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小
さ
な
命 

「
小
さ
な
命
」 

と
い
う
言
葉
を
よ
く
新
聞
・
雑
誌
で 

目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

「
小
さ
な
命
」
や
「
大
き
な
命
」
っ
て 

あ
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

同
じ
よ
う
に
「
短
い
命
」
も
、 

「
長
い
命
」
も
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
？ 

平成26年度の主な行持予定 円覚寺護持会役員の紹介 

■
平
成
二
十
六
年
度
年
回
表 

【
編
集
後
記
】 

■
発
行
所 

圓
覚
寺
護
持
会
会
報
編
集
部 

住
所
／
京
都
府
福
知
山
市
字
土
師
一
七
七
七 

電
話
／
〇
七
七
三（
二
七
）四
四
四
七 

総
務
担
当 

　

伊

東

高

志 

一

周

忌
　
平
成
二
十
五
年
没（
二
〇
一
三
） 

三

回

忌
　
平
成
二
十
四
年
没（
二
〇
一
二
） 

七

回

忌
　
平
成
二
十
年
没（
二
〇
〇
八
） 

十

三

回

忌
　
平
成
十
四
年
没（
二
〇
〇
二
） 

十

七

回

忌
　
平
成
十
年
没（
一
九
九
八
） 

二
十
五
回
忌
　
平
成
二
年
没（
一
九
九
〇
） 

三
十
三
回
忌
　
昭
和
五
十
七
年
没（
一
九
八
二
） 

五

十

回

忌
　
昭
和
四
十
年
没（
一
九
六
五
） 

百

回

忌
　
大
正
四
年
没（
一
九
一
五
） 

●
運

営

委

員 

第
一
班
　
　
髙
　

橋
　
正
　

行
　
土
師
新
町
南 

第
二
班
　
　
芦

田
　
光
　

二
　
　
　
仝 

第
三
班
　
　
芦

田
　
秀
　

樹
　
　
　
仝 

第
四
班
　
　
髙
　

橋
　
昌
　

宏
　
　
　
仝 

第
五
班
　
　
荻
　

野
　
哲
　

治
　
　
　
仝 

第
六
班
　
　
芦

田
　
典
　

夫
　
土
師
新
町
東 

第
七
班
　
　
森

　
　
俊
　

明
　
土

師

宮

町 

第
八
班
　
　
芦

田
　
輝
　

彦
　
土

師

町 

第
九
班
　
　
塩
　

見
　
充
　

伸
　
　
　
仝 

第
十
班
　
　
千
　

原 

　
　

毅

　
　
　
仝 

第
十
一
班
　
芦

田
　
重
　

夫
　
　
　
仝 

第
十
二
班
　
芦

田
　
俊
　

昭
　
　
　
仝 

第
十
三
班
　
芦

田
　
修
　

司
　
　
　
仝 

第
十
四
班
　
芦

田
　
照
　

男
　
　
　
仝 

第
十
五
班
　
芦

田 

　
　

満

　
　
　
仝 

第
十
六
班
　
出
　

口
　
智
恵
子
　

土

師

宮

町 
第
十
七
班
　
芦

田
　
敏
　

昭
　
土
師
新
町
東 

●
任
　
期 

平
成
二
十
五
年
四
月
〜 

　
　
　
　
　
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で 

●
総
　
代
（
敬
称
略
） 

代
表
総
代
　
芦
　

田
　
正
　

勝
　

土

師

町 

総
務
担
当
　
伊
　

東
　
高
　

志
　

土

師

町 

墓
地
管
理
者
　
佐
　

藤
　
倖
　

志
　
土
師
新
町
南 

会
計
担
当
　
伊
　

東
　
康
　

雄
　
土
師
新
町
南 

会
計
監
査
　
芦
　

田
　
光
　

二 

会
計
監
査
　
芦
　

田
　
　
　

満 

　 

●　1月　1日（水）修証会（元朝互礼会）10時・11時の2回 

　　　12日（日）大般若法要（大般若経六百巻の転読祈願法要） 

●　2月15日（土）涅槃会（お釈迦様ご命日） 

●　3月 （日程調整中）西国三十三ヶ所巡拝 

●　3月18日（日時調整中）圓覚寺彼岸会（彼岸入り） 

　　　　　（日時調整中）護持会決算・予算会 

●　4月29日（火）和敬会花祭り（当番：川北、頼光寺） 

●　5月　8日（木）圓覚寺花まつり（釈尊降誕会） 

　　5月29日（木）梅花流全国大会（島根県） 

　　7月　5日（土）仏教文化大講演会（厚生会館） 

子供禅の集い（福井県、永平寺） 

　　7月末～8月初旬　遠方棚経 

　　7月27日（日時調整中）圓覚寺境内作務（役員・会員他） 

　　8月　1日（金）土師観音盆供養・夜施餓鬼（施食会逮夜） 

●　8月　3日（日時調整中）土師墓地、檀信徒お墓掃除（一軒に1人） 

　　8月　6日（水）8：15原爆追悼平和の鐘（参加自由） 

●　8月　8日（金）盂蘭盆大施食会（並ﾆ、初盆大施食会） 

　　8月　9日（土）綾部（早朝）・夕陽丘・羽合・新庄・岩井・野花方面棚経 

　　8月10日（日）前田方面（早朝）・市内方面棚経 

　　8月11日（月）土師宮町区・土師新町東区棚経 

　　8月12日（火）土師新町南区棚経 

　　8月13日（水）土師町区棚経 

●　8月14日（木）盂蘭盆（お盆参り、午前中本堂開放） 

　　8月16日（土）丹波大文字送り火 

　　8月23日（日時調整中）地蔵盆参り（遠方） 

●　8月24日（日時調整中）地蔵盆（土師新町南、地蔵堂） 

●　9月20日（日時調整中）圓覚寺彼岸会（彼岸入） 

　　9月21日（日時調整中）彼岸参り（遠方） 

●11月 日（日時調整中）秋の西国三十三ヶ所巡拝 

　 日（　）土師総区戦没者追悼慰霊祭（日時未定） 

●12月　8日（月）釈尊成道会、未修年忌供養等併修 

　12月18日（木）大すす払い 

●12月31日（水）除夜の鐘・歳末諷経 

●毎月1日午前6時半　読経会（朝のお勤め会） 

●毎月第1・3金曜日　梅花講詠讃歌（日時変） 

●毎月第1・3木曜日　梅花講詠讃歌（新講員、日時変） 

●毎月第2・4火曜日　午前10時  寿会写経会（日時変） 
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昨
年
は
福
知
山
に
と
っ
て
、
花
火
大
会

時
の
爆
発
事
故
、
も
う
一
つ
は
六
十
年
来 

の
大
き
な
洪
水
と
言
う
自
然
災
害
を
受
け

暗
い
一
年
で
あ
り
ま
し
た
が
、
円
覚
寺
、

ま
た
檀
家
さ
ん
に
も
大
き
な
被
害
は
な

か
っ
た
様
で
幸
い
だ
っ
た
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。 

　
さ
て
、
護
持
会
で
は
毎
年
、
一
回
は
檀

家
さ
ん
も
参
加
し
て
い
た
だ
く
市
仏
教

会
、
仏
教
振
興
会
主
催
の
研
修
旅
行
が

あ
っ
て
、
昨
年
も
十
月
に
堺
市
の
臨
済
宗

南
宗
寺
に
行
っ
て
き
ま
た
。
研
修
で
す
か

ら
、
一
軒
は
必
ず
曹
洞
宗
に
限
ら
ず
他
の

宗
派
の
お
寺
を
も
訪
問
し
て
法
話
を
聞
い

た
り
、
寺
院
の
内
部
や
庭
な
ど
を
見
学
し

た
り
す
る
の
で
す
が
、
建
物
や
環
境
は
ど

の
お
寺
同
じ
よ
う
に
見
え
て
も
そ
れ
ぞ
れ

の
お
寺
の
成
り
立
ち
や
、
そ
の
後
の
由
緒

あ
る
歴
史
、
寺
院
の
中
の
様
々
な
仏
像
な

ど
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
見
て
み
る
と
大
変

勉
強
に
な
り
、
建
立
当
時
の
様
子
が
い
ろ

い
ろ
と
想
像
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
檀
家
の
皆

さ
ん
も
、
こ
れ
か
ら
は
出
来
る
だ
け
多
く

こ
の
研
修
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
仏
教

に
関
す
る
よ
り
広
い
視
野
と
見
識
を
高
め

る
と
共
に
、
菩
提
寺
円
覚
寺
と
の
絆
と
親

睦
を
深
め
て
い
け
れ
ば
い
い
か
な
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。 

平成26年　新春号 

⑴　平成26年1月　第3号

慈母観音（平成9年11月建立）
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平
成
二
十
六
年

の
新
春
に
あ
た
り
、 

ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
ご
家
族
御
揃
い

で
新
年
を
お
迎
え
に
な
り
謹
ん
で
御
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。
　 

　
旧
年
中
は
円
覚
寺
護
持
会
の
運
営
に

ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り
衷
心
よ
り
厚
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
も
何
卒
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
さ
て
、
昨
年
は
円
覚
寺
護
持
会
役
員

改
選
に
あ
た
り
、
代
表
総
代
の
重
責
を

担
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
何
分
に
も

力
不
足
で
不
安
が
先
立
ち
ま
す
が
、
檀

信
徒
、
役
員
、
皆
様
の
ご
支
援
と
力
添

え
を
賜
り
な
が
ら
責
務
を
務
め
て
ま
い

り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ご
指
導
ご
鞭
撻

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。 

　
現
在
、
護
持
会
は
墓
地
管
理
者
と
墓

地
周
辺
の
環
境
整
備
と
無
縁
墳
墓
等
の

整
理
に
取
り
組
み
墓
地
内
に
無
縁
墳
墓

等
改
葬
広
告
看
板
を
立
て
お
知
ら
せ
し

て
お
り
ま
す
。
広
告
期
限
内
に
申
し
出

の
な
い
場
合
は
無
縁
墓
地
と
し
て
改
葬

す
る
予
定
で
す
。
心
当
た
り
の
方
は
円

覚
寺
成
田
住
職
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

　
文
殊
で
年
間
の
行
持
予
定
を
お
知
ら

せ
し
て
お
り
ま
す
。
遠
隔
地
檀
家
皆
様

の
来
福
機
会
が
あ
れ
ば
是
非
、
菩
提
寺

に
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
待 

  

ち
し
て
お
り
ま
す
。 

　
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
檀
信
徒
皆
様

の
ご
健
勝
ご
多
幸
を
祈
念
し
年
頭
の
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

　
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
日
頃
は
圓
覚
寺
法
灯
護
持
の

た
め
、
様
々
に
ご
協
力
賜
っ
て
お
り
ま

す
こ
と
誠
に
有
り
難
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。 

　
さ
て
、
昨
年
後
半
は
痛
ま
し
い
事
故

や
災
害
で
福
知
山
が
全
国
的
な
ニ
ュ
ー

ス
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
全
国

ニ
ュ
ー
ス
に
留
ま
ら
ず
世
界
中
に
発
信

さ
れ
た
ら
し
く
、
六
年
前
の
記
念
行
事

の
導
師
に
来
て
頂
い
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
采

川
老
師
か
ら
も
お
見
舞
い
の
お
電
話
を

頂
き
恐
縮
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。 

　
私
事
で
す
が
、
古
式
に
則
れ
ば
今
年

数
え
六
十
才
、還
暦
を
迎
え
ま
す
。
先
日
、

お
寺
に
入
っ
た
頃
か
ら
知
っ
て
お
ら
れ

る
お
檀
家
さ
ん
に
お
話
し
し
た
と
こ
ろ
、

「
は
〜
っ
っ
っ
！
」
と
声
が
ひ
っ
く
り
返

る
く
ら
い
驚
か
れ
ま
し
た
。
あ
の
若
か
っ

た
和
尚
さ
ん
が
そ
ん
な
年
に
な
り
ま
し

た
か
、
私
も
年
を
と
る
は
ず
や
わ
と
感

心
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
寺
を
特

に
身
近
に
感
じ
て
下
さ
っ
て
い
る
方
の

高
齢
化
は
憂
慮
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。 

　
地
域
社
会
や
人
間
関
係
が
日
々
も
の

す
ご
い
勢
い
で
そ
の
形
を
変
え
て
お
り

ま
す
。
し
か
し
、
本
質
を
見
失
っ
て
し

ま
う
と
、
変
化
す
る
形
と
一
緒
に
本
来

の
意
味
や
本
質
ま
で
も
が
変
わ
っ
た
り

無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
は
い
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
円
覚
寺
役
員
様
は
任
期
満
了
の
時
期

と
な
り
、
地
域
の
運
営
委
員
さ
ま
は
元

よ
り
、
佐
藤
正
雄
筆
頭
総
代
様
が
ご
退

任
と
な
り
、
芦
田
正
勝
総
代
様
が
筆
頭

を
引
き
継
い
で
頂
き
ま
し
た
。
佐
藤
総

代
様
に
は
二
期
八
年
の
間
、
円
覚
寺
開

創
四
百
年
記
念
行
事
を
挟
み
、
特
に
事

務
能
力
に
長
け
た
温
厚
な
お
人
柄
で
、

随
分
と
ご
無
理
な
お
願
い
も
聞
き
入
れ

て
下
さ
り
誠
に
有
り
難
く
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。
後
任
に
は
伊
東
康
雄
様
が
総

代
と
し
て
早
速
活
躍
し
て
頂
い
て
お
り

ま
す
。 

　
他
所
で
は
お
寺
の
こ
と
に
非
協
力
的

で
困
っ
て
い
る
と
い
う
話
を
し
ば
し
ば

聞
き
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
土
師
村
で

は
「
神
仏
を
敬
う
」
と
い
う
古
き
良
き

教
え
が
ま
だ
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
か
次
世
代
に
尊

き
教
え
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
お
願
い
し

た
い
も
の
で
す
。 

謹
賀
新
年

 

謹
賀
新
春 

圓
覚
寺
十
七
世
　

成

田

大

航 
新
年
の
ご
挨
拶 

代

表

総

代
　

芦
　
田
　
正
　
勝 

旧山門

旧文殊堂
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圓
覚
寺
徒
弟
　

成
　
田
　
宗
　
寛 

福
知
山
市
仏
教
振
興
会
主
催 

　
千
利
休
・
沢
庵
和
尚
ゆ
か
り
の
臨
済
宗
南
宗
寺
参
拝
と
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
別
法
話
の
研
修
会
に
参
加
し
て 

西
城
の
お
不
動
さ
ん 

　
　
　
　 

 

　
今
年
の
研
修
旅
行
は
臨
済
宗
大
徳
寺
派
で
日

本
最
初
の
臨
済
宗
大
徳
寺
派
修
業
道
場
で
も
あ

り
、
千
利
休
や
沢
庵
和
尚
ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ

る
大
阪
府
堺
市
「
南
宗
寺
」
に
て
老
師
様
の
ご

法
話
を
特
別
に
拝
聴
さ
せ
て
頂
く
研
修
旅
行
に

参
加
し
ま
し
た
。 

　
南
宗
寺
の
建
立
は
一
五
二
六
年(

大
永
六
年)

京
都
大
徳
寺
の
住
職
古
嶽
宗
亘
が
堺
の
一
小
院

を
南
宗
庵
と
改
称
し
た
の
が
始
ま
り
と
云
わ
れ
、

そ
の
後
、
畿
内
一
三
ケ
国
を
統
一
し
た
三
好
長

慶
が
父
元
長
の
追
善
の
為
、
南
宗
寺
と
し
て
営

造
、
一
八
七
〇
年(

明
治
三
年)

我
国
最
初
の
臨

済
宗
専
門
道
場
が
開
か
れ
、
現
在
大
阪
府
下
唯

一
の
専
門
道
場
と
し
て
多
数
の
道
俗(

僧
侶)

修

行
の
場
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
冬
の
陣
で

の
焼
失
時
は
当
時
の
住
職
、
沢
庵
宗
彭
と
堺
奉

行
喜
多
見
若
狭
守
勝
重
が
復
興
に
尽
力
、
太
平

洋
戦
争
等
で
焼
失
し
た
が
住
職
と
地
域
住
民
の

力
で
再
建
さ
れ
て
い
る
。
庭
園
は
約
一
万
坪
あ

り
国
の
名
勝
枯
山
水
の
庭
、
天
井
に
八
方
睨
龍

が
見
ら
れ
る
国
の
重
要
文
化
財
の
仏
殿
、
千
家

一
門
の
ク
供
養
塔
、
利
休
好
み
の
茶
室
実
相
庵
、

ま
た
伝
説
の
徳
川
家
康
の
墓
、
そ
の
他
三
好
家

一
門
の
墓
等
遺
蹟
が
多
々
あ
る
。
南
宗
寺
と
茶

道
、
茶
道
は
堺
の
茶
人
武
野
紹
鴎
及
び
千
利
休

等
に
よ
り
完
成
さ
れ
、
南
宗
寺
初
代
和
尚
か
ら

歴
代
和
尚
に
参
禅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
が

確
立
さ
れ
、
毎
年
利
休
忌(

二
月
二
七
日)

に
は

全
国
各
地
か
ら
一
門
の
方
々
で
賑
わ
い
ま
す
。

(

説
明
記
述
か
ら
抜
粋) 

　
当
日
、
台
風
二
六
号
の
影
響
を
心
配
し
ま
し

た
が
、
参
加
者
は
二
三
寺
院
一
二
〇
名
　(

円
覚

寺
八
名

)

が
バ
ス
三
台
に
分
か
れ
て
出
発
、
南

宗
寺
到
着
時
に
は
雨
も
あ
が
り
、
ご
住
職
の
法

話
の
中
で
仏
様
に
お
仕
へ
学
ん
だ
知
識
を
多
く

の
皆
様
に
お
伝
え
す
る
の
が
私
達
の
務
め
で
あ

る
。
現
在
あ
る
の
は
ご
先
祖
様
の
お
陰
で
あ
り
、

毎
日
を
感
謝
の
気
持
ち
で
過
す
様
に
と
の
法
話

を
参
拝
者
一
同
静
か
に
拝
聴
す
る
。 

　
ご
住
職
の
法
話
後
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々

に
よ
り
境
内
の
案
内
と
遺
蹟
説
明
を
受
け
る
。

昼
食
後
、
関
西
国
際
空
港
・
国
華
園
を
見
学
、

全
員
無
事
故
で
元
気
に
帰
福
、
有
意
義
な
研
修

旅
行
で
し
た
。 

圓
覚
寺
檀
徒
　

高
　
橋
　
　
正  

　
西
城
お
不
動
さ
ん
と

て
昔
か
ら
親
し
ま
れ
現

在
ま
で
土
師
町
西
城
段

で
管
理
、
お
世
話
を
し
て

い
る
不
動
尊
祭
り
が
昨

年
八
月
二
十
八
日
に
行

な
わ
れ
ま
し
た
。 

　
今
年
は
、
初
め
て
円
覚

寺
の
住
職
と
地
元
梅
花

講
の
有
志
を
迎
え
て
、
お 

祭
り
の
前
に
不
動
尊
と
無
縁
仏
の
法
要
を
し

て
頂
き
ま
し
た
。(

写
真) 

　
さ
す
が
荘
厳
で
、
引
き
締
ま
っ
た
法
要
の

後
の
お
祭
は
、
例
年
と
は
一
味
違
い
結
構
賑

や
か
で
地
元
住
民
の
方
多
数
お
参
り
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
昔
か
ら
目
の
不
自
由
な
人
が
河
原

で
穴
の
あ
い
た
石
を
探
し
て
、
そ
の
穴
に
糸 

を
通
し
て
お
不
動

さ
ん
に
御
願
い
を

し

た

ら
、
目

が

治
っ
て
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い

う
言
い
伝
え
が
あ

り
目
の
お
不
動
さ

ん
と
し
て
も
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。 

　
衝
撃
的
な
体
験
で
し
た
。
出
発
前
の
想
像
と

は
全
く
異
な
る
世
界
が
こ
ん
な
近
い
国
に
あ
っ

た
こ
と
に
非
常
に
驚
き
ま
し
た
。 

同
じ
お
釈
迦
様
の
元
で
修
行
す
る
私
た
ち
に

と
っ
て
ラ
オ
ス
の
お
坊
さ
ん
の
修
行
の
仕
方
、

想
い
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
ら
伝
わ
る

の
か
と
思
う
と
、
自
分
に
は
な
か
な
か
力
不
足

で
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

　
ま
ず
、
ラ
オ
ス
の
お
坊
さ
ん
は
忠
実
に
二
二

七
の
戒
律
を
守
っ
て
お
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
蚊

を
殺
さ
な
い
。
草
も
抜
か
な
い
。
戒
律
に
反
す

る
こ
と
を
し
な
い
生
活
で
し
た
。
書
物
で
は
知
っ

て
い
て
も
、
実
際
に
見
聞
し
た
経
験
は
ま
さ
に

カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。 

　
上
座
部
仏
教
の
中
で
は
戒
律
違
反
が
こ
と
細

か
く
あ
り
、
ど
こ
が
い
け
な
く
て
ど
こ
ま
で
が

い
い
の
か
判
断
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
で
す
。

自
分
が
輪
廻
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え

常
に
瞑
想
す
る
。
瞑
想
の
際
に
無
に
な
ろ
う
と

す
る
自
分
が
い
ま
し
た
が
、
ラ
オ
ス
で
は
五
感

を
全
て
閉
じ
、
考
え
る
の
で
は
な
く
、
感
じ
る

こ
と
で
し
た
。
今
の
自
分
の
痛
み
で
あ
っ
た
り
、

風
を
感
じ
る
こ
と
な
ど
、
五
感
は
閉
じ
て
心
だ

け
を
動
か
す
。
そ
う
し
て
、
自
己
の
救
済
を
目

指
す
。
身
体
の
動
き
は
ゆ
っ
く
り
し
て 

い
て
、
ま
さ
に
、
ヨ
ガ
の
動
き
に
似
て

い
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。 

　
ラ
オ
ス
の
お
坊
さ
ん
は
ま
ず
、
信
者

さ
ん
に
「
布
施
」
を
す
る
こ
と
を
教
え

ま
す
。
自
ら
の
徳
を
高
め
る
為
に
す
る

「
布
施
」
を
心
底
か
ら
信
仰
し
て
い
る

ラ
オ
ス
の
人
々
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

朝
の
托
鉢
で
そ
の
清
浄
な
「
布
施
」
を 

受
け
る
時
に
、
い
た
ら
な
い
自
分
の
申
し
訳
な

さ
を
感
じ
た
の
も
貴
重
な
経
験
で
し
た
。
母
親

の
来
世
が
よ
り
良
い
世
界
に
生
ま
れ
う
る
よ
う

に
と
息
子
が
出
家
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
息
子

が
母
親
に
出
来
る
最
高
の
親
孝
行
に
な
り
ま
す
。

今
回
ラ
オ
ス
で
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
ラ
オ
ス
の

お
母
さ
ん
だ
け
で
な
く
そ
の
村
一
帯
が
自
分
の

こ
と
を
実
の
息
子
の
様
に
接
し
て
下
さ
っ
た
こ

と
に
大
変
感
激
し
ま
し
た
。
修
行
中
に
怪
我
を

す
る
こ
と
な
く
、
日
本
に
帰
る
時
ま
で
本
当
に

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 

　
ま
ず
、「
体
験
し
て
知
る
」
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
改
め
て
分
か
り
ま
し
た
。
日
本
と
全
く
異

な
る
仏
教
の
シ
ス
テ
ム
で
つ
い
つ
い
大
乗
と
小

乗
と
い
う
上
下
の
比
較
や
、
教
え
が
深
い
浅
い
の 

批
判
に
終
始
し
て
し
ま
い
が
ち

な
自
分
が
い
ま
し
た
。
一
週
間

と
い
う
短
い
安
居
期
間
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
捨
戒

（
還
俗
）
式
で
心
か
ら
わ
き
上

が
っ
て
く
る
感
動
に
号
泣
す
る

先
輩
と
気
持
ち
は
一
緒
で
あ
り

ま
し
た
。
本
当
に
お
寺
に
入
っ

て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と

を
沢
山
学
び
ま
し
た
。
最
後
に
、

京
都
府
曹
洞
宗
青
年
会
の
皆
様

始
め
現
地
の
Ｓ
Ｖ
Ａ
の
ス
タ
ッ

フ
の
皆
さ
ん
や
沢
山
の
方
々
の

大
変
な
ご
努
力
の
お
陰
で
、
今

回
の
様
な
滅
多
に
経
験
す
る 

こ
と
が
出
来
な
い
体
験
が
出
来
た
こ
と
を
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
て
お
礼
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

ラ
オ
ス
上
座
部
仏
教
安
居
研
修
に
参
加
し
て 

托鉢中の筆者（右）

に
っ
し
ょ
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圓

覚

寺
　
主

な

動

静 

梅
花
講「
講
員
募
集
」の
お
知
ら
せ 

墓
地
整
備
に
つ
い
て
お
知
ら
せ 

　
故
郷
の
お
寺
に
は
先
祖
代
々

の
お
墓
が
あ
り
、
お
墓
に
お
参

り
の
と
き
は
気
持
ち
よ
く
お
参

り
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
、
環

境
整
備
事
業
の
一
つ
と
し
て
墓

地
に
隣
接
す
る
山
林
の
樹
木
伐

採
を
平
成
二
十
四
年
十
二
月
と

平
成
二
十
五
年
十
二
月
に
行
い

ま
し
た
。 

　
土
師
墓
地
は
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
年
）
に
土

師
区
内
各
地
に
敬
在
し
て
い
た
墓
を
こ
の
一
画
へ
移
転

し
た
も
の
で
す
。 

　
昨
今
墓
地
周
辺
の
木
々
が
大
き
く
な
り
、
境
界
近
く

の
石
碑
に
覆
い
被
さ
り
薄
暗
く
感
じ
て
い
ま
ま
し
た
。

土
師
山
林
会
の
ご
協
力
を
得
て
、
山
林
を
八
メ
ー
ト
ル

幅
で
伐
採
整
備
し
、
空
地
を
設
け
る
こ
と
で
墓
地
が
明

る
く
な
り
、
お
参
り
さ
れ
る
方
々
に
大
変
歓
ん
で
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
無
縁
墓
地
の
改
葬
に
つ
い
て
は
「
文
殊
」
二

号
（
平
成
二
十
五
年
新
春
発
行
）
で
お
知
ら
せ
し
た
内 

容
に
て
、
平
成
二
十
五
年
三
月
十
一
日
「
無
縁
墳
墓
等 

改
葬
公
告
」
を
官
報
号
外
第
四
十
八
号
に
公
告
し
、
同 

時
に
同
じ
内
容
の
看
板
を

墓
地
内
に
設
置
し
ま
し

た
。 

　
今
後
、
墓
地
使
用
者
等

死
亡
者
の
縁
故
者
及
び
無

縁
墳
墓
等
に
関
す
る
権
利

を
有
す
る
方
か
ら
申
し
出

が
な
い
場
合
は
、
平
成
二

十
六
年
四
月
以
降
円
覚
寺

の
土
師
墓
地
管
理
会
管
理

地
と
し
て
随
時
改
葬
を
行

い
ま
す
。 

妙
智
山
　
菩
提
の
葉
風
　
さ
わ
や
か
に 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
花
の
篤
き
　
御
仏
に 

　
　
　
　
　
　
　
チ
リ
　
リ
ン
　
リ
ン 

　
円
覚
寺
に
梅
花
講
が
会
講
さ
れ
て
五

十
数
年
、
先
輩
様
が
詠
道
に
弛
ま
ぬ
努

力
を
積
み
重
ね
ら
れ
た
と
聞
い
て
居
ま

す
。
そ
の
法
の
道
を
感
謝
し
、
講
員
が

皆
ん
な
仲
良
く
受
け
継
い
で
い
ま
す
。 

　
人
数
が
少
な
く
成
り
ま
し
た
が
、
昨

年
は
新
し
い
梅
花
講
員
さ
ん
が
入
講
さ

れ
、
現
在
は
十
四
名
に
な
り
ま
し
た
。 

　
御
住
職
様
初
め
奥
様
、
又
護
持
会
の

方
々
に
御
支
援
を
頂
き
な
が
ら
、
詠
道

に
学
ば
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
御
詠
歌

は
奥
様
が
丁
寧
に
御
指
導
下
さ
い
ま
す
。

あ
る
時
は
詠
詞
の
解
説
や
ら
、
伝
師
様 

方
が
修
行
さ
れ
た
御
様
子
等
々
、
有
り

難
い
お
話
を
し
て
下
さ
い
ま
す
「
心
の

闇
を
照
ら
し
ま
す
・
・
」
と
お
詠
し
、

悟
を
開
き
、
花
の
晨
に
片
頬
笑
み
・
・ 

愛
語
と
感
謝
と
利
行
を
重
ね
、
和
合
和

睦
の
精
心
を
持
ち
、い
つ
迄
も
皆 

さ
ん
と
共
に
仲
良
く
、
助
け 

合
い
お
寺
に
集
い
、

 

法
道
に
精
進
い
た 

し
た
く
思
っ
て 

い
ま
す
。 

　
梅
花
流
詠
讃
歌
と
は
、
単
に
歌
の
上

手
下
手
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ご
詠

歌
を
通
し
て
心
豊
か
な
日
々
を
暮
ら
し

ま
し
ょ
う
と
い
う
、「
詠
道
」
に
励
む
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

一
、
私
達
は
梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
、

　
　
正
し
い
信
仰
に
生
き
ま
す
。 

一
、
私
達
は
梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
、

　
　
仲
よ
い
生
活
を
い
た
し
ま
す
。 

一
、
私
達
は
梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
、

　
　
明
る
い
世
の
中
を
つ
く
り
ま
す
。 

  

こ
の
お
誓
い
を
恒
に
心
に
抱
き
な
が

ら
梅
花
流
の
ご
詠
歌
は
あ
り
ま
す
。 

　
昨
年
入
構
さ
れ
た
新
講
員
さ
ん
も
少

し
ず
つ
お
作
法
に
も
慣
れ
、
新
し
く
出

会
っ
た
お
友
達
と
も
和
気
あ
い
あ
い
と

練
習
に
励
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。 

　
初
め
て
で
も
全
く
ご
心
配
は
入
り
ま

せ
ん
。
お
寺
の
静
寂
の
雰
囲
気
の
中
で
、

ご
詠
歌
を
お
勤
め
す
る
機
会
を
持
ち
ま

せ
ん
か
？
尚
、
他
の
講
に
は
男
の
方
も

多
数
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
男
女
問
わ
ず

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

■
本
堂
長
椅
子
六
脚
寄
付
い
た
だ
き
ま

し
た 

　
二
十
二
脚
が
揃
い
、 

お
盆
・
正
月
行
事
を 

除
い
て
、ほ
と
ん
ど
の 

法
要
を
椅
子
で
お
参 

り
し
て
い
た
だ
け
る 

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

　（
施
主
：
佐
藤
倖
志
様
・
芦
田
忠
義
様

(

二
口)

・
　
佐
藤
庸
司
様
・
成
田
順
子
） 

 

■
八
月
十
八
日
　
地
蔵
盆
（
土
師
新
町

地
蔵
堂
） 

本
来
は
八
月
二
十

三
日
で
す
が
、
近

年
は
日
曜
日
の
夕

刻
に
お
勤
め
し
て

い
ま
す
。 

   

 

九
月
二
十
日
秋
の
お

彼
岸
法
要
に
て
、
篠

山
市
観
音
寺
ご
住
職

の
仏
教
落
語
を
聞
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
多
才
な
和
尚
さ 

ん
で
、落
語
や
ギ
タ
ー 

演
奏
で
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

■
十
一
月
十
一
日  

京
都
府
曹
洞
宗
青
年
会 

様
が
今
年
五
十
周
年
の 

節
目
に
お
参
り
を
頂
き 

ま
し
た
。 

■
十
一
月
十
七
日
土
師
総
区
慰
霊
祭 

  

毎
年
こ
の
時
期
に
土
師
四
区
主
催
の

戦
没
者
慰
霊
祭
を
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
戦
後
六
十
八
年
経
ち
ま
す
が
、

わ
ず
か
一
六
〇
戸
ほ
ど
の
村
か
ら
七
十

人
以
上
の
若
者
が
戦
火
に
散
っ
た
戦
争

の
悲
劇
は
絶
対
に
過
去
の
物
語
に
し
て

は
い
け
ま
せ
ん
。 

圓
覚
寺
梅
花
講
員
　

芦
　
田
　
愛
　
子  ご詠歌像（芦田　謙　作）


