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お
盆
に
仏
様
の
浄
土
を
臨
む

　

お
盆
を
迎
え
ま
す
。
仏
様
を
拝
み
、
ご
先
祖
を
浄
土
か

ら
あ
た
か
も
身
近
に
迎
え
る
如
く
偲
び
ま
す
。
中
国
で
浄

土
教
を
確
立
し
、
恵え
し
ん心

僧そ
う
ず都

の
『
往
生
要
集
』
に
幾
度
も

引
用
さ
れ
る
道ど
う

綽し
ゃ
く

禅ぜ
ん
じ師

の
『
安あ
ん
ら
く楽

集し
ゅ
う』

の
な
か
に
、「
先

に
往
く
者
は
後
の
者
を
導
き
、
後
の
者
は
先
の
者
を
訪と
ぶ

ら

う
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
を
み
ま
す
。
先
の
者
が
導
く
と

は
、
亡
く
な
っ
た
身
近
な
人
が
私
達
に
仏
の
教
え
を
以
て

語
り
か
け
て
く
る
こ
と
で
す
。
一
つ
に
、
世
は
無む
じ
ょ
う常

な
の

で
あ
な
た
も
必
ず
死
に
ま
す
よ
、
だ
か
ら
今
生
き
て
い
る

意
味
を
よ
く
味
わ
い
、
道
を
求
め
て
命
を
全
う
し
て
正
し

く
生
き
て
下
さ
い
ね
と
。
二
つ
に
は
無む

が我
の
教
え
で
、
自

己
中
心
で
我が

の
強
い
私
ど
も
で
す
が
、
人
は
決
し
て
一
人

で
は
生
き
て
お
ら
ず
、
衆お
お

く
の
縁え
ん

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て

い
る
の
で
す
か
ら
、
家
族
や
周
囲
の
人
達
と
助
け
合
い
支

え
合
っ
て
仲
良
く
生
活
す
る
こ
と
が
自
分
を
幸
せ
に
し
ま

す
よ
と
。
三
つ
に
は
涅ね
は
ん槃

の
教
え
で
、
あ
な
た
も
必
ず
浄

土
に
生
ま
れ
て
阿あ
み
だ
ぶ
つ

弥
陀
仏
の
本ほ
ん
が
ん願

力り
き

に
よ
っ
て
仏ほ
と
けに

成
ら

せ
て
も
ら
い
な
さ
い
。
仏
に
成
る
と
は
、
苦
の
衆
生
の
辺そ
ば

に
寄
り
添
っ
て
救
済
す
る
弥
陀
の
働
き
に
参
加
す
る
こ
と

で
す
。
私
共
に
は
阿
弥
陀
様
の
よ
う
な
大
き
な
能
力
は
持

て
な
い
と
し
て
も
、少
な
く
と
も
子
や
孫
達
、身
近
な
方
々

を
見
守
り
心
安
ら
か
な
幸
せ
を
永
遠
に
願
い
続
け
る
役
割

が
あ
り
ま
す
と
。
恵
心
僧
都
は
、「
我わ
れ

だ
に
も
ま
ず
極ご
く
ら
く楽

に
生
ま
れ
な
ば
、
知
る
も
知
ら
ぬ
も
皆み
な

迎む
か

え
て
ん
」
と
詠う
た

い
（
古
今
和
歌
集
）、
僧そ
う
ず都
が
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を

確
信
で
き
た
悦
び
を
す
べ
て
の
人
々
に
分
か
ち
与
え
た
い

と
願
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
、
法
華
経
に
は
「
法ほ
う
き喜

禅ぜ
ん

悦ね
つ

食じ
き

」
と
説
か
れ
ま

す
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
私
達
が
食
事
を
喜
び
と
す
る
よ
う

に
、
浄
土
で
は
教
え
（
法
）
と
念
仏
（
禅
）
を
食
事
と
し

悦
び
と
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
私
達
が
経
文
を
読
み
念
仏
を

申
す
と
き
浄
土
が
明
る
く
輝
き
先
祖
達
が
栄
養
分
を
得
て

悦
ぶ
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
お
盆
に
限
ら
ず
、
彼
岸
や

月が
っ
き忌
や
年
忌
に
法
要
を
営
み
、
僧
侶
を
招
い
て
経き
ょ
う
も
ん文を
読

み
念
仏
を
称と
な

え
て
下
さ
る
の
を
聴
聞
し
て
、
お
浄
土
の
先

祖
を
訪
ら
う
こ
と
も
同
じ
趣
旨
で
す
。
と
く
に
お
盆
で
は

私
達
子
孫
が
相あ
い

集つ
ど

い
ご
馳
走
を
戴
い
て
喜
ぶ
様
を
み
て
、

ご
先
祖
も
ま
た
悦
び
と
す
る
交
歓
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

教
え
と
念
仏
を
心
の
食
事
と
す
る
こ
と
は
、
私
達
に
と
っ

て
も
肝
要
な
意
味
を
教
え
ま
す
。
お
経
を
読
み
教
え
を
聴

聞
し
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
は
、
日
常
の
生
活
と
心
を
と
て

も
豊
か
に
し
ま
す
。
真
盛
上
人
は
日
々
念
仏
申
す
こ
と
を

勧
め
、
十
念
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
日
の
朝
夕
に
わ
ず

か
な
十
念
が
、
仏
様
の
智
慧
の
光
を
家
庭
と
わ
が
心
に
招

き
入
れ
、
優
し
い
慈
悲
の
心
に
包
ま
れ
て
、
生
活
を
尊
く

明
る
く
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
不
断
念
仏
を
ご
開
山
真
盛

上
人
は
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
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日
本
列
島
の
東
北
地
方
に
は
、「
草
木
供

養
塔
」
と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
た
石
碑
が
数

多
く
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
碑
は
、
山
で
仕
事

を
す
る
人
々
が
切
り
倒
し
た
草
木
に
感
謝
し
、

そ
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
立
て
た
も
の
で
し

た
。
日
本
に
は
ほ
か
に
も
、「
鰻
塚
」・「
蛸

供
養
碑
」
な
ど
、
人
以
外
の
生
き
物
を
慰
霊

す
る
た
め
の
た
く
さ
ん
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が

あ
り
ま
す
。
供
養
の
対
象
は
、「
針
供
養
」

や
「
人
形
供
養
」
の
よ
う
に
、
命
を
も
た
な

い
存
在
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
こ
の
世
界
が
人

間
だ
け
で
な
く
、
神
・
仏
・
死
者
・
動
物
・

草
木
な
ど
、
無
数
の
存
在
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
と
い
う
独
自
の
世
界
観
で
し
た
。

人
は
こ
の
世
を
構
成
す
る
無
数
の
要
素
の
一

つ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
間
だ
け
が
突

出
す
る
生
き
方
は
周
到
に
回
避
さ
れ
、
万
物

と
の
調
和
が
重
視
さ
れ
た
の
で
す
。

　

調
和
が
理
想
と
さ
れ
た
の
は
、
現
代
人
が

邪
悪
と
み
な
す
も
の
に
つ
い
て
も
例
外
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、
近
年
世
界

中
が
そ
の
流
行
に
苦
し
め
ら
れ
た
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
で
す
。

　

前
近
代
の
日
本
で
は
、
流
行
病
を
も
た
ら

す
ウ
ィ
ル
ス
や
菌
は
「
疫
神
」・「
疫
病
神
」

と
呼
ば
れ
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
姿
で
描
写
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
か
に

忌
み
嫌
わ
れ
よ
う
と
も
、
疫
病
神
は
ど
こ
ま

で
も
「
神
」
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、

流
行
病
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
は
、
疫
病
神
を

敵
と
み
な
し
て
叩
き
潰
す
の
で
は
な
く
、
手

厚
く
も
て
な
し
て
、
気
持
ち
よ
く
お
帰
り
い

た
だ
く
と
い
う
手
段
が
と
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

か
つ
て
こ
の
地
球
上
に
は
、
人
以
外
の
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
た
ち
が
わ
た
し
た
ち
に
語
り

か
け
て
く
る
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。『
日
本
書

紀
』
の
「
草
木
こ
と
ご
と
く
に
よ
く
も
の
い

う
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
動
物
か

ら
草
木
、
果
て
は
疫
病
神
ま
で
が
、
生
き
生

き
と
活
動
し
て
、
わ
た
し
た
ち
に
向
か
っ
て

言
葉
を
発
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
世
界
を
、

人
が
森
羅
万
象
と
分
か
ち
合
っ
て
い
る
と
い

う
感
覚
の
共
有
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

人
は
万
物
を
神
と
し
て
尊
重
し
ま
し
た
。

と
き
に
そ
れ
ら
が
暴
走
し
て
、
人
に
祟
り
や

害
を
な
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
決
し
て
忌
避

で
き
な
い
同
居
者
と
し
て
共
生
す
る
知
恵
を

身
に
つ
け
て
い
ま
し
た
。「
草
木
供
養
塔
」の

人
類
は
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
和
解
で
き
る
か

�

東
北
大
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藤　

弘
夫

思
想
も
、
感
染
症
を
も
た
ら
す
も
の
た
ち
を

「
神
」
と
し
て
尊
重
す
る
立
場
も
、
そ
の
源

は
そ
う
し
た
発
想
に
根
ざ
し
て
い
た
の
で
す
。

　

い
ま
神
が
わ
た
し
た
ち
に
向
か
っ
て
言
葉

を
発
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
草
木
も
口

を
閉
ざ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
原
因
は
、

そ
れ
ら
が
人
に
語
り
か
け
る
こ
と
を
や
め
た

か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
が
万
物
の
発
す

る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聴
き
と
る
力
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
結
果
な
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
人
間
が
こ
の
世
界
の
主
役
で
あ

る
と
い
う
近
代
的
な
世
界
観
の
台
頭
と
密
接

に
関
わ
る
現
象
で
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
人

が
一
つ
の
世
界
を
他
の
無
数
の
も
の
た
ち
と

分
か
ち
合
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
の
喪
失
と
、

表
裏
を
な
す
出
来
事
で
し
た
。
人
類
は
地
球

に
お
け
る
唯
一
の
特
権
的
存
在
と
化
し
、
そ

の
傍
若
無
人
の
振
る
舞
い
を
抑
止
す
る
も
の

は
な
に
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

い
ま
人
間
の
生
活
が
環
境
に
与
え
た
影
響

に
よ
っ
て
、
世
界
各
地
で
異
常
気
象
が
相
次

い
で
い
ま
す
。
廃
棄
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

に
よ
る
汚
染
は
、
地
球
全
体
に
広
が
っ
て
い

ま
す
。
人
は
と
い
え
ば
、
こ
う
し
た
地
球
規

模
の
危
機
に
力
を
合
わ
せ
て
対
応
す
る
ど
こ

ろ
か
、人
種
・
宗
教
・
国
籍
・
信
条
を
口
実
に
し

た
対
立
は
ま
す
ま
す
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い

ま
す
。
こ
の
地
球
に
と
っ
て
も
っ
と
も
危
険

な
存
在
は
、
実
は
人
類
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

　

国
境
を
超
え
て
協
力
し
合
わ
な
け
れ
ば
、

も
は
や
人
類
は
生
存
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。人
以
外
の
無
数
の
生
物
・
無
生
物
が
い
て
、

初
め
て
人
類
も
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
蔓
延
は
、
特

権
的
な
地
位
に
あ
ぐ
ら
を
か
き
、
地
球
上
の

す
べ
て
の
生
物
を
滅
亡
の
危
機
に
晒
し
て
い

る
人
類
に
対
す
る
、
共
棲
者
か
ら
の
警
告
の

サ
イ
ン
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

わ
た
し
た
ち
は
ウ
ィ
ル
ス
を
不
倶
戴
天
の

仇
敵
と
し
て
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
と

き
に
は
そ
れ
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
謙
虚

に
耳
を
傾
け
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
天

台
仏
教
で
説
か
れ
る
〈
一
念
三
千
〉
や
〈
草

木
成
仏
〉
の
思
想
は
、
ま
さ
に
そ
の
大
切
さ

を
教
え
て
く
れ
る
も
の
の
よ
う
に
、
わ
た
し

に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。

（
添
付
の
図
）　

疫
病
神
の
群
れ「
融
通
念
仏
縁
起
」

（『
日
本
の
絵
巻
』
中
央
公
論
新
社
）
に
よ
る
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こ
と
で
す
。
以
後
四
年
間
毎
日
六
万
遍
の
称

名
念
仏
を
怠
ら
ず
厳
修
し
た
と
云
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
正
月
、
青
龍

寺
の
大
黒
天
に
向
か
っ
て
千
座
念
誦
の
法
を

厳
修
さ
れ
て
い
る
と
「
衣
食
は
私
が
お
世
話

を
し
ま
す
か
ら
、
早
く
世
間
に
出
て
広
く
衆

生
を
救
い
な
さ
い
」
と
、
お
告
げ
が
あ
り
ま

し
た
。

　

上
人
は
人
々
の
た
め
に
教
化
を
す
る
時
が

来
た
と
意
を
決
し
、
坂
本
の
生し
ょ
う
げ
ん
じ

源
寺
に
於
い

て
七
日
間
の
説
法
会
を
開
き
『
往
生
要
集
』

に
つ
い
て
講
説
し
ま
し
た
。
そ
の
評
判
は
、

比
叡
山
全
域
に
知
れ
渡
り
、
多
く
の
高
僧
も

聴
聞
に
来
ら
れ
、
近
隣
の
人
々
も
縁
を
結
び

華
経
』
を
進
講
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
天
皇

を
は
じ
め
宮
中
の
人
々
に
御
十
念
や
円
頓
戒

を
授
け
て
い
ま
す
。

　

長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
に
は
、
京
都
東

山
山
荘
に
於
い
て
将
軍
足
利
義
政
公
に
円
頓

戒
を
授
け
ま
し
た
。
将
軍
は
、
益
々
上
人
を

尊
敬
す
る
思
い
が
篤
く
な
り
、
自
ら
が
施
主

と
な
り
京
都
の
誓
願
寺
に
上
人
を
招
き
七
日

間
の
説
法
会
を
開
き
ま
し
た
。
将
軍
を
は
じ

め
と
し
て
貧
富
、
老
若
男
女
関
わ
ら
ず
多
く

の
人
々
が
聴
聞
に
訪
れ
会
場
は
あ
ふ
れ
か
え

り
ま
し
た
。

　

上
人
は
四
十
六
歳
ま
で
は
京
都
や
江
州
を

中
心
に
教
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
同
年
信

州
善
光
寺
へ
参
詣
し
、
帰
路
を
北
陸
路
に
と

り
越
前
に
向
か
い
ま
し
た
。
八
月
に
は
府
中

（
現
越
前
市
）
に
到
着
さ
れ
数
十
日
間
越
前

に
逗
留
し
多
く
の
人
々
に
円
頓
戒
を
広
め
、

念
仏
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

�

（
続
く
）

二
、
母
と
の
別
れ
か
ら
越
前
到
着
ま
で

　

真
盛
上
人
が
四
十
歳
の
時
に
、
母
（
祐
言

尼
）
は
往
生
さ
れ
ま
し
た
。
上
人
は
菩
提
の

志
を
益
々
強
く
さ
れ
、
あ
く
る
年
の
文
明
十

五
年
（
一
四
八
三
）、
叡
山
三
千
の
宗
徒
と

の
交
わ
り
を
絶
ち
、
別
所
と
い
わ
れ
た
黒
谷

の
青
龍
寺
に
隠い
ん
と
ん遁

さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
遍

く
仏
典
を
読
み
込
ま
れ
導
き
出
さ
れ
た
答
え

は
、『
往
生
要
集
』
の
義
に
徹
す
る
と
い
う

た
い
と
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
こ
れ
が
上
人
が

衆
生
を
教
化
す
る
最
初
と
な
り
ま
し
た
。

　

生
源
寺
で
の
説
法
の
後
、
叡
山
か
ら
の

使
い
が
上
人
の
も
と
を
訪
れ
、「
西
教
寺
は
、

慈
恵
大
師
や
恵
心
僧
都
（『
往
生
要
集
』
を

著
作
編
纂
）
が
伽
藍
を
整
備
さ
れ
た
と
伝
わ

る
唯
一
無
二
の
古
霊
場
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

元
亨
年
間
（
一
三
二
一
～
一
三
二
四
）
か
ら

は
戒
律
を
伝
え
る
寺
と
も
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
近
年
は
伽
藍
も
教
え
も
荒
廃
し
た
状

態
で
す
。
ぜ
ひ
入
山
さ
れ
復
興
し
て
く
だ
さ

い
」
と
懇
願
さ
れ
ま
し
た
。
上
人
は
快
く
了

承
さ
れ
、
同
年
西
教
寺
に
入
山
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
、
上
人
は
後
土
御
門
天
皇
の
招
き
で

何
度
も
宮
中
に
参
内
し『
往
生
要
集
』や『
法

『
真
盛
上
人
一
代
記
』

『
真
盛
上
人
一
代
記
』

�

西
願
寺
　
長
谷
川
　
真
徹

八
回
連
載（
そ
の
３
）

～『
御
絵
伝
』と『
和
解
伝
』を
中
心
に
宗
祖
の
行
実
を
追
体
験
～

～『
御
絵
伝
』と『
和
解
伝
』を
中
心
に
宗
祖
の
行
実
を
追
体
験
～
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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

　

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
。

　

秘
仏
歓
喜
天
は
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
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
・
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
・
寺
務
所
職
員
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
六
年
九
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
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
九
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
九
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

　

令
和
三
年
よ
り
コ
ロ
ナ
禍
に
疫
病
退
散
祈

願
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
「
納
涼�

風
鈴
参
道�

通
り
抜
け
」
が
今
年
も
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

去
る
六
月
二
十
二
日
に
総
本
山
西
教
寺
貫

首
武
田
圓
寵
猊
下
御
導
師
の
も
と
、
内
局
・

寺
務
所
職
員
に
御
出
仕
い
た
だ
き
、
風
鈴
参

道
通
り
抜
け
る
ご
参
詣
の
皆
さ
ま
の
除
災
招

福
を
祈
願
し
た
法
要
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　

今
年
は
三
千
個
の
色
と
り
ど
り
の
ガ
ラ
ス

風
鈴
を
石
階
段
よ
り
本
堂
前
を
は
じ
め
境
内

の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
設
置
し
吊
る
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
人
気
の
風
鈴
絵
付
け
体
験

や
境
内
に
た
っ
た
一
つ
だ
け
吊
る
さ
れ
て
い

る
金
の
風
鈴
を
探
し
て
い
た
だ
く
な
ど
の
イ

ベ
ン
ト
も
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
猛
暑
が
予
想
さ
れ
る
な
か
、
少
し

で
も
涼
を
感
じ
に
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
是
非

総
本
山
西
教
寺
ま
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。

　

風
鈴
参
道
通
り
抜
け
に
関
し
ま
し
て
詳
細

は
、
西
教
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

風
鈴
参
道

風
鈴
参
道

��

通
り
抜
け

通
り
抜
け��

開
催
開
催

本
山
納
骨
の
ご
案
内

～
心
の
ふ
る
さ
と 

比
叡
山
麓 

西
教
寺
へ
～

　

西
教
寺
で
は
、
本
宗
菩
提
寺
の
檀
信
徒
さ

ま
を
対
象
に
、
亡
き
ご
精
霊
の
納
骨
を
受
け

付
け
て
お
り
ま
す
。

　

真
盛
上
人
ゆ
か
り
の
比
叡
山
麓
、
琵
琶
湖

を
望
む
お
念
仏
の
聖
地
で
大
切
な
方
々
が
心

や
す
ら
か
に
な
り
ま
す
よ
う
ご
納
骨
の
お
申

し
込
み
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

事
前
予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
菩
提
寺

も
し
く
は
本
山
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

納
骨
料
　
二
万
円
（
納
骨
堂
に
て
ご
回
向
）

　
　
　
　

�

三
万
円
～（
本
堂
・
納
骨
堂
に
て
ご
回
向
）

納涼


