
あ
ん
た
、
お
だ
ん
ご
作
っ
た

こ
と
あ
る
ん
か
～
。

い
や
～
、
初
め
て
や
わ
。

広
ら
べ
っ
と
ー
し
た
ほ
う
が

よ
う
蒸
せ
る
ん
に
ゃ
ろ
か
。

棒
に
し
た
方
が
い
い
ざ
～

。

だ
れ
か
、
う
す
取
り
し
て
や
～
。

私
は
、
怖
お
て
で
き
ん
わ
の
～
。

し
か
た
な
い
ね
、
ほ
ん
な
ら
私

が
や
る
わ
。

さ
す
が
ベ
テ
ラ
ン
は
違
う
の
～
。

百
個
も
お
に
ぎ
り
作
る
と
た

い
へ
ん
や
の
～
。

ほ
ん
と
や
。
あ
ら
、
海
苔
が

た
り
ん
ざ
～
。

も
っ
と
買
う
と
い
て
も
ら
わ

ん
な
あ
か
ん
の
～
。
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盛
況
水
吹
き
地
蔵
祭
り

三
月
二
十
日

春
の
お
彼
岸
の
中
日
、
こ
の
時
期
に

し
て
は
、
ま
ず
ま
ず
の
好
天
に
恵
ま

れ
て
第
九
回
目
の
の
水
吹
き
地
蔵
の

お
祭
り
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

住
職
の
導
師
の
も
と
法
要
が
行
わ

れ
た
あ
と
、
防
火
に
関
す
る
お
話
が

あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
と
し
は
暖
か
い
お
そ
ば

と
、
甘
い
ぜ
ん
ざ
い
が
ふ
る
ま
わ
れ

ま
し
た
。

参詣者の皆さんは、水を吹いてお堂の

延焼を止めたと伝えられる水吹き地蔵

。尊の前で防火の誓いを新たにしました

二
時
か
ら
は
本
堂
に
お
い
て
、
桂

三
枝
一
門
の
桂
三
金
さ
ん
の
落
語
会

が
あ
り
ま
し
た
。
三
金
さ
ん
の
巧
み

な
話
術
に
ご
本
尊
の
阿
弥
陀
様
の
前

で
、
笑
い
声
の
絶
え
な
い
楽
し
い
ひ

と
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

な
お
、
今
年
は
具
谷
の
法
林
寺
、

、

、

、

ま
た

武
生
三

四
班
の
お
檀
家
様

な
ら
び
に
大
寶
寺
の
お
講
さ
ん
の
か

た
が
た
に
お
手
伝
い
い
た
だ
き
、
地

蔵
だ
ん
ご
や
ぜ
ん
ざ
い
、
ま
た
、
当

日
の
役
員
さ
ん
の
お
昼
の
お
に
ぎ
り

の
準
備
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
手
伝
い
い
だ
た
き
ま
し
た
役
員

さ
ん
、
ま
た
、
ご
参
詣
頂
き
ま
し
た

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

か
っ
ぷ
く
の
い
い
、

あ
り
が
た
い
お
地
蔵

様
じ
ゃ
の
䣫
ー
。

な
ん
ま
ん
だ
ー
ぶ
、

な
ん
ま
ん
だ
ー
ぶ
。

決
ま
っ
た
ぞ
、
ス

！

マ
䣹
シ
䣻

䣓
サ
ー

䣔

！

大
寶
寺
の
山
号
は
本
堂
正
面
の
額
に

あ
る
よ
う
に
親
縁
山
と
い
い
ま
す
。

寺
報
の
親
縁
は
こ
の
山
号
を
由
来
と

し
て
い
ま
す
。
さ
て
、
親
縁
の
意
味
は

何
で
し
ょ
う
か
。

法
然
上
人
の
ご
法
語
第
二
十
七
の。

中
に
そ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す

現
代
語
訳
で
紹
介
し
ま
す
。

善
導
大
師
は
親
縁
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「

、

人
が
阿
彌
陀
佛
を
礼
拝
す
れ
ば

仏
は
こ
れ
を
見
給
う
。

人
が
念
仏
を
唱
え
れ
ば
、
仏
こ
れ

を
聞
き
給
う
。

人
が
阿
彌
陀
佛
を
念
す
れ
ば
、
仏

も
ま
た
そ
の
者
を
念
じ
給
う
。

こ
の
よ
う
に
阿
彌
陀
佛
の
お
働
き

と
念
仏
行
者
の
身
口
意
と
が
一
つ

に
な
っ
て
、
仏
と
行
者
と
は
あ
た

か
も
親
子
の
よ
う
な
関
係
に
結
ば

れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
親
縁
と

い
う

」。

、

お
墓
参
り
や
お
寺
参
り
の
時
に
は

ま
ず
、
本
堂
の
正
面
で
、
親
で
あ
る

阿
弥
陀
様
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表

す
た
め
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
十
回

唱
え
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
時
間
が
あ
れ
ば
寺
の
本
堂

の
中
で
参
拝
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も

で
き
ま
す
。
本
堂
正
面
の
鍵
を
開
け

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
寺
の
も
の
に

。

お
声
を
か
け
て
下
さ
い

親 縁 と は 何 ぞ や ？
し ん え ん
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お

知

ら

せ

五
重
相
伝
申
込
み
受
付
開
始

昨
年
来
ご
案
内
し
て
き
ま
し
た
十
月
六
日

䥹
木
）
か
ら
十
日
䥹
月
）
に
か
け
て
実
施

さ
れ
る
五
重
相
伝
の
申
込
み
の
受
付
を
開

。

、

始
い
た
し
ま
す

別
紙
の
申
込
み
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
冥
加
金
を
添
え

て
、
地
区
ご
と
の
役
員
さ
ん
を
通
す
か
、

大
寶
寺
ま
で
直
接
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

遠
方
の
方
は
、
同
封
の
振
替
用
紙
に
て

。

、

送
金
し
て
頂
く
こ
と
も
で
き
ま
す

ま
た

ご
連
絡
頂
け
れ
ば
、
寺
の
方
か
ら
頂
き
に

ま
い
り
ま
す
。

お
手
つ
ぎ
日
程
決
ま
る

大
寶
寺
で
は
毎
年
、
総
本
山
知
恩
院
に
一
泊

し
て
お
手
つ
ぎ
運
動
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

今
年
の
日
程
は
五
月
三
十
一
日
䥹
火
）
と
六

月
一
日
䥹
水
）
に
決
定
し
ま
し
た
。
詳
し
く

は
追
っ
て
御
案
内
致
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

参
加
下
さ
い
。

大
寶
寺
お
講
さ
ん
の
お
勧
め

一
説
に
は
、
北
陸
地
方
に
長
寿
者
が
多
い

の
は
朝
夕
に
お
仏
壇
の
前
で
読
経
を
す
る

習
慣
が
あ
る
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

大
寶
寺
で
は
一
、
二
、
三
月
を
除
く
各
月

十
二
日
の
七
時
か
ら
講
を
開
き
、
お
経
を
読

む
練
習
を
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
会
員
は
七

名
で
す
。
会
費
は
無
料
で
、
経
本
や
木
魚
な

ど
は
寺
の
方
で
準
備
し
た
し
ま
す
。
ご
希
望

の
方
は
左
記
ま
で
ご
連
絡
を
。

ト

ピ

ク

ス

雪
囲

雪
吊
り
外
し三

月
十
五
日

三
月
十
三
日
に
予
定
し
て
い
ま
し
た
境
内

の
雪
吊
、
雪
囲
は
ず
し
は
、
時
節
は
ず
れ

の
大
雪
の
た
め
二
日
ず
ら
し
て
十
五
日
に

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

春
の
彼
岸
法
要

三
月
二
十
日

地
蔵
祭
り
当
日
、
午
前
中
十
一
時
か
ら
本

堂
に
て
春
の
彼
岸
法
要
が
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。
墓
前
に
花
を
供
え
ご
先
祖
を
ご
供

養
す
る
方
が
大
勢
お
み
え
に
な
り
ま
し

た
。

南
入
口
の
土
地
購
入三

月
二
十
四
日

大
寶
寺
の
南
入
口
の
西
側
の
元
田
中
電
気

店
の
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
な
り
、
正
式

に
契
約
が
完
了
し
ま
し
た
。
建
物
は
四
月

い
っ
ぱ
い
に
撤
去
す
る
予
定
で
す
。

花
祭
り

四
月
八
日

八
日
午
後
、
武
生
市
仏
教
会
主
催
で
お
釈

迦
様
の
誕
生
を
お
祝
い
す
る
花
祭
り
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
丈
生
幼
稚
園
と
南
幼
稚
園

の
園
児
た
ち
が
引
っ
張
る
白
象
が
、
武
生

市
国
府
一
丁
目
の
本
興
寺
か
ら
お
隣
の
超

二日前に降った雪が地表に残る中、各地

区代表の９名のお檀家様に手伝っていた

だき、春の支度を整えました。

。

、

恩
寺
ま
で
お
練
り
を
し
ま
し
た

そ
の
後

超
恩
寺
さ
ん
の
本
堂
で
お
釈
迦
様
に
甘
茶

を
か
け
る
な
ど
し
て
、
花
祭
り
の
行
事
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

し
だ
れ
桜
満
開
・
お
講
さ
ん
花
見

四
月
九
日

三
日
間
ほ
ど
続
い
た
暖
か

い
天
気
に
、
境
内
の
し
だ

れ
桜
が
、
昨
年
よ
り
一
週

間
ほ
ど
遅
れ
て
一
気
に
満

開
に
な
り
ま
し
た
。

九
日
の
昼
に
は
お
講
の

皆
さ
ん
が
桜
の
下
で
お
弁

当
を
楽
し
み
ま
し
た
。

人
づ
て
に
評
判
を
聞

い
て
、
昼
間
だ
け
で
な
く
夜
桜
を
満
喫
し

よ
う
と
訪
れ
る
人
の
数
が
年
々
増
え
て
い

ま
す
。

総社前を丈生幼稚園児と南幼稚園児に

引かれて白象が通ります。

暗闇に浮かびあがる

垂れ桜。毎年、ライ

。トアップしています

小

欲

知

足

お
釈
迦
様
は
欲
望
を
控
え
め
に
し
て
、
そ
れ
を

充
足
す
る
こ
と
が
幸
せ
に
生
き
る
秘
訣
だ
と
お

説
き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
小
欲
知
足

と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
で
す
。

た
の
し
み
は
朝
お
き
い
で
ゝ
昨
日
ま
で
無
り
し

花
咲
け
る
見
る
時

こ
の
歌
は
橘
曙
覧
の
独
楽
吟
の
一
首
で
、
ク
リ

ン
ト
ン
大
統
領
が
来
日
の
際
の
ス
ピ
ー
チ
で
引

用
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
何
げ
な
い
日
常
の
で
き
ご
と
の
中
に
も
私

た
ち
は
幸
せ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
䣵
ア
が

発
す
る
メ
䣹
セ
ー
ジ
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
す
。

欲
望
を
膨
ら
ま
せ
、
そ
の
飽
く
な
き
追
求
の

た
め
に
は
、
競
争
原
理
と
称
し
て
、
人
を
押
し

の
け
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
、
と
い
う
生
き
方
を

勧
め
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
金
に
な
ら
な
い
小
欲
知
足
と
い
う

考
え
方
は
資
本
主
義
に
と
っ
て
は
、
不
都
合
な

の
で
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

た
の
し
み
は
人
情
捨
て
て
も
買
い
占
め
て
敵

対
的
買
収
完
遂
す
る
時

た
の
し
み
は
狂
牛
病
も
な
ん
の
そ
の
腹
い
っ
ぱ

い
に
輸
入
牛
肉
食
す
時

こ
の
よ
う
な
現
代
風
の
楽
し
み
の
追
求
は
小

欲
知
足
の
反
対
で
、
貪
欲
不
知
足
と
で
も
言
う

べ
き
も
の
で
す
。
お
そ
ら
く
当
人
の
思
い
と
は

裏
腹
に
、
間
違
い
な
く
不
幸
を
招
く
生
き
方
と

悦

應

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

京都にある臨済宗龍安寺の

茶室におかれたつくばい。

吾・唯・足・知の４つの漢

字に含まれる口を真ん中に

配置している 「われただ、。

たりるをしる」と読み、小

。欲知足の教えを表している


