
曹洞宗　佛樹山　浄泉寺 平成２５年 7 月１日発行　（1）

発行所　〒 285-0902　千葉県印旛郡酒々井町伊篠 647　℡ 043-496-4342 　発行責任者　住職　宮川　義典　 http://www.jyousenji.jp

Soto-Zen.Jyousenji

浄
泉
寺
報
第 10 号　 

当面の行事等

８月　11日（日）　新盆棚経

８月　13日～ 15 日　棚経

８月　15日　万燈供養（演奏会）

　午後６時～午後 11 時頃まで

　（イベント午後 7 時から８時まで）

８月 17日　施食会　午前９時から

９月 20日～ 26 日　秋彼岸会

10 月 19 日（土）　観月会イベント

（別途ご案内申し上げます。）

　
今
年
の
梅
雨
は
、
ど
う
も
「
か
ら

つ
ゆ
」
ら
し
く
、
気
象
庁
の
梅
雨
入

り
宣
言
が
あ
っ
て
も
雨
の
降
ら
な
い

日
が
続
き
ま
し
た
。
近
年
の
異
常
気

象
は
、
環
境
破
壊
を
続
け
て
き
た
の

が
原
因
だ
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

文
明
の
発
達
や
経
済
成
長
と
地
球
環

境
維
持
と
は
、
対
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
の
で
し
ょ
う
か
。
私
ど

も
、
地
球
環
境
の
保
全
に
も
曹
洞
宗

は
力
を
注
い
で
お
り
ま
す
。
皆
様
と

と
も
に
次
の
世
代
に
よ
り
良
い
環
境

を
引
き
継
げ
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
も
う
間
も
な
く
夏
に
な
り

ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
ご
健

勝
の
こ
と
と
拝
察
し
お
慶
び
申
し
上

げ
ま
す
。
ま
た
日
頃
よ
り
浄
泉
寺
護

持
の
た
め
ご
尽
力
頂
い
て
お
り
ま
す

こ
と
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
今
年
も
半
年
が
過
ぎ
浄
泉
寺

で
は
例
年
通
り
の
行
事
を
開
催
し
て

き
ま
し
た
。
大
き
な
行
事
は
、
去
る

四
月
七
日
（
日
）
に
開
催
し
ま
し
た

浄
泉
寺
恒
例
の
「
花
ま
つ
り
」
で
す

が
、
今
年
は
、
尺
八
と
詩
吟
の
イ
ベ

ン
ト
を
催
し
ま
し
た
。
主
に
町
内
の

方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
関
係
か

ら
、
本
堂
に
入
り
き
れ
な
い
ほ
ど
の

ご
参
加
を
頂
き
ま
し
た
。
月
例
行
事

の
御
詠
歌
講
も
徐
々
に
講
員
を
増
や

し
充
実
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
写
経

会
も
大
分
参
加
者
が
増
え
て
お
り
ま

す
。
更
に
坐
禅
会
も
参
加
者
は
多
く

は
あ
り
ま
せ
ん
が
休
む
こ
と
な
く
続

い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
行
事
は

寺
と
皆
様
方
と
の
絆
を
深
め
る
も
の

と
し
て
開
催
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

是
非
見
学
か
ら
で
も
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

　
次
に
、
今
年
の
お
盆
の
棚
経
で
す

が
、
成
田
市
及
び
富
里
市
方
面
の
檀

信
徒
数
が
近
年
増
え
て
お
り
ま
し

て
、
十
四
日
の
棚
経
が
限
界
に
近
づ

い
て
お
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
一

日
の
棚
経
件
数
の
平
均
化
を
は
か
る

た
め
、
十
三
日
と
十
四
日
の
棚
経
で

お
伺
い
す
る
ご
家
庭
の
一
部
を
変
更

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
該
当
す
る
ご
家

庭
に
は
七
月
中
に
ハ
ガ
キ
で
変
更
の

ご
通
知
を
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
何

卒
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
の
万
燈
会
で
す
が
、

例
年
通
り
八
月
十
五
日
の
送
り
盆
の

夜
、
境
内
と
墓
地
に
沢
山
の
蝋
燭
を

灯
し
、
檀
信
徒
各
家
の
ご
先
祖
様
の

ご
供
養
、
あ
る
い
は
無
縁
の
精
霊
に

ご
供
養
す
る
法
要
と
怪
談
話
を
得
意

と
す
る
落
語
家
を
招
い
て
開
催
し
ま

す
。
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。（
詳

細
は
三
ペ
ー
ジ
）

　
最
後
に
檀
信
徒
の
皆
様
方
の
ご
健

勝
ご
多
幸
を
心
よ
り
ご
祈
念
申
し
上

げ
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
住
　
職
　
合
　
掌
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花
ま
つ
り
盛
大
に

 
　
お
盆
の
お
は
な
し

 

　
浄
泉
寺
花
ま
つ
り

　
お
盆
と
い
う
の
は
正
し
く
は
盂
蘭

盆
と
い
い
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
と
い
う

梵
語
か
ら
き
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が

中
国
に
入
っ
て
、「
救
倒
懸
」
と
訳

さ
れ
ま
し
た
。
倒
懸
と
は
地
獄
で
逆

さ
ま
に
つ
る
さ
れ
て
い
る
、
は
げ
し

い
苦
し
み
を
意
味
し
、
そ
の
苦
し
み

を
救
い
た
す
け
る
と
い
う
の
が
「
救

倒
懸
」、
す
な
わ
ち
盂
蘭
盆
の
行
事

で
す
。
ま
た
、
盂
蘭
盆
の
盆
に
は
、

器
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
百
味
五
果

と
称
す
る
種
々
の
供
物
を
盆
器
に
盛

り
上
げ
て
、
こ
れ
を
仏
様
や
仏
の
御

弟
子
に
供
養
し
て
、
そ
の
功
徳
を
以

て
衆
生
倒
懸
の
苦
し
み
を
救
う
と
い

う
意
味
で
す
。

　
お
盆
の
因
縁
は
、
お
釈
迦
様
が
御

在
世
の
時
に
遡
り
、
十
大
弟
子
の
中

に
神
通
第
一
の
目
連
尊
者
と
い
う
方

が
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
神
通
力
で

大
千
世
界
の
一
切
の
境
界
を
見
渡
す

と
、
我
が
母
が
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
苦

し
ん
で
い
る
様
子
が
ま
ざ
ま
ざ
と
見

え
ま
し
た
。
目
連
尊
者
に
は
助
け

る
術
が
な
く
、
み
仏
の
も
と
に
至

り
、
泣
く
泣
く
そ
の
救
助
の
法
を
求

め
ま
す
と
、
釈
尊
の
静
か
に
仰
せ
ら

れ
る
に
は
、「
目
連
よ
、
汝
が
母
の

罪
は
あ
ま
り
に
重
く
て
、
諸
天
善
神

も
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
は
た

だ
十
方
の
僧
の
力
を
借
り
る
ほ
か
は

な
い
。
七
月
十
五
日
は
、
比
丘
比
丘

尼
た
ち
が
集
ま
っ
て
懺
悔
を
す
る
日

だ
。
こ
の
時
、百
味
の
飲
食
を
供
え
、

各
地
の
僧
た
ち
に
施
し
な
さ
い
。
僧

た
ち
は
そ
の
供
物
を
受
け
て
、
一
心

に
汝
の
母
を
、
苦
し
み
か
ら
逃
れ
さ

せ
る
よ
う
に
祈
る
だ
ろ
う
」
と
。
目

連
の
お
母
さ
ん
は
こ
の
よ
う
に
し

て
、
餓
鬼
道
の
苦
を
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
、
こ
れ
を
因
縁
と
し
て
盂
蘭
盆

会
の
行
事
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　
林
間
に
囀
る
鳥
、
波
間
に
遊
ぶ
魚

も
、
私
た
ち
人
間
と
、
昔
の
い
ず
れ

か
の
時
に
お
い
て
親
子
の
因
縁
が

あ
っ
た
、
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
昨
今
、
い
の
ち
の
大

切
さ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
ま

す
が
、
い
の
ち
は
現
に
生
き
て
い
る

も
の
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
、
ま
し

て
人
間
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
、

こ
れ
も
盂
蘭
盆
会
の
大
切
な
意
義
な

の
で
す
。

山内彩艶さん 吉岡一正氏

降誕会の由来等を話す住職

松本涼岳さん

鈴木宗峰氏 江川信風氏

鈴木涼旺さん齋藤岳倉（正字は王偏に倉）氏

　
今
年
の
浄
泉
寺
降
誕
会
（
お
釈
迦

様
の
誕
生
を
祝
う
行
事
「
花
ま
つ

り
」）
は
、
去
る
四
月
七
日
（
日
）

午
後
二
時
か
ら
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
住
職
の
挨
拶
や
降
誕
会
の
由
来
の

話
し
の
後
、
お
釈
迦
様
の
ご
誕
生
を

祝
う
法
要
が
執
り
行
わ
れ
、
参
加
者

全
員
が
「
誕
生
佛
」（
花
御
堂
に
飾

ら
れ
た
お
釈
迦
様
の
ご
誕
生
時
の
尊

像
）
に
甘
茶
を
か
け
、
お
祝
い
を
し

ま
し
た
。

　
法
要
後
の
お
楽
し
み
イ
ベ
ン
ト

は
、
町
内
で
活
動
す
る
尺
八
奏
者
の

お
二
人
（
江
川
信
風
氏
と
鈴
木
宗
峰

氏
）
と
詩
吟
の
五
名
の
方
々
に
ご
出

演
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
先
ず
第
一
部
は
、
鈴
木
宗
峰
氏
の

尺
八
演
奏
で
す
。
さ
く
ら
さ
く
ら
や

春
の
海
な
ど
春
ら
し
い
曲
を
聴
か
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
第
二
部
は
、
詩
歌
吟
詠
で
す
。

　「
寒
梅
」　
鈴
木
凌
旺
さ
ん

　「
名
槍
日
本
号
」　
吉
岡
一
正
氏

　「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」　
齋
藤
岳
倉
氏

　「
春
夜
洛
城
に
て
笛
を
聞
く
」　

　
　
　
　
　
　
　
　
山
内
彩
艶
さ
ん

　「
太
田
道
灌
を
借
り
る
の
図
」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
涼
岳
氏

の
方
々
が
次
々
と
自
慢
の
喉
を
ご
披

露
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
第
三
部
は
、
江
川
信
風
氏
の
尺
八

演
奏
で
す
。
ム
ー
ン
ラ
イ
ト
・
セ
レ

ナ
ー
デ
、
川
の
流
れ
の
よ
う
に
や
涙

そ
う
そ
う
な
ど
で
し
た
、
最
後
に
オ

リ
ジ
ナ
ル
曲
「
印
旛
の
伝
説
」
も
ご

披
露
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
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浄
泉
寺
大だ

い

施せ

食じ
き

会え

と

　
　
棚た

な

経ぎ
ょ
うの

お
知
ら
せ

◎
　
施
食
会
　
八
月
十
七
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
午
前
九
時
か
ら

　
当
寺
本
堂
で
お
勤
め
し
ま
す
。

　
施
食
会
は
、
も
と
は
施
餓
鬼
と

い
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
現
在
曹
洞

宗
で
は
、
人
権
的
見
地
か
ら
「
施
食

会
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
近
年
は
新
盆
を
迎
え
る
方
の
参

加
が
大
半
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
施

食
会
は
、縁
の
あ
る
無
し
を
問
わ
ず
、

広
く
諸
精
霊
に
飲お

ん

食じ
き

を
施
す
法
会
で

す
。
他
の
た
め
に
す
る
供
養
は
、
自

分
自
身
に
積
む
善
徳
と
な
り
ま
す
。

　
施
食
会
で
の
、
ご
先
祖
様
の
卒
塔

婆
供
養
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　
供
養
料
は
、
一
本
三
千
円
で
す
。

◎
　
棚
　
経
　

　
　
八
月
十
三
日
（
火
）

　
　
　
　
午
前
　
伊
篠
・
飯
仲
地
区

　
　
　
　
午
後
　
中
央
台
・
東
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
・
そ
の
他
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
・
佐
倉
地
区

　
　
八
月
十
四
日
（
水
）

　
　
　
　
午
前
　
並
木
町
・
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
成
田
ニ
ュ
ー
タ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
ン
地
区

　
　
　
　
午
後
　
富
里
地
区

　
　
八
月
十
五
日
（
木
）

　
　
　
　
午
前
　
そ
の
他
地
区

※
　
不
在
の
方
は
、
必
ず
ご
連
絡
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
原
則
と
し
て

日
程
の
変
更
は
、
お
受
け
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
日
程
で
不
都
合
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
昨
年
度
よ
り
八
月

十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
毎
日
午

後
五
時
よ
り
当
寺
本
堂
に
て
、
合

同
で
ご
供
養
い
た
し
ま
す
。
午
後

四
三
十
分
ま
で
に
、
お
越
し
の
上
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
供
養
料
　
三
千
円
以
上

・
卒
塔
婆
つ
き
供
養
料

　
　
　
　
　
五
千
円
以
上

※
　
卒
塔
婆
つ
き
供
養
の
場
合
は
、

当
日
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
◎
　
新
盆
に
つ
い
て

　
今
年
新
盆
を
迎
え
る
の
は
、

　
平
成
二
十
四
年
七
月
よ
り

　
平
成
二
十
五
年
六
月
ま
で
に
逝
去

さ
れ
た
方
で
す
。

（
お
盆
ま
で
に
四
十
九
日
忌
を
終
え

ら
れ
た
霊
位
で
す
。）

◎
　
新
盆
棚
経

　
　
　
八
月
十
一
日
（
日
）

※
　
対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
、
別

途
詳
し
く
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
御
霊
お
く
り
　
万
燈
会
　

　
お
盆
の
行
事
と
し
て
、
各
地
の
寺

院
で
万
燈
会
が
営
ま
れ
ま
す
。
万
燈

会
は
仏
さ
ま
に
た
く
さ
ん
の
燈
明
を

供
え
、
滅
罪
生
善
や
諸
願
成
就
を
祈

願
す
る
行
事
で
す
。

　
日
本
で
は
天
平
十
六
年（
七
四
四
）

十
二
月
、
東
大
寺
で
一
燈
灯
を
と
も

し
、
数
千
の
僧
侶
が
大
仏
の
前
を

巡
っ
て
供
養
し
た
の
が
起
源
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
万
灯
会
が
お
盆
の
行
事
と
な
っ
た

の
は
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
七

月
十
五
日
、
平
家
の
滅
亡
を
弔
う
た

め
始
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　
今
年
も
浄
泉
寺
で
は
境
内
や
墓
地

に
数
百
の
明
か
り
を
燈
し
、
各
家
の

ご
先
祖
様
の
御
霊
を
お
送
り
し
、
万

燈
会
の
ご
供
養
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
例
年
と
は

趣
向
を
変
え
て
、
怪
談
話
を
得
意
と

す
る
落
語
家
の
桂
夏
丸
さ
ん
を
お
招

き
す
る
予
定
で
す
。
是
非
、
お
越
し

下
さ
い
。
特
に
、
浄
泉
寺
に
お
墓
の

あ
る
方
は
時
間
を
併
せ
て
ご
先
祖
様

を
送
り
、
お
帰
り
に
お
立
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。

日
　
時
　
平
成
25
年
8
月
15
日（
木
）

　
　
　
　
午
後
7
時
か
ら
8
時
ま
で

桂　夏丸さん

　
お
盆
の
迎
え
か
た

　
お
盆
は
、
一
年
に
一
度
、
八
月
に
、

そ
の
家
の
ご
先
祖
を
お
迎
え
し
て
十

分
な
供
養
を
す
る
時
で
す
。
地
方
に

よ
り
、ま
た
そ
の
家
の
習
慣
に
よ
り
、

そ
の
迎
え
方
は
異
な
り
ま
す
が
、
そ

の
一
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　
八
月
十
三
日
の
夕
方
、
家
の
門
口

で
オ
ガ
ラ
（
皮
を
は
い
だ
麻
の
茎
）

を
焚
い
て
精
霊
（
祖
霊
）
を
迎
え
る

風
習
や
、
お
墓
参
り
を
し
、
墓
前
で

火
を
焚
い
て
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
習

慣
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
「
迎
え

火
」
と
い
い
ま
す
。

　
十
四
日
、
精
霊
は
そ
の
家
に
留
ま

る
と
さ
れ
、
仏
壇
や
精
霊
棚
、
ま
た

墓
前
に
灯
明
や
灯
籠
を
と
も
す
の

は
、
万
灯
の
一
つ
と
し
て
精
霊
に
供

養
す
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　
十
五
日
の
夕
べ
（
ま
た
は
翌
早

朝
）
ご
先
祖
様
は
そ
の
家
を
去
る
と

い
わ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
か
ら
「
仏
送

り
」
と
も
い
い
、「
送
り
火
」
を
焚

き
、
お
供
え
を
し
、
灯
籠
を
流
し
た

り
、
水
辺
の
無
縁
の
霊
に
施
し
を
す

る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
昨
今
で
は
、
河
水
を
汚
す

の
を
避
け
る
た
め
、
供
物
を
河
に
流

さ
ず
適
宜
処
分
す
る
よ
う
で
す
。

受
　
付
　
午
後
6
時
30
分
か
ら

場
　
所
　
浄
泉
寺
　
本
堂
内

　
　
　
　
イ
ス
席
　
約
80
席

　
入
　
場
　
無
　
料

※
　
予
約
は
、
不
要
で
す
が
、
イ
ス

席
を
ご
希
望
の
方
は
、
事
前
に
お
申

込
く
だ
さ
い
。
本
堂
に
入
り
き
れ
な

い
場
合
は
入
場
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
桂
　
夏
丸
さ
ん
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　
昭
和
五
十
九
年
　
群
馬
県
吾
妻
郡

出
身
、
県
立
渋
川
青
翠
高
校
に
嫌
々

通
い
、
後
に
卒
業
。
平
成
十
五
年
三

月 

桂
幸
丸
に
入
門 

夏
丸
を
拝
名
。

平
成
十
九
年
九
月 

二
ツ
目
昇
進
、

平
成
二
十
五
年
一
月 

　
第
二
十
三

回
北
と
ぴ
あ
若
手
落
語
家
競
演
会 

で
奨
励
賞
を
受
賞
。
得
意
と
す
る
噺

は
、
怪
談
噺
、
相
撲
噺
、
不
思
議
噺

な
ど
だ
そ
う
で
す
。

　
当
日
は
、
本
堂
の
灯
り
を
落

し
、
得
意
の
怪
談
噺
の
中
か
ら
三
遊

亭
圓
朝
作
『
鏡

か
が
み
が
い
け
み
さ
お
の
ま
つ
か
げ

ヶ
池
操
松
影
よ
り

〝
江え

じ
ま
や
か
い
だ
ん

島
屋
怪
談
〟』
を
聴
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
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や
す
ら
ぎ
は

　
　
ご
先
祖
の
供
養
か
ら

本
堂
仏
具
の
奉
納

　
お
二
人
と
も
亡
く
な
ら
れ
た
ご
主

人
様
の
菩
提
を
弔
う
た
め
ご
奉
納
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
浄
泉
寺
本
堂
内
の
仏
具
の
整
備
に

つ
い
て
は
、
本
堂
内
陣
内
の
灯
籠
一

対
の
台
座
の
方
の
篤
志
の
方
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
大
勢
の

皆
様
の
合
同
で
の
ご
奉
納
も
可
能
で

す
の
で
、
金
額
を
問
い
ま
せ
ん
の
で

お
心
の
あ
る
方
は
、
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　灯
籠
台
座

一
対
約
七
十
万
円

　
浄
泉
寺
報
第
九
号
で
皆
様
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
し
た
本
堂
仏
具
の

ご
奉
納
で
す
が
、
早
速
卒
塔
婆
立
と

小
鏧
子
台
（
小
さ
な
鐘
を
載
せ
る
欅

製
の
台
）
の
二
点
に
つ
い
て
、
ご
奉

納
の
申
し
出
を
頂
き
ま
し
た
。

　
仏
具
の
納
入
に
合
せ
ご
奉
納
い
た

だ
き
ま
し
た
御
家
の
先
祖
供
養
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
感
謝
の
意
を
表
し
ま

し
た
。大
変
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

■
　
卒
塔
婆
立

　
奉
納
者
　
成
田
市
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
清
宮
あ
い
子
様

■
　
小
鏧
子
台

　
奉
納
者
　
酒
々
井
町
東
酒
々
井

　
　
　
　
　
　
　
吉
松
　
節
子
様

清宮家ご長男　清宮　優　様

吉松　節子　様

　
仏
具
と
は
、
仏
様
に
お
供
え
す
る

た
め
に
、
僧
や
檀
信
徒
が
仏
前
に
用

い
る
道
具
や
荘
厳
物
で
す
。
仏
様
へ

の
供
養
は
、
昔
か
ら
、
香
・
華
・
灯

の
三
種
の
供
養
を
基
本
と
し
、
ま
た

飲
食
を
供
え
る
供
養
の
道
具
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
他
、
法
会
に
用
い
る
法

具
や
梵
音
具
、
僧
が
用
い
る
僧
具
な

ど
、
数
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
中
で
も
灯
明
を
供
え
る
た
め

の
燭
台
、
お
花
を
供
え
る
た
め
の
華

瓶
、
お
香
を
焚
く
た
め
の
香
炉
が

も
っ
と
も
基
本
と
な
り
ま
す
。
供
養

の
た
め
の
道
具
は
供
を
資
け
道
を
進

め
る
器
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
勝

れ
た
ご
利
益
は
供
物
に
も
等
し
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
も
し
人
が
、
香
炉
や
燭
台
な
ど
の

器
皿
を
施
せ
ば
、
十
種
の
功
徳
が
あ

る
と
、
あ
る
お
経
（『
業
報
差
別
経
』

二
十
三
）
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
、
世
に
あ
っ
て
は
器
の
よ
う
に
役

　
　
立
つ
。

二
、
善
い
法
が
器
に
満
ち
る
よ
う
に

　
　
増
え
る
。

三
、
も
ろ
も
ろ
の
渇
愛
を
離
れ
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。

四
、
咽
が
渇
い
て
水
が
欲
し
い
と
思

　
　
う
と
き
、
流
泉
が
湧
き
出
る
。

五
、
苦
し
み
を
受
け
る
世
界
に
生
れ

　
　
な
い
。

六
、
天
の
妙
な
る
器
を
得
る
。

七
、
悪
い
友
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
。

八
、
大
い
な
る
福
報
を
そ
な
え
る
。

九
、
命
を
終
え
て
天
に
生
ず
る
。

十
、
す
み
や
か
に
涅
槃
を
さ
と
る
。

　
　
と
あ
り
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
仏
具
・
法
具
を
家
庭

の
仏
壇
に
備
え
る
こ
と
、
ま
た
寺
院

に
寄
進
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
勝
れ

た
功
徳
と
な
る
の
で
す
。

仏
具
の
功
徳

墓
地
利
用
者
の
皆
様
へ

　
墓
苑
利
用
者
の
皆
様
に
幾
つ
か
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
最
近
特
に
墓

地
内
に
お
い
て
カ
ラ
ス
に
よ
る
い
た

ず
ら
が
目
に
つ
き
ま
す
。
ご
み
入
れ

を
荒
ら
す
こ
と
は
も
と
よ
り
、
各
墓

所
の
花
立
か
ら
生
花
を
抜
き
取
っ

て
、
あ
た
り
に
散
乱
さ
せ
る
の
が
一

番
困
り
ま
す
。
せ
っ
か
く
の
供
養
の

花
が
無
残
に
散
ら
か
っ
て
い
る
と
と

て
も
悲
し
く
な
り
ま
す
。
ま
た
最
近

常
花
を
お
供
え
さ
れ
て
い
る
方
も
お

り
ま
す
が
、常
花
は
散
乱
し
ま
す
と
、

ど
こ
の
お
墓
の
も
の
か
分
か
り
づ
ら

く
、
そ
の
ま
ま
ゴ
ミ
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
常
花
を
お
供

え
す
る
場
合
は
、
所
有
が
分
か
る
よ

う
に
さ
れ
る
か
、
簡
単
に
抜
け
な
い

よ
う
な
工
夫
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
供
え
ら
れ
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や

缶
類
も
い
た
ず
ら
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
で
き
ま
し
た
ら
、
お
参
り
後
で

き
る
だ
け
お
下
げ
く
だ
さ
る
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
更
に
掃
除
用
具

も
い
た
ず
ら
の
対
象
に
な
っ
て
お

り
、こ
れ
も
散
乱
が
目
に
つ
き
ま
す
。

ご
面
倒
で
も
な
る
べ
く
お
掃
除
の
都

度
お
持
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
重
ね

て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
　
住
　
職


