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仏
教
す
な
わ
ち
仏
の
教
え
は
、
私
た
ち
が
幸
せ
で
あ
る
た
め
に
必

要
不
可
欠
の
も
の
で
、
こ
れ
を
譬
え
て
言
え
ば
如
意
宝
珠
の
宝
の
よ

う
な
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
は
こ
の
宝
の
あ
る
山
に
入
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
如
意
宝
珠
を
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、私
た
ち
は
そ
の
宝
を
取
る
こ
と
の
で
き
る
「
信
」
と
い
う
「
手
」

を
持
た
な
い
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
が
仏
の
教
え
で
あ
る
宝

を
取
る
た
め
に
は
そ
れ
を
信
ず
る
と
い
う
「
信
心
の
手
」
を
ま
ず
持

つ
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　

さ
ら
に
、
私
た
ち
の
宗
で
は
こ
の
仏
の
教
え
で
あ
る
宝
と
は
宗
祖

の
ご
遺
誡
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
相
構
え
て
、
無
欲
清
浄
に
し
て
よ
く

よ
く
念
佛
す
べ
し
」
と
い
う
お
言
葉
で
す
。

　

こ
こ
で
「
無
欲
」
と
い
う
の
は
、
全
く
欲
を
無
く
す
と
い
う
の
で

は
な
く
、
少
欲
知
足
の
こ
と
で
あ
り
、「
正
で
あ
り
、
善
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
真
盛
上
人
は
、
少
欲
知
足
の
心

で
正
し
い
こ
と
、
善
い
こ
と
を
行
う
よ
う
に
と
説
か
れ
、
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
慈
悲
喜
捨
の
四
無
量
心
を
持
っ
て
布
施
行
を
行
う
よ

う
に
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、「
清
浄
」
と
は
清
浄
心
を
持
つ
こ
と
で
す
が
、
こ
の
こ
と

は
む
さ
ぼ
り
、
怒
り
、
誤
っ
た
見
方
な
ど
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
と

の
諭
さ
と
しで

あ
り
、
持
戒
、
忍
辱
の
行
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
「
よ
く
よ
く
念
佛
す
べ
し
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
を
い
つ
も
心

に
と
ど
め
置
き
、
無
欲
清
浄
心
を
持
っ
て
称
名
念
佛
す
る
と
い
う
精

進
と
禅
定
の
行
い
で
す
。

　

要
す
る
に
真
盛
上
人
の
ご
遺
誡
は
、
私
た
ち
に
菩
提
心
を
持
っ
て

菩
薩
の
波
羅
蜜
行
を
行
い
、
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
よ
う
に
と
説
か
れ

た
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
い
つ
も
心
に
か
け
て
日
々
信
心
の
手
を
確

た
る
も
の
に
し
、
地
蔵
菩
薩
と
し
て
菩
薩
行
を
実
践
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
私
た
ち
を
慈
し
み
、
や
さ
し
さ
、
感
謝
の

念
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
人
間
へ
と
転
換
さ
せ
、
私
た
ち
に
心
の
平

穏
と
い
う
幸
せ
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

今
年
十
一
月
二
日
か
ら
行
わ
れ
る
不
断
念
佛
相
続
十
九
万
日
大
法

会
の
旨
趣
も
正ま
さ

し
く
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
皆
道
心
者
と

な
っ
て
こ
の
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

　
四
無
量
心

　

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
、
慈
悲
喜
捨
の
四
無
量
心
と
は
、「
能よ

く
一
切
諸
善
の

根
本
為た

り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
が
正
し
い
善
な
る

こ
と
を
行
う
場
合
の
根
本
の
心
で
す
。「
無
欲
清
浄
」
と
諭さ
と

さ

れ
た
真
盛
上
人
の
み
心
も
こ
こ
に
根
差
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、「
慈
」
と
は
、
慈
し
み
の
心
で
す
。
お
腹な
か

を
す
か
し

た
わ
が
子
を
見
て
、乳
を
与
え
る
母
親
の
心
で
す
。「
悲
」
と
は
、

寄
り
添そ

う
心
で
す
。
わ
が
子
が
熱
を
出
し
て
苦
し
ん
で
い
る
と

き
に
、
そ
れ
に
寄
り
添
い
、
早
く
治
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
親
の

心
で
す
。「
喜
」
と
は
と
も
に
喜
ぶ
心
で
す
。
な
に
か
幸
せ
な

こ
と
が
あ
っ
て
他
人
が
喜
ん
で
い
る
と
き
に
、
そ
れ
を
我
が
事

の
よ
う
に
共
に
喜
ぶ
心
で
す
。
そ
し
て
「
捨
」
と
は
、
す
べ
て

の
事
柄
を
平
等
に
見
る
心
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
こ
の
四
無
量
心
を
自
分
の
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら

す
べ
て
の
命
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
親
が
わ
が
子

を
思
う
慈
悲
喜
捨
の
心
を
他
人
の
子
供
に
ま
で
広
げ
、
さ
ら
に

そ
れ
を
す
べ
て
の
命
に
ま
で
広
げ
て
い
く
こ
と
で
す
。
無
量
心

と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
四
無
量
心

を
広
げ
て
い
け
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
気
づ
か
せ
ら
れ
る
の

で
す
。

　

す
な
わ
ち
、「
い
か
な
る
命
も
、
自
分
の
命
と
別
の
も
の
で

は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

す
べ
て
の
命
は
、
仏
の
教
え
で
あ
る
因
縁
性
と
相
依
性
に
基

づ
い
て
、
他
の
す
べ
て
の
命
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
今
の
世
相
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
こ
の

こ
と
に
気
づ
か
せ
ら
れ
る
四
つ
の
無
量
心
を
育
て
て
い
き
ま
し

ょ
う
。
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私
た
ち
天て

ん

台だ
い

真し
ん

盛せ
い

宗し
ゅ
うで

は
、
宗し

ゅ
う

祖そ

真し
ん

盛せ
い

上

人
に
よ
る
念ね

ん

仏ぶ
つ

教き
ょ
う
け化

よ
り
そ
の
相そ

う

続ぞ
く

を
日
ご

と
に
数
え
、
間
も
な
く
不ふ

断だ
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

十
九
万
日

の
記
念
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
折
し

も
、
昨
年
来
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

大
流
行
に
遇
い
、
世
界
中
の
人
々
が
恐
怖
と

不
安
に
あ
る
こ
と
す
で
に
一
年
以
上
に
及
ん

で
、
海
外
と
国
内
万
民
の
無ぶ

事じ

安あ
ん

穏の
ん

を
祈
る

と
と
も
に
、
私
た
ち
自
身
の
生
活
に
安
全
と

安あ
ん

心じ
ん

を
念
ず
る
日
々
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

医
療
の
分
野
で
ワ
ク
チ
ン
や
薬
が
懸
命
に

開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
、
終
息
を
見
ず
に

い
ま
だ
感
染
が
危
惧
さ
れ
る
と
き
に
は
、
三さ

ん

密み
つ

（
密
接
・
密
閉
・
密
集
）
を
避
け
、
マ
ス

ク
等
の
対
策
に
気
を
配
り
な
が
ら
も
、
来
る

記き

念ね
ん

法ほ
う

要よ
う

に
は
思
わ
ぬ
苦
心
と
変
更
が
余
儀

な
く
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
な
か
に
も
、
ご
開か

い

山さ
ん

か
ら
賜た

ま
わっ

て
い
る

普
遍
的
な
身
心
の
修
め
方
（
不
断
念
仏
）
に

よ
っ
て
困
難
に
対
処
し
て
内
面
に
安あ

ん

穏の
ん

な
生

活
を
求
め
る
と
と
も
に
、
尊
き
御み

法ほ
う

を
人
々

と
次
世
代
に
伝
え
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

わ
が
宗
で
は
、
天て

ん

台だ
い

伝
統
の
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

・
護ご

摩ま

・
光こ

う

明み
ょ
う
く供

な
ど
の
法ほ

う

儀ぎ

を
も
ち
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
一
定
の
修し

ゅ

行ぎ
ょ
うの

上
に
営
ま
れ
て
、

大だ
い

事じ

を
願
う
時
に
は
特
に
重
ん
じ
ら
れ
る
修し

ゅ

法ほ
う

で
す
。
た
だ
、
日
常
の
勤ご

ん

行ぎ
ょ
うで

は
「
朝あ

さ

法ほ
っ

華け

夕ゆ
う

念ね
ん

仏ぶ
つ

」
の
習
い
で
、
法ほ

華け

経き
ょ
うを

読
み
念

仏
を
称と

な

え
る
形
態
を
も
ち
ま
す
。
法
華
経
に

代
え
て
菩ぼ

薩さ
つ

戒か
い

経き
ょ
う・
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う・
阿あ

弥み

陀だ

経き
ょ
う

も
読
み
ま
す
。
念
仏
は
ふ
つ
う
十

じ
ゅ
う

念ね
ん

に
よ
り
、

時
に
五ご

ひ
ゃ
っ百

遍ぺ
ん

と
か
二
十
分
と
か
に
専せ

ん

注ち
ゅ
うし

て

唱と
な

え
る
別べ

つ

時じ

念ね
ん

仏ぶ
つ

の
形
が
あ
り
ま
す
。
勤ご

ん

行ぎ
ょ
う

の
最
後
に
は
、
身
近
な
先
祖
の
菩ぼ

提だ
い

と
有う

縁え
ん

無む

縁え
ん

の
人
達
の
無ぶ

事じ

を
願
っ
て
、
読ど

経き
ょ
うと
念

仏
の
功こ

う

を
廻え

向こ
う

し
ま
す
。
こ
う
し
た
日
常
の

読ど
き
ょ
う経
と
十じ

ゅ
う

念ね
ん

及
び
別べ

つ

時じ

念ね
ん

仏ぶ
つ

が
、
今こ

ん
に
ち日
で
は

宗し
ゅ
う

徒と

の
不ふ

断だ
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

の
あ
り
方
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

ご
開か

い

山さ
ん

の
不ふ

断だ
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

は
、
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の

四し
じ
ゅ
う
は
ち

十
八
願が

ん

中
の
第
十
八
願
（
本
願
）、
す
な

わ
ち
そ
の
要よ

う

文も
ん

で
は
「
至し

心し
ん

信し
ん
ぎ
ょ
う楽 

欲よ
く

生し
ょ
う

我が

国こ
く 

乃な
い

至し

十じ
ゅ
う

念ね
ん

」
に
も
と
ず
い
て
勧す

す

め
ら
れ

ま
す
。
至し

心し
ん

信し
ん
ぎ
ょ
う
楽
と
は
真ま

心ご
こ
ろを
も
っ
て
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
信
ず
る
こ
と
、
ま
た
欲よ

く

生し
ょ
う

我が

国こ
く

は
阿

弥
陀
仏
の
極ご

く

楽ら
く

浄じ
ょ
う

土ど

に
生
ま
れ
た
い
と
願
う

不ふ

断だ
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

の
祈
り
と
安あ

ん

心じ
ん

津
市
乙
部
　
西
来
寺
山
主
　
寺
井　

良
宣

こ
と
、
そ
し
て
乃な

い

至し

十じ
ゅ
う

念ね
ん

は
念
仏
す
な
わ
ち

南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
称と

な

え
る
こ
と
で
す
。
こ
の

こ
と
は
仏

ほ
と
け

様さ
ま

と
浄じ

ょ
う
ど土

を
拠よ

り
所ど

こ
ろに

生
活
を
立

て
る
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

ご
開か

い

山さ
ん

自
身
は
一い

っ

向こ
う

専せ
ん

称し
ょ
うに

よ
り
、
西さ

い

教き
ょ
う

寺じ

に
お
ら
れ
る
時
は
一
日
六ろ

く

万ま
ん

遍べ
ん

に
及
ぶ
念

仏
を
、
ま
た
期
間
を
設
け
て
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の
願が

ん

数す
う

に
ち
な
む
四し

じ
ゅ
う
は
ち

十
八
日に

ち

の
別べ

つ

時じ

念ね
ん

仏ぶ
つ

を
修
め
、

念ね
ん

仏ぶ
つ

三ざ
ん

昧ま
い

の
深
い
境き

ょ
う
ち地

を
開か

い

拓た
く

さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
念ね

ん

仏ぶ
つ

行ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

を
助
け
導
く
こ
と
を
法ほ

う

語ご

の
中
に
誓ち

か

わ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
現げ

ん

世せ

に
お
け
る
安あ

ん

穏の
ん

と
、
来ら

い

世せ

の
往お

う

生じ
ょ
う

極ご
く

楽ら
く

を
念

じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

真し
ん

盛せ
い

上し
ょ
う

人に
ん

の
教
化
に
は
円え

ん

頓ど
ん

戒か
い

（
菩ぼ

薩さ
つ

戒か
い

経き
ょ
うに
説
く
十じ

っ

戒か
い

）
を
諭さ

と

し
、
十
念
を
授
け
ま

し
た
。
十

じ
ゅ
う

念ね
ん

具ぐ

足そ
く

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う

に
、
わ
ず
か
十
念
を
称と

な

え
る
時
に
も
、
ご
開

山
が
一
緒
に
寄
り
添
っ
て
念
仏
し
て
下
さ
っ

て
い
る
こ
と
を
思
い
、
そ
の
念
を
深
く
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
身
と
そ
の
周
り
が
阿
弥
陀

仏
の
明
る
い
智ち

慧え

の
光
に
照
ら
さ
れ
、
同
時

に
仏
の
大だ

い

慈じ

大だ
い

悲ひ

の
心
に
抱
か
れ
る
想
い

（
摂せ

っ

取し
ゅ

不ふ

捨し
ゃ

の
利り

益や
く

）
に
満
た
さ
れ
る
と
き
、

そ
こ
に
安あ

ん

心じ
ん

の
確
立
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
に

生
ま
れ
仏
と
成
る
の
は
こ
の
命
を
終
え
た
後

で
あ
る
と
し
て
も
、
不
断
の
念
仏
行
が
仏
様

の
本ほ

ん

願が
ん

力り
き

を
招
い
て
常
に
阿
弥
陀
仏
が
寄
り

添
っ
て
生
活
を
支
え
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と

を
信
じ
、
家
族
を
初
め
地
域
の
人
々
、
及
び

有う

縁え
ん

無む

縁え
ん

の
人
達
と
の
繋
が
り
と
御お

影か
げ

様さ
ま

に

思
い
を
は
せ
、
そ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
仏
様

の
は
た
ら
き
が
我
が
身
を
包
む
の
を
実
感
し

て
、
安
穏
と
悦よ

ろ
こび

を
い
た
だ
く
の
が
念
仏
者

の
生
活
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

コ
ロ
ナ
禍か

の
な
か
で
は
、
悪あ

く

弊へ
い

を
回
避
す

る
た
め
の
適
切
な
対
応
と
、
正
し
い
情
報
を

選
択
す
る
知
恵
を
も
つ
こ
と
に
心
が
け
、
不

運
に
亡
く
な
ら
れ
た
人
達
の
菩ぼ

提だ
い

と
、
今い

ま

苦

境
に
陥
っ
て
い
る
方か

た

達た
ち

が
安あ

ん

楽ら
く

を
取
り
戻
す

こ
と
を
願
い
、
念ね

ん

仏ぶ
つ

安あ
ん

心じ
ん

の
中
で
互
い
に
思

い
や
り
助
け
合
っ
て
安あ

ん

全ぜ
ん

な
日
々
を
保
つ
こ

と
を
念
じ
ま
す
。
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聖
徳
太
子
一
千
四
百
年
御
遠
忌

　
　
　

伝
教
大
師
一
千
二
百
年
御
遠
忌

に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
き
恩
徳
に
報
い
た
い
と

存
じ
ま
す
。

　

令
和
三
年
度
の
宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
会
法

要
・
総
会
は
九
月
彼
岸
前
と
予
定
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

　

宗
祖
大
師
の
遺
徳
を
鑽
仰
し
念
佛
の
弘
通

を
願
い
、
今
後
と
も
恩
徳
に
報
い
た
い
と
思

い
ま
す
。
本
会
活
動
へ
の
益
々
の
御
支
援
と

一
人
で
も
多
く
の
方
の
御
入
会
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

昨
今
は
世
界
的
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
と
な
り
、
総
本
山
西
教
寺
は
四
月

二
十
七
日
よ
り
五
月
二
十
六
日
ま
で
一
カ
月

間
参
詣
停
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
国
の
緊
急

事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
十
一

月
九
日
㈪
十
時
よ
り
宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
会

法
要
を
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
続
い
て
管

長
武
田
圓
寵
猊
下
に
「
慈
悲
の
心
」
と
題
し

た
記
念
講
演
を
賜
り
、
続
い
て
総
会
を
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
参
加
い
た
だ

い
た
会
員
の
皆
様
に
は
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
現
在
の
宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
会
は

平
成
二
十
四
年
四
月
に
設
立
い
た
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
厳
修
の
恵
心
僧
都
一
千

年
御
遠
忌
大
法
要
・
真
朗
上
人
報
恩
謝
徳
法

要
を
機
に
更
に
活
動
の
活
発
化
を
図
る
た
め
、

会
員
加
入
を
募
り
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　

早
九
年
目
を
迎
え
、
本
年
十
一
月
に
は

　
　

不
断
念
佛
相
続
十
九
萬
日
大
法
会

記念講演：管長 武田圓寵 猊下

　

総
本
山
西
教
寺
恒
例
の
別
時
念
仏
会
、
例

年
は
一
泊
二
日
の
日
程
で
あ
り
ま
し
た
が
、

本
年
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
た

め
短
縮
し
て
日
帰
り
一
日
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
も
西
来
寺
世
話
方
会
で
参
詣
者
を
募

集
し
た
と
こ
ろ
コ
ロ
ナ
の
関
係
も
あ
り
、
少

な
く
十
七
名
の
参
詣
者
で
す
が
、
密
に
な
ら

な
い
よ
う
に
大
型
貸
切
バ
ス
で
お
参
り
し
ま

し
た
。

　

午
前
十
時
半
よ
り
阿
弥
陀
経
を
読
誦
し
て

か
ら
、
真
読
念
佛
を
勤
め
ま
し
た
。
休
憩
後

管
長
猊
下
の
御
法
話
が
あ
り
、
昼
食
後
午
後

一
時
か
ら
圓
戒
国
師
和
讃
、
真
読
念
佛
、
先

祖
供
養
の
特
別
回
向
を
勤
め
て
頂
き
ま
し
た
。

夕
勤
（
自
我
偈
）
を
勤
め
て
三
時
四
十
分
に

下
山
し
ま
し
た
。
今
年
も
、
百
年
近
く
続
い

て
い
る
伝
統
法
要
別
時
念
仏
会
に
結
衆
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
事
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。

　

私
は
総
本
山
西
教
寺
の
別
時
念
仏
会
に
平

成
十
九
年
か
ら
毎
年
参
詣
し
て
今
年
で
十
三

回
参
詣
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
深
く
印
象
に
残
っ
た
の
が
、

平
成
二
十
二
年
の
別
時
念
仏
会
の
二
日
目
に

浄
土
宗
法
然
上
人
八
百
回
忌
前
年
慶
讃
法
要

を
、
西
教
寺
か
ら
知
恩
院
へ
別
時
念
仏
会
結

衆
者
に
併
せ
宗
内
詠
歌
講
の
皆
様
と
総
勢

六
百
人
が
バ
ス
で
向
か
い
知
恩
院
御
影
堂
に

集
ま
っ
て
、
管
長
猊
下
御
指
導
の
も
と
法
然

上
人
慶
讃
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

法
要
は
「
管
弦
講
順
次
往
生
講
式
」
で
勤

め
ら
れ
、
式
衆
に
よ
る
声
明
と
真
盛
楽
所
の

雅
楽
曲
と
の
合
奏
が
堂
内
に
響
き
渡
り
感
慨

無
量
で
し
た
。
宗
内
詠
歌
講
の
皆
様
の
御
詠

歌
、
別
時
念
仏
会
結
衆
者
の
お
念
仏
、
今
ま

で
に
な
い
慶
讃
法
要
で
し
た
。

　

又
平
成
二
十
六
年
に
は
天
台
寺
門
宗
総
本

山
園
城
寺
（
三
井
寺
）
で
智
証
大
師
円
珍
和

尚
千
二
百
年
慶
讃
法
要
が
厳
修
さ
れ
、
金
堂

に
て
別
時
念
仏
会
結
衆
者
と
参
詣
者
が
一
緒

に
念
仏
を
勤
め
ま
し
た
。

　

国
宝
の
黄
不
動
尊
、
西
国
霊
場
の
観
音
様

も
御
開
帳
さ
れ
参
拝
さ
せ
て
頂
き
良
い
ご
縁

を
結
ん
で
頂
き
ま
し
た
。

　

た
ま
に
は
別
時
念
仏
会
二
日
目
に
別
の
所

に
参
詣
す
る
よ
う
企
画
し
て
下
さ
れ
ば
あ
り

が
た
く
、
結
衆
者
も
多
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
平
成
七
年
よ
り
宗
議
会
議
員
を
さ
せ

て
頂
い
た
頃
西
教
寺
第
四
十
二
世
山
本
孝
圓

管
長
猊
下
よ
り
色
紙
を
賜
り
ま
し
た
（
真
盛

の
お
喜
か
し
こ
み
生
き
ぬ
か
ん　

南
無
阿
弥

陀
仏
と
不
断
に
唱
え
て
）
私
は
教
訓
と
し
て

念
仏
を
唱
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
九
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
別
格
本

山
西
来
寺
で
の
別
時
念
仏
会
、
毎
週
日
曜
日

朝
八
時
よ
り
九
時
ま
で
、
寺
井
御
山
主
御
導

師
の
も
と
山
内
ご
住
職
と
一
緒
に
在
家
勤
行

式
を
勤
め
、
念
仏
を
二
十
分
間
南
無
阿
弥
陀

仏
を
木
魚
を
叩
い
て
約
五
百
回
唱
え
ま
す
。

そ
の
後
、
御
山
主
の
法
話
主
に
在
家
勤
行
式

の
解
説
を
し
て
頂
き
ま
す
。

　

毎
週
日
曜
日
、
家
内
と
近
所
の
方
を
お
誘

い
し
て
、
お
参
り
し
て
い
ま
す
。

　

西
来
寺
の
世
話
方
を
さ
せ
て
頂
き
ま
だ
ま

だ
未
熟
な
私
で
す
が
、
仏
縁
を
大
切
に
仏
様

の
ご
加
護
と
先
祖
の
恩
恵
を
忘
れ
る
こ
と
な

別
時
念
仏
会
に
参
詣
し
て

伊
勢
教
区 

西
来
寺
総
代

勝
久
寺
檀
徒

 

中
村　

久
憲

令
和
二
年
宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
会
法
要
・

総
会
に
つ
い
て
宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
会
　
会
長
　
川
合　

歳
明

く
感
謝
し
、
こ
れ
か
ら
も
不
断
に
念
仏
を
唱

え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

令
和
三
年
十
一
月
二
日
よ
り
総
本
山
西
教

寺
で
不
断
念
仏
相
続
十
九
萬
日
大
法
会
が
厳

修
さ
れ
ま
す
。
私
も
元
気
で
檀
家
の
方
々
と

一
緒
に
お
参
り
さ
せ
て
頂
く
こ
と
を
今
か
ら

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

鑽仰会法要　圓戒國師御和讃を唱和



令和３年１月１日 第 125 号　（4）宝　　　　　珠

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
麒
麟
が
く
る
』
の

放
映
で
、
一
躍
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
が
、

宗
祖
大
師
殿
の
唐
門
で
あ
る
。
西
教
寺
の
境

内
に
は
勅
使
門
、
総
門
を
含
め
十
一
の
門
が

建
立
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
も
宗
祖
大
師
殿
正
面
の
門
は
、

唐
門
と
い
っ
て
四
脚
門
前
後
唐
破
風
造
側
面

入
母
屋
桧
皮
葺
き
で
桃
山
風
と
し
て
風
格
を

現
し
て
い
る
。
こ
の
唐
門
の
内
側
、
外
側
に

は
二
面
の
欄
間
が
張
ら
れ
て
お
り
、
彫
刻
は

麒
麟
（
阿
形
・
吽
形
）
が
二
頭
彫
ら
れ
て
い

る
。
唐
門
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
不
断

念
仏
相
続
十
五
萬
日
大
法
会
記
念
事
業
と
し

て
建
設
、
同
時
に
築つ

い

地じ

塀べ
い

、
北
側
に
は
宗
祖

大
師
殿
通
用
門
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
当
寺

の
計
画
と
し
て
現
在
の
参
道
よ
り
南
側
に
宗

祖
大
師
殿
へ
直
接
繋
が
る
参
詣
道
を
作
る
予

定
で
あ
っ
た
が
、
実
現
ま
で
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
唐
門
を
通
っ
て
宗
祖
大
師
殿
へ
参
り
、

通
用
門
を
通
っ
て
石
段
を
登
り
本
堂
へ
と
参

詣
、
本
坊
正
面
よ
り
下
っ
て
通
用
門
（
現
在

の
門
）
を
通
っ
て
勅
使
門
前
か
ら
現
在
の
参

道
を
下
る
コ
ー
ス
を
描
い
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
構
想
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、

唐
門
は
西
教
寺
貫
首
猊
下
の
晋
山
式
の
み
開

門
さ
れ
、
日
常
は
閉
め
た
ま
ま
の
開
か
ず
の

唐
門
と
な
り
琵
琶
湖
を
見
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
。
そ
の
後

昭
和
六
十
二
年
宗

祖
大
師
殿
大
修
理

工
事
に
着
手
、
工

事
完
工
を
も
っ
て

大
師
殿
参
拝
の
新

参
道
計
画
が
持
ち

上
が
り
、
本
山
に
参
詣
す
る
人
々
に
宗
祖
大

師
殿
へ
導
く
た
め
の
方
策
が
是
非
必
要
で
あ

る
と
、
当
寺
の
片
岡
義
道
宗
務
総
長
の
方
針

で
新
参
道
工
事
が
実
現
し
た
。
新
参
道
は
山

内
禅
林
坊
の
上
手
左
側
西
側
に
石
段
（
七
・

七
メ
ー
ト
ル
）
が
つ
け
ら
れ
、
宗
祖
大
師
殿

唐
門
ま
で
二
十
七
メ
ー
ト
ル
に
御
影
石
が
張

り
詰
め
ら
れ
美
し
い
参
道
が
完
成
し
、
開あ

か

ず
の
唐
門
が
日
常
開
け
ら
れ
宗
祖
大
師
殿
へ

の
参
拝
コ
ー
ス
が
出
来
上
が
っ
た
。

　

参
道
か
ら
見
る
琵
琶
湖
の
眺
望
は
絶
景
で

多
く
の
方
々
に
感
動
を
与
え
て
い
る
。
大
河

ド
ラ
マ
の
主
人
公
明
智
光
秀
、
熙
子
も
こ
こ

か
ら
眺
め
た
で
あ
ろ
う
琵
琶
湖
の
景
色
が
光

秀
関
連
の
冊
子
・
ポ
ス
タ
ー
等
に
唐
門
と
と

も
に
記
載
さ
れ
宣
伝
さ
れ
て
い
る
。
開あ

か
ず

の
門
で
あ
っ
た
唐
門
が
大
河
ド
ラ
マ
の
お
陰

で
西
教
寺
の
名
所
と
な
っ
て
い
る
。
二
頭
の

麒
麟
が
逞
し
く
世
に
幸
せ
を
呼
び
、
穏
や
か

な
世
と
な
る
こ
と
を
祈
念
し
た
い
。

宗
祖
大
師
殿
の
唐
門

滋
賀
教
区 

深
光
寺
住
職　
宗
務
総
長
　
前
阪　

良
憲

な
講
式
で
す
。

　

こ
の
順
次
往
生
講
式
を
故
片
岡
先
生
は
極

楽
唱
歌
の
声
明
部
分
、
全
て
を
復
曲
し
そ
の

一
部
を
雅
楽
の
大
家
元
宮
内
庁
式
楽
部
、
芝

祐
靖
先
生
の
協
力
を
仰
ぎ
平
成
五
年
に
国
立

劇
場
小
劇
場
で
発
表
し
ま
す
。

　
（
こ
の
時
は
東
京
の
叡
山
の
僧
侶
と
芝
先

生
の
雅
楽
団
体
が
演
奏
し
片
岡
先
生
の
み
が

参
加
す
る
形
態
）

　

真
盛
宗
と
し
て
の
初
発
表
は
天
王
寺
楽
所

の
清
水
修
先
生
の
協
力
を
仰
ぎ
平
成
七
年
大

津
伝
統
芸
能
会
館
で
極
楽
唱
歌
を
声
明
と
雅

楽
の
両
方
を
演
奏
す
る
公
演
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
公
演（
順
次
往
生
講
式
）は
片
岡
先
生

ご
生
存
の
平
成
十
二
年
の
国
立
能
楽
堂
ま
で

数
回
に
わ
た
っ
て
続
き
、
片
岡
先
生
没
後
は

平
成
二
十
二
年
の
法
然
上
人
八
百
回
忌
慶
讃

法
要
で
の
演
奏
へ
と
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

次
回
で
は
二
〇
二
一
年
の
不
断
念
仏
相
続

十
九
萬
日
で
演
奏
す
る
慈じ

摂し
ょ
う

大だ
い

師し

御み

え影
供く

に

つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

�

（
文
責　

多
治
見
真
篤
）

天
台
真
盛
宗
の
雅が

楽が
く�

⑨

　

今
回
は
真
盛
宗
だ
け
で
声
明
と
雅
楽
の
両

輪
が
演
奏
で
き
る
順じ

ゅ
ん
し次

往お
う
じ
ょ
う
こ
う
し
き

生
講
式
と
言
う
壮

大
な
講
式
法
要
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。

　

ま
ず
我
宗
、
人
間
宗
宝
の
故
片
岡
義
道
先

生
が
、
数
百
年
の
時
を
経
た
今
資
料
は
有
っ

て
も
現
存
し
て
い
な
い
宴
曲
や
講
式
を
研
究

さ
れ
て
復
元
、
復
曲
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
中
に
、
平
安
時
代
に
盛
ん
に
講
式
と

言
う
形
態
の
催
事
が
行
わ
れ
、
そ
の
内
容
は

多
種
多
様
で
声
明
や
催さ

い

馬ば

楽ら

、
等
が
雅
楽
の

演
奏
を
伴
っ
て
奏
さ
れ
、
ま
た
宮
廷
な
ど
で

雅
人
が
楽
し
ん
で
い
た
と
古
文
書
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

音
楽
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
学
者
の
方
々

が
研
究
さ
れ
て
い
る
順じ

ゅ
ん
し次
往お

う
じ
ょ
う
こ
う
し
き

生
講
式
と
言
う

講
式
の
経
文
が
京
都
の
浄
土
宗
総
本
山
知
恩

院
に
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
順
次
往
生
講
式
は
叡
山
の
僧
真
源
に

よ
っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
講
式
は
順
次

に
極ご

く

楽ら
く

唱し
ょ
う
か歌
（
仏
の
世
界
を
賛
嘆
す
る
）
と

言
わ
れ
る
声
明
に
雅
楽
の
伴
奏
が
付
き
、
唄

わ
れ
そ
の
構
成
は
本
文
（
式
門
）、音
楽
（
雅

楽
曲
を
伴
奏
に
付
け
た
声
明
）、催
馬
楽
（
神

楽
歌
が
原
点
で
中
世
歌
謡
と
し
て
流
行
っ
て

い
た
）
を
一
組
と
し
て
十
二
組
で
成
る
壮
大
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�　

劣
化
の
進
む
桃
山
御
殿
内
襖
の
将
来
修

復
に
備
え
現
状
の
デ
ー
タ
化

⑥
記
念
出
版

　

�　

所
蔵
す
る
宗
宝
、
寺
宝
に
関
す
る
記
念

誌
な
ど
の
発
刊

⑦
御
木
像
修
復

　

�　

延
暦
寺
講
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
真
盛

上
人
像
の
補
修

　

以
上
の
七
事
業
を
予
算
総
額
で
五
億
四
八

五
〇
万
円
で
計
画
し
、
十
一
月
末
時
点
で
①

③
⑦
の
事
業
に
つ
い
て
は
既
に
完
成
し
、
残

り
の
②
④
⑤
⑥
の
事
業
に
つ
い
て
も
現
在
鋭

意
作
業
が
進
ん
で
い
る
。
契
約
額
ベ
ー
ス
で

約
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
進
捗
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
記
念
事
業
と
は
別
枠
で
、
今
回
特
別

に
総
額
一
億
四
七
五
〇
万
円
で
、
総
門
横
既

設
駐
車
場
を
拡
張
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
事

業
に
つ
い
て
は
、
新
規
に
大
型
車
を
含
め
五

十
九
台
分
の
駐
車
が
確
保
で
き
る
計
画
で
あ

る
が
、
用
地
買
収
を
終
え
、
工
事
も
す
で
に

発
注
済
で
十
一
月
末
時
点
で
約
七
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
の
進
捗
と
な
っ
て
い
る
。

　

計
画
し
た
事
業
は
す
べ
て
順
調
に
進
捗
し

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
充
当
し
て
い

る
財
源
は
大
半
が
浄
財
で
あ
る
こ
と
に
十
分

に
留
意
し
、
今
後
事
業
の
進
捗
を
図
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
十
一
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
大
法
会

に
向
け
、
宗
議
会
に
お
い
て
次
の
と
お
り
記

念
事
業
が
決
議
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
事
業
の
内
容
と
現
在
ま
で
の
進
捗

状
況
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

①
研
修
道
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　

�　

建
築
基
準
法
に
永
年
違
反
状
態
に
な
っ

て
い
た
廊
下
耐
火
壁
の
増
設
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
と
し
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
二
基
新

設
、
館
内
照
明
設
備
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
、
空
調

設
備
の
更
新
及
び
内
装
一
新

②�

本
堂
他
防
火
栓
の
改
修
お
よ
び
収
蔵
庫
屋

根
改
修
（
共
に
国
庫
補
助
事
業
）

　

�　

老
朽
化
し
て
い
る
屋
内
外
消
火
栓
及
び

火
災
報
知
設
備
の
全
面
的
改
修
、
収
蔵
庫

屋
根
の
葺
き
替
え
（
銅
板
か
ら
チ
タ
ン
製

へ
）

③
本
坊
改
修

　

�　

参
拝
者
用
男
女
ト
イ
レ
の
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
な
ど
全
面
改
修
、
参
拝
者
用
ホ
ー
ル
、

売
店
、
宗
務
事
務
所
等
の
機
能
強
化
の
た

め
の
内
装
改
修
な
ど

④
境
内
外
構
整
備

　

�　

本
坊
玄
関
か
ら
第
一
駐
車
場
ま
で
の
舗

装
打
替
え
、
他
外
構
整
備

⑤
文
化
財
修
復
事
業

　

�　

行
快
作
阿
弥
陀
三
尊
立
像
の
補
修
（
県

補
助
事
業
）

十
九
萬
日
大
法
会
記
念
事
業
の
紹
介
と

そ
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

ひ
な
御
膳
・
ひ
な
人
形
展

　
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
。

　
ひ
な
人
形
展
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
美
術
的
価
値

の
あ
る
人
形
を
ご
鑑
賞
い
た
だ
け
ま
す
。

　
ひ
な
御
膳�

二
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

　
ひ
な
人
形
展�

四
〇
〇
円
（
税
別
）

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

大　

根　

煮

　
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
。

　
大
根
煮
定
食�

一
、三
〇
〇
円
（
税
別
）

　
大
根
煮�

八
〇
〇
円
（
税
別
）
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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

時
代
の
変
化
に
即
応
し
た
寺
院・宗
の
あ
り
方
と
は

�

―「
宗
の
あ
り
方
審
議
会
」
で
の
議
論
が
ス
タ
ー
ト�

―

　

私
た
ち
天
台
真
盛
宗
の
寺
院
は
、
宗
祖
真

盛
上
人
の
戒
称
二
門
の
教
え
の
も
と
に
集
い
、

住
職
を
中
心
と
し
て
そ
の
教
え
を
営
々
と
受

け
継
い
で
五
百
年
余
の
歴
史
を
織
り
な
し
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
多
く
の
寺
院

は
地
方
の
集
落
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
檀
家
制

度
に
支
え
ら
れ
る
形
で
維
持
・
発
展
を
遂
げ

て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
昨
今
の
社
会
変
化
、
即
ち
宗

教
離
れ
・
寺
院
離
れ
、
地
方
の
人
口
減
少
、

集
落
機
能
の
後
退
な
ど
、
こ
れ
ら
の
現
象
は

そ
う
し
た
基
盤
を
大
き
く
揺
る
が
そ
う
と
し

て
い
ま
す
。
他
方
、
住
職
の
後
継
者
不
足
に

よ
る
無
住
職
寺
院
の
増
加
な
ど
、
寺
院
の
側

に
お
い
て
も
そ
の
機
能
の
弱
体
化
が
進
ん
で

い
る
こ
と
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
私
た
ち

は
こ
の
た
び
「
宗
の
あ
り
方
審
議
会
」
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
、
こ
の
テ
ー
マ
に
正
面
か
ら
向

き
あ
い
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

「
審
議
会
」
で
は
、
時
代
の
変
化
に
即
応
し

た
寺
院
の
姿
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
、住
職
・

僧
侶
の
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
更
に
は
そ
れ
を

支
え
る
天
台
真
盛
宗
は
ど
の
よ
う
な
姿
で
あ

る
べ
き
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
そ
の
あ
る
べ
き

姿
の
実
現
を
図
る
う
え
に
お
い
て
、
寺
院
・

住
職
と
し
て
ど
う
い
っ
た
取
り
組
み
が
必
要

か
、
ま
た
宗
と
し
て
ど
の
よ
う
に
制
度
を
変

え
て
い
く
べ
き
か
な
ど
に
つ
い
て
、
概
ね
二

年
間
を
め
ど
に
対
応
策
を
検
討
し
て
い
き
ま

す
。

　

私
た
ち
の
寺
院
が
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
方
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
地
域
に
お
住
い
の
方
々

の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
、

末
永
く
真
盛
上
人
の
教
え
を
受
け
継
い
で
い

け
る
よ
う
、
私
た
ち
の
取
り
組
み
の
行
方
を

ど
う
か
あ
た
た
か
く
お
見
守
り
下
さ
い
。
ま

た
、
ご
意
見
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
住

職
を
通
じ
て
本
山
事
務
所
ま
で
お
寄
せ
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

西
教
寺
の
秋
は
、
大
変
綺
麗
で
一
年
の
う

ち
最
も
参
詣
者
が
訪
れ
る
季
節
で
す
。
ま
た
、

毎
年
こ
の
時
期
に
行
っ
て
お
り
ま
す
境
内
の

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
（
び
わ
湖
大
津
観
光
協
会
主

催
）は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
麒
麟
が
く
る
」

の
放
映
に
合
わ
せ
、
桔
梗
紋
や
兜
を
照
明
で

演
出
す
る
な
ど
趣
向
を
凝
ら
し
た
充
実
し
た

内
容
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
例
年
よ
り
ひ

と
月
早
く
十
月
一
日
よ
り
十
二
月
六
日
ま
で

の
間
、
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
昼
間
の
境
内

は
モ
ミ
ジ
の
真
っ
赤
な
装
い
で
す
が
、
暗
く

な
る
夕
方
五
時
に
な
る
と
一
変
、
七
色
の
幻

想
的
な
演
出
の
な
か
、
参
道
に
は
行
灯
を
並

べ
昼
夜
を
問
わ
ず
多
く
の
参
拝
者
の
目
を
引

き
付
け
て
い
ま
し
た
。

昼
夜
で
一
変�

紅
葉
と
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

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
。


