
お
仏
事
に
お
け
る
、
各
業
者
さ
ん
に
つ
い
て
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春
季
彼
岸
会
の
ご
案
内

●

日
に
ち

三
月
十
六
日
（
土
）

●

時
間

午
後
一
時
半

～

三
時
半
頃

●

内
容

・
お
勤
め
（
正
信
偈
六
首
引
き
）

・
ご
法
話

※
春
季
彼
岸
会
は
、
午
前
の
座
は
あ
り
ま
せ
ん
。

午
後
の
み
で
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
「
お
斎
」
も
あ
り
ま
せ
ん
。

●

布
教
使

梅
山

暁

師
（
三
重
県
・
若
手
）

今
年
も
昨
年
に
引
き
続
き
、
三
重
県
の

梅
山
先
生
に
、
『
節
談
説
教
』
を
し
て
頂
き

ま
す
。
貴
重
な
ご
縁
で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
皆
様
、

お
参
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

●

持
ち
物

お
念
珠
、
門
徒
式
章
（
お
持
ち
の
方
）
、

御
仏
前
（
受
付
に
お
渡
し
下
さ
い
）

マ
ス
ク
に
つ
い
て
は
各
自
の
ご
判
断
に
お
ま
か
せ

し
ま
す
。
た
だ
、
当
日
は
本
堂
も
ま
だ
冷
え
る
と

思
う
の
で
ス
ト
ー
ブ
を
焚
き
ま
す
。
そ
の
関
係
で

換
気
は
致
し
ま
せ
ん
。
予
め
ご
承
知
お
き
下
さ
い
。

み
な
さ
ま
が
関
わ
る
お
仏
事
の
業
者
さ
ん
と
い
う
と
、
代
表
的
な
と
こ

ろ
で
す
と
、
葬
儀
社
さ
ん
、
墓
石
屋
さ
ん
、
仏
壇
屋
さ
ん
、
と
い
っ
た
と

こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
兼
ね
合
い
の
中
で
、
た
ま
に
「
住
職
が
言
っ

て
い
る
こ
と
と
、
業
者
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
違
う
」
な
ど
、
お
困

り
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
一
言
ご
説
明
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
各
業
者
さ
ん
は
そ
の
道

の
プ
ロ
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
私
は
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
教
の
プ
ロ
で
す
。

お
葬
儀
と
い
う
儀
式
、
お
墓
と
い
う
場
所
、
お
仏
壇
の
役
割
や
お
世
話
を
、

浄
土
真
宗
の
教
え
に
則
っ
て
執
り
行
う
プ
ロ
、
そ
れ
が
僧
侶
で
す
。
各
業

者
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
道
の
プ
ロ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
浄
土
真
宗
の
プ

ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
は
ぜ
ひ
ご
留
意
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

例
え
る
な
ら
、
各
業
者
さ
ん
は
食
材
の
プ
ロ
で
、
僧
侶
が
料
理
人
で
す
。

葬
儀
社
さ
ん
が
肉
店
、
墓
石
屋
さ
ん
が
魚
店
、
仏
壇
屋
さ
ん
が
青
果
店
で

あ
り
、
浄
土
真
宗
の
僧
侶
（
つ
ま
り
私
）
が
フ
レ
ン
チ
の
シ
ェ
フ
で
す
。

肉
店
さ
ん
は
、
お
肉
の
プ
ロ
な
の
で
素
晴
ら
し
い
の
お
肉
を
提
供
し
ま
す

し
、
今
ま
で
の
経
験
上
で
フ
レ
ン
チ
に
は
こ
の
お
肉
が
合
う
だ
ろ
う
、
と

い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
作
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
魚
店
さ
ん
も
、
青
果
店
さ
ん
も
、
も
ち
ろ
ん
同
様
で
、
今

ま
で
の
慣
習
的
に
な
ん
と
な
く
知
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
料
理
を
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
各
お
店
か
ら
仕
入
れ
た
（
提
供
さ
れ
た
）
食
材
を
、

ち
ゃ
ん
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
料
理
に
仕
上
げ
る
の
は
、
そ
の
道
の
料
理
人
で

す
。料

理
も
フ
ラ
ン
ス
料
理
だ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
タ
リ
ア
料
理
、
中
華

料
理
、
日
本
料
理
な
ど
様
々
で
す
。
そ
の
料
理
そ
の
料
理
に
プ
ロ
が
い
て
、

同
じ
食
材
で
も
、
そ
の
料
理
人
の
専
門
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
装

い
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
は
浄
土
真
宗
だ
け
で
は
な
く
、
宗
派
が

色
々
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
。

加
え
て
、
料
理
の
プ
ロ
は
、
顧
客
の
好
み
や
状
況
も
把
握
し
、
そ
れ
を

ふ
ま
え
て
料
理
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

儀
式
、
お
墓
、
お
仏
壇
と
い
っ
た
素
材
を
、
み
な
さ
ま
の
状
況
に
合
わ

せ
て
、
そ
し
て
浄
土
真
宗
の
教
え
に
則
っ
た
形
に
整
え
ら
れ
る
の
が
、
僧

侶
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
が
私
の
仕
事
な
の
で
す
。
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一
月
十
七
日
、
広
島
県
の

同
じ
宗
派
の
明
福
寺
さ
ま
、

親
鸞
聖
人
御
祥
月
法
座
に
て

布
教
使
と
し
て
ご
法
話
を
さ
せ

て
頂
く
ご
縁
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

皆
様
ご
存
知
く
だ
さ
っ
て

い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

一
応
、
西
覚
寺
住
職
の
三
井

も
、
本
願
寺
派
布
教
使
と
い
う

資
格
を
頂
い
て
い
ま
す
の
で
、

他
の
お
寺
さ
ま
が
よ
ん
で
く
だ

さ
っ
た
折
に
は
、
こ
う
し
て
出

向
き
、
そ
の
お
寺
の
ご
門
徒
様

の
前
で
、
ご
法
話
を
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
ほ
か
の
お
寺

さ
ま
に
尊
い
ご
縁
を
頂
き
、
布
教
使
の
身
と
し
て
も
お
育
て
頂

い
て
い
ま
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏

昨
年
一
年
を
通
し
て
、
遠
い
と
こ
ろ
は
神
奈
川
県
、
近
隣
は

三
重
県
や
岡
崎
市
、
西
尾
市
、
豊
橋
市
な
ど
、
併
せ
て
1
0
ヶ

寺
以
上
の
お
寺
様
に
ご
縁
を
頂
き
ま
し
た
。

い
ま
は
、
「
若
手
の
布
教
使
を
育
て
る
」
と
い
う
意
味
合
い

を
込
め
て
、
私
を
よ
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
御
寺
院
が
大
半
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
お
育
て
下
さ
っ
て
い
る
う
ち
に
、

し
っ
か
り
と
学
ば
せ
て
頂
き
な
が
ら
、
若
手
布
教
使
で
は
な
く

な
っ
た
あ
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
ご
縁
を
頂
け
る
よ
う
に
な
ら
な

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

仏
さ
ま
の
こ
と
を
人
に
お
伝
え
す
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
こ

と
と
痛
感
し
つ
つ
も
、
色
々
な
方
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
こ
と
を
お

話
で
き
る
こ
と
、
私
が
「
あ
り
が
た
い
な
」
と
感
じ
て
い
る
こ

と
、
私
が
受
け
止
め
て
い
る
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
お
伝
え
で

き
る
場
を
与
え
て
頂
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
と
て
も
嬉
し

く
、
尊
い
時
間
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
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安
城
市
朝
日
町
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浄
土
真
宗
本
願
寺
派

西
覚
寺

◆

住
職
の
一
言
コ
ー
ナ
ー

◆

み
な
さ
ま
、
改
め
ま
し
て
、

本
年
２
０
２
４
年
も
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

さ
て
、
最
近
、
生
活
の
中
で
感
じ
た

こ
と
で
す
。
う
ち
の
娘
は
、
た
ま
に
私

た
ち
親
と
の
「
お
約
束
」
を
守
り
ま
せ

ん
。
そ
の
都
度
、
自
分
が
小
さ
か
っ
た

こ
ろ
と
重
ね
合
わ
せ
て
懐
か
し
ん
だ
り

も
し
ま
す
。

結
局
、
娘
と
し
て
は
「
安
心
」
が
あ

る
か
ら
、
「
お
約
束
」
を
反
故
に
で
き

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
親
だ

か
ら
、
ど
ん
な
に
わ
が
ま
ま
を
言
っ
て

も
、
最
終
的
に
は
許
し
て
く
れ
る
、
決

し
て
手
放
し
た
り
は
し
な
い
、
と
い
う

安
心
な
の
で
し
ょ
う
。

で
も
、
成
長
し
て
い
く
過
程
の
中
で
、

「
約
束
を
破
る
」
と
い
う
こ
と
の
重
大

さ
に
気
が
付
い
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
約
束
を
守
ら
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
信
用
を
手
放
し
、
好
感
を
失
う
行

為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、

私
た
ち
親
に
期
待
す
る
よ
う
な
「
安

心
」
は
、
社
会
の
中
に
は
そ
う
簡
単
に

は
転
が
っ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
。

「
安
心
」
に
身
を
委
ね
ら
れ
る
こ
と

は
尊
い
こ
と
で
す
が
、
そ
こ
に
胡
坐
を

か
き
、
わ
が
身
を
省
み
な
い
こ
と
は
違

う
な
と
、
改
め
て
感
じ
た
茲
許
で
す
。
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定
例
法
座
（
連
続
法
話
会
）

●

開
催
日

・
４
月

７
日

（
日
）

・
６
月

９
日

（
日
）

・
８
月

１
７
日
（
土
）

・
１
0
月
1
4
日
（
祝
）

・
1
2
月
2
2
日
（
日
）

●

時
間

午
後
二
時
～
午
後
三
時

●

内
容

お
勤
め

「
ら
い
は
い
の
う
た
」

そ
の
後
、
法
話

●

ご
講
師

内
田
正
祥
師
（
三
重
県
）

●

テ
ー
マ

『
浄
土
真
宗
っ
て
な
あ
に
？
』

前
回
の
お
話
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

「
お
慈
悲
」
に
つ
い
て
の
お
話
で
し

た
。
内
田
先
生
は
、
い
つ
も
難
し
い

仏
教
の
お
話
で
は
な
く
、
ご
自
身
の

体
験
を
も
と
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心

を
お
話
く
だ
さ
い
ま
す
。
聞
く
手
の

「
共
感
」
を
大
切
に
お
話
し
て
下
さ

る
の
で
、
と
て
も
聞
き
や
す
い
時
間

だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
皆
様
で
ご

一
緒
に
、
改
め
て
浄
土
真
宗
の
こ
と
、

イ
チ
か
ら
聞
か
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。

●

持
ち
物

お
念
珠
、

門
徒
式
章

（
お
持
ち
の
方
）

マ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、

各
自
の
ご
判
断
で
。

色
々
な
お
寺
様
に

ご
法
話
の
ご
縁
を
頂
き
ま
し
た
。

広島県 明福寺さま

2 ページ


