
足
り
な
い
も
の
は

数
え
な
い

足
り
な
い
も
の
を

数
え
れ
ば

心
は
満
た
さ
れ
ず

苦
し
み
が
生
ま
れ
る

今
あ
る
も
の
を

数
え
れ
ば

心
は
満
た
さ
れ

安
ら
ぎ
が
生
ま
れ
る

平成28年10月 月 影 第55号
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߈
ʴ
။
ᕢ

如
意
輪
観
音
に
は
、

に
ょ
い
り
ん
か
ん
の
ん

腕
が
二
本
、
四
本
、
六

本
、
そ
れ
以
上
の
仏
像

が
経
典
に
説
か
れ
て
い

ま
す
。
日
本
で
は
二
本

と
六
本
の
仏
像
が
多
く
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
足
を

く
ず
し
た
座
像
で
す
。

古
い
時
代
は
二
本
、
平

安
時
代
以
降
は
六
本
が

多
い
よ
う
で
す
。

そ
の
姿
は
左
足
の
裏

に
右
足
を
重
ね
て
右
ひ

ざ
を
立
て
て
座
り
、
右

の
一
手
で
頬

杖
を
つ
き
、

ほ
お
づ
え

一
見
く
つ
ろ
い
だ
姿
勢

で
座
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

他
の
右
手
は
胸
の
前

で
宝
珠
を
の
せ
、
も
う

ほ
う
じ
ゅ

一
つ
の
右
手
は
数
珠
を

じ

ゅ

ず

と
り
、
左
手
は
肩
の
あ

た
り
で
輪
宝
を
さ
さ
げ
、

り
ん
ぽ
う

他
の
手
は
左
胸
前
で
蓮

華
を
持
っ
て
い
ま
す
。

Ы

ό

八
世
紀
に
こ
の
如
意

輪
観
音
の
経
典
が
伝
え

ら
れ
、
珍
し
い
観
音
と

し
て
朝
廷
や
貴
族
の
関

心
を
集
め
ま
し
た
。

平
安
時
代
以
降
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
六
本

腕
の
像
で
、
六
本
の
腕

は
六
道
の
苦
悩
を
除
き
、

衆
生
を
救
う
利
益
が
あ

り

や

く

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
輪

宝
…
車
輪
の
形
を

り
ん
ぽ
う

し
た
仏
具
。

※
宝
珠
…
願
い
を
叶
え

ほ
う
じ
ゅ

る
宝
の
珠
。

た
ま

如意輪観音（常林院） 右手に宝 珠、左手に蓮華
ほうじゅ れんげ
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数

珠
（
じ
ゅ
ず
）

仏
具
の
中
で
も
一
番

身
近
な
お
数
珠
。

数
珠
は
、
そ
の
材
質
、

大
き
さ
、
色
な
ど
様
々

な
種
類
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
宗
派
に
よ
っ

て
様
式
が
違
い
ま
す
。




Ⴉ

我
が
宗
派
の
数
珠
は

日
課
数
珠
と
い
い
、
二

に
っ
か
じ
ゅ
ず

つ
の
輪
か
ら
な
る
二
連

に

れ
ん

の
数
珠
で
す
。
こ
の
二

連
の
数
珠
は
、
法
然
上

人
の
弟
子
阿
波
介
が

あ
わ
の
す
け

考
案
し
た
も
の
で
、
お

念
仏
を
称
え
な
が
ら
珠た
ま

を
繰
り
、
房
に
つ
い
た
珠

ふ
さ

も
使
っ
て
六
万
遍
の
お

念
仏
を
数
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ʊ
˓
˙
ʰ

Ⴉ

僧
侶
の
数
珠
は
、
普

段
は
日
課
数
珠
で
す
が

葬
儀
や
開
眼
供
養
な
ど
、

法
要
に
合
わ
せ
て
数
珠

を
使
い
分
け
ま
す
。

数
珠
は
身
に
着
け
る

こ
と
で
、
法
要
に
臨
む

心
構
え
が
で
き
ま
す
。


Ⴉ
ʴ

ʊ


数
珠
は
左
手
に
か
け

ま
す
。

珠
が
傷
つ
く
の

た
ま

で
む
や
み
に
音
を
立
て

て
擦
ら
な
い
よ
う
に
し

こ
す

ま
す
。
ま
た
数
珠
は
お

経
の
本
と
同
じ
よ
う
に
、

直
接
床
や
畳
の
上
に
置

か
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。
持
ち
運
び
は
数

珠
袋
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。 左手にかけて合掌

いろいろな種類の数珠

左は組紐の房

日課数珠
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雑
記
抄

～
如
意
輪
観
音
～

今
号
で
紹
介
し
た
如
意
輪

観
音
は
、
常
林
院
に
お

祀
り
し
て
い
る
仏
像
で
す
。

ま
つ仏

像
を
安
置
し
て
い
る

あ
ん

ち

厨
子
の
裏
を
見
る
と「
明

ず

し

和
六
年
泰
珉
寄
附
」
と

た
い
み
ん

記
さ
れ
て
い
ま
す
◆
明
和

六
年
と
は
一
七
六
九
年
、

江
戸
時
代
。
泰
珉
と
は
、

常
林
院
第
十
三
世
、
法ほ
う

空
泰
珉
上
人
の
こ
と
で

く
う
た
い
み
ん

す
。
そ
の
横
に
は
「
頭
巾
ず
き
ん

屋
根
厨
子

観
音
講
寄

ず

し

か
ん
の
ん
こ
う

附
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

泰
珉
住
職
が
如
意
輪
観
音

を
、
観
音
講
さ
ん
が
仏
像
を

安
置
す
る
厨
子
を
、
そ
れ

ぞ
れ
寄
附
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
◆
こ
の
如
意

輪
観
音
は
小
さ
な
仏
様
で

す
が
、
細
か
い
所
ま
で

丁
寧
に
作
ら
れ
て
お
り
、

て
い
ね
い

や
さ
し
い
お
顔
を
さ
れ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
寄
附
さ
れ

た
の
か
理
由
は
不
明
で
す

が
、
当
時
の
人
々
が
こ
の

仏
様
に
よ
っ
て
苦
し
み
か

ら
救
わ
れ
た
こ
と
を
想
像

し
ま
す
◆
二
百
五
十
年
も

の
長
い
間
、
た
く
さ
ん
の

人
々
か
ら
拝
ま
れ
て
き
た

如
意
輪
観
音
の
眼
差
し
は
、

今
も
私
た
ち
を
や
さ
し
く

見
つ
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

仏
事
の質

問
質
問
帖帖

し

つ

も

ん
ち
ょ
う

問
「
お
位
牌
が
多
い
の
で
、
古
い
お
位
牌
を
整
理

い

は
い

し
た
い
の
で
す
が･･･

」

答

お
位
牌
を
整
理
（
処
分
）
す
る
に
は
、
お

性
し
ょ
う

根
抜
き
（
魂
抜
き
）
の
法
要
を
す
る
必
要
が
あ
り

ねま
す
。
お
位
牌
を
作
っ
た
時
に
、
僧
侶
が
開
眼
供

い

は
い

か
い
げ
ん

養
を
し
て
、
お

性

根
入
れ
（
魂
入
れ
）
を
し
て
い

し
ょ
う

ね

る
の
で
必
ず
魂
を
抜
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

お
性
根
抜
き
を
し
た
後
は
、
仏
具
店
、
ま
た
は

お
寺
さ
ん
に
お
位
牌
の
処
分
を
頼
み
ま
し
ょ
う
。

処
分
す
る
以
外
に
も
、
修
補
す
る
時
や
引
越
し

等
で
移
動
す
る
時
も
、
必
ず
お
性
根

抜
き
を
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
こ

れ
は
お
仏
壇
や
お
墓
も
同
様
で
す
。

ま
た
逆
に
、
新
し
く
購
入
し
た
時

は
、
必
ず
お
性
根
入
れ
を
お
願
い
し

ま
し
ょ
う
。


