
椿　小川 佳浩　　　　 

【僧侶についての疑問】どうしていくつも宗派があるの？／髪を伸ばしてはいけ
ないの？ほか【お寺についての疑問】門に仁王がいるわけは？／ご本尊って誰？
ほか【仏像についての疑問】仏像を拝むとは？／秘仏とは何が秘密なの？ほか
【仏事についての疑問】戒名をつける理由は？／数珠を持つのは何のため？ほか
 〈追悼〉奈良康明先生｜西村惠信/〈講演〉ほほえみと愛の言葉を｜青山俊董

特集‖ 今さら　聞けない お寺と法事の疑問に答えます

３
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白
隠
禅
師
は
先
ず
以
て
自
ら
を
治
療
し
た
。

つ
い
で
弟
子
達
を
治
療
し
た
。

そ
の
結
果
は
常
に
百
％
に
達
す
る
。

人
間
と
い
う
物
は
妙
な
も
の
で

い
か
な
聖
人
で
も
や
っ
て
み
て
人
が
助
か
っ
た
な
ら
ば
、

次
の
同
病
者
も
助
け
た
く
な
る
の
は
人
情
だ
。

そ
こ
で
次
か
ら
次
に
と
広
め
て
い
き
、

最
後
に
『
夜
船
閑
話
』
と
し
て
出
版
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
本
を
出
版
す
る
ま
で
に
は
本
当
の
苦
心
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
、

と
同
時
に
白
隠
禅
師
に
は
異
常
な
る
自
信
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
内
観
法
を
修
し
て
効
が
な
か
っ
た
ら
、

わ
し
の
皺
首
を
や
る
か
ら
持
っ
て
行
け
と
ま
で
高
言
し
て
い
る
。

実
に
大
見
識
で
あ
る
。

　

—

高
山　
峻

 

『
白
隠
禅
師
夜
船
閑
話
』よ
り

平成30年



特
集

＝今
さ
ら

聞
け
な
い 

お
寺
と
法
事
の
疑
問
に
答
え
ま
す

お
寺
で
目
に
し
た
仏
具
や
お
坊
さ
ん
の
所
作
を
見
て
そ
の
由
来
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
身
近
で
あ
り
な
が
ら
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
、
仏
教
を
め
ぐ
る
基
礎
知
識
を
お
さ
ら
い
し
ま
す
。

表
紙
「
椿
」（
創
画
展
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
川
佳
浩

扉
絵
…
…
…
…
…
…
…
…
小
泉
元
生 

目
次
絵
…
…
…
…
…
…
…
…
吉
崎
道
治

カ
ラ
ー
口
絵　
現
代
の
宮
彫
師
越
中
井
波
・
南
部
白
雲
の
世
界
…
写
真
・
文
／
若
林　

純	

5

〈
巻
頭
〉
遠
慶
宿
縁
（
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
）	

…
…
…
…
…
真
宗
木
辺
派
錦
織
寺
門
主

木
邊
円
慈	

13

【
リ
レ
ー

講
演

】慈
悲
を
問
う
⑩ 

ほ
ほ
え
み
と
愛
の
言
葉
を 

…
青
山
俊
董 

14

ぬ
く
も
り
を
伝
え
る
、
泣
い
て
悲
し
み
を
同
じ
く
す
る
、
そ
れ
が
本
当
の
慈
悲
の
姿
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

法
華
経
へ
の
い
ざ
な
い
第
十
五
回
大
地
か
ら
涌
現

さ
れ
る
菩
薩
た
ち 

─
従
地
涌
出
品 

…
北
川
前
肇 

32

密
教
の
仏
た
ち 

第
十
二
回
（
最
終
回
）
さ
ま
ざ
ま
な
弘
法
大
師
像 

…
下
泉
全
暁 

38

老
子
随
想
〈
四
十
三
〉

 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
蜂
屋
邦
夫 

46

『
見
聞
宝
永
記
』を
読
む

〈七〉 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
池
上
光
洋 

142

リ
レ
ー
コ
ラ
ム　

仏
教
の
眼　
宗
演
老
師
と
信
綱
の
歌  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
衣
斐
弘
行 

52

奈
良
康
明
先
生
の
死
を
悼
む 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
西
村
惠
信 

54

「
第
一
回　
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
懇
談
会
」
以
来
五
十
年
の
親
し
き
交
わ
り
、
忘
れ
え
ぬ
奈
良
先
生
の
人
柄
・
思
い
出
。

僧
侶
に
つ
い
て
の
疑
問·································
曹
洞
宗
・
永
福
寺
住
職·

高
梨
尚
之
60

ど
う
し
て
い
く
つ
も
宗
派
が
あ
る
の
？
／
食
べ
も
の
を
も
ら
っ
て
歩
く
の
は
な
ぜ
？
／

髪
を
伸
ば
し
て
は
い
け
な
い
の
？
／
精
進
料
理
は
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
料
理
と
同
じ
？
／

な
ぜ
両
手
を
合
わ
せ
る
の
？
／
袈
裟
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
？
／
住
職
、
和
尚
、

ど
っ
ち
？
／
何
を
唱
え
て
い
る
の
？
／
坐
禅
中
は
な
に
か
考
え
る
の
？
／
山
伏
っ
て
僧

侶
な
の
？

お
寺
に
つ
い
て
の
疑
問····················

真
言
宗
豊
山
派
・
密
蔵
院
住
職·
名
取
芳
彦
71

五
重
塔
は
何
の
シ
ン
ボ
ル
？
／
門
に
仁
王
が
い
る
わ
け
は
？
／
ご
本
尊
っ
て
誰
？
／
寺

平成30年3月号



と
院
の
違
い
は
？
／
お
寺
に
来
る
人
は
み
な
檀
家
？
／
寺
と
神
社
は
ど
こ
が
違
う
？

／
な
ぜ
木
魚
と
言
う
の
？
／
参
拝
の
マ
ナ
ー
は
？
／
巡
礼
は
誰
で
も
で
き
る
？
／
除
夜

の
鐘
は
な
ぜ
百
八
つ
？
／
お
寺
で
豆
ま
き
を
す
る
の
は
？
／
花
ま
つ
り
は
何
の
日
？
／

お
盆
・
お
彼
岸
と
は
？

仏
像
に
つ
い
て
の
疑
問·····································

大
正
大
学
専
任
講
師·

加
藤
精
純
84

な
ぜ
人
は
拝
む
の
？
／
仏
像
を
拝
む
と
は
？
／
仏
像
は
誰
の
像
な
の
？
／
仏
像
は
お
釈

迦
さ
ま
の
時
代
か
ら
作
ら
れ
て
き
た
の
？
／
仏
像
が
作
ら
れ
る
前
は
、
何
を
拝
ん
で
い

た
の
？
／
な
ぜ
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
仏
像
は
作
ら
れ
た
の
？
／
仏
像
の
種
類
は
？
　
持

ち
物
や
印
は
何
の
た
め
？
　
仏
像
の
特
徴
は
？
／
秘
仏
と
は
何
が
秘
密
な
の
？
／
仏
像

の
正
し
い
拝
み
方
は
あ
る
の
？

仏
事
に
つ
い
て
の
疑
問·················

臨
済
宗
妙
心
寺
派
・
龍
源
寺
住
職·

松
原
信
樹
103

遺
体
を
北
枕
に
す
る
の
は
な
ぜ
？
／
戒
名
を
つ
け
る
理
由
は
？
／
葬
儀
に
友
引
を
避
け

る
の
は
な
ぜ
？
／
葬
儀
に
僧
侶
は
必
要
な
の
？
／
焼
香
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
？
／
な

ぜ
黒
い
喪
服
を
着
る
の
か
？
／
数
珠
を
持
つ
の
は
何
の
た
め
？
／
「
御
霊
前
」
か
「
御

仏
前
」
か
？
／
引
導
と
は
何
？
／
骨
上
げ
は
な
ぜ
二
人
で
す
る
の
？
／
精
進
落
と
し
の

意
味
は
？
／
仏
飯
に
箸
を
立
て
る
の
は
な
ぜ
？
／
回
向
と
は
何
か
？

仏
壇
・
お
墓
に
つ
い
て
の
疑
問············

黄
檗
宗
・
永
明
寺
住
職·

住
谷
瓜
頂
103

仏
壇
は
何
を
す
る
場
所
？
／
仏
壇
荘
厳
（
飾
り
）
の
必
需
品
と
は
？
／
位
牌
っ
て
何
？

／
過
去
帳
っ
て
何
？
／
仏
壇
の
拝
み
方
は
？
／
お
墓
と
仏
塔
は
ど
う
違
う
の
？
／
塔
婆

に
は
何
と
書
い
て
あ
る
の
？
／
お
墓
参
り
は
い
つ
す
れ
ば
良
い
か
？

龍
と
共
に
生
き
る 

⑪ 『
龍
と
詩
人
』
宮
沢
賢
治 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
北
畠
聖
龍 

117

涅
槃
会
巡
拝
記
〈
七
〉
新
居
寺
道
・
涅
槃
図
め
ぐ
り
─
静
岡
県

湖
西
市 

…
竹
林
史
博 

112

お
寺
さ
ん
、出
番
で
す
！
〔
後
編
〕
日
本
人
の
美
徳
と
　

感
謝
の
精
神
を
世
界
へ 

…
勝　

桂
子 

124

イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
会
議
に
日
本
人
初
の
仏
教
徒
と
し
て

招
か
れ
て 
…
東　

隆
眞 

130

国
際
的
視
野
か
ら
読
む『
撰
集
抄
』（
２
） …
…
…
千　

草
子 

135

神
・
儒
・
仏

と
日
本
人 

⑩ 

継
承
さ
れ
る
神
国
思
想 

…
…
…
…
…
…
…
…
森　

和
也 

158



一
歩
先
へ
─
韓
国
仏
教
の
革
新
的
な
僧
た
ち
（
下
） …
西
村
仁
美 

118

〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
明
の
原
像
〉⑨ 

主
権
国
家
の
誕
生 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
嶋
田
義
仁 

148

暮
ら
し
に
生
か
す
禅
ラ
イ
フ
の
す
す
め 

㉔ 

す
わ
っ
た
ら
　
　

何
が
わ
か
る
の
か 

…
花
岡
博
芳 

155

ほ
っ
と
一
息
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば 

㉛ 

喜
び
と
憂
い 

…
…
…
…
…
…
…
吉
田
真
譽 

164

徹
夜
議
論 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐
藤
隆
定 

166

あ
の
人
こ
の
言
葉
（
十
八
） 

藤
沢
周
平
さ
ん
（
一
九
二
七
〜
一
九
九
七
） …
横
田　

喬 

172

得
度
し
て
こ
そ
開
け
る
世
界 

　
年
を
超
え
る
歴
史
と
実
績
を

有
す
る
東
京
国
際
仏
教
塾
と
共
に 

…
…
大
洞
龍
明 

180

〈
口
絵
に

寄
せ
て
〉現
代
の
宮
彫
師
　
越
中

井
波
・
三
代
南
部
白
雲 
伝
統
の
技
に
遊
び
心
を
加
え
て 

…
若
林
　
純 

184

〈
連
載
小
説
〉
異
形
の
菩
薩

行
基
（
27
）
─
第
六
章
四
十
九
院
と
広
嗣
の
乱 

…
岳　

真
也 

205

日
本
語
の
妙

節
談
説
教
の
言
葉
遊
び 

そ
の
⑥ 

…
…
…
…
…
…
…
…
谷
口
璽
照 

212

ド
ク
タ
ー
ら
く
朝
の「
井
戸
端
け
ん
こ
う
談
義
」（
65
）
値
千
両
の
話	

…
…
…
…
…
…
…
立
川
ら
く
朝	

218

仏
教
な
ん
で
も
相
談
室	

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
永
城	

220

〈
大
法
輪
　
　

ア
ー
カ
イ
ブ
ス
〉文
明
の
発
展
と
仏
教
〈
下
〉〈
昭
和
　
年
　

　
月
号
よ
り
〉 …
…
中
村
　
元 

190

読
者
の
頁
短
歌
…
…
…
…
…
…
…
…
篠　
　

弘
222

俳
句
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
川
晴
子
224

川
柳
…
…
…
…
…
…
…
…
尾
藤
川
柳
226

ぺ
ん
ま
ん
だ
ら
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
230

囲
碁
将
棋
公
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
工
藤
紀
夫
／
武
市
三
郎
165

書
物
の
輪
蔵
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
229

展
覧
会
へ
行
こ
う
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
232

教
界
レ
ン
ズ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
234

編
集
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
236

　
　

カ
ッ
ト
・
さ
し
え
…
…
薫
風
／
悟
東
あ
す
か
／
山
本
太
郎

36

1

30

大
法
輪
カ
ル
チ
ャ
ー
講
座

如
来
の
本
願
─『
大
無
量
寿
経
』の
四
十
八
願
に
学
ぶ
㉗
…
加
来
雄
之
198
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遠と
お

く
宿し

ゅ
く

縁え
ん

を
慶よ

ろ
こ

べ

 

木き

邊べ

　

円え
ん

慈じ

真
宗
木
辺
派
錦
織
寺
門
主

お
念
仏
し
て
い
れ
ば
、
阿
弥
陀
佛
の
お
計

ら
い
で
、
お
浄
土
に
往
生
し
ま
す
。

そ
う
し
た
ら
、
佛
と
同
じ
に
な
り
ま
す
か

ら
、
佛
の
仕
事
を
し
ま
す
。

お
浄
土
を
知
ら
な
い
者
に
、
お
浄
土
を
教

え
、
そ
こ
へ
導
く
仕
事
で
す
。

そ
の
為
に
は
佛
の
能
力
を
も
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
姿
で
、
こ
の
世
に
化
現
し
ま
す
。

言
葉
、
人
の
行
為
、
書
籍
、
物
品
、
動
植

物
に
、
化
現
し
て
働
き
か
け
ま
す
。

そ
の
お
か
げ
で
、
あ
な
た
は
仏
教
に
興
味

を
持
ち
、こ
の
本
を
読
ん
で
い
る
の
で
す
。

そ
の
計
り
知
れ
な
い
、
遠
い
つ
な
が
り

を
、
受
け
止
め
ま
し
ょ
う
。
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［
特
集
］

今
さ
ら
聞
け
な
い

お
寺
と
法
事
の
疑
問
に
答
え
ま
す

長
い
歴
史
を
経
て
発
展
し
て
き
た
日
本
仏
教
に
は
、
由
来
が
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
す
ん
な
り
受
け
と
め
に
く
い

決
ま
り
事
や
し
き
た
り
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

本
特
集
で
は
、
身
近
で
あ
り
な
が
ら
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な

い
、
仏
教
を
め
ぐ
る
基
礎
知
識
を
、
僧
侶
、
お
寺
、
仏
像
、
仏

事
、
仏
壇
・
お
墓
の
五
項
目
に
分
け
て
お
さ
ら
い
し
ま
す
。
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今さら聞けない　お寺と法事の疑問に答えます特 集

103│大法輪　2018・3

仏
壇
・
お
墓
に
つ
い
て
の
疑
問

外
国
人
が
日
本
に
来
て
特
に
関
心
を
示
す
の
は
日
本
家か

屋お
く

の
造

り
で
す
が
、
と
り
わ
け
奇
異
に
思
わ
れ
る
の
が
仏
壇
で
す
。

こ
の
よ
う
な
も
の
を
備
え
た
家
屋
は
日
本
以
外
で
は
あ
ま
り
見

か
け
な
い
か
ら
で
す
。
お
寺
や
お
墓
と
ど
う
違
う
の
か
、
と
い
う

わ
け
で
す
。

こ
の
た
め
、
仏
壇
を
外
国
人
に
説
明
す
る
こ
と
は
と
て
も
厄や

っ

介か
い

な
こ
と
で
、
説
明
を
さ
れ
た
方
々
に
聞
い
て
み
る
と
皆
さ
ん
大
変

苦
労
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。「
お
釈
迦
さ
ま
な
ど
の
仏
さ
ま

（
ご
本ほ
ん

尊ぞ
ん

）
を
お
祀ま

つ

り
す
る
家
庭
用
の
お
寺
」
と
か
、「
ご
先
祖
を

供
養
す
る
と
こ
ろ
」
な
ど
と
い
う
説
明
が
一
般
的
で
す
が
、
中
に

は
「
我
が
家
の
精
神
的
支
え
の
場
所
」
と
か
、「
子
供
た
ち
に
躾

し
つ
け

や
礼
儀
作
法
を
教
え
る
た
め
の
場
所
」、「
一
日
の
感
謝
を
す
る
場

所
」
な
ど
と
説
明
す
る
人
も
い
ま
す
。

で
は
、
仏
壇
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。

も
と
も
と
古
代
の
日
本
人
は
、
お
墓
と
は
別
に
、
自
宅
に
も
簡

単
な
先
祖
を
礼
拝
す
る
場
所
を
整
え
お
祀
り
し
て
い
た
と
い
い
ま

す
。日

本
に
仏
教
が
伝
来
し
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、

日
本
古
来
の
先
祖
崇
拝
の
思
想
は
、「
先
祖
供
養
」
と
い
う
か
た

仏
壇
・
お
墓
に
つ
い
て
の
疑
問

住
すみ

谷
たに

 瓜
う

頂
じょう

米原市・黄檗宗・永明寺住職

仏
壇
は
何
を
す
る
場
所
？

Q
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仏
壇
・
お
墓
に
つ
い
て
の
疑
問

ち
で
仏
教
と
一
体
化
し
て
い
っ
た
と
い
い
ま
す
。

家
屋
が
少
し
ず
つ
立
派
に
な
っ
て
く
る
に
つ
れ
、
表お

も
て（

ハ
レ
）

の
場
所
、
裏う

ら
（
内う
ち

輪わ

だ
け
の
人
目
か
ら
隠
れ
た
）
の
場
所
、
あ
る
い
は

浄じ
ょ
うの

場
所
、
不ふ

浄じ
ょ
うの

場
所
を
明
確
に
区
分
し
造ぞ

う

作さ

す
る
よ
う
に

な
り
、
お
客
を
迎
え
る
場
所
と
し
て
の
座
敷
や
床と

こ

の
間ま

が
誕
生

し
、
い
つ
し
か
ご
先
祖
を
供
養
す
る
た
め
の
独
立
し
た
場
所
が
設

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
小
さ
な
礼
拝
棚
に
は
仏
像
（
ご
本
尊
）

が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

仏
壇
や
仏ぶ

つ

間ま

の
出
現
で
す
。

こ
う
し
て
江
戸
時
代
頃
に
は
わ
た
し
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る

今
日
の
か
た
ち
の
仏
壇
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
仏
壇
は
、
ご
本
尊
を
祀
り
ご
先
祖
を
供
養
す
る
た
め

の
、
そ
の
家
の
最
も
大
切
な
場
と
し
て
、
日
本
独
自
の
役
割
を

担に
な

っ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
な
の
で
す
。

よ
く
、
我
が
家
は
分ぶ

ん

家け

で
、
仏
壇
は
本ほ

ん

家け

に
あ
る
か
ら
不
要
だ

と
い
う
声
を
聞
き
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
こ
れ
で
よ
く

分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
仏
壇
の
起
源
が
分
か
る
と
、
仏
壇
に
絶
対
に
欠
か

せ
な
い
も
の
が
何
か
は
、
す
ぐ
に
想
像
が
つ
く
と
思
い
ま
す
。

ご
本
尊
（
仏
さ
ま
の
像
）
と
、
ご
先
祖
を
象
徴
す
る
位い

牌は
い

が
欠
か

せ
ま
せ
ん
（
※
位
牌
の
使
用
を
否
定
す
る
宗
派
も
あ
り
ま
す
）。

仏
教
の
宇
宙
観
で
は
、
こ
の
宇
宙
の
中
央
に
須し

ゅ

弥み

山せ
ん

と
い
う
山

が
聳そ

び

え
立
ち
、
人
間
界
は
そ
の
山
の
裾す

そ

野の

に
広
が
っ
て
い
る
と
さ

れ
、
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
ど
の
よ
う
な
小
さ
な
仏
壇
で
あ
っ
て
も

中
央
に
須
弥
山
を
表
す
須し

ゅ

弥み

壇だ
ん

が
造
ら
れ
、
そ
の
上
段
奥
に
内な

い

陣じ
ん

と
よ
ば
れ
る
ご
本
尊
を
安
置
す
る
場
所
が
設
け
て
あ
り
ま
す
。

ご
本
尊
は
、
宗
派
に
よ
っ
て
奨す

す

め
る
仏
像
に
違
い
が
あ
り
ま

す
。「
ご
本
尊
は
必
ず
こ
の
仏
さ
ま
」
と
厳
格
に
規
定
さ
れ
て
い

る
宗
派
も
あ
り
ま
す
し
、
禅
宗
な
ど
の
よ
う
に
ど
の
仏
さ
ま
で
も

ご
本
尊
に
し
て
良
い
と
い
う
宗
派
も
あ
り
ま
す
。

ご
本
尊
が
分
か
ら
な
い
と
き
は
、
菩ぼ

提だ
い

寺じ

の
ご
住
職
に
き
き
ま

し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
立
体
の
像
だ
け
で
は
な
く
、
仏
さ
ま
の
お

姿
の
絵
像
や
、
そ
の
仏
さ
ま
の
聖
な
る
言
葉
（「
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」

な
ど
）
が
書
か
れ
た
掛
け
軸
な
ど
も
ご
本
尊
に
な
り
ま
す
。

内
陣
の
両
脇
は
、
各
宗
派
の
開
祖
や
中

ち
ゅ
う

興こ
う

の
祖
を
お
祀
り
す

る
の
が
一
般
的
で
す
。

次
に
、
ご
先
祖
を
供
養
す
る
う
え
で
位
牌
が
欠
か
せ
ま
せ
ん

仏
壇
荘
し
ょ
う

厳ご
ん

（
飾
り
）
の
必
需
品
と
は
？

Q
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仏
壇
・
お
墓
に
つ
い
て
の
疑
問

が
、
位
牌
は
ご
本
尊
よ
り
一
段
下
が
っ
た
中
段
に
置
き
ま
す
。

さ
て
、
仏
壇
は
、
供
養
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
が
湧わ

き
起
こ
る

よ
う
に
、
自
分
か
ら
思
わ
ず
合が

っ

掌し
ょ
うし

て
拝お

が

み
た
く
な
る
よ
う
に

荘し
ょ
う

厳ご
ん

（
飾
り
）
し
た
い
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
お
花
を
飾
り
、
灯と

う

明み
ょ
う

を
と
も
し
、
香こ

う

を
焚た

き
、
お
茶
や
お
水
を
お
供そ

な

え
を
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ご

飯
や
ご
先
祖
の
好
物
な
ど
も
、
お
供
え
す
る
よ
う
に
し
た
い
も
の

で
す
。

そ
こ
で
、
三み

つ

具ぐ

足そ
く

と
よ
ば
れ
る
花
生
け
、

燭し
ょ
く

台だ
い

（
ろ
う
そ
く
立
）、
香こ

う

炉ろ

は
、
ご
本

尊
、
位
牌
と
と
も
に
仏
壇
の
必
需
品
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
仏
具
屋
さ
ん
に
一

式
の
セ
ッ
ト
で
用
意
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す

が
、
故
人
が
愛
用
し
て
い
た
物
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
用
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

こ
の
ほ
か
、
読
経
に
必
要
な
鳴
り
物
道
具

（
木も
く

魚ぎ
ょ

、
磬き
ん

子す

）、
経

き
ょ
う

机づ
く
え
な
ど
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
な
道
具
類
も
仏
壇
の
置
か
れ

た
場
所
、
広
さ
な
ど
を
充
分
に
考
え
て
備
え

ら
れ
る
こ
と
を
お
奨
め
し
ま
す
。

大
切
な
こ
と
は
、
ご
先
祖
が
生
き
て
お
ら

れ
た
と
き
と
同
じ
気
持
ち
に
な
っ
て
荘
厳
を

し
、
給

き
ゅ
う

仕じ

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。

釈
迦
如
来 珱

珞
吊
灯
篭瑩

山
禅
師

位
牌
金
れ
ん
げ玉

香
炉
生
花

高
坏

香
炉

数
珠

経
本 お

鈴

木
魚

過
去
帳

高
坏

金
れ
ん
げ

ろ
う
そ
く
立

茶
湯
器

仏
飯
台

位
牌

道
元
禅
師

吊
灯
篭

珱
珞

【仏壇荘厳の一例（曹洞宗の仏壇）】
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仏
壇
・
お
墓
に
つ
い
て
の
疑
問

過か

去こ

帳
ち
ょ
う

っ
て
何
？

Q

と
こ
ろ
で
、
位
牌
は
ど
の
よ
う
に
作
れ
ば
良
い
の
か
と
よ
く
聞

か
れ
ま
す
。

葬
儀
に
は
、「
野の

位
牌
」
と
い
わ
れ
る
、
戒か

い

名み
ょ
うを
書
い
た
白し

ら

木き

の
位
牌
が
祭
壇
に
準
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
位
牌
は
あ

く
ま
で
葬
儀
用
で
、
満ま

ん

中ち
ゅ
う

陰い
ん

（
四
十
九
日
）
を
過
ぎ
る
と
塗
り
位

牌
に
作
り
直
す
の
が
通
例
で
す
。

位
牌
は
、
普
通
、
表
側
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
戒
名
を
、
裏
面

に
は
そ
の
方
の
俗
名
、
亡
く
な
ら
れ
た
年
月
日
（
時
間
ま
で
書
く
場

合
も
あ
る
）
や
年
齢
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

新
調
す
る
と
き
は
、
こ
れ
だ
け
の
項
目
を
仏
具
屋
さ
ん
に
知
ら

せ
れ
ば
、
ち
ゃ
ん
と
仕
上
げ
て
く
れ
ま
す
。

た
だ
注
意
し
た
い
の
は
、
野
位
牌
に
書
か
れ
た
戒
名
に
は
、

「
新し

ん

帰き

元げ
ん

（
新
し
く
生
し
ょ
う

死じ

の
迷
界
を
脱
し
涅ね

槃は
ん

の
世
界
に
赴お
も
む

く
、
の

意
）」
と
い
う
文
字
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
文
字
は
満
中
陰
を
過
ぎ
れ
ば
不
要
で
す
か
ら
、
付
け
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

位
牌
の
形
状
や
大
き
さ
、
様
式
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
歴

史
の
古
い
ご
家
庭
で
は
一
本
の
位
牌
に
そ
の
家
の
歴
代
の
故
人
の

戒
名
す
べ
て
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
（
こ
れ
に

は
掛
け
軸
式
の
も
の
も
あ
る
）
や
、
繰く

り
出
し
位
牌
と
い
っ
て
、
十

人
分
ほ
ど
の
位
牌
を
ま
と
め
て
納
め
ら
れ
る
箱
形
の
も
の
も
あ
り

ま
す
。

普
通
、
個
人
別
で
作
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
位
牌
で
す
が
、
そ
う

す
る
と
仏
壇
に
広
い
場
所
が
要
る
こ
と
か
ら
、
仏
壇
の
大
き
さ
を

考
え
て
作
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
位
牌
に
書
か
れ
て
い
る
年
齢
は
、
数
え
年
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
た
か
？

今
日
で
は
、
年
齢
は
満
年
齢
が
当
た
り
前
で
す
。
確
か
に
赤あ

か

子ご

が
こ
の
世
に
呱こ

こ々

の
声
を
上
げ
た
瞬
間
か
ら
人
生
が
始
ま
る
と
す

る
満
年
齢
の
数
え
方
は
一
理
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
で
は
人
の
生
涯

と
い
う
も
の
は
母
の
胎
内
で
生
命
を
授
か
っ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
と
し
て
、
数
え
年
で
勘
定
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て

い
る
の
で
す
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
う
番

位い

牌は
い

っ
て
何
？

Q
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仏
壇
・
お
墓
に
つ
い
て
の
疑
問

組
が
人
気
の
よ
う
で
す
が
、
我
が
家
の
ル
ー
ツ
を
知
ら
な
い
人
は

意
外
と
多
く
、
こ
の
ル
ー
ツ
調
べ
に
欠
か
せ
な
い
の
が
過
去
帳
で

す
。東

日
本
大
震
災
の
時
、
避
難
さ
れ
る
際
に
ご
自
宅
か
ら
過
去
帳

だ
け
を
持
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
方
の
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
こ
れ
一
冊
さ
え
あ
れ
ば
そ
の
家
の
先
祖
の
記
録
は
失

わ
れ
ず
に
済
み
ま
す
。
墓
や
墓ぼ

誌し

（
故
人
の
俗
名
、
戒
名
、
生
前
の
業

績
な
ど
を
書
き
記
し
た
も
の
）、
位
牌
ま
で
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
い

つ
で
も
作
り
直
せ
ま
す
。
ま
た
系
図
作
り
に
も
役
立
ち
ま
す
。

過
去
帳
は
、
そ
の
家
の
先
祖
の
主
な
記
録
を
卒そ

つ

日び

（
亡
く
な
っ

た
日
）
の
日
順
、
個
人
別
に
詳
し
く
記
し
た
も
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
菩
提
寺
で
は
檀だ

ん

信し
ん

徒と

各
家
の
過
去
帳
を
整
理
し
記
録

し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
最
小
限
の
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。

最
少
限
と
い
う
意
味
は
、
故
人
の
戒
名
、
俗
名
、
死
亡
年
月

日
、
死
亡
時
年
齢
（
一
般
に
享
き
ょ
う

年ね
ん

、
行
ぎ
ょ
う

年ね
ん

と
も
）
で
す
。

し
か
し
、
筆
者
は
そ
の
ほ
か
に
生
年
月
日
や
そ
の
方
の
両
親
の

氏
名
、
続
柄
、
死
亡
場
所
、
生
前
の
職
業
や
功
績
な
ど
も
書
き
入

れ
た
ほ
う
が
良
い
と
奨
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
ご
先
祖
と
今
を
生
き
る
家
族
を
繋
ぐ
、
大
切
な
証あ

か
しだ
か

ら
で
す
。
第
三
者
に
見
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
我
が
家

の
家
族
の
記
録
帳
と
し
て
造
り
、
仏
壇
に
備
え
ら
れ
る
こ
と
を
お

奨
め
し
ま
す
。

仏
壇
の
荘

し
ょ
う

厳ご
ん

が
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
気
持
ち
を
新
た
に
し
て

仏
壇
の
前
に
坐
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

仏
壇
で
拝
む
の
に
何
か
作
法
が
あ
る
の
か
な
ど
と
難
し
く
考
え

ず
、
先
ず
は
静
か
に
坐
っ
て
合が

っ

掌し
ょ
うを
し
ま
す
。

黙も
く

祷と
う

し
た
り
、
た

だ
瞑
想
す
る
だ
け
で

も
良
い
の
で
す
。
こ

の
時
に
大
事
な
こ
と

は
合
掌
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

合
掌
は
、
供
養
を

す
る
形
の
最
も
美
し

い
形
と
い
わ
れ
ま

す
。

仏
壇
の
拝お
が

み
方
は
？

Q

3

9

平成30年
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仏
壇
・
お
墓
に
つ
い
て
の
疑
問

『
白は

く

隠い
ん

禅ぜ
ん

師じ

坐ざ

禅ぜ
ん

和わ

讃さ
ん

』
の
冒
頭
に
、

　
「
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

本
来
仏ほ

と
けな

り
／
水
と
氷
の
如
く
に
て
／
水
を
離
れ

て
氷
な
く
／
衆
生
の
外ほ

か

に
仏
無
し
／
衆
生
近
き
を
知
ら
ず
し

て
／
遠
く
求
む
る
は
か
な
さ
よ
」

と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。

合
掌
を
す
る
右
手
と
左
手
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
和
讃
の
言
葉

が
示
す
水
と
氷
の
関
係
と
同
じ
で
、
不ふ

即そ
く

不ふ

離り

、
一
体
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、
仏
壇
の
前
で
合
掌
す
る
姿
は
、
何
か
と
一
体
に
な
ろ

う
と
す
る
姿
な
の
で
す
。

「
坐
」
と
い
う
漢
字
は
、
土
の
上
に
「
人
」
が
二
人
向
き
合
っ

て
坐
っ
た
形
の
象

し
ょ
う

形け
い

文
字
で
す
が
、
こ
の
漢
字
が
示
す
二
人
の

人
と
は
、
い
っ
た
い
誰
と
誰
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

一
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
分
自
身
の
こ
と
で
す
が
、
向
き

合
っ
た
も
う
一
人
は
今
日
の
自
分
を
あ
ら
し
め
る
両
親
で
あ
り
ご

先
祖
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
仏
さ
ま
（
本
来
の
自
己
）
で
あ
る
と

も
理
解
で
き
ま
す
。

合
掌
す
る
こ
と
で
、
ご
先
祖
と
一
体
と
な
り
、
そ
の
冥
福
を
祈

る
と
と
も
に
、
仏
さ
ま
と
も
一
体
と
な
っ
て
、
自
分
の
心
も
や
す

ら
か
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

さ
ら
に
家
族
一
同
が
そ
ろ
っ
て
仏
壇
を
拝
め
ば
、
そ
の
光
景
は

な
ん
と
美
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
以
外
に
何
か
別
の
作
法

が
必
要
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

強し

い
て
い
う
な
ら
、
知
っ
て
お
ら
れ
る
お
経
が
あ
っ
た
ら
、
皆

で
そ
れ
を
読
ま
れ
る
こ
と
も
お
奨
め
し
ま
す
。

な
お
、
拝
む
と
き
に
、
数じ

ゅ

珠ず

（
念ね
ん

珠じ
ゅ

と
も
い
う
）
は
必
要
で
す

か
？　

と
い
う
質
問
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

も
と
も
と
数
珠
は
真し

ん

言ご
ん

や
陀だ

羅ら

尼に

、
名

み
ょ
う

号ご
う

な
ど
を
繰
り
返
し

唱
え
る
と
き
の
数か

ず

取と
り

器き

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
が
、

最
近
で
は
腕
輪
念
珠
の
よ
う
に
一
つ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
も

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

い
わ
ば
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
需
品
の
よ
う
な
地
位
を

確
立
し
た
道
具
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
高
価
な
も
の
は
不
要
で

す
。
よ
く
吟ぎ

ん

味み

し
て
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
人
類
は
太
古
の
昔
か
ら
土ど

葬そ
う

を
し
、

そ
の
場
所
が
分
か
る
よ
う
に
土
を
盛
り
上
げ
、
石
を
置
く
な
ど
し

て
目
印
を
し
た
お
墓
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
例
外
（
風ふ
う

お
墓
と
仏ぶ
っ

塔と
う

は
ど
う
違
う
の
？

Q
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葬そ
う

、
鳥
ち
ょ
う

葬そ
う

、
水す
い

葬そ
う

）
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
が
お
墓
の
一
般
的
な

起
源
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
た
と
き
は
、
ご
遺
骨
（
特
に
仏ぶ
っ

舎し
ゃ

利り

と
よ
ば
れ
る
）
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
人
た
ち
の
間
で
争
奪

が
起
き
ま
し
た
。

こ
の
争
い
は
仲
介
者
の
努
力
で
な
ん
と
か
収
ま
り
ま
し
た
が
、

仏
舎
利
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
わ
ず
か
八
人
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

諦あ
き
ら
め
き
れ
な
い
人

た
ち
は
、
火
葬
後
の
灰

や
そ
の
と
き
に
用
い
ら

れ
た
薪ま

き

な
ど
を
持
ち

帰
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
う
し
て
仏
舎
利
を

入
手
で
き
た
人
も
で
き

な
か
っ
た
人
も
、
そ
れ

を
単
な
る
お
墓
に
し
て

供
養
す
る
の
で
は
な

く
、
塔
に
納
め
仏
塔

（
ス
ト
ゥ
ー
パ
、
供
養
塔

の
意
）
と
し
て
祀
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
動
き
は
そ
の
後
も
長
く
続
き
、
釈
尊
を
尊
敬
し
帰き

依え

し
て
い
た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
阿あ

育い
く

王
、
紀
元
前
二
六
八
年
頃
〜
紀
元

前
二
三
二
年
頃
）
は
、
釈
尊
ゆ
か
り
の
誕
生
地
や
悟
り
の
地
な
ど
記

念
す
べ
き
場
所
を
八
万
四
千
ヶ
所
も
選
び
、
石
柱
や
仏
塔
を
建
立

し
て
い
っ
た
と
い
い
ま
す
。

以
後
、
仏
教
が
伝
わ
っ
た
地
域
で
は
こ
れ
に
な
ら
っ
て
釈
尊
や

高
僧
に
因ち

な

ん
だ
塔
を
築
き
、
墓
と
は
異
な
る
仏
塔
と
し
て
礼
拝
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
仏
塔
は
お
墓
と
い
う
よ
り
も
、
釈
尊
や
仏
教
思
想
を

讃
え
礼
拝
す
る
た
め
の
供
養
施
設
と
し
て
築
か
れ
た
の
で
す
。

後
世
に
な
る
と
、
仏
舎
利
の
代
わ
り
と
し
て
水
晶
玉
や
経
典
が

仏
塔
に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

ス
ト
ゥ
ー
パ
は
中
国
へ
伝
え
ら
れ
る
と
「
卒そ

塔と

婆ば

」
と
音お

ん

写し
ゃ

さ

れ
ま
し
た
。

『
西さ

い

遊ゆ
う

記き

』
の
三さ

ん

蔵ぞ
う

法ほ
う

師し

の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
中
国
唐と

う

代だ
い

の
玄げ

ん

奘じ
ょ
う

三
蔵
法
師
（
六
〇
二
〜
六
六
四
）
の
場
合
、
多
く
の
経
典
を
イ

ン
ド
か
ら
持
ち
帰
り
、
帰
国
後
は
翻
訳
事
業
を
始
め
ま
し
た
が
、

そ
の
苦
労
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
れ
を
記
念
し
て
本

人
自
ら
が
仏
塔
建
設
を
計
画
し
経
典
を
納
め
た
と
い
い
ま
す
。

イ
ン
ド
・
サ
ー
ン
チ
ー
の
仏
塔
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今
日
そ
れ
は
「
大だ

い

雁が
ん

塔と
う

」
と
よ
ば
れ
、
貴
重
な
仏
教
遺
跡
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
西せ

い

安あ
ん

（
当
時
は
長
ち
ょ
う

安あ
ん

と
い
っ
た
）
の
観
光
名
所
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
玄
奘
三
蔵
の
墓
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
塔
は
大
き
な
石
を
積
み
重
ね
て
造
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
う

し
た
塔
を
作
る
風
習
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
る
と
、
五ご

輪り
ん

塔と
う

や
五ご

重
じ
ゅ
う
の

塔と
う

と
し
て
、
さ
ら
に
は
板
の
卒
塔
婆
（
単
に
塔と
う

婆ば

と
い
う
こ
と

が
多
い
）
に
姿
や
形
を
変
え
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
す
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
板
の
塔
婆
（
卒
塔
婆
）
は
も
と
も
と
は
仏

塔
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）
で
あ
っ
た
も
の
で
す
が
、
今
日
、
日
本
の
お
墓

で
よ
く
見
か
け
る
そ
れ
は
、
法
事
を
催も

よ
おし

た
際
の
供
養
塔
と
し
て

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

角か
く

塔
婆
（
柱
状
の
立
体
的
な
塔
婆
）
は
も
と
よ
り
、
小
さ
く
薄
っ

ぺ
ら
な
板
作
り
に
な
っ
て
い
て
も
、
そ
の
形
は
仏
塔
そ
の
も
の
の

形
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

仏
教
の
宇
宙
観
で
は
、
こ
の
世
の
森し

ん

羅ら

万ば
ん

象し
ょ
うす

べ
て
は
五
つ

の
要
素
（
地ち

・
水す
い

・
火か

・
風ふ
う

・
空く
う

）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う

の
で
す
が
、
そ
れ
を
表
し
た
形
が
仏
塔
だ
と
い
う
の
で
す
。

五
輪
塔
を
見
れ
ば
分
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
一
番
下
は
四
角

塔
婆
に
は
何
と
書
い
て
あ
る
の
？

Q

板の塔婆

五
輪
塔
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形
で
「
地
」
を
、
そ
の
上
の
円
形
は
「
水
」
を
、
そ
の
上
の
三
角

形
は
「
火
」
を
、
そ
の
上
の
反
円
形
は
「
風
」
を
、
一
番
上
の
宝ほ

う

珠じ
ゅ

形
は
「
空
」
を
表
し
て
い
ま
す
。

板
の
塔
婆
の
上
部
の
ほ
う
は
、
よ
く
見
る
と
こ
の
形
に
切
り
込

み
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
塔
婆
に
は
、
一
体
ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

多
く
は
、
法
事
対
象
者
の
戒
名
、
法
事
の
回か

い

忌き

、
そ
の
実
施

日
、
施せ

主し
ゅ

名
、
経

き
ょ
う

文も
ん

（
漢
字
の
経
文
で
は
な
く
梵ぼ
ん

字じ

で
あ
る
場
合
も
多

い
）
が
書
き
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

書
か
れ
る
経
文
は
仏
教
の
真
理
を
表
し
た
短
い
語
句
が
選
ば
れ

て
い
ま
す
。
よ
く
書
か
れ
て
い
る
語
と
し
て
は
、「
大だ

い

圓え
ん

鏡き
ょ
う

智ち

」

の
四
文
字
で
す
。
こ
の
語
は
仏
教
の
根
本
思
想
で
あ
る
三さ

ん

法ぽ
う

印い
ん

（
諸し
ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う、

諸し
ょ

法ほ
う

無む

我が

、
涅ね

槃は
ん

寂じ
ゃ
く

静じ
ょ
う）
を
意
味
す
る
語
で
、
同
様

に
こ
れ
を
表
し
た
単
な
る
円え

ん

相そ
う

（
大
き
な
○ま
る

）
だ
け
が
書
か
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
経
文
の
代
わ
り
に
「
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」「
南な

無む

釈し
ゃ

迦か

牟む

尼に

仏ぶ
つ

」
な
ど
の
名

み
ょ
う

号ご
う

や
、
十
三
仏
（
法
事
の
初し
ょ

七な
の

日か

か
ら
三
十
三
回

忌
ま
で
の
本
尊
）
を
意
味
す
る
種し

ゅ

子じ

（
仏
や
菩
薩
を
標
示
す
る
梵
字
）

が
書
か
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

塔
婆
を
い
た
だ
か
れ
た
ら
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
和
尚
さ
ん

に
遠
慮
な
く
問
わ
れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

墓ぼ

参さ
ん

は
、
正
月
前
や
春
秋
の
彼ひ

岸が
ん

、
お
盆
、
あ
る
い
は
故
人
の

命
日
な
ど
に
定
期
に
訪
れ
、
掃
除
を
し
た
後
に
お
参
り
す
る
の
が

一
番
い
い
方
法
で
す
。

「
お
墓
は
、
自
分
の
家
の
分ぶ

ん

家け

の
よ
う
な
も
の
」
と
い
っ
た
人

が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
す
。

管
理
者
が
い
る
お
墓
は
良
い
の
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
と
墓
は

荒
れ
る
に
任
せ
て
掃
除
を
す
る
の
が
お
っ
く
う
に
な
り
ま
す
。

お
供
え
を
し
た
花
が
み
す
ぼ
ら
し
く
枯
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い

た
り
、
朽く

ち
た
塔
婆
が
倒
れ
か
か
っ
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
汚
ら
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
お
供
え
物
の
お
菓
子
や
果
物
が
カ
ラ
ス
や
猫
に
食
い
荒

ら
さ
れ
て
近
所
迷
惑
に
な
る
こ
と
す
ら
あ
り
ま
す
。
飲
食
物
の
お

供
え
は
、
お
参
り
を
し
た
ら
持
ち
帰
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
良
い

で
し
ょ
う
。

お
墓
参
り
は
い
つ
す
れ
ば
良
い
か
？

Q


