
 
 お

彼
岸
の
話 

 
 

 
 

～
お
彼
岸
の
中
日
は
中
道
の
教
え
～ 

 

お
彼
岸
の
七
日
間
の
う
ち
、
真
ん
中

に
あ
た
る
日
を「
中
日（
ち
ゅ
う
に
ち
）」

と
言
い
ま
す
。
春
は
春
分
の
日
、
秋
は

秋
分
の
日
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

日
は
太
陽
が
真
東
か
ら
出
て
真
西
に
沈

み
、
昼
と
夜
の
長
さ
が
同
じ
な
の
で
、

仏
教
の
「
中
道
（
ち
ゅ
う
ど
う
）」
の
教

え
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。 

 

中
道
と
は
、
お
釈
迦
様
の
教
え
で
、

あ
ま
り
に
も
つ
ら
い
修
行
も
、
快
楽
に

ふ
け
っ
て
ば
か
り
い
る
生
活
も
、
ど
ち

ら
も
好
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
ま
し
た
。

二
つ
の
極
端
な
も
の
か
ら
離
れ
て
、
真

ん
中
の
道
を
行
く
こ
と
を
中
道
と
言
い

ま
す
。 

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
言
う
よ

う
に
、
お
彼
岸
の
頃
は
、
暑
く
も
な
く

寒
く
も
な
く
ち
ょ
う
ど
い
い
季
候
で
す
。

こ
れ
も
中
道
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

           
 

             

 

あ
と
が
き 

▽
春
の
お
彼
岸
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

お
忙
し
い
方
は
、
お
説
教
か
ら
で
も
結

構
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。 

▽
来
月
四
月
八
日
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の

誕
生
日
「
花
ま
つ
り
」
で
す
。
花
ま
つ

り
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
仏
像
に
甘
茶

を
か
け
て
お
祝
い
し
ま
す
。
当
寺
の
本

堂
で
も
甘
茶
を
か
け
ら
れ
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
、
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。（
四

月
八
日
、
一
時
か
ら
四
時
ま
で
） 

▽
先
日
、
法
然
上
人
八
百
回
大
遠
忌
お

待
ち
受
け
法
要
に
出
仕
し
て
き
ま
し
た
。

三
日
間
で
京
都
市
内
三
ヶ
寺
、
府
下
二

ヶ
寺
で
法
要
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
全
国

百
ヶ
寺
を
ま
わ
る
お
待
ち
受
け
法
要
も

約
三
分
の
一
の
三
十
ヶ
寺
が
終
わ
り
ま

し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
二
十
年
三
月
一
日
発
行 

浄
じ
ょ
う

土 ど

宗
し
ゅ
う

西 せ
い

山 ざ
ん

禅 ぜ
ん

林 り
ん

寺 じ

派 は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

常 

林 

院 

春
の
彼
岸
会
の
ご
案
内 
 

  

平
成
二
十
年
三
月
二
十
二
日
（
土
） 

 
 

午
後
一
時 

彼
岸
法
要 

 
 

 
 

 
 

 
 

塔
婆
回
向 

 
 

午
後
二
時 

お
説
教 

 
 

 
 

 
 

 

宝
幢
寺
住
職 

 
 

 
 

 
 

 

京
都
布
教
団
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

釋 

真
行 

師 

 
 

 
今
回
の
お
説
教
師
の
釋
真
行
さ
ん
は
、

上
高
野
に
あ
る
宝
幢
寺
の
ご
住
職
で

す
。
当
寺
に
は
初
め
て
お
越
し
い
た
だ

き
ま
す
。
京
都
の
布
教
団
の
団
長
を
さ

れ
て
い
る
布
教
の
先
生
で
す
。
ど
う
ぞ

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ご
参
詣
し
て
頂

き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。
合
掌 

 
 

 

※
本
堂
は
イ
ス
席
で
す
。
多
数
の
ご
参

詣
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

諸
行

し
ょ
ぎ
ょ
う

無
常

む
じ
ょ
う 

是
生

ぜ
し
ょ
う

滅
法

め
っ
ぽ
う 

 

生
滅
滅
已

し
ょ
う
め
つ
め
つ
い 

寂
滅

じ
ゃ
く
め
つ

為 い

楽 ら
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

釈
し
ゃ 

迦か 
 

も
の
は
み
な
う
つ
り
変
わ
る 

 

お
釈
迦
さ
ま
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
前
に
説
か
れ
た
お
経
に
、

「
諸
行
無
常 

是
生
滅
法 

生
滅
滅
已 

寂
滅
為
楽
」
と
い
う
偈

文
が
あ
り
ま
す
。
意
味
は 

「
も
の
は
み
な
う
つ
り
変
わ
り
、
現
れ
て
は
滅
び
る
。
生
滅
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
な
り
て
、
静
け
さ
と
安
ら
ぎ
は
生
ま
れ
る
。」

と
い
う
も
の
で
す
。 

こ
の
偈
文
に
は
こ
う
い
う
物
語
が
あ
り
ま
す
。 

昔
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
に
真
実
を
求
め
る
行
者
が
い
ま
し
た
。
お
金

や
名
誉
は
一
切
望
ま
ず
、
た
だ
迷
い
を
離
れ
る
教
え
を
求
め
て
い

ま
し
た
。
天
は
こ
の
行
者
の
行
い
に
感
動
し
、
そ
の
心
の
ま
こ
と

を
試
そ
う
と
、
鬼
の
姿
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
偈
文
の
前
の
二
行

「
も
の
は
み
な
う
つ
り
変
わ
り
、
現
れ
て
は
滅
び
る
」
を
歌
い
ま

し
た
。
行
者
は
こ
の
歌
声
を
聞
き
、
こ
れ
こ
そ
求
め
て
い
た
ま
こ

と
の
教
え
で
あ
る
と
思
い
、
恐
る
恐
る
鬼
に
近
づ
き
、 

「
そ
の
歌
に
は
私
の
求
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ど
う
か
歌
の
続

き
を
教
え
て
も
ら
い
た
い
。」
と
頼
み
ま
し
た
。 

 

し
か
し
鬼
は
、 

「
い
ま
私
は
と
て
も
空
腹
だ
。
も
し
人
間
の
温
か
い
肉
を
食
べ
、

血
を
す
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
続
き
を
歌
っ
て
や
ろ
う
。」 

と
言
い
ま
し
た
。 

 

こ
れ
を
聞
い
た
行
者
は
、
歌
の
続
き
を
聞
か
せ
て
も
ら
え
る
な

ら
ば
、
聞
き
終
わ
っ
て
か
ら
自
分
の
身
を
与
え
る
と
約
束
を
し
ま

し
た
。
す
る
と
鬼
は
残
り
を
歌
い
だ
し
、
歌
は
完
全
な
も
の
と
な

り
ま
し
た
。 

「
も
の
は
み
な
う
つ
り
変
わ
り
、
現
れ
て
は
滅
び
る
。
生
滅
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
な
り
て
、
静
け
さ
と
安
ら
ぎ
は
生
ま
れ
る
。」 

行
者
は
こ
の
歌
を
木
や
石
に
彫
り
つ
け
、
や
が
て
木
の
上
に
の

ぼ
り
、
身
を
鬼
の
前
に
投
げ
与
え
ま
し
た
。
そ
の
瞬
間
、
鬼
は
天

の
姿
に
か
え
り
、行
者
の
身
は
天
の
手
に
受
け
と
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 
こ
の
物
語
の
行
者
は
、
お
釈
迦
様
の
前
世
の
姿
で
あ
る
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
諸
行
無
常
・
・
・
。」
の
偈
文
は
、
仏

教
教
義
の
基
本
を
教
え
て
い
ま
す
。
法
隆
寺
に
伝
わ
る
国
宝
、
玉

虫
厨
子
（
た
ま
む
し
の
ず
し
）
の
右
側
面
に
こ
の
物
語
の
絵
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。先
日
、複
製
が
作
ら
れ
た
と
報
じ
て
い
ま
し
た
。

 
 

月 
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第 22 号 



  

～
何
が
書
い
て
あ
る
の
？
～ 

浄
土
宗
西
山

せ
い
ざ
ん

勤
行
式

ご
ん
ぎ
ょ
う
し
き

（
赤
本
）
解
説 

 

 
 

三
宝

さ
ん
ぽ
う

礼 ら
い 

 
 

一
心

い
っ
し
ん

敬
礼

き
ょ
う
ら
い 

十
方

じ
っ
ぽ
う

法
界

ほ
う
か
い 

常

住

じ
ょ
う
じ
ゅ
う

佛 ふ 

一
心

い
っ
し
ん

敬
礼

き
ょ
う
ら
い 

十
方

じ
っ
ぽ
う

法
界

ほ
う
か
い 

常

住

法

じ
ょ
う
じ
ゅ
う
ほ
う 

一
心

い
っ
し
ん

敬
礼

き
ょ
う
ら
い 

十
方

じ
っ
ぽ
う

法
界

ほ
う
か
い 

常

住

僧

じ
ょ
う
じ
ゅ
う
そ
う 

 

（
読
み
下
し
文
） 

 

一
心
に
敬
っ
て
十
方
法
界
常
住
の
仏
を
礼
し
た
て
ま
つ
る
。 

 

一
心
に
敬
っ
て
十
方
法
界
常
住
の
法
を
礼
し
た
て
ま
つ
る
。 

 

一
心
に
敬
っ
て
十
方
法
界
常
住
の
僧
を
礼
し
た
て
ま
つ
る
。 

（
現
代
語
意
訳
） 

 

い
か
な
る
と
こ
ろ
に
も
つ
ね
に
あ
り
ま
す
仏
さ
ま
を
、
心
か

ら
敬
い
礼
拝
い
た
し
ま
す
。 

 

い
か
な
る
と
こ
ろ
に
も
つ
ね
に
あ
り
ま
す
仏
さ
ま
の
教
え
を
、

心
か
ら
敬
い
礼
拝
い
た
し
ま
す
。 

 

い
か
な
る
と
こ
ろ
に
も
つ
ね
に
あ
り
ま
す
仏
さ
ま
の
教
え
を

信
じ
仏
道
修
行
に
励
む
方
々
を
、
心
か
ら
敬
い
礼
拝
い
た
し

ま
す
。 

 

 

ま
ご
こ
ろ
を
込
め
て
仏
・
法
・
僧
に
礼
拝
す
る 

三
宝
礼
は
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
を
礼
拝
す
る
こ
と
か
ら
三 

宝
礼
と
言
い
ま
す
。 

仏
法
僧
の
仏
と
は
、
釈
迦
さ
ま
の
こ
と
で
す
。
法
と
は
、
仏

教
の
教
え
、
つ
ま
り
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
の
こ
と
で
す
。
僧
と

は
、
僧
伽
（
サ
ン
ガ
）
を
略
し
た
言
葉
で
、
仏
教
を
通
じ
て
仏

道
修
行
を
す
る
人
々
の
集
団
の
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
お
坊

さ
ん
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
を
信
じ
る
信
者
の
人
た
ち
も

含
め
て
い
い
ま
す
。
仏
教
徒
は
昔
か
ら
こ
の
三
つ
を
変
わ
ら
な

い
宝
と
し
て
敬
っ
て
き
ま
し
た
。 

さ
て
、
三
宝
礼
を
読
ん
で
み
る
と
、
仏
法
僧
の
三
宝
の
す
べ 

て
に
「
十
方
法
界
常
住
」
と
い
う
言
葉
が
つ
い
て
い
ま
す
。 

十
方
と
は
、
東
西
南
北
の
四
方
と
、
そ
の
中
間
の
東
北
・
東

南
・
西
南
・
西
北
の
四
方
と
、
上
下
の
二
方
を
あ
わ
せ
た
も
の

で
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
す
。法
界
と
は
、

こ
の
世
に
存
在
す
る
一
切
の
も
の
の
こ
と
で
す
。
常
住
と
は
、

常
に
住
す
る
、
常
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

し
た
が
っ
て
「
十
方
法
界
常
住
」
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

に
い
き
わ
た
り
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
存
在
す
る
」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。 

い
つ
ま
で
も
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
変
わ
ら
ず
存
在
す
る
仏
法

僧
を
心
に
思
い
、
ま
ご
こ
ろ
を
込
め
て
礼
拝
し
ま
し
ょ
う
。



 
 

我
慢
（
が
ま
ん
） 

 
 

我
慢
と
い
う
の
は
、
耐
え
忍
ぶ
こ
と

で
、「
が
ま
ん
強
い
」「
が
ま
ん
す
る
」

と
い
え
ば
、ほ
め
言
葉
に
使
わ
れ
ま
す
。 

 
 

し
か
し
、
も
と
の
仏
教
語
で
は
意
味

が
違
い
、
自
分
を
た
よ
り
に
し
て
心
お

ご
る
こ
と
、
他
人
を
さ
げ
す
み
自
分
を

え
ら
く
思
う
慢
心
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。 

 
 

貪
り
（
む
さ
ぼ
り
）
瞋
り
（
い
か
り
）

愚
癡
（
ぐ
ち
）
慢
（
ま
ん
）
と
い
う
四

つ
の
煩
悩
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 

「
安
芸
守

あ

き

の

か

み

平
清
盛
、
天
位
も
恐
れ
ぬ
我

慢
の
相
」
と
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
、

あ
の
平
清
盛
の
お
ご
り
高
ぶ
っ
て
い
た

様
子
を
我
慢
の
相
と
い
っ
て
い
ま
す
。 

   

   

問
） 

お
葬
式
や
中
陰
の
間
は
、
仏
壇

は
閉
じ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
す

か
？
そ
れ
と
も
開
け
て
お
い
た
ほ

う
が
よ
い
の
で
す
か
？ 

答
） 

普
段
ど
お
り
に
開
け
て
お
き
ま

す
。 

 
 

 

地
方
に
よ
っ
て
、
ま
た
人
に
よ

っ
て
お
通
夜
、
お
葬
式
、
中
陰
中

は
仏
壇
の
扉
は
閉
じ
て
お
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
人
が
い
ま

す
が
、
仏
教
の
教
え
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
仏
壇
は
法
要
の
中

心
に
な
る
べ
き
も
の
な
の
で
、
扉

を
開
け
、
灯
明
を
と
も
し
て
お
く

ほ
う
が
自
然
と
い
え
ま
す
。 

で
は
な
ぜ
、
仏
壇
を
閉
じ
る
と

い
う
説
が
出
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
は
、
日
本
古
来
の
宗
教

で
あ
る
神
道
で
は
、
神
は
死
の
け

が
れ
を
忌
み
嫌
う
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
神
の
目
に
け
が
れ
が
ふ
れ 

  

な
い
よ
う
に
神
棚
に
白
紙
を
は
る
「
神

棚
封
じ
」
が
、
い
つ
の
ま
に
か
仏
教
に

も
適
用
さ
れ
て
、
仏
壇
の
扉
を
閉
じ
て

お
く
、
と
い
う
説
が
で
て
き
た
と
思
わ

れ
ま
す
。 

 

ま
た
、自
宅
で
お
葬
式
を
す
る
場
合
、 

仏
壇
の
扉
を
開
け
て
お
く
ス
ペ
ー
ス
が 

な
い
と
い
う
こ
と
も
原
因
の
一
つ
と
思 

わ
れ
ま
す
。 

 

し
か
し
、
お
か
し
な
こ
と
に
、
お
坊 

さ
ん
の
間
で
も
、
意
見
は
分
か
れ
て
い 

ま
す
。
我
が
宗
派
で
も
仏
壇
を
開
け
る 

と
い
う
人
と
、
閉
じ
る
と
い
う
人
が
い 

ま
す
。
閉
じ
る
と
い
う
人
た
ち
は
、
そ 

れ
ぞ
れ
に
い
ろ
ん
な
理
由
が
あ
る
よ
う 

で
す
が
、
や
は
り
、
仏
壇
は
家
の
本
堂 

に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
法
要
の
中
心 

に
な
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
扉
を
開 

け
て
お
勤
め
す
る
の
が
自
然
で
は
な
い 

で
し
ょ
う
か
。 


