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時
代
と
と
も
に
生
活
の
仕
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い

き
ま
し
た
が
、
葬
儀
の
や
り
方
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い

き
ま
し
た
。

平
成
に
な
っ
て
す
ぐ
宇
佐
市
に
も
葬
祭
場
が
で
き
ま

し
た
。
そ
の
頃
は
、
多
く
の
地
区
に
祭
壇
組
合
が
あ
り

廉
価
で
祭
壇
が
利
用
で
き
て
い
ま
し
た
し
、
隣
保
班

（
地
区
に
よ
っ
て
は
講
合
）
が
親
身
に
な
っ
て
、
し
か

も
無
償
で
葬
儀
の
手
伝
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら

お
金
の
か
か
る
葬
祭
場
を
利
用
す
る
人
な
ど
い
な
い
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
十
年
も
す
る
と
葬
祭

場
で
の
葬
儀
が
主
流
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
何
で
そ

う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

家
で
の
葬
儀
は
、
家
の
者
が
死
者
に
寄
り
添
え
る
よ

う
、
通
夜
か
ら
葬
儀
ま
で
の
一
切
を
隣
保
班
の
者
が
取

り
仕
切
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
隣

保
班
か
ら
は
、
家
ご
と
に
男
一
人
と
女
一
人
が
仕
事
を

休
ん
で
手
伝
い
に
で
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

死
者
の
知
ら
せ
が
入
る
と
す
ぐ
駆
け
つ
け
、
男
性
陣

は
、
家
を
片
付
け
、
祭
壇
を
組
み
、
飾
り
も
の
を
造
り

ま
し
た
。
葬
儀
当
日
は
、
受
付
や
司
会
も
し
ま
し
た
。

女
性
陣
は
、
米
や
野
菜
を
持
ち
寄
っ
て
、
親
戚
や
手
伝

い
の
人
々
の
分
ま
で
食
事
を
作
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
葬

儀
に
お
金
は
か
か
ら
ず
、
ご
香
典
で
初
盆
の
用
意
が
で

き
た
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
葬
祭
場
が
で
き
る
や
、
隣
保
班
の
す
る
仕
事

は
受
付
だ
け
に
な
り
、
祭
壇
の
用
意
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
お
斎
や
司
会
等
も
葬
祭
場
が
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
す
べ
て
が
費
用
と
し
て
請
求

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
…
…
。

そ
の
よ
う
に
お
金
が
か
か
っ
て
も
、
雪
崩
を
打
つ
よ

う
に
葬
祭
場
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
助
け
合
い
を
必

要
と
し
た
農
村
共
同
体
が
衰
弱
し
て
い
た
こ
と
と
関
係

し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
田
植
え
機
や
稲
刈
り

機
が
で
き
、
お
互
い
に
助
け
合
う
必
要
が
な
く
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
農
業
で
は
生
活
で
き
ず
、
誰

も
が
会
社
勤
め
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
隣
保
班
の
葬
儀

の
た
め
に
仕
事
を
休
む
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
ん
な
こ
と
が
背
景

と
な
っ
て
、
助
け
合
い
で
は
な
く
、
お
金
で
済
ま
す
葬

儀
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
私
の
知
っ
て
い
る
昭
和
四
十
年
頃
か
ら
平
成

十
年
頃
ま
で
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
以
前
は
も
っ
と
濃

密
に
、
そ
れ
こ
そ
村
中
あ
げ
て
葬
儀
を
行
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。

昭
和
初
期
の
葬
儀
の
写
真
が
い
く
つ
か
手
元
に
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
を
見
る
と
、
祭
壇
は
お
寺
の
境
内
や
野

辺
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
斎
場
に
行
く
ま
で
の
行
列

（
野
辺
送
り
）
が
た
い
へ
ん
賑
や
か
で
す
。
ま
た
僧
侶

が
何
人
も
参
列
し
て
い
る
し
、
女
性
は
白
い
布
を
頭
に

被
っ
て
お
り
、
男
性
は
羽
織
袴
姿
で
す
。
花
輪
や
幟
が

あ
り
、
子
ど
も
の
姿
も
散
見
さ
れ
ま
す
。
広
々
と
解
き

放
た
れ
た
天
地
の
中
、
村
中
総
出
で
葬
儀
を
執
り
行
っ

た
よ
う
で
す
。
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東別院境内での葬儀 家から葬場（別院）までの野辺の送り
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襖、障子をはずしても、家の中は狭く、曲録に座る導師や近所の僧侶、それに身内の者で、足の踏み
場もないような状態でした。友人、知人、会社の同僚、それに近所の人たちは、外からお参りをしまし
た。雨や雪、それに真夏の日照りなど、難儀なことも多かったけど、｢ほとけさまのことだ、仕方がない｣
と、誰も文句を言いませんでした。

戦後、火葬場が遠くなったこともあって、野辺送りはなくなり、替
わって、家の中に祭壇を組んで葬儀をするようになりました。

葬儀に先立ち、お内仏に向かって出棺勤行
多くの地区で｢祭壇組合｣が作られ、自分た
ちで運用していました。



弘
道
の
時
代
、
ご
法
事
で
は
浄
土
の
三
部
経
（
『
仏

説
無
量
寿
経
』
『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
『
仏
説
阿
弥
陀

経
』
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
時
間
は
朝
の
九
時

か
ら
で
、
二
回
の
休
憩
を
挟
ん
で
、
お
昼
ま
で
。
父
は

話
し
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
お
し
ゃ
べ
り
も
多
か
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
長
時
間
で
あ
り
ま
し
た
。

私
が
父
に
代
わ
っ
て
ご
法
事
を
勤
め
だ
し
た
頃
、

「
お
経
は
お
坊
さ
ん
の
仕
事
」
と
い
う
感
じ
で
、
家
に

よ
っ
て
は
大
き
な
声
で
雑
談
し
た
り
、
二
巻
目
が
始
ま

る
と
、
連
れ
だ
っ
て
お
墓
参
り
に
行
っ
た
り
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
お
か
し
い
の
で
、
少
し
ず
つ
変
え
て
い
き
、

今
は
十
時
三
十
分
か
ら
始
め
、
ま
ず
『
仏
説
無
量
寿
経
』

を
あ
げ
、
皆
に
お
焼
香
し
て
頂
き
ま
す
。
そ
れ
が
済
む

と
一
度
、
休
憩
し
て
、
休
憩
後
は
皆
で
「
正
信
偈
」
を

あ
げ
、
最
後
に
法
話
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

ご
法
事
の
後
は
お
斎
と
な
り
ま
す
が
、
私
た
ち
も
特

別
な
事
情
が
な
い
限
り
お
斎
に
つ
き
、
皆
さ
ん
と
親
し

く
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

お
斎
に
つ
い
て
い
え
ば
、
昔
は
仕
出
し
を
と
り
、
ゆ
っ

く
り
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
酒
を
飲

め
な
い
の
で
す
が
、
言
い
訳
は
ゆ
る
さ
れ
ず
、
形
だ
け

で
も
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
は
飲
酒

運
転
の
罰
則
が
厳
し
く
な
り
、
酒
の
無
理
強
い
が
な
く

な
り
ほ
っ
と
し
て
い
ま
す
が
、
お
酒
が
な
く
な
り
、
お

斎
の
席
が
弾
ま
な
く
な
っ
た
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
ま

た
、
最
近
で
は
料
亭
な
ど
に
お
斎
の
席
を
設
け
る
家
が

増
え
て
き
ま
し
た
。
グ
ル
メ
の
時
代
と
な
り
、
お
斎
の

料
理
が
格
段
に
よ
く
な
っ
て
き
た
の
も
大
き
な
変
化
で

あ
り
ま
す
。

以
上
は
私
の
経
験
し
た
範
囲
の
こ
と
で
す
が
、
一
昔

前
は
、
前
日
の
夕
に
逮
夜
の
お
経
を
あ
げ
、
翌
日
の
午

前
、
午
後
と
お
経
が
続
く
、
そ
ん
な
一
日
が
か
り
の
ご

法
事
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
名
残
が
、
三
部
経
が
一

巻
終
わ
る
ご
と
に
、
お
仏
飯
を
変
え
る
習
わ
し
で
あ
る

と
聞
き
ま
し
た
。

ま
た
、
仕
出
し
を
取
る
よ
う
に
な
る
前
は
、
家
の
者

が
お
斎
を
手
作
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
親
戚
中
が
帰
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
母
家
を
継
い
だ
長
男

の
お
嫁
さ
ん
の
ご
苦
労
は
大
変
な
も
の
で
し
た
。

こ
う
し
て
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
ご
法
事
も
お
葬

式
と
同
じ
で
随
分
と
簡
略
化
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
ね
。

故
人
の
月
命
日
に
お
参
り
す
る
こ
と
を｢

お
月
忌

（
参
り
）｣

と
い
い
大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
父
は

｢

ご
法
義｣

を
説
く
よ
り
も
お
月
忌
を
大
切
に
す
る｢

月

忌
坊
主｣

を
自
認
し
て
い
ま
し
た
。
若
い
時
は
さ
て
お

き
、
四
十
歳
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
は｢
仏
さ
ん
が
待
っ
て

い
る｣

と
、
せ
っ
せ
、
せ
っ
せ
と
お
月
忌
参
り
に
行
っ

て
ま
し
た
。
五
十
を
過
ぎ
て
車
の
免
許
を
取
っ
た
の
で

す
が
、
そ
れ
ま
で
は
雨
で
も
雪
で
も
自
転
車
を
こ
い
で

お
月
忌
参
り
に
い
っ
て
い
ま
し
た
。
休
み
は
正
月
元
旦

だ
け
で
し
た
。

私
が
住
職
に
な
っ
て
か
ら
は
、
八
月
は
お
盆
参
り
だ

け
と
し
、
二
月
は
在
家
報
恩
講
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、

暮
れ
と
正
月
の
三
が
日
は
お
月
忌
を
休
ま
せ
て
も
ら
う

こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
昔
は
人
が
亡
く
な
る
た
び
に
お
月
忌
も

増
え
、
ひ
と
月
に
何
回
も
お
月
忌
の
あ
る
家
が
あ
り
ま

し
た
が
、
私
の
代
と
な
っ
て
か
ら
は
、
原
則
と
し
て
、

ひ
と
月
に
一
回
に
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
た
だ
し
祥
月

命
日
の
あ
る
時
は
、
そ
の
日
に
お
参
り
を
し
て
い
ま
す
。

お
月
忌
に
つ
い
て
勝
福
寺
で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と

は
、
前
日
に
電
話
を
か
け
、
お
参
り
の
時
間
を
打
ち
合

わ
せ
す
る
こ
と
で
す
。
な
か
な
か
面
倒
な
こ
と
な
の
で

す
が
、
電
話
で
約
束
す
る
こ
と
で
、
ご
門
徒
さ
ん
も

｢

い
つ
来
る
の
や
ら
？｣

と
待
た
ず
に
す
む
し
、
一
緒
に

お
経
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
月
忌
の
時
に
あ
げ
る
お
経
で
す
が
、
昔
は
『
仏
説

阿
弥
陀
経
』
（
小
経
）
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
同
朋
会

運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
頃
か
ら｢

同
朋
唱
和｣

と
い
っ
て
、

親
鸞
聖
人
が
お
つ
く
り
に
な
っ
た｢

正
信
偈｣

を
一
緒
に

あ
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
お
経
の
後
に｢

御
文｣

を
拝
読
す
る
の
が

習
わ
し
で
し
た
が
、
今
は
、｢

御
文｣

だ
け
で
な
く
『
歎

異
抄
』
の
一
節
を
拝
読
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
お
経
が
終
わ
る
と
、
後
は
お
茶
を
飲
み
な

が
ら
四
方
山
話
を
し
、
時
に
は
、
お
野
菜
な
ど
を
頂
い

よ
も
や
ま
ば
な
し

て
帰
っ
て
き
ま
す
。

若
い
時
は
気
が
重
た
か
っ
た
お
月
忌
も
、
歳
と
と
も

に
、
い
い
も
ん
だ
な
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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報
恩
講
と
は
？

皆
さ
ん
の
お
う
ち
に
は
立
派
な
仏
壇
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
れ
を
何
と
呼
ん
で
い
ま
す
か
？

た
ぶ
ん
「
お
内
仏
」

と
、
呼
ん
で
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
「
お
内
仏
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
、
立
派
な
お
仏
壇
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お

名
号
を
ご
安
置
し
て
、
一
家
の
御
本
尊
と
さ
せ
て
い
た

だ
く
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
我
が
家
に
御
本
尊
を
お
迎
え

す
れ
ば
、
お
寺
に
行
か
な
く
っ
て
も
、
朝
夕
、
手
を
合

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
真
宗

門
徒
は
他
の
宗
派
に
は
見
ら
れ
ぬ
程
の
立
派
な
お
内
仏

を
一
軒
一
軒
ご
安
置
し
て
き
た
の
で
す
。
報
恩
講
は
そ

の
御
本
尊
を
お
ま
つ
り
す
る
最
も
大
切
な
お
ま
い
り
で

す
。

恩
徳
讃
の
こ
こ
ろ

如
来
大
悲
の
恩
徳
は

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し

師
主
知
識
の
恩
徳
も

骨
を
砕
き
て
も
謝
す
べ
し

お
寺
の
法
座
で
必
ず
歌
わ
れ
る
こ
の
恩
徳
讃
は
、
皆

様
も
す
で
に
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
浄

土
真
宗
の
開
祖
、
親
鷲
聖
人
の
お
つ
く
り
に
な
ら
れ
た

歌
で
あ
り
ま
す
。

私
達
は
、
か
り
に
一
億
円
と
い
う
大
金
を
手
に
入
れ

た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
百
才
ま
で
生
き
た
と
し
て
も
、

決
し
て
満
ち
足
り
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
達
は
そ

ん
な
こ
と
ぐ
ら
い
で
は
満
足
で
き
ぬ
ほ
ど
の
深
い
心
を

生
き
て
い
る
の
で
す
。
念
仏
の
教
え
は
、
そ
う
し
た
私

達
に
、
は
じ
め
て
深
い
満
足
と
寂
か
な
歓
び
を
与
え
て

し
ず

下
さ
い
ま
す
。
利
益
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
こ
れ
以

上
の
御
利
益
は
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
親
鷲
聖
人
は

恩
徳
讃
に
お
い
て
、
如
来
の
ご
恩
は
「
身
を
粉
に
し
て

も
、
骨
を
砕
き
て
も
」
報
ず
べ
し
、
と
歌
わ
れ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

御
正
忌
・
報
恩
講

そ
の
親
鷲
聖
人
は
、
今
か
ら
七
百
五
十
五
年
前
の
十

一
月
二
十
八
日
に
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
『
御
伝
鈔
』

に
は
「
つ
い
に
念
仏
の
息
た
え
ま
し
ま
し
お
わ
り
ぬ
」

と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
真
宗
門
徒
は

親
鸞
聖
人
の
御
正
忌
（
祥
月
命
日
）
で
あ
る
旧
暦
十
一

月
二
十
八
日
に
よ
せ
て
、
如
来
の
御
恩
を
報
謝
す
る
報

恩
講
を
勤
め
て
き
ま
し
た
。

皆
さ
ん
に
親
し
ま
れ
て
き
た
「
お
取
り
越
し
」
も
四

日
市
別
院
の
報
恩
講
な
の
で
す
。

勝
福
寺
で
も
毎
年
、
翌
年
の
一
月
に
お
勤
め
し
て
き

ま
し
た
。

在
家
報
恩
講
を
勤
め
ま
し
ょ
う

こ
う
し
て
、
ご
本
山
、
四
日
市
別
院
、
勝
福
寺
と
す

す
ん
だ
後
、
最
後
は
、
ご
門
徒
の
皆
様
の
お
う
ち
の
報

恩
講
と
な
る
の
で
す
。
昔
は
ど
の
家
で
も
報
恩
講
が
勤

ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。
現
在
（
平
成
三
年
）
で
は
、
勝

福
寺
の
ご
門
徒
の
う
ち
約
半
分
が
報
恩
講
を
勤
め
て
お

り
ま
す
が
、
残
り
の
半
分
で
は
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ
て

お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
本
当
に
お
か
し
な
話
で
あ
り
ま

す
。先

程
も
申
し
た
よ
う
に
、
お
内
仏
は
そ
の
中
心
に
仏

さ
ま
（
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
名
号
あ
る
い
は
阿
弥

陀
如
来
の
木
像
か
絵
像
）
を
ご
安
置
し
て
お
り
ま
す
。

報
恩
講
を
勤
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
最
も
大
切
な
仏

さ
ま
を
一
年
に
一
度
も
お
ま
つ
り
し
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
結
局
、
お
内
仏
が
ご
先
祖
の

位
牌
を
入
れ
て
お
く
箱
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
し
ょ

う
か
。
御
本
尊
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
飾
り
物
に
な
っ

て
し
ま
わ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
こ
と
に
も
っ
て
勿
体
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在
家
報
恩
講

浄
土
真
宗
は
お
寺
に
お
参
り
す
る
だ
け
で
な

く
、何
軒
か
の
家
族
が
集
ま
っ
て
、一
緒
に
食
事

を
し
、ご
法
話
を
聞
く｢
お
講
」(

在
家
報
恩
講
、

女
人
講
、若
講
な
ど)

を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
、み
ん
な
が
集
ま
っ
て
す
る
お
講
も

時
代
と
と
も
に
廃
れ
て
い
き
ま
し
た
の
で
、お
寺

か
ら
あ
え
て
お
願
い
し
て
、家
ご
と
に｢
在
家
報

恩
講｣

を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ん
に｢

在
家
報
恩
講｣

を
お
願
い
し
た
時

の
文
章
を
載
せ
て
お
き
ま
す
。



な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
日
々
の
生
活
の
な
か
に
あ
っ
て
縁
き
た

れ
ば
い
つ
で
も
欲
に
眼
が
眩
み
、
怒
り
身
を
焦
が
し
、

自
尊
心
に
身
を
裂
か
れ
て
し
ま
う
私
達
が
、
ど
う
し
た

ら
本
当
の
自
分
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
道

を
仏
さ
ま
に
お
尋
ね
す
る
気
に
な
ら
ぬ
で
し
ょ
う
。
あ

る
い
は
死
期
の
近
づ
い
た
こ
と
を
予
感
し
た
と
き
、
仏

さ
ま
に
自
分
の
心
細
さ
を
聞
い
て
い
た
だ
こ
う
と
思
え

な
い
で
し
ょ
う
。

た
ぶ
ん
今
日
で
は
、
仏
さ
ま
な
ど
、
ど
う
で
も
良
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
私
は
思
い
ま
す
。
三
千
年
の
歴
史
を
く
ぐ
っ

た
仏
教
の
智
慧
は
、
た
か
だ
か
百
年
の
歴
史
で
し
か
な

い
私
た
ち
現
代
人
の
知
恵
よ
り
も
は
る
か
に
深
く
、
は

る
か
に
優
し
い
。

も
し
皆
さ
ん
に
、
ご
先
祖
が
念
仏
の
教
え
を
伝
え
て

き
た
こ
と
に
敬
意
を
お
も
ち
に
な
る
な
ら
ば
、
ま
ず
ご

先
祖
の
ま
ね
を
し
て
、
皆
さ
ん
の
お
う
ち
で
も
報
恩
講

を
お
勤
め
し
て
く
だ
さ
い
。
報
恩
講
を
お
勤
め
す
る
こ

と
が
、
仏
さ
ま
に
近
づ
く
第
一
歩
で
あ
り
ま
す
。

報
恩
講
の
お
か
ざ
り

報
恩
講
は
お
内
仏
に
御
安
置
し
て
い
る
仏
さ
ま
を
礼

拝
す
る
最
も
大
切
な
儀
式
で
す
。
だ
か
ら
最
高
の
お
か

ざ
り
を
し
ま
す
。
内
敷
を
掛
け
五
具
足
（
両
側
に
花
瓶
、

あ
い
だ
に
灯
明
、
真
ん
中
に
香
炉
）
の
お
か
ざ
り
を
し
、

お
け
そ
く
も
ち
を
お
供
え
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
仏
具
は

お
磨
き
い
た
し
ま
す
。

み
ん
な
で
『
正
信
偈
』
を
あ
げ
ま
す

お
勤
め
は
坊
さ
ん
の
仕
事
、
と
思
っ
て
い
る
方
が
い

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
勤
め

は
、
仏
さ
ま
と
坊
さ
ん
と
皆
さ
ん
の
三
者
が
そ
ろ
っ
て
、

は
じ
め
て
お
勤
め
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
で
き
る
だ

け
家
族
み
ん
な
で
、
お
勤
め
を
致
し
ま
し
ょ
う
。
お
勤

め
は
『
正
信
偈
』
を
あ
げ
ま
す
。
ご
和
讃
は
恩
徳
讃
を

含
む
六
首
、
そ
れ
に
『
お
文
』
で
す
。
（｢

響
流｣

22
号
）

座
元
を
無
事
お
え
て

外
園

み
つ
え
（
常
徳
）

今
年
の
御
正
忌
・
報
恩
講
に
は
、
家
の
都
合
で
お
参

り
の
ご
縁
を
失
し
て
大
変
残
念
に
思
い
ま
し
た
が
、
常

徳
上
組
八
軒
の
報
恩
講
の
座
元
に
あ
た
り
御
座
を
つ
と

か
さ
ぐ
み

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

昨
年
ま
で
は
餅
米
を
持
ち
寄
り
お
華
束
を
つ
い
て
お

け

そ

く

供
え
し
た
の
で
す
が
、
時
代
の
変
化
で
皆
忙
し
く
、
少

し
簡
単
に
し
て
お
茶
菓
子
講
に
定
め
ま
し
た
。

二
月
十
九
日
の
夜
七
時
半
か
ら
十
時
ま
で
寒
い
な
か

皆
さ
ん
が
集
ま
っ
て
、
ご
住
職
の
読
経
に
あ
わ
せ
て
お

正
信
偈
を
あ
げ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
法
話
を
聞
い
て
報

恩
講
の
大
切
さ
を
痛
切
に
感
じ
ま
し
た
。
お
内
払
の
お

給
仕
や
ふ
だ
ん
の
お
参
り
等
、
今
ま
で
は
惰
性
で
行
な
っ

て
い
た
私
が
反
省
さ
せ
ら
れ
恥
ず
か
し
く
思
わ
れ
ま
し

た
。勝

福
寺
の
御
正
忌
で
の
講
師
の
先
生
の
ご
法
話
の
一

部
を
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
り
、
座
員
の
幼
少
の
頃
の
思

い
出
話
に
花
が
咲
き
和
や
か
な
集
い
で
し
た
。

な
ご

毎
日
の
多
忙
さ
で
ゆ
っ
く
り
顔
を
会
わ
す
機
会
の
少

な
い
こ
の
頃
、
仏
さ
ま
の
ご
縁
で
、
一
年
に
二
度
お
講

（
冬
の
報
恩
講
と
お
盆
の
翌
日
の
無
縁
供
養
）
が
開
か

れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
つ
と
め
て
聞

法
に
励
み
た
い
と
思
う
こ
の
頃
で
す
。

（
「
響
流
」
24
号
）
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昔
の
在
家
報
恩
講

私
が
大
谷
専
修
学
院
を
や
め
て
勝
福
寺
に
帰
っ

て
き
た
の
は
昭
和
六
十
年
の
こ
と
で
し
た
が
、

そ
の
頃
は
ま
だ
、
院
内
、
深
水
、
山
本
、
常
徳

地
区
で
在
家
報
恩
講
が
勤
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

は
じ
め
に
一
軒
一
軒
お
内
仏
に
参
り
、
そ
の

後
、
毎
年
交
代
す
る
座
元
の
家
に
集
ま
っ
て
、

一
緒
に
正
信
偈
を
あ
げ
、
ご
法
話
を
聞
き
、
お

茶
菓
子
を
い
た
だ
き
な
が
ら
座
談
を
し
ま
し
た
。

特
に
懐
か
し
い
の
が
深
水
地
区
で
、
い
つ
頃

か
ら
か
女
人
講
と
な
っ
て
お
り
、
お
寺
が
買
っ

て
持
っ
て
い
く
牛
肉
で
す
き
焼
き
を
作
っ
て
食

べ
て
い
ま
し
た
。
卵
酒
も
あ
り
、
ご
法
話
も
上

の
空
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ま
た
常
徳
の
上
地
区
は
、
前
日
に
お
華
束
餅

を
つ
き
、
お
内
仏
に
お
飾
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
て
座
元
に
集
ま
っ
て
法
座
を
も
つ
在

家
報
恩
講
も
、
み
ん
な
が
給
料
取
り
に
な
り
農

作
業
を
助
け
合
う
こ
と
も
な
く
な
り
、
核
家
族

化
が
進
み
、
他
人
の
家
に
深
入
り
し
な
く
な
っ

た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
一
つ
一

つ
消
え
て
い
き
ま
し
た
。
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仏
前
結
婚
式

式
次
第

一
、
参
列
者
入
堂

一
、
新
郎
新
婦
入
堂

一
、
司
婚
者
入
堂

一
、
開
式
の
辞

一
、
総
礼

一
、
讃
佛
（
嘆
仏
偈
）

一
、
表
白

一
、
司
婚
の
詞

一
、
誓
の
詞

一
、
念
珠
授
与

一
、
献
華
献
香

一
、
式
杯

一
、
乾
杯

一
、
法
話

一
、
讃
歌

一
、
総
礼

一
、
閉
式
の
辞

一
、
司
婚
者
退
堂

一
、
新
郎
新
婦
退
堂

一
、
両
家
紹
介

一
、
参
列
者
退
堂

結
婚
式
と
い
え
ば
、
神
社
で
の
神
前

結
婚
式
や
、
教
会
で
の
結
婚
式
を
思
う

人
が
多
い
よ
う
で
す
。
一
方
、
お
寺
と

い
え
ば
、
葬
式
や
法
事
な
ど
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
お
寺

で
の
「
仏
前
結
婚
式
」
は
神
前
式
が
始

ま
る
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

仏
前
結
婚
式
で
は
、
感
謝
と
誓
い
が

中
心
に
な
り
ま
す
。

二
人
が
出
会
い
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
は
、
自
分
達
二
人
だ
け
の
力
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
両
親
を
は
じ
め
、

多
く
の
方
々
の
お
育
て
あ
れ
ば
こ
そ
で

す
。
結
婚
式
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
こ
と

を
心
に
深
く
刻
み
、
感
謝
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
育
っ
た
環
境
が
違
う
う

え
に
、
わ
が
ま
ま
な
人
間
同
士
が
一
緒

に
な
る
の
で
す
か
ら
、
明
る
い
家
庭
を

築
く
こ
と
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
聞
い
て
、

自
分
中
心
の
思
い
に
振
り
回
さ
れ
ず
お

互
い
を
尊
び
あ
っ
て
い
く
、
そ
ん
な
家

庭
を
築
い
て
い
く
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

以
下
、
勝
福
寺
で
行
っ
た
仏
前
結
婚

式
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

松本信二・舞子
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敬
っ
て

大
慈
大
悲
の
阿
弥
陀
如
来
の
御
前

う
や
まに

白
し
て
も
う
さ
く

も

う

本
日

こ
こ
に

う
や
う
や
し
く

尊
前
を
荘
厳

し
て新

郎

松
本
信
二

新
婦

舞
子

の
婚
姻
の
義
を
修
し
た
て
ま
つ
る

そ
れ

一
樹
の
蔭
に
宿
り
、
一
河
の
流
れ
を
汲

む
も

な
お
多
生
の
縁
に
よ
る
、
と
い
う

ま
し
て
い
わ
ん
や
無
量
無
数
の
人
々
の
中
か
ら

お
互
い
に
一
人
を
え
ら
び
て

人
生
の
苦
楽
を
共
に
せ
ん
と
思
い
立
つ
こ
と
は

ま
こ
と
に
こ
れ

み
仏
の
導
き
に
し
て

ま
た

重
々
の
因
縁
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ

な
り

今
日
よ
り
の
ち

両
名

常
に
み
仏
を
仰
ぎ
つ
つ

自
己
を
省
み

た
が
い
に
敬
い

社
会
の
ご
恩
を
大
切
に
い
た
だ
き
な
が
ら

よ
き
家
庭
を
築
い
て
い
か
れ
ん
こ
と
を

時
に

二
〇
一
四
年
九
月
十
四
日

司
婚
者

響
流
山
勝
福
寺
住
職

釋
知
道

敬
っ
て
白
す

司
婚
の
言
葉

矢次慶和・瑞絵矢次孝行・真由美

藤谷信・風 藤谷直明・秀美

中
園
利
一
郎
・
直
子



ご
本
山
よ
り
の

お
祝
い
の
お
言
葉

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
新
し
い
命
の
誕
生
、
そ

の
お
歓
び
は
い
か
ば
か
り
か
と
思
い
ま
す
。

飲
む
こ
と
も
、
着
る
こ
と
も
、
入
浴
も
、
排
泄
も
、

何
も
で
き
な
い
あ
か
ち
ゃ
ん
で
す
が
、
元
気
な
泣
き
声

を
上
げ
て
、
た
だ
そ
こ
に
居
て
く
れ
る
だ
け
で
、
ま
わ

り
は
明
る
く
な
り
、
微
笑
み
に
あ
ふ
れ
ま
す
。

何
か
が
で
き
る
と
か
、
こ
ん
な
実
績
が
あ
る
と
か
で

は
な
く
、
た
だ
在
る
こ
と
の
ま
ぶ
し
い
輝
き
が
、
こ
の

命
を
何
と
し
て
も
守
っ
て
い
き
た
い
と
、
私
た
ち
に
勇

気
を
も
た
せ
て
く
れ
ま
す
。

思
っ
て
み
れ
ば
、
今
日
の
誕
生
ま
で
に
は
、
私
た
ち

の
想
像
の
つ
か
な
い
、
永
い
命
の
歴
史
が
あ
っ
た
の
で

す
。
お
母
さ
ん
が
た
い
へ
ん
な
病
気
の
中
で
生
み
出
さ

れ
た
命
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
母
さ
ん
の
お

な
か
の
な
か
に
い
る
間
に
お
父
さ
ん
が
戦
死
さ
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
災
害
や
飢
饉
も
あ
っ

た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
伝
え
ら
れ
た

命
の
バ
ト
ン
は
、
想
像
以
上
に
危
う
く
か
弱
い
も
の
で

す
。だ

か
ら
こ
そ
、
今
こ
こ
で
出
会
え
た
こ
と
が
、
何
よ

り
嬉
し
く
、
尊
く
、
あ
り
が
た
い
の
で
し
ょ
う
。
お
父

さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
、
お
じ
い
さ
ん
も
お
ば
あ
さ
ん
も
、

ご
自
分
の
お
年
の
年
月
、
こ
の
誕
生
を
待
っ
て
い
ら
っ

し
や
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
命
を
伝
え
支

え
た
全
て
の
歴
史
と
世
界
が
こ
の
誕
生
を
待
っ
て
い
た

の
で
す
。

そ
の
歴
史
と
世
界
を
開
い
て
き
た
の
は
、
ど
の
命
も
、

ひ
と
リ
一
人
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
、
尊
び

た
い
と
い
う
願
い
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
願
い
を
身
に
受
け
た
こ
と
に
手
を
合
わ
せ
、
こ

の
願
い
を
私
た
ち
の
課
題
と
し
て
丁
寧
に
生
き
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
度
の
誕
生
が
、
そ
う
し
た
歩

み
の
は
じ
ま
り
と
な
る
こ
と
を
念
じ
、
お
祝
い
の
念
珠

を
お
贈
り
い
た
し
ま
す
。
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初
参
り

世
間
で
は
、子
ど
も
が
生
ま
れ
て
一
カ
月
ほ

ど
す
る
と
、
「
お
宮
参
り
」
を
す
る
習
慣
が
あ
り

ま
す
が
、
お
寺
に
「
初
参
り
に
行
く
」
と
い
う
発

は

つ
ま
い

想
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

こ
の
「
お
宮
参
り
」
に
代
わ
る
も
の
が
「
初
参

り
」
で
す
。「
初
参
り
式
」
で
は
、赤
ち
ゃ
ん
と
一

緒
に
ご
家
族
が
、
ご
本
尊
の
前
で
手
を
合
わ
せ
、

仏
さ
ま
に
、か
け
が
え
の
な
い
尊
い
命
を
賜
っ
た

こ
と
を
感
謝
し
ま
す
。そ
し
て
、苦
難
の
多
い
人

生
を
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
に
し
て

生
き
て
い
く
こ
と
を
お
誓
い
申
し
ま
す
。

子
ど
も
の
誕
生
は
親
の
誕
生
で
も
あ
り
ま
す
。

か
け
が
え
の
な
い
命
の
誕
生
を
喜
び
、子
育
て

を
と
お
し
て
親
と
し
て
育
て
ら
れ
る
歩
み
が
始

ま
る
の
で
す
。

お
東
の
ご
門
徒
さ
ん
は
、
初
参
り
式
に
行
く

と
、
か
わ
い
い
念
珠
と
慶
び
の
お
言
葉
の
入
っ
た

写
真
の
よ
う
な
包
み
を
御
本
山
か
ら
頂
け
ま

す
。皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、初
参
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。
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中園健人くん

渡辺凛花ちゃん 渡辺涼音ちゃん

矢次遊凪ちゃん 矢次理恵ちゃん

佐藤佑哉くん

渡辺眞帆ちゃん 外園弥太郎くん
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向野由梅ちゃん

松本玲奈ちゃん

加藤花音ちゃん

向野鈴菜ちゃん

渡辺詩麻ちゃん

渡辺響流くん

松本友樹くん

松本奈々ちゃん


