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浄
泉
寺
報
第　6　号　

　
去
る
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震

災
は
、
未
曽
有
の
災
害
で
あ
り
、
未

だ
経
験
の
な
い
大
津
波
に
よ
っ
て
、

多
く
の
命
が
一
瞬
の
う
ち
に
奪
わ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
心
か
ら
ご
冥
福

を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
福
島
県

の
原
子
力
発
電
所
の
収
束
さ
れ
る
見

通
し
も
危
ぶ
ま
れ
る
状
態
で
す
が
、

被
災
さ
れ
ま
し
た
皆
様
と
そ
の
地
域

が
一
日
も
早
く
平
常
に
戻
り
、
復
興

さ
れ
ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま

す
。

　
ま
た
、
皆
様
の
お
宅
で
も
、
あ
る

い
は
ご
親
戚
で
も
被
害
に
あ
わ
れ
た

方
々
が
沢
山
お
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。
重
ね
て
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。
当
浄
泉
寺
で
も
、
境
内
の
灯
籠

や
多
宝
塔
、
本
堂
内
陣
の
仏
具
、
更

に
歴
代
住
職
の
墓
所
等
が
被
災
い
た

し
ま
し
た
が
、
お
蔭
様
で
六
月
ま
で

に
す
べ
て
修
繕
が
終
了
い
た
し
ま
し

た
の
で
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
さ
ら

に
本
堂
屋
根
瓦
に
つ
き
ま
し
て
は
、

昨
年
皆
様
方
に
ご
浄
財
を
賜
り
耐
震

施
工
で
葺
き
替
え
て
お
り
ま
し
た
の

で
被
害
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
当
に
時
期
が
良
く
、
も
し
工
事
が

遅
れ
て
い
た
ら
大
変
な
被
害
だ
っ
た

と
思
い
皆
様
方
に
感
謝
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

　
さ
て
、
上
の
写
真
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
去
る
四
月
二
十
八
日
に
大
本
山

永
平
寺
に
お
い
て
、
焼
香
師
の
大
役

を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
お

り
、
福
山
諦
法
大
本
山
永
平
寺
猊
下

と
随
行
く
だ
さ
い
ま
し
た
檀
信
徒
は

じ
め
近
隣
の
ご
寺
院
方
と
撮
り
ま
し

た
記
念
写
真
で
す
。
な
か
な
か
猊
下

と
記
念
写
真
を
と
る
と
い
う
こ
と
は

稀
な
機
会
で
あ
り
、
参
加
者
一
同
感

激
し
ま
し
た
。（
大
本
山
永
平
寺
焼

香
師
随
行
参
拝
と
古
都
奈
良
の
旅
の

詳
細
は
次
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し

た
。）

　
行
事
報
告
と
し
て
は
、
今
年
の
浄

泉
寺
花
ま
つ
り
は
四
月
九
日
に
、
モ

ン
ゴ
ル
か
ら
馬
頭
琴
と
揚
琴
奏
者

を
お
招
き
し
て
演
奏
会
を
開
き
ま

し
た
。
そ
し
て
。
五
月
十
七
日
に

は
、
成
田
市
内
の
も
り
の
こ
び
と
た

ち
と
い
う
サ
ー
ク
ル
が
本
堂
を
使
っ

て
東
日
本
大
震
災
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

コ
ン
サ
ー
ト
を
し
、
冒
頭
被
災
者
の

ご
供
養
の
法
要
を
営
み
ま
し
た
。
今

年
の
八
月
十
五
日
の
お
盆
の
万
燈
会

で
は
、
尺
八
奏
者
を
迎
え
、
幽
玄
な

世
界
を
演
出
し
て
い
た
だ
く
予
定
で

す
。
そ
し
て
秋
の
観
月
会
は
第
二
回

目
と
し
て
実
施
し
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
お
わ
り
に
、
節
電
が
叫
ば
れ
る
な

か
猛
暑
に
向
い
ま
す
の
で
、
ご
家
族

様
の
皆
様
の
ご
自
愛
ご
健
勝
を
、
心

か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
住
　
　
職
　
　
合
　
掌

当面の行事等

８月　６日～７日　　新盆棚経

８月　13日～ 15 日　棚経

８月　15日　万燈供養（尺八演奏会）

　午後６時～午後 11 時頃まで

　（尺八演奏会午後 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 22 日（土）　観月会イベント

（別途ご案内申し上げます。）

　大本山永平寺福山諦法猊下と記念撮影
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当日千葉県から御随喜頂いたご寺院様方と

永平寺法堂で焼香師を勤める住職 高祖様（道元禅師）蜜湯を供える

大雄山最乗寺　結界門

　
去
る
四
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九

日
ま
で
の
二
泊
三
日
で
、
大
本
山
永

平
寺
春
期
報
恩
法
会
に
て
浄
泉
寺
住

職
が
焼
香
師
の
大
役
を
勤
め
る
た
め

近
隣
ご
寺
院
・
県
内
の
有
縁
の
ご
寺

院
の
ご
住
職
様
方
、
そ

し
て
檀
信
徒
の
皆
様

方
と
と
も
に
、
永
平
寺

と
古
都
奈
良
の
旅
に

行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
大
震
災
の
後
と
い
う
こ
と
で
こ

の
旅
行
も
キ
ャ
ン
セ
ル
が
相
次
ぎ
、

団
参
と
し
て
実
行
で
き
る
か
大
変
不

安
で
し
た
が
、
直
接
永
平
寺
に
お
出

で
い
た
だ
き
ま
し
た
一
部
の
ご
寺
院

様
を
入
れ
ま
す
と
総
勢
四
十
名
と
い

う
関
東
か
ら
の
焼
香
師
随
行
と
し
て

は
大
き
な
規
模
の
方
だ
と
言
わ
れ
ま

し
た
。
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様

本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
一
日
目
は
、
朝
六
時
に
浄
泉
寺
を

出
発
し
、
一
路
永
平
寺
を
目
指
し
東

関
道
・
湾
岸
道
・
首
都
高
速
・
東
名

高
速
と
乗
り
継
い
で
岡
崎
市
で
一
旦

高
速
道
路
を
降
り
、
昼
食
を
と
り
ま

し
た
。
そ
の
後
再
び
名
神
・
北
陸
自

動
車
道
を
通
り
、
永
平
寺
に
は
予
定

通
り
午
後
三
時
三
十
分
に
到
着
し
ま

し
た
。
こ
こ
で
雨
が
降
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
雨
は
翌
日
正
午
の
出
発
ま

で
続
き
ま
す
。

　
永
平
寺
で
は
、
住
職
及
び
随
行
寺

院
は
、
明
日
の
法
要
の
打
ち
合
わ
せ

等
で
檀
信
徒
の
皆
様
と
は
別
行
動
と

な
り
ま
し
た
。
し
か
も
、
住
職
と
ご

寺
院
様
方
も
離
れ

て
お
り
、
連
絡
手

段
も
な
く
、
何
回

も
何
回
も
永
平
寺

の
あ
の
階
段
を
上

り
下
り
し
ま
し

た
。

　
二
日
目
は
、
朝

の
お
勤
め
で
特
別

法
要
を
お
願
い

し
、
参
加
者
各
家

の
ご
先
祖
様
の
ご

供
養
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
住
職

方
で
も
な
か
な
か

ご
一
緒
に
写
真
を

撮
る
事
が
出
来
な

い
、
大
本
山
永
平

寺
福
山
諦
法
禅
師

猊
下
と
記
念
写
真
を
撮
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。（
表
紙
の
写
真
）
一
同

思
い
が
け
ぬ
幸
運
に
感
激
し
ま
し

た
。

　
さ
て
、
午
前
十
一
時
、
二
百
名
近

い
数
の
僧
侶
が
揃
い
、
厳
粛
な
空
気

が
流
れ
る
中
、
い
よ
い
よ
焼
香
師
修

行
の
本
番
で
す
。
こ
の
法
要
は
、
高

祖
道
元
禅
師
に
報
恩
感
謝
を
申
し
上

げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
丁
度
当

日
（
四
月
二
十
八
日
）
は
、
あ
の
大

震
災
か
ら
四
十
九
日
目
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
こ
れ
も
何
か
の
ご
縁
と
、
大

震
災
で
突
如
と
し
て
奪
わ
れ
て
し

ま
っ
た
多
く
の
御
霊
の
成
仏
も
願
い

つ
つ
お
勤
め
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
約
三
十
分
の
法
要
は
緊
張
の
な

か
無
事
終
了
。
終
わ
っ
て
随
行
の
ご

寺
院
様
と
記
念
撮
影
を
し
ま
し
た
。

大
勢
の
方
が
遠
路
千
葉
県
か
ら
御
随
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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
（
火
）

　
　
　
　
　
　
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
す
手
は
欲
を
捨
て
る
手
。
捨
て

る
手
に
お
の
ず
と
福
満
ち
る
。 

》

で
す
。
是
非
、
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

　
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
（
土
）

　
　
　
　
午
前
　
伊
篠
・
飯
仲
地
区

　
　
　
　
午
後
　
中
央
台
・
東
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
・
そ
の
他
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
地
区

　
　
八
月
十
四
日
（
日
）

　
　
　
　
午
前
　
並
木
町
・
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
成
田
ニ
ュ
ー
タ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
ン
地
区

　
　
　
　
午
後
　
富
里
・
佐
倉
地
区

　
　
八
月
十
五
日
（
月
）

　
　
　
　
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
二
年
七
月
よ
り

　
平
成
二
十
三
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
六
日
（
土
）

　
　
　
八
月
七
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
　

　
今
年
の
万
燈
会
は
、
成
田
市
在
住

の
尺
八
奏
者
の
清
野
樹
盟
氏
を
お
招

き
し
、
伝
統
あ
る
邦
楽
の
調
べ
を
聴

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
友

情
出
演
と
し
て
、
箏
奏
者
の
海
宝
幸

子
さ
ん
に
も
ご
出
演
い
た
だ
き
ま

す
。
是
非
、
お
越
し
下
さ
い
。

日
　
時
　
平
成
22
年
8
月
15
日（
月
）

　
　
　
　
午
後
7
時
か
ら
8
時
ま
で

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
。琵琶奏者　清野樹盟氏

　
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
。

喜
い
た
だ
き
、
お
祝
い
の
言
葉
を
い

た
だ
き
本
当
に
有
難
く
、
感
激
の
極

み
で
し
た
。
門
前
で
昼
食
を
い
た
だ

き
お
土
産
を
買
っ
て
、
古
都
奈
良
に

向
か
い
ま
し
た
。
バ
ス
の
中
は
、
大

本
山
で
の
緊
張
も
解
け
、
お
酒
を
飲

ん
だ
り
、
カ
ラ
オ
ケ
を
し
た
り
と
楽

し
い
バ
ス
旅
行
に
変
わ
り
、
午
後
四

時
過
ぎ
に
は
東
大
寺
の
大
仏
殿
の
屋

根
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
宿
は
「
三

笠
」
と
い
う
奈
良
市
内
の
を
見
下
ろ

せ
る
き
れ
い
な
旅
館
で
し
た
。
勿
論

夕
食
は
大
宴
会
で
す
。
芸
達
者
の
お

檀
家
さ
ん
の
踊
り
や
歌
に
和
や
か
に

過
ご
し
ま
し
た
。

　
翌
日
は
快
晴
で
す
。
沢
山
の
鹿
に

迎
え
ら
れ
東
大
寺
を
訪
ね
ま
し
た
。

そ
し
て
昨
年
千
三
百
年
祭
で
復
元
さ

れ
た
平
城
京
を
訪
れ
、
朱
雀
門
や
大

極
殿
、
宝
物
館
な
ど
を
見
学
し
、
最

後
に
渡
来
僧
鑑
真
和
上
の
寺
「
唐
招

提
寺
」
に
参
拝
し
ま
し
た
。
昼
食
は

三
重
県
に
入
っ
て
と
り
、
帰
路
に
つ

き
ま
し
た
。

　
今
回
の
大
本
山
永
平
寺
で
の
焼
香

師
の
お
勤
め
は
、
お
そ
ら
く
僧
侶
と

し
て
の
生
涯
一
度
の
事
と
思
い
ま
す

の
で
、
大
変
有
難
く
、
こ
れ
も
み
な

檀
信
徒
の
お
蔭
と
感
謝
い
た
し
て
お

り
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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や
す
ら
ぎ
は

　
　
　
ご
先
祖
の
供
養
か
ら

各
種
講
座
等
の
ご
案
内

◎
梅
花
流
（
曹
洞
宗
）
御
詠
歌
講

　
　
毎
月
第
三
土
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

　
新
し
い
講
員
さ
ん
も
増
え
て
ま
す

　
是
非
こ
の
機
会
に
参
加
し
て
み
て

　
く
だ
さ
い
。
　

◎
坐
　
禅
　
会

　
　
毎
月
第
一
日
曜
日
　

　
　
午
前
六
時
か
ら
午
前
八
時
ま
で

◎
写
　
経
　
会

　
　
毎
月
第
三
日
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

※
　
こ
れ
ら
の
講
座
は
、
日
時
が
変
更
と
な
る
場
合
　

　
　
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

演奏に聴き入る参加者のみなさん

馬頭琴奏者バトエルデネさんと揚琴奏者ネグィさん

　
仏 

教 

豆 

知 

識

　

　
釈
迦
降
誕
会

　
　
浄
泉
寺
花
ま
つ
り

　
去
る
四
月
九
日
（
土
）、
本
堂
に

花
御
堂
を
飾
り
お
釈
迦
様
の
像
（
誕

生
佛
）
を
お
ま
つ
り
し
て
、
浄
泉
寺

花
ま
つ
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
花
ま

つ
り
の
法
要
の
後
、
今
年
は
東
日
本

大
震
災
物
故
者
の
追
悼
法
要
を
し
、

参
加
者
全
員
が
黙
と
う
、
冥
福
を

祈
っ
て
焼
香
し
ま
し
た
。
ま
た
、
例

年
通
り
皆
様
が
お
釈
迦
様
に
甘
茶
を

か
け
、
お
釈
迦
様
の
誕
生
を
お
祝
い

し
ま
し
た
。

　
今
年
イ
ベ
ン
ト
は
、
モ
ン
ゴ
ル
か

ら
馬
頭
琴
と
揚
琴
の
演
奏
者
を
お
招

　
塔
婆
と
は

　
塔
婆
と
は
、詳
し
く
は
「
卒
塔
婆
」

と
書
き
、
古
代
イ
ン
ド
の
言
語
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵
語
）
の
「
ス

ト
ゥ
ー
パ
」
か
ら
来
た
も
の
で
す
。

　
元
は
土
饅
頭
型
に
盛
り
上
げ
た
墓

の
こ
と
で
、
特
に
仏
教
で
は
お
釈
迦

様
の
舎
利
（
遺
骨
）
や
遺
品
を
納
め

た
供
養
塔
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

　
寺
院
に
あ
る
三
重
塔
や
五
重
塔

は
、
こ
の
供
養
塔
が
変
化
し
た
も
の

で
す
。

　
法
事
の
時
に
建
て
る
の
は
板
塔
婆

で
、
頭
部
が
独
特
の
形
を
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
宝
珠
・
半
円
・
三
角
・

円
・
方
の
五
輪
塔
を
模
し
た
も
の
で

す
。
　
空
　
風
　
火
　
水
　
地

　
五
輪
と
は
、
空
・
風
・
火
・
水
・

地
と
い
う
、
宇
宙
を
構
成
す
る
五
つ

の
要
素
を
い
い
、
ま
た
そ
の
ま
ま
仏

身
を
現
し
た
も
の
で
す
。

●
塔
婆
供
養
の
功
徳

　
お
塔
婆
は
仏
様
の
身
体
そ
の
も
の

な
の
で
、
そ
れ
を
建
立
す
る
功
徳
が

種
々
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
今
、
そ
の
功
徳
を
述
べ
る
と
、

一
、
塔
婆
は
そ
の
ま
ま
仏
様
の
御
姿

で
あ
る
か
ら
、
一
基
建
立
す
る
こ
と

は
、
仏
像
を
一
体
建
立
す
る
の
と
同

等
の
功
徳
が
あ
る
。

二
、
塔
婆
を
見
る
こ
と
は
、
人
と
仏

様
と
は
五
輪
（
頂
・
面
・
胸
・
腹
・

膝
の
五
処
）
の
す
が
た
・
か
た
ち
と

し
て
、
根
本
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る

こ
と
を
教
え
、
仏
心
の
目
覚
め
を
促

す
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
。

三
、
塔
婆
を
建
て
る
こ
と
に
よ
り
、

仏
様
に
対
す
る
崇
敬
の
念
と
、
霊
位

に
対
す
る
報
恩
と
感
謝
の
念
を
増
す

こ
と
が
で
き
る
。

四
、
塔
婆
供
養
は
、
回
向
す
る
と
こ

ろ
の
霊
位
を
安
楽
の
境
界
に
導
き
、

仏
果
を
増
す
。

五
、
塔
婆
は
、
志
す
と
こ
ろ
の
霊
位

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
目
に
す
る
も

の
す
べ
て
（
衆
生
＝
も
ろ
も
ろ
の
生

き
物
）
に
、
同
じ
く
利
益
を
及
ぼ
す

こ
と
が
で
き
る
。

　
と
い
う
こ
と
が
、
お
経
に
説
か
れ

て
い
る
の
で
す
。

●
塔
婆
供
養
偈
文

　
一
見
卒
塔
婆
　
永
離
三
悪
道

　
何
況
造
立
者
　
必
生
安
楽
国

（
一
た
び
卒
塔
婆
を
見
上
る
も
の
は
、

永
く
三
悪
道
を
離
る
。
何
に
況
や
造

立
す
る
者
は
、
必
ず
安
楽
国
に
生
ぜ

ん
）

き
し
、
大
草
原
を
わ
た
る
風
を
感
じ

る
よ
う
な
演
奏
に
酔
い
し
れ
ま
し

た
。

　
特
に
馬
頭
琴
奏
者
の
バ
ト
エ
ル
デ

ネ
さ
ん
は
、
馬
頭
琴
の
第
一
人
者
と

も
言
わ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
演
奏
を

聴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ラ
ク
ダ

の
声
や
馬
の
い
な
な
き
な
ど
、
馬
頭

琴
で
表
現
し
て
聴
か
せ
て
く
れ
ま
し

た
。
ま
た
、揚
琴
の
ネ
グ
ィ
さ
ん
は
、

日
本
の
お
寺
に
嫁
が
れ
て
お
り
、
演

奏
曲
に
日
本
の
曲
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

曲
も
入
れ
て
聴
か
せ
て
く
れ
ま
し

た
。
　


