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　「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
と
は
、
お

寺
で
お
供
え
さ
れ
る
お
供
え
物
を
「
お
さ

が
り
」
と
し
て
、
経
済
的
に
困
難
な
状
況

に
あ
る
子
供
に
「
お
す
そ
分
け
」
す
る
慈

善
活
動
団
体
で
す
。

　当
寺
も
平
成
２
８
年
よ
り
こ
の
活
動
に

参
加
し
、
ご
法
事
や
大
法
要
の
際
に
頂
戴

致
し
ま
し
た
お
供
え
物
の
一
部
を
「
お
さ

が
り
」
と
し
て
「
お
す
そ
分
け
」
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。

　先
般
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
か
ら
会
報

誌
が
届
き
、
そ
の
中
に
も
記
載
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
流
行
後
に
生
活
困
窮

家
庭
か
ら
の
支

援
の
要
請
が
急

増
し
、
お
て
ら

お
や
つ
ク
ラ
ブ

で
支
援
す
る
家

庭
の
数
は
二
〇

一
九
年
と
比
較

し
て
十
六
倍
と

な
り
ま
し
た
。

　正
直
な
と
こ

ろ
、「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
を
経
由

し
て
贈
っ
て
い
る
お
菓
子
や
食
べ
物
だ
け

で
は
経
済
状
況
を
大
き
く
好
転
さ
せ
る
に

は
至
ら
ず
、
力
不
足
を
痛
感
す
る
時
も
多

い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
支
援
家
庭
の
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
直
接
支
援
を
受
け
て
「
心

理
的
に
良
く
な
っ
た
」
と
の
回
答
が
九
十

五
％
を
占
め
た
、
と
の
事
で
し
た
。

　身
体
的
・
経
済
的
に
苦
し
い
時
ほ
ど
、

孤
独
を
感
じ
る
と
堪
え
る
も
の
で
す
の

で
、
引
き
続
き
法
務
の
合
間
に
お
や
つ
ク

ラ
ブ
へ
の
支
援
を
続
け
て
い
け
れ
ば
、
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　こ
う
し
た
活
動
も
、
檀
信
徒
を
は
じ
め

と
し
た
皆
さ
ま
の
ご
理
解
・
ご
協
力
が

あ
っ
て
こ
そ
で
あ
り
、
ご
協
力
に
御
礼
を

申
し
上
げ
る
と
共
に
、
今
後
も
支
援
の
輪

を
少
し
で
も
広
げ
て
ゆ
け
た
ら
、
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

※

　お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
会
報
は
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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壇上にて祈りを捧げる各宗教者代表（比叡山延暦寺）

今
年
は
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
五
周
年
の
節
目
の
年
と
な
る
た

め
、
三
十
五
周
年
を
記
念
し
て
各
国
よ
り
宗
教
者
を
招
き
、
開
会
式
・

祈
り
の
式
典
と
二
部
構
成
で
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈
り
の
集
い
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　令
和
四
年
八
月
四
日
、
京
都
市
国
立
京
都
国
際
会
館
で
第
一
部
、

開
会
式
と
記
念
講
演
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
第
二
部
の
世
界

平
和
の
祈
り
式
典
は
比
叡
山
上
特
設
舞
台
上
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　第
一
部
の
記
念
講
演
は
財
団
法
人
日
本
総
合
研
究
所
会
長
、
寺
島

実
郎
多
摩
大
学
学
長
が
「
歴
史
的
大
転
換
期
に
お
け
る
宗
教―

心
の

回
復
力
を
求
め
て
ー
」
と
題
し
て
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

　そ
の
後
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
テ
ー
マ
は
「
気
候
変
動
と
宗

教
者
の
責
務
」
と
題
し
て
四
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
る
発
表
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
パ
ネ
リ
ス
ト
の
四
人
は
各
宗
教
の
教
義
と
今
日
の
世
界

の
状
況
に
つ
い
て
神
社
代
表
、キ
リ
ス
ト
教
代
表
、イ
ス
ラ
ム
教
代
表
、

平
和
会
議
団
体
代
表
と
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
に
よ
っ
て
意
見
交
換
が
行

わ
れ
、
ま
と
め
と
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
よ
り
集
約
さ
れ
、
シ
ン

ボ
ジ
ウ
ム
が
終
了
致
し
ま
し
た
。

　そ
し
て
第
二
部
は
平
和
の
祈
り
の
式
典
を
比
叡
山
上
で
行
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
午
後
三
時
半
に
平
和
の
鐘
の
鐘
打
、
互
い
に
黙
祷
、

比
叡
山
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
朗
読
、
そ
し
て
各
宗
教
の
代
表
者
に
よ
る
祈

り
が
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　今
年
は
三
十
五
周
年
と
い
う
記
念
の
年
で
あ
り
ま
し
た
の
で
海
外

よ
り
代
表
が
来
日
さ
れ
た
団
体
も
多
数
ご
ざ
い
ま
し
た
。
平
和
の
祈

り
で
は
各
宗
教
の
代
表
、
一
．
教
派
神
道
代
表
、
二
．
仏
教
代
表
、
三
．

キ
リ
ス
ト
教
代
表
、
四
．
神
道
代
表
、
五
．
新
日
本
宗
教
団
体
連
合

会
代
表
、
六
．
イ
ス
ラ
ム
教
代
表
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
、

イ
タ
リ
ア
、
ロ
ー
マ
よ
り
来
日
の
聖
エ
ジ
リ
オ
共
同
体
ジ
ョ
パ
リ
ヨ
ー

リ
師
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
各
宗
教
の
祈
り
が
終
了
。
最
後
に
天
台
座

主
大
樹
孝
啓
大
僧
正
に
よ
り
最
後
の
祈
り
が
行
わ
れ
、
共
に
世
界
平

和
を
祈
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　天
台
座
主
の
祈
り
の
最
中
に
雷
が
発
生
し
大
雨
が
降
り
、
天
候
の

乱
れ
が
あ
り
、
ま
さ
に
気
候
変
動
と
宗
教
者
の
役
割
に
つ
い
て
大
い

に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
に
も
か
く
に
も
無
事
に
世

界
平
和
の
祈
り
の
集
い
は
終
了
す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

安
禅
院
第
四
十
世

円
　

満
　

寺
　

第
　

五
　

世

住

　職

　西

　郊

　良

　光

縄
の
よ
う
に
新
暦
基
準
で
毎
年
日
に
ち
が
異

な
り
混
乱
を
招
き
や
す
い
の
で
、
旧
暦
の
日

に
ち
に
近
い
八
月
十
三
〜
十
六
日
を
八
月
盆

の
期
間
と
定
め
、
八
月
盆
の
地
域
と
し
て
定

着
し
た
、
と
い
う
事
の
よ
う
で
す
。

　こ
の
寺
報
の
編
集
後
記
を
長
い
間
書
い
て

下
さ
っ
て
い
た
良
俊
さ
ん
（
住
職
の
次
男
）

は
今
、
都
築
区
の
観
音
寺
と
い
う
お
寺
で
住

職
を
つ
と
め
て
お
り
ま
す
が
、
そ
ち
ら
は
八

月
盆
で
法
要
を
行
っ
て
お
り
先
日
私
も
お
手

伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
逆
に
こ

ち
ら
の
お
盆
や
お
彼
岸
の
時
期
は
応
援
に
来

て
頂
く
事
も
あ
り
、
こ
う
し
た
情
勢
で
す
が

お
互
い
行
事
や
法
要
が
な
ん
と
か
行
え
て
い

る
の
は
本
当
に
有
難
い
こ
と
と
思
っ
て
い
ま

す
。　今

年
も
体
温
を
超
え
る
よ
う
な
最
高
気
温

が
珍
し
く
な
い
夏
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
だ
け
気
温
が
上
が
っ
て
く
る
と
今

ま
で
普
通
に
行
え
て
い
た
事
も
、
時
と
し
て

は
危
険
が
伴
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー

ス
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
暑
い
日

が
続
き
そ
う
で
す
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も
お
墓

参
り
等
の
際
は
ご
自
愛
頂
き
つ
つ
、
細
心
の

ご
注
意
を
行
っ
て
下
さ
い
ま
せ
。   （
良
嘉
記
）

編
集
後
記

編
集
後
記

　円
満
寺
を
は
じ
め
と
す
る
近
隣
の
お
寺
は

ほ
と
ん
ど
が
七
月
に
お
盆
の
法
要
等
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
横
浜
市
内
で
も
八
月
に
お
盆

を
行
う
地
域
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
沖
縄
等

一
部
の
地
域
で
は
旧
暦
で
お
盆
を
行
う
為
に

毎
年
日
に
ち
が
変
わ
る
、
と
い
っ
た
事
が
起

こ
り
ま
す
。
な
の
で
、
お
彼
岸
の
日
に
ち
は

全
国
共
通
と
思
う
の
で
す
が
、
お
盆
の
日
に

ち
は
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
三
パ
タ
ー
ン

あ
る
、
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　ど
う
し
て
そ
ん
な
事
に
な
っ
た
の
か
、
と

い
う
の
は
諸
説
あ
る
の
で
す
が
、
明
治
時
代

に
政
府
が
旧
暦
か
ら
新
暦
へ
の
変
更
を
行
っ

た
際
に
新
暦
を
定
着
さ
せ
る
べ
く
、
新
暦
、

つ
ま
り
は
今
の
円
満
寺
と
同
じ
七
月
盆
へ
の

切
り
替
え
を
都
市
部
を
中
心
に
強
く
促
し
た

か
ら
、
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。
東
京
や
神

奈
川
等
で
七
月
盆
が
多
い
の
は
こ
の
理
由
と

考
え
る
と
納
得
で
き
ま
す
。

　し
か
し
一
方
、「
誰
が
何
と
言
お
う
が
お

盆
は
八
月
」
と
い
う
考
え
も
当
時
根
強
か
っ

た
の
か
、
旧
暦
の
お
盆
を
続
け
た
地
域
も
あ

り
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
前
述
の
沖
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シンポジウムに出席する当寺住職登壇する大樹孝啓天台座主

　秋
の
お
彼
岸
の
時
期
と
な
り

ま
し
た
。
仏
教
で
は
我
々
、
生

き
て
い
る
人
間
の
住
む
世
界
を

此
岸
（
し
が
ん
）
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
一
方
で
亡
く
な
っ
た
方

が
行
く
と
こ
ろ
は
彼
岸
（
ひ
が

ん
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
極
楽

浄
土
と
い
わ
れ
る
、
安
ら
か
に

過
ご
せ
る
世
界
が
死
後
に
は
広

が
っ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、様
々
な
法
要
も
「
故

人
に
極
楽
浄
土
へ
行
っ
て
い
た

だ
く
」
事
を
願
っ
て
行
う
方
が

多
い
と
思
い
ま
す
。

　こ
の
「
此
岸
」
と
「
彼
岸
」

の
距
離
が
最
も
縮
ま
る
の
が
、

昼
と
夜
の
長
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
に

な
る
「
春
分
の
日
」
と
「
秋
分

の
日
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
お
彼
岸
の
中
日
は
そ
れ
ぞ

れ「
春
分
の
日
」と「
秋
分
の
日
」

に
な
っ
て
い
ま
す
。
同
日
は
そ

れ
ぞ
れ
国
民
の
祝
日
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
最
古
の
記
録
だ
と

平
安
時
代
に
お
経
を
転
読
し
た
と
い
う
記
録

が
残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
少
な
く
と
も
一

二
〇
〇
年
前
か
ら
春
の
お
彼
岸
や
秋
の
お
彼

岸
に
ご
供
養
を
す
る
風
習
が
あ
っ
た
、
と
い

う
事
に
な
り
ま
す
。

　近
年
、
価
値
観
が
多
様
化
し
て
き
た
と
言

わ
れ
て
久
し
い
で
す
が
、
変
化
の
激
し
い
人

類
社
会
の
歴
史
に
お
い
て
、
仏
教
は
約
二
千

五
百
年
、
お
彼
岸
の
風
習
も
一
千
二
百
年
と

い
う
時
を
刻
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
日
本
の

天
台
宗
も
一
千
二
百
年
と
い
う
節
目
を
達
成

い
た
し
ま
し
た
。
長
く
定
着
し
て
い
る
ご
供

養
は
、
そ
れ
だ
け
の
人
の
想
い
を
繋
い
で

い
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。

　日
々
沢
山
の
情
報
が
流
れ
、
時
に
は
心
が

乱
れ
る
時
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
お
彼

岸
等
の
節
目
の
際
に
は
是
非
と
も
ご
先
祖
様

へ
気
持
ち
を
寄
せ
、
お
手
合
わ
せ
し
て
み
て

下
さ
い
ま
せ
。「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」

の
こ
と
わ
ざ
通
り
、
き
っ
と
皆
様
の
心
の
平

穏
に
も
繋
が
る
と
思
い
ま
す
。

（
良
嘉
記
）

永
代
供
養
に
つ
い
て

　永
代
供
養
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
ケ
ー

ス
に
分
け
て
解
説
を
い
た
し
ま
す
。

①
既
に
円
満
寺
に
お
墓
を
持
っ
て
い
る

　「今
の
お
墓
を
墓
じ
ま
い
し
て
、
永
代
供

養
墓
に
移
る
」
と
い
う
方
法
と
「
今
の
お
墓

を
残
し
た
ま
ま
永
代
供
養
に
す
る
」
と
い
っ

た
方
法
が
ご
ざ
い
ま
す
。お
墓
を
残
す
場
合
、

現
在
の
お
墓
の
状
態
や
、
没
後
ど
の
く
ら
い

の
年
数
お
墓
を
保
存
す
る
か
等
々
、
ご
要
望

に
応
じ
な
が
ら
永
代
供
養
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。

②
円
満
寺
以
外
の
お
墓
を
持
っ
て
い

て
、
既
に
納
骨
し
て
い
る

　円
満
寺
以
外
の
お
墓
か
ら
円
満
寺
の
お
墓

（
永
代
供
養
墓
含
む
）
に
改
葬
（
お
墓
の
お

引
っ
越
し
）を
し
て
永
代
供
養
を
行
い
ま
す
。

今
持
っ
て
い
る
お
墓
の
種
類
に
よ
っ
て
手
続

き
や
（
引
っ
越
し
の
）
費
用
が
異
な
っ
て
ま

い
り
ま
す
が
、
ご
相
談
頂
け
れ
ば
お
手
続
き

や
費
用
の
概
算
が
把
握
で
き
る
よ
う
お
手
伝

い
を
い
た
し
ま
す
。

③
今
お
墓
を
持
っ
て
い
な
い
が
永
代
供

養
を
考
え
て
い
る

　「永
代
供
養
墓
」
の
ご
検
討
が
よ
ろ
し
い

か
と
存
じ
ま
す
。
資
料
等
の
郵
送
も
行
っ
て

お
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ 

　〇
四
五
ー
二
三
一
ー
四
三
八
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　担
当

　西
野
ま
で

「
永
代
供
養
の
件
で
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
下

さ
い
ま
せ
。

永代供養墓「沙羅双樹の杜」

サ
ミ
ッ
ト
写
真

サ
ミ
ッ
ト
写
真

アショカピラー法塔前法要（写真中央　西郊良貴副住職）

東大寺大仏殿にて法要（写真手前　西郊良貴副住職）

催
と
な
り
、
従
来
通
り
各
団
体
か
ら
の
僧
侶

を
集
め
て
の
法
要
と
し
て
は
三
年
ぶ
り
の
開

催
と
な
り
ま
し
た
。

　従
来
通
り
と
は
い
え
今
年
も
感
染
防
止
対

策
を
講
じ
た
上
で
の
実
施
と
な
り
、
法
要
時

間
を
短
縮
し
た
上
で
一
団
体
三
名
以
内
と
、

大
幅
に
人
数
を
制
限
し
た
上
で
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
。

　ま
た
今
回
は
、Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
世
界
仏
教
徒
青

年
連
盟（
世
界
各
国
の
青
年
僧
の
連
合
団
体
）

五
十
周
年
を
記
念
し
た
法
要
と
な
り
、
当
日

は
谷
晃
仁
全
日
仏
青
直
前
理
事
長
を
導
師
と

し
、全
日
仏
青
理
事
長
と
し
て
当
寺
副
住
職
、

村
上
博
雅
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
会
長
を
は
じ
め
東
大
寺

様
、
南
都
二
六
会
様
他
、
各
地
の
団
体
代
表

者
約
四
十
名
の
僧
侶
が
出
仕
し
法
要
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　午
前
中
に
東
大
寺
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
に

て
受
付
、
着
衣
の
の
ち
、
金
鐘
ホ
ー
ル
に
て

開
会
式
並
び
に
鷲
尾
隆
元
東
大
寺
教
学
執
事

を
導
師
と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
早

期
終
息
を
祈
る
「
正
午
の
祈
り
」
を
お
勤
め

し
ま
し
た
。

　そ
の
後
、
行
列
を
組
み
大
仏
殿
に
入
堂
、

ご
本
尊
で
あ
る
毘
盧
遮
那
仏
御
宝
前
に
て
散

華
や
大
般
若
転
読
と
い
っ
た
お
勤
め
を
行

い
、
世
界
の
平
和
と
安
寧
を
祈
念
い
た
し
ま

し
た
。

　大
仏
殿
法
要
終
了
後
、
例
年
併
せ
て
行
わ

れ
て
い
る
ア
シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー
宝
塔
前
法
要
を

副
住
職  
東
大
寺
に
て

「
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
」に
出
仕

副
住
職  
東
大
寺
に
て

「
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
」に
出
仕

　四
月
二
十
六
日
に
当
寺
西
郊
良
貴
副
住
職

が
理
事
長
を
務
め
る
全
日
本
仏
教
青
年
会
が

主
催
す
る
「
仏
法
興
隆
花
ま
つ
り
千
僧
法
要

　Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
五
十
周
年
慶
讃
記
念
法
要 
〜

世
界
の
平
和 

共
に
祈
り
を
捧
げ
る
〜 

」
が

奈
良
・
東
大
寺
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　千
僧
法
要
は
文
字
通
り
毎
年
、
全
国
各
地

の
各
宗
派
、
各
青
年
会
か
ら
沢
山
の
僧
侶
が

参
加
し
祈
り
を
捧
げ
る
行
事
で
す
。
コ
ロ
ナ

禍
前
は
五
百
名
以
上
の
僧
侶
を
集
め
て
の
行

列
、
法
要
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
為
に
昨
年
、

一
昨
年
は
東
大
寺
院
内
の
僧
侶
の
み
で
の
開

倉
本
堯
惠
南
都
二
六
会
会
長
を
導
師
と
し
て

執
り
行
い
ま
し
た
。ア
シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー
と
は
、

イ
ン
ド
で
お
釈
迦
様
ゆ
か
り
の
地
に
ア
シ
ョ

カ
王
が
建
造
し
た
と
さ
れ
る
石
柱
の
こ
と

で
、
そ
の
ア
シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー
を
模
し
て
、
花

ま
つ
り
千
僧
法
要
を
記
念
し
て
造
ら
れ
た
塔

で
あ
り
、
毎
年
沢
山
の
僧
侶
が
こ
ち
ら
を
お

参
り
す
る
の
が
な
ら
わ
し
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。（
一
般
の
方
も
法
要
の
時
以
外
は
お
参

り
が
可
能
で
す
）

　例
年
よ
り
規
模
は
縮
小
さ
れ
た
も
の
の
、

法
要
の
模
様
は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
ラ
イ
ブ
配

信
が
な
さ
れ
ご
視
聴
の
多
く
の
皆
さ
ま
と
心

ひ
と
つ
に
、
共
に
祈
り
を
捧
げ
る
事
が
出
来

ま
し
た
。
今
後
も
感
染
予
防
に
気
を
付
け
つ

つ
、粛
々
と
活
動
を
続
け
て
い
く
所
存
で
す
。
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シンポジウムに出席する当寺住職登壇する大樹孝啓天台座主

　秋
の
お
彼
岸
の
時
期
と
な
り

ま
し
た
。
仏
教
で
は
我
々
、
生

き
て
い
る
人
間
の
住
む
世
界
を

此
岸
（
し
が
ん
）
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
一
方
で
亡
く
な
っ
た
方

が
行
く
と
こ
ろ
は
彼
岸
（
ひ
が

ん
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
極
楽

浄
土
と
い
わ
れ
る
、
安
ら
か
に

過
ご
せ
る
世
界
が
死
後
に
は
広

が
っ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、様
々
な
法
要
も
「
故

人
に
極
楽
浄
土
へ
行
っ
て
い
た

だ
く
」
事
を
願
っ
て
行
う
方
が

多
い
と
思
い
ま
す
。

　こ
の
「
此
岸
」
と
「
彼
岸
」

の
距
離
が
最
も
縮
ま
る
の
が
、

昼
と
夜
の
長
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
に

な
る
「
春
分
の
日
」
と
「
秋
分

の
日
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
お
彼
岸
の
中
日
は
そ
れ
ぞ

れ「
春
分
の
日
」と「
秋
分
の
日
」

に
な
っ
て
い
ま
す
。
同
日
は
そ

れ
ぞ
れ
国
民
の
祝
日
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
最
古
の
記
録
だ
と

平
安
時
代
に
お
経
を
転
読
し
た
と
い
う
記
録

が
残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
少
な
く
と
も
一

二
〇
〇
年
前
か
ら
春
の
お
彼
岸
や
秋
の
お
彼

岸
に
ご
供
養
を
す
る
風
習
が
あ
っ
た
、
と
い

う
事
に
な
り
ま
す
。

　近
年
、
価
値
観
が
多
様
化
し
て
き
た
と
言

わ
れ
て
久
し
い
で
す
が
、
変
化
の
激
し
い
人

類
社
会
の
歴
史
に
お
い
て
、
仏
教
は
約
二
千

五
百
年
、
お
彼
岸
の
風
習
も
一
千
二
百
年
と

い
う
時
を
刻
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
日
本
の

天
台
宗
も
一
千
二
百
年
と
い
う
節
目
を
達
成

い
た
し
ま
し
た
。
長
く
定
着
し
て
い
る
ご
供

養
は
、
そ
れ
だ
け
の
人
の
想
い
を
繋
い
で

い
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。

　日
々
沢
山
の
情
報
が
流
れ
、
時
に
は
心
が

乱
れ
る
時
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
お
彼

岸
等
の
節
目
の
際
に
は
是
非
と
も
ご
先
祖
様

へ
気
持
ち
を
寄
せ
、
お
手
合
わ
せ
し
て
み
て

下
さ
い
ま
せ
。「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」

の
こ
と
わ
ざ
通
り
、
き
っ
と
皆
様
の
心
の
平

穏
に
も
繋
が
る
と
思
い
ま
す
。

（
良
嘉
記
）

永
代
供
養
に
つ
い
て

　永
代
供
養
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
ケ
ー

ス
に
分
け
て
解
説
を
い
た
し
ま
す
。

①
既
に
円
満
寺
に
お
墓
を
持
っ
て
い
る

　「今
の
お
墓
を
墓
じ
ま
い
し
て
、
永
代
供

養
墓
に
移
る
」
と
い
う
方
法
と
「
今
の
お
墓

を
残
し
た
ま
ま
永
代
供
養
に
す
る
」
と
い
っ

た
方
法
が
ご
ざ
い
ま
す
。お
墓
を
残
す
場
合
、

現
在
の
お
墓
の
状
態
や
、
没
後
ど
の
く
ら
い

の
年
数
お
墓
を
保
存
す
る
か
等
々
、
ご
要
望

に
応
じ
な
が
ら
永
代
供
養
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。

②
円
満
寺
以
外
の
お
墓
を
持
っ
て
い

て
、
既
に
納
骨
し
て
い
る

　円
満
寺
以
外
の
お
墓
か
ら
円
満
寺
の
お
墓

（
永
代
供
養
墓
含
む
）
に
改
葬
（
お
墓
の
お

引
っ
越
し
）を
し
て
永
代
供
養
を
行
い
ま
す
。

今
持
っ
て
い
る
お
墓
の
種
類
に
よ
っ
て
手
続

き
や
（
引
っ
越
し
の
）
費
用
が
異
な
っ
て
ま

い
り
ま
す
が
、
ご
相
談
頂
け
れ
ば
お
手
続
き

や
費
用
の
概
算
が
把
握
で
き
る
よ
う
お
手
伝

い
を
い
た
し
ま
す
。

③
今
お
墓
を
持
っ
て
い
な
い
が
永
代
供

養
を
考
え
て
い
る

　「永
代
供
養
墓
」
の
ご
検
討
が
よ
ろ
し
い

か
と
存
じ
ま
す
。
資
料
等
の
郵
送
も
行
っ
て

お
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ 

　〇
四
五
ー
二
三
一
ー
四
三
八
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　担
当

　西
野
ま
で

「
永
代
供
養
の
件
で
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
下

さ
い
ま
せ
。

永代供養墓「沙羅双樹の杜」
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東大寺大仏殿にて法要（写真手前　西郊良貴副住職）

催
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、
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来
通
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各
団
体
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の
僧
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を
集
め
て
の
法
要
と
し
て
は
三
年
ぶ
り
の
開

催
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な
り
ま
し
た
。
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来
通
り
と
は
い
え
今
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も
感
染
防
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対

策
を
講
じ
た
上
で
の
実
施
と
な
り
、
法
要
時

間
を
短
縮
し
た
上
で
一
団
体
三
名
以
内
と
、

大
幅
に
人
数
を
制
限
し
た
上
で
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
。

　ま
た
今
回
は
、Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
世
界
仏
教
徒
青

年
連
盟（
世
界
各
国
の
青
年
僧
の
連
合
団
体
）

五
十
周
年
を
記
念
し
た
法
要
と
な
り
、
当
日

は
谷
晃
仁
全
日
仏
青
直
前
理
事
長
を
導
師
と

し
、全
日
仏
青
理
事
長
と
し
て
当
寺
副
住
職
、

村
上
博
雅
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
会
長
を
は
じ
め
東
大
寺

様
、
南
都
二
六
会
様
他
、
各
地
の
団
体
代
表

者
約
四
十
名
の
僧
侶
が
出
仕
し
法
要
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　午
前
中
に
東
大
寺
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
に

て
受
付
、
着
衣
の
の
ち
、
金
鐘
ホ
ー
ル
に
て

開
会
式
並
び
に
鷲
尾
隆
元
東
大
寺
教
学
執
事

を
導
師
と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
早

期
終
息
を
祈
る
「
正
午
の
祈
り
」
を
お
勤
め

し
ま
し
た
。

　そ
の
後
、
行
列
を
組
み
大
仏
殿
に
入
堂
、

ご
本
尊
で
あ
る
毘
盧
遮
那
仏
御
宝
前
に
て
散

華
や
大
般
若
転
読
と
い
っ
た
お
勤
め
を
行

い
、
世
界
の
平
和
と
安
寧
を
祈
念
い
た
し
ま

し
た
。

　大
仏
殿
法
要
終
了
後
、
例
年
併
せ
て
行
わ

れ
て
い
る
ア
シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー
宝
塔
前
法
要
を

副
住
職  

東
大
寺
に
て

「
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
」に
出
仕

副
住
職  

東
大
寺
に
て

「
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
」に
出
仕

　四
月
二
十
六
日
に
当
寺
西
郊
良
貴
副
住
職

が
理
事
長
を
務
め
る
全
日
本
仏
教
青
年
会
が

主
催
す
る
「
仏
法
興
隆
花
ま
つ
り
千
僧
法
要

　Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
五
十
周
年
慶
讃
記
念
法
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〜

世
界
の
平
和 

共
に
祈
り
を
捧
げ
る
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」
が

奈
良
・
東
大
寺
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　千
僧
法
要
は
文
字
通
り
毎
年
、
全
国
各
地

の
各
宗
派
、
各
青
年
会
か
ら
沢
山
の
僧
侶
が

参
加
し
祈
り
を
捧
げ
る
行
事
で
す
。
コ
ロ
ナ

禍
前
は
五
百
名
以
上
の
僧
侶
を
集
め
て
の
行

列
、
法
要
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
為
に
昨
年
、

一
昨
年
は
東
大
寺
院
内
の
僧
侶
の
み
で
の
開

倉
本
堯
惠
南
都
二
六
会
会
長
を
導
師
と
し
て

執
り
行
い
ま
し
た
。ア
シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー
と
は
、

イ
ン
ド
で
お
釈
迦
様
ゆ
か
り
の
地
に
ア
シ
ョ

カ
王
が
建
造
し
た
と
さ
れ
る
石
柱
の
こ
と

で
、
そ
の
ア
シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー
を
模
し
て
、
花

ま
つ
り
千
僧
法
要
を
記
念
し
て
造
ら
れ
た
塔

で
あ
り
、
毎
年
沢
山
の
僧
侶
が
こ
ち
ら
を
お

参
り
す
る
の
が
な
ら
わ
し
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。（
一
般
の
方
も
法
要
の
時
以
外
は
お
参

り
が
可
能
で
す
）

　例
年
よ
り
規
模
は
縮
小
さ
れ
た
も
の
の
、

法
要
の
模
様
は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
ラ
イ
ブ
配

信
が
な
さ
れ
ご
視
聴
の
多
く
の
皆
さ
ま
と
心

ひ
と
つ
に
、
共
に
祈
り
を
捧
げ
る
事
が
出
来

ま
し
た
。
今
後
も
感
染
予
防
に
気
を
付
け
つ

つ
、粛
々
と
活
動
を
続
け
て
い
く
所
存
で
す
。

ま
す
。
一
方
で
亡
く
な
っ
た
方

が
行
く
と
こ
ろ
は
彼
岸
（
ひ
が

ん
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
極
楽

浄
土
と
い
わ
れ
る
、
安
ら
か
に

過
ご
せ
る
世
界
が
死
後
に
は
広

が
っ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、様
々
な
法
要
も
「
故

人
に
極
楽
浄
土
へ
行
っ
て
い
た

だ
く
」
事
を
願
っ
て
行
う
方
が

多
い
と
思
い
ま
す
。

　こ
の
「
此
岸
」
と
「
彼
岸
」

の
距
離
が
最
も
縮
ま
る
の
が
、

昼
と
夜
の
長
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
に

な
る
「
春
分
の
日
」
と
「
秋
分

の
日
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
お
彼
岸
の
中
日
は
そ
れ
ぞ
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円
満
寺
は
「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
に

　参
加
・
協
力
し
て
い
ま
す

円
満
寺
は
「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
に

　参
加
・
協
力
し
て
い
ま
す

　「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
と
は
、
お

寺
で
お
供
え
さ
れ
る
お
供
え
物
を
「
お
さ

が
り
」
と
し
て
、
経
済
的
に
困
難
な
状
況

に
あ
る
子
供
に
「
お
す
そ
分
け
」
す
る
慈

善
活
動
団
体
で
す
。

　当
寺
も
平
成
２
８
年
よ
り
こ
の
活
動
に

参
加
し
、
ご
法
事
や
大
法
要
の
際
に
頂
戴

致
し
ま
し
た
お
供
え
物
の
一
部
を
「
お
さ

が
り
」
と
し
て
「
お
す
そ
分
け
」
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。

　先
般
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
か
ら
会
報

誌
が
届
き
、
そ
の
中
に
も
記
載
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
流
行
後
に
生
活
困
窮

家
庭
か
ら
の
支

援
の
要
請
が
急

増
し
、
お
て
ら

お
や
つ
ク
ラ
ブ

で
支
援
す
る
家

庭
の
数
は
二
〇

一
九
年
と
比
較

し
て
十
六
倍
と

な
り
ま
し
た
。

　正
直
な
と
こ

ろ
、「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
を
経
由

し
て
贈
っ
て
い
る
お
菓
子
や
食
べ
物
だ
け

で
は
経
済
状
況
を
大
き
く
好
転
さ
せ
る
に

は
至
ら
ず
、
力
不
足
を
痛
感
す
る
時
も
多

い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
支
援
家
庭
の
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
直
接
支
援
を
受
け
て
「
心

理
的
に
良
く
な
っ
た
」
と
の
回
答
が
九
十

五
％
を
占
め
た
、
と
の
事
で
し
た
。

　身
体
的
・
経
済
的
に
苦
し
い
時
ほ
ど
、

孤
独
を
感
じ
る
と
堪
え
る
も
の
で
す
の

で
、
引
き
続
き
法
務
の
合
間
に
お
や
つ
ク

ラ
ブ
へ
の
支
援
を
続
け
て
い
け
れ
ば
、
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　こ
う
し
た
活
動
も
、
檀
信
徒
を
は
じ
め

と
し
た
皆
さ
ま
の
ご
理
解
・
ご
協
力
が

あ
っ
て
こ
そ
で
あ
り
、
ご
協
力
に
御
礼
を

申
し
上
げ
る
と
共
に
、
今
後
も
支
援
の
輪

を
少
し
で
も
広
げ
て
ゆ
け
た
ら
、
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

※

　お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
会
報
は
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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壇上にて祈りを捧げる各宗教者代表（比叡山延暦寺）

今
年
は
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
五
周
年
の
節
目
の
年
と
な
る
た

め
、
三
十
五
周
年
を
記
念
し
て
各
国
よ
り
宗
教
者
を
招
き
、
開
会
式
・

祈
り
の
式
典
と
二
部
構
成
で
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈
り
の
集
い
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　令
和
四
年
八
月
四
日
、
京
都
市
国
立
京
都
国
際
会
館
で
第
一
部
、

開
会
式
と
記
念
講
演
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
第
二
部
の
世
界

平
和
の
祈
り
式
典
は
比
叡
山
上
特
設
舞
台
上
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　第
一
部
の
記
念
講
演
は
財
団
法
人
日
本
総
合
研
究
所
会
長
、
寺
島

実
郎
多
摩
大
学
学
長
が
「
歴
史
的
大
転
換
期
に
お
け
る
宗
教―

心
の

回
復
力
を
求
め
て
ー
」
と
題
し
て
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

　そ
の
後
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
テ
ー
マ
は
「
気
候
変
動
と
宗

教
者
の
責
務
」
と
題
し
て
四
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
る
発
表
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
パ
ネ
リ
ス
ト
の
四
人
は
各
宗
教
の
教
義
と
今
日
の
世
界

の
状
況
に
つ
い
て
神
社
代
表
、キ
リ
ス
ト
教
代
表
、イ
ス
ラ
ム
教
代
表
、

平
和
会
議
団
体
代
表
と
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
に
よ
っ
て
意
見
交
換
が
行

わ
れ
、
ま
と
め
と
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
よ
り
集
約
さ
れ
、
シ
ン

ボ
ジ
ウ
ム
が
終
了
致
し
ま
し
た
。

　そ
し
て
第
二
部
は
平
和
の
祈
り
の
式
典
を
比
叡
山
上
で
行
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
午
後
三
時
半
に
平
和
の
鐘
の
鐘
打
、
互
い
に
黙
祷
、

比
叡
山
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
朗
読
、
そ
し
て
各
宗
教
の
代
表
者
に
よ
る
祈

り
が
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　今
年
は
三
十
五
周
年
と
い
う
記
念
の
年
で
あ
り
ま
し
た
の
で
海
外

よ
り
代
表
が
来
日
さ
れ
た
団
体
も
多
数
ご
ざ
い
ま
し
た
。
平
和
の
祈

り
で
は
各
宗
教
の
代
表
、
一
．
教
派
神
道
代
表
、
二
．
仏
教
代
表
、
三
．

キ
リ
ス
ト
教
代
表
、
四
．
神
道
代
表
、
五
．
新
日
本
宗
教
団
体
連
合

会
代
表
、
六
．
イ
ス
ラ
ム
教
代
表
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
、

イ
タ
リ
ア
、
ロ
ー
マ
よ
り
来
日
の
聖
エ
ジ
リ
オ
共
同
体
ジ
ョ
パ
リ
ヨ
ー

リ
師
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
各
宗
教
の
祈
り
が
終
了
。
最
後
に
天
台
座

主
大
樹
孝
啓
大
僧
正
に
よ
り
最
後
の
祈
り
が
行
わ
れ
、
共
に
世
界
平

和
を
祈
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　天
台
座
主
の
祈
り
の
最
中
に
雷
が
発
生
し
大
雨
が
降
り
、
天
候
の

乱
れ
が
あ
り
、
ま
さ
に
気
候
変
動
と
宗
教
者
の
役
割
に
つ
い
て
大
い

に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
に
も
か
く
に
も
無
事
に
世

界
平
和
の
祈
り
の
集
い
は
終
了
す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

安
禅
院
第
四
十
世

円
　

満
　

寺
　

第
　

五
　

世

住

　職

　西

　郊

　良

　光

縄
の
よ
う
に
新
暦
基
準
で
毎
年
日
に
ち
が
異

な
り
混
乱
を
招
き
や
す
い
の
で
、
旧
暦
の
日

に
ち
に
近
い
八
月
十
三
〜
十
六
日
を
八
月
盆

の
期
間
と
定
め
、
八
月
盆
の
地
域
と
し
て
定

着
し
た
、
と
い
う
事
の
よ
う
で
す
。

　こ
の
寺
報
の
編
集
後
記
を
長
い
間
書
い
て

下
さ
っ
て
い
た
良
俊
さ
ん
（
住
職
の
次
男
）

は
今
、
都
築
区
の
観
音
寺
と
い
う
お
寺
で
住

職
を
つ
と
め
て
お
り
ま
す
が
、
そ
ち
ら
は
八

月
盆
で
法
要
を
行
っ
て
お
り
先
日
私
も
お
手

伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
逆
に
こ

ち
ら
の
お
盆
や
お
彼
岸
の
時
期
は
応
援
に
来

て
頂
く
事
も
あ
り
、
こ
う
し
た
情
勢
で
す
が

お
互
い
行
事
や
法
要
が
な
ん
と
か
行
え
て
い

る
の
は
本
当
に
有
難
い
こ
と
と
思
っ
て
い
ま

す
。　今

年
も
体
温
を
超
え
る
よ
う
な
最
高
気
温

が
珍
し
く
な
い
夏
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
だ
け
気
温
が
上
が
っ
て
く
る
と
今

ま
で
普
通
に
行
え
て
い
た
事
も
、
時
と
し
て

は
危
険
が
伴
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー

ス
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
暑
い
日

が
続
き
そ
う
で
す
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も
お
墓

参
り
等
の
際
は
ご
自
愛
頂
き
つ
つ
、
細
心
の

ご
注
意
を
行
っ
て
下
さ
い
ま
せ
。   （
良
嘉
記
）

編
集
後
記

編
集
後
記

　円
満
寺
を
は
じ
め
と
す
る
近
隣
の
お
寺
は

ほ
と
ん
ど
が
七
月
に
お
盆
の
法
要
等
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
横
浜
市
内
で
も
八
月
に
お
盆

を
行
う
地
域
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
沖
縄
等

一
部
の
地
域
で
は
旧
暦
で
お
盆
を
行
う
為
に

毎
年
日
に
ち
が
変
わ
る
、
と
い
っ
た
事
が
起

こ
り
ま
す
。
な
の
で
、
お
彼
岸
の
日
に
ち
は

全
国
共
通
と
思
う
の
で
す
が
、
お
盆
の
日
に

ち
は
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
三
パ
タ
ー
ン

あ
る
、
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　ど
う
し
て
そ
ん
な
事
に
な
っ
た
の
か
、
と

い
う
の
は
諸
説
あ
る
の
で
す
が
、
明
治
時
代

に
政
府
が
旧
暦
か
ら
新
暦
へ
の
変
更
を
行
っ

た
際
に
新
暦
を
定
着
さ
せ
る
べ
く
、
新
暦
、

つ
ま
り
は
今
の
円
満
寺
と
同
じ
七
月
盆
へ
の

切
り
替
え
を
都
市
部
を
中
心
に
強
く
促
し
た

か
ら
、
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。
東
京
や
神

奈
川
等
で
七
月
盆
が
多
い
の
は
こ
の
理
由
と

考
え
る
と
納
得
で
き
ま
す
。

　し
か
し
一
方
、「
誰
が
何
と
言
お
う
が
お

盆
は
八
月
」
と
い
う
考
え
も
当
時
根
強
か
っ

た
の
か
、
旧
暦
の
お
盆
を
続
け
た
地
域
も
あ

り
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
前
述
の
沖
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