
平
成
三
十
五
年
に
は
親
鸞
聖
人
生
誕

八
百
五
十
年
を
お
迎
え
し
ま
す

親鸞聖人降誕会・御参廟
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開
会
式
で
法
主
殿
の
お
言

葉
を
い
た
だ
き
、
引
き
続
き

講
義
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
、本
山
知ち
ど
う堂（
本

山
で
お
勤
め
を
す
る
職
）
の

北
畠
大
道
師
に
よ
り
お
参
り

の
作
法
や
荘
厳
に
つ
い
て
お

話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
研
修
会
助
言
者
の
お

ひ
と
り
で
あ
る
佐
波
真
教
師

に
高
田
派
の
歴
史
に
つ
い

て
、
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を
中

心
に
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

高
田
派
鑑
学
の
清
水
谷
正

尊
師
に
は
「
不
退
の
位
す
み

や
か
に
」
と
い
う
講
題
で
お

話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

日
ご
ろ
よ
く
お
称
え
し
て

い
る
こ
の
御
和
讃
は
、
要
点

を
ま
と
め
る
と
、「
不
退
の

位
を
早
く
得
た
い
な
ら
、
お

念
仏
申
し
な
さ
い
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
清
水
谷
師
は
松

山
智
光
先
生
の
言
葉
を
借
り

ら
れ
て
、「
お
念
仏
申
せ
ば
、

本
当
の
幸
せ
に
な
れ
る
」
と

話
さ
れ
ま
し
た
。

　

昼
食
を
挟
ん
で
い
く
つ
か

の
会
場
に
わ
か
れ
て
分
散
会

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、「
本
当
の
幸
せ
と
は
何

か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

語
り
合
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
、
よ
り
一
層
の

研
鑽
を
つ
ま
れ
た
こ
と
と
思

い
ま
す
。

　

最
後
に
岐
阜
善
教
寺
坊
守

の
魯お
ろ
か
あ
す
香か

さ
ん
の
エ
レ
ク

ト
ー
ン
演
奏
が
あ
り
、
御
影

堂
い
っ
ぱ
い
に
仏
教
讃
歌
な

ど
、
多
彩
な
曲
の
音
色
が
広

が
り
ま
し
た
。

　

次
回
、
秋
の
研
修
会
（
十

月
二
十
五
日
）
へ
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　

　

春
の
檀
信
徒
研
修
会
が
五
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
六
十
四
回
目
を
迎
え
る
今
回
は
研
修
会
場

を
髙
田
会
館
ホ
ー
ル
か
ら
御
影
堂
に
移
し
て
、
い
つ

も
と
は
少
し
違
う
雰
囲
気
の
中
で
行
わ
れ
ま
し
た
。　
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比
叡
山
で
修
行
の
日
々
を

す
ご
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
。

　

前
回
、
六
角
堂
に
百
日
参

籠
さ
れ
る
道
沿
い
の
ご
旧
跡

を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
今
回

は
参
籠
中
の
留
守
に
身
代
わ

り
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
親
鸞
聖
人
像
が
安
置
さ
れ

て
い
る
場
所
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

　

ひ
と
つ
は
比
叡
山
の
無
動

寺
谷
大
乗
院
。
叡
山
の
中
で

も
東
塔
、
西
塔
、
横
川
を
訪

れ
た
方
は
多
い
か
と
思
い
ま

す
。
私
は
無
動
寺
谷
を
最
近

ま
で
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

坂
本
ケ
ー
ブ
ル
の
山
頂
駅

か
ら
山
道
を
下
る
こ
と
八
百

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。
鍛
え
た
り

な
い
脚
に
は
少
々
キ
ツ
イ
く

だ
り
坂
で
す
。
勿
論
、
帰
り

は
同
じ
道
を
登
り
ま
す
。

　

行
き
着
い
た
先
に
は
い
く

第
四
回
　
蕎そ

ば

く

麦
喰
い

ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。（
敬
称
略
・
奉
仕
日
順
）

三
月　

誓
覚
寺
・
蓮
性
寺
・
成
泉
寺
・
了
性
寺
・
清　

寺
・
迎
接
寺
・
西
蓮
寺

四
月　

法
専
寺
・
最
勝
寺
・
信
光
寺
・
正
法
寺
・
青
龍
寺

五
月　

林
昌
寺
・
正
因
寺
・
壽
善
寺
・
専
照
寺
・
花
山
寺
・
井
福
寺

　
　
　

そ
の
他
一
身
田
地
区
の
み
な
さ
ん
に
よ
る
寺
内
町
清
掃
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
の
み
も
と
で
汗
を
流
し
ま
せ
ん
か
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
力
が
合
わ
さ
り
本
山
が
護
持

さ
れ
て
い
ま
す
。
お
檀
家
さ
ま
・
お
同
行
さ
ま
だ
け
は
な
く
一
般
の
団
体
の
方
に
も
ご
来
山
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
お
申
し
込
み
、お
問
い
合
わ
せ
は
宗
務
院
庶
務
部
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

つ
か
の
お
堂
が
並
ぶ
無
動
寺

谷
の
エ
リ
ア
が
あ
り
、
そ
の

一
つ
に
蕎
麦
喰
い
の
親
鸞
聖

人
と
親
し
ま
れ
る
坐
像
が
安

置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
京
都
市
街

三
十
三
間
堂
隣
に
あ
る
法
住

寺
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

蕎
麦
喰
い
の
伝
承
が
私
た

ち
に
伝
え
る
こ
と
は
何
な
の

か
と
、
往
時
に
思
い
を
寄
せ

な
が
ら
お
参
り
す
る
ご
縁
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。（

山
川
蓮
生
）

汗
を
流
し
て
清
掃
奉
仕

無動寺谷大乗院

法住寺

WEB VERSION WEB VERSION
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「
縁
　
起
」

釈
尊
シ
リ
ー
ズ
⑦

　

釈し
ゃ
く
そ
ん尊
が「
佛
陀(

ブ
ッ
ダ)

」

と
な
ら
れ
た
そ
の
目め

ざ覚
め
を

「
縁
起
の
法ほ
う

」
と
し
て
明
ら

か
に
さ
れ
ま
し
た
。
で
は
そ

の
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
は
日
常
的
に
「
縁

起
が
良
い
・
悪
い
」
と
い
う

言
葉
を
使
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。し
か
し
仏
教
で
い
う「
縁

起
の
法
」
と
は
良よ

し
悪あ

し
を

離
れ
、
現
実
に
起
こ
っ
て
い

る
事
柄
の
す
べ
て
に
因い
ん

（
そ

う
な
る
可
能
性
）
が
あ
り
、

そ
れ
が
縁え
ん

（
環
境
や
条
件
、

出
あ
い
）
に
ふ
れ
て
互
い
に

関
係
し
成
り
立
っ
て
い
る
と

い
う
道ど
う
り理

な
の
で
す
。
自
分

の
い
の
ち
さ
え
も
こ
の
道
理

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の

な
の
で
す
。

　

そ
れ
は
私
た
ち
が
今
こ
こ

に
生
き
て
い
る
と
い
う
の

は
、
過
去
の
す
べ
て
の
因い
ん
ね
ん縁

に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
の
で

す
。
親
の
親
、
そ
の
親
の

親
と
数
え
る
と
気
が
遠
く
な

る
ほ
ど
の
因
縁
の
す
べ
て
が

私
の
今
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
一
つ
が
欠
け
て
も

今
の
私
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
今
ま
で
出
あ
っ
た
人
、

食し
ょ
くし
た
も
の
、
身
に
着つ

け
た

も
の
、
使
っ
た
も
の
は
数
え

き
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
私
と

い
う
存
在
は
私
を
取
り
囲
む

す
べ
て
が
私
と
関か
か
わ
り
を
持

ち
、
互
い
に
影
響
し
あ
い
な

が
ら
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
縁

（
出で

あ遇
い
）
を
選
べ
ま
せ
ん
。

出
遇
っ
た
事
柄
や
人
が
私
を

教
え
て
く
れ
る
の
で
す
。
関

係
の
中
で
あ
ら
た
め
て
自
分

に
出
遇
う
の
で
す
。

　

釈
尊
は
そ
の
よ
う
な
人
間

の
存
在
の
事
実
に
目
覚
め
、

出し
ゅ
っ
け家
の
動
機
と
な
っ
た
老
ろ
う
び
ょ
う病

死し

と
い
う
現
実
が
苦
し
み
の

原
因
で
は
な
く
、
老お

い
る
縁

が
調と
と
の

え
ば
老
い
、
病や

む
縁
が

調
え
ば
病
み
、
死
ぬ
縁
が
調

え
ば
死
ん
で
い
く
い
の
ち
を

生
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
い
つ
ま
で
も
若
く
て
元

気
で
生
き
た
い
と
執
し
ゅ
う
ち
ゃ
く
着
す

る
、
私
の
思
い
を
か
な
え
よ

う
と
し
て
自
分
の
欲
望
の
追

求
に
生
き
て
い
く
と
こ
ろ
に

人
間
の
苦
し
み
の
原
因
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
同
時

に
、
老
い
る
こ
と
病
む
こ
と

死
ぬ
こ
と
を
、
受
け
入
れ
て

い
け
る
生
き
方
が
開
か
れ
た

の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
生
き
方
は
釈

尊
だ
け
に
開
か
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
道
理
に
目
覚
め
る

と
こ
ろ
に
誰
に
お
い
て
も
開

か
れ
る
生
き
方
な
の
で
す
。

　
　
　
　

教
学
院
第
三
部
会

え
ん　
　
　

ぎ

WEB VERSION
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当
寺
の
境
内
に
置
か
れ
た
甕か
め

の
中
に

は
数
匹
の
金
魚
が
泳
い
で
い
ま
す
。
子

供
た
ち
は
、
毎
日
の
よ
う
に
そ
の
甕
を

覗
き
込
み
な
が
ら
「
金
魚
さ
ん
！
金
魚

さ
ー
ん
！
」
と
元
気
に
呼
び
掛
け
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
あ
る
日
そ
の
中
の
一

匹
が
死
ん
で
し
ま
い
ま
し

た
。
子
供
た
ち
の
悲
し
み

は
大
変
な
も
の
で
し
た
。

　

私
た
ち
は
金
魚
の
お
葬

式
を
し
ま
し
た
。
境
内
の
片

隅
に
穴
を
掘
っ
て
埋
葬
し
、

墓
標
の
か
わ
り
に
石
を
置

き
、
お
花
を
供
え
、
手
を
合

せ
ま
し
た
。「
ね
え
、
お
父

さ
ん
、
金
魚
さ
ん
は
ど
こ

へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
？
」
長
男
が
問

い
ま
し
た
。「
金
魚
さ
ん
は
お
浄
土
に

行
っ
た
ん
だ
よ
。
み
ん
な
で
一
緒
に
お

念
仏
し
よ
う
ね
。
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
、

ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
・
・
・
」
と
、
私
は

当
た
り
前
の
よ
う
に
答
え
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
翌
日
、
長
男
が
駆
け
込
ん

で
き
て
言
い
ま
し
た
。「
お
父
さ
ん
の

う
そ
つ
き
、
金
魚
さ
ん
は
お
浄
土
な
ん

か
に
行
っ
て
な
い
よ
。
お
墓
の
下
に
ま

だ
い
た
よ
。」
き
っ
と
好
奇
心
か
ら
お

墓
を
掘
り
返
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

私
は
こ
れ

に
対
し
て
、

何
も
答
え
る

こ
と
が
出
来

ま
せ
ん
で
し

た
。
死
ん
だ

金
魚
が
ま
だ

土
中
に
そ
の

姿
を
留
め
て

い
る
こ
と

と
、
命
尽
き

て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
上

手
く
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

の
で
す
。

　

私
は
長
男
の
問
い
に
、
た
だ
反
射
的

に
「
お
浄
土
に
行
っ
た
。」
と
答
え
た

だ
け
で
あ
っ
て
、「
い
の
ち
」
と
い
う

も
の
を
、簡
単
に
「
わ
か
っ
た
つ
も
り
」

に
し
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
こ
に
僧
侶
と
し
て
、
日
々
、
生
死

の
営
み
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、「
何
ひ
と
つ
身
に
付
い
て

い
な
い
」
と
い
う
事
実
を
思
い
知
ら
さ

れ
ま
し
た
。
ま
る
で
喉
元
に
包
丁
を
突

き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
心
持
ち
で
す
。

　

私
は
「
う
そ
を
つ
い
て
ご
め
ん
ね
。

お
父
さ
ん
、
何
に
も
わ
か
っ
て
な
か
っ

た
よ
。」
と
子
供
た
ち
に
謝
り
ま
し
た
。

日
頃
、
子
供
た
ち
に
「
う
そ
を
つ
い
て

は
い
け
な
い
よ
。」
と
、
平
気
で
う
そ

を
つ
い
て
い
た
の
は
私
自
身
に
他
な
ら

な
か
っ
た
の
で
す
。

　

子
供
た
ち
の
疑
問
に
よ
り
浮
き
彫
り

に
な
っ
た
う
そ
つ
き
で
偽
物
の
私
の
正

体
、
ど
こ
ま
で
も
思
い
・
は
か
ら
い
で

生
き
る
こ
の
私
に
、
仏
様
が
問
い
か
け

て
下
さ
っ
た
得
難
い
ご
縁
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

南
無
阿
弥
陀
仏
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■
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九
日

　
中
学
生
教
化
合
宿
　
毎
年

恒
例
の
中
学
生
合
宿
で
栃

木
の
本
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。

デ
ィ
ズ
ニ
ー
シ
ー
や
羽
田
機

体
整
備
工
場
な
ど
に
も
た
ち

よ
り
、
充
実
し
た
春
休
み
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

■
四
月
八
日

　
釈
迦
三
尊
佛
法
会　

お
釈

迦
さ
ま
の
誕
生
日
に
あ
わ
せ

て
、
法
主
殿
が
山
門
に
安
置

さ
れ
て
い
る
釈
迦
三
尊
さ
ま

に
お
参
り
を
し
ま
す
。
こ
の

日
だ
け
は
一
般
の
方
も
山
門

に
上
が
っ
て
お
参
り
い
た
だ

け
る
特
別
な
日
で
す
。

■
四
月
二
十
三
日

　

は
な
ま
つ
り　

子
ど
も
た

ち
が
祝
う
お
釈
迦
さ
ま
の
誕

生
日
。
今
年
も
白
象
を
引
い

て
晴
天
の
下
、
寺
内
町
を
ぐ

る
っ
と
行
進
し
ま
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
写
生
大
会
の

表
彰
式
も
行
わ
れ
高
田
本
山

賞
を
善
福
寺
の
髙
沼
瞳
さ
ん

が
受
賞
い
た
し
ま
し
た
。

■
四
月
二
十
五
日

　
護
持
会
追
弔
会　

本
山
護

持
に
力
添
え
を
い
た
だ
い
て

い
る
護
持
会
の
ご
縁
故
の

方
々
の
追
弔
会
も
毎
年
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

■
四
月
二
十
九
日

　

興
学
布
教
研
究
大
会　

ど

な
た
で
も
聴
講
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
る
大
会
で
す

が
、
内
容
は
少
々
難
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
現
代
に
お
け
る
寺
檀
関

係
の
研
究　

ー
真
宗
伝
道
の

視
点
か
ら
ー
」
浄
泉
寺
衆

徒
・
戸
田
栄
信
師
、「『
西
方

指
南
抄
』
の
成
立
過
程
と
真

仏
の
筆
跡
」
青
巖
寺
住
職
・

清
水
谷
正
尊
師
、「
他
力
は

不
思
議
」
真
楽
寺
住
職
・
鷲

山
了
悟
師
の
三
名
に
ご
講
話

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

お
説
教
と
は
違
う
学
問
と

し
て
の
真
宗
に
興
味
を
お
ぼ

え
た
ら
、
こ
ち
ら
の
大
会
に

も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
毎
年

同
じ
四
月
二
十
九
日
に
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。

本寺如来堂・中学生教化合宿

山門楼上・釈迦三尊佛法会

はなまつり

召見殿・護持会追弔会

興学布教研究大会

WEB VERSIONWEB VERSION
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■
五
月
三
日
か
ら
五
日

　
教
師
検
定
講
習　

高
田
派

住
職
に
必
須
と
な
る
教
師
資

格
を
得
る
た
め
の
講
習
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

泊
ま
り
込
み
で
行
わ
れ
朝

の
お
参
り
に
も
揃
っ
て
参
詣

し
て
い
ま
す
。
僧
侶
と
し
て

布
教
を
通
し
て
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
み
教
え
を
伝
え
る

た
め
の
講
義
が
三
日
間
続
き

ま
す
。

■
五
月
六
日
か
ら
八
日

　

第
二
十
三
世
堯
祺
上
人

　
　
　
　
二
十
五
年
忌
法
会

　

先
々
代
御
上
人
の
御
年
忌

を
お
つ
と
め
し
ま
し
た
。

■
五
月
二
十
一
日

　

親
鸞
聖
人
降
誕
会　

宗
祖

親
鸞
聖
人
の
誕
生
を
祝
う
法

会
で
す
。
平
成
三
十
五
年
に

は
生
誕
八
百
五
十
年
を
お
迎

え
し
ま
す
。

　

式
典
で
は
、
本
山
褒
賞
や

男
性
の
祖
師
寿
の
お
祝
い
も

あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
雪
の
報
恩
講
で
延

期
に
な
っ
て
い
た
法
主
褒
賞

も
行
わ
れ
ま
し
た
。
長
年
、

栃
木
の
本
寺
の
輪
番
を
つ
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
鈴
木
明
信

輪
番
が
法
主
褒
賞
を
授
与
さ

れ
ま
し
た
。

　

ど
う
ぞ
、
皆
さ
ま
も
親
鸞

聖
人
建
立
の
栃
木
の
本
寺
に

お
参
り
く
だ
さ
い
。

　

当
日
は
、
安
楽
庵
の
茶
席

も
開
け
ら
れ
て
、
晴
天
の
下

で
、
宗
旦
古
流
の
お
茶
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

■
五
月
二
十
二
日

　
聞
法
会　

月
例
で
行
わ
れ

て
い
る
女
性
の
為
の
法
話
会

で
す
。
講
師
に
愛
知
か
ら
大

河
戸
悟
道
師
を
お
迎
え
し
て

楽
し
く
親
し
み
の
あ
る
お
話

を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
い
つ
か
ら
で
も
参
加
い

た
だ
け
ま
す
の
で
、
教
学
部

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
五
月
二
十
六
日

　

布
教
伝
道
研
修
講
座　

高

田
派
の
僧
侶
向
け
の
講
座
で

す
が
、
一
般
の
方
の
聴
講
も

可
能
で
す
。
今
回
は
広
い
御

影
堂
で
開
催
さ
れ
、
よ
り
実

践
的
な
雰
囲
気
で
の
研
修
と

な
り
ま
し
た
。
次
回
は
七
月

二
十
五
日
の
開
催
で
す
。

　

六
月
四
日
の
第
五
十
三

回
高
田
派
婦
人
連
合
大
会

を
前
に
、
聞
法
会
の
み
な

さ
ん
に
お
み
が
き
や
御
影

堂
の
清
掃
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

晨朝・教師検定講習

法主褒賞

安楽庵・降誕会

聞法会

布教伝道研修講座



三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　
　

２
８
１
９

　

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

●
行
事
案
内

七
月
二
十
五
日

　

第
一
回
布
教
伝
道
研
修
講
座

七
月
二
十
七
日
・
二
十
八
日

　

小
学
生
教
化
合
宿

　

歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾

八
月
一
日
〜
五
日

　

第
91
回
仏
教
文
化
講
座

　

一
日　

法
主
殿
御
親
講

　

二
日　

小
山
聡
子　

先
生

　

三
日　

藤
本
淨
彦　

先
生

　

四
日　

ケ
ネ
ス
田
中
先
生

　

五
日　

堤　

正
史　

先
生

八
月
十
四
日
〜
十
六
日

　

歓
喜
会
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寺
院
名

　

今
年
も
沢
山
の
ク
ラ
シ
ッ

ク
カ
ー
が
高
田
本
山
の
前
を

パ
レ
ー
ド
し
て
い
き
ま
し

た
。
人
々
よ
り
も
車
の
年
齢

の
方
が
高
い
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
ラ
フ
ェ
ス
タ
プ
リ
マ

ベ
ー
ラ
、
素
敵
な
イ
ベ
ン
ト

で
す
ね
。

　

さ
て
、
車
の
運
転
を
さ
れ

る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
ブ
レ
ー
キ
の
踏
み
間
違

い
な
ど
、
改
め
て
運
転
に
は

ご
注
意
を
。

　

四
月
の
桜
に
は
じ
ま
り
、
五

月
に
は
藤
、
牡
丹
が
咲
き
乱
れ

ま
す
。
春
は
花
粉
に
苛
ま
れ
な

が
ら
も
、
花
の
盛
り
。
賑
や
か

な
境
内
で
す
。

　

ま
も
な
く
す
る
と
蓮
も
咲
き

始
め
、
見
頃
を
迎
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、早
い
と
こ
ろ
で
は
、

七
月
に
な
る
と
歓
喜
会
や
お
盆

参
り
が
始
ま
り
、
本
山
で
は
八

月
に
歓
喜
会
が
お
つ
と
め
さ
れ

ま
す
。

　

暑
い
盛
り
で
す
が
、
本
山
に

も
お
参
り
く
だ
さ
い
。

　

子
ど
も
の
頃
、
テ
レ
ビ
か
ら
流
れ
る
京
都
の
大
文
字
焼
き
（
五
山
の
送
り
火
）
や
、
ナ
ス
や

キ
ュ
ウ
リ
の
お
盆
飾
り
（
精
霊
牛
・
精
霊
馬
）、グ
レ
ー
プ
の
歌
に
あ
る
『
精
霊
流
し
』
な
ど
は
、

物
語
の
世
界
の
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

　

四
日
市
の
お
寺
に
生
ま
れ
た
私
に
と
っ
て
、
本
堂
で
勤
ま
る
お
盆
参
り
（
歓
喜
会
）
と
、
初

盆
の
廻
り
灯
籠
が
、
お
盆
の
全
て
で
し
た
。
盆
踊
り
も
お
寺
と
は
関
係
な
い
、
町
内
会
の
イ
ベ

ン
ト
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

二
十
年
前
に
本
山
に
勤
め
て
、
は
じ
め
て
同
じ
三
重
県
内
で
も
様
々
な
お
盆
の
過
ご
し
方
が

あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
日
本
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
お
盆
行
事
は
、
仏
教
だ
け
は
な
く
、
古
来
の
祖
霊
信
仰

な
ど
も
ま
ざ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
真
宗
の
教
義
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

誓
覚
寺
住
職　
　

栗
廼　

隆
興


