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「
懺
悔
す
れ
ば
心
が
磨
か
れ
る
」
と
あ
る

人
に
申
し
ま
す
と
「
わ
し
は
何
に
も
人
に
迷

惑
を
掛
け
る
よ
う
な
悪
い
こ
と
を
し
て
は
い

な
い
、
だ
か
ら
懺
悔
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
覚
え
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
あ
り

ま
し
た
。

仏
道
で
言
わ
れ
る
罪
過

ざ
い

か

と
い
う
の
は
、
人

に
迷
惑
を
掛
け
た
と
か
、
事
物
に
対
照
し
て

善
悪
・
罪
過
を
申
す
の
で
は
な
く
。

人
間
の
本
性
と
し

て
あ
る
自
己
中
心
の

貪む
さ
ぼ

り
や
嫉
妬

し

っ

と

と
か
妬ね

た

み
と
い
う
愚お

ろ

か
さ
、

怒い
か

り
な
ど
か
ら
起
こ

る
、
己
が
気
づ
か
な

い
内
に
知
ら
ず
、
知

ら
ず
犯
す
罪
過
を
言

う
の
で
す
。

私
は
古
希
を
す
ぎ
て
又
住
職
引
退
を
前
に
し

て
、
こ
れ
ま
で
過
ご
し
て
き
た
人
生
を
つ
く

づ
く
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

人
間
と
し
て
御
仏
の
御
命
を
授
か
り
な
が

ら
疎

お
ろ
そ

か
な
生
き
方
を
し
て
は
来
な
か
っ
た
か
。

三
児
の
親
と
し
て
そ
の
役
割
は
こ
れ
で
良
か

っ
た
の
か
、
子
供
や
孫
達
の
わ
が
ま
ま
な
一

面
を
見
る
と
。
私
の
最
大
の
欠
点
の
遺
伝
子

ば
か
り
が
目
に
付
き
ま
す
。

四
十
七
年
前
、
住
職
し
た
と
き
は
ど
ち
ら

に
向
い
て
踏
み
出
せ
ば
い
い
の
か
暗
中
模
索

で
し
た
。

た
だ
ひ
た
す
ら
日
々
仏
道
は
如
何
に
、
お

寺
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
、
な
ど
と
自
ら
に

問
い
か
け
て
い
る
内
に
、
四
十
七
年
が
過
ぎ
、

自
分
で
は
大
き
な
寺
と
か
、
小
さ
い
寺
と
か

考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
様
が
禅

昌
寺
は
大
き
い
と
お
っ
し
ゃ
る
。

い
ま
率
直
に
思
う
こ
と
は
「
こ
れ
で
良
か

っ
た
の
か
な
、
後
世
に
大
変
な
負
担
を
負
わ

せ
る
物
を
残
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」

と
回
顧
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
の
都
度
思
う
こ
と
は
奈
良
や
京
都
・
鎌

倉
な
ど
の
荘
厳
な
甍

い
ら
か

を
思
え
ば
「
よ
く
ぞ
護

持
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
な
」
と
感
心
す
る
ば

か
り
で
す
。

大
寺
院
と
言
わ
れ
る
伽
藍
が
ど
ん
な
に
立

派
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
で
営
ま
れ
る
信

仰
・
仏
道
と
い
っ
た
僧
伽

さ
ん

が

（
仏
道
修
行
の
仲

間
集
団
を
言
う
）
の
営
み
が
問
わ
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
自
分
の
命
と
し
て
の
肉
体
と

い
う
伽
藍

が

ら
ん

が
如
何
に
頑
丈
で
長
命
で
あ
っ
て

も
、
我
見
我
慢
に
満
ち
た
人
間
で
あ
っ
て
は
、

自
然
や
環
境
、
人
を
生
か
す
こ
と
も
お
ろ
か
、

授
か
っ
て
い
る
己
の
命
を
活
か
す
こ
と
す
ら

出
来
な
い
で
一
生
を
過
ご
し
て
し
ま
う
こ
と

を
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

例
え
愚
か
で
過
ち
多
く
す
ご
す
人
間
で
あ

っ
て
も
、
懺
悔
に
よ
っ
て
仏
道
に
（
真
実
の

姿
に
）
出
会
い
目
覚
め
る
こ
と
が
出
来
た
と

き
「
諸
仏
諸
祖
は
過
去
の
愚
か
さ
を
お
許
し

下
さ
り
、
懺
悔
の
功
徳
は
御
仏
の
お
慈
悲
と

な
っ
て
天
地
と
我
と
が
同
時
に
活
か
さ
れ
る

姿
が
現
れ
る
」
と
申
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。

そ
れ
こ
そ
南
無
帰
依
仏
・
南
無
帰
依
法
・

南
無
帰
依
僧
の
世
界
な
の
で
す
。

其そ

の
大
旨

だ

い

し

は
、
願
わ
く
は
我
れ
設た

と

ひ
過
去

か

こ

の

悪
業

あ
く
ご
う

多お
お

く
重か

さ

な
り
て
障
道

し
ょ
う
ど
う

の
因
縁

い
ん
ね
ん

あ
り
と
も
、

仏
道

ぶ
つ
ど
う

に
因よ

り
て
得
道

と
く
ど
う

せ
り
し
諸
仏

し
ょ
ぶ
つ

諸
祖

し
ょ

そ

我
を

愍あ
わ
れ

み
て
業
累

ご
う
る
い

を
解
脱

げ

だ

つ

せ
し
め
、
学
道

が
く
ど
う

障さ
わ

り
無な

か
ら
し
め
、
其
の
功
徳

く

ど
く

法
門

ほ
う
も
ん

普あ
ま

ね
く
無
尽

む

じ
ん

法
界

ほ
っ
か
い

に
充
満
彌
綸

じ
ゅ
う
ま
ん

み

り
ん

せ
ら
ん
、
哀あ

わ

れ
み
を
我わ

れ

に

分
布

ぶ

ん

ぷ

す
べ
し
、
仏
祖

ぶ

っ

そ

の
往
昔

お
う
し
ゃ
く

は
吾わ

れ

等ら

な
り
、

吾
等

わ
れ
な
ど

が
当
来

と
う
ら
い

は
仏

ほ
と
け

祖そ

な
ら
ん
。

修
証
義

第
九
節

懺
悔

さ
ん

げ

す
れ
ば
心
が
磨
か
れ
る

禅
昌
寺
住
職
　
横
山

正
賢
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檀
信
徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

気
持
ち
の
良
い
陽
春
の
日
々
を
如
何
お
過

ご
し
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
三
月
末
日
を

も
っ
て
海
外
赴
任
の
任
期
を
満
了
し
、
す

べ
て
引
き
上
げ
て
帰
郷
し
ま
し
た
。
現
在

は
、
禅
昌
寺
二
十
四
世
継
承
の
準
備
に
専

念
す
る
べ
く
気
持
ち
を
新
た
に
日
々
精
進

い
た
し
て
お
り
ま
す
。
同
時
に
責
任
の
重

さ
と
、
皆
様
の
ご
支
援
ご
協
力
の
有
り
難

さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

一
般
的
に
寺
院
の
住
職
継
承
時
に
は
、

伽
藍
の
傷
ん
だ
箇
所
の
修
復
や
必
要
と
さ

れ
る
建
物
の
建
築
な
ど
記
念
事
業
が
伴
い

ま
す
。

京
都
や
奈
良
・
鎌
倉
等
日
本
全
国
に
見

ら
れ
る
立
派
な
伽
藍
が
今
日
あ
り
ま
す
の

も
同
様
に
代
々
檀
信
徒
の
方
々
の
浄
財
で

維
持
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
先
代
住
職
の
退
董
式
（
退
任
式
）

と
新
命
住
職
の
晋
山
式
（
正
式
に
住
職
と

な
り
、
大
和
尚
と
な
る
た
め
の
力
量
を
示

す
儀
式
）
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
継

承
事
業
や
法
要
に
は
、
多
額
の
経
費
も
必

要
と
な
り
、
皆
様
に
ご
負
担
を
お
掛
け
し

て
い
る
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
時
に
は
、
寺
院
の
僧
侶
と

檀
信
徒
が
様
々
な
形
で
責
任
と
負
担
を
共

有
し
、
各
々
の
思
い
や
気
持
ち
、
苦
悩
が

滲
み
出
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
の
浄

財
を
戴
き
ま
し
て
、
記
念
事
業
も
順
調
に

進
捗
し
て
い
ま
す
。
毎
日
出
入
り
す
る
業

者
の
方
々
の
生
き
生
き
と
し
た
仕
事
ぶ
り
、

そ
し
て
新
た
な
気
持
ち
で
臨
む
私
の
読
経
、

そ
れ
ら
の
全
て
を
ひ
っ
く
る
め
二
十
四
世

の
継
承
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
私
個
人
が
一
人
で
継
承
す
る

の
で
は
な
く
、
禅
昌
寺
に
ご
縁
の
あ
る
全

て
の
方
々
が
、
お
釈
迦
様
に
導
か
れ
共
に

継
承
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

二
十
四
世
を
全
う
し
た
と
き
、
皆
様
と
共

に
築
い
た
二
十
四
代
の
禅
昌
寺
が
長
い
歴

史
の
一
齣
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
く
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
も
含
め
各
々
思
い
の
丈
も
あ
る
こ
と

か
と
は
存
じ
ま
す
が
、
そ
の
全
て
を
引
き

受
け
て
、
若
輩
者
で
は
あ
り
ま
す
が
前
向

き
に
努
力
し
皆
様
と
共
に
歩
ん
で
参
り
た

く
存
じ
ま
す
。

副
住
職

横
山

泰
賢
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春
の
日
差
し
が
暖
か
く
注
ぎ
禅
昌
寺
の
梅

も
満
開
の
三
月
十
五
日
の
彼
岸
法
要
に
は
、

約
百
七
十
名
の
壇
信
徒
の
参
拝
が
あ
り
ま
し

た
。
引
き
続
い
て
行
わ
れ
た
護
持
会
総
会
で

は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
の
日
光
山
禅
昌
寺

第
二
十
三
世
禅
峰
正
賢
師
の
退
董
式
（
引
退

式
）、
第
二
十
四
世
明
道
泰
賢
師
の
晋
山
式

（
就
任
式
）
記
念
事
業
の
「
奉
賛
会
」「
事
業

計
画
」「
予
算
案
」
等
の
報
告
が
あ
り
ま
し

た
通
り
、
昨
年
の
総
会
で
壇
信
徒
の
皆
様
に

記
念
事
業
に
掛
か
る
経
費
と
し
て
、
事
業
計

画
総
額
六
千
万
円
の
う
ち
、
耐
震
構
造
改
築

並
び
に
蔵
の
新
築
、
事
務
所
の
改
修
・
屋
根

瓦
の
修
理
等
に
か
か
る
四
千
万
円
の
ご
寄
付

を
お
願
い
し
、
八
月
に
企
画
書
を
送
付
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

皆
様
の
禅
昌
寺
を
護
持
す
る
強
き
熱
い

気
持
に
よ
り
一
年
後
の
今
年
三
月
に
、
四

千
万
円
を
上
回
る
申
し
込
み
を
い
た
だ
き
、

約
三
千
五
百
万
円
の
入
金
が
あ
り
ま
し
た
。

ご
協
力
に
対
し
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
後
は
、
皆
様
か
ら
お
預
か
り
し
ま
し

た
浄
財
を
基
に
平
成
二
十
二
年
の
記
念
事

業
に
向
け
て
本
格
的
に
諸
準
備
を
進
め
て

参
り
ま
す
。

記
念
事
業
と
し
ま
し
て
は
、
道
場
の
耐

震
強
度
が
基
準
値
以
下
で
早
急
に
補
強
工

事
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
祭

壇
を
設
け
た
大
広
間
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し

て
新
し
く
「
壇
信
徒
会
館
」
と
し
て
生
ま

れ
変
わ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
本
堂
前
庭
に
ベ
ン
チ
を
兼
ね
た

石
積
み
の
花
壇
を
設
置
し
、
車
庫
・
倉
庫
、

屋
根
補
修
・
外
漆
喰
塗
り
替
え
工
事
等
も

四
月
中
に
は
終
了
し
、
そ
の
後
に
事
務
所

改
修
等
の
工
事
に
掛
か
り
ま
す
。

当
初

予
定
し
て
い
た
予
算
よ
り
追
加
工
事
費
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
範
囲
内
に
収
め

る
べ
く
努
力
し
て
い
ま
す
。

新
装
な
っ
た
壇
信
徒
会
館
を
仏
事
・
法

事
の
ほ
か
多
目
的
に
皆
様
と
共
に
有
効
に

活
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ご
意
見
ご
要
望
等
あ
り
ま
し
た
ら
お
寺
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

最
近
は
家
族
葬
を
営
ま
れ
る
方
が
増
え

佐
伯
区

原

一
彦

壇信徒会館より本堂・庫裡を臨む。

改修工事の終わった壇信徒会館。
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女
性
ば
か
り
の
会
合
で
、
あ
る
温
泉
宿

に
泊
り
が
け
で
出
か
け
た
時
の
こ
と
で
す
。
お

風
呂
の
後
の
夕
食
が
済
ん
で
み
ん
な
く
つ
ろ
い

で
い
る
時
、
数
年
前
に
離
婚
な
さ
っ
た
Ａ
婦
人

が
、
そ
の
時
の
悔く

や

し
さ
や
ご
主
人
へ
の
恨
み
を

い
つ
終
る
と
も
な
く
し
ゃ
べ
り
続
け
ま
す
。

最
初
の
う
ち
は
Ａ
婦
人
の
お
話
に
あ
い
づ
ち

を
打
っ
た
り
し
て
耳
を
傾
け
て
い
た
の
で
す
が
、

や
が
て
”済
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
く
ど
く
ど

と
繰
り
返
し
て
も
し
ょ
う
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

の
“
と
い
う
顔
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
Ａ
婦
人
は
、
そ
こ
に
居
あ
わ
せ
た

人
々
が
ど
ん
な
思
い
で
自
分
の
繰く

り
言ご

と

に
付
き

合
っ
て
く
れ
て
い
る
の
か
ま
で
、
心
を
運
ぶ
ゆ

と
り
が
あ
り
ま
せ
ん
…
…
…
。

あ
な
た
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
私
自
身
に
も

思
い
あ
た
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
を
良
寛
さ
ま
は

戒い
ま
し
め
て
い
る
の
で
す
。

一
、
か
え
ら
ぬ
こ
と
を
幾
度

い

く

ど

も
言
う

一
、
人
の
い
や
が
る
も
知
ら
ず
長
話

こ
の
人
に
言
う
べ
き
事
を
、

あ
の
人
に
言
う
の
は
ダ
メ

同
じ
『
戒
語

か

い

ご

』
の
な
か
で
良
寛
さ
ま
は
、「
人

の
物
言
い
切
ら
ぬ
う
ち
に
物
言
う
」
こ
と
も
戒

め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
頭

青
山

俊
董

て
き
ま
し
た
。
お
寺
で
の
法
要
は
落
ち
着

い
て
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
、
宿
泊
・
食
事

等
の
手
配
も
出
来
ま
す
。

葬
祭
業
者
の
ご
協
力
を
戴
い
て
、
禅
昌

寺
護
持
会
員
用
の
料
金
を
安
価
に
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
仏
事
・
法
事
・
結
婚
式
・

披
露
宴
等
に
は
檀
信
徒
会
館
を
ご
利
用
さ

れ
る
よ
う
お
勧
め
し
ま
す
。

正
賢
方
丈
さ
ん
は
、
昭
和
三
十
七
年
入
山

以
来
四
十
七
年
間
　
薬
研
堀
か
ら
戸
坂
町
へ

と
お
寺
の
復
興
・
再
興
に
幾
多
の
苦
難
を
乗

り
越
え
て
広
島
県
下
で
も
有
数
の
格
調
高
い

曹
洞
宗
寺
院
と
し
て
拡
大
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

泰
賢
副
住
職
は
、
大
本
山
永
平
寺
で
三

年
余
り
の
修
行
を
さ
れ
、
宗
門
の
海
外
布

教
活
動
の
派
遣
で
十
六
年
間
に
渡
り
ア
メ

リ
カ
・
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
等
外
国
生

活
を
経
験
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
を

外
か
ら
見
る
・
見
た
視
点
で
、
禅
昌
寺
が

益
々
開
か
れ
た
寺
と
な
り
日
本
古
来
の
良

き
伝
統
を
重
ん
じ
国
際
的
な
活
動
も
取
り

入
れ
て
、
こ
れ
か
ら
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
住
職
に
な
ら
れ
る
と

確
信
し
て
い
ま
す
。

禅
昌
寺
が
広
島
市
薬
研
堀
町
に
建
立
さ
れ

て
三
九
五
年
の
節
目
の
年
（
平
成
二
十
二
年
）

に
、
退
董
・
晋
山
式
の
記
念
事
業
が
執
り
行

わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
私
達
の
菩
提
寺

禅
昌
寺
を
皆
様
と
共
に
護
り
支
え
合
っ
て

益
々
発
展
す
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

合
掌

平
成
二
十
年
三
月
吉
日
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そ
れ
で
は
、
つ
け
っ
ぱ
な
し
の
ラ
ジ
オ
の
よ

う
に
切
れ
目
な
く
し
ゃ
べ
り
続
け
る
人
に
対
し

て
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
は
礼
儀
を
も
っ
て
対
処
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。

「
お
話
を
途
中
で
折
っ
て
ご
め
ん
な
さ
い
」
と

必
ず
前
置
き
し
て
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
ま
で
よ
り

も
明
る
い
話
題
に
切
り
替
え
る
の
で
す
。
た
と

え
ば
、
離
婚
し
た
Ａ
婦
人
に
は
、

「
ま
だ
お
若
い
の
に
、
再
婚
の
お
話
は
な
い
の
」

な
ど
と
。

つ
い
で
で
す
け
れ
ど
「
夫
婦
ゲ
ン
カ
は
犬
も

食
わ
な
い
」
と
昔
か
ら
い
い
ま
す
ね
。
夫
婦
、

恋
人
同
士
の
い
さ
か
い
、
別
れ
話
の
相
談
な
ど

を
受
け
た
時
は
、
決
し
て
「
別
れ
て
し
ま
い
な

さ
い
よ
」
な
ど
と
軽
は
ず
み
な
答
え
を
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
。

後
で
仲
直
り
を
し
た
お
二
人
か
ら
、

「
あ
の
人
は
別
れ
ろ
と
言
っ
た
の
よ
」
と
嫌
わ

れ
た
り
、
別
れ
た
と
し
て
も

「
あ
な
た
の
意
見
に
従

し
た
が

っ
て
別
れ
た
か
ら
、
こ

ん
な
に
み
じ
め
な
こ
と
に
な
っ
た
の
よ
」
と

逆
恨

さ
か
う
ら

み
さ
れ
る
の
が
オ
チ
で
す
。

そ
れ
は
家
庭
内
の
嫁
・
姑

し
ゅ
う
と
めの
イ
ザ
コ
ザ
、
職

場
で
の
人
間
関
係
で
も
同
じ
こ
と
。
何
に
つ
け
、

受
け
た
相
談
ご
と
へ
の
答
え
は
、
慎
重
に
考
え

た
う
え
で
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

そ
こ
の
と
こ
ろ
を
良
寛
さ
ま
も
「
人
の
言
う

こ
と
を
よ
く
聞
き
分
け
ず
に
、
答
え
を
す
る
」

こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
、
さ
と
し
て
お
ら
れ
る

の
で
す
。
そ
し
て
社
会
に
出
て
働
い
て
い
る
今

の
女
性
た
ち
が
心
し
て
お
き
た
い
戒
語
も
あ
り

ま
す
。

一
、
人
の
器
量
の
あ
り
な
し

一
、
こ
の
人
に
言
う
べ
き
事
を
、
あ
の
人
に
言
う

器
量
と
は
容
姿
の
美
醜

び
し
ゅ
う

だ
け
で
な
く
、
人
物

の
大
き
さ
、
才
能
、
仕
事
の
で
き
る
で
き
な
い

な
ど
を
も
含
み
ま
す
。

「
あ
の
上
司
は
、
頭
が
悪
い
」「
あ
の
コ
は
仕

事
が
で
き
な
い
」
と
か
、
上
司
、
部
下
、
仲
間

の
器
量
を
ラ
ン
チ
の
時
や
飲
み
会
で
口
に
出
せ

ば
出
す
ほ
ど
、
あ
な
た
自
身
の
器
は
下
が
っ
て

ゆ
き
ま
す
。

ま
た
人
の
言
動
や
仕
事
ぶ
り
へ
の
不
平
、
批

判
を
当
事
者
に
直
接
言
わ
ず
に
、
第
三
者
に
言

っ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
が
私
た
ち
。

そ
れ
が
や
が
て
当
事
者
の
耳
に
伝
わ
っ
た

時
―
―
大
抵
の
場
合
、
あ
な
た
の
こ
と
ば
に
は

オ
マ
ケ
が
付
き
、
曲
が
っ
て
伝
わ
り
ま
す
―
―

相
手
は
、「
何
で
直
接
言
わ
な
い
ん
だ
」
と
激

し
く
怒
る
で
し
ょ
う
。

『
戒
語
』
に
あ
り
ま
す
。

一
、
い
っ
た
こ
と
は
ふ
た
た
び
か
え
ら
ず

よ
く

”前
言
取
り
消
し
“
と
か

”酔
っ
て
い

た
の
で
“
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
、
ひ
と
た
び
口

か
ら
出
て
人
の
耳
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
言
葉
は
、

ケ
シ
ゴ
ム
で
消
す
よ
う
に
消
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。相

手
が
変
わ
っ
て
も

ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い

本
当
に
人
と
人
と
の
関
係
は
、
言
葉
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、

失
言
す
る
の
が
、
私
た
ち
凡
夫

ぼ

ん

ぷ

―
―
普
通
の
人

間
で
す
。

一
、
か
し
ま
し
く
、
も
の
い
う

一
、
す
べ
て
言
葉
は
し
み
じ
み
言
う
べ
し

江
戸
時
代
の
名
僧
に
盤
珪

ば
ん
け
い

禅
師

ぜ

ん

じ

と
い
う
方
が

い
ま
し
た
。
こ
の
禅
師
を
慕し

た

う
盲
目
の
人
が
、

禅
師
の
こ
と
を
語
っ
た
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
お

り
ま
す
。

「
人
が
他
人
に
祝
い
事
で

”お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
“
”よ
か
っ
た
で
す
ね
“
と
言
う
の
を

聞
い
て
い
る
と
、
必
ず

”う
ら
や
ま
し
い
“
と

言
う
響
き
が
あ
り
、
反
対
に
悲
し
い
こ
と
が
あ

っ
て
、

”お
気
の
毒
に
、
気
を
落
さ
な
い
で
ね
“

と
お
悔く

や

み
や
な
ぐ
さ
め
を
言
う
の
を
聞
い
て
い

る
と

”私
で
な
く
て
よ
か
っ
た
“
と
い
う
響
き

が
あ
る
。
人
情
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
盤
珪
さ
ま
は
違
う
。
相
手
が
ど
の
よ

う
な
人
で
あ
ろ
う
と
、
ま
っ
た
く
変
わ
ら
ず
、

な
ご
や
か
に
語
り
、
よ
ろ
こ
び
や
悲
し
み
の
す

べ
て
を
、
そ
の
人
と
一
緒
に
な
っ
て
受
け
止
め

て
お
ら
れ
る
」

こ
の
方
は
目
が
不
自
由
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
が

ゆ
え
に
こ
そ
、
何
気
な
い
言
葉
の
奥
に
ひ
そ
む

人
の
心
を
鋭
敏

え
い
び
ん

に
感
じ
と
れ
て
し
ま
う
の
で
し

ょ
う
ね
。

こ
の
鋭
敏
な
感
性
に
ハ
ッ
と
す
る
と
同
時
に
、

私
は
自
分
の
口
に
す
る
言
葉
の
響
き
に
、
改
め

て
耳
を
か
た
む
け
た
こ
と
で
す
。
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

◆
行
事
報
告
◆（
一
月
〜
三
月
）

「方丈専用E-mail：zenshoji@hicat.ne.jp 」

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。

員
百
五
十
人
に
な
り
次
第
締
め
切
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

●

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

・
七
月
二
十
七
日
（
日
）

午
前
九
時
半
よ
り
十
一
時
半
終
了
の
予

定
、
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
と
ご
一
緒

に
ご
参
加
下
さ
い
。

こ
の
行
事
を
始
め
て
今
年
で
十
年
に
な
り

ま
す
。
皆
出
席
の
お
方
も
お
ら
れ
ま
す
。

暮
れ
の
大
掃
除
の
折
に
は
何
か
記
念
行
事

を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

■
毎
月
定
例
行
事

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
　
第
二
又
は
第
四
金
曜
日
の

予
定
　
午
後
一
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ
も

り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招

い
て
練
習
　
昼
ま
で

※
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講
師

の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
初
め

て
参
加
さ

れ
る
方
は
、

お
寺
に
電

話
に
て
ご

確
認
下
さ

い
。

◆
行
事
案
内
◆（
四
月
〜
六
月
）

●

檀
信
徒
交
流
懇
親
会
＆
コ
ン
サ
ー
ト

・
五
月
五
日
（
月
）

ピ
ア
ノ
伊
藤
優
さ
ん
・
バ
イ
オ
リ
ン

佐
田
大
陸
さ
ん
を
お
招
き
し
て
演
奏
者

の
息
が
伝
わ
っ
て
く
る
距
離
の
生
演
奏

は
皆
さ
ん
感
動
を
覚
え
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
ご
家
族
お
揃
い
で
ご
参
加
下
さ
い
。

お
申
し
込
み
は
電
話
で
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
但
し
懇
親
会
へ
の
ご
参
加
は
定

■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
五
時
十
分
〜
五
時
五
十
分

ま
で

●

水
曜
坐
禅
会

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
　

終
了
八
時
半

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会

終
了
三
時
（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅

の
後
、
写
経
･
茶
話
会
）

↑仏事・法事のほか多目的に利用できるように
なった壇信徒会館大広間。

←少人数の会食や控え室としても利用できる
壇信徒会館内部。

●

平
成
二
十
年
元
旦

新
年
ご
祈
祷
法
要
悪
天
候
の
影
響
か
参

加
者
例
年
に
比
べ
少
し
寂
し
か
っ
た
。

・
新
春
坐
禅
会
例
年
通
り

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

三
月
一
日
（
土
）

相
変
わ
ら
ず
老
若
男
女
多
数
の
ご
参
加

で
盛
況
で
し
た
。

●

彼
岸
法
要
・
護
持
会
総
会

三
月
十
五
日
（
土
）

お
彼
岸
法
要
は
今
年
よ
り
法
要
前
に
御

詠
歌
同
好
会
の
皆
様
の
「
御
和
讃
」
奉

詠
と
法
要
解
説
が
付
き
今
ま
で
に
な
か

っ
た
厳
か
な
法
要
だ
っ
た
と
ご
好
評
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

又
檀
信
徒
会
館
が
改
築
な
り
、
お
披
露

目
の
会
と
も
な
り
参
加
者
多
数
。
模
擬

葬
祭
の
祭
壇
も
設
え
ら
れ
、
厳
か
な
雰

囲
気
を
皆
さ
ん
お
喜
び
下
さ
っ
た
。

●

虚
勢
も
希
望
も
あ
ら
ざ
る
今
日
の
わ
れ
は

甕か
め

に
落
ち
た
る
「
漱
石
の
猫
」

●

庭
隅
に
盛
り
過
ぎ
た
る
菊
あ
ま
た

黄
の
色
失
せ
て
枯
れ
色
と
な
る

東
区
　
矢
野

淑
子

●

い
か
さ
れ
て
い
る
と
一
声
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ

●

生
き
生
き
と
天
地
一
杯
草
木
萌
え

禅
峰

●

春
の
川
流
る
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
べ
り

●

猫
柳
だ
け
が
知
っ
て
る
川
の
黙

●

春
の
鳶
生
死
委
ね
し
風
に
舞
ふ

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

●

出
揃
ひ
て
朱
を
ち
り
ば
め
し
牡
丹
の
芽

●

母
の
味
姉
妹
の
絆
お
で
ん
鍋

●

物
憂
げ
な
瞳
を
向
け
し
孕
鹿

東
区
　
青
笹
　
俊
枝

●

白
木
蓮
今
ひ
ら
か
む
と
し
づ
か
な
り

●

千
の
風
信
じ
安
堵
す
四
月
馬
鹿

東
区
　
河
野
　
貞
女

短
歌

俳
句

「御詠歌の会」新年会


