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旅
人
は
、
貪
欲
・
瞋
恚
の
水
火
の
二
河
に
差
し
掛
か

る
と
、
彼
岸
に
渡
る
幅
十
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
白
い
道

が
あ
る
の
に
気
づ
き
ま
す
。
引
き
返
し
て
も
、
南
北
の

川
沿
い
に
逃
げ
て
も
、
そ
こ
に
止
ま
っ
て
も
、
ま
た
こ

の
白
い
道
を
渡
っ
て
も
水
火
の
波
に
呑
み
込
ま
れ
て
し

ま
う
。
所
謂
「
三
定
死
」
（
絶
対
に
死
を
免
れ
な
い
）

状
態
に
心
身
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。 

そ
う
い
う
時
、
旅
人
は
自
ら
こ
の
白
い
道
を
進
も
う
と

決
心
し
ま
す
。
既
に
こ
の
道
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
。 

そ
う
思
っ
た
と
同
時
に
、
こ
ち
ら
か
ら
お
釈
迦
さ
ま
の

「
こ
の
道
を
行
け
」
と
の
お
声
が
聞
こ
え
、
彼
岸
か
ら

「
安
心
し
て
来
な
さ
い
」
と
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
呼
び
声

が
聞
こ
え
て
き
た
。
旅
人
は
一
歩
二
歩
そ
の
白
い
道
を

歩
む
と
、
此
岸
か
ら
「
戻
っ
て
こ
い
」
と
の
誘
惑
の
声

に
も
振
り
返
る
こ
と
な
く
、
お
念
仏
を
称
え
、
と
う
と

う
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
元
へ
往
き
き
る
の
で
す
。 

 

旅
人
は
、
私
自
身
の
こ

と
だ
ろ
う
か
？
絶
体
絶
命

の
時
、
既
に
こ
の
道
が
あ

る
か
ら
と
言
っ
て
、
渡
る

決
心
が
私
に
あ
る
だ
ろ
う

か
？
上
図
の
赤
丸
の
中
に

は
旅
人
に
手
を
合
わ
す
方

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
こ
そ
が
私
で
は
？ 

 

す
な
は
ち
み
づ
か
ら
思
念

し

ね

ん

す
ら
く
、
〈
わ
れ
い
ま 

回 か
え

ら
ば
ま
た
死 し

せ
ん
、
住 と

ど

ま
ら
ば
ま
た
死 し

せ
ん
、 

去 ゆ

か
ば
ま
た
死 し

せ
ん
。
一
種

い
っ
し
ゅ

と
し
て
死 し

を
勉

ま
ぬ
か

れ
ざ

れ
ば
、
わ
れ
寧 や

す

く
こ
の
道 み

ち

を
尋 た

ず

ね
て
前 さ

き

に
向 む

か
ひ 

て
去 ゆ

か
ん
。
す
で
に
こ
の
道 み

ち

あ
り
、
か
な
ら
ず 

可
度

か

ど

す
べ
し
〉
と
。 

こ
の
念 ね

ん

を
な
す
と
き
、
東

ひ
が
し

の
岸 き

し

に
た
ち
ま
ち
に
人 ひ

と 

の
勧 す

す

む
る
声 こ

え

を
聞 き

く
、
〈
き
み
た
だ
決
定

け
つ
じ
ょ
う

し
て
こ 

の
道 み

ち

を
尋 た

ず

ね
て
行 ゆ

け
。
か
な
ら
ず
死 し

の
難 な

ん

な
け 

ん
。
も
し
住 と

ど

ま
ら
ば
す
な
は
ち
死 し

せ
ん
〉
と
。
ま

た
西 に

し

の
岸 き

し

の
上 う

え

に
、
人 ひ

と

あ
り
て
喚 よ

ば
ひ
て
い
は 

く
、
〈
な
ん
ぢ
一
心

い
っ
し
ん

に
正
念

し
ょ
う
ね
ん

に
し
て
た
だ
ち
に
来 き

た 

れ
、
わ
れ
よ
く
な
ん
ぢ
を
護 ま

も

ら
ん
。
す
べ
て
水
火

す

い

か 

の
難 な

ん

に
堕 だ

せ
ん
こ
と
を
畏 お

そ

れ
ざ
れ
〉
と
。 

 

『
教
行
信
証』（
信
巻）
、『
注
釈
版
聖
典』
二
二
四
頁    

二
〇
一
九(

令
和
元
）
年
九
月
二
十
二
日 

 
 

 

稱
讃
寺 

秋
季
彼
岸
会
法
要 
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去
る
九
月
二
十
二
日
（
土
）
、
稱
讃
寺
の
秋
季

彼
岸
会
の
法
要
を
執
り
行
い
ま
し
た
。 

 

午
後
二
時
か
ら
「
お
つ
と
め
」
の
予
定
で
あ
り

ま
し
た
が
、
午
後
一
時
か
ら
の
門
徒
総
代
会
が
長

引
き
ま
し
て
、
二
時
四
〇
分
ぐ
ら
い
か
ら
の
「
お

つ
と
め
」
に
な
り
ま
し
た
。 

 

お
彼
岸
を
控
え
た
十
七
日
に
、
川
上
さ
ん
か
ら

お
供
物
や
そ
の
台
、
経
机
等
を
頂
い
て
お
り
ま
し

た
の
で
、
お
飾
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

紫
・
黄
・
ピ
ン
ク
・
緑
と
色
鮮
や
か
な
お
荘
厳

で
、
お
彼
岸
法
要
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。 

 

当
日
は
良
い
お
天
気
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。 

 

野
口
明
美
さ
ん
、
川
田
原
末
廣
さ
ん
・
正
明
さ

ん
親
子
、
中
木
原
乃
既
子
さ
ん
、
福
井
恒
彰
さ

ん
、
早
﨑
光
弘
さ
ん
、
髙
橋
八
重
子
さ
ん
の
七
名

が
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

「
お
つ
と
め
」
は
皆
さ
ん
で
『
仏
説
観
無
量
寿

経
』
を
お
つ
と
め
い
た
し
、
『
浄
土
真
宗
の
み
教

え
』
の
「
お
彼
岸
」
を
拝
読
し
た
後
、
仏
教
讃
歌

の
「
み
ほ
と
け
は
」
を
歌
い
ま
し
た
。 

 

法
話
は
、
住
職
で
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

「
二
河
白
道
」
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

 
了
祥
師
の
三
幅
の
「
二
河
白
道
」
図
を
コ
ピ
ー

し
て
、
三
つ
折
り
の
厚
紙
に
貼
り
、
今
回
の
記
念

品
に
し
ま
し
た
。 

 

そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
、
二
河
白
道
の

譬
え
を
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

お
話
の
後
は
、
川
田
原
さ
ん
か
ら
頂
い
た
お
萩

を
食
し
な
が
ら
団
ら
ん
し
て
、
午
後
五
時
過
ぎ
解

散
い
た
し
ま
し
た
。
各
々
、
車
で
お
出
で
の
方
に

分
乗
し
て
送
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
自
転
車
で
お

出
で
の
髙
橋
さ
ん
に
は
、
最
期
、
後
片
付
け
ま
で

し
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

皆
さ
ま
、
よ
う
こ
そ
の
ご
参
拝
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

 
秋
季
彼
岸
会
法
要 

１ 
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旅
人
ー
行
者 

東
岸
の
広
野
を
西
に
向
か
う
旅
人
は
、
浄
土
を
目

指
す
行
者
で
す
。
こ
の
段
階
で
行
者
は
他
力
の
信
心
を

得
て
お
ら
ず
、
本
図
で
は
そ
れ
を
衣
装
の
色
で
表
現
し

て
い
ま
す
。
信
心
を
得
た
行
者
を
描
く
第
二
幅
の
白
道

上
の
旅
人
が
白
色
の
衣
装
と
裸
足
で
あ
る
の
に
対
し
、

本
図
で
は
衣
装
を
白
と
赤
、
靴
を
白
と
黒
に
描
い
て
い

ま
す
。
白
一
色
で
な
く
裸
足
で
な
い
の
は
、
「
若
存
若

亡
」
（
あ
る
時
は
往
生
で
き
る
と
思
い
、
あ
る
時
は
で

き
な
い
と
思
う
）
（
『
注
釈
版
聖
典
』
高
僧
和
讃
曇
鸞

讃
５
８
７
頁
）
と
い
う
自
力
疑
心
の
特
徴
を
表
わ
し
て

い
ま
す
。
こ
の
旅
人
は
西
に
向
か
っ
て
合
掌
し
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
は
「
間
違
い
な
く
往
生
さ
せ
て
い
た
だ

く
」
と
い
う
安
心
感
の
な
い
、
不
安
な
心
の
ま
ま
阿
弥

陀
仏
へ
救
い
を
求
め
て
い
る
姿
で
あ
る
の
で
す
。 

そ
し
て
こ
の
自
力
の
行
者
は
、
後
ろ
か
ら
群
賊
悪

獣
に
襲
わ
れ
、
前
方
に
は
水
火
二
河
に
挟
ま
れ
た
わ
ず

か
１
５
セ
ン
チ
ば
か
り
の
と
て
も
渡
れ
そ
う
に
な
い
細

い
道
が
あ
る
だ
け
、
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

「
引
き
返
し
て
も
死
、
と
ど
ま
っ
て
も
死
、
進
ん
で
も

死
」
と
い
う
こ
の
絶
望
的
な
状
況
は
「
三
定
死
」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

西
岸
ー
極
楽
宝
国 

旅
人
が
目
指
す
西
岸
は
阿
弥
陀
仏
の
西
方
浄
土
を

表
わ
し
ま
す
。
本
図
で
は
、
第
二
幅
の
光
明
で
表
わ
さ

れ
た
浄
土
と
は
異
な
り
、
楽
し
み
に
満
ち
た
夢
幻
的
な

世
界
に
描
か
れ
、
行
者
が
い
ま
だ
自
力
疑
心
の
行
者
で

あ
り
、
他
力
信
心
を
得
て
い
な
い
こ
と
が
表
現
さ
れ
て

い
ま
す
。
中
国
の
曇
鸞
大
師
は
「
も
し
人
が
他
力
の
信

心
を
お
こ
さ
ず
に
、
浄
土
で
楽
し
み
を
貪
る
た
め
だ
け

に
往
生
を
願
う
の
で
あ
れ
ば
、
往
生
で
き
な
い
」

（
『
注
釈
版
聖
典
』
信
文
類
・
菩
提
心
釈
２
４
７
頁
）

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
楽
し

み
を
求
め
る
か
否
か
で
は
な
く
、
（
凡
夫
は
楽
し
み
を

求
め
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
）
、
あ
く
ま
で
他
力
信
心

を
お
こ
す
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
本
図

の
浄
土
は
、
ま
さ
に
こ
の
他
力
信
心
を
お
こ
し
て
い
な

い
行
者
が
願
う
浄
土
を
描
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

水
の
河
と
火
の
河
ー
貪
愛
・
瞋
恚 

東
岸
を
ゆ
く
旅
人
の
前
に
突
然
現
れ
た
水
の
河
と

火
の
河
は
、
根
本
的
な
煩
悩
と
さ
れ
る
「
三
毒
」
（
貪

欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
）
の
「
貪
欲
」
（
む
さ
ぼ
り
・
我

欲
）
と
「
瞋
恚
」
（
怒
り
や
憎
し
み
）
を
表
わ
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
「
愚
痴
」
は
で
て
い
ま
せ
ん
が
、
す
べ

て
の
も
の
を
自
分
中
心
的
に
見
る
愚
痴
の
心
は
、
自
ら

に
都
合
の
い
い
状
況
（
順
境
）
で
は
貪
欲
と
な
り
、
都

合
の
悪
い
状
況
（
逆
境
）
で
は
瞋
恚
と
な
っ
て
現
れ
る

た
め
、
「
水
火
二
河
」
に
よ
っ
て
三
毒
が
表
現
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

群
賊
・
悪
獣
ー
六
根
・
六
識
・
六
塵
・
五
陰
・
四
大 

旅
人
を
殺
そ
う
と
迫
る
武
器
を
手
に
し
た
群
賊
や

恐
ろ
し
い
悪
獣
は
、
「
六
根
・
六
識
・
六
塵
・
五
陰
・

四
大
」
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
「
六
根
」
は
感
覚
器
官

（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
）
で
あ
り
、
六
根
を
通

し
て
は
た
ら
く
認
識
作
用
が
「
六
識
」
（
眼
識
・
耳

識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
・
意
識
）
、
そ
の
六
識
の
認

識
対
象
と
な
る
も
の
が
「
六
境
」
（
色
・
声
・
香
・

味
・
触
・
法
）
で
す
。
五
陰
（
五
蘊
）
と
は
、
人
の
心

身
を
構
成
す
る
五
つ
の
要
素
（
色
〈
物
質
〉
・
受
〈
感

受
作
用
〉
・
想
〈
表
象
作
用
〉
・
行
〈
意
思
作
用
〉
・

識
〈
認
識
作
用
〉
）
、
「
四
大
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
物
質

を
構
成
す
る
四
つ
の
要
素
（
地
・
水
・
火
・
風
）
で

す
。
要
す
る
に
「
群
賊
・
悪
獣
」
と
は
、
煩
悩
を
生
じ

さ
せ
る
私
た
ち
の
「
心
と
肉
体
」
を
意
味
し
ま
す
。
私

た
ち
の
求
道
を
妨
げ
迷
い
の
世
界
に
つ
な
ぎ
と
め
る
も

の
、
そ
れ
は
私
た
ち
自
身
で
あ
る
の
で
す
。 

 

東
岸
ー
娑
婆
の
火
宅 

旅
人
が
ゆ
く
東
岸
は
私
た
ち
が
生
き
る
こ
の
迷
い

の
世
界
で
す
。
そ
の
広
野
の
道
の
り
が
「
百
千
里
」
で

あ
る
の
は
、
流
転
輪
廻
が
果
て
し
な
い
こ
と
、
「
無

人
」
で
あ
る
の
は
、
聖
道
門
や
自
力
の
教
え
を
伝
え
る 

２ 

第
一
幅 

絶
体
絶
命
の
状
況 

第
一
幅
で
描
か
れ
る
の
は
、
西
を
目
指
し
て
歩
む
旅

人
が
群
賊
や
悪
獣
に
襲
わ
れ
、
行
く
手
を
火
や
水
の
河

に
遮
ら
れ
て
し
ま
う
場
面
で
す
。 
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人
に
会
い
、
他
力
念
仏
の
教
え
を
伝
え
る
善
き
人
（
善

知
識
）
に
出
会
っ
て
い
な
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま

す
。 

白
道
ー
清
浄
願
往
生
心
、
願
力
の
道 

二
河
の
間
に
の
び
る
白
道
は
、
「
信
心
」
と
「
本

願
力
」
を
表
わ
し
ま
す
。
白
道
が
二
つ
の
意
味
を
持
つ

の
は
、
浄
土
真
宗
の
信
心
が
、
私
た
ち
自
ら
が
信
じ
固

め
る
信
心
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
が
私
に
届

い
て
で
き
あ
が
っ
た
「
本
願
力
回
向
の
信
心
」
（
『
注

釈
版
聖
典
』
信
文
類
信
一
念
釈
２
５
１
頁
）
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
信
心
と
本
願
力
と
は
別
も
の
で

は
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
が
起
こ
し
た
信
心
で
あ
る
な

ら
ば
、
信
心
の
白
道
は
水
火
の
煩
悩
に
崩
さ
れ
て
し
ま

う
は
ず
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
崩
さ
れ
ず
西
岸
ま
で
続

い
て
い
る
の
は
、
信
心
が
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
心
で
あ
る
か
ら
で
す
。
親
鸞
聖

人
は
こ
の
何
も
の
に
も
壊
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
信
心
を

「
金
剛
の
真
心
」
（
『
注
釈
版
聖
典
』
信
文
類
三
一
問

答
法
義
釈
欲
生
釈
２
４
４
頁
）
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

東
岸
の
人
の
声
ー
教
法 

旅
人
が
白
道
を
進
も
う
と
し
た
時
に
東
岸
か
ら
聞

こ
え
た
「
こ
の
道
を
行
け
」
と
勧
め
る
声
（
発
遣
）

は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
説
く
釈
尊
の
「
教
え
」
を
た

と
え
た
も
の
で
す
。
善
導
大
師
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

「
釈
尊
は
入
滅
し
て
お
ら
れ
て
そ
の
お
姿
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
私
た
ち
は
釈
尊
が
残
さ
れ
た
教
え
を

聞
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

教
え
と
は
、
具
体
的
に
は
『
無
量
寿
経
』
『
観
無
量
寿

経
』
『
阿
弥
陀
経
』
の
「
浄
土
三
部
経
」
で
す
。 

二
河
白
道
の
多
く
は
、
「
東
岸
の
人
の
声
」
を
西

方
を
指
さ
す
釈
尊
の
お
姿
に
よ
っ
て
表
わ
し
ま
す
が
、

本
図
で
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
短
冊
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
描
写
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
遇
う

こ
と
に
な
っ
た
言
葉
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
か
ら
、

「
あ
な
た
が
聞
い
た
言
葉
を
書
き
入
れ
て
ほ
し
い
」
と

い
う
了
祥
師
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

西
岸
の
人
の
声
ー
弥
陀
の
願
意 

西
の
岸
か
ら
「
こ
の
道
を
来
た
れ
」
と
招
き
呼
ぶ

声
（
招
喚
）
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
（
第
十
八
願
）
の

い
わ
れ
、
す
な
わ
ち
「
私
に
ま
か
せ
よ
、
必
ず
救
う
」

と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
呼
び
声
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
東

岸
の
釈
尊
と
西
岸
の
阿
弥
陀
仏
の
二
尊
が
一
致
し
て
私

た
ち
に
救
い
を
与
え
る
こ
と
を
「
二
尊
一
致
（
教
）
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

本
図
で
描
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
は
、
お
立
ち
姿
で
、

光
明
を
放
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
善
導
大
師
が
「
二

河
白
道
の
た
と
え
」
の
着
想
を
得
た
と
さ
れ
る
『
観

経
』
の
「
住
立
空
中
尊
」
（
『
注
釈
版
聖
典
』
仏
説
観

無
量
寿
経
華
座
観
９
８
頁
）
を
描
い
て
い
ま
す
。
「
住

立
空
中
尊
」
と
は
、
釈
尊
が
韋
堤
希
に
「
こ
れ
か
ら
あ

な
た
に
苦
悩
を
除
く
法
を
説
こ
う
」
と
言
わ
れ
た
時
、

突
如
、
空
中
に
姿
を
現
し
住
ま
り
立
っ
た
、
ま
ば
ゆ
い

光
を
放
つ
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
す
。
こ
の
立
ち
姿
の
阿

弥
陀
仏
は
、
釈
尊
の
「
苦
悩
を
除
く
法
を
説
く
」
と
い

う
声
に
応
じ
て
現
れ
た
仏
で
す
の
で
、
実
は
、
「
私
に

ま
か
せ
よ
、
必
ず
救
う
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
喚
び
声

を
表
わ
し
て
い
る
の
で
す
。 

そ
し
て
阿
弥
陀
仏
か
ら
放
た
れ
る
光
明
は
、
阿
弥

陀
仏
の
徳
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
「
尽
十
方
無
礙
光
如

来
」
と
も
呼
ば
れ
る
仏
さ
ま
で
す
。
本
図
で
二
河
の

隅
々
に
ま
で
い
た
る
光
明
が
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
私

た
ち
が
貪
欲
・
瞋
恚
の
煩
悩
を
も
っ
た
ま
ま
で
阿
弥
陀

仏
に
救
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。

一
方
、
東
岸
の
群
賊
の
と
こ
ろ
に
ま
で
光
が
描
か
れ
て

い
な
い
の
は
、
自
力
の
行
者
が
本
願
他
力
の
救
い

を
拒
絶
し
て
い
る
様
子
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

 

群
賊
ー
別
解
・
別
行
・
悪
見 

旅
人
を
殺
そ
う
と
し
た
第
一
幅
の
「
群
賊
・
悪

獣
」
は
行
者
自
身
の
「
心
と
肉
体
」
で
あ
り
、
言
わ
ば

行
者
を
内
か
ら
惑
わ
す
も
の
で
し
た
が
、
こ
こ
で
「
そ 

３ 

第
二
幅 

白
道
を
ゆ
く 

第
二
幅
で
は
、
西
を
目
指
す
旅
人
が
、
東
岸
と
西
岸

の
声
に
し
た
が
い
、
群
賊
の
呼
び
か
け
に
も
振
り
向
か

ず
、
水
火
二
河
の
間
の
白
道
を
一
心
に
進
む
場
面
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。 
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の
道
は
危
険
だ
、
戻
っ
て
こ
い
」
と
旅
人
を
呼
び
戻
そ

う
と
す
る
「
群
賊
」
は
、
念
仏
の
行
者
を
外
か
ら
惑
わ

す
者
た
ち
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
凡
夫
の
救

い
は
方
便
で
あ
り
真
実
で
は
な
い
」
「
念
仏
だ
け
で
往

生
は
で
き
ず
迷
い
の
世
界
を
輪
廻
す
る
」
と
念
仏
往
生

の
教
え
を
非
難
す
る
、
聖
道
門
や
自
力
で
浄
土
に
往
生

し
よ
う
と
す
る
行
者
た
ち
で
す
。
僧
侶
の
姿
で
描
か
れ

る
彼
ら
は
、
第
一
幅
で
は
悪
獣
の
後
方
に
位
置
し
て
い

ま
し
た
が
、
本
図
で
は
白
道
を
行
く
旅
人
の
近
く
に
描

か
れ
、
こ
こ
で
の
「
群
賊
」
が
自
力
の
行
者
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

実
は
「
群
賊
」
の
呼
び
か
け
は
悪
意
か
ら
出
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
が
信
じ
る
「
善
因
善
果
・

悪
因
悪
果
」
の
教
え
か
ら
す
れ
ば
、
嘘
偽
り
の
な
い
、

善
意
の
呼
び
か
け
で
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、

善
人
も
悪
人
も
平
等
に
救
う
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
教
え

か
ら
見
れ
ば
妄
説
で
あ
り
、
念
仏
の
行
者
の
行
く
手
を

阻
む
も
の
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
は
仏
教
者
で
あ
り
な
が

ら
も
「
群
賊
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

第
一
幅
第
二
幅 

補
足 

 

「
水
火
二
河
」
に
つ
い
て 

□
西
へ
向
か
う
旅
人
は
、
「
突
然
」
（
「
忽
然
と
し

て
」
）
火
と
水
の
河
を
見
ま
す
。
こ
れ
は
、
浄
土
往
生

（
さ
と
り
）
を
め
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
持
つ

煩
悩
が
「
は
じ
め
て
」
私
た
ち
の
問
題
と
な
っ
て
く
る

こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
往
生
浄
土
の
教
え
を
聞
か

な
い
う
ち
は
私
た
ち
に
自
己
中
心
性
へ
の
深
刻
な
反
省

は
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
自
己
中
心
的
で
あ
る
こ
と

は
生
き
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
煩
悩
の
絶
え

果
て
た
清
ら
か
な
浄
土
を
め
ざ
す
時
、
自
ら
の
あ
り
方

が
間
違
っ
た
も
の
、
克
服
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を

突
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
裏
を
返
せ
ば
、
自
ら
の
煩

悩
（
水
火
二
河
）
が
見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
浄

土
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
ら

を
見
つ
め
る
目
が
深
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。 

□
「
百
八
煩
悩
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
煩
悩
が
説

か
れ
る
な
か
で
、
特
に
貪
欲
と
瞋
恚
が
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
『
観
経
』
に
説
か
れ
る
「
王
舎
城
の

悲
劇
」
を
理
由
に
あ
げ
る
解
釈
が
あ
り
ま
す
。
「
王
舎

城
の
悲
劇
」
は
、
「
国
（
王
）
位
を
貪
る
」
（
『
注
釈

版
聖
典
』
仏
説
観
無
量
寿
経
発
起
序
禁
母
縁
８
８
頁
）

阿
闍
世
が
父
・
頻
婆
娑
羅
王
を
殺
害
し
、
さ
ら
に
父
を

救
お
う
と
し
た
母
・
韋
堤
希
に
「
怒
り
」
（
『
注
釈
版

聖
典
』
仏
説
観
無
量
寿
経
禁
母
縁
８
８
頁
）
、
王
宮
の

奥
深
く
に
幽
閉
し
た
事
件
で
、
釈
尊
が
『
観
経
』
を
説

く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
し
た
。
『
観
経
』
は
阿

闍
世
の
貪
欲
・
瞋
恚
の
煩
悩
を
き
っ
か
け
と
し
て
説
か

れ
た
経
典
で
あ
る
か
ら
、
貪
欲
・
瞋
恚
を
抱
え
た
凡
夫

が
救
い
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
た
め
に
、
「
た

と
え
」
に
お
い
て
は
特
に
二
つ
の
煩
悩
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
と
い
う
の
で
す
。 

□
「
火
の
河
」
と
い
う
表
現
に
違
和
感
を
感
じ
ら
れ
た

方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
「
火
の
坑
が
深
く
広
く
ま
る
で
河
の
よ
う
で
あ

る
か
ら
」
と
か
、
「
火
炎
が
水
流
に
似
て
い
る
か
ら
」

な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。 

□
水
火
二
河
が
「
深
く
し
て
底
な
し
」
と
い
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
煩
悩
が
果
て
し
な
い
過
去
世
か
ら
私
た
ち

に
そ
な
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
力
で
は
ど
う

や
っ
て
も
な
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

「
三
定
死
」
に
つ
い
て 

「
三
定
死
」
と
は
旅
人
が
直
面
し
た
「
引
き
返
し

て
も
死
ぬ
、
と
ど
ま
っ
て
も
死
ぬ
、
進
ん
で
も
死
ぬ
」

と
い
う
状
況
で
す
。
譬
喩
に
は
、
「
南
や
北
へ
逃
げ
去

ろ
う
と
す
れ
ば
、
恐
ろ
し
い
悪
獣
や
毒
虫
が
先
を
争
っ

て
わ
た
し
に
向
か
っ
て
く
る
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
厳

密
に
は
、
旅
人
は
「
四
定
死
」
の
状
況
に
置
か
れ
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
一
幅
に
お
い
て
旅
人
の
左
右

（
南
北
）
か
ら
悪
獣
が
迫
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
状
況

を
描
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

四
定
死
の
状
況
は
、
①
引
き
返
す･

･
･

聖
道
門
の
修

行
、
②
と
ど
ま
る･

･
･

人
・
天
の
境
界
に
と
ど
ま
る
、

③
進･

･
･

西
方
浄
土
へ
の
自
力
往
生
（
本
願
を
疑
う
自

力
心
）
、
④
南
北
に
逃
げ
る･

･
･

阿
弥
陀
仏
以
外
の
諸

仏
の
浄
土
へ
の
往
生
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
譬
喩

に
お
け
る
「
死
」
と
は
、
「
流
転
輪
廻
」
を
意
味
し
ま

す
の
で
、
四
（
三
）
定
死
と
は
、
自
ら
の
身
心
と
煩
悩

に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
私
た
ち
は
自
力
修
行
に
よ
っ
て

は
流
転
輪
廻
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。 
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「
白
道
」
に
つ
い
て 

□
親
鸞
聖
人
は
「
本
願
力
」
を
意
味
す
る
白
道
を
「
無

上
の
大
道
」
（
『
注
釈
版
聖
典
』
信
文
類
三
一
問
答
法

義
釈
欲
生
釈
２
４
４
頁
）
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
は
じ
め
に
旅
人
が
見
た
白
道
は
き
わ
め
て
狭
い

道
で
し
た
。
こ
れ
は
行
者
が
大
道
で
あ
る
白
道
を
小
路

と
見
誤
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
本
願
他

力
の
教
え
を
聞
き
な
が
ら
自
力
の
教
え
と
聞
き
損
じ
て

い
る
こ
と
を
表
わ
し
ま
す
。
す
べ
て
の
者
が
救
わ
れ
る

教
え
（
大
道
）
を
聞
き
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
者
し
か
救

わ
れ
な
い
難
し
い
教
え
（
狭
い
）
と
取
り
誤
り
絶
望
す

る
。
「
三
定
死
」
の
③
本
願
疑
惑
は
こ
の
状
況
に
相
当

し
ま
す
。 

□
「
白
道
」
の
西
岸
ま
で
の
長
さ
「
百
歩
」
を
、
親
鸞

聖
人
は
人
の
一
生
を
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ

ま
す
（
『
注
釈
版
聖
典
』
愚
禿
鈔
二
河
白
道
釈
５
３
６

頁
）
。
白
道
の
長
さ
と
水
火
二
河
の
長
さ
が
同
じ
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
聖
人
が
、
「
臨
終
の
一
念
に
い
た

る
ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
と
、
水
火

二
河
の
た
と
へ
に
あ
ら
は
れ
た
り
」
（
『
注
釈
版
聖

典
』
一
念
多
念
証
文
６
９
３
頁
）
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
煩
悩
が
生
涯
絶
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
白
道
が
「
信
心
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す

る
と
、
白
道
の
長
さ
と
は
、
信
心
を
得
て
か
ら
臨
終
に

至
る
ま
で
の
生
涯
と
な
り
、
煩
悩
を
も
っ
た
ま
ま
の
救

い
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。 

□
信
心
の
人
に
も
煩
悩
が
お
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
白

道
に
波
浪
と
火
炎
が
か
か
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
有
り

難
い
お
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

昔
、
浄
土
宗
の
教
山
和
尚
と
い
う
方
が
、
新
た
に
描

い
た
二
河
白
道
図
を
真
宗
の
学
僧
・
恵
空
師
（����

～

����

）
に
お
見
せ
し
た
と
こ
ろ
、
恵
空
師
は
こ
う
仰
い

ま
し
た
。
「
白
道
一
字
を
引
く
が
如
く
鮮
明
に
し
て
毫

（
い
さ
さ
か
）
も
水
火
に
侵
（
お
か
さ
）
さ
る
る
と
こ

ろ
が
見
え
ま
せ
ぬ
。
和
尚
の
信
念
果
た
し
て
こ
の
図
の

通
り
で
ご
ざ
る
か
。
余
に
お
い
て
は
中
間
の
白
道
は
常

に
貪
瞋
水
火
の
相
撃
つ
と
こ
ろ
と
な
る
。
し
か
も
願
心

の
白
道
い
さ
さ
か
も
破
壊
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
願
力
住

持
し
て
西
方
に
い
た
ら
し
め
た
ま
う
の
み
。
善
導
の
お

ん
こ
こ
ろ
亦
然
ら
ざ
る
を
得
ん
や
」
（
藤
秀
璻
『
二
河

白
道
と
人
間
』���

頁
）
。 

西
の
岸
に
到
る
ー
か
の
国
に
生
ず
る 

旅
人
が
西
の
岸
に
到
る
こ
と
は
、
他
力
念
仏
の
行
者

が
命
終
え
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま

す
。 第

二
幅
の
阿
弥
陀
仏
の
お
姿
は
、
こ
の
世
に
現
れ
た

姿
を
表
す
お
立
ち
姿
で
し
た
が
、
浄
土
で
の
様
子
を
描

く
本
図
で
は
、
阿
弥
陀
仏
は
蓮
台
に
座
し
て
お
ら
れ
ま

す
。
そ
の
前
に
描
か
れ
る
の
が
、
浄
土
に
往
生
し
た
行

者
で
す
。
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
仏
の
姿
に
描
か
れ
て
い
る

の
は
、
浄
土
往
生
の
後
、
長
い
修
行
の
末
に
成
仏
す
る

の
で
は
な
く
、
往
生
す
れ
ば
た
だ
ち
に
阿
弥
陀
仏
と
同

体
の
仏
果
を
得
る
と
い
う
親
鸞
聖
人
の
「
往
生
則
成

仏
」
の
教
え
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
聖
人
は
「･

･
･

二

河
に
は
さ
ま
れ
た
一
す
じ
の
白
道
す
な
わ
ち
本
願
の
は

た
ら
き
の
中
を
一
歩
二
歩
と
少
し
ず
つ
歩
い
て
い
く
な

ら
、
（
中
略
）
必
ず
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
う
す
れ
ば
、
浄
土
の
さ
と
り
の
花
に
生
れ
、
阿

弥
陀
如
来
と
同
じ
く
、
こ
の
上
な
い
さ
と
り
を
開
か
せ

て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
」
と
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
が
、
本
図
は
ま
さ
に
こ
の
お
示
し
を
表
現
し
た
も
の

で
す
。
東
岸
の
群
賊
・
悪
獣
や
水
火
二
河
が
描
か
れ
て

い
な
い
の
は
、
仏
と
な
り
さ
ま
ざ
ま
な
わ
ざ
わ
い
を
永

久
に
離
れ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
周
り
に
多
く
の
聖
衆
が
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
浄
土
が
す
で
に
先
立
ち
仏
と
な
ら
れ
た

懐
か
し
い
方
た
ち
と
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
倶
会

一
処
」
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

『
季
刊
せ
い
て
ん
№
１
２
８
』
よ
り
抜
粋 

５ 

第
三
幅 

浄
土
に
生
ま
れ
る 

第
三
幅
は
、
白
道
を
歩
ん
だ
旅
人
が
西
の
岸
に
到

り
、
善
き
友
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
場
面
で
す
。 

尚
、
ど
の
図
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
善
導
大

師
は
「
二
河
白
道
」
の
譬
え
の
解
説
の
最
後
に
、
彼
岸
に

往
生
し
た
ら
、
生
死
の
こ
の
世
界
に
還
り
、
大
悲
を
起
こ

し
て
、
衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。 
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去
る
九
月
八
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り
、
築
地
本
願

寺
第
二
伝
道
会
館
「
蓮
華
殿
」
で
、
東
京
教
区
内
寺
院

の
門
徒
総
代
さ
ん
・
世
話
人
さ
ん
が
一
三
三
名
お
集
ま

り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 

当
寺
か
ら
安
達
光
成
さ
ん
、
早
﨑
光
弘
さ
ん
が
ご
出

席
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 

午
後
三
時
過
ぎ
終
了
予
定
で
し
た
が
、
台
風
が
近
づ

い
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
午
後
二
時
半
に
は
終
了
す
る

と
冒
頭
の
教
務
所
長
の
ご
挨
拶
に
あ
り
ま
し
た
。 

 

お
つ
と
め
は
、
門
徒
総
代
さ
ん
で
、
正
信
偈
・
六
首

引
き
和
讃
を
巡
讃
し
ま
し
た
。 

 

藤
本
真
教
師
（
茨
城
東
組
常
教
寺
ご
住
職
）
に
「
社

会
の
変
化
と
お
寺
」
と
題
し
て
、
ご
講
義
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

 

社
会
・
家
庭
環
境
、
人
権
の
拡
大
、
価
値
の
多
様

化
、
皆
が
同
質
な
生
活
が
で
き
る
か
ら
皆
と
違
っ
て
い

ら
れ
る
権
利
、
企
業
の
目
的
が
、
利
潤
の
追
求
か
ら
社

会
貢
献
に
変
わ
っ
て

き
て
い
る
等
々
。
そ

の
中
で
、
お
寺
の
あ

り
方
も
変
わ
っ
て
き

て
い
る
。
後
半
は
、

「
十
年
後
あ
な
た
の

お
寺
は
ど
う
な
っ
て

い

て

ほ

し

い

で

す

か
」
と
い
う
こ
と
を

四
、
五
人
で
語
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
と
い

う
こ
と
で
、
私
は
関

を
外
し
ま
し
た
。
講

師

の

ま

と

め

で
、
各

々

出

さ

れ

た

こ

と

を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。 

 

十
年
後
と
言

わ

ず
、
数

年

後

に

は
、
当

寺

は

宗
教
法
人
を
取

得
し
て
お
き
た

い

と
、
門

徒

さ

ん
も
願
っ
て
お

ら
れ
る
こ
と
だ

ろ

う

し
、
そ

の

期
待
に
応
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。 

   

九
月
十
八
日
（
水
）
、
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要

に
参
拝
し
ま
し
た
。 

お
天
気
は
何
と
か
持
ち

堪
え
ま
し
た
。 

専
如
ご
門
主
様
の
ご
臨

席
の
も
と
、
厳
か
に
行

わ
れ
ま
し
た
。 

 

全
国
か
ら
多
く
の
門

信
徒
さ
ん
も
ご
参
拝
で

あ
り
ま
し
た
。 

 

全
国
で
平
和
の
鐘

が
、
〝
世
の
中
安
穏
な

れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
〟

と
響
い
た
こ
と
で
す
。 

  
 

秋
季
彼
岸
会
法
要
の
日
、
午
後
一
時
か
ら
、
門
徒
総

代
さ
ん
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
門
徒
総
代
さ
ん
の
任

期
が
来
年
（
二
〇
二
〇
年
）
三
月
三
十
一
日
ま
で
で
あ

る
こ
と
を
お
話
し
い
た
し
、
次
期
門
徒
総
代
さ
ん
を
決

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
報
告
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
宗
教
法
人
の
取
得
に
あ
た
っ
て
、
現
在
本
願

寺
か
ら
一
千
万
円
借
入
し
て
お
り
ま
す
。
土
地
建
物
の

抵
当
権
は
外
れ
た
の
で
す
が
、
月
々
、
四
万
五
千
円

程
、
二
十
年
間
の
返
済
計
画
を
立
て
て
、
都
庁
・
宗
教

法
人
担
当
部
署
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
返
済
期
間
が
長
い

こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

 

そ
こ
で
、
二
十
年
を
五
年
に
短
縮
し
た
計
画
を
立

て
、
門
徒
総
代
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。 

 

ま
だ
、
協
議
の
途
中
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
次
の
門

徒
総
代
会
（
報
恩
講
）
に
て
決
定
し
て
、
皆
さ
ま
に
ご

報
告
で
き
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

二

〇

二

三

年

に

は
、
ご

本

山

で
、
親

鸞
聖
人
御
誕
生
八
五

〇
年
・
立
教
開
宗
八

〇
〇
年
慶
讃
法
要
も

あ
り
ま
す
。
当
寺
の

宗
教
法
人
設
立
が
時

同

じ

く

な

る

よ

う

に
、
ご
縁
の
皆
さ
ま

に
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。 

千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要 

東
京
教
区
総
代
世
話
人
一
日
研
修
会 

第
二
回 

門
徒
総
代
会 
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二
〇
一
九
年 

一
〇
月 

法
務
・
布
教
・
出
向
予
定 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
一
九
年 

十
一
月
の
行
事
予
定 

 

  

三
日
（
木
） 

坂
根
家
月
忌
参
り 

九
時
半 

  

五
日
（
土
） 

中
山
家
一
周
忌
（
所
沢
） 

一
〇
時 

  

六
日
（
日
） 

安
田
家
三
十
五
日
法
要 

一
一
時 

 
 

 
 

 
 

 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
四
時 

 

一
三
日
（
日
） 

東
組
一
樹
寺
報
恩
講
出
講 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇
時 

 
 

 
 

 
 

 

長
田
家
一
周
忌
法
要 

一
五
時 

 

一
四
日
（
月
） 

髙
橋
家
法
事
（
所
沢
）
一
一
時 

 

一
九
日
（
土
） 

濱
田
家
一
周
忌
法
要 

一
〇
時
半 

 
 

 
 

 
 

 

東
組
浄
雲
寺
報
恩
講
出
仕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三
時 

 

二
〇
日
（
日
） 

東
組
永
稱
寺
報
恩
講
出
仕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一
時 

 
 

 
 

 
 

 

澤
井
家
お
参
り 

一
六
時 

 

二
六
日
（
土
）
～
二
七
日
（
日
） 

 
 

 
 

 
 

 

鹿
児
島
・
稱
讃
寺
永
代
経
法
要 

 
 

 

 

＊
七
日
（
月
）
～
十
一
日
（
金
）
並
び
に
二
十
五

日
午
後
よ
り
二
十
八
日
（
月
）
は
、
お
寺
を
留
守

い
た
し
ま
す
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

二
〇
一
九
年
一
〇
月
の
行
事
予
定 

 

と
ら
わ
れ
な
い
と
は 

  
 

握 に
ぎ

り
し
め
な
い
こ
と 

  

二
〇
一
九
年
「
心
の
と
も
し
び
」
十
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

六
日
（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
三
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

休
座 

 

一
六
日
（
木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
〇
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日
（
土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

休
座 

 
  

※
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、 

 

七
日
（
月
）
～
十
一
日
（
金
） 

 
 

並
び
に 

 

二
十
五
日
（
金
）
～
二
十
八
日
（
月
） 

 
 

ま
で
お
寺
を
留
守
に
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

 

三
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

休
座 

  

六
日
（
水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
〇
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日
（
土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

休
座 

 

一
七
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

休
座 

 
 

 
 

 
 

 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
四
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

休
座 

 

二
六
日
（
火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 ※

十
一
日
（
月
）
～
十
六
日
（
土
）
ま
で
、
築
地
本 

 

願
寺
宗
祖
報
恩
講
に
出
向
し
て
お
り
ま
す
。 

二
〇
一
九
年 

十
二
月
の
行
事
予
定 

 

一
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

休
座 

 
  

六
日
（
金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

八
日
（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
五
日
（
日
） 

宗
祖
親
鸞
聖
人
報
恩
講 

正
午 

 

一
六
日
（
月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
二
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
九
時 

 
 

二
六
日
（
木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 
 二

九
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 


