
  
 

自
他
と
も
に 

幸
せ
に
な
る
た
め
に 

 

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」･･

･

と
い
う
こ

と
で
、
お
彼
岸
を
経
て
徐
々
に
温
暖
な
気
候

に
恵
ま
れ
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
の

春
の
風
物
詩
で
も
あ
る
「
桜
」
も
、
全
国
各

地
で
開
花
宣
言
が
行
わ
れ
、
皆
様
の
お
気
持

ち
も
春
爛
漫
の
陽
気
に
包
ま
れ
て
お
ら
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

さ
て
、
今
年
の
春
彼
岸
（
３
月
１
８
日
～

２
４
日
ま
で
の
１
週
間
）
は
、
九
州
は
佐
賀

県
伊
万
里
市
に
あ
る
妙
顕
寺
（
み
ょ
う
け
ん

じ
）
さ
ま
で
御
法
話
（
ご
ほ
う
わ
）
を
勤
め

て
ま
い
り
ま
し
た
。 

佐
賀
の
妙
顕
寺
さ
ま
と
は
何
か
と
ご
縁

が
あ
り
、
今
回
で
３
度
目
と
な
る
春
季
彼
岸

会
（
し
ゅ
ん
き
ひ
が
ん
え
）
の
説
教
師
（
せ

っ
き
ょ
う
し
＝
法
話
を
す
る
僧
侶
）
と
し
て

お
招
き
頂
き
ま
し
た
。
実
は
２
年
前
か
ら
ご

依
頼
を
頂
戴
し
て
い
た
の
で
す
が
、
３
月
に

入
っ
て
か
ら
、
法
話
の
内
容
や
構
成
を
整
え

る
準
備
を
始
め
る
も
の
で
す
か
ら
、
出
発
前

日
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
、
お
話
し
の
内
容
作
成
に

時
間
を
費
や
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
妙
顕
寺
さ
ま
の
彼
岸
会
説
教
と
い

う
の
が
ま
た
過
酷
な
の
で
す
。
と
い
う
の

も
、
毎
日
午
後
一
時
か
ら
御
法
話
が
始
ま

り
、
そ
の
ま
ま
休
憩
を
挟
む
こ
と
な
く
約
３

時
間
！
座
り
っ
ぱ
な
し
、
話
し
っ
ぱ
な

し･･
･

（
笑
）
。
話
す
こ
ち
ら
も
そ
う
で
す

が
、
何
よ
り
聴
聞
さ
れ
て
お
ら
れ
る
檀
信
徒 

 
 
 

 

 

の
皆
さ
ま
方
も
ご
修
行
で
す
。
正
式
に
は
話
す

方
は
「
解
説
の
行
（
げ
せ
つ
の
ぎ
ょ
う
）
」
で
、

話
を
聞
く
方
は
「
聞
法
の
行
（
も
ん
ぽ
う
の
ぎ

ょ
う
）
」
と
言
い
ま
す
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
長
時
間
の
御
法

話
を
執
り
行
わ
れ
て
い
る
お
寺
さ
ま
は
、
全
国

を
見
渡
し
て
も
、
そ
う
そ
う
あ
る
も
の
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
非
常
に
良
い
経

験
と
勉
強
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
来
年
は
我

が
真
成
寺
で
、
春
季
彼
岸
会
の
御
法
話
を
勤
め

さ
せ
て
頂
こ
う
か
な
？
今
年
の
秋
で
も
良
い

か
な
？
と
も
考
え
て
い
ま
す
。
ご
安
心
く
だ
さ

い
。
一
時
間
程
度
で
す
か
ら
（
笑
）
。 

 
【 
い
ま
さ
ら
聞
け
な
い 

彼
岸
の
い
わ
れ 

】 

 

仏
様
と
、
ご
先
祖
様
、
私
達
の
心
を
通
わ
せ
る

お
彼
岸
に
つ
い
て
記
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
ず
、

お
彼
岸
と
い
う
行
事
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は

仏
教
行
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
発
祥
の
イ
ン

ド
や
中
国
朝
鮮
半
島
な
ど
で
は
見
ら
れ
な
い
行
事

で
、
日
本
独
特
の
も
の
と
ご
理
解
く
だ
さ
い
。 

で
は
日
本
で
い
つ
生
ま
れ
た
行
事
な
の
か
？

で
す
が
、
お
彼
岸
に
関
す
る
最
も
古
い
記
録
は
、

平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
日
本
後
記
』
に
見
ら

れ
ま
す
。
桓
武
天
皇
（
か
ん
む
て
ん
の
う
）
が
、

毎
年
春
と
秋
の
７
日
間
、
早
良
親
王
（
さ
わ
ら
し

ん
の
う
）
の
御
霊
を
鎮
め
る
為
、
国
分
寺
の
僧
侶

に
『
金
剛
般
若
経
（
こ
ん
ご
う
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う
』

を
読
誦
（
ど
く
じ
ゅ
＝
お
経
を
唱
え
る
）
さ
せ
、

法
会
（
ほ
う
え
）
が
行
わ
れ
た
と
記
述
さ
れ
て
い

ま
す
。
ち
な
み
に
、
桓
武
天
皇
と
早
良
親
王
は
兄

弟
で
す
。
お
彼
岸
と
い
う
仏
事
が
、
仏
教
発
祥
の

イ
ン
ド
に
も
、
伝
来
の
中
国
朝
鮮
半
島
に
も
無
い

こ
と
か
ら
、
こ
の
記
録
は
重
要
な
資
料
で
あ
る
と 

 

 

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
般
的
な
「
お
彼
岸
」
が
、

亡
き
人
へ
の
供
養
の
日
と
な
っ
た
の
も
、
お
そ
ら

く
こ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
お
彼
岸
は
仏
道
修
行
の
一
週

間
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
仏
道
修
行
の
実
践
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
と
、
い
わ
ば
仏
道
興
隆
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
っ
て
は
語
弊
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が･･･

。い
ず
れ
に
し
て
も
良

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
実
践
法

は
六
波
羅
蜜
（
ろ
く
は
ら
み
つ
）
と
い
う
仏
道
修

行
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

私
達
が
、
涅
槃
（
ね
は
ん
＝
悟
り
）
の
境
涯
（
き

ょ
う
が
い
＝
境
地
）
に
到
る
た
め
の
修
行
方
法
を

仏
教
で
は
波
羅
蜜
（
は
ら
み
つ
）
と
言
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
人
生
に
お
い
て
私
達
自
身
が
仏
に
成
る

（
成
仏
）
す
る
た
め
に
勧
め
ら
れ
る
修
行
の
こ
と

で
す
。
そ
も
そ
も
仏
教
と
い
う
の
は
仏
に
成
る
、

成
仏
す
る
為
の
教
え
で
す
。
そ
の
６
つ
と
申
し
ま

す
の
が･･･

❶
布
施
（
ふ
せ
）
、
❷
持
戒
（
じ
か
い
）
、

❸
忍
辱
（
に
ん
に
く
）
、
❹
精
進
（
し
ょ
う
じ
ん
）
、

❺
禅
定
（
ぜ
ん
じ
ょ
う
）
、
❻
智
慧
（
ち
え
）
の

６
種
の
修
行
で
、
こ
れ
ら
を
六
波
羅
蜜
（
ろ
く
は

ら
み
つ
）
と
言
い
ま
す
。 

 

仏
教
で
は
、
こ
の
６
種
の
修
行
を
通
し
て
、
悟

り
に
到
る
道
を
明
か
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
説

明
が
難
し
い
の
で
す
が
、
あ
く
ま
で
ご
参
考
ま
で

に
簡
単
に
ご
説
明
し
ま
す
。 

【 
成
仏
＝
悟
る
と
は
？ 

】 
成
仏
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
「
悟
る
」
と

い
う
事
に
な
り
ま
す
。
個
人
レ
ベ
ル
の
幸
・
不
幸

の
視
野
を
超
越
し
て
、
宇
宙
的
な
観
念
の
世
界
観

を
持
つ
こ
と
を
「
悟
る
」
と
言
い
ま
す
。
仏
教
で

は
「
真
理
に
目
覚
め
た
人
」
の
こ
と
を
「
仏
さ
ま

＝
悟
っ
た
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
真
理 

 

 

に
目
覚
め
た
結
果
と
し
て
、
目
先
の
迷
い
を
断 

ち
切
り
、
自
分
と
関
わ
り
合
う
他
の
人
を
支
え 

る
（
救
う
）
働
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
言
い 

ま
す
。 

六
波
羅
蜜
の
６
つ
の
修
行
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て 

い
き
ま
し
ょ
う
。 

❶
布
施
波
羅
密
（
ふ
せ
は
ら
み
つ
）
は
、
別
名
、

檀
那
波
羅
蜜
（
だ
ん
な
は
ら
み
つ
）
と
も
言
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
施
（
ほ
ど
こ
）
し
を
さ
せ
て
頂
く 

修
行
の
こ
と
で
す
。 

ち
な
み
に
、
お
布
施
（
お
ふ
せ
）
と
聞
い
て 

ま
ず
想
像
す
る
の
が
、
お
檀
家
（
だ
ん
か
）
の 

皆
さ
ま
が
私
達
お
坊
さ
ん
に
対
し
て
施
す
金
品 

が
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
と
思
い
ま
す
。
仏
教 

寺
院
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
お
布
施
に
よ
っ
て 

寺
院
が
守
ら
れ
る
事
と
な
り
、
僧
侶
が
教
え
を 

広
め
流
布
（
る
ふ
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

そ
ん
な
お
布
施
の
行
為
が
長
い
間
続
け
ら
れ
て
、

法
が
絶
え
る
こ
と
な
く
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
き 

て
い
ま
す
。
真
成
寺
で
は
、
皆
さ
ま
の
こ
と
を 

「
お
檀
家
（
だ
ん
か
）
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
ま 

す
が
、
檀
那
波
羅
蜜
の
壇
那
（
だ
ん
な
）
は
元 

々
布
施
の
意
味
で
す
か
ら
、
経
済
的
な
援
助 

（
布
施
）
を
す
る
人
を
、
世
間
一
般
に
檀
那
と 

か
檀
那
様
と
い
い
ま
す
。
こ
の
檀
那
の
人
達
の 

家
族
を
檀
家
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。 

話
を
戻
し
ま
す
。
「
布
施
」
は
大
き
く
３
つ 

に
大
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
財
施
（
ざ
い
せ
）･･･ 

財
物
を
施
す
。
法
施
（
ほ
う
せ
）･･･

恐
怖
や
不 

安
を
取
り
除
き
安
心
を
与
え
る
。
無
畏
施
（
む 

い
せ
）･･･

法
を
説
き
与
え
る
。
つ
ま
り
、
貪
り 

（
む
さ
ぼ
り
）
の
心
を
戒
（
い
ま
し
）
め
て
、
人 

に
財
を
与
え
、
法
（
真
理
）
を
教
え
、
心
の
安
ら 

ぎ
を
与
え
る
こ
と
で
、
生
活
と
心
に
恵
み
を
施
す 

こ
と
を
目
指
し
ま
す
。 



 
 

と
は
言
え
、
財
施
が
で
き
る
財
力
を
持
た
ず
、

法
施
や
無
畏
施
が
で
き
る
知
恵
も
備
え
て
い

な
い
人
の
た
め
に
、
仏
様
は
雑
宝
蔵
経
（
ぞ
う

ほ
う
ぞ
う
き
ょ
う
）
と
い
う
お
経
の
中
で
、
次

に
掲
げ
る『
無
財
の
七
施（
む
ざ
い
の
し
ち
せ
）』

を
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。 

【 

無
財
の
七
施
に
つ
い
て 
】 

見
返
り
を
求
め
な
い
で
喜
ん
で
捨
て
る
、
そ

ん
な
こ
と
を
無
財
の
七
施
も
教
え
て
い
ま
す
。 

「
あ
り
が
と
う
」
や
「
お
か
げ
さ
ま
」
の
気
持

ち
を
行
動
で
示
す
身
近
な
実
践
の
こ
と
を
無

財
の
七
施
と
言
い
ま
す
。
お
金
が
無
く
て
も
、

物
が
無
く
て
も
、
周
り
の
人
々
に
喜
び
を
与
え

ら
れ
、
少
し
で
も
喜
ん
で
頂
け
る
方
法
が
あ
る

と
い
う
の
が
無
財
の
七
施
の
教
え
な
の
で
す
。

世
間
一
般
の
損
得
勘
定
で
は
与
え
た
人
よ
り

も
与
え
ら
れ
た
人
の
方
が
得
を
す
る
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
布
施
は
施

し
た
人
の
方
が
幸
せ
な
気
分
に
な
り
、
与
え
ら

れ
た
人
よ
り
も
与
え
た
人
を
幸
せ
に
す
る
と

い
う
魔
法
の
よ
う
な
教
え
の
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
で
は
早
速
、
そ
の
七
つ
の
魔
法
を
ご
紹
介

し
ま
す
。 

眼
施
（
が
ん
せ
）･･･

優
し
い
眼
差
し
で
人
に

接
す
る
。
和
顔
施
（
わ
が
ん
せ
）･･･

和
や
か
な

明
る
い
顔
で
人
に
接
す
る
。
言
辞
施
（
ご
ん
じ

せ
）･･･

優
し
い
言
葉
を
か
け
る
。
身
施
（
し
ん

せ
）･･･

身
を
も
っ
て
布
施
す
る
。
心
施
（
し
ん

せ
）･･･

心
の
底
か
ら
人
を
思
い
や
る
慈
悲
心

を
施
す
。
牀
座
施
（
し
ょ
う
ざ
せ
）･･･

例
え
ば
、

先
輩
や
お
年
寄
り
に
自
分
の
席
を
譲
る
行
為
。

房
舎
施
（
ぼ
う
じ
ゃ
せ
）･･･

困
っ
て
い
る
旅
人

に
一
夜
の
宿
を
提
供
し
た
り
、
休
憩
の
場
を
提

供
し
た
り
す
る
行
為
。 

 
 

 

以
上
の
よ
う
に
、
布
施
と
い
う
こ
と
が
仏
に
成
る

（
菩
薩
行
＝
ぼ
さ
つ
ぎ
ょ
う
）
の
第
一
条
件
と
さ

れ
て
い
る
の
は
、
大
変
意
義
深
い
こ
と
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

『
無
財
の
七
施
』
に
つ
い
て
換
言
す
れ
ば
、
人

の
た
め
誰
か
の
た
め
、
心
配
り
や
思
い
遣
り
を
持

ち
、
自
分
の
身
体
で
で
き
る
こ
と
を
心
を
込
め
て

行
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
と
言
え
ま
す
。
人
の
た
め

に
行
っ
た
些
細
な
言
動
が
、人
の
幸
せ
に
繋
が
り
、

幸
せ
な
人
間
関
係
が
形
成
さ
れ
、
世
の
中
が
素
敵

な
繋
が
り
と
な
り
、
結
果
的
に
自
分
自
身
も
幸
せ

な
人
生
が
歩
め
る
と
い
う
事
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

無
財
の
七
施
を
行
う
の
に
お
金
も
時
間
も
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。
今
日
か
ら
無
財
の
七
施
を
心
掛
け
る

生
活
が
出
来
る
と
良
い
で
す
ね
。 

  

次
に
六
波
羅
蜜
の
❷
番
目
、
持
戒
波
羅
蜜
（
じ

か
い
は
ら
み
つ
）、戒
律
を
堅
固
に
守
る
修
行
に
つ

い
て･･･

な
の
で
す
が
、今
月
号
は
紙
幅
の
関
係
上

こ
こ
ま
で
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

「
お
彼
岸
」
と
い
う
日
本
独
特
の
行
事
は
、
御

先
祖
様
を
偲
び
、
仏
道
修
行
の
実
践
を
勧
め
る
と

い
う
私
達
に
と
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
大
切
な
行
事

で
す
の
で
、ち
ょ
っ
と
堅
い
内
容
に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
機
会
に
御
理
解
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
六
波
羅
蜜
の
法
門
は
全
て
自
他
を

救
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
知
っ

た
な
ら
ば
実
践
し
て
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。 

合

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

     

 
 

ご 

招 

待 
  

 

音
の
華 

ピ
ア
ノ
発
表
会 

 と
き
・
・
４
月
28
日
（
日
） 

 
 
 
 

１１
時
３０
分
開
演 

場
所
・
・
北
日
本
新
聞
社
ホ
ー
ル 

 

    

   

  

来
月
の
ご
案
内 

 

◎
祠
堂
大
法
要 

五
月
二
十
六
日(

日) 
 

ご
法
要
（
各
家
先
祖
の
ご
回
向
） 

・
午
前
十
一
時 

ご
法
話 

・
午
後
十
二
時
半 

大
法
要 

（
今
年
度
永
代
供
養
加
入
者
各
霊
位
御
回
向
） 

・
午
後
一
時
半 

 

真
ま

ごころちゃん 

 

お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
♪ 


