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去
る
七
月
二
十
二
日
、
熊
本
教
区
法
雲
寺
第
十
五
世

坊
守
の
深
妙
院
釋
芳
蓮

・
加
藤
信
子
様

（鹿
児
島

・
稱

讃
寺
坊
守
の
実
母
）
が
ご
往
生
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 

七
月
二
十
五
日
十
九
時

・
お
通
夜
、
二
十
六
日
十

時

・
火
葬
、
十
四
時

・
門
徒
葬
が
執
り
行
わ
れ
ま
し

た
。
お
通
夜
の
ご
法
話
で
、
十
三
年
前
に
ご
往
生
な
さ

れ
た
前
住
職
様
の
お
葬
儀
で
、
深
川
和
尚
様
か
ら
の
弔

電
の
内
容
に
触
れ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

「こ
の
度
の
往
生
を
め
で
た
く
思
い
ま
す
。
」
と

言
っ
た
内
容
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

私
な
ど
は
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
が

た
く
、
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
こ
と
は
、
聞
か
さ
れ
て
き
た

こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
な
か
な
か
、

「お
め
で
た
い
」

と
は
口
に
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
も
、
近
し
い
親
し
い
人
に
こ
そ
、
淋
し
さ
や
哀

し
さ
の
方
が
増
し
て
、
お
め
で
た
い
こ
と
と
思
う
こ
と

は
、
不
謹
慎
に
さ
え
思
え
ま
す
。 

 

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
、

「確
か
に
お
浄
土
に
生
ま

れ
、
仏
さ
ま
に
成
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
を
素
直
に
慶

ば
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
淋
し
さ
哀
し
さ
の
中
に
あ
っ

て
も
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
て
い
か
れ
た
と
味
わ
わ
せ
て

い
た
だ
け
る
ご
縁
に
遇
わ
せ
て
頂
い
て
い
る
ん
だ
な
あ

と
思
え
る
お
葬
儀
で
し
た
。 

 

「め
で
た
い
」
と
は
、

「素
晴
ら
し
い
」
と
感
動
を

呼
ぶ
慶
び
の
声
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

住
職
の
兄

（
鹿
児
島

・
稱
讃
寺
住
職
）
の
坊
守
の
実
母 

熊
本

・
法
雲
寺
前
坊
守

（
加
藤
信
子
様
）
の
お
通
夜 

 

明
教
房
の
の
ぼ
ら
れ
て
候
ふ
こ
と
、

あ
り
が
た
き
こ
と
に
候
ふ
。
か
た
が

た
の
御
こ
こ
ろ
ざ
し
、
申
し
つ
く
し

が
た
く
候
ふ
。
明
法
御
房
の
往
生
の

こ
と
、
お
ど
ろ
き
ま
う
す
べ
き
に
は

ら
ね
ど
も
、
か

へ
す
が

へ
す
う
れ
し

く
候
ふ
。
鹿
島

・
行
方

・
奥
郡
、
か

や
う
の
往
生
ね
が
は
せ
た
ま
ふ
ひ
と

び
と
の
、
み
な
の
御
よ
ろ
こ
び
に
て

候
ふ
。
ま
た
ひ
ら

つ
か
の
入
道
殿
の

御
往
生
の
こ
と
き
き
候
ふ
こ
そ
、
か

へ
す
が

へ
す
申
す
に
か
ぎ
り
な
く
お

ぼ
え
候

へ
。
め
で
た
さ
申
し
つ
く
す

べ
く
も
候
は
ず
。
お
の
お
の
み
な
往

生
は

一
定
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
。 

 

（
『親
鸞
聖
人
御
消
息
二
』
七
三
七
頁
） 



2 １ 

盆
踊
り 

 

  

私
の
町
会
で
は
、
毎
年
、
盆
踊
り
大
会
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
本
来
、
宗
教
的
行
事
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
今

や
、
町
会
活
動
の
一
環
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
大
事
な
こ
と
で
、
最
初

の
大
会
か
ら
も
、
そ
う
い
う
趣
旨
で
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
も
割
り
切
っ
て
、
主
催
者
側
と

し
て
盆
踊
り
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
す
（正
直
、
準
備
が
大

変
で
す
が
）。
宗
教
的
行
事
と
言
わ
れ
る
の
は
、
お
釈
迦
様

の
お
弟
子
で
あ
る
目
連
尊
者
が
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
い
た
お

母
さ
ん
を
、
お
釈
迦
様
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
、
懺
悔
す

る
お
坊
さ
ん
に
衣
食
な
ど
の
お
供
え
を
す
る
こ
と
で
、
お

母
さ
ん
が
救
わ
れ
て
い
く
様
子
を
見
て
、
喜
び
踊
っ
た
こ
と

が
「盆
踊
り
」
の
起
源
だ
と

一
説
で
は
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

が
、
こ
れ
は
ど
う
も
真
意
で
は
な
い
よ
う
で
す
。 

 

し
か
し
、
そ
う
言
う
話
が
世
間
に
広
ま
る
と
い
う
こ
と

は
、
子
ど
も
が
亡
き
親
を
思
う
純
粋
な
気
持
ち
に
呼
応
し

て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 

本
当
に
先
人
を
偲
ん
で
い
る
の
？ 

 

 

新
盆
（七
月
十
三
日
～
十
五
日
・十
六
日
）、
旧
盆
（八

月
十
三
日
～
十
五
日
・十
六
日
）
の
い
ず
れ
か
の
三
、
四
日

間
、
亡
き
人
が
帰
っ
て
く
る
日
と
言
わ
れ
ま
す
。
ど
こ
か
ら

帰
っ
て
く
る
か
と
い
う
と
、
「あ
の
世
」だ
と
。
「あ
の
世
」

（「冥
界
」
の
こ
と
で
、
迷
い
の
世
界
で
あ
る
は
ず
が
、
迷
い
の

世
界
と
言
う
認
識
が
な
く
使
っ
て
い
る
）
の
外
に
「盆
の
入

り
に
、
地
獄
の
蓋
が
開
い
て
、
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
に
乗
っ
て
、
早

く
帰
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。
送
り
に
は
、
ナ
ス
の
牛
に
乗
っ

て
、
お
土
産
を
い
っ
ぱ
い
乗
せ
て
、
地
獄
の
蓋
が
閉
ま
る
ま

で
に
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。
」と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
と
、
亡

き
人
は
「地
獄
」に
居
る
と
決
め
つ
け
て
い
ま
す
。
こ
の
現
実

の
世
界
が
真
実
で
あ
り
、
し
あ
わ
せ
な
世
界
で
あ
る
と
決

め
つ
け
、
亡
き
人
を
冒
涜
し
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
ず
、

思
い
を
寄
せ
て
い
る
と
勘
違
い
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

亡
き
人
が
迷
わ
な
い
よ
う
に
お
家
に
帰
っ
て
来
れ
る
よ
う

に
と
「迎
え
火
」を
焚
く
そ
う
で
す
。 

 

今
は
あ
ま
り
聞
か
な
く
な
っ
た
こ
と
で
す
が
、
お
葬
儀

で
、
火
葬
に
向
か
う
コ
ー
ス
と
収
骨
し
て
お
家
に
帰
る
コ
ー

ス
を
変
え
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
迷
っ
て
お
家
に
帰
れ
な

い
よ
う
に
し
た
そ
う
で
す
。 

 

生
き
て
い
る
者
の
都
合
で
、
迷
わ
ず
に
帰
っ
て
き
て
く
れ

と
か
、
迷
っ
て
お
家
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で

す
。
因
み
に
、
お
茶
碗
に
ご
飯
を
盛
り
付
け
、
箸
を

一
本

立
て
る
の
は
、
亡
き
人
に
も
う
あ
な
た
の
食
べ
る
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
と
、
宣
言
す
る
こ
と
だ
そ
う
で
す
。 

 

昔
は
、
亡
く
な
っ
た
人
が
使
っ
て
い
た
お
茶
碗
な
ん
か
も

割
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
一
つ
の
節
目
な
の
か
、
昔
は
食
べ

る
こ
と
が
大
変
で
し
た
か
ら
、
一
人
で
も
食
い
ぶ
ち
が
減
っ

た
こ
と
へ
の
儀
式
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
亡
く
な
っ
た

方
を
尊
ぶ
気
持
ち
が
伝
わ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

 

  
亡
き
人
が
迷

っ
て
い
る 

 
 

 
 

と
言
う
人
は 

 

そ
の
人
自
身
が 

 
 

 
 

迷

っ
て
い
る 

  

「亡
く
な
っ
た
人
が
迷
わ
な
い
よ
う
に
」
と
、 

 
 

ご
自
宅
の
お
仏
壇
や
お
寺
の
本
堂
で 

 
 
 

手
を
合
わ
せ
る
人
が
い
ま
す
。 

 
 

先
人
を
偲
ぶ
心
は
大
切
で
す
が
、 

 
 
 

根
拠
も
な
く

「亡
き
人
が
迷
っ
て
い
る
」 

 
 
 

と
考
え
る
の
は
、
自
分
自
身
が 

 
 
 

迷
い
の
中
に
い
る
か
ら
で
す
。 

 
 

亡
き
人
を
ご
縁
と
し
て
、 

 
 
 

今
を
生
き
る
私
が
仏
法
を
聞
く
な
か
に
、 

 
 
 

迷
い
を
超
え
る
世
界
が
開
か
れ
ま
す
。 

 

（築
地
本
願
寺

「伝
道
掲
示
板
」 

二
〇

一
九
年
七
月
） 



3 

 
 

幽
霊
に
つ
い
て 

   

七
月
二
十
六
日
が
、
「幽
霊
の
日
」だ
と
い
う
こ
と
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
。
た
ま
た
ま
ラ
ジ
オ
で
そ
の
こ
と
を
知

り
、
何
故
、
幽
霊
の
日
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
調

べ
て
み
ま
し
た
。 

 

江
戸
時
代
、
一
八
二
五
年
七
月
二
十
六
日
（旧
暦
）
に

中
村
座
で
四
代
目
鶴
屋
南
北
作
の
「東
海
道
四
谷
怪
談
」

が
初
上
演
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
で
す
。 

 

日
本
の
幽
霊
と
い
う
と
、
白
装
束
を
身
に
つ
け
、
白
い
三

角
巾
を
か
ぶ
り
、
両
手
を
胸
元
辺
り
で
垂
ら
し
、
足
が
な

い
姿
を
し
て
い
ま
す
。 

 

歌
舞
伎
の
演
技
で
、
尾
上
松
緑
が
初
め
て
足
の
な
い
幽

霊
を
演
じ
た
そ
う
で
す
が
、
十
七
世
紀
半
ば
に
は
、
足
の

な
い
幽
霊
の
絵
が
描
か
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

 

幽
霊
は
、
こ
の
世
に
未
練
や
恨
み
が
あ
っ
て
、
成
仏
で
き

て
い
な
い
こ
と
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
『ゴ
ー
ス
ト
』と
い
う

映
画
が
あ
り
ま
し
た
。
恋
人
の
彼
が
亡
く
な
り
、
彼
女
を

守
っ
て
あ
げ
る
お
話
で
す
が
、
姿
・形
が
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
最
初
は
、
彼
女
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん

と
彼
が
い
つ
も
傍
に
居
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い

く
の
で
す
。
視
て
い
て
、
と
て
も
愛
情
の
素
晴
ら
し
さ
を
感

じ
る
も
の
で
し
た
。 

 

私
た
ち
は
、
「亡
く
な
っ
た
ら
何
も
な
い
」、
「死
ん
だ
ら
お

し
ま
い
」と
思
っ
て
い
る
反
面
、
愛
す
る
者
に
は
何
か
形
あ

る
も
の
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
期
待
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

幽
霊
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
人
の
心
模
様
が
創
り
出
し
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

幽
霊
に
足
が
な
い
と
は
、
成
仏
で
き
て
い
な
い
迷
い
の
姿

を
表
現
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
迷
い
は
、
幽
霊
を
視
る
（想

定
す
る
）
人
の
心
の
模
様
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。 

 

 
 

迷
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い 

   

築
地
本
願
寺
の
七
月
の
伝
道
掲
示
板
に
「亡
き
人
が

迷
っ
て
い
る
と
言
う
人
は 

そ
の
人
自
身
が
迷
っ
て
い
る
」と

あ
り
ま
し
た
。
先
の
幽
霊
も
、
視
る
人
自
身
が
迷
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

お
盆
で
、
先
人
の
こ
と
を
偲
ぶ
こ
と
は
大
事
な
こ
と
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
亡
き
人
が
可
哀
想
だ
か
ら
と
お
坊

さ
ん
に
読
経
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
こ
と

は
、
本
当
に
亡
き
方
を
尊
ん
で
い
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

か
。
仏
さ
ま
に
成
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
、
亡
霊
の

よ
う
に
思
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
思
う
の
は
、
思
う

私
こ
そ
が
、
迷
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
す
ら
気
づ
い
て
い

な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
現
実
の
こ
の
世
界
が
唯

一
の
真

実
で
あ
り
、
自
分
が
思
考
す
る
こ
と
の
み
に
頼
っ
て
い
る
の

が
、
私
た
ち
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 
 

『
仏
説
盂
蘭
盆
経
』で
は
、
お
釈
迦
様
は
、
目
連
尊
者
の

お
母
さ
ん
が
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
い
た
の
は
、
生
前
、
我
が

子
・目
連
だ
け
に
優
し
く
、
他
の
人
に
は
冷
た
か
っ
た
か
ら

だ
と
。
そ
れ
だ
け
を
考
え
る
と
、
生
前
の
行
い
が
餓
鬼
道
に

堕
ち
る
報
い
を
受
け
た
「因
果

応
報
」し
か
説
い
て
い
な
い
よ
う

に
思
え
ま
す
が
、
実
は
目
連
の

お
母
さ
ん
は
仏
様
に
成
っ
て
い

て
、
あ
え
て
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
、

お
釈
迦
様
の
弟
子
だ
と
自
負
す

る
目
連
に
、
迷
い
の
中
で
迷
っ
て

い
る
衆
生
の
一
人
で
し
か
な
い
こ

と
を
諭
そ
う
と
さ
れ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
が
お
母

さ
ん
を
救
っ
て
あ
げ
よ
う
と
慢

心
の
心
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に

漸
く
気
づ
い
た
と
こ
ろ
で
、
お
母

さ
ん
は
天
に
昇
っ
て
い
き
ま
し
た
。
「天
に
昇
る
」
の
表
現

は
、
仏
様
に
戻
ら
れ
た
こ
と
を
表
し
、
目
連
の
行
為
で
、
救

わ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
目
連
が
自
分
が
迷
っ
て
い
た

こ
と
に
気
づ
き
、
自
分
が
お
母
さ
ん
を
救
っ
た
の
で
は
な

く
、
お
母
さ
ん
は
、
す
で
に
仏
様
で
あ
っ
て
、
自
分
を
こ
そ
、

救
お
う
と
は
た
ら
い
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

  
 

ご
本
願
と
は 

  
 

浄
土
真
宗
で
は
、
「こ
の
身
が
滅
ん
だ
ら
、
お
浄
土
に

生
ま
れ
、
先
人
と
ま
た
相
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
る
」と
い

う
「倶
会

一
処
」
の
お
話
を
聞
き
ま
す
。 

 

ま
た
、
「お
浄
土
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
仏
さ
ま

と
成
っ
て
、
私
の
元
へ
還
っ
て
き
て
お
ら
れ
る
」と
い
う
「還

相
」
の
お
話
を
聞
き
ま
す
。 

 

し
か
し
、
そ
の
教
え
は
、
自
分
の
都
合
で
聞
く
と
、
幽
霊

と
何
の
変
わ
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
さ
ま
と
言
っ
て
も
、
世

間
で
言
う
、
霊
魂
と
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

『
正
信
偈
』
の
中
に
、 

 

還
来
生
死
輪
転
家

げ
ん
ら
い
し
ょ
う
じ
り
ん
で
ん
げ 

 

決
以
疑
情
為
所
止

け

っ
ち

ぎ

じ

ょ
う

い
し

ょ
し 

 

速
入
寂
静
無
為
楽

そ
く
に
ゅ
う
じ
ゃ
く
じ
ょ
う
む
い
ら
く 

 

必
以
信
心
為
納
入

ひ
っ
ち
し
ん
じ
ん
い
の
う
に
ゅ
う 

（
生
死
輪
転

し
ょ
う
じ
り
ん
で
ん

の
家い

え

に
還
来

か
え

る
こ
と
は
、
決け

っ
す
る
に
疑
情

ぎ
じ
ょ
う

を

も
っ
て
所
止

し
ょ
し

と
す 

す
み
や
か
に
寂
静
無
為

じ
ゃ
く
じ
ょ
う
む
い

の
楽

み
や
こ

に
入い

る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
信
心

し
ん
じ
ん

を
も
っ
て

納
入

の
う
に
ゅ
う

と
す
と
い
へ

り
）と
あ
り
ま
す
。 

２ 



4 

 
こ
れ
は
、
私
た
ち
は
、
亡
く
な
っ
た
方
に
も
、
亡
く
な
る

方
に
も
、
そ
し
て
自
分
自
身
に
も
、
ど
う
し
て
も
自
分
の

情
（こ
こ
ろ
）を
込
め
て
し
ま
い
が
ち
に
な
り
、
そ
の
こ
と

で
、
そ
の
人
の
思
い
に
応
え
て
い
る
と
満
足
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

亡
く
な
っ
た
方
の
生
前
の
人
格
、
生
業
、
思
い
を
受
け
と

る
心
情
は
大
事
な
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
思
い
が
反
っ

て
、
本
来
、
仏
さ
ま
に
成
っ
て
い
る
方
を
、
迷
い
の
世
界
に

還
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

仏
さ
ま
に
す
る
の
は
、
生
身
の
こ
の
私
で
は
な
く
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
ご
本
願
の
は
た
ら
き
で
し
か
出
来
な
い
こ
と
で

あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
こ
と
を
「必
ず
信
心
を
も
っ
て
納
入
と
す
る
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
と
は
、
こ
の
私
が
仏
に
成
る
と
い

う
希
望
を
叶
え
て
く
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
ど
の
方
も
ど

ん
な
状
態
で
も
必
ず
仏
の
い
の
ち
を
い
た
だ
く
身
で
あ
る

と
い
う
自
然
の
道
理
（真
理
）
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
真
理
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
を
「信
心
」と
言
う
の

だ
と
思
い
ま
す
。
が
、
な
か
な
か
、
そ
の
真
理
を
信
じ
る
こ

と
が
出
来
な
い
の
が
、
私
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
う
い
う
私
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
「南

無
阿
弥
陀
仏
」と
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
を
介
し
て
、
そ
の

真
理
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

私
た
ち
は
、
愛
お
し
け
れ
ば
愛
お
し
い
ほ
ど
、
感
情
に
溺

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
「恩
愛
は
な
は
だ
断
ち
が
た
し
」で
す
。 

 

お
盆
や
お
彼
岸
、
年
回
法
要
を
お
迎
え
に
な
る
度
に
、

あ
ら
た
め
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
は
、
仏
さ
ま
に
成
っ

て
お
ら
れ
、
い
つ
も
い
つ
も
、
こ
の
私
に
「南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
呼
び
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
「仏
さ
ま
」と
は
私
の
思
い
を
超
え
て
、

私
を
必
ず
救
う
と
願
っ
て
お
ら
れ
る
方
の
こ
と
で
す
。 

 
 

 
 

お
盆 

  

亡
く
な
ら
れ
た
先
人
た
ち
の
ご
恩
に
対
し
、
あ

ら
た
め
て
思
い
を
寄
せ
る
の
が
お
盆
で
あ
る
。 

 

親
鸞
聖
人
は
仰
せ
に
な
る
。 

 
 

願
土
に
い
た
れ
ば
す
み
や
か
に 

 
 

無
上
涅
槃
を
証
し
て
ぞ 

 
 

す
な
は
ち
大
悲
を
お
こ
す
な
り 

 
 

こ
れ
を
回
向
と
な
づ
け
た
り 

 

浄
土

へ
と
往
生
し
た
人
は
、
如
来
の
願
力
に

よ
っ
て
す
み
や
か
に
さ
と
り
を
ひ
ら
き
、
大
い
な

る
慈
悲
の
心
を
お
こ
す
。
迷
い
の
こ
の
世
に
還
り

来
た
り
、
私
た
ち
を
真
実
の
道

へ
導
こ
う
と
常
に

は
た
ら
か
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

仏
の
国
に
往
き
生
ま
れ
て
い
っ
た
懐
か
し
い
人

た
ち
。
仏
の
は
た
ら
き
と
な
っ
て
、
い
つ
も
私
と

と
も
に
あ
り
、
私
を
み
ま
も
っ
て
い
て
く
だ
さ

る
。 

 

こ
の
お
盆
を
縁
と
し
て
、
す
で
に
仏
と
な
ら
れ

た
方
々
の
ご
恩
を
よ
ろ
こ
び
念
仏
申
す
ば
か
り
で

あ
る
。 

『拝
読 

浄
土
真
宗
の
み
教
え
』4

2
頁 

 
 

●
懐
か
し
い
方
を
偲
ぶ
な
か
に 

  

お
盆
の
季
節
に
な
る
と
、
先
に
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
を
偲
ぶ
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
や
風
景
を
目
に 

し
ま
す
。 

 

先
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
を
、
日
頃
は
あ
ま
り
思

い
出
す
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
、

こ
の
お
盆
の
時
期
に
は
、
亡
き
方
を
思
い
出
す
こ

と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

 

親
し
い
方
を
お
看
取
り
し
た
私
た
ち
に
と
っ

て
、
そ
の
方
と
の
死
別
の
悲
し
み
は
、
誰
に
も
わ

か
っ
て
も
ら
え
な
い
思
い
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
お
墓
参
り
な
ど
の
お
盆
の
風
景
が
テ
レ
ビ
で

紹
介
さ
れ
ま
す
と
、

「悲
し
み
を
新
た
に
さ
れ
て

い
ま
し
た
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
流
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。 

 

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
す
。
親
し
い
方
と
の
死
別

の
悲
し
み
を
、
ま
た
新
た
に
深
く
思
う
ほ
か
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
救
い
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
い
て
い
る
私
た
ち
は
、
た
だ
悲
し
み
を
新

た
に
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
懐
か
し
い
方

を
偲
び
つ
つ
も
、
不
要
な
心
配
を
す
る
こ
と
は
な

く
、
安
心
の
中
に
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
は
、
こ
の
世

に
生
ま
れ
、
生
き
て
、
い
の
ち
を
終
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
者
を
、
誰

一
人
見
捨
て
る
こ
と

な
く
、
必
ず
救
お
う
と
願
い
を
発
さ
れ
、
あ
ら
ゆ

る
い
の
ち
あ
る
者
に
至
り
届
い
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。 

３ 

 

『拝
読 

浄
土
真
宗
の
み
教
え
』
に
聞
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

龍
谷
大
学
大
学
院
教
授 

葛 

野 
 

洋 

明 

氏 

 

『大
乗
』
二
〇

一
九
年
八
月
号
よ
り 



5 

 
 

●
阿
弥
陀
如
来
の
願
い 

  

阿
弥
陀
如
来
の
願
い
に
は
、

「あ
ら
ゆ
る
者

に
、
こ
の
救
い
を
信
ぜ
し
め
、
わ
が
国

・
浄
土
に

生
ま
れ
さ
せ
て
救
お
う
」
と
い
う
お
こ
こ
ろ
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
は

「こ
う
な
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
な
ぁ
」

と
い
う
、
私
た
ち
が
日
頃
思
う
よ
う
な

「お
願

い
」
や

「希
望
」
な
ど
と
は
、
全
く
違
い
ま
す
。 

阿
弥
陀
如
来
の
願
い
は

「誓
願
」
と
も
呼
ば
れ
る

よ
う
に

「誓
い
」
で
す
。 

 

あ
ら
ゆ
る
者
を
、
必
ず
わ
が
国

・
浄
土
に
生
ま

れ
さ
せ
救
お
う
。
こ
の
救
い
の
法
が
完
成
し
な
け

れ
ば
、
決
し
て
、
さ
と
り
を
ひ
ら
か
な
い
と
誓

い
、
す
で
に
さ
と
り
を
開
い
て
阿
弥
陀
如
来
と
成

ら
れ
た
の
で
す
。 

 

ま
だ
死
ぬ
こ
と
な
ど
実
体
験
し
て
い
な
い
私
た

ち
は
、
い
の
ち
を
終
え
る
こ
と
を

「死
」
と
し
か

思
う
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
如

来
は

「必
ず
浄
土
に
う
ま
れ
さ
せ
て
み
せ
る
」
と

誓
わ
れ
た
の
で
す
。 

 

こ
の
救
い
が
至
り
届
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
も
は

や

「死
」
は
単
な
る

「死
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

死
ぬ
こ
と
を

「お
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ

く
」
こ
と
と
思
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
阿
弥
陀
如
来
の
こ
の
誓
い
に
つ
い

て

「ち
か
ひ
の
や
う
は
、

『無
上
仏
に
な
ら
し
め

ん
』

（註
釈
版
聖
典6

2
2

頁
）
と
示
さ
れ
て
、

「あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
あ
る
者
を
、
こ
の
上
な
い
さ 

と
り
の
仏
に
成
ら
し
め
よ
う
と
誓
わ
れ
て
い
る
」

と
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

  
 

●

「願
土
」
と
呼
ば
れ
る
浄
土 

  

親
鸞
聖
人
は
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
を

「願
土
」

と
示
さ
れ
、
こ
の
言
葉
に

「弥
陀
の
本
誓
悲
願
」

の
土
な
り
」

（同5
8
1

頁
脚
註
）
と
、
詳
し
い
解

釈
を
付
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

阿
弥
陀
如
来
の
誓
い

・
慈
悲
な
る
願
い
の
と
お

り
、
こ
の
上
な
い
さ
と
り
の
仏
と
成
ら
し
め
る
世

界
、
そ
れ
が
浄
土
だ
と
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
の
で

す
。 

 

し
か
も
、
懐
か
し
い
方
々
は
、
い
の
ち
を
終
え

て
、
た
だ
浄
土
と
い
う
世
界
に
往
っ
た
だ
け
で
は

な
い
の
で
す
。 

 
「臨
終

一
念
の
夕
、
大
般
涅
槃
を
超
証
す
」

（同2
6
4

頁
）
と
聖
人
が
明
ら
か
に
し
て
く
だ

さ

っ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
の
い
の
ち
を
終
え
た

時
、
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
に
往
き
生
ま
れ
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
の
上
な
い
さ
と

り
を
開
い
て
仏
と
成
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
の
だ

と
、
明
ら
か
に
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。 

 

懐
か
し
い
方
、
親
し
い
方
、
今
は
い
の
ち
を
終

え
ら
れ
た
方
々
を
偲
ぶ
時
、
私
た
ち
は

「死
ん

だ
」
と
し
か
思
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
が
至
り
届
い
て
い
る
と

こ
ろ
に
は
、

「浄
土
に
往
き
生
ま
れ
、
こ
の
上
な

い
仏
と
成
ら
れ
た
」
と
思
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
も
う
苦
し
み
や
悲
し
み
、
悩

み
に
さ
い
な
ま
れ
、
迷
い
続
け
る
い
の
ち
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
が
、
至
り
届
い
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
と
、

先
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
、
懐
か
し
い
方
々
を
、

も
う
心
配
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

懐
か
し
い
方
を
偲
ぶ
時
、
た
だ
悲
し
み
に
暮
れ

る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「あ
あ
、
阿
弥
陀
さ

ま
が
い
て
く
だ
さ
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
安
心
の
中

に
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
は
、
先
に
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
だ
け
に
至
り
届
い
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

今

・
こ
こ
で
、
悲
し
み
の
思
い
の
中
に
懐
か
し

い
方
を
偲
ん
で
い
る
、
こ
の
私
に
も
間
違
い
な
し

に
届
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

  

稱
讃
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が 

 
 

      

新
し
く
な
り
ま
し
た
。 

 

鹿
児
島
の
稱
讃
寺
も
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
だ
、
寺
報

『稱
讃
』
を

一
部
掲
載
し
て
い 

る
だ
け
で
す
が
、
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。 

４ 

 

宗
門
総
合
振
興
計
画
ご
懇
志
の
ご
案
内 

 

振
込
先 

城
北
信
用
金
庫

一
ツ
家
支
店 

名 

義 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱
讃
寺
教
会 

 
 

 
 

 

代
表 
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也 
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１ 
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日 

時 

八
月
十

一
日

（日
） 

 
 
 
 

一
席
目 
一
三

：
三
〇
～

一
五

：
五
〇 

 
 
 
 

二
席
目 
一
六

：
三
〇
～

一
八

：
五
〇 

講 

師 

鶴
田
義
光
先
生 

会 

場 

ム
ー
ブ
町
屋
四
階
会
議
室
Ｂ 

聴
聞
費 

五
百
円 

   

日 

時 

八
月
十
六
日

（金
）

一
四

：
〇
〇 

会 

場 

稱
讃
寺 

法 

話 

住
職 

   

日 

時 

九
月
十
六
日

（月
）

一
四

：
〇
〇 

会 

場 

稱
讃
寺 

法 

話 

住
職 

   

日 

時 

九
月
十
七
日

（火
） 

会 

場 

築
地
本
願
寺 

本
堂 

  

  

日
時 

九
月
十
八
日

（水
） 

会
場 

千
鳥
ヶ
淵
墓
苑    

日
時 

 

九
月
二
十
二
日

（日
）
午
後

一
時 

 

日
程 

一
三

：
〇
〇 

門
徒
総
代
会 

 

一
四

：
〇
〇 

お
つ
と
め 

 
 

 
 

 
 

「仏
説
阿
弥
陀
経
」 

一
四

：
四
〇 

法
話 

一
五

：
四
〇 

茶
話
会 

一
六

：
三
〇 

恩
徳
讃 

 

〈そ
の
他
〉 

八
月
二
六
日

（月
） 

 
 

 
 
 

 

一
四

：
〇
〇 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

九
月
六
日

（金
） 

 
 

 
 
 

 

一
四

：
〇
〇 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

九
月
二
六
日

（木
） 

 
 

 
 
 

 

一
四

：
〇
〇 

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
と
聞
く
と
、
中
村
元
先
生
の

『
仏
陀
の
こ
と
ば
』
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。 

 

「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
は
、
最
初
期
に
編
纂
さ
れ
た

最
古
の
仏
典
の
一
つ
と
さ
れ
ま
す
。
パ
ー
リ
語
が
主
で

あ
り
ま
す
が
、
マ
ガ
ダ
語
の
用
語
も
含
ま
れ
、
漢
訳
は

一
部
存
在
し
な
い
そ
う
で
す
。
現
代
で
は
日
本
語
と
し

て

『南
伝
大
蔵
経
』
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

中
村
元
先
生
に
よ
る
と
、
こ
の
経
典
は
、
仏
教
教
団

が
大
き
く
な
る
以
前
の
も
の
で
、
お
釈
迦
様
の
お
姿

が
、
生
き
生
き
と
、
素
直
に
描
か
れ
て
、
歴
史
的
人
物

と
し
て
表
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す 

 

ま
た
、
煩
瑣
な
教
理
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
素
直
な
人
と
し
て
歩
む
道
が
説
か
れ
て
い
る
そ
う

で
す
。 

 

大
乗
仏
教
が
起
る
以
前
の
原
始
仏
教
で
は
あ
り
ま
す

が
、
日
本
に
は
大
乗
仏
教
と
同
時
に
伝
わ
っ
て
来
た
こ

と
も
、
ま
た
説
か
れ
る
平
易
な
内
容
も
合
わ
さ
り
、
民

衆
に
向
け
た
経
典
と
思
え
る
の
で
す
。

「執
着
す
る
心

を
捨
て
る
」

「慈
し
み
心
を
持
つ
」

「生
き
と
し
生
け

る
も
の
は
、
全
て
幸
福
で
あ
れ
、
安
穏
で
あ
れ
」
と
か

は
、
大
乗
仏
教
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の
経
典
は
、
お
釈
迦
様
が

い
ら

っ

し
ゃ
っ
た
正
法
の
時
代
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち

は
末
法
に
生
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
読
む
こ

と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

因
み
にY

o
u
T
u
b
e

で

「中
村
元 

原
始
経
典
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
の
解
説
」

（２
時
間
３
０
分
）
と
い
う
中
村

元
先
生
の
生
の
講
義
を
聴
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 
ご
聴
聞
の
ご
案
内 

真
昌
寺
聞
法
会 

平
和
フ
ォ
ー
ラ
ム 

２
０
１
９ 

の
ん
の
ん
法
話
会

・
盂
蘭
盆
会
法
要 

の
ん
の
ん
法
話
会 

秋
季
彼
岸
会
法
要 

千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要 

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
を
読
ん
で
い
ま
す

が
、
大
乗
仏
教
と
の
関
係
が
よ
く
分
か
り

ま
せ
ん
。 



7 

・
・
・
六
趣
と
い
う
の
は
人
間
が
生
き
て
い
る
状
況
を

段
階
的
に
い
っ
た
も
の
で
、

一
番
苦
し
い
状
況
を
地
獄

と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
次
は
餓

鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
上
と
続
い
て
い
る
ん
で

す
。
こ
れ
は
六
道
、
あ
る
い
は
六
趣
と
い
い
ま
す
。
趣

と
い
う
の
は

一
つ
一
つ
の
あ
り
よ
う
を
趣
と
い
っ
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
苦
し
い
時
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
が

入
り
交
じ
っ
て
し
ま
っ
て
秩
序
を
失
っ
て
い
る
ん
で
す

よ
。
だ
か
ら
餓
鬼
の
苦
し
み
が
人
間
の
上
に
来
て
し

ま
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
畜
生
の
苦
し
み
が
来
て
し
ま
っ

た
り
と
か
、
入
り
交
じ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
な
の

で
す
。 

 

私
は
地
獄
の
よ
う
な
苦
し
み
を
も
っ
て
い
る
ん
だ
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
地
獄
と
い
う
と
こ
ろ
の

趣
に
収
ま
っ
て
い
ま
す
。
餓
鬼
の
苦
し
み
も
も
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
餓
鬼
の
苦
し
み
の
と
こ
ろ
に
収

ま
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
ふ
う
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
苦
し

み
が
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
ら

が

一
つ
の
秩
序
性
を
持
っ
て
正
さ
れ
た
と
き
に
全
体
を

受
け
と
め
て
私
た
ち
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

 

そ
う
い
う
ふ
う
な
自
分
の
苦
し
み
の
一
つ
の
あ
り
よ

う
を
自
分
の
内
面
の
中
で
、
こ
う
い
う
秩
序
で
も
っ
て

整
え
直
す
と
い
う
た
め
に
ど
う
い
う
こ
と
が
必
要
な
の

か
と
い
え
ば
、

一
切
行
を
現
前
す
る
、
つ
ま
り
体
験
し

た
い
ろ
ん
な
思
い
を
そ
こ
に
出
し
て
み
る
。
ち
ょ
う

ど
、
秋
に
な
る
と
稲
を
刈
っ
て
脱
穀
と
い
う
の
を
や
る

で
し
ょ
う
。
ゴ
ミ
は
ゴ
ミ
、
籾
と
し
て
使
え
る
も
の
は

使
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
秩
序
が
整

っ
て
い
く
の

と
同
じ
よ
う
に
こ
の
私
た
ち
が
、

一
切
行
を
現
前
す
る

こ
と
を
通
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
今
ま
で
こ
れ
が
上
に

な
っ
た
り
下
に
な
っ
た
り
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
う
い

う

一
つ
の
秩
序
性
を
も
っ
て
、
そ
こ
に
苦
し
み
は
あ
る

け
れ
ど
そ
れ
は
苦
し
み
の
あ
る
場
所
で
収
ま

っ
て
い

く
、
諸
趣
が
正
さ
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
の

バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

実
際
に
私
た
ち
の
気
持
ち
を
考
え
て
み
る
と
、
年
中

こ
こ
を
瞬
間
瞬
間
に
経
巡
っ
て
い
る
。
地
獄
の
よ
う
な

思
い
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
だ
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
苦
し
み
の
思
い
の
す
べ
て
を
表
現
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
う
整
い
が
少
し
で
も
出

て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
苦
し
み
が

あ
り
な
が
ら
も
な
ん
と
か
人
生
を
維
持
し
て
い
く
こ
と

の
で
き
る
働
き
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け

で
す
よ
。 

 

地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

・
修
羅

・
人
間

・
天
上
な
ん
て

い
う
と
ち
ょ
っ
と
今
の
現
代
か
ら
離
れ
た
こ
と
の
よ
う

に
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
こ
の
地

獄
の
苦
し
み
と
い
う
の
は
ま
さ
に
あ
り
ま
す
よ
ね
。
昨

日
も
ガ
ン
に
な
っ
た
方
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
き
っ

と
そ
の
時
の
お
気
持
ち
は
、
地
獄
に
落
ち
た
よ
う
な
思

い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

餓
鬼
と
い
う
の
も
、
今
本
当
に
日
本
経
済
な
ん
て
ま

さ
に
餓
鬼
道
で
し
ょ
う
。
私
ど
も
の
会
社
だ
っ
て

一
生

懸
命
、
餌
を
拾
い
み
ん
な
駆
け
歩
い
て
い
る
の
に
、
餌

な
ん
て
落
ち
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
み
ん
な
で
分
け
る

だ
け
の
利
益
な
ん
て
な
い
か
ら
、
い
わ
ば
赤
字
を
出
し

て
や

っ
て
い
る
な
ん
て
、
餓
鬼
道
の
世
界
を
苦
し
ん
で

い
る
こ
と
で
す
し
、
畜
生
の
世
界
な
ん
て
い
っ
た
ら
、

要
す
る
に
飼
わ
れ
た
生
き
物
と
い
う
こ
と
で
、
自
主
的

に
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
苦
し
み
な
の
で
す
。
管
理

社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
人
た
ち
は
、
畜
生
の
苦
し
み 

を
引
き
受
け
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
よ
。
ち
ゃ
ん
と
餌

は
く
れ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
自
分
の
願
い
の
よ
う
に
は
生

か
し
て
は
く
れ
な
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
い
わ
ば
畜
生
と

同
じ
こ
と
を
今
、
現
に
や

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。 

 

修
羅
と
い
う
の
は
、
競
い
合
う
世
界
。
今
み
ん
な
、

子
供
た
ち
は
受
験
受
験
で
、
そ
し
て
社
会
に
出
れ
ば
ま

た
、
利
益
を
上
げ
な
き
ゃ
上
げ
な
き
ゃ
で
、
あ
い
つ
は

係
長
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
課
長
に
な
っ
た
と
か
、
そ

う
い
う
ふ
う
な
競
争
社
会
。
競
争
社
会
の
苦
し
み
は
修

羅
の
苦
し
み
で
す
。
だ
か
ら
昔
も
今
も
何
に
も
変
わ
っ

て
い
な
い
の
で
す
。 

 

そ
し
て
人
間
と
い
う
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
面
接
に
来
た

人
が

「あ
あ
、
や

っ
と
人
心
地
が
つ
き
ま
し
た
」
と
言

わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
人
心
地
が
つ
く
よ
う

な
思
い
で
い
ら
れ
る
状
況
が
人
間
か
も
し
れ
な
い
で
す

ね
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
に
幸
せ
で
い
い
の
か
な
、
と
思

う
ほ
ど
の
状
況
、
天
上
の
よ
う
な
思
い
も
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
み
な
常
に
動
い
て
、
動
い
て
こ

ん
な
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

・
・
・ 

 

『
ひ
び
き
あ
う
心
』

（大
須
賀
発
蔵
氏
著
）
よ
り  

 

四
天
王
の
増
長
天
に
つ
い
て
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
あ
ら
れ

た
大
須
賀
先
生
が
ご
理
解
な
さ
れ
た
こ
と
を

一
部
抜
粋
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。 

 

傾
聴
の
大
切
さ
を
、
も
と
も
と
仏
教
は
説
い
て
き
た
こ
と

に
気
づ
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
日
常
の

「四
苦
八
苦
」
の
動
き
に
あ
る
程
度
耐

え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
時
が
あ

る
。
そ
れ
を
話
せ
て
受
け
止
め
る
場
が
あ
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
し
ょ
う
。 

 

「苦
し
み
は
成
長
の
種
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
仏
さ
ま
が
、

い
つ
も
あ
な
た
の
苦
し
み
を
受
け
と
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に

気
づ
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。 

６ 

六
道
輪
廻 -

日
常
の
私
の
こ
こ
ろ
模
様- 
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二
〇

一
九
年 

八
月 

法
務

・
布
教

・
出
向
予
定 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

 

三
日

（土
） 

坂
根
家
月
忌
参
り 

九
時
半 

  

四
日

（
日
） 

福
壽
家

一
周
忌
法
要 

一
三
時 

  

九
日

（金
） 

春
田
家
初
盆
法
要 

一
四
時 

 

一
〇
日

（土
） 

大
家
家
入
仏

・
お
盆 

一
一
時 

 

一
一
日

（
日
） 

長
田
家
初
盆
法
要 

一
二
時 

 
 

 
 

 
 

 

島
田
家
初
盆
法
要 

一
三
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
日

（月
） 

松
清
家
初
盆
法
要 

一
〇
時 

 
 

 
 

 
 

 

山
下
家
初
盆
法
要 

一
一
時 

 
 

 
 

 
 

 

平
澤
家
初
盆
法
要 

一
四
時 

 
 

 
 

 
 

 

鳥
本
家
法
要 

一
七
時 

 

一
三
日

（火
） 

大
村
家
初
盆
法
要 

一
〇
時 

 

 
 

 
 

 
 

 

蛭
田
家
初
盆
法
要 

一
四
時 

 

一
四
日

（水
） 

千
葉
組
了
善
寺
盆
参
り
法
助 

 

一
五
日

（木
） 

千
葉
組
了
善
寺
盂
蘭
盆
会
法
要 

 

一
七
日

（土
） 

桐
生
家
初
盆
法
要 

一
〇
時 

 

一
八
日

（
日
） 

千
葉
組
了
善
寺
法
助 

一
一
時 

 

二
〇
日

（火
） 

滝
本
家
七
回
忌
法
要 

一
〇
時 

 

二
五
日

（
日
） 

早
田
家

一
周
忌
法
要 

一
三
時 

 

三

一
日

（土
） 

遠
藤
家

一
周
忌
法
要 

一
四
時 

 
 

 

二
〇

一
九
年
八
月
の
行
事
予
定 

お
盆ぼ

ん 

亡な

き
人ひ

と

を
偲し

の

び 
  

 
 
 

 

語か
た

り
継つ

ぐ 

  

二
〇

一
九
年

「心
の
と
も
し
び
」
八
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

四
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 

六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
九
時 

 

一
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

兼

：
盂
蘭
盆
会
法
要 

 

一
八
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
五
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

※
ご
家
庭
の
お
盆
法
要
を
お
考
え
の
方
は
、
稱
讃
寺

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

「創
刊
号
」
を
二
〇
〇
三
年

一
月
に
発
行
し

て
、
本
年

（二
〇

一
九
年
）
八
月
号
で

「二
〇
〇

号
」
に
な
り
ま
し
た
。
多
少
、
発
行
が
遅
れ
た

り
、
誤
字
脱
字
、
記
載
漏
れ
、
印
刷
間
違
い
等
、

皆
さ
ま
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
な
が
ら
で
す
が
、

途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
け
て
こ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
も
偏
に
、
有
縁
の
皆
さ
ま
の
御
陰
と
感
謝

い
た
す
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

内
容
的
に
難
し
い
と
の
お
声
も
頂
く
の
で
す

が
、
私
の
至
ら
ぬ
表
現
の
未
熟
さ
、
何
よ
り
も
私

の
理
解
度
の
薄
さ
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、

も
っ
と
皆
さ
ま
に
分
か
り
や
す
く
お
話
で
き
る
よ

う
に
精
進
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
今

後
と
も
、
お
導
き
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ

げ
ま
す
。 

 

寺
報
二
〇
〇
号
で
、
当
寺
が
開
設
さ
れ
て
か
ら

十
六
年
と
八
ヶ
月
が
経

っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

足
立
布
教
所
に
始
ま
り
、
稱
讃
寺
教
会
と
な

り
、
ご
本
尊
を
お
迎
え
し
、
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回

大
遠
忌
法
要
を
お
迎
え
し
、
非
法
人
寺
院
と
な

り
、
今
、
門
徒
総
代
さ
ん
と
相
談
し
な
が
ら
、
出

来
る
だ
け
早
く
宗
教
法
人
を
取
得
で
き
る
よ
う
、

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

皆
さ
ま
の
益
々
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ

ま
す
。 

 
 

稱
讃
寺
住
職 

北
村
信
也 

寺
報

『稱
讃
』
二
〇
〇
号
を
迎
え
て 


