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「
夏
ま
つ
り
と
お
盆
」

　
自
坊
の
近
く
の
円
頓
寺
商
店
街
で
は
、
普
段
は
買
い
物
客
も
少
な
い
商
店
街

が
、
毎
年
七
月
末
の
七
夕
ま
つ
り
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
。
七

月
初
旬
に
、
幼
稚
園
帰
り
の
児
童

の
手
に
は
、
笹
に
短
冊
を
結
び
つ

け
た
七
夕
さ
ん
の
お
飾
り
を
持
っ

て
家
路
に
帰
る
光
景
に
と
き
お
り

出
会
う
。
あ
の
幼
稚
園
児
が
、
自

分
の
歳
に
な
っ
た
頃
に
、
こ
の
国

は
、
ど
ん
な
姿
に
な
っ
て
い
る
の

か
？
ふ
と
年
甲
斐
も
な
い
事
を
空

想
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
ど
ん

な
願
い
事
を
、
今
の
児
童
は
書
い

て
笹
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
か
？

そ
ん
な
興
味
を
覚
え
る
。

　
七
夕
さ
ま
も
、
あ
る
意
味
で

は
、
日
本
人
が
伝
承
し
て
き
た
美

し
い
行
事
（
慣
習
・
習
俗
）
で
あ
る
。

こ
う
し
た
行
事
も
、
本
来
の
意
味
が
忘

れ
ら
れ
て
、
集
客
の
為
の
商
店
街
の
イ

ベ
ン
ト
（
行
事
）
と
し
て
行
わ
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
五
来
重
氏
の
提
唱
さ
れ
た
、
仏
教
民

俗
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
に

と
っ
て
「
先
祖
」
は
神
で
あ
り
、
そ
れ

は
子
孫
に
幸
い
を
も
た
ら
す
面
と
、
災

い
を
も
た
ら
す
面
の
両
面
性
が
あ
っ

た
。
幸
せ
を
願
い
、
災
い
を
鎮
め
る
た

め
に
、
村
落
（
共
同
体
）
で
は
、
定
期

的
な
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
村
落
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
夏
祭
り

の
多
く
は
、
過
ぎ
た
去
っ
た
半
年
の
無

事
を
「
祝
い
」
後
半
の
半
年
に
災
い
が

起
き
な
い
よ
う
に
「
願
い
」
「
鎮
め

る
」
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
が

夏
の
「
ま
つ
り
」
で
も
あ
っ
た
。

　
日
本
各
地
で
行
わ
れ
る
「
夏
ま
つ

り
」
の
多
く
に
は
、
こ
う
し
た
日
本
人

の
霊
魂
観
や
宗
教
観
を
抜
き
に
し
て

は
、
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　「
お
盆
」
も
、
今
で
は
、
仏
教
化
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
根
底
に
は
日
本
古
来

の
鎮
魂
の
た
め
の
先
祖
祭
の
意
味
が
含

ま
れ
て
お
り
、
家
庭
で
行
わ
れ
て
い
る
大

き
な
年
中
行
事
は
、
【
盆
】
と
【
お
正

月
】
で
す
が
、
お
正
月
に
祀
る
先
祖

（
神
）
は
、
既
に
鎮
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た

先
祖
（
神
）
で
あ
る
が
為
に
、
鎮
魂
儀
礼

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
味
が
薄
れ
て

解
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
【
お

盆
】
は
、
今
で
も
多
く
の
日
本
人
は
、
ご

先
祖
さ
ま
に
対
す
る
ま
つ
り
と
言
う
意
識

を
、
濃
厚
に
残
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
、
鎮
魂
の
儀
礼
は
、
盛
大
に

行
う
事
で
、
大
き
な
力
が
得
ら
れ
る
と
い

う
観
念
が
あ
り
、
京
都
祇
園
祭
の
山
車
巡

幸
や
、
盆
踊
り
等
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
祭
礼
の
前
日
の
夜
を
「
宵
（
よ

い
）
祭
り
」
と
称
し
て
賑
や
か
に
行
わ
れ

る
の
も
、
日
常
生
活
の
日
中
よ
り
、
非
日

常
の
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
は
、
人
智

（
人
間
）
の
能
力
を
超
越
し
た
、
神
や
仏

が
盛
ん
に
活
動
す
る
時
間
と
、
日
本
人
は

考
え
、
神
仏
の
力
を
よ
り
強
く
引
き
起
こ

さ
せ
る
た
め
に
盛
大
に
行
わ
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
夏
祭
り
の
季
節
が
や
っ
て
く

る
と
そ
ん
な
事
を
思
う
の
で
あ
る
。

※
参
考
書
籍
引
用

（
『
踊
り
念
仏
』
・
『
仏
教
と
民
俗
』
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羽 

塚 

高 

照

　
現
在
、
私
は
東
京
に
あ
る
宗
門
の
研

究
機
関
で
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
東
京
に
住
ん
で
三
年
目
に
な

り
ま
す
。
東
京
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
や

は
り
と
言
う
べ
き
か
、
当
然
と
言
う
べ

き
か
、
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
名
古
屋

あ
る
い
は
京
都
と
い
う
都
市
と
は
比
べ

も
の
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
東
京
に
住
み
始
め
て
ま
ず
驚
か
さ
れ

の
は
、
人
の
多
さ
で
し
た
。
中
央
線
と

い
うJ

R

の
沿
線
に
住
ん
で
い
る
の
で
す

が
、
中
央
線
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
東

京
駅
か
ら
ち
ょ
う
ど
環
状
線
の
真
ん
中

を
横
切
り
、
新
宿
を
通
っ
て
立
川
、
八

王
子
方
面
へ
と
伸
び
る
路
線
で
す
。
朝

の
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
は
、
そ
れ
こ
そ
二
、

三
分
お
き
に
電
車
が
ホ
ー
ム
に
入
っ
て

き
ま
す
。
そ
の
す
べ
て
が
既
に
ス
シ
詰

め
状
態
な
の
で
す
。
私
は
、
普
段
の
通

勤
に
は
中
央
線
に
乗
り
入
れ
て
い
る
別

の
路
線
を
利
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
の

「
日
本
一
混
む
路
線
」
を
直
接
体
験
す

る
こ
と
は
少
な
く
て
済
ん
で
い
ま
す

が
、
見
て
い
る
だ
け
で
も
、
そ
れ
は

「
異
常
」
と
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

毎
日
そ
れ
で
通
勤
し
て
い
る
人
た
ち

は
、
通
勤
す
る
だ
け
で
精
神
を
す
り
減

ら
し
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
東
京
の
電
車
お
よ
び
地
下
鉄

の
路
線
の
複
雑
さ
は
、
三
年
経
っ
て
も

と
て
も
覚
え
き
れ
ず
、
今
で
も
混
乱
す

る
ほ
ど
で
す
。
中
心
か
ら
離
れ
れ
ば
そ

れ
ほ
ど
で
も
な
い
の
で
す
が
、
二
十
三

区
内
は
地
下
鉄
の
路
線
が
張
り
め
ぐ
ら

さ
れ
、
特
に
環
状
線
の
中
は
、
ど
の
地

点
か
ら
で
も
、
ど
の
方
向
に
で
も
、
十

分
間
も
歩
け
ば
、
か
な
ら
ず
ど
こ
か
の

地
下
鉄
の
駅
に
行
き
当
た
る
、
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
で
す
。

　
そ
れ
ほ
ど
の
複
雑
さ
と
混
雑
で
す
か

ら
、
何
ら
か
の
大
小
の
ト
ラ
ブ
ル
は
日

常
的
に
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
○
○
駅
で
車
両
ト
ラ
ブ
ル
の
た
め
、

現
在
、
○
○
線
は
前
面
運
休
し
て
お
り

ま
す
」
「
○
時
○
分
頃
起
き
ま
し
た
人

身
事
故
の
影
響
で
・
・
・
」
と
い
う
類

の
ア
ナ
ウ
ン
ス
や
電
光
掲
示
を
、
耳
に

し
た
り
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
日
の
方

が
、
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
大
し
た
こ
と
の
な
い
電
車
の
遅
れ

で
も
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
過
剰
で
す
。

「
只
今
、
３
分
の
遅
れ
を
も
っ
て
運
行

し
て
お
り
ま
す
。
お
急
ぎ
の
と
こ
ろ
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
て
、
ま
こ
と
に

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
」
こ
れ
を
何
度

も
繰
り
返
し
ま
す
。
も
と
も
と
５
分
か

１
０
分
お
き
の
ダ
イ
ヤ
で
あ
っ
て
も
、

で
す
。
多
く
の
人
に
大
き
な
影
響
が
出

る
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
時
、

普
段
は
感
情
を
押
し
殺
し
て
黙
々
と
目

的
地
へ
急
ぐ
人
の
群
れ
が
、
一
挙
に
殺

伐
と
し
た
雰
囲
気
へ
と
変
わ
り
ま
す
。

〈
お
い
お
い
、
何
を
し
て
く
れ
て
い
る

ん
だ
〉
〈
こ
っ
ち
は
仕
事
で
急
い
で
い

る
の
に
〉
―
―
決
し
て
口
に
は
出
し
ま

せ
ん
が
、
そ
ん
な
感
情
で
車
内
は
溢
れ

か
え
り
ま
す
。
電
車
が
遅
れ
た
り
、
事

故
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
、
確
か
に

嫌
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
自

体
よ
り
も
私
は
、
そ
の
殺
伐
と
し
た
空

気
に
な
る
こ
と
の
方
が
嫌
い
で
す
。
少

な
か
ら
ず
私
も
そ
の
中
に
巻
き
込
ま
れ

た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
ん
な

時
、
私
の
感
情
も
そ
の
殺
伐
と
し
た
空

気
の
一
成
分
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
―
―
〈
や
れ
や
れ
、
ま
た
か
〉

と
。

　
何
だ
か
東
京
の
悪
口
ば
か
り
を
書
い

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
と
は
い
っ
て
も

東
京
は
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
中
心

で
す
し
（
一
極
集
中
が
過
ぎ
る
と
い
う

意
見
に
も
賛
成
し
ま
す
が
）
、
い
ろ
い

ろ
と
便
利
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

し
か
し
、
先
ほ
ど
の
通
勤
地
獄
も
し
か

り
、
地
下
鉄
の
路
線
の
網
の
中
で
右
往

左
往
す
る
私
も
し
か
り
、
明
ら
か
に
い

き
過
ぎ
た
集
中
化
が
招
い
て
い
る
負
の

面
も
、
日
々
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

の
が
、
東
京
と
い
う
と
こ
ろ
で
暮
ら

す
、
い
ま
の
私
の
実
感
で
す
。

　
　
　
　
　
　
※

　
昨
年
の
こ
と
で
す
。
千
葉
方
面
か
ら

東
京
方
面
へ
と
河
川
を
ま
た
ぐ
送
電
線

が
、
船
の
事
故
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら

れ
、
東
京
都
内
が
大
停
電
と
な
り
、
交

通
機
関
も
マ
ヒ
し
、
何
百
万
と
い
う
人

の
足
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
た
ま
た
ま
、
私
は
名
古
屋
に

帰
省
中
で
、
テ
レ
ビ
で
そ
の
ニ
ュ
ー
ス

を
知
り
ま
し
た
。
東
京
に
住
ん
で
い
な

け
れ
ば
、
特
に
自
分
と
は
関
係
の
な
い

出
来
事
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ

の
時
の
私
は
、
東
京
に
住
ん
で
い
な
が

ら
そ
れ
を
外
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
、

少
し
不
思
議
な
立
場
に
い
た
と
い
う
こ

現

代

社

会

と

仏

教
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と
で
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
よ
く
覚
え
て

い
ま
す
。

　
「
都
市
生
活
の
脆
弱
さ
」
と
い
う
こ

と
は
、
台
風
、
大
雪
、
あ
る
い
は
地
震

な
ど
の
自
然
災
害
が
起
こ
る
た
び
に
繰

り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で

す
が
、
そ
の
時
、
あ
る
ニ
ュ
ー
ス
番
組

の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が
、
「
油
に
浮
い

て
、
電
気
に
動
か
さ
れ
て
い
る
社
会
」

と
い
う
旨
の
発
言
を
し
ま
し
た
。
今
と

い
う
時
代
を
端
的
に
捉
え
て
い
る
言
葉

と
し
て
、
と
て
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
※

　
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
「
バ
イ
オ
燃

料
」
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
上
る
よ
う

に
な
っ
て
、
も
う
久
し
い
と
思
い
ま

す
。
バ
イ
オ
燃
料
と
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
や
サ
ト
ウ
キ
ビ
な
ど
の
有
機
物
を
材

料
に
し
て
つ
く
ら
れ
る
燃
料
の
こ
と
で

す
。
原
料
の
植
物
は
、
生
育
段
階
で
光

合
成
を
し
て
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
燃
や
し
た
と
き
に

二
酸
化
炭
素
を
排
出
し
て
も
、
全
体
と

し
て
二
酸
化
炭
素
の
量
は
プ
ラ
ス
マ
イ

ナ
ス
で
ゼ
ロ
に
な
り
ま
す
（
少
な
く
と

も
論
理
的
に
は
そ
う
な
る
ら
し
い
で

す
）
。
ま
た
、
石
油
は
枯
渇
す
る
の
が

心
配
で
す
が
、
植
物
に
は
そ
の
心
配
は

な
い
こ
と
な
ど
、
バ
イ
オ
燃
料
は
、
現

代
そ
し
て
今
後
、
我
々
が
直
面
す
る
で

あ
ろ
う
危
機
を
乗

り
越
え
る
救
世

主
・
・
・
な
の
か
と
思
い
き
や
、
い
い

こ
と
尽
く
め
で
は
決
し
て
な
い
よ
う

で
、
バ
イ
オ
燃
料
が
注
目
さ
れ
、
そ
の

分
野
の
産
業
も
急
成
長
し
て
い
る
お
か

げ
で
、
原
料
と
な
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な

ど
の
穀
物
の
値
段
が
上
が
り
、
ま
た
そ

れ
を
飼
料
と
す
る
牛
肉
の
値
段
が
上
が

り
、
は
た
ま
た
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
の
値
段
も

上
が
っ
た
り
（
と
ん
だ
と
ば
っ
ち
り
で

す
ね
）
と
、
さ
す
が
に
そ
う
簡
単
に
は

い
か
な
い
よ
う
で
す
。

　
先
日
も
、
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
た

ら
、
バ
イ
オ
燃
料
の
原
料
と
な
る
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
や
大
豆
の
畑
を
つ
く
る
た
め

に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
農
民
が
焼
畑
を
し
て

森
林
を
切
り
開
き
、
森
林
が
消
失
す
る

ス
ピ
ー
ド
が
近
年
ア
ッ
プ
し
て
き
て
い

る
と
い
う
報
道
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
森
林
開
発
の
多
く
が
違
法
行
為
の

よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
単
純
に
、
ブ
ラ

ジ
ル
の
農
民
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
体
の
い
い
責
任
逃
れ

だ
と
思
い
ま
す
。
違
法
行
為
を
し
て
で

も
畑
を
つ
く
り
、
バ
イ
オ
燃
料
の
原
料

を
買
っ
て
く
れ
る
先
進
国
が
あ
る
か

ら
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
農
民
は
そ
う
す
る
の

で
す
。
地
球
環
境
の
保
全
を
推
進
さ
せ

る
べ
き
先
進
国
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

進
む
世
界
経
済
の
中
で
、
結
果
的
に
環

境
破
壊
を
助
長
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
環
境
に
よ
い
か

ら
と
注
目
さ
れ
、
開
発
・
実
用
化
さ
れ

て
き
た
バ
イ
オ
燃
料
が
、
こ
と
も
あ
ろ

う
か
、
さ
ら
な
る
環
境
破
壊
の
一
翼
を

担
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
く

づ
く
人
間
の
愚
か
さ
を
感
じ
ず
に
は
い

ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
※

　
さ
て
、
取
り
留
め
の
な
い
雑
感
ば
か

り
を
書
い
て
き
ま
し
た
が
、
私
は
こ
の

文
章
に
、
「
現
代
社
会
と
仏
教
」
と
い

う
、
大
げ
さ
な
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
て
い

ま
す
。
い
ま
直
面
し
て
い
る
、
現
代
の

問
題
や
、
環
境
破
壊
に
対
し
て
、
果
た

し
て
仏
教
は
い
か
な
る
対
応
が
で
き
る

の
か
、
仏
教
の
智
慧
は
い
か
な
る
解
決

の
糸
口
を
見
出
せ
る
の
か
、
と
い
う
意

味
で
す
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
、
す

ぐ
に
答
え
が
見
つ
か
る
よ
う
な
も
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
仏
教
の
伝
統
が
一
貫
し
て
主
張
し
て

き
た
こ
と
、
仏
教
の
精
神
的
な
伝
統
は

何
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
私
た
ち

の
行
動
の
原
動
力
と
な
り
、
そ
し
て
あ

ら
ゆ
る
苦
悩
の
根
本
的
な
原
因
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の

利
己
主
義
や
自
我
意
識
や
所
有
欲
な
の

だ
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私

た
ち
は
、
自
然
環
境
破
壊
の
時
代
を
生

き
て
い
る
の
だ
、
そ
の
責
任
は
我
々
一

人
ひ
と
り
に
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

を
正
直
に
認
め
、
そ
れ
を
厭
い
離
れ
る

心
の
あ
り
方
を
も
つ
、
そ
う
い
う
時
が

き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
欲
望
や
利
己

主
義
と
い
っ
た
も
の
を
完
全
に
な
く
す

こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
が
、
い
ま
現

代
に
こ
の
仏
教
の
根
本
的
な
教
え
を
応

用
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
う
い

う
も
の
を
な
く
す
方
向
の
生
き
方
を
、

少
な
く
と
も
理
想
と
し
て
探
求
し
て
い

か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　
仏
教
の
経
典
は
語
り
か
け
て
い
ま

す
。
あ
な
た
た
ち
は
、
欲
望
に
突
き
動

か
さ
れ
、
自
我
意
識
に
縛
り
付
け
ら
れ

て
き
た
、
そ
れ
ま
で
の
あ
り
方
と
は

ま
っ
た
く
違
っ
た
新
し
い
生
き
方
を
生

き
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
な
の
だ
、

と
。
少
な
く
と
も
、
ブ
ッ
ダ
は
我
々
が

そ
う
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

＊
本
稿
最
後
の
部
分
は
、
私
の
大
谷
大

学
時
代
の
恩
師
荒
牧
典
俊
先
生
の
思

想
、
ご
著
書
に
多
く
の
示
唆
を
受
け
て

い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
ま
す
。
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平成１９年１１月９日（金）

午前１０：００

勤行・説教・おとき

　演目はお楽しみに

淨　　信　　寺　　通　　信

報 恩 講 勤 修

　
平
成
十
九
年
七
月
三
日
（
火
）
東
京
築

地
本
願
寺
（
お
西
）
に
は
、
宗
派
を
越
え

た
六
人
の
節
談
説
教
の
伝
承
者
に
よ
る

「
節
談
説
教
布
教
大
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。

平
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
か
ら
二
五

〇
〇
名
を
越
え
る
人
が
集
ま
り
、
用
意
さ

れ
た
二
会
場
で
は
入
場
出
来
ず
、
急
遽
別

室
で
モ
ニ
タ
ー
Ｔ
Ｖ
を
設
置
し
て
の
大

会
で
し
た
。

今
風
の
、
難
解
な
宗
学
の
四
字
熟
語
を
羅

列
し
て
の
大
学
で
の
授
業
の
様
な
、
付
け

焼
き
刃
的
な
お
説
教
や
法
話
に
こ
れ
ほ

ど
の
人
が
集
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　　
話
芸
研
究
一
筋
に
研
鑚
さ
れ
て
き
た

関
山
和
夫
氏
に
よ
れ
ば
、「
説
教
と
学
問

は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
説
教
者
の
信

仰
を
背
景
に
し
た
音
声
の
荘
厳
で
あ

る
。
単
な
る
言
葉
の
伝
達
で
は
な
く
て
、

聴
聞
者
の
耳
に
残
る
音
声
」
そ
の
言
葉

そ
の
も
の
を
、
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
真

宗
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
独
自
の
布
教
方

法
の
【
節
談
説
教
】
の
凄
さ
を
改
め
て

知
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ト
リ
（
最
後
）
に
口
演
さ
れ
た
大
谷
派

能
登
満
覚
寺
住
職
の
広
陵
兼
純
師
の
お

説
教
は
、
著
名
な
落
語
家
や
講
談
師
の

「
噺
」
を
凌
駕
し
て
余
り
有
る
声
と
迫

力
・
説
得
力
が
あ
る
事
を
多
く
の
参
加

者
は
納
得
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　　
今
や
節
談
を
語
れ
る
方
は
、
ほ
ん
の

数
人
に
過
ぎ
な
い
危
機
的
状
況
で
は
あ

る
が
、
幸
い
に
し
て
こ
の
築
地
本
願
寺

の
大
会
を
契
機
に
、
関
山
博
士
を
中
心

に
、
真
宗
各
派
の
僧
侶
や
研
究
者
が
集
ま

り
、
節
談
説
教
に
よ
る
真
宗
の
興
隆
と
資

料
の
蒐
集
や
、
後
継
者
の
育
成
を
目
指
し

て
、「
節
談
説
教
研
究
会
」（
会
長
浅
井
成

海
龍
谷
大
学
名
誉
教
授
）
が
結
成
さ
れ
た

事
は
、
真
宗
に
於
け
る
新
し
い
風
に
な
る

と
信
じ
る
の
で
あ
る
。

「
節
談
説
教
布
教
大
会
」
開
催
さ
れ
る

東
京
築
地
本
願
寺
に
全
国
か
ら
二
五
〇
〇
名
参
加

【
編
集
後
記
】

今
年
は
、
六
月
か
ら
夏
日
・
台
風
・
各
地

で
の
地
震
。
何
か
、
自
然
を
征
服
し
た
と
、

自
惚
れ
て
い
る
現
代
人
に
対
す
る
自
然

か
ら
の
警
鐘
か
も
知
れ
な
い
そ
ん
な
気

が
し
ま
す
。
本
通
信
を
出
す
の
が
、
例
年

よ
り
遅
れ
た
事
お
詫
び
し
ま
す
。 住職の節談説教　又は落語有り


