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お
念
仏
の
日
暮
ら
し

　
　
　
　
御ご

親し
ん

諭ゆ

を
い
た
だ
い
て

　

平
成
二
十
九
年
の
新
年
を
、
気
持
ち
も
新
た
に
迎
え
ら
れ
た
こ

と
と
、
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

西
教
寺
第
四
十
三
世
真
魯
上
人
西
村
冏
紹
猊
下
も
九
十
一
歳
の

新
年
を
、
お
元
気
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
皆
様
と
共
に
お
慶

び
申
し
上
げ
た
く
存
じ
ま
す
。

　

こ
の
度
の
御
親
諭
（
管
長
猊
下
の
お
諭
し
の
お
こ
と
ば
）
の
も

っ
と
も
大
切
な
と
こ
ろ
は
、
仏
さ
ん
（
阿
弥
陀
さ
ん
）
の
本
願
を

信
じ
て
、
お
念
仏
の
日
暮
ら
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
あ
り

が
た
さ
を
示
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
年
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
て
も
、
世
界
で
起
き
て

い
ま
す
紛
争
や
テ
ロ
、
国
内
で
の
詐
欺
や
人
を
傷
つ
け
殺
め
る
こ

と
、
そ
し
て
、
地
震
や
台
風
な
ど
の
耳
を
疑
う
よ
う
な
天
災
な
ど
、

驚
き
胸
を
痛
め
る
ニ
ュ
ー
ス
の
毎
日
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
、

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
で
も
、
皆
様
と
皆
様
の
ご
家
族
や
お
つ
き
あ

い
の
あ
る
方
々
が
、
落
ち
着
き
の
あ
る
、
安
全
で
楽
し
い
日
暮
ら

し
を
心
が
け
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
の
皆
様
の
一
日
一
日
は
、
朝
仏
様
と
起
き
、
夜
仏
様

と
休
ま
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
、
仏
様
に
護
ら
れ
て
い
る
、
あ

り
が
た
き
日
暮
ら
し
で
あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
私
た
ち
が
御
開

山
真
盛
上
人
と
の
深
い
御
縁
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
り

ま
す
。
と
り
わ
け
「
無
欲
清
浄
専
勤
念
佛
」
の
み
教
え
に
導
か
れ

て
い
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
あ
り
が
た
い
御
縁
が
、「
不
断
念
佛
」
と
い
う
お
念
仏
相

続
と
し
て
、
私
た
ち
の
真
盛
宗
に
、
連
綿
と
伝
え
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
し
て
、
不
断
念
仏
相
続
十
九
萬
日
の
大
き
な
節
目
を
迎
え

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ご
勝
縁
を
悦
び
、
老
若
男
女
こ
ぞ

っ
て
、
十
返
、
百
返
、
千
返
、
半
日
、
一
日
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に

応
じ
て
、
お
念
仏
を
唱
え
る
一
時
を
お
持
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
、

管
長
猊
下
の
お
導
き
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
一
年
、
た
く
さ
ん
の
方
々
と
御
縁
を
お
持
ち
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
ど
の
方
と
の
御
縁
で
も
、
お
念
仏
を
唱
え
る
心
で
接
し

て
行
か
れ
る
こ
と
を
管
長
猊
下
も
お
勧
め
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　
　
　

親　
　

諭

　

宗
祖
大
師
は
、
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
、
な
か
ん
づ
く
そ
の

第
十
八
願
の
、「
至
心
信
楽 

欲
生
我
国 

乃
至
十
念
」
と
い
う

要
文
中
の
要
文
に
よ
っ
て
、
不
断
念
仏
を
私
た
ち
に
教
え
ら
れ

ま
し
た
。

　

こ
こ
に
至
心
信
楽
と
は
、
仏
様
を
敬
い
拝
む
心
構
え
（
真
実

心
）
を
い
い
ま
す
。
ま
た
、
欲
生
我
国
は
仏
の
心
を
養
い
浄
土

を
願
わ
ん
と
し
て
菩
提
心
を
発
す
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
乃
至

十
念
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
の
ご
本
願
に
応
え
て
、
念
仏
申
す
こ
と

を
、
ご
開
山
は
お
勧
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
が
朝
起
き
て
よ
り
、
仏
前
に
心
静
か
に
十
念
を
唱
え

る
と
き
、
わ
が
身
心
に
仏
様
の
明
る
い
智
慧
の
光
が
灯
さ
れ
ま

す
。
そ
の
光
は
、そ
の
日
の
自
分
と
家
庭
と
地
域
社
会
を
護
り
、

一
日
を
尊
い
も
の
に
運
び
ま
す
。
そ
の
光
を
私
た
ち
は
け
っ
し

て
失
っ
た
り
消
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
翌
朝
も
ま
た
十
念
を

申
す
べ
く
、
そ
の
よ
う
な
日
々
を
重
ね
る
こ
と
を
不
断
念
仏
と

言
い
ま
す
。

　

総
本
山
で
は
、
毎
日
念
仏
申
す
鉦
鈷
の
音
が
聞
こ
え
る
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
す
。
本
山
西
教
寺
を
拠
点
に
、
ご
開
山
真
盛

上
人
が
各
処
に
不
断
念
仏
を
お
勧
め
に
な
っ
て
よ
り
、
間
も
な

く
数
年
の
間
に
十
九
万
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
歴
史
を
刻
む
勝
縁
に
遭
え
る
こ
と
は
、
今
日
い
の
ち
あ

る
者
の
証
で
あ
り
悦
び
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
最
近
、
平
成
天
皇
が
ご
高
齢
を
お
迎
え
に
な
っ
た

故
の
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
長
い
昭
和
の
、
な
か
で
も
良

か
っ
た
時
代
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
と
同
時
に
、
平
成
も

す
で
に
三
〇
年
近
く
、
高
齢
化
社
会
を
実
感
す
る
時
代
と
な
り

ま
し
た
。
次
の
世
代
に
、
私
た
ち
が
残
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
、
あ
る
い
は
残
し
て
ゆ
け
る
も
の
を
、
よ
く
考
え
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

不
断
念
仏
に
よ
っ
て
、
私
ど
も
の
高
い
信
仰
心
を
今
こ
そ
確

立
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
大
慈
大
悲
の
心
が
、
家
庭
と
地
域
社
会

に
、
そ
し
て
我
が
国
と
世
界
に
も
行
き
渡
っ
て
実
感
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
ご
開
山
の
教

え
を
学
び
、
次
の
世
代
に
伝
え
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
本
山
西
教
寺
第
四
十
三
世

 

大
僧
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真盛上人臨終仏　成願寺蔵　阿弥陀如来像

　
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
昨
年
の
新
年
号
よ
り
は
じ
ま
っ
た
本
連

載
も
第
三
回
を
迎
え
ま
し
た
。
今
回
は
、
真

盛
上
人
が
ま
さ
に
往
生
さ
れ
る
瞬
間
を
『
真

盛
上
人
往
生
伝
記
』
の
記
述
に
も
と
づ
い
て

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、『
往

生
伝
記
』
の
現
代
語
訳
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
真
盛
上
人
は
「
法＊

然
の
よ
う
に
横
に
な
っ

て
往
生
し
よ
う
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、

横
に
な
ら
れ
休
息
さ
れ
た
。
臨
終
の
き
わ

に
な
る
と
病
気
に
よ
る
苦
痛
も
次
第
に
癒

え
て
、
病
い
に
よ
る
苦
痛
は
小
さ
く
、
悩

み
も
少
な
く
な
ら
れ
た
の
か
、
最
期
に
は

姿
勢
を
正
し
正
座
合
掌
し
て
西
に
向
き
、

持
尊
（
真
盛
上
人
が
お
持
ち
に
な
っ
て
お

ら
れ
た
阿
弥
陀
如
来
像
）
に
向
っ
て
［
居

並
ぶ
弟
子
達
に
］
総
十
念
を
授
け
、
そ
の

の
ち
念
佛
を
数
百
回
唱
え
ら
れ
、
眠
る
よ

う
に
息
を
ひ
き
と
ら
れ
た
。
さ
ら
に
息
絶

え
た
後
も
、
唇
が
数
百
遍
動
い
て
お
ら
れ

た
。

　
お
釈
迦
様
や
法
然
上
人
は
、
頭
を
北
に
向

け
、
右
わ
き
を
下
に
し
て
、
涅
槃
・
往
生
さ

れ
ま
し
た
。
真
盛
上
人
も
そ
れ
に
な
ら
い
、

往
生
を
迎
え
る
お
つ
も
り
で
横
に
な
ら
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
ま
さ
に
最
期
を
迎
え
る
そ

の
時
に
な
っ
て
、
姿
勢
を
正
し
て
合
掌
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
つ
も
お
持
ち
に
な
ら

れ
て
い
た
阿
弥
陀
仏
の
方
を
向
い
て
、
背
に

し
た
弟
子
達
に
総
十
念
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
総
十
念
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
に
い
る
弟

子
達
全
て
に
一
度
に
十
念
（
お
念
仏
を
十
度

と
な
え
る
こ
と
）
を
授
け
る
こ
と
で
す
。
こ

の
総
十
念
は
現
在
、
管
長
猊
下
よ
り
私
た
ち

に
授
け
ら
れ
る
「
お
十
念
」
の
も
と
に
な
っ

た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
時
に
は
真

盛
上
人
も
こ
ん
に
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
弟
子

達
の
方
を
向
か
れ
て
総
十
念
を
お
授
け
に
な

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
往
生
の

瞬
間
に
は
、
弟
子
達
の
方
を
向
く
の
で
は
な

く
、
弟
子
達
を
背
に
し
て
阿
弥
陀
仏
の
方
に

向
っ
て
合
掌
さ
れ
、
総
十
念
を
お
授
け
に
な

ら
れ
た
の
で
す
。

　
こ
れ
は
、
ご
自
分
の
往
生
の
姿
を
弟
子
達

に
見
せ
、「
相あ
い

構か
ま

え
て
無む

欲よ
く

清し
ょ
う
じ
ょ
う
浄
に
し
て

能よ
く

々よ
く

念
佛
す
べ
し
。」
と
い
う
ご
自
身
の
最

期
の
お
言
葉
を
ま
さ
に
体
現
す
る
こ
と
で
、

ご
往
生
の
の
ち
の
弟
子
達
の
修
行
の
目
標
と

な
ら
ん
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

本
来
な
ら
、
お
釈
迦
様
や
法
然
上
人
の
よ
う

に
横
に
な
っ
て
往
生
す
る
と
こ
ろ
を
、
弟
子

達
を
教
え
導
く
た
め
に
、
姿
勢
を
正
し
合
掌

さ
れ
て
総
十
念
を
授
け
ら
れ
、
最
期
の
念
仏

を
と
な
え
ら
れ
た
こ
と
、
こ
れ
は
真
盛
上
人

の
限
り
な
い
慈
愛
の
心
の
表
れ
で
あ
り
、
こ

の
慈
愛
を
受
け
た
弟
子
達
が
真
盛
上
人
の
教

え
を
受
け
つ
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
教
え
が
、
こ

ん
に
ち
私
た
ち
に
ま
で
戒
称
二
門
（
戒
に
よ

り
身
を
正
し
、
お
念
仏
に
専
念
す
る
こ
と
）

の
教
え
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
真
盛
上
人
の
ご
往
生
の
お
す
が
た
に
思
い

を
め
ぐ
ら
せ
て
、
命
を
も
い
と
わ
な
い
慈
愛

に
感
謝
し
な
が
ら
、
私
た
ち
も
姿
勢
を
正
し

合
掌
し
て
、
お
念
仏
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。

�

（
文
責
　
宗
学
研
究
所
員 

市
川
直
史
）

＊�
法
然
上
人
は
浄
土
宗
の
開
祖
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
に

比
叡
山
で
修
業
し
た
の
ち
専
修
念
仏
を
ひ
ろ
め
た
僧

で
す
。
真
盛
上
人
は
念
仏
を
ひ
ろ
め
ら
れ
た
先
人
と

し
て
、
法
然
上
人
を
お
慕
い
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
そ
の
法
然
上
人
と
異
な
っ
た
お
姿
で
の
ご

往
生
を
真
盛
上
人
が
選
ば
れ
た
点
は
注
目
に
値
し
ま

す
。
た
だ
し
、こ
の
箇
所
で
本
文
は
「
法
然
の
如
く
」

と
な
っ
て
お
り
、「
上
人
」
と
い
う
尊
称
が
無
い
こ
と

は
一
考
を
要
す
る
点
で
し
ょ
う
。

真
盛
上
人
往
生
伝
記

に
ふ
れ
る

真
盛
上
人
の
御
往
生
の

お
す
が
た

第３回

天
台
真
盛
宗
の
雅が

楽が
く�

②

　
真し

ん

盛せ
い

楽が
く
そ所

の
楽
器
構
成
は
旋
律
を
奏
で
る

管
楽
器
の
鳳ほ
う

笙し
ょ
う、
篳ひ

ち
り
き篥
、
横お

う
て
き笛
、
そ
れ
を
補

佐
す
る
弦
楽
器
の
琵
琶
、
筝こ
と

と
打
楽
器
の
鞨か

っ

鼓こ

、
太た

い
こ鼓
、
鉦し

ょ
う
こ鼓
の
八
種
類
が
あ
り
管
弦
演

奏
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。

　
最
初
に
管
楽
器
に
つ
い
て
案
内
い
た
し
ま

し
ょ
う
。
鳳ほ
う

笙し
ょ
う、

天
に
向
か
っ
て
十
七
本
の

長
短
の
竹
が
鞴ふ
い
ごの
役
目
を
す
る
吹
き
口
の
付

い
た
頭か
し
ら（

匏ほ
う

）
に
円
形
状
に
差
し
並
び
そ
の

容
姿
が
鳳
凰
の
羽
ば
た
く
姿
に
似
て
い
る
所

か
ら
鳳
笙
と
言
わ
れ
管
楽
器
唯
一
の
和
音
を

担
当
す
る
楽
器
で
、
一
音
だ
け
で
な
く
一
度

に
五
～
六
音
を
鳴
ら
す
（
合あ
い

竹た
け

）
が
特
徴
の

楽
器
で
ハ
ー
モ
ニ
カ
、
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
と

仕
組
み
は
似
て
い
ま
す
。

　
ま
た
笙
吹
き
の
傍
に
は
火
鉢
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
頭
に
差
し
込
ま
れ
た
竹
の
根
元
に
金

属
製
の
簧し
た

（
フ
リ
ー
リ
ー
ド
）
が
付
い
て
い

て
呼
息
、
吸
息
で
簧し
た

を
振
動
さ
せ
る
時
に
冬

場
や
楽
器
が
冷
た
い
事
で
息
に
よ
る
結
露
で

音
色
に
変
化
が
起
ら
な
い
様
に
楽
器
を
温
め

る
為
に
有
り
ま
す
。

　
次
回
は
篳
篥
と
横
笛
に
つ
い
て
案
内
し
ま

す
。
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日
本
天
台
三
総
本
山
声
明
公
演

「
仲
秋
の
名
月
と
天
台
声
明
の
響
き
」

　
大
津
市
に
は
、
日
本
仏
教
の
母
山
と
も
い

わ
れ
る
「
天
台
宗
総
本
山
比
叡
山
延
暦
寺
」

を
は
じ
め
、「
天
台
寺
門
宗
総
本
山
三
井
寺
」、

「
天
台
真
盛
宗
総
本
山
西
教
寺
」
と
い
う
天

台
三
総
本
山
が
あ
り
ま
す
。
各
寺
の
歴
史
、

由
緒
、
有
す
る
文
化
財
を
み
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
三
総

本
山
共
に
「
天
台
薬
師
の
池
」
と
歌
わ
れ
た

日
本
一
の
雄
大
な
琵
琶
湖
を
眼
下
に
望
め
る

景
勝
の
地
に
位
置
し
、静
寂
の
中
、四
季
折
々

を
感
じ
ら
れ
る
自
然
が
、
訪
れ
る
人
々
を
癒

し
の
世
界
に
誘
う
共
通
の
環
境
の
も
と
、
一

昨
年
よ
り
大
津
市
観
光
協
会
が
中
心
と
な
り
、

三
総
本
山
が
協
力
し
て
当
地
へ
の
誘
客
の
た

め
の
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
イ
ベ
ン
ト
の
内
容
は
今
の
と
こ
ろ「
声
明
」

を
中
心
に
行
っ
て
お
り
、
同
じ
天
台
系
統
寺

院
で
あ
っ
て
も
、
唱
え
方
は
そ
れ
ぞ
れ
特
色

が
あ
り
、
延
暦
寺
は
魚
山
の
旋
律
の
美
し
さ

に
聞
い
た
も
の
が
涙
を
す
る
と
言
わ
れ
る

「
泣
き
節
」
山
岳
修
験
の
三
井
寺
は
、
山
中

で
も
声
が
響
く
よ
う
に
強
く
唱
え
、
怒
っ
て

い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
か
ら「
怒
り
節
」、

西
教
寺
は
管
弦
講
と
呼
ば
れ
、
雅
楽
の
伴
奏

で
声
明
を
唱
え
る
と
い
う
平
安
時
代
に
行
わ

れ
て
い
た
極
楽
声
歌
を
中
心
に
行
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。
昨
二
十
八
年
は
西
教
寺
が
会
場

と
な
り
、
九
月
十
四
日
に
本
堂
で
実
施
さ
れ
、

本
宗
は
仲
秋
の
名
月
に
ち
な
ん
だ
「
宴
曲
　

月
」
と
い
う
曲
を
、
指
揮
者
を
中
心
に
声
明

師
、
楽
人
総
勢
二
十
数
名
で
奏
で
、
声
明
と

雅
楽
の
合
奏
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
特
に
来

場
者
を
魅
了
し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
毎
年
三
本
山
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
特
色
を
活
か
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
執
り

行
う
予
定
で
す
の
で
、
是
非
皆
様
の
御
来
山

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

私
の
し
ん
じ
ん

　
私
は
、
三
重
県
伊
賀
市
川
東
の
、
天
照
山

阿
弥
陀
寺
の
檀
徒
で
、
現
在
川
東
に
住
居
し

て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
寺
の
入
り
口
に
は
二
車

線
の
広
い
道
路
が
通
っ
て
い
て
、
参
道
は
広

く
て
長
く
、
眺
め
の
良
い
山
門
の
奥
に
立
派

な
姿
で
鎮
座
し
て
い
る
の
が
我
等
が
阿
弥
陀

寺
で
す
。
こ
の
入
り
口
の
県
道
を
日
に
何
度

か
通
り
ま
す
が
、
い
つ
も
格
別
な
思
い
で
通

り
、
お
詣
り
も
し
て
い
ま
す
。

　
阿
弥
陀
寺
は
、
天
保
の
時
代
に
建
立
さ
れ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
現
在
に
至
る
ま
で
幾

星
霜
も
経
過
し
、
本
堂
の
屋
根
も
大
き
く
損

な
わ
れ
、
老
朽
が
進
ん
だ
時
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
本
堂
の
修
復
を
せ
ね
ば
と
言
う
檀
家

衆
の
声
が
高
ま
る
中
で
、
修
復
す
る
こ
と
が

ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
か
ら
二
十
年
程
前

の
、
平
成
六
～
七
年
の
事
で
し
た
。

　
仮
の
須
弥
壇
を
庫
裡
に
定
め
て
修
復
に
取

り
か
か
り
ま
し
た
。
佛
様
の
遷
座
の
時
、
御

本
尊
の
阿
弥
陀
様
を
本
堂
の
高
い
壇
か
ら
お

抱
え
し
て
、
庫
裡
の
仮
の
須
弥
壇
へ
お
移
し

し
ま
し
た
が
、
私
は
檀
家
総
代
の
一
人
で
し

た
為
に
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
し
た
。
み
佛

を
お
抱
き
し
た
時
の
緊
張
の
中
で
、
御
佛
の

ぬ
く
も
り
が
私
の
身
全
体
に
じ
ー
ん
と
伝
わ

っ
て
き
て
、
そ
の
ぬ
く
も
り
が
快
よ
く
、
そ

の
ぬ
く
も
り
に
浸
り
ま
し
た
。

　
今
も
尚
、
そ
の
ぬ
く
も
り
を
あ
た
た
め
て

い
ま
す
。
頭
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
み

佛
の
慈
悲
の
ぬ
く
も
り
を
心
の
底
に
銘
じ
な

が
ら
阿
弥
陀
寺
の
門
前
に
額
づ
い
て
い
ま
す
。

�

合
掌

　
　
　
　
　
伊
賀
教
区

�

阿
弥
陀
寺
檀
徒
　
界
外
貞
敏
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平
素
は
、
多
数
、
檀
信
徒
様
の
総
本
山
へ
の

御
登
山
、
御
参
拝
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　
今
後
共
、
各
末
寺
の
御
住
職
、
檀
信
徒
様
に

よ
り
よ
い
ご
参
拝
が
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
拝
観

案
内
等
の
充
実
に
つ
と
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

た
く
さ
ん
の
御
参
拝
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

六
月

　
十
一
日
　
伊
勢
教
区
真
盛
組
誕
生
寺
様
団
体

参
拝�

三
十
二
名

九
月

二
十
八
日
　
伊
勢
教
区
真
盛
組
成
福
寺
様
団
体

参
拝�

三
十
七
名

団
体
参
拝

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

発
行
所
　
天
台
真
盛
宗
教
学
部

　
　
　
　
大
津
市
坂
本
五
丁
目
十
三-

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
本
山
西
教
寺
内

　
　
　
　
電
話�

大
津
（
〇
七
七
）五
七
八-

〇
〇
一
三
番
㈹

印
刷
所
　
宮
川
印
刷
株
式
会
社

　
　
　
　
大
津
市
富
士
見
台
三-

十
八

　
　
　
　
電
話�（
〇
七
七
）五
三
三-

一
二
四
一
番

大　

根　

煮

ひ
な
御
膳
・ひ
な
人
形
展

　
一
月
十
五
日
よ
り
二
月
十
四
日
の
約
一
ヶ
月

間
、
食
堂
に
て
西
教
寺
秘
伝
大
根
煮
を
ご
賞
味

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

大
根
は
、
食
中
毒
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と

か
ら
古
来
よ
り
年
の
始
ま
り
に
大
根
煮
を
食
べ

る
と
そ
の
一
年
は
病
気
に
な
ら
な
い
と
言
わ
れ

た
こ
と
か
ら
、
無
病
息
災
を
祈
り
食
さ
れ
た
と

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
年
の
始
ま
り
に
一
年
の
家
運
隆
昌
、

家
内
安
全
、
無
病
息
災
を
総
本
山
の
ご
本
尊
様

に
お
参
り
さ
れ
秘
伝
大
根
煮
を
ご
賞
味
い
た
だ

く
こ
と
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。

　
大
根
煮
定
食�

一
、三
〇
〇
円
（
税
別
）

　
大
根
煮�

八
〇
〇
円
（
税
別
）

　
二
月
十
五
日
よ
り
三
月
三
日
ま
で
、
食
堂
に

於
き
ま
し
て
、『
ひ
な
御
膳
』
を
ご
賞
味
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
『
ひ
な
御
膳
』
は
子
供
の
成
長
を
祈
り

食
し
て
い
た
だ
く
お
料
理
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
本
堂
で
息
災
・
健
康
を
お
祈
り
お
参

り
さ
れ
た
あ
と
、
表
書
院
で
江
戸
時
代
か
ら
現

代
ま
で
の
美
術
的
価
値
の
あ
る
人
形
展
を
ご
鑑

賞
い
た
だ
き
、
一
日
ご
家
族
皆
様
で
お
過
ご
し

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ひ
な
御
膳�

二
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

　
ひ
な
人
形
展�

五
〇
〇
円
（
税
別
）

平
成
二
十
九
年

総
本
山
西
教
寺
・
宗
務
所
主
行
事
予
定

一
、
修
正
会�

一
月
一
日

一
、
元
三
大
師
御
祥
当
法
要�

一
月
三
日

一
、
大
般
若
転
読
会�

一
月
十
六
日

一
、
宗
祖
大
師
降
誕
会�

一
月
二
十
八
日

一
、
節
分
会�

二
月
三
日

一
、
人
形
供
養
法
楽�
三
月
三
日

一
、
法
華
千
部
会�

四
月
五
日
～
七
日

一
、
大
般
若
転
読
会�

五
月
十
六
日

一
、
寺
庭
婦
人
・
檀
信
徒
・

�

婦
人
団
体
合
同
研
修
会
　

�

五
月
二
十
七
日
～
二
十
八
日

一
、
明
智
光
秀
公
顕
彰
会
法
要
・
総
会

�

六
月
十
四
日

一
、
天
台
真
盛
宗
宗
議
会

�

六
・
十
二
月
第
三
週
の
予
定

一
、
重
陽
節
句
会�

九
月
九
日

一
、
大
般
若
転
読
会�

九
月
十
六
日

一
、
別
時
念
仏
会�

九
月
三
十
日
～
十
月
一
日

一
、
除
夜
法
要�

十
二
月
三
十
一
日

※
行
事
日
程
は
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

表
紙
説
明

　
鐘
　
楼
　
堂

　
鐘
楼
堂
は
本
堂
の
東
側
に
建
ち
、
桁
行
三
間
・
梁
間
三
間
の

入
母
屋
造
で
本
瓦
葺
。
総
欅
造
の
鐘
楼
は
量
感
に
富
み
、
均
整

の
よ
く
と
れ
た
袴
腰
（
は
か
ま
ご
し
）
様
式
の
美
し
い
建
造
物

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
鐘
楼
の
階
上
の
梵
鐘
は
、
古
く
か
ら
明

智
光
秀
の
坂
本
城
の
陣
鐘
と
伝
え
て
お
り
、
昭
和
六
十
二
年
二

月
ま
で
は
法
要
・
除
夜
の
と
き
に
撞
か
れ
、
よ
い
音
色
を
響
か

せ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
梵
鐘
の
老
朽
化
を
防
ぎ
、
文
化
財
保
存
の
立
場
か

ら
翌
年
五
月
に
吊
り
下
ろ
し
保
存
庫
に
保
管
、
そ
の
日
に
同
型

同
音
の
新
梵
鐘
が
吊
り
あ
げ
ら
れ
た
。


