
 
 

 
 

今
更
聞
け
な
い
仏
事
の
話 

⑵ 
 

皆
さ
ま
は
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
し

ょ
う
か
？
猛
暑
の
続
い
た
８
月
で
し
た
が
、
そ

ん
な
厳
し
か
っ
た
夏
の
暑
さ
も
少
し
弱
ま
り
、

秋
の
訪
れ
が
待
ち
遠
し
い
頃
と
な
り
ま
し
た
。

大
自
然
の
営
み
に
沿
い
な
が
ら
、
日
々
の
生
活

に
感
謝
し
て
過
ご
し
て
い
け
ら
れ
た
ら
と
思

い
ま
す
。 

さ
て
、
先
月
号
（
２
０
９
号
）
の
【
今
更
聞

け
な
い
お
盆
の
作
法
】
は
、
皆
さ
ま
か
ら
「
為

に
な
っ
た
」
・
「
他
に
も
知
り
た
い
」
等
と
い

う
様
な
お
言
葉
を
多
く
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
２
０
４
号
（
３
月
号
）
【
今
更
聞
け
な

い
仏
事
の
話
】
も
反
響
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、
今
更
聞
け
な
い
仏

事
⑵
と
し
て
、
仏
事
に
関
す
る
ご
説
明
を
さ
せ

て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

Ｑ
・
お
仏
壇
に
つ
い
て 

Ａ
・
お
仏
壇
の
「
壇
（
だ
ん
）」
と
い
う
漢
字
で

す
が
、
今
は
多
く
の
お
仏
壇
が
木
製
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
木
偏
（
き
へ
ん
）
の
「
檀
」

で
は
な
く
「
土
偏
（
つ
ち
へ
ん
）」
の
「
壇
」
が

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
仏
様
を
安
置
す

る
と
こ
ろ
が
、
古
く
は
土
を
盛
り
上
げ
て
つ
く

っ
た
祭
壇
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。 

 
 

お
仏
壇
で
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
中
心
が
御 

 

 

本
尊
（
ご
ほ
ん
ぞ
ん
）
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

御
本
尊
と
は
、
日
蓮
宗
で
あ
れ
ば
大
曼
荼
羅
御
本

尊
（
だ
い
ま
ん
だ
ら
ご
ほ
ん
ぞ
ん
）
を
安
置
す
る
こ

と
が
基
本
と
な
り
ま
す
。
多
く
の
ご
家
庭
で
は
そ

の
御
本
尊
の
前
に
、
尊
崇
の
対
象
と
し
て
宗
祖
日

蓮
大
聖
人
の
ご
尊
像
（
そ
ん
ぞ
う
）
を
お
祀
（
ま

つ
）
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
お
位
牌

壇
（
い
は
い
だ
ん
）
で
は
な
く
、
お
仏
壇
と
い
う

名
の
通
り
、
お
仏
壇
は
御
仏
の
世
界
を
表
現
し
、
そ

の
世
界
に
故
人
を
包
み
込
ん
で
い
た
だ
く
も
の
で

す
。で
す
か
ら
、そ
の
中
心
は
御
位
牌
で
は
な
く
、

ご
本
尊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
、
常
日

毎
か
ら
大
切
に
す
る
事
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。 

 

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
（
し
ゅ
う
そ
に
ち
れ
ん
だ
い

し
ょ
う
に
ん
）
は
、
釈
尊
滅
後
（
し
ゃ
く
そ
ん
め

つ
ご
）
の
御
仏
の
お
姿
に
は
木
像
・
絵
像
（
え
ぞ

う
）
の
２
種
が
あ
り
、
そ
の
木
絵
二
像
（
ち
く
え

に
ぞ
う
）
の
開
眼
供
養
（
か
い
げ
ん
く
よ
う
）
は
、

法
華
経
を
心
得
た
る
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
必
要

性
を
示
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
を
簡
潔

に
述
べ
る
と
、
法
華
経
（
ほ
け
き
ょ
う
）
に
は
、
有

情
（
う
じ
ょ
う
＝
全
て
の
心
あ
る
生
き
物
）
の
成
仏

が
説
か
れ
る
と
同
時
に
、
草
木
等
の
非
情
（
ひ
じ
ょ

う
＝
精
神
作
用
を
持
た
な
い
も
の
）
の
成
仏
ま
で

も
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
法
華
経
の
教
え
が

示
さ
れ
て
こ
そ
、
木
や
紙
で
し
か
な
い
大
曼
荼
羅

御
本
尊
や
仏
像
が
、
魂
が
宿
っ
た
生
身
（
し
ょ
う

し
ん
）
の
仏
様
と
成
り
得
る
の
で
す
。 

 

新
し
く
御
本
尊
を
安
置
す
る
お
仏
壇
を
お
祀

（
ま
つ
）
り
す
る
時
に
は
、
菩
提
寺
（
ぼ
だ
い
じ
） 

 

 

住
職
の
ご
都
合
を
伺
っ
た
上
で
、
必
ず
開
眼
供
養

（
か
い
げ
ん
く
よ
う
）
を
執
り
行
う
こ
と
を
お
勧

め
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
同
様
に
、
お
祀
り
で
き

な
く
な
っ
た
御
本
尊
に
は
、
閉
眼
供
養
（
へ
い
げ

ん
く
よ
う
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

Ｑ
・
お
位
牌
に
つ
い
て 

Ａ
・
故
人
の
法
号
（
ほ
う
ご
う
）、
あ
る
い
は
戒
名

（
か
い
み
ょ
う
）
や
、
死
亡
年
月
日
を
記
し
て
お

仏
壇
に
お
祀
り
す
る
も
の
が
御
位
牌（
お
い
は
い
）

で
す
。 

 

御
位
牌
は
、
故
人
の
象
徴
と
し
て
仏
壇
を
飾
る

「
も
の
」
で
は
な
く
、
ご
先
祖
さ
ま
や
亡
く
な
ら
れ

た
方
の
魂
が
そ
こ
に
宿
る
も
の
と
し
て
、
ご
本
尊

と
共
に
供
養
の
対
象
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

お
位
牌
に
は
野
位
牌
（
の
い
は
い
）
と
、
本
位

牌
（
ほ
ん
い
は
い
）
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。 

 

野
位
牌
と
は
白
木
造
（
し
ら
き
づ
く
）
り
の
も

の
で
、葬
儀
か
ら
四
十
九
日
の
間
お
祀
り
し
ま
す
。

忌
明
（
き
あ
）
け
後
は
、
塗
り
が
施
（
ほ
ど
こ
）

さ
れ
た
本
位
牌
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
す
。 

 

ま
た
、
１
つ
の
お
位
牌
に
何
枚
か
の
板
片
（
い

た
へ
ん
）
を
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
法
号
を
記
し
て

お
く
、
く
り
出
し
位
牌
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。 

 
お
位
牌
を
安
置
す
る
場
合
、
中
心
の
ご
本
尊
を

隠
さ
な
い
よ
う
に
両
側
に
置
き
ま
す
。
こ
の
と
き

の
置
き
方
は
、
正
面
向
か
っ
て
本
尊
の
右
側
、
次
に

左
側
、
と
い
う
よ
う
に
年
月
の
古
い
順
に
置
く
の

が
一
般
的
で
す
。 

  

 

Ｑ
・
日
蓮
宗
の
御
本
尊 

Ａ
・
御
本
尊
（
ご
ほ
ん
ぞ
ん
）
と
は
、
仏
教
を 

信
仰
す
る
上
で
礼
拝
す
る
対
象
と
な
る
仏
様
な 

ど
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。 

 

日
蓮
宗
で
は
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
が
文
字
で
お 

書
き
に
な
ら
れ
た
大
曼
荼
羅
御
本
尊
（
だ
い
ま 

ん
だ
ら
ご
ほ
ん
ぞ
ん
）
と
し
ま
す
。
皆
さ
ま
の 

ご
家
庭
の
お
仏
壇
で
は
、
最
上
段
中
央
に
掲
げ 

ら
れ
た
掛
け
軸
が
大
曼
荼
羅
御
本
尊
で
す
。
こ 

の
大
曼
荼
羅
本
尊
は
、
法
華
経
の
後
半
部
分
、 

虚
空
会
（
こ
く
う
え
）
の
す
が
た
を
あ
ら
わ
し
、 

仏
様
に
よ
る
救
済
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
虚
空
会
に
お
い
て
の
お
釈
迦
様
は
自
ら
の 

永
遠
の
命
を
お
示
し
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て 

末
法
の
今
を
生
き
る
私
達
へ
の
救
い
の
道
が
示 

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

皆
様
の
菩
提
寺
の
本
堂
で
は
、
仏
像
な
ど
で 

お
祀
り
に
な
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
い 

ま
す
が
、
こ
れ
は
大
曼
荼
羅
御
本
尊
の
一
部
を 

ご
尊
像
に
し
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
す
。 

 

で
は
、
ご
家
庭
の
お
仏
壇
に
は
、
実
際
に
ど 

の
様
な
諸
仏
諸
尊
（
し
ょ
ぶ
つ
し
ょ
そ
ん
）
が 

勧
請
（
か
ん
じ
ょ
う
）
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
、
こ
の
ま
ま 

ご
家
庭
の
お
仏
壇
の
前
に
ご
移
動
く
だ
さ
い
。 

そ
し
て
御
仏
壇
内
の
大
曼
荼
羅
御
本
尊
を
拝
み 

な
が
ら
、
左
記
の
解
説
を
読
み
進
め
て
み
て
く 

だ
さ
い
。
お
仏
壇
の
前
に
ご
移
動
な
さ
れ
ま
し 

た
か
？
は
い
、そ
れ
で
は
解
説
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

ま
ず
中
央
に
は
、
大
き
く
『
南
無
妙
法
蓮
華
経
』 

 



 
の
お
題
目
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

そ
の
お
題
目
の
左
右
に
は
、
最
上
段
の
向
か

っ
て
左
側
に
は
釈
迦
牟
尼
仏
（
し
ゃ
か
む
に
ぶ

つ
＝
お
釈
迦
さ
ま
）
が
、
右
側
に
は
多
宝
如
来

（
た
ほ
う
に
ょ
ら
い
）
が
勧
請
（
か
ん
じ
ょ
う
）

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
外
側
に
は
、
地
湧
（
じ

ゆ
）
の
菩
薩
の
代
表
で
あ
る
上
行
（
じ
ょ
う
ぎ

ょ
う
）・
無
辺
行
（
む
へ
ん
ぎ
ょ
う
）・
浄
行
（
じ

ょ
う
ぎ
ょ
う
）・
安
立
行
（
あ
ん
り
ゅ
う
ぎ
ょ
う
）

の
四
菩
薩
（
し
ぼ
さ
つ
）
が
勧
請
さ
れ
、
次
段

の
左
右
に
は
、
元
来
釈
迦
牟
尼
仏
の
脇
侍
（
き

ょ
う
じ
）
で
あ
っ
た
文
殊
菩
薩
（
も
ん
じ
ゅ
ぼ

さ
つ
＝
智
慧
の
仏
さ
ま
）
と
普
賢
菩
薩
（
ふ
げ

ん
ぼ
さ
つ
＝
慈
悲
の
仏
さ
ま
）
が
勧
請
さ
れ
ま

す
。
こ
の
智
慧
と
慈
悲
を
あ
ら
わ
す
二
菩
薩

（
に
ぼ
さ
つ
）
は
、
真
実
が
説
か
れ
る
以
前
の

菩
薩
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
地
湧
の
菩

薩
で
あ
る
四
菩
薩
の
一
段
下
に
位
置
し
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
お
題
目
の
左
右
中
央
部
に
は
、
行
者

擁
護
の
善
神
（
ぎ
ょ
う
じ
ゃ
お
う
ご
の
ぜ
ん
じ

ん
）
で
あ
る
鬼
子
母
神
（
き
し
も
じ
ん
）
と
十

羅
刹
女
（
じ
ゅ
う
ら
せ
つ
に
ょ
）
が
勧
請
さ
れ

ま
す
。
お
寺
な
ど
で
は
、
守
護
の
善
神
と
し
て

別
に
お
祀
り
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
中
央
左
右
に
梵
字
（
ぼ
ん
じ
）
で 

表

あ
ら
わ
さ
れ
る
の
が
、
主
語
の
明
王
（
明
王
）

で
す
。
古
来
よ
り
、
向
か
っ
て
右
が
不
動
明
王

（
ふ
ど
う
み
ょ
う
お
う
）、
左
が
愛
染
明
王
（
あ

い
ぜ
ん
み
ょ
う
お
う
）
と
さ
れ
ま
す
。 

 
 

更
に
四
隅
（
よ
す
み
）
に
は
、
仏
界
の
四
方 

 

 

を
守
護
す
る
持
国
天（
じ
こ
く
て
ん
）・
広
目
天（
こ

う
も
く
て
ん
）・
増
長
天
（
ぞ
う
ち
ょ
う
て
ん
）・

毘
沙
門
天
（
び
し
ゃ
も
ん
て
ん
）
が
勧
請
さ
れ
ま

す
。 

 

そ
の
他
多
く
の
諸
尊
が
勧
請
さ
れ
る
大
曼
荼
羅

御
本
尊
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
だ
け
で
は
な
く
、
今

を
生
き
る
私
達
を
も
照
ら
す
真
実
の
仏
様
の
世
界

な
の
で
す
。
こ
の
ご
本
尊
を
私
達
は
大
切
に
お
祀

り
し
、
大
曼
荼
羅
御
本
尊
へ
の
信
仰
を
次
の
世
代

へ
引
き
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
私
達
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
使
命
で
あ
る
と

も
言
え
ま
す
。
皆
さ
ま
方
お
一
人
お
一
人
が
、
次

世
代
に
継
承
す
る
い
う
ご
自
覚
を
お
持
ち
に
な
り
、

日
々
の
ご
信
仰
に
益
々
お
励
み
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

Ｑ
・
具
足
に
つ
い
て 

Ａ
・
具
足
（
ぐ
そ
く
）
と
は
、
仏
様
に
供
養
す
る
為

に
使
う
仏
具
で
、
主
に
香
炉
（
こ
う
ろ
＝
お
香
を

供
え
る
）・
花
瓶
（「
か
び
ん
」
あ
る
い
は
「
け
び

ょ
う
」
と
も
呼
ぶ
＝
お
花
を
供
え
る
）・
燭
台
（
し

ょ
く
だ
い
＝
お
灯
明
を
供
え
る
）
の
３
つ
を
い
い

ま
す
。 

 

こ
の
具
足
の
置
き
方
に
は
「
三
具
足
（
み
つ
ぐ

そ
く
）」
と
「
五
具
足
（
ご
ぐ
そ
く
）」
の
２
種
類

が
あ
り
ま
す
。 

「
三
具
足
」
は
向
か
っ
て
左
よ
り
花
瓶
・
香
炉
・

燭
台
の
順
で
置
き
ま
す
。「
五
具
足
」
は
香
炉
を
中

心
に
内
側
に
燭
台
・
外
側
に
花
瓶
を
置
き
ま
す
。

燭
台
や
香
炉
で
三
つ
足
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、 

 

 

１
つ
足
を
手
前
に
向
け
ま
す
。「
と
が
っ
た
方
を
仏

さ
ま
に
向
け
な
い
」
と
覚
え
る
と
良
い
と
思
い
ま

す
。 

 

Ｑ
・
灯
明
に
つ
い
て 

Ａ
・
お
仏
壇
で
の
お
勤
め
の
際
、
私
達
は
ロ
ー
ソ

ク
を
灯
し
、
仏
様
や
ご
先
祖
様
に
明
か
り
を
捧
げ

ま
す
。
最
近
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
（
エ
ル
イ
ー
デ
ィ
ー
）
等

を
使
用
し
た
電
気
式
灯
明
も
一
般
的
に
な
っ
て
き

ま
し
た
が
、
自
然
に
揺
ら
め
く
ロ
ー
ソ
ク
の
明
か

り
は
ど
こ
か
懐
か
し
く
、
心
安
ら
ぐ
も
の
が
あ
り

ま
す
。
よ
く
仏
教
で
は
明
か
り
を
「
仏
の
智
慧
」

に
喩
（
た
と
）
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
か
り
が
闇

を
取
り
去
る
よ
う
に
、
仏
様
の
智
慧
（
真
理
）
は

私
達
の
煩
悩
と
い
う
闇
を
取
り
去
る
と
こ
ろ
に
由

来
す
る
そ
う
で
す
。
ま
た
ロ
ー
ソ
ク
は
、
自
ら
の

身
を
削
り
周
囲
を
明
る
く
照
ら
す
こ
と
か
ら
、
自

ら
の
身
を
以
て
他
を
利
す
る
菩
薩
行
の
道
を
私
達

に
示
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

仏
事
作
法
は
山
の
よ
う
に
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
ご

説
明
さ
せ
て
頂
き
た
い
お
話
し
が
あ
る
の
で
す
が
、

ま
た
別
の
機
会
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

今
月
号
は
こ
こ
ま
で
と
致
し
ま
す
。【
今
更
聞
け
な

い
仏
事
】
シ
リ
ー
ズ
は
、
皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
る

お
声
と
共
に
、
今
後
も
続
け
て
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
何
か
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
御
興
味

の
あ
る
事
が
あ
れ
ば
、
お
気
軽
に
お
声
掛
け
頂
け

れ
ば
幸
い
で
す
。 合

掌 
副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 

  
 

     

十
月
八
日
（月） 

午
後
二
時
よ
り 

鬼
子
母
神
様
の
大
祭
が
ご
ざ
い
ま
す 

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
お
参
り
下
さ
い 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

来月の 

ご案内


