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佛
教
と
は
、
私
た
ち
が
来
世
に
お
い
て
は
必
ず
善
い
処
に
往
生
で
き

る
と
安
心
を
頂
き
つ
つ
、
現
世
に
お
い
て
は
日
々
幸
せ
に
生
き
る
た
め

の
佛
の
教
え
で
す
。

　

法
華
経
と
い
う
お
経
の
中
で
は
こ
の
「
現
世
安
穏
、
後
生
善
処
」
を

得
る
た
め
の
佛
の
教
え
を
、
日
照
り
が
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
現
れ
た

大
き
な
雲
と
雨
に
譬
え
、
私
た
ち
衆
生
を
暑
さ
と
水
不
足
で
枯
れ
か

か
っ
て
い
る
草
木
に
譬
え
、
次
の
よ
う
な
偈
で
説
か
れ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
世
に
出
現
す
る
時
は　

大
き
な
雲
と
雨
の
よ
う

　

心
身
と
も
に
枯
れ
て
い
る　

草
木
の
衆
生
を
潤
お
し
て

　

苦
し
み
か
ら
の
解
放
と　

安
穏
と
い
う
楽
し
み
と

　

幸
せ
と
い
う
喜
び
と　

涅
槃
の
楽
を
与
え
よ
う
」

　

そ
し
て
、
こ
の
大
雲
と
恵
み
の
雨
と
い
う
教
え
は
、
わ
が
宗
に
お
い

て
は
真
盛
上
人
の「
無
欲
清
浄　

専
勤
念
佛
」の
教
え
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

無
欲
の
心
と
は
正
し
い
心
で
あ
り
、
善
な
る
心
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
た
め
に
は
大
日
如
来
か
ら
釈
迦
如
来
に
伝
え
ら
れ
た
菩
薩
戒
を
護

り
、
他
人
の
幸
せ
を
願
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

清
浄
の
心
と
は
、
佛
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
が
佛
の
子
で
あ
る
と

気
づ
か
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
清
ら
か
な
心
で
す
。

　

こ
の
無
欲
清
浄
の
心
を
持
て
ば
、
貪
り
求
め
る
心
や
、
怒
り
恨
む
心

や
、
間
違
っ
た
も
の
の
見
方
を
す
る
心
は
浄
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
汚

れ
た
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
諸
々
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る

の
で
す
。

　

ま
た
、
専
勤
念
佛
と
は
、
無
欲
清
浄
の
心
を
も
っ
て
、
専
ら
に
阿
弥

陀
佛
の
名
前
を
と
な
え
な
さ
い
、
と
い
う
教
え
で
す
。
こ
の
教
え
の
中

で
、
真
盛
上
人
は
「
念
佛
の
意
は
知
ら
ざ
れ
ど
も
南
無
阿
弥
陀
佛
、
知

れ
ど
も
南
無
阿
弥
陀
佛
と
唱
う
れ
ば
、
則
ち
極
楽
に
生
ま
れ
て
、
彼
に

て
悟
を
開
く
要
行
な
り
」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
と
な
え
る
私
た

ち
の
能
力
や
知
識
に
よ
っ
て
往
生
が
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
無

欲
清
浄
の
心
で
阿
弥
陀
佛
を
信
じ
、「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
と
な
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
佛
の
国
に
往
生
す
る
こ
と
が
決
定
し
、
安

心
を
頂
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
真
盛
上
人
の
甘
露
の
法
雨
を
頂
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
安
穏
で
幸
せ
な
潤
い
の
あ
る
一
日
一
日
を
送
り
、
令
和
四
年

十
一
月
二
日
か
ら
厳
修
さ
れ
る
不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法
会
に
値

遇
し
た
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
本
山
西
教
寺
第
四
十
四
世

�

大
僧
正　

真 
悳

�

天
台
真
盛
宗
管
長
　
武
田　

圓
寵

　
念
佛
の
意こ

こ
ろ

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
も
皆

様
に
と
っ
て
良
い
お
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
祈
念
申
し
上
げ
ま

す
。

　

さ
て
、「
念
佛
の
意
は
知
れ
ざ
れ
ど
も
南
無
阿
弥
陀
佛
、
知

れ
ど
も
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
お
言
葉
は
真
盛
上
人
が
時
の
後

土
御
門
天
皇
の
第
二
の
宮
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
の
中
で
書
か

れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
第
二
の
宮
は
深
く
真
盛
上
人
に

帰
依
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
御
立
場
上
、
な
か
な
か
真
盛
上

人
の
教
え
を
直
に
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
な
こ
と

で
し
た
。
ま
し
て
、
天
台
座
主
尊
応
の
御
弟
子
と
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
の
で
、
真
盛
上
人
の
念
佛
の
教
え
を
受
け
る
こ
と

は
よ
り
難
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
情
の
中

で
第
二
の
宮
の
要
請
に
応
じ
ら
れ
て
念
佛
に
つ
い
て
説
か
れ

た
中
に
こ
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
書
簡
で
、
真
盛
上
人
は
そ
の
当
時
の
い
ず
れ
の
宗
の

教
え
で
あ
っ
て
も
、
悟
り
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
が
、
念
佛

を
称
え
る
浄
土
の
教
え
は
今
の
時
に
最
も
必
要
な
教
え
で
あ

る
、
と
し
、
阿
弥
陀
佛
を
信
じ
、
称
え
る
こ
と
こ
そ
大
事
で

あ
り
、
念
佛
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
大
事
な

こ
と
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
ま
す
。
と
に
も
か
く
に
も
、
南

無
阿
弥
陀
佛
と
称
え
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
必
ず
極
楽
浄
土

に
往
生
し
て
、
そ
こ
で
悟
り
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
、
と
い

う
確
信
を
宣
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　
「
と
の
う
れ
ば　

佛
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り　

南
無
阿
弥
陀

佛　

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
の
境
地
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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知
ら
ざ
れ
ど
も
南
無
阿
弥
陀
佛�

知
れ
ど
も
南
無
阿
弥
陀
佛

― 

真
盛
上
人
　
尊
盛
法
親
王
あ
て
書
簡
よ
り 

―

　

当
初
令
和
三
年
に
予
定
を
さ
れ
て
い
ま
し

た
不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法
会
は
、「
コ

ロ
ナ
禍か

」
と
称
さ
れ
る
不
測
の
事
態
に
よ
り
、

令
和
四
年
へ
一
年
間
延
期
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
そ
の
一
年
間
を
「
念
佛
三
昧

の
一
年
」
と
し
て
、
一
宗
を
あ
げ
て
有う

縁え
ん

の

方
々
と
と
も
に
様
々
な
機
会
に
様
々
な
か
た

―
不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法
会
に
向
け
て
―

「
念
佛
三
昧
の
一
年
」運
動 

展
開
中 

令
和
三
年
十
一
月
～
令
和
四
年
十
月

「念佛三昧の一年」
運 動 の 各 種 行 事
の 様 子 を、 ユ ー
チューブ・インス
タグラムでご覧い
ただけます。
下のＱＲコードか
らアクセスをお願
いします。

天
台
真
盛
宗

滋
賀
県
大
津
市
坂
本

�

五
丁
目
十
三
-一

電
話
：
〇
七
七
-五
七
八
-

�

〇
〇
一
三

ち
で
お
念
佛
に
い
そ
し
み
、
併
せ
て
不
断
念

佛
相
続
の
意
義
を
幅
広
く
お
示
し
を
す
る
期

間
と
位
置
づ
け
ま
し
た
。
そ
の
間
、
ひ
と
り

で
も
多
く
の
方
々
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
と

智
慧
の
光
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
指

す
、
文
字
通
り
コ
ロ
ナ
と
い
う
禍

わ
ざ
わ
いを
転
じ
て

福
と
な
さ
ん
と
す
る
運
動
で
す
。

　

本
山
を
は
じ
め
宗
内
の
各
寺
院
に
お
い
て

幅
広
く
別
時
念
佛
会
を
催
す
ほ
か
、
年
忌
法

要
・
中
陰
法
要
・
月
参
り
な
ど
あ
ら
ゆ
る
法

要
の
中
で
「
ミ
ニ
別
時
念
佛
」
と
い
っ
た
か

た
ち
で
、
た
と
え
わ
ず
か
な
時
間
で
も
ご
参

詣
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
一
心
に
お
念
佛
を
称

え
て
い
た
だ
く
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
皆
さ
ま
が
五
百
年
来
続
く
本

宗
の
不
断
念
佛
相
続
の
列
に
加
わ
っ
て
い
た

だ
き
、
真
盛
上
人
が
『
念
佛
三
昧
に
入
り
ぬ

れ
ば
、
極
楽
も
た
だ
ち
に
現
じ
』（
念
佛
三
昧

法
語
）
と
諭さ

と

さ
れ
た
境
地
を
、
い
さ
さ
か
で

も
実
感
い
た
だ
く
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
は
そ
う
し
た
取
り
組
み
の
す
べ
て

を
「
お
待
ち
受
け
法
要
」
と
し
、
そ
の
集
大

成
と
し
て
令
和
四
年
十
一
月
の
不
断
念
佛
相

続
十
九
萬
日
大
法
会
を
、
数
多
く
の
方
々
の

悦
び
と
と
も
に
迎
え
た
い
と
念
じ
て
い
ま
す
。
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総
本
山
西
教
寺
で
の
四
十
八
日
別
時
念
佛
会

総
本
山
西
教
寺
で
の
四
十
八
日
別
時
念
佛
会

�

伊
勢
教
区
　
西
盛
寺
　
副
住
職
　
石
山　

覚
勝

　

現
在
私
は
津
市
美
杉
町
の
西
向
院
で
称
名

念
佛
の
日
々
を
過
ご
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
仲

間
と
共
に
様
々
な
場
所
で
別
時
念
佛
会
を
修

行
し
て
き
ま
し
た
。
あ
る
時
は
比
叡
山
の
黒

谷
青
龍
寺
で
六
万
返
の
別
時
念
佛
会
を
勤
修

し
、
ま
た
平
成
二
十
八
年
に
は
津
市
白
山
町

成
願
寺
の
四
十
八
日
別
時
念
佛
会
に
参
加
し
、

た
い
へ
ん
貴
重
な
修
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
「
天
台
真
盛
宗
の
僧

侶
で
あ
る
か
ら
に
は
、
い
つ
か
は
総
本
山
西

教
寺
で
の
四
十
八
日
別
時
念
佛
会
に
値
遇
し

た
い
も
の
だ
」
と
、
仲
間
と
淡
い
夢
を
語
り

合
っ
た
も
の
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
、

不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法
会
が
一
年
延

期
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
総
本
山
は
一
年

後
の
大
法
会
を
た
だ
待
つ
の
で
は
な
く
、
一

宗
を
上
げ
て
称
名
念
佛
に
邁
進
し
な
が
ら
不

断
念
佛
相
続
の
意
義
を
幅
広
く
世
に
示
す

「
念
佛
三
昧
の
一
年
」
と
位
置
づ
け
、
更
に

そ
の
一
環
と
し
て
、
な
ん
と
総
本
山
西
教
寺

で
百
年
ぶ
り
の
四
十
八
日
別
時
念
佛
会
の
開

催
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
も
幸
運
な

こ
と
に
、
私
が
仲
間
と
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
「
禍

転
じ
て
福
と
な
す
」
出
来
事
で
あ
り
、
念
佛

が
「
コ
ロ
ナ
の
せ
い
で
」
を
「
コ
ロ
ナ
の
お

か
げ
で
」
に
変
え
、
念
佛
が
私
た
ち
の
夢
を

叶
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

大
勢
の
上
人
が
参
加

　

四
十
八
日
の
期
間
中
、
私
は
十
五
日
ほ
ど

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
朝
十
時
に

称
名
念
佛
が
始
ま
る
と
、
三
十
分
ご
と
に
僧

侶
が
交
代
し
、
夕
方
四
時
ま
で
続
き
ま
す
。

そ
の
間
念
佛
の
声
の
鉦
と
音
が
断
え
る
こ
と

は
な
く
、
し
か
も
十
一
時
に
は
猊
下
の
ご
親

教
と
お
十

念
、
ま
る

で
こ
の
世

に
出
現
し

た
極
楽
浄

土
の
よ
う

で
、
私
は

本
堂
か
ら

離
れ
る
の

が
勿
体
な

く
て
、
一

日
中
本
堂

で
法
悦
に
浸
っ
た
も
の
で
す
。

　

期
間
中
は
滋
賀
教
区
を
は
じ
め
、
各
教
区

よ
り
有
志
の
上
人
が
参
加
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。
初
対
面
の
上
人
と
の
ご
縁
、
ま
た
遠
く

か
ら
先
輩
や
仲
間
が
応
援
に
駆
け
つ
け
て
下

さ
い
ま
し
た
。「
念
佛
し
に
き
た
で
！
」「
ご

く
ろ
う
さ
ま
！
」「
風
邪
ひ
く
な
よ
！
」
と

声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
り
、
肩
を
ポ
ン
と
叩

か
れ
る
と
涙
が
出
る
ほ
ど
う
れ
し
か
っ
た
で

す
。
本
山
の
皆
さ
ま
に
も
た
い
へ
ん
親
切
に

し
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
た
い
念
佛
三
昧
の

日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

大
勢
の
一
般
参
詣
者
と
の
交
流

　
「
麒
麟
が
く
る
」
効
果
と
、
紅
葉
の
時
期

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
西
教
寺
に
は
毎
日
大

勢
の
、
特
に
土
日
に
は
千
人
以
上
の
一
般
参

詣
者
が
。
私
の
日
課
は
本
堂
の
入
口
で
お
客

様
を
合
掌
で
出
迎
え
「
百
年
ぶ
り
の
四
十
八

日
念
佛
会
へ
よ
う
こ
そ
。
し
ば
し
の
間
心
静

か
に
、
木
魚
を
鳴
ら
し
て
南
無
阿
弥
陀
佛
と

称
え
て
み
て
は
？
」
と
案
内
す
る
と
、
ほ
と

ん
ど
の
方
が
念
佛
を
し
て
く
だ
さ
り
、
中
に

は
「
本
当
で
す
か
？
う
れ
し
い
！
」
と
大
喜

び
の
方
も
。
念
佛
後
に
「
心
が
ス
ッ
キ
リ
し

た
」「
無
心
に
な
れ
た
」「
念
佛
っ
て
お
葬
式

や
法
事
の
と
き
に
だ
け
称
え
る
も
の
だ
と
思

っ
て
い
た
け
ど
、
あ
り
が
た
か
っ
た
！
」
な

ど
色
々
な
感
想
が
聞
け
ま
し
た
。
あ
る
若
い

男
性
は
「
少
し
だ
け
で
も
い
い
で
す
か
？
」

と
念
佛
を
始
め
、結
局
一
時
間
近
く
称
え「
な

ぜ
か
止
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
！

い
い
体
験
が
で
き
ま
し
た
！
」
と
晴
れ
や
か

な
表
情
で
本
堂
を
後
に
さ
れ
ま
し
た
。
皆
が

西
教
寺
本
堂
と
い
う
宝
の
山
に
入
り
、
嬉
し

そ
う
な
表
情
で
本
堂
を
後
に
す
る
の
は
、
ま

さ
に
「
宝
の
山
に
入
り
な
が
ら
手
を
空
し
く

し
て
帰
る
こ
と
な
か
れ
」
の
み
教
え
通
り
で

感
激
い
た
し
ま
し
た
。

今
回
の
修
行
で
学
ん
だ
こ
と

　

念
佛
を
称
え
続
け
た
か
ら
と
言
っ
て
、
何

か
す
ご
い
こ
と
が
起
こ
る
わ
け
で
も
な
い
。

相
変
わ
ら
ず
嫌
な
こ
と
は
あ
る
し
、
思
い
通

り
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
少
し

ず
つ
、
阿
弥
陀
如
来
や
真
盛
上
人
や
先
祖
の

慈
悲
を
感
じ
、
た
と
え
思
い
通
り
に
な
ら
な

く
て
も
当
た
り
前
、
不
足
に
愚
痴
す
る
の
で

は
な
く
、
今
生
き
て
い
る
こ
と
が
あ
り
が
た

い
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
た
く
さ
ん
の
人
の
親
切
が
心
に
沁

み
る
感
動
の
日
々
で
し
た
。
管
長
猊
下
を
は

じ
め
、
一
緒
に
念
佛
し
て
下
さ
っ
た
皆
様
、

お
世
話
に
な
っ
た
本
山
の
皆
様
、
食
堂
、
研

修
道
場
、
売
店
の
皆
様
、
そ
し
て
何
よ
り
、

四
十
八
日
間
の
苦
楽
を
共
に
し
て
く
れ
た
西

山
真
圭
、
黒
川
真
成
両
上
人
に
、
心
よ
り
感

謝
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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伊
賀
西
連
寺
の「
別
時
念
仏
会
」に
参
加
し
て

伊
賀
西
連
寺
の「
別
時
念
仏
会
」に
参
加
し
て

�

伊
賀
西
連
寺
役
員
会
　
会
長
　
田
中　
　

徹

新
年
明
け
ま
し
て�

�

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

檀
信
徒
の
皆
様
に
は
清
々
し
い
新
春
を
お

迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
あ
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
十
一
月
二
日
か
ら
八
日
ま
で

総
本
山
西
教
寺
に
お
い
て
修
行
さ
れ
る
不
断

念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法
会
は
コ
ロ
ナ
禍
で

一
年
延
期
に
な
り
本
年
厳
修
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
昨
年
十
月
二
十
九
日
念
仏
を

唱
え
て
雑
念
を
取
り
払
う
「
別
時
念
仏
会
」

が
当
伊
賀
西
連
寺
で
営
ま
れ
ま
し
た
。
天
台

真
盛
宗
総
本
山
「
西
教
寺
」
よ
り
武
田
圓
寵

官
長
様
始
め
他
八
名
の
僧
侶
が
態
々
お
運
び

頂
き
、
ま
た
末
寺
の
住
職
様
及
び
役
員
等
約

百
人
が
参
列
し
て
コ
ロ
ナ
禍
で
不
便
の
多
い

今
日
で
す
が

一
日
も
早
い

平
穏
な
日
々

が
戻
り
ま
す

よ
う
願
い
念

仏
を
称
え
ま

し
た
。

　

私
た
ち
は

真
盛
上
人
が

今
か
ら
五
百

年
前
「
無
欲
清
浄
・
専
勤
念
仏
」
と
い
う
ご

遺
誠
を
残
し
て
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
意
味
は
「
人
間
と
し
て
踏
み
外
し
て
は

な
ら
な
い
道
を
き
ち
ん
と
守
り
、
生
か
さ
れ

て
い
る
自
分
に
感
謝
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い

生
活
を
勧
め
た
の
で
す
。
言
い
か
え
れ
ば
自

分
中
心
を
捨
て
、
仏
様
の
本
願
に
素
直
に
任

せ
た
生
活
を
す
る
事
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
の
社
会
に
起
こ
っ
て
い
る
親
が
子
を
、

子
が
親
を
殺
す
、
悪
徳
商
人
の
横
行
、
子
供

の
い
じ
め
等
、
他
人
が
ど
う
な
っ
て
も
い
い

自
己
中
心
の
考
え
方
、
他
人
の
痛
み
を
わ
か

ろ
う
と
し
な
い
心
の
貧
し
さ
が
起
因
と
な
っ

て
い
ま
す
。「
人
間
は
浄
土
に
往
生
す
る
た

め
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
現
し
な

い
限
り
本
当
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

お
釈
迦
様
は
「
一
切
衆
生
・
悉
有
仏
性
」
即

ち
全
て
の
物
に
仏
性
を
認
め
、
み
ん
な
仏
に

な
れ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
生
き
と
し
て
生

け
る
も
の
は
、
仏
様
の
ご
慈
悲
の
中
で
生
か

さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
日
毎
日
手
を
合
わ
せ
る

生
活
の
中
か
ら
次
第
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
う

こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
「
天
台
宗
総
本
山

西
教
寺
」
の
ご
繁
栄
と
、
檀
信
徒
の
皆
様
の

ご
多
幸
・
ご
健
勝
を
お
祈
り
し
て
新
春
の
ご

挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

西
教
寺
の
安
養
院
聖
天
堂
で
は
、歓
喜
天（
聖

天
さ
ん
）
を
お
祀
り
し
て
お
り
ま
す
。

歓
喜
天
は
、
頭
は
象
、
身
体
は
人
間
の
姿
を
し

た
仏
教
守
護
神
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
ら

ゆ
る
障
害
や
困
難
を
取
り
除
き
、
福
徳
を
も
た

ら
す
強
力
な
天
部
の
仏
さ
ま
で
す
。

　

西
教
寺
で
は
、
毎
年
一
月
十
六
日
（
他
に
五

月
十
六
日
・
九
月
十
六
日
）
に
歓
喜
天
御
宝
前

に
お
き
ま
し
て
、
武
田
管
長
猊
下
御
導
師
の
も

と
、
内
局
・
一
山
が
出
仕
し
て
大
般
若
転
読
会

祈
願
法
要
を
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
国
家
安
穏
・
寺
門
繁
栄
・
檀
信
徒
の
皆

さ
ま
の
息
災
を
祈
願
し
て
、
六
百
巻
の
「
大
般

若
経
」が
賑
や
か
に「
転
読
」さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
同
時
に
皆
さ
ま
の
各
種
ご
祈
願
も
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

祈
願
料
（
一
祈
願
）　
三
千
円

祈
願
内
容

・
家
内
安
全
　
・
商
売
繁
盛

・
病
気
平
癒
　
・
身
体
健
康

・
心
願
成
就
な
ど

※�
こ
ち
ら
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
ご
祈
願
も
承
り
ま
す
。

ご
参
詣
に
お
越
し
の
場
合

日　

時

　

令
和
四
年
一
月
十
六
日　

午
前
十
一
時

受　

付

　

午
前
十
時
～
午
前
十
一
時

　

法
要
終
了
後
、祈
願
御
札
を
授
与
し
、食
堂
に

て
大
根
煮
の
お
食
事
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

　

郵
送
・
振
込
に
よ
る
お
申
込
も
受
け
付
け
て

お
り
ま
す
。

郵
送
の
場
合

　

現
金
書
留
に
て
一
月
十
三
日
ま
で
に
必
着
で

お
送
り
く
だ
さ
い
。（
必
ず
祈
願
内
容
を
明
記

く
だ
さ
い
）

お
振
込
み
の
場
合

　

左
記
の
口
座
番
号
に
一
月
十
二
日
ま
で
に
お

振
込
み
く
だ
さ
い
。
お
振
込
用
紙
の
備
考
欄
に

必
ず
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
・
祈
願
の
内
容

を
明
記
く
だ
さ
い
。

　

郵
便
局　

　
　

振
替
口
座　

　
　

０
０
９
６
０-

０-

３
１
６
３
６�

　
　

本
山
西
教
寺　

寺
務
所
会
計
課

　

ご
郵
送
・
お
振
込
み
の
方
は
、
後
日
、
ご
祈

願
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
御
札
を
お
送
り
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
祈
願
の
ご
案
内

歓
喜
天

歓
喜
天（
聖
天
）

（
聖
天
）

��

大
般
若
転
読
会
祈
願
法
要

大
般
若
転
読
会
祈
願
法
要
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現現いい

代代まま

こ
そ
必
要
な
真
盛
上
人
の
教
え

こ
そ
必
要
な
真
盛
上
人
の
教
え

�

高
勝
寺
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
員
　
林　
　

京
子

　

私
は
東
北
大
学
大
学
院
日
本
思
想
史
研
究

室
で
真
盛
上
人
の
研
究
を
行
い
ま
し
た
。
真

盛
上
人
の
生
き
た
時
代
は
現
代
と
良
く
似
て

お
り
、
コ
ロ
ナ
で
次
々
に
人
が
亡
く
な
っ
て

い
る
の
に
為
政
者
が
自
ら
の
利
権
や
政
局
に

迷
走
す
る
姿
は
、
応
仁
の
乱
の
後
、
権
力
者

た
ち
が
文
化
を
享
受
す
る
姿
と
重
な
り
ま
す
。

そ
の
欺
瞞
を
痛
烈
に
批
判
し
た
真
盛
上
人
は

ど
の
よ
う
な
気
持
で
人
々
に
向
き
合
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　

真
盛
上
人
は
地
蔵
の
化
身
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
栃
木
県
栃
木
市
の
岩
船
山
は
生
身
の

地
蔵
出
現
の
霊
地
で
高
勝
寺
と
い
う
天
台
寺

院
が
あ
り
ま
す
。
私
は
高
勝
寺
の
文
化
史
研

究
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
昨
年
夏
に
東

京
の
池
袋
か
ら
一
体
の
地
蔵
が
遷
座
し
た
こ

と
で
、
明
治
期
に
地
蔵
の
化
身
と
さ
れ
た
妙

運
と
天
台
真
盛
宗
と
関
わ
り
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
明
治
九
年
に
上
野
寛
永
寺
浄

名
院
の
住
職
と
な
っ
た
妙
運
は
自
ら
「
天
台

地
蔵
比
丘
」
と
名
乗
り
八
万
四
千
体
の
地
蔵

建
立
を
発
願
し
ま
し
た
。
そ
の
時
妙
運
に
協

力
し
た
の
が
天
台
真
盛
宗
の
桑
門
即
伝
上
人

で
し
た
。

　

天
台
真
盛
宗
は
、
真
朗
上
人
の
尽
力
で
明

治
初
期
に
天
台
宗
か
ら
独
立
し
ま
す
。
即
伝

上
人
は
西
来
寺
の
即
信
上
人
の
御
弟
子
で
、

真
朗
上
人
を
助
け
寛
永
寺
末
寺
に
説
教
所
を

開
設
し
布
教
を
行
い
ま
し
た
。
自
ら
「
天
台

地
蔵
比
丘
」
と
名
乗
っ
て
人
々
と
向
き
合
う

妙
運
の
姿
に
、
即
伝
上
人
は
宗
祖
の
お
姿
を

感
じ
た
の
で
し
ょ
う
。
所
縁
の
寺
院
に
は

八
万
四
千
体
地
蔵
が
今
も
人
知
れ
ず
建
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

妙
運
は
岩
船
山
を
地
蔵
霊
地
と
し
て
重
視

し
ま
し
た
。
地
蔵
建
立
が
も
っ
と
も
盛
ん
に

行
わ
れ
た
の
は
明
治
末
で
、
日
本
が
軍
国
主

義
に
進
む
中
、
明
治
三
十
年
頃
ま
で
に
六
万

体
以
上
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
は
別
に
、

浄
名
院
の
妙
運
の
信
者
達
は
妙
運
の
分
身
と

し
て
二
体
の
石
地
蔵
を
造
立
し
て
家
か
ら
家

へ
巡
行
さ
せ
、
持
ち
あ
げ
て
心
願
を
占
い
ま

し
た
。
昭
和
末
期
、
一
体
は
浄
名
院
に
戻
り

ま
し
た
が
、
池
袋
を
回
っ
て
い
た
一
体
は
行

方
不
明
と
な
り
ま
し
た
。
前
述
の
地
蔵
が
そ

れ
で
、
因
縁
に
導
か
れ
て
岩
船
山
に
帰
還
し

た
の
で
す
。
私
は
生
身
の
地
蔵
は
今
も
六
道

を
歩
き
続
け
て
い
る
の
だ
と
恐
懼
し
ま
し
た
。

　

私
の
師
、
西
村
玲
先
生
は
「
世
俗
的
な
合

理
性
の
行
き
着
く
果
て
は
（
略
）
対
象
を
つ

ね
に
自
分
の
尺
度
に
あ
わ
せ
て
思
考
す
る
思

考
、
す
べ
て
を
無
前
提
に
自
己
と
同
一
化
す

る
思
考
に
堕
す
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
仏
教
不
要
論
者
、
富
永
仲
基
も

「
止
悪
行
善
」
を
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
真

盛
上
人
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
す
。
彼
の

「
悪
」
と
は
「
人
が
作
っ
た
法
律
違
反
」
で

す
か
ら
、
い
じ
め
や
環
境
汚
染
等
「
法
律
で

罰
せ
ら
れ
な
い
」
悪
行
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

真
盛
上
人
の
止
悪
行
善
と
は
「
仏
様
の
前
で

も
そ
れ
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
絶
対
的
な

基
準
を
持
つ
も
の
な
の
で
す
。　

　

コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
多
く
の
人
が
「
自
分
基

準
」
の
思
考
で
弱
い
人
や
苦
し
む
人
を
「
弱

者
」
と
一
括
し
て
見
殺
し
に
し
、
効
率
や
経

済
活
動
に
の
み
価
値
を
見
出
し
て
い
な
い
で

し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
真
盛
上
人
の
教
え
の
対

極
の
思
想
で
す
。
妙
運
は
学
僧
の
道
を
捨
て
、

地
蔵
比
丘
と
名
乗
り
真
盛
上
人
と
同
様
に
悲

し
み
苦
し
む
人
々
の
心
に
寄
り
添
い
、
こ
の

世
に
出
現
し
た
地
蔵
と
し
て
自
分
を
捨
て
て

生
き
る
こ
と
を
決
意
・
覚
悟
さ
れ
た
の
で
す
。

　

今
コ
ロ
ナ
禍
で
お
寺
を
と
り
ま
く
状
況
は

厳
し
い
の
で
す
が
、
宗
門
の
皆
さ
ま
ひ
と
り

ひ
と
り
が
地
蔵
と
な
っ
て
、
で
き
る
範
囲
で

良
い
の
で
、
弱
い
立
場
の
人
た
ち
（
特
に
女

性
や
子
ど
も
な
ど
）
の
苦
し
み
や
悲
し
み
に

批
判
や
教
誨
な
し
に
寄
り
添
っ
て
歩
く
こ
と

が
、
現
代
こ
そ
と
て
も
大
事
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
宗
祖
上
人
の
お
心
で

あ
り
、
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
の

で
す
。

【
参
考
文
献
】

西
村
玲
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
：
僧
侶

普
寂
の
思
想
と
実
践
』
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、

2
０
０
8

林
京
子
「「
伺
い
地
蔵
」
の
帰
還
」
西
郊
民
俗

（
2
5
5
）
2
０
2
１

上野浄名院の伺い地蔵たち
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三
重
県
総
合
博
物
館
（
津
市
）
で
は
、
十

月
一
日（
金
）か
ら
十
一
月
二
十
七
日（
土
）ま

で
企
画
展
「
寺
院
に
伝
わ
る
戦
国
の
残
像
～

北
畠
氏
の
い
た
時
代
～
」
を
開
催
い
た
し
ま

し
た
。
戦
国
時
代
の
展
示
と
い
う
こ
と
で
、

皆
様
の
ご
協
力
を
得
て
真
盛
上
人
に
関
す
る

内
容
を
多
く
盛
り
込
み
ま
し
た
。
ま
た
、
天

台
真
盛
宗
の
品
と
北
畠
氏
関
連
の
品
を
中
心

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
の
資
料
も
展
示
し
ま

し
た
。
様
々
な
宗
派
の
方
に
天
台
真
盛
宗
を

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
天
台
真
盛
宗
の
方
々

に
は
、
上
人
の
由
緒
地
に
あ
た
る
他
宗
派
の

寺
院
を
含
む
当
時
の
三
重
県
域
の
宗
教
界
の

様
子
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
企
図

も
ご
ざ
い
ま
し
た
。『
真
盛
上
人
往
生
伝
記
』

に
は
、
そ
の
頃
伊
勢
神
宮
周
辺
を
攻
め
た
伊

勢
国
司
北
畠
氏
に
い
く
さ
の
非
を
説
き
い
さ

め
た
事
蹟
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
舞

台
と
な
っ
た
の
は
、
当
時
北
畠
氏
が
陣
所
と

し
た
臨
済
宗
の
安
養
寺
（
明
和
町
）
で
し
た
。

な
お
、
そ
の
頃
、
真
盛
上
人
が
説
法
を
行
っ

た
と
い
う
浄
土
宗
の
延
命
寺
（
松
阪
市
）
に

は
、
北
畠
氏
が
寄
進
し
た
山
門
が
存
在
し
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
寺
院
の
来
歴
と
と
も

に
、
伝
え
ら
れ
た
北
畠
氏

の
文
書
も
展
示
し
た
の
で

し
た
。

　

さ
て
、
展
示
は
大
き
く

四
章
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

第
一
章「
北
畠
氏
と
信
仰
」

で
は
、
北
畠
氏
か
ら
の
文

書
を
中
心
に
、
来
迎
寺
、

智
禅
寺
に
伝
わ
る
文
書
も

含
め
て
展
示
し
ま
し
た
。

第
二
章
「
安
濃
津
と
中
世
寺
院
と
長
野
氏
」

で
は
、
津
の
中
世
寺
院
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

真
盛
上
人
が
説
法
し
た
と
い
う
真
言
宗
の
観

音
寺
塔
頭
不
動
院
が
記
さ
れ
た
江
戸
時
代
の

絵
図
と
と
も
に
、「
日
ノ
丸
御
影
」
を
は
じ

め
と
し
た
西
来
寺
の
中
世
資
料
を
多
く
展
示

し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
章
で
は
、
福
蔵
寺

の
真
盛
上
人
の
画
（
絵
）
伝
、
智
禅
寺
、
浄

土
寺
、
九
品
寺
に
伝
わ
る
肖
像
画
、
終
焉
の

地
西
蓮
寺
の
往
生
要
集
を
は
じ
め
と
す
る
諸

資
料
を
ま
と
め
て
展
示
し
ま
し
た
。
第
三
章

「
村
と
寺
～
小
倭
郷
と
成
願
寺
」
で
は
、
真

盛
上
人
の
念
持
仏
で
あ
り
臨
終
仏
で
も
あ
る

成
願
寺
の
重
要
文
化
財
阿
弥
陀
如
来
倚
像
を

中
心
に
展
示
を
展
開
し
ま
し
た
。第
四
章「
語

り
継
が
れ
る
室
町
・
戦
国
時
代
」
で
は
、
国

学
や
他
宗
派
の
教
学
も
盛
り
上
が
る
中
、
天

台
真
盛
宗
で
は
妙
有
上
人
、
法
道
上
人
ら
の

活
躍
に
よ
り
研
究
、
出
版
が
盛
ん
で
あ
っ
た

こ
と
を
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
企
画
展
は
、
西
来
寺
、
伊
勢
教
区

宗
務
支
所
の
皆
様
の
ご
協
力
を
得
て
、
真
盛

上
人
ゆ
か
り
の
誕
生
寺
、
成
願
寺
の
調
査
を

起
点
と
し
て
約
三
年
間
に
わ
た
っ
て
行
っ
た

寺
院
調
査
の
成
果
を
活
用
し
開
催
し
た
も
の

で
す
。
各
寺
院
の
皆
様
は
じ
め
、
途
中
か
ら

は
伊
賀
の
西
蓮
寺
、
九
品
寺
の
皆
様
の
ご
協

力
も
得
て
調
査
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、

県
外
調
査
は
最
小
限
と
な
り
ま
し
た
が
、
展

示
の
際
は
総
本
山
西
教
寺
様
、
大
津
市
歴
史

博
物
館
様
の
ご
協
力
を
得
て
、
成
願
寺
、
九

品
寺
、
西
方
寺
か
ら
総
本
山
に
寄
進
さ
れ
た

袈
裟
や
名
号
な
ど
を
借
用
し
、
里
帰
り
展
示

を
す
る
こ
と
も
か
な
い
ま
し
た
。

　

展
示
を
終
え
て
省
み
ま
す
と
、
三
重
県
に

お
け
る
天
台
真
盛
宗
の
歴
史
は
大
変
奥
深
く
、

さ
ら
に
調
査
を
進
め
、
研
究
を
よ
り
充
実
さ

せ
て
い
く
必
要
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。
今

後
も
皆
様
の
ご
協
力
を
得
ま
し
て
、
調
査
研

究
を
行
い
、
展
示
あ
る
い
は
発
表
の
形
で
展

開
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
後
と

も
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

成願寺の腰かけの阿弥陀如来を配した
企画展図録の表紙

展示室の様子（西教寺からお借りした真盛上人の袈裟、
腰かけの阿弥陀如来、林性寺の涅槃図の展示）

「
寺
院
に
伝
わ
る
戦
国
の
残
像
～
北
畠
氏
の
い
た
時
代
～
」

で
天
台
真
盛
宗
の
資
料
を
多
数
展
示
し
ま
し
た

三
重
県
総
合
博
物
館
の
企
画
展

�

三
重
県
総
合
博
物
館
　
学
芸
員
　
太
田　

光
俊
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大
導
師　

西
教
寺
貫
首　

武
田
圓
寵
猊
下
、

式
衆
と
し
て
役
員
が
ご
入
堂
さ
れ
、
御
本
尊

前
に
て
圓
頓
章
を
読
誦
。
続
い
て
、
宗
祖
大

師
二
十
五
霊
場
第
一
番
御
詠
歌
を
奉
唱
し
、

善
光
寺
如
来
の
御
宝
前
へ
参
進
。
善
光
寺
如

来
御
詠
歌
第
一
番
を
唱
和
の
中
、
御
開
扉
さ

れ
、
三
帰
依
文
、
懺
悔
文
、
発
願
文
、
開
経
偈
、

菩
薩
戒
経
偈
を
読
誦
の
後
、
善
光
寺
如
来
御

詠
歌
を
唱
和
し
回
向
伽
陀
で
終
え
ま
し
た
。

真
盛
上
人
霊
場
第
一番

真
盛
上
人
霊
場
第
一番  

戒
光
山
西
教
寺・石
碑
建
立
除
幕
式
法
要

戒
光
山
西
教
寺・石
碑
建
立
除
幕
式
法
要

鑽
仰
会
法
要
　
一光
三
尊
善
光
寺
如
来
御
開
扉
法
要
　
総
会

鑽
仰
会
法
要
　
一光
三
尊
善
光
寺
如
来
御
開
扉
法
要
　
総
会

令
和
三
年　

宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
会

山
内
局
、
鑽
仰
会
役
員
が
石
碑
前
へ
ご
参
集
、

除
幕
式
中
宗
祖
大
師
二
十
五
霊
場
第
一
番
の

御
詠
歌
を
唱
和
し
、
続
い
て
圓
頓
章
・
観
経

文
の
あ
と
、
不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法

会
百
八
念
佛
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。
今
般
の

石
碑
建
立
に
際
し
、
多
数
の
方
よ
り
ご
浄
財

を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
石
碑

建
立
ご
浄
財
ご
寄
進
者
名
簿
、
記

念
写
経
は
石
碑
下
に
お
納
め
し
、

ご
浄
財
寄
進
者
の
ご
芳
名
は
、
本

会
機
関
紙
『
み
ち
び
き
』
第
5
号

に
掲
載
致
し
ま
し
た
。

　

石
碑
除
幕
式
の
あ
と
、
御
導

師
・
式
衆
・
御
詠
歌
講
が
宗
祖
大

師
殿
へ
ご
入
堂
さ
れ
、
鑽
仰
法
要

勤
行
式
を
お
勤
め
、
観
経
文
の
あ

と
、
不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大

法
会
百
八
念
佛
を
唱
和
し
ま
し
た
。

堂
内
に
響
く
荘
厳
な
鉦
と
木
魚
の

音
に
、
参
加
者
一
同
法
悦
を
味
わ

い
ま
し
た
。

　

同
日
午
後
一
時
よ
り
、
本
堂
に

て
一
光
三
尊
善
光
寺
如
来
御
開
扉

法
要
を
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。
御

詠
歌
講
に
よ
る
宗
歌
の
奉
唱
の
中
、

　

令
和
三
年
十
一
月
九
日（
火
）午
前
十
時
よ

り
、
総
本
山
西
教
寺
宗
祖
大
師
殿
の
唐
門
脇

に
て
、
宗
祖
真
盛
上
人
第
一
番
霊
場
石
碑
建

立
除
幕
式
法
要
を
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。

　

分
部
の
本
願
寺
、
瀬
田
の
青
嶠
寺
両
御
詠

歌
講
が
宗
歌
を
奉
唱
さ
れ
る
中
、
御
導
師
鑽

仰
会
会
長
・
川
合
歳
明
師
、
式
衆
と
し
て
本

宗祖大師殿　唐門袖塀前に建立　真盛上人霊場第一番御詠歌を刻した石碑

　

御
開
扉
法
要
の
後
、
鑽
仰
会
総
会
を
開
催

し
ま
し
た
。
西
德
寺
・
寺
崎
礼
允
師
を
議
長

に
議
事
進
行
さ
れ
、
事
務
局
よ
り
令
和
二
年

度
活
動
決
算
報
告
が
あ
り
、
内
田
一
豊
監
査

役
に
よ
る
監
査
報
告
が
さ
れ
、
拍
手
で
承
認

さ
れ
、
続
い
て
令
和
三
年
度
事
業
計
画
・
予

算
を
審
議
、
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

宗
祖
真
盛
上
人
の
御
遺
徳
に
報
謝
す
る
と

共
に
、
別
時
念
仏
を
参
加
者
一
同
で
行
じ
、

来
年
厳
修
の
不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法

会
に
向
け
て
、
益
々
気
運
が
盛
り
上
が
る
一

日
と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
滋
賀
教
区
の
団

体
参
加
者
は
、
総
会
終
了
後
に
大
津
市
歴
史

博
物
館
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
『
西
教
寺

―
大
津
の
天
台
真
盛
宗
の
至
宝
―
』
展
を
鑑

賞
し
ま
し
た
。

　

来
年
度
の
総
会
は
、
武
生
の
引
接
寺
に
て

九
月
頃
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

鑽仰会法要　大勢の参詣者

一光三尊善光寺如来の御開扉 大導師　西教寺貫首　武田圓寵猊下
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檀
信
徒
の
皆
さ
ま
へ
お
願
い

　

総
本
山
西
教
寺
に
ご
参
拝
の
際
は
、
先
に
ご
配
布

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
「
檀
信
徒
用
無
料
拝
観
券

（
ご
家
族
五
名
様
ま
で
）」
を
必
ず
受
付
へ
ご
提
示

く
だ
さ
い
。
紛
失
さ
れ
た
方
は
、
本
紙
（
寳
珠
）
を

お
持
ち
い
た
だ
き
ご
提
示
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

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

　

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
一
月
十
七
日
に

起
こ
っ
た
阪
神
大
震
災
。
多
く
の
方
が
被
災

さ
れ
行
き
場
を
失
い
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら

二
十
七
年
。
復
興
は
ほ
ぼ
終
わ
り
ま
し
た
が
、

人
々
の
心
の
傷
は
簡
単
に
癒
え
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

西
教
寺
へ
被
災
さ
れ
た
方
か
ら
あ
る
相
談

が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
倒
壊
し
た
家
の
始
末
を
し
て
い
る
中
で
、

子
ど
も
の
成
長
を
見
守
り
続
け
た
ひ
な
人
形

を
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
。
お
寺
で
供
養
を

し
て
い
た
だ
け
な
い
か
」

　

と
い
う
内
容
で
し
た
。

　

西
教
寺
で
は
、
阪
神
大
震
災
で
被
災
さ
れ

た
方
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
相
談
を
き
っ
か
け
に
、

た
く
さ
ん
の
方
が
困
っ
て
い
る
の
で
は
と
平

成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
よ
り
始
ま
っ
た
の

が
「
人
形
供
養
法
要
」
で
す
。

　

今
年
で
二
十
三
年
目
を
迎
え
ま
す
。

　

毎
年
、
多
く
の
方
よ
り
、
子
ど
も
の
成
長

を
見
守
り
続
け
、
役
目
を
終
え
た
お
人
形
の

供
養
の
ご
依
頼
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
で
、
お
人
形
の
供
養
を

ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
西
教
寺
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

西
教
寺
で
は
、
お
預
か
り
い
た
し
ま
し
た

お
人
形
を
二
月
十
日
頃
よ
り
三
月
三
日
ま
で
、

役
目
を
終
え
た
お
人
形
へ
感
謝
を
捧
げ
る
旨
、

も
う
一
度
ご
参
拝
の
皆
さ
ま
に
ご
覧
い
た
だ

こ
う
と
本
堂
へ
安
置
し
て
お
り
ま
す
。

　

ひ
な
祭
り
・
桃
の
節
句
で
あ
る
三
月
三
日

午
前
十
時
よ
り
武
田
圓
寵
猊
下
の
御
導
師
の

も
と
、
人
形
供
養
法
要
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

持
ち
寄
ら
れ
た
、
ひ
な
人
形
の
な
か
に
は
、

大
変
歴
史
の
古
い
お
人
形
や
大
変
貴
重
な
文

化
財
的
価
値
の
あ
る
お
人
形
な
ど
も
あ
り
ま

す
。
供
養
を
終
え
た
後
、
こ
の
ま
ま
役
目
を

終
え
、
誰
に
も
見
て
も
ら
え
な
い
の
は
大
変

忍
び
な
い
と
い
う
こ
と
で
始
ま
っ
た
の
が
、

「
ひ
な
人
形
展
」
で
す
。

　

日
本
で
ひ
な
人
形
の
お
飾
り
が
一
般
に
始

ま
っ
た
と
さ
れ
る
江
戸
時
代
か
ら
幕
末
・
明

治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
と
そ
の
時
代
を
反

映
し
た
ひ
な
人
形
た
ち
約
五
百
体
を
展
示
し

て
お
り
ま
す
。

　

ひ
な
人
形
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
ひ
な
人
形

の
専
門
家
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
藤
原
愛
子

先
生
に
持
ち
寄
ら
れ
た
ひ
な
人
形
を
ご
覧
い

た
だ
き
、
展
示
の
監
修
な
ど
多
岐
に
わ
た
り

ご
教
示
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
展
示
中
は
、
お
時
間
の
許
す
限
り

藤
原
先
生
に

お
越
し
い
た

だ
き
、
ひ
な

人
形
の
ご
説

明
な
ど
を
行

っ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま

す
。

　

期
間
中
は
、

ひ
な
御
膳

（
二
二
〇
〇
円
税
込
・
要
予
約
）
も
ご
提
供

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

是
非
、
皆
さ
ま
ご
参
拝
に
お
越
し
の
際
に

は
「
ひ
な
人
形
展
」
を
ご
拝
観
く
だ
さ
い
。

阪
神
大
震
災
で
行
き
場
を
失
っ
た

ひ
な
人
形
の
相
談
か
ら
は
じ
ま
っ
た
人
形
供
養

ひ
な
人
形
展

ひ
な
人
形
展

�

二
月
十
日
～
三
月
十
日

人
形
供
養
法
要

人
形
供
養
法
要

�

三
月
三
日　

午
前
十
時
～

ひな御膳

■
編
集
後
記

　

表
紙
の
写
真
は
本
坊
玄
関
右
側
、
西
教
寺

の
お
客
様
を
お
迎
え
す
る
虎
之
間
に
掛
か
っ

て
い
る
掛
け
軸
で
す
。（
江
戸
時
代
作
）

　
「
寅
」
は
、
強
く
大
き
く
成
長
す
る
と
い

っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

寅
年
の
今
年
は
、
昨
今
の
様
々
な
社
会
問

題
が
発
生
す
る
中
で
古
い
制
度
や
枠
組
の
改

変
に
よ
る
新
た
な
環
境
へ
の
適
応
力
が
試
さ

れ
る
年
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
打
ち
勝
ち
、
日
本
そ
し
て
世

界
の
人
々
の
笑
顔
が
輝
く
よ
う
な
、
そ
ん
な

一
年
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

人形供養法要

ひな人形展


