
昨
年
、
七
月
の
お
盆
が
終

わ
っ
た
十
七
日
、
不
注
意
で

寺
の
庫
裏
の
階
段
か
ら
足
を

踏
み
外
し
、
腰
を
し
た
た
か

に
打
っ
て
し
ま
い
「
第
三
腰

椎
の
破
裂
骨
折
」
の
診
断
で

し
た
。
翌
四
月
に
保
育
所
の

開
設
、
新
制
度
へ
の
対
応
も

控
え
て
い
た
の
で
、
何
と
か

し
て
最
初
の
予
定
通
り
に
挙

行
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
コ
ル
セ
ッ
ト
を
着

け
た
状
態
で
は
五
体
投
地
の

お
拝
も
で
き
な
い
、
近
隣
の

方
丈
様
方
の
都
合
も
つ
か
な

い
、
何
よ
り
私
自
身
の
細
か

い
準
備
が
殆
ど
で
き
て
い
な

い
現
実
を
前
に
、
一
年
の
延

期
を
決
定
し
ま
し
た
。
幸
い
、

腰
の
回
復
も
順
調
で
す
し
、

無
事
に
保
育
所
も
開
設
で
き

ま
し
た
。
新
し
い
制
度
の
施

行
は
、
平
成
二
十
七
年
度

か
ら
で
、
問
題
は
山
積
で

す
が
、
浄
国
寺
の
住
職
と

し
て
、
や
る
べ
き
事
は
き
ち

ん
と
す
ま
せ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
禅
僧
に
と
っ
て
は

大
切
な
儀
式
で
す
。
壇
信
徒

の
皆
様
に
も
是
非
ご
覧
戴
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

前
に
も
一
度
触
れ
ま
し
た
が
、

再
度
晋
山
式
の
内
容
を
説
明
致
し

ま
す
。

お
寺
は
本
来
、
住
職
の
も
の

で
は
な
く
、
壇
信
徒
の
皆
様

の
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
寺

を
護
る
為
の
色
々
な
お
世
話

の
役
を
務
め
る
の
が
檀
家
総

代
の
方
々
で
す
。
住
職
は
、

総
代
の
方
々
に
よ
っ
て
、
自

分
達
の
お
寺
に
ふ
さ
わ
し
い

住
職
僧
侶
と
し
て
選
任
さ
れ
、

寺
に
招
か
れ
て
就
任
し
ま
す
。

選
ば
れ
た
僧
侶
は
、
そ
の
寺

に
出
向
き
、
壇
信
徒
の
方
々
、

御
開
山
と
歴
代
住
職
に
挨
拶

を
し
て
、
住
職
就
任
の
決
意

表
明
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
が

晋
山
式
で
す
。
お
寺
は
元
々

山
に
建
て
ら
れ
る
事
が
多
く

各
お
寺
に
は
山
号
が
あ
り
ま

す
（
例

比
叡
山
延
暦
寺
、
成
田

山
新
勝
寺
、
高
野
山
金
剛
峯
寺
等
）
。

当
寺
の
場
合
は
本
覚
山
と
い

う
山
号
で
す
。
そ
の
山
に
晋す

す

む
の
で
晋
山
式
と
言
い
ま
す
。

晋
山
結
制
の
流
れ

当

日

の

朝

、

近

所

の

安
下
処
と
呼
ば
れ
る
檀
家
総

あ

ん

げ

し

ょ

代
の
家
に
到
着
し
、
旅
装
束

を
解
き
正
式
な
法
衣
に
着
替

え
ま
す
（
当
寺
の
場
合
は
、

メ
モ
リ
ア
ル
ホ
ー
ル
高
平
に

場
所
を
お
借
り
し
ま
し
た
）
。

そ
れ
か
ら
世
話
人
や
侍
者
を

お
供
に
、
寺
の
山
門
ま
で
大

番
傘
を
掲
げ
て
稚
児
行
列
を

行
い
ま
す
。
山
門
に
て
、
香

を
焚
き
法
語
を
述
べ
て
、
い

よ
い
よ
本
堂
に
入
り
ま
す
。

ご
本
尊
、
御
開
山
住
職
、
歴

代
住
職
に
ご
挨
拶
を
し
て
、

方
丈
の
間
（
住
職
の
居
室
）

に
移
り
、
住
職
の
任
命
手
続

き
を
行
い
ま
す
（
こ
こ
ま
で

が
、
厳
密
な
意
味
で
の
晋
山

式
で
す
）
。

晋
山
開
堂

新
た
に
任
命
さ
れ
た
住
職

が
、
こ
の
寺
の
本
堂
を
仏
道

修
行
の
場
所
と
し
て
開
く
儀

式
で
す
。
方
丈
を
出
て
、
改

め
て
本
堂
に
出
向
き
ま
す
。

入
堂
後
、
新
命
住
職
は
本
尊

様
が
祀
っ
て
あ
る
須

弥
壇
上
に
登
壇
し
ま

す
。
こ
の
時
、
祀
っ

て
あ
る
お
釈
迦
様
を

幕
で
覆
い
、
新
命
住

職
は
壇
上
で
、
こ
の

寺
の
住
職
と
し
て
の

決
意
の
言
葉
を
表
明

し
、
歴
代
の
住
職
方

に
挨
拶
す
る
と
共
に
、

住
職
と
し
て
の
力
量

を
備
え
て
い
る
か
ど

う
か
判
断
し
て
頂
く

為
に
他
寺
の
僧
侶
か

ら
の
問
答
を
受
け
ま

す
。
問
答
を
終
え
た
住
職
は
、

自
分
な
り
の
布
教
方
針
を
述

べ
、
御
礼
を
言
っ
た
後
、
壇

上
か
ら
降
り
ま
す
。
代
表
の

僧
侶
か
ら
の
お
祝
い
の
言
葉

を
頂
戴
し
、
本
堂
か
ら
退
堂

し
ま
す
。
こ
こ
ま
で
が
晋
山

開
堂
の
式
で
す
。

首
座
法
戦
式

し

ゅ

そ

ほ
っ
せ
ん
し
き

住
職
と
し
て
就
任
し
た
か

ら
に
は
、
そ
の
日
か
ら
改
め

て
修
行
の
日
々
に
入
り
直
し

ま
す
（
こ
れ
を
結
制
と
呼
び

ま
す
）
。
こ
の
時
に
、
一
緒

に
修
行
を
し
て
く
れ
る
若
い

雲
水
（
修
行
中
の
僧
侶
）
の

長
老
＝
代
表
者
も
修
行
者
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
特
別
な
修

行
に
入
り
ま
す
。
こ
の
修
行

僧
の
リ
ー
ダ
ー
を
首
座
と
呼

し

ゅ

そ

び
ま
す
。
首
座
の
力
量
と
意
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浄
国
寺
晋
山
結
制
を

挙
行
致
し
ま
す
（今
度
こ
そ
）
。

浄
国
寺
第
八
世
住
職
晋
山
結
制

日
時

平
成
二
十
六
年
十
一
月
九
日
（
日
）

午
前
九
時
よ
り

稚
児
行
列
出
発

新
命
住
職

晋
山
式

晋
山
開
堂

し
ん
め
い

首
座
法
戦
式
（
首
座

雲
巌
寺
徒
弟

馬
塲
英
俊
禅
兄
）

し

ゅ

そ
ほ
っ
せ
ん
し
き

檀
信
徒
総
供
養

祝
齋

お
祝
い
の
赤
飯
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
出
欠
及
び
人
数
を
同
封

の
葉
書
で
返
信
下
さ
い

延
期
の
経
緯

晋

山

式

と
は

し

ん

ざ

ん

し

き



思
表
示
を
示
す
為
に
、
若
い
修

行
僧
同
士
テ
ー
マ
を
決
め
、
そ

の
問
題
に
関
し
て
の
激
し
い
問

答
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
首

座
法
戦
式
で
す
。
今
回
の
首
座

は
、
熊
本
市
松
尾
町
岩
戸
に
あ

る
雲
巌
寺
（
霊
巌
洞
や
岩
戸
観

音
で
有
名
）
の
お
弟
子
さ
ん
で

馬
場
英
俊
さ
ん
と
言
い
ま
す
。

現
在
、
新
命
住
職
以
上
に
緊
張

し
て
準
備
を
行
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。

出
家
を
す
る
時
に
行
う
得
度

式
、
首
座
と
し
て
の
法
戦
式
、

し

ゅ

そ

そ
し
て
住
職
に
な
る
晋
山
式
、

こ
の
三
つ
の
儀
式
は
曹
洞
宗
の

僧
侶
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
三

大
儀
式
で
す
。
私
は
十
五
年
前

に
管
長
よ
り
浄
国
寺
の
住
職
辞

令
を
受
け
、
法
的
に
も
浄
国
寺

の
代
表
と
し
て
登
記
も
済
ま
せ

て
お
り
ま
す
が
、
ま
だ
晋
山
結

制
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
師
匠
で
あ
る
先
代
住
職

（
父

中
山
道
全
）
の
存
命
中

に
行
う
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、

諸
々
の
事
情
も
あ
り
今
日
に
到
っ

た
事
が
残
念
で
す
。
今
回
は
、

最
後
に
報
恩
感
謝
の
意
味
も
含

め
檀
信
徒
総
供
養
を
行
い
ま
す
。

今
回
の
晋
山
式
に
あ
た
り
、

檀
家
一
件
当
た
り
一
口
い
く
ら

と
言
う
寄
付
を
御
願
い
す
る
事

は
し
て
お
り
ま
せ
ん
（
通
常
、

晋
山
式
で
は
行
わ
れ
る
ら
し
い

の
で
す
が
）
。
毎
回
、
お
話
し

し
て
い
ま
す
が
、
私
は
幼
稚
園

長
と
し
て
生
計
を
た
て
、
お
寺

へ
の
布
施
は
、
全
て
寺
の
為
に

使
う
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
五
年
ほ
ど
で
、
屋
根
の
修

理
、
床
板
の
貼
り
替
え
も
済
ま

せ
て
お
り
ま
し
た
。
今
回
の
式

の
為
に
は
、
古
く
な
っ
た
柱
巻

や
幕
等
（
五
色
幕
も
含
め
）
の

布
の
取
り
替
え
、
開
山
歴
代
住

職
の
位
牌
を
祀
る
開
山
堂
、
禅

を
中
国
に
伝
え
た
達
磨
大
師
、

仏
道
を
守
っ
て
下
さ
る
大
権
修

理
菩
薩
を
本
尊
様
で
あ
る
お
釈

迦
様
の
両
脇
に
祀
る
場
所
の
作

成
と
仏
像
の
安
置
を
行
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
も
、
本
堂
の
一
部

改
築
や
什
物
の
購
入
等
若
干
の

費
用
は
か
か
っ
て
い
ま
す
。
又
、

今
回
の
儀
式
の
挙
行
そ
の
も
の

に
も
出
費
も
か
か
り
そ
う
で
す
。

今
回
の
晋
山
式
に
当
た
り
、
寺

報
に
記
し
た
と
こ
ろ
、
お
祝
い

の
篤
志
を
御
寄
進
し
て
頂
き
ま

し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
住
職
と
し
て
、

皆
様
に
無
理
を
申
し
上
げ
る
つ

も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

浄
国
寺
は
住
職
の
物
で
な
く
、

壇
信
徒
皆
様
の
心
の
依
り
所
で

あ
り
、
先
祖
の
眠
る
場
所
で
す
。

お
布
施
は
、
僧
侶
に
対
し
て
の

報
酬
や
読
経
へ
の
謝
礼
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
布
施
と
は
見
返
り

を
期
待
す
る
こ
と
な
く
、
自
分

の
持
っ
て
い
る
力
や
財
物
、
そ

し
て
智
慧
を
供
え
る
修
行
を
意

味
す
る
言
葉
で
す
。
今
回

い

た
だ
き
ま
し
た
篤
志
は
、
晋
山

式
の
為
に
大
切
に
使
わ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
有
り
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

「
お
寺
を
少
し
で
も
身
近
に

感
じ
て
欲
し
い
、
お
寺
の
敷
居

を
低
く
し
た
い
」
と
の
思

い
か
ら
数
年
前
よ
り
「
い

ま
、
心
に
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」
と
し

て
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
ま

し
た
が
、
今
年
は
晋
山
式

挙
行
記
念
も
兼
ね
て
二
本
立
て

の
特
別
企
画
に
し
ま
し
た
。

以
前
に
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

が
、
在
家
出
身
で
、
早
稲
田
大

学
卒
業
後
に
発
心
し
て
出
家
。

永
平
寺
で
二
十
年
以
上
も
修
業

を
積
ま
れ
、
現
在
は
青
森
県
の

恐
山
で
院
代
を
務
め
ら
れ
て
い

る
南

直
哉
老
師
の
講
演
会
を

行
い
ま
す
。
老
師
は
現
在

宗

門
き
っ
て
の
論
客
で
、
宗
門
の

み
な
ら
ず
マ
ス
コ
ミ
等
で
も
大

活
躍
中
で
す
。
一
般
寺
院
で
の

講
演
は
殆
ど
で
き
な
い
状
態
で

す
が
、
私
が
聞
き
た
い
と
い
う

熱
意
で
無
理
を
言
い､

今
回
の
特

別
講
演
会
が
実
現
し
ま
し
た
。

滅
多
に
聞
け
な
い
、
仏
教
と
禅

の
深
淵
に
迫
る
お

話
し
が
聞
け
ま
す
。

入
場
は
無
料
で
す
。

是
非

多
数
の
方

に
お
出
で
戴
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
壇
信
徒
以
外

の
方
も
お
誘
い
下
さ
い
。

今
年
で
四
回
目
に
な
る
鈴
木
良

雄
氏
の
ジ
ャ
ズ
演
奏
会
で
す
。

ジ
ャ
ズ
と
言
っ
て
も
小
難

し
い
音
楽
で
な
く
、
日
本

人
の
心
の
琴
線
に
触
れ
る

よ
う
な
美
し
い
メ
ロ
デ
ィ

の
演
奏
会
で
す
。
私
の
記

念
企
画
と
言
う
事
で
、
ス
ペ
シ
ャ

ル
メ
ン
バ
ー
で
来
て
く
れ
ま
す
。

毎
年
、
続
け
て
参
加
さ
れ
る
方

も
増
え
ま
し
た
。
初
冬
の
夜
を

音
楽
三
昧
で
お
過
ご
し
下
さ
い
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、

お
寺
を
身
近
な
存
在
と
し
て

感
じ
て
下
さ
い
。
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身
辺
雑
記

こ
の
国
が
、
本
当
に
心
配
に
な
っ
て

き
た
。
国
は
、
永
続
性
が
あ
る
も
の
。

つ
ま
り
、
あ
る
程
度
長
い
ス
パ
ン
で

政
策
は
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
だ
。
し
か
し
、
こ
の
国
の
政

治
家
や
官
僚
、
マ
ス
コ
ミ
等

所
謂

国
家
権
力
に
携
わ
る
人
々
の
目
に

は
、
ま
る
で
国
は
収
益
目
的
の
営
利

企
業
と
同
じ
よ
う
に
写
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
景
気
回
復
は
大

切
だ
。
経
済
成
長
率
を
一
つ
の
数
値
目

標
に
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
国
民
は
経
済
的
な
強
者
だ
け
で
は

な
い
。
そ
し
て
、
弱
者
の
安
心
を
保
障

す
る
の
も
国
の
務
め
の
筈
だ
。
福
祉
、

医
療
、
教
育
は
決
し
て
近
視
眼
的
な
経

済
効
果
を
産
む
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
を
軽
視
す
れ
ば
、
国
の
将
来

は
危
う
く
な
る
。
集
団
的
自
衛
権
や
憲

法
論
議
も
盛
ん
だ
が
、
国
は
戦
争
や
外

交
問
題
だ
け
で
滅
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

自
滅
も
一
つ
の
亡
国
の
形
だ
。
自
分
の

上
昇
志
向
の
み
で
動
く
政
治
家
、
自
己

保
身
の
為
に
目
標
を
ク
リ
ア
ー
す
る
事

だ
け
を
至
上
命
題
に
す
る
官
僚
。
一
時

の
視
聴
率
と
受
け
狙
い
の
マ
ス
コ
ミ
。

大
き
な
声
を
出
し
た
も
の
が
作
る
世
論

（
の
よ
う
な
も
の
）
。
経
済
効
率
と
等

価
計
算
を
基
準
に
行
動
す
る
経
済
人
。

大
丈
夫
だ
ろ
う
か
？
最
も
等
価
計
算
の

成
り
立
た
な
い
世
界
。
宗
教
は
、
そ
の

典
型
だ
ろ
う
。
坐
禅
を
し
て
も
一
銭
に

も
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宗
教
は

尊
い
は
ず
だ
。

浄国寺のＨＰ joukokuji.net/

木
曜
坐
禅
会
（
初
回
要
連
絡
）

毎
週
木
曜

夜
八
時
よ
り

坐
禅
一
炷

仏
教
講
話

会
費
、会
則
一
切
な
し

お
祝
い
の
篤
志

「い
ま
、
心
に
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」晋
山
記
念

特
別
企
画

仏
教
特
別
講
演
会

南

直
哉
老
師

講
演
会

十
一
月
十
六
日
（日
）午
後
二
時

恒
例
音
楽
会
「お
寺
で
ジ
ャ
ズ
」

鈴
木
良
雄
＆B

ass
T
alk

十
二
月
六
日
（土
）午
後
七
時


