れ
て
い
る

の
は
勿
論
の
こ
と
で
す
が
、
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
、
聞
き
違
え
て

は
い
け
な
い
ポ
イ
ン
ト
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
御
門
徒
の
皆
様
か
ら
ぜ

ひ
触
れ
て
い
た
だ
き
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
内
容
を
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。 

 

＊
第
一
回 

九
月
十
日
（
土
） 

『
歎
異
抄
』
を
学
ぶ
前
の
予
備
知
識
・
開
催
の
願
い 

 
 

・
真
宗
門
徒
の
拠
り
所
の
経
典
は
？ 

・
親
鸞
聖
人
の
主
著
は
？ 

・
お
勤
め
の
際
に
読
ま
れ
て
い
る
も
の
は
？ 

な
ど
な
ど 

＊
第
二
回 

十
月
一
日
（
土
） 

 
 

特
別
講
座
『
歎
異
抄
』
の
学
び
は
じ
め
に 

講
師
・
佐
野
明
弘
師 

 
 

・『
歎
異
抄
』
が
記
さ
れ
た
背
景
は
？ 

 

 
 

・『
歎
異
抄
』
に
書
か
れ
た
内
容
と
は
？
？ 

＊
第
三
回 

十
一
月
十
二
日
（
土
） 

 
 

・『
歎
異
抄
』 

序
文 

の
解
説 

＊
第
四
回
は
一
月
二
十
一
日
（
土
）
の
予
定
で
す
。 

 
～
ご
注
意
く
だ
さ
い
～ 

『
歎
異
抄
』
で
ネ
ッ
ト
検
索
す
る
と
様
々
な
サ
イ
ト
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
そ

の
中
に
は
団
体
名
を
隠
し
た
勧
誘
活
動
等
、
社
会
的
な
問
題
を
抱
え
た
団

体
の
サ
イ
ト
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
購
読
等
に
は
十

分
に
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。 

 



 

８ 

 ☆
― 

仏
教
名
言
集 

第
二
十
一
回 

 

― 

『 

シ
ャ
カ
リ
キ 

』 

― 
 

 
 

何
か
に
熱
中
し
て
取
り
組
む
こ
と
を
、
シ
ャ
カ
リ
キ
と
言
い
ま
す
。
漢

字
で
は
釈
迦
力
と
書
き
、
ま
さ
し
く
お
釈
迦
様
の
力
の
こ
と
で
す
。
説

明
で
は
、
お
釈
迦
様
が
生
涯
、
衆
生
を
助
け
る
た
め
に
尽
力
し
た
力
、
と

あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
定
か
な
確
証
は
な
い
そ
う
で
す
。
も
う
一
説
は
、

お
釈
迦
様
の
降
誕
の
際
に
感
じ
た
力
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様

は
、
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
七
歩
歩
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
お

釈
迦
様
の
降
誕
に
出
遇
っ
た
人
た
ち
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
お
釈
迦
様

か
ら
、
直
ぐ
に
歩
い
た
と
思
え
る
ほ
ど
の
力
強
さ
、
ま
た
自
分
た
ち
の

拠
り
所
に
な
る
可
能
性
を
感
じ
た
喩
え
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か

ら
、
釈
迦
力
と
は
、
純
粋
で
可
能
性
に
満
ち
た
力
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

子
ど
も
た
ち
が
熱
中
す
る
意
味
の
な
い
よ
う
な
行
動
に
、
あ
ら
ゆ
る

衆
生
を
救
う
釈
迦
力
は
感
じ
ら
れ
せ
ん
が
、
将
来
何
か
に
繋
が
る
の
だ

ろ
う
か
と
、
不
思
議
な
可
能
性
に
満
ち
た
力
は
、
少
し
感
じ
て
い
ま
す
。 

 

（ 

当 

院 
） 

    

 

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

こ
の
度
の
二
十
八
号
よ
り
、
表
紙
向
か
っ
て
右
側
の
余
白
を
増
や
し

ま
し
た
。「
フ
ァ
イ
ル
に
閉
じ
る
た
め
の
穴
を
開
け
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る

と
嬉
し
い
で
す
」
と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
か
ら
で
す
。
皆
様
の

ア
イ
デ
ィ
ア
や
ご
希
望
を
盛
り
込
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
毎
回
少
し
ず
つ

形
式
を
改
定
し
な
が
ら
、
来
年
の
お
正
月
に
は
三
十
号
で
、
十
五
年
周

年
。
早
い
も
の
で
す
。
今
後
と
も
、
皆
様
の
ご
期
待
に
応
え
つ
つ
、
お
念

仏
の
ご
縁
を
広
め
て
い
け
た
ら
な
～
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

「
真
宗
門
徒
の
豆
知
識
ち
ょ
っ
こ
ら
解
説
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
あ

っ
た
ら
欲
し
い
で
す
」
と
い
う
お
話
も
い
た
だ
き
、
用
意
し
て
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 
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七五三にあわせて

撮影しました♪ 
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