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各
地
で
特
徴
の
あ
る
法
要
・
行
事
が
長
年
に

わ
た
っ
て
、
当
地
の
念
仏
者
の
信
仰
を
背
景
と

し
て
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
各
地

に
同
じ
郊
外
型
の
お
店
が
進
出
し
て
い
る
よ
う

に
日
本
全
体
が
平
準
化
さ
れ
、
更
に
過
疎
化
が

進
ん
で
地
域
の
行
事
の
担に
な

い
手
が
減
少
す
る
な

ど
し
て
、
特
徴
あ
る
宗
教
行
事
・
宗
教
伝
統
が

喪う
し
なわ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
か
ら
、
今
回
は
、
地
域
の
特
徴
あ
る

宗
教
行
事
と
し
て
、
能
登
の

と

地
域
に
伝
わ
る
「
こ

ん
ご
う
参
り
」
を
取
材
し
ま
し
た
。
法
要
参
列

者
か
ら
「
同
窓
会
の
感
覚
の
法
要
」
と
い
う
声

も
聞
か
れ
た
非
常
に
印
象
的
な
法
要
を
、
皆
さ

ま
に
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

●
能
登
氷
見
の
伝
統
行
事
こ
ん
ご
う
参
り

二
〇
一
七
年
十
一
・
十
二
月
合
併
号
の
『
宗

報
』
で
は
、「
地
域
が
紡つ
む

ぐ
お
寺
の
力
」
と
題

し
、
同
年
八
月
に
実
施
し
た
能
登
地
域
（
石
川

県
北
部
）
の
寺
院
・
門
信
徒
を
対
象
と
し
た
調

査
の
概
要
報
告
（
以
下
、「
概
要
」
と
表
記
）
を

行
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
他
の
地
方
で
は
見
ら
れ
な
い
独

特
な
伝
統
的
行
事
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
も
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
能

登
地
域
に
伝
統
的
に
根
付
い
た
行
事
で
あ
る

「
こ
ん
ご
う
参
り
（
こ
ん
ご
参
り
・
こ
ん
ぐ
え
）」

で
す
。
こ
の
法
要
は
長
年
、
当
地
で
大
切
に
継

承
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
「
離
郷
門
信
徒
」

を
対
象
と
し
た
は
た
ら
き
か
け
に
通
じ
る
内
容

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
回
報
告
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
法
要
の
実
状
や
意
義
に
つ
い
て
、

追
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て

ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

能
登
地
域
で
は
、
二
十
以
上
も
の
法
要
・
法

座
が
開
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
ほ
ど
、
法

要
が
盛
ん
で
す
。
そ
の
中
に
は
「
御
崇
敬
（
ご

そ
う
き
ょ
う
・
ご
そ
っ
き
ょ
う
）」
が
あ
り
ま

す
。「
御
崇
敬
」
は
講
の
一
つ
で
あ
り
、
能
登

や
鹿か

島し
ま

の
三
十
六
ヶ
寺
が
持
ち
回
り
で
開
催
す

る
三
日
八
座
の
大
法
要
で
す
。
こ
の
講
は
蓮れ
ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

に
ま
で
起
源
が
さ
か
の
ぼ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
本
願
寺
第
二
十
代
広こ
う

如に
ょ

上
人
に

本ほ
ん

如に
ょ

上
人
の
御
影
像
と
御
消
息
を
請
い
、
文ぶ
ん

政せ
い

二
（
一
八
一
九
）
年
か
ら
再
興
さ
れ
た
能
登
の

～能登・氷見地域の「こんごう参り」について～
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代
表
的
な
伝
統
的
法
要
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
は
じ
ま
り
が
不
明
確
で
、

浄
土
真
宗
独
自
と
は
言
え
な
い
行
事
で
す
が
、

能
登
や
富
山
県
氷ひ

見み

地
域
に
脈
々
と
継
承
さ
れ

て
い
る
の
が
「
こ
ん
ご
う
参
り
（
こ
ん
ご
参

り
・
こ
ん
ぐ
え
）」
で
す
。

●
結
婚
し
て
実
家
を
離
れ
た
方
向
け
の
法
要

こ
ん
ご
う
参
り
は
そ
の
名
称
も
不
明
確
で

す
。「
こ
ん
ご
う
」
は
「
魂
迎
」
と
表
記
す
る

例
を
は
じ
め
と
し
て
、
魂
供
・
金
剛
・
魂
合
・

魂
倶
・
魂
具
・
魂
仰
・
魂
講
・
今
遇
・
婚
迎
・

婚
後
な
ど
漢
字
の
表
現
だ
け
で
も
実
に
多
様
で

す
（
注
１
）。
ま
た
「
こ
ん
ご
う
」
や
「
こ
ん

ぐ
」
と
か
な
表
記
だ
け
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
オ
ヤ
ノ
マ
イ
（
親
の
参
り
）」
と
呼
称
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
地
域
に
根
ざ
し
愛
着
を
持

た
れ
て
い
る
行
事
な
の
で
す
が
、
表
記
さ
え
統

一
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

由
来
に
つ
い
て
も
、「
他
力
横お
う

超ち
ょ
うの
金．
剛．
心

な
り
」（『
一
念
多
念
文
意
』）
の
「
金
剛
心
（
信

心
）」
が
元
だ
と
す
る
説
や
、
中
能
登
地
域
独

特
の
歴
史
や
土
壌
が
あ
り
、
そ
の
中
で
各
宗
派

の
寺
院
が
地
域
独
自
の
習
俗
を
形
成
し
て
い
っ

た
と
み
る
説
、
な
ど
が
あ
り
未
だ
定
説
は
あ
り

ま
せ
ん
。

当
地
で
は
、
あ
る
お
寺
の
門
徒
の
家
庭
か
ら

他
の
お
寺
の
門
徒
の
家
庭
へ
結
婚
し
て
い
っ
た

人
を
、「
孫ま

ご

門も
ん

徒と

」
と
呼
び
ま
す
。
こ
ん
ご
う

参
り
は
、
そ
の
孫
門
徒
の
実
家
の
親
が
亡
く
な

っ
た
後
、
毎
年
決
ま
っ
た
日
に
実
家
の
お
寺
に

参
詣
す
る
法
要
を
い
い
ま
す
。
ご
案
内
さ
れ
る

対
象
は
お
寺
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
る
よ
う

で
す
が
、「
孫
門
徒
」
を
対
象
と
し
て
い
る
点

が
特
徴
と
い
え
そ
う
で
す
。

こ
ん
ご
う
参
り
の
中
心
地
帯
で
は
、
八
月
一

日
・
七
日
に
集
中
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
盆
入
り
の
行
事
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
八
月
十
五
日
や
七
月
一
・
七
・
十
五
・
三

十
一
日
に
実
施
し
て
い
る
寺
院
、
六
月
の
田
休

み
期
や
報
恩
講
・
祠し

堂ど
う

経き
ょ
う・
修し
ゅ

正し
ょ
う
会え

の
一
日

に
実
施
し
て
い
る
寺
院
、
宗
祖
の
御
命
日
や
聖

徳
太
子
会
と
兼
ね
る
寺
院
も
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
浄
土
真
宗
の
お
寺
だ
け
で
な
く
、
曹そ
う

洞と
う

宗
や
真し
ん

言ご
ん

宗
の
お
寺
で
も
お
勤
め
さ
れ
て
い
ま

す
。当

地
で
は
、「
こ
ん
ご
う
参
り
」
は
参
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
風
習
が
残
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。「
親
の
こ
ん
ご
う
に
ま
い

ら
ん
も
の
か
」
と
い
っ
た
言
葉
も
あ
る
ほ
か
、

「
コ
ン
ゴ
ウ
メ
シ
ナ
ノ
カ
」
と
い
っ
て
、
法
要

後
の
お
斎と
き

料
理
を
食
す
れ
ば
七
日
間
腹
を
す
か

さ
な
い
で
い
ら
れ
る
と
も
言
う
そ
う
で
す
。
こ

ん
ご
う
参
り
に
は
、
孫
門
徒
の
他
、
門
徒
も
参

詣
す
る
た
め
、
お
寺
に
よ
っ
て
は
最
も
参
詣
人

の
多
い
法
要
に
も
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
こ
ん
ご
う
参
り
と
は
、
他
家
へ

結
婚
し
て
い
っ
た
方
々
が
、
お
盆
を
前
に
実
家

に
帰
り
、
お
寺
や
お
墓
に
お
参
り
し
、
お
寺
で

食
事
を
と
り
な
が
ら
、
近
況
を
語
り
合
い
懐
か

し
く
す
ご
す
法
要
な
の
で
す
。

●
実
家
の
親
を
失
っ
た
方
の

気
持
ち
に
向
き
合
っ
た
法
要

一
昨
年
（
二
〇
一
七
年
）、
私
た
ち
は
中
能

登
地
方
の
お
寺
で
聞
き
取
り
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
本
願
寺
派
、
大
谷
派
の
お
寺
で
う
か
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が
っ
た
「
こ
ん
ご
う
参
り
」
に
関
す
る
内
容
を

一
部
紹
介
し
ま
す
。

Ａ
寺
：
真
宗
大
谷
派
、
名
称
「
魂こ
ん

迎ご
う

会え

」。

十
二
月
四
日
に
行
う
。
特
に
案
内
は
な

し
。
ほ
と
ん
ど
が
在
所
（
地
元
集
落
）
の

方
で
門
徒
か
ど
う
か
は
関
係
な
い
。

Ｂ
寺
：
真
宗
大
谷
派
、
名
称
「
魂
迎
会
」。

村
で
は
、
お
ひ
っ
ち
ゃ
（
七
昼
夜
、
十
一

月
二
十
八
日
ま
で
の
七
日
間
）
期
間
中
の

一
日
を
当
て
て
い
る
。
嫁
・
婿
に
行
っ
た

者
（
孫
門
徒
・
こ
ん
ご
う
門
徒
）
が
、
年

に
一
度
実
家
の
寺
の
法
要
へ
参
る
。
県

内
、
近
隣
在
住
の
「
こ
ん
ご
う
門
徒
」
へ

「
魂
迎
会
」
の
案
内
を
出
す
。
約
二
十
五

名
が
参
っ
て
く
る
。
お
斎
を
出
す
。

Ｃ
寺
：
真
宗
大
谷
派
、
名
称
「
魂
迎
会
」。

多
い
時
に
は
百
四
十
名
が
参
拝
。
精し
ょ
う

進じ
ん

料
理
を
出
す
。

Ｄ
寺
：
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
。
八
月
七
日
、

孫
門
徒
も
含
め
百
四
十
通
の
案
内
を
出

す
。

Ｅ
寺
：
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
名
称
「
こ
ん

ご
う
参
り
、
金
剛
会
」。
他
の
法
座
と
併

せ
て
行
う
お
斎
を
出
す
。

こ
れ
ら
は
聞
き
取
り
の
一
部
で
す
が
、
調
査

地
で
あ
る
中
能
登
地
域
を
ま
と
め
る
と
、
以
下

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
ま
し
た
。

・
時
期
は
、
お
寺
に
よ
り
様
々
、
主
に
夏
だ

が
、
年
に
数
回
、
夏
と
冬
に
行
わ
れ
た
り

も
し
て
い
る
。
お
盆
と
の
関
連
づ
け
は
あ

ま
り
見
ら
れ
な
い
。

・
門
徒
に
限
定
し
て
い
な
い
寺
院
が
多
い
、

孫
門
徒
、
こ
ん
ご
う
門
徒
と
も
呼
ぶ
。

・
規
模
は
、
二
十
〜
百
五
十
名
。
年
間
行
事

の
中
で
一
、
二
の
参
加
規
模
、
お
斎
が
あ

り
、
講
で
割
り
当
て
を
決
め
て
い
る
寺
院

も
多
い
。

・
ど
の
寺
院
も
重
要
視
し
、
丁
寧
に
準
備
し

て
い
る
。

実
家
の
親
を
失
っ
た
中
、
懐
か
し
い
ふ
る
さ

と
で
懐
か
し
い
人
々
と
共
に
法
要
の
ご
縁
に
遇あ

え
る
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
力
強
い
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
実
家
の
親
が
亡
く
な
る
と
、
ふ
る
さ
と

と
の
ご
縁
が
薄
く
な
り
が
ち
な
も
の
で
す
が
、

郷
愁
の
思
い
は
、
い
っ
そ
う
深
く
切
な
る
も
の

に
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
ん
な
思
い
を

受
け
止
め
て
く
れ
る
の
が
「
こ
ん
ご
う
参
り
」

と
い
う
法
要
な
の
で
す
。

農
繁
期
を
避
け
て
開
催
さ
れ
る
よ
う
で
す

が
、
お
寺
ご
と
に
時
期
が
異
な
り
ま
す
。
ま

た
、
呼
び
名
や
法
要
の
形
態
も
異
な
り
ま
す

が
、
多
く
の
寺
で
定
着
し
て
い
る
の
は
、
離
郷

し
た
方
の
気
持
ち
に
向
き
合
っ
た
法
要
で
あ
れ

ば
こ
そ
と
思
い
ま
す
。

●
同
窓
会
の
感
覚
の
法
要

昨
年
（
二
〇
一
八
年
）
は
実
際
に
七な
な

尾お

市
能の

登と

島じ
ま

町
内
の
真
宗
大
谷
派
Ｎ
寺
の
ご
協
力
を
得

て
、
こ
ん
ご
う
参
り
に
お
う
か
が
い
し
、
ご
住

職
、
ご
門
徒
の
取
材
も
行
い
ま
し
た
。

同
寺
で
は
夏
と
冬
、
年
三
回
こ
ん
ご
う
参
り

を
行
わ
れ
、
こ
の
う
ち
地
元
集
落
の
外
の
方
に

案
内
さ
れ
る
の
は
七
月
十
一
日
に
決
め
て
お
ら

れ
ま
す
。
前
住
職
よ
り
受
け
継
が
れ
た
詳
細
な

計
画
書
に
基
づ
き
、
現
住
職
が
更
に
工
夫
を
加

え
て
日
程
や
ご
案
内
を
協
力
し
て
作
成
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

離郷者の心に届くご縁
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七
月
十
一
日
、
法
要
は
午
前
十
一
時
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。
案
内
対
象
は
同
町
内
の
地
元
外

や
七
尾
市
内
に
在
住
の
門
徒
出
身
者
で
す
。
こ

の
日
の
参
拝
者
は
二
十
名
ほ
ど
で
十
八
名
が
女

性
、
二
名
が
男
性
で
す
。
地
元
集
落
の
講
中
の

女
性
と
坊ぼ
う

守も
り

・
前
坊
守
さ
ん
が
早
く
か
ら
お
斎

の
準
備
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

前
住
職
・
住
職
お
二
人
で
勤ご

ん

行ぎ
ょ
う、『

阿あ

弥み

陀だ

経き
ょ
う

』
と
『
正し

ょ
う

信し
ん

偈げ

和わ

讃さ
ん

・
回え

向こ
う

』
の
の
ち

『
御お

文ふ
み

（
御
文
章
）』
の
拝
読
が
あ
り
ま
し
た
。

ご
法
話
は
ご
住
職
が
担
当
さ
れ
、
こ
ん
ご
う

参
り
の
名
称
や
金
剛
の
信
心
、
行
事
の
意
味
な

ど
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
た
後
、
紙
芝
居

で
お
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
楽
し
く
語
ら
れ
ま
し

た
。そ

の
間
に
庫く

裏り

に
は
座
が
も
う
け
ら
れ
、
人

数
分
の
お
膳
が
準
備
さ
れ
ま
す
。
一
時
間
あ
ま

り
の
法
要
の
後
に
、
ご
住
職
と
と
も
に
、
皆
さ

ん
が
お
斎
に
つ
か
れ
ま
し
た
。

お
膳
は
伝
統
の
黒く
ろ

漆う
る
し

の
器
に
盛
ら
れ
た
精

進
料
理
、
サ
ラ
ダ
や
揚
げ
物
な
ど
が
別
盛
り
に

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
缶
ビ
ー
ル
も
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
私
た
ち
も
一
緒
に
お
斎
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
参
拝
さ
れ
た
皆
さ
ん
か
ら
お
話
を
聞
き

ま
し
た
。

七
尾
市
内
か
ら
夫
婦
で
こ
ら
れ
た
七
十
八
歳

の
男
性
の
方
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
ま
し

た
。「

普
段
の
法
要
は
市
内
の
お
寺
に
頼
ん
で
い

ま
す
が
、
こ
ん
ご
う
参
り
は
妻
と
必
ず
参
加
し

ま
す
。
妻
も
私
も
こ
の
在
所
（
地
元
集
落
）
の

出
身
で
、
と
て
も
懐
か
し
い
。
小
さ
い
頃
当
た

り
前
に
な
が
め
て
い
た
風
景
や
、
遊
び
の
場
だ

っ
た
お
寺
の
境
内
。
生
ま
れ
育
っ
た
空
気
に
ふ

れ
た
い
し
、
こ
の
お
参
り
は
ふ
る
さ
と
に
行
く

よ
い
機
会
で
す
。
同．
窓．
会．
の
感
覚
で
き
て
い
ま

す
」地

元
集
落
近
く
の
六
十
歳
の
女
性
、
ご
門
徒

の
方
で
、
お
寺
の
法
要
に
は
必
ず
参
加
さ
れ
ま

す
。
こ
の
方
は
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
ま
し
た
。

「
実
家
の
両
親
が
亡
く
な
り
、
五
十
歳
く
ら

い
か
ら
こ
ん
ご
う
参
り
に
参
加
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
ん
ご
う
参
り
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

実
家
の
親
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
機
縁
に
参
加

す
る
も
の
で
す
。
親
が
長
生
き
に
な
っ
た
の
で

こ
ん
ご
う
参
り
も
高
齢
化
し
て
い
ま
す
。
た

だ
、
県
外
に
出
た
人
は
参
加
し
な
く
な
り
ま
し

た
。
こ
ん
ご
う
参
り
の
あ
る
地
域
と
違
い
、
こ

の
習
慣
の
な
い
地
域
で
は
結
婚
先
の
理
解
を
得

る
こ
と
も
難
し
い
よ
う
で
す
」

石
川
県
内
、
車
で
一
時
間
近
く
の
場
所
か
ら

姉
妹
で
お
参
り
の
方
は
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
ま
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し
た
。

「
在
所
（
地
元
集
落
）
に
家
が
も
う
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
お
寺
に
は
先
祖
の
お
墓
が
あ
る
た

め
、
お
墓
参
り
も
か
ね
て
来
る
こ
と
の
で
き
る

よ
い
機
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
何
度
も

参
拝
し
て
い
ま
す
が
、
集
落
の
懐
か
し
い
方
々

と
も
あ
え
る
の
で
、
と
て
も
有
り
難
い
行
事
で

す
。
こ
れ
か
ら
も
参
拝
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
」

●
ふ
る
さ
と
法
要
と
の
共
通
点

「
こ
ん
ご
う
参
り
」
で
見
ら
れ
る
お
参
り
の

形
態
は
、
近
年
、
宗
派
が
「
離
郷
門
信
徒
」
を

対
象
と
し
て
推
奨
し
て
い
る
法
要
（
離
郷
門
信

徒
の
つ
ど
い
・
ふ
る
さ
と
法
要
）
と
共
通
点
が

あ
り
ま
す
。「
ふ
る
さ
と
法
要
」
は
、
故
郷
を

離
れ
た
方
々
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
く
法
要
で

す
。
東
京
や
大
阪
と
い
っ
た
都
市
部
で
開
催
さ

れ
る
点
で
、
故
郷
へ
帰
っ
て
く
る
「
こ
ん
ご
う

参
り
」
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
懐
か
し
い

方
々
が
集
ま
っ
て
勤ご

ん

修し
ゅ
う
さ
れ
る
法
要
で
あ
る

点
は
共
通
し
て
い
ま
す
。

「
こ
ん
ご
う
参
り
」
は
、
ふ
る
さ
と
の
寺
院

を
通
し
て
ご
縁
が
結
び
直
さ
れ
る
機
会
に
な
っ

て
い
ま
す
。
し
か
も
、
地
域
全
体
の
習
俗
と
な

る
こ
と
で
、
お
寺
が
互
い
の
垣
根
を
超
え
、
他

の
宗
派
に
所
属
さ
れ
る
檀
家
さ
ん
も
ふ
る
さ
と

の
お
寺
の
法
座
の
ご
縁
に
接
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
、
門
信
徒
の
思
い
に
向
き
合
い
工
夫

さ
れ
て
き
た
伝
統
行
事
で
も
あ
り
ま
す
。

生
ま
れ
育
っ
た
地
域
、
ふ
る
さ
と
の
家
族
・

親
戚
と
の
繋
が
り
。
そ
う
し
た
ご
縁
が
、
法
要

を
長
年
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
せ
、
ま
た
人
々
の

心
の
支
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、

「
ふ
る
さ
と
法
要
」
に
つ
い
て
、
と
て
も
参
考

に
な
る
事
例
だ
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

●
人
々
の
心
に
届
く
法
要
の
工
夫
を

││
こ
ん
ご
う
参
り
に
学
ぶ
││

ご
住
職
は
、「
案
内
や
準
備
な
ど
と
て
も
大

離郷者の心に届くご縁
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変
で
す
が
、
意
義
深
い
法
要
で
あ
り
、
こ
れ
か

ら
も
大
切
に
受
け
継
い
で
い
き
た
い
。
参
加
者

の
高
齢
化
や
固
定
化
が
進
ん
で
お
り
、
今
ま
で

お
参
り
さ
れ
な
か
っ
た
方
に
ど
う
勧
め
て
い
く

か
も
っ
と
し
っ
か
り
考
え
た
い
」
と
語
ら
れ
ま

し
た
。
法
要
に
も
っ
と
多
く
の
方
々
に
参
加
し

て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
の
た
め
に
自
分
た
ち
が

も
っ
と
変
わ
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思

い
が
あ
っ
た
か
ら
、
私
た
ち
の
取
材
を
受
け
入

れ
て
く
だ
さ
っ
た
と
も
打
ち
明
け
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

法
要
後
、
帰
り
際
に
「
じ
ゃ
あ
ま
た
来
年

〜
！
」
と
声
を
掛
け
合
っ
て
お
寺
を
後
に
さ
れ

て
い
く
参
拝
者
の
お
姿
が
、
特
に
印
象
的
で
し

た
。
こ
う
い
う
法
要
は
、
な
か
な
か
無
い
だ
ろ

う
と
思
い
ま
し
た
。
参
拝
さ
れ
た
方
々
に
と
っ

て
、
必
要
と
さ
れ
る
法
要
、
大
切
に
さ
れ
て
い

る
法
要
で
あ
り
、
法
要
が
皆
さ
ま
の
力
に
な
っ

て
い
る
と
強
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
ん
ご
う
参
り
に
は
、
人
々
の
思
い
に
向
き

合
う
こ
と
か
ら
、
法
要
が
皆
さ
ま
の
心
に
届

き
、
力
を
与
え
、
お
寺
の
活
性
化
に
も
繋
が
っ

て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
特
徴
が
見
え

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
法
要
の
工
夫
は
、
現
代
の
伝
道

に
必
要
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ご
法

座
に
参
加
い
た
だ
く
門
信
徒
へ
の
向
き
合
い
方

の
一
例
と
し
て
、
今
こ
そ
し
っ
か
り
学
び
た
い

伝
統
行
事
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

寺
院
活
動
支
援
部
〈
過
疎
地
域
対
策
担
当
〉

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
研
究
員
坂
原
英
見
）

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

〈
参
考
文
献
〉

※
西
山
郷
史
「
真
宗
と
民
間
信
仰
の
研
究
││
能

登
の
コ
ン
ゴ
ウ
参
り
習
俗
を
通
し
て
││
」『
日

本
民
俗
学
』
一
六
七
号
、
昭
和
六
十
一
年
九
月

※『
ひ
ろ
が
る
お
寺
〜
寺
院
の
活
性
化
に
向
け
て

〜
』
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
編
、
寺

院
活
動
支
援
部
〈
過
疎
地
域
対
策
担
当
〉
発

行
、
二
〇
一
三
年

（
注
１
）
「
魂
」
の
付
く
語
は
い
ず
れ
も
後
世
の

あ
て
字
と
す
る
見
解
も
あ
る
。（
西
山
、
六
頁
）

（
注
２
）
法
要
の
名
称
は
取
材
に
基
づ
い
て
記
し

た
。

地
域
の
特
徴
的
な
行
事
の
事
例
を
、
寺
院
活
動
支
援
部
〈
過
疎
地
域
対
策

担
当
〉・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
で
は
収
集
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
事
例
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。


