
     

寺
に
生
ま
れ
た
と
は
言
え
、
子
供
の
頃
か
ら
お
経
も
教

え
ら
れ
な
か
っ
た
し
、行
事
に
も
参
加
し
た
こ
と
が
な
く
、

何
を
や
っ
て
い
る
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
し
、
興

味
も
な
か
っ
た
。本
堂
と
境
内
は
格
好
の
遊
び
場
だ
っ
た
。

別
院
か
ら
遠
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
得
度
考
査
を
受
け

る
ま
で（
二
十
歳
の
時
）そ
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。

受
け
て
か
ら
何
の
想
い
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
計
ら
ず
も

別
院
の
真
裏
に
縁
が
あ
る
と
は
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
。

以
来
別
院
は
身
近
な
存
在
と
な
っ
た
。 

寺
に
生
ま
れ
て
、
寺
に
入
っ
た
が
、
本
当
に
「
坊
主
」

に
な
り
た
か
っ
た
の
か
？
と
言
え
ば
違
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
何
か
し
た
か
っ
た
訳
で
も
な
い
。
何
が
で
き
る
訳
で

も
な
い
。
た
だ
流
れ
で
…
…
。 

宗
門
立
の
学
校
を
出
た
と
は
言
え
、
殆
ん
ど
勉
強
し
て

来
な
か
っ
た
。（
よ
く
卒
業
さ
せ
て
く
れ
た
も
ん
だ
）
そ
れ

が
い
き
な
り
二
十
七
歳
に
し
て
住
職
と
な
っ
て
か
ら
「
困

っ
た
」。
正
直
な
実
感
で
あ
る
。
幸
い
に
近
く
に
別
院
が
あ

っ
た
こ
と
が
救
い
だ
っ
た
。
色
々
な
研
修
会
に
参
加
し
、

お
取
り
越
し
に
も
出
仕
し
た
。（
最
初
は
嫌
々
だ
っ
た
が
）

そ
れ
な
り
に
教
学
・
儀
式
・
作
法
を
学
ん
だ
。
多
く
の
友

人
・
先
輩
・
後
輩
に
も
恵
ま
れ
た
。「
別
院
」
の
お
蔭
で
あ

る
。 

【本堂、旧御堂・書院・廊下・

同朋会館とすすを払った 】

【別院輪番・浄圓寺住職による御本尊のすす払い】 

 

 

し
か
し
、
後
悔
し
て
は
い
な
い
。
な

っ
た
こ
と
で
多
く
の
「
問
い
」
を
戴
い

た
。
そ
れ
は
「
願
い
」（
本
願
）
の
裏
返

し
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
い
ま
だ
不
勉

強
で
あ
る
。
す
ぐ
「
懈
怠
」
の
心
が
起

こ
る
。
た
だ
、
そ
の
「
問
い
」
が
解
決

す
る
ま
で
は
止
め
ら
れ
な
い
。「
信
心
と
は
、
こ
の
世
に
、

人
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
の
責
任
が
明
確
に
な
る
こ

と
だ
」
と
い
う
先
師
の
言
葉
を
胸
に
し
て
。
私
に
と
っ
て

「
別
院
」
と
は
、
そ
ん
な
「
問
い
」
を
与
え
て
く
れ
た
「
一

人
」
で
あ
る
。 

（
第
十
五
組
善
性
寺
住
職 

福
田 

学 

氏
） 

○
次
回
の
「
三
条
別
院
に
想
う
」
は
、 

上
野 

正
興 

氏
（
佐
渡
組 

專
念
寺
門
徒
）
よ
り 

ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
す 

 

■
別
院
す
す
払
い
奉
仕
研
修
を
開
催
し
ま
し
た 

去
る
十
二
月
十
八
日
三
条
別
院
す
す
払
い
奉
仕
研
修
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
前
日
（
十
七
日
）
に
は
例
年
の
よ
う
に

第
十
八
組
に
よ
る
研
修
が
行
わ
れ
、
田
沢
一
明
氏
（
第
十

九
組
明
誓
寺
）
の
講
義
が
あ
り
ま
し
た
。
十
八
日
に
は
、

三
条
別
院
有
志
の
会
と
有
縁
の
方
々
を
交
え
、
七
十
名
近

い
参
加
者
と
と
も
に
清
掃
奉
仕
を
行
い
ま
し
た
。
三
条
別

院
輪
番
と
浄
圓
寺
住
職
に
よ
る
御
本
尊
並
び
に
宗
祖
御
影

の
す
す
払
い
の
儀
式
を
終
え
た
後
、
参
加
者
は
一
年
で
た

ま
っ
た
す
す
や
埃
を
払
い
ま
し
た
。
週
末
か
ら
降
り
続
い

た
雪
で
本
堂
内
は
非
常
に
寒
か
っ
た
も
の
の
、
本
堂
・
旧

御
堂
・
書
院
と
清
掃
を
進
め
ま
し
た
。
清
掃
の
後
、
荘
厳

の
整
え
ら
れ
た
本
堂
で
、正
信
偈
を
同
朋
唱
和
し
ま
し
た
。

一
年
間
に
、
い
ろ
い
ろ
な
法
要
・
聞
法
会
が
あ
り
ま
し
た

が
、「
払
い
終
わ
る
」
と
い
う
こ
と
の
な
い
す
す
や
埃
に
教

え
ら
れ
な
が
ら
も
、
新
年
を
お
迎
え
し
た
い
所
存
で
す
。 

 

三三
条条
別別
院院
のの
ごご
案案
内内  

                

三
条
別
院
に
想
う 

 



          

■
荒
谷
同
朋
会 

御
影
巡
回
を
行
い
ま
し
た 

法
話
後
の
質
疑
応
答
で
は
、「
三
条
別
院
と
三
条
教
務
所

は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
」な
ど
、率
直
な
疑
問
が
次
々

と
挙
が
り
ま
し
た
。
懇
親
会
で
は
「
先
祖
が
三
条
別
院
ま

で
お
参
り
し
て
、
到
着
し
た
別
院
か
ら
出
し
た
手
紙
が
残

っ
て
い
る
。交
通
が
発
達
し
た
今
は
日
帰
り
が
普
通
だ
が
、

昔
は
別
院
ま
で
い
く
の
が
一
つ
の
旅
だ
っ
た
」
と
い
う
話

な
ど
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

去
る
十
二
月
九
日
、
荒
谷
（
柏
崎
市
西
山
町
）
同
朋
会

に
て
、三
条
別
院
か
ら
阿
弥
陀
如
来
の
御
影
を
お
迎
え
し
、

御
影
巡
回
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
二
十
名
近
い
参
詣
者
に
よ

り
、
同
朋
会
の
報
恩
講
を
お
勤
め
し
た
後
、
鷲
尾
輪
番
に

よ
る
法
話
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
同
朋
会
の
忘
年
会
を
兼
ね

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、二
〇
一
一
年
を
振
り
返
り
、

こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
と
親
鸞
聖
人
の
生
き
ら
れ
た
災

害
の
時
代
を
重
ね
合
わ
せ
て
語
ら
れ
ま
し
た
。 

後
述
の
ご
案
内
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

形
式
で
の
巡
回
を
受
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
別
院

ま
で
ご
相
談
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

回 

向 

願
以
此
功
徳 

 
 
 
 
 
 
 

和 

讃 

回
口 

次
第
六
首 

 
 
 
 
 
 
 

念
仏
讃 

淘
五 

 

午
前
十
時 

 

お
勤
め
（
御
命
日 

日
中
法
要
） 

■
定
例
法
話
会
の
ご
案
内 

◇
今
後
の
講
師
一
覧 

◎
今
月
の
法
話
講
師 

 
【
一
月
二
十
八
日
（
土
）】 

■
御
命
日
（
二
十
八
日
）
の
集
い 

ど
な
た
で
も
お
参
り
い
た
だ
け
ま
す
。
皆
様
の
ご
参
詣

を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。 

な
お
、
前
日
（
二
十
七
日
）
は
お
逮
夜
法
要
を
、
午
後

一
時
三
十
分
よ
り
お
勤
め
を
し
て
お
り
ま
す
。 

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
命
日
で
あ
り
ま
す
毎
月
二
十
八
日

に
、「
御
命
日
の
集
い
」を
本
堂
に
て
、日
中
法
要
と
法
話
、

そ
の
後
、
座
談
会
の
場
を
開
い
て
お
り
ま
す
。 

 

三
月 

松
澤 

孝
然 

 
氏 

（
第
十
九
組 

浄
林
寺
） 

六
月 

松
野 

祐 
  

氏 

（
第
十
三
組 

善
行
寺
） 

五
月 

武
樋 

隆
如 

氏 
（
第
十
四
組 

蓮
光
寺
） 

二
月 

鷲
尾 
幸
雄  

 
 

（
三
条
別
院
輪
番
） 

四
月 

泉 
 

智
慶 

 
氏 
（
第
二
三
組 

慶
誓
寺
） 

米
山
裕
子 

氏
（
真
宗
学
院
第
一
期
卒
業
生
） 

文
類
偈 

行
四
句
目
下 

【10月～12月まで講師を務められた風巻和人氏】 

 

毎
月
十
三
日
に
は
、「
両
度
の
命
日
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

前
門
首
の
ご
命
日
で
す
。
ま
た
、
蓮
如
上
人
も
御
文
の
中

で
、
こ
の
「
両
度
の
命
日
」
に
つ
い
て
お
書
き
に
な
ら
れ

て
い
ま
す
。（
四
帖
目
十
二
通
） 

        

※
塚
本
・
赤
沼
両
氏
に
は
、
三
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
ご
法

話
を
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

赤
沼 

義
昭 

氏（
第
十
三
組 

西
方
寺
） 

 
 

五
月
～
七
月 

 
 
 
 
 
 

塚
本 

智
光 

氏（
第
十
八
組 

等
運
寺
） 

 
 

二
月
～
四
月 

 

 

皆
様
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

 

三
条
別
院
の
一
番
古
い
建
造
物
で
あ
る
旧
御
堂
で
仏
法

に
触
れ
る
ひ
と
時
を
味
わ
い
ま
せ
ん
か
。 

◇
御
講
師 

 

◇
場 

所 

三
条
別
院 

旧
御
堂 

◇
日 

時 

毎
月
十
三
日 

 

※
八
月
、
一
月
は
除
く 

一
月 

 

休 

会 

午
後
一
時
三
十
分
よ
り
（
約
一
時
間
程
度
） 

（
二
月
は
同
朋
会
館
に
て
行
い
ま
す
） 

【江戸時代（文政年間）の三条別院】 



   

ご
門
徒
の
皆
様
を
は
じ
め
有
縁
の
方
に
ご
案
内
い
た
だ

き
、
三
条
別
院
御
影
巡
回
が
よ
り
多
く
の
方
々
の
お
念
仏

を
い
た
だ
け
る
場
と
な
る
ご
縁
と
な
り
ま
す
こ
と
を
、
願

っ
て
お
り
ま
す
。  

 

か
つ
て
三
条
別
院
の
御
影
を
お
迎
え
し
、
各
ご
門
徒
の

お
宅
で
聞
法
会
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
時
代
の
流
れ
や
、
世
代
の
交
代
で
今
で
は
数
え
る
ほ

ど
し
か
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

同
朋
会
館
に
宿
泊
さ
れ
る
方
は
、
同
朋
会
館
一
階 

事

務
所
に
ご
ざ
い
ま
す
宿
泊
者
帳
に
記
帳
し
て
い
た
だ
き
、

シ
ー
ツ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代
と
し
ま
し
て
、
五
〇
〇
円
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。 

■
三
条
別
院
巡
回
に
つ
い
て 

■
同
朋
会
館
に
宿
泊
さ
れ
る
方
へ
お
願
い 

ま
た
、
翌
朝
七
時
よ
り
本
堂
に
て
晨
朝
が
勤
ま
り
ま
す

の
で
、
お
参
り
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

■ 

年
末
年
始
の
開
閉
門
時
間
変
更
の
お
知
ら
せ 

年
末
年
始
（
十
二
月
二
九
～
一
月
五
日
）
の
開
門
・
閉

門
時
間
時
間
に
つ
き
ま
し
て 

開
門
：
午
前
六
時
三
〇
分 

閉
門
：
午
後
三
時 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 

※
曜
日
・
時
間
等
は
昼
夜
問
わ
ず
、
皆
様
の
お
仕
事
の
後

な
ど
ご
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

  

◇
◇
編
集
後
記
◇
◇ 

■
三
条
別
院
非
常
勤
嘱
託
募
集
に
つ
い
て 

全
寺
院
に
既
に
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
非
常
勤

嘱
託
を
、
随
時
募
集
い
た
し
ま
す
。
詳
細
・
履
歴
書
に
つ

き
ま
し
て
は
、
当
別
院
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

一
、
募
集
人
数 

若
干
人 

三
、
職
種 

列
座
業
務 

六
、
応
募
資
格 

①
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶 

②
儀
式
・
声

明
を
学
ぶ
意
欲
が
あ
る
者 

五
、
任
期 

１
年 

但
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い 

二
、
勤
務
先 

真
宗
大
谷
派
三
条
別
院 

四
、
勤
務
時
間 

月
１
５
日
程
度 

平
常
午
前
６
時
か
ら

８
時
ま
で 

諸
法
要
及
び
土
日
祝
日
に
出
勤
の
場
合

（
月
１
回
程
度
）
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。 

七
、
そ
の
他 

定
員
に
な
り
次
第
、
終
了
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す 

 

私
が
小
、
中
学
生
の
頃
ま
で
は
元
旦
と
い
う
と
、
午
前

一
時
頃
に
な
る
と
決
ま
っ
た
ご
門
徒
さ
ん
が
お
寺
に
お
参

り
に
来
た
も
の
で
し
た
。
自
坊
は
梵
鐘
が
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
割
と
ゆ
っ
た
り
の
ん
び
り
し
た
も
の
で
し
た
が
、
そ

れ
で
も
一
時
頃
に
な
る
と
ポ
ロ
ポ
ロ
と
人
が
や
っ
て
く
る
。

当
時
は
庫
裡
が
建
て
替
え
ら
れ
る
前
で
あ
り
、
庫
裡
の
真

ん
中
に
は
囲
炉
裏
が
あ
り
、
酒
を
温
め
、
身
を
寄
せ
合
い

な
が
ら
新
年
の
挨
拶
を
済
ま
せ
、
寺
の
こ
と
、
身
の
回
り

の
こ
と
。
様
々
な
お
話
し
を
ご
門
徒
さ
ん
と
し
た
。
そ
ん

な
光
景
を
覚
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
祖
父
と
一
緒
に
ご

門
徒
さ
ん
を
待
っ
て
い
る
間
も
良
い
時
間
で
、
そ
の
囲
炉

裏
の
あ
る
場
は
貴
重
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場
で
あ
っ
た

気
が
し
ま
す
。 

 

忘
れ
ら
れ
な
い
お
正
月
の
光
景
。
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う

に
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

 

今
は
ど
う
か
と
言
い
ま
す
と
、
時
間
は
朝
に
移
っ
た
も

の
の
、
か
わ
ら
ず
お
参
り
が
あ
る
こ
と
は
有
り
難
い
と
思

う
の
で
す
が
、
そ
の
囲
炉
裏
の
火
を
囲
む
光
景
が
忘
れ
ら

れ
ず
、
い
つ
か
設
置
で
き
な
い
も
の
か
と
野
望
を
持
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。 

（
松
浦
）  


