
年
始
に
行
わ
れ
る
仏
教
行
事
に
「
修
正
会
」
が
あ
り
ま
す
。
正
月
に
修

す
る
大
法
会
と
い
う
意
味
で
、
奈
良
時
代
、
寺
院
で
「
五
穀
豊
穣
」「
国
家

安
泰
」の
祈
願
を
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。こ
の
修
正
会
の
中
心
に
な
る
の

が
悔

過
行
事
で
、
特
に
吉
祥
天
女
の
悔
過
が
多
く
行
わ
れ
ま
し
た
。
悔
過

け

か

は
、
過
ぎ
た
る
罪
を
悔
い
る
意
味
で
す
が
、
汚
れ
を
祓
う
意
に
解
さ
れ
、
年

の
初
め
に
身
を
浄
め
る
こ
と
と
し
て
修
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

正
月
元
日
は
一
年
の
始
ま
り
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め
て
仏
様
や
ご
先
祖

の
精
霊
を
お
迎
え
し
、
今
年
一
年
の
加
護
を
祈
る
日
で
も
あ
り
ま
す
。

『
正
月
の
一
日
は
、
日
の
は
じ
め
、
月
の
始
め
、
年
の
は
じ
め
、
春
の
始

め
。
こ
れ
を
も
て
な
す
人
は
、
月
の
西
よ
り
東
を
さ
し
て
満
つ
が
ご
と
く
、

日
の
東
よ
り
西
へ
わ
た
り
て
あ
き
ら
か
な
る
が
ご
と
く
、
徳
も
ま
さ
り
、
人

に
も
愛
せ
ら
れ
候
な
り
。

そ
も
そ
も
地
獄
と
仏
と
は
い
づ
れ
の
と
こ
ろ
に
候
ぞ
と
た
づ
ね
候

え
ば
、
あ
る
い
は
地
の
下
、
と
申
す
経
も
あ
り
、
あ
る
い
は
西
方
な
ど

と
申
す
経
も
候
。
し
か
れ
ど
も
委
細
に
た
づ
ね
候
え
ば
、
我
等
が
五
尺

の
身
の
内
に
候
と
み
え
て
候
。
さ
も
や
お
ぼ
え
候
こ
と
は
、
我
等
が
心

の
内
に
父
を
あ
な
づ
り
母
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
人
は
、
地
獄
そ
の
人
の

心
の
内
に
候
。
た
と
え
ば
、
蓮
の
た
ね
の
中
に
花
と
菓
と
の
見
ゆ
る
が

ご
と
し
。
仏
と
申
す
こ
と
も
、
我
等
の
心
の
内
に
お
わ
し
ま
す
。
た
と

え
ば
、
石
の
中
に
火
あ
り
、
珠
の
中
に
財
あ
る
が
ご
と
し
。
我
等
凡
夫

は
、
ま
つ
げ
の
近
き
と
虚
空
の
遠
き
と
は
見
候
こ
と
な
し
。

我
等
が
心
の
内
に
仏
は
お
わ
し
ま
し
け
る
を
、
知
り
候
わ
ざ
り
け
る

ぞ
。
た
だ
し
疑
い
あ
る
こ
と
は
、
我
等
は
父
母
の
精
血
変
じ
て
人
と
な

り
て
候
え
ば
、
三
毒
の
根
本
、
淫
欲
の
源
な
り
。
い
か
で
か
仏
は
わ
た

ら
せ
給
う
べ
き
と
疑
い
候
え
ど
も
、
ま
た
打
ち
返
し
打
ち
返
し
案
じ
候

え
ば
、
そ
の
い
わ
れ
も
や
、
と
お
ぼ
え
候
。

蓮
は
清
き
も
の
、
泥
よ
り
い
で
た
り
。
せ
ん
だ
ん
は
香
ば
し
き
も
の
、

大
地
よ
り
生
い
た
り
。
さ
く
ら
は
お
も
し
ろ
き
も
の
、
木
の
中
よ
り
咲

き
い
づ
。
楊
貴
妃
は
み
め
よ
き
も
の
、
下
女
の
腹
よ
り
生
ま
れ
た
り
。

月
は
山
よ
り
い
で
て
、
山
を
て
ら
す
。
わ
ざ
わ
い
は
口
よ
り
出
で
て
、

身
を
や
ぶ
る
。
さ
い
わ
い
は
心
よ
り
い
で
て
、
我
を
か
ざ
る
。

い
ま
正
月
の
始
め
に
法
華
経
を
供
養
し
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ぼ
し
め

す
御
心
は
、
木
よ
り
花
の
咲
き
、
池
よ
り
蓮
の
つ
ぼ
み
、
雪
山
の
せ
ん

だ
ん
の
ひ
ら
け
、
月
の
始
め
て
出
る
な
る
べ
し
。

い
ま
日
本
国
の
、
法
華
経
を
か
た
き
と
し
て
わ
ざ
わ
い
を
千
里
の
外

よ
り
ま
ね
き
寄
せ
ぬ
。
こ
れ
を
も
っ
て
思
う
に
、
い
ま
法
華
経
を
信
ず

る
人
は
さ
い
わ
い
を
万
里
の
外
よ
り
あ
つ
む
べ
し
。

影
は
体
よ
り
生
ず
る
も
の
、
法
華
経
を
か
た
き
と
す
る
人
の
国
は
、

体
に
影
の
添
う
が
ご
と
く
わ
ざ
わ
い
来
る
べ
し
。

法
華
経
を
信
ず
る
人
は
、
せ
ん
だ
ん
に
香
ば
し
さ
の
そ
な
え
た
る
が

ご
と
し
。
ま
た
ま
た
申
し
候
べ
し
。

正
月
三
日

日
蓮
花
押

を
も
ん
す
ど
の
の
女
房

御
返
事
』

年
末
年
始
に
お
墓
参
り
に
行
く
人
が
多
い
理
由
と
し
て
は
、
帰
省
が
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
普
段
遠
方
で
な
か
な
か
墓
参
り
も
で
き
な
い
人
の
帰
省

は
、
お
墓
参
り
の
絶
好
の
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

本
来
お
正
月
は
「
年
神
様
」と
ご
先
祖
の
霊
を
お
迎
え
す
る
と
い
う
意
味

合
い
が
あ
り
ま
す
。「
年
神
様
」
と
は
「
豊
穣
と
繁
栄
を
つ
か
さ
ど
る
神
様
」

で
す
。「
ご
先
祖
様
」
は
、「
子
孫
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
」
存
在
で
す
。

喪
中
の
お
正
月
で
は
、
初
詣
や
お
正
月
飾
り
な
ど
を
慎
む
習
慣
が
あ
り

ま
す
が

喪
中
に
初
詣
を
慎
む
の
は
、
聖
域
で
あ
る
神
社
に
穢
れ
を
持
ち
込

ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
す
。
仏
教
で
は
お
墓
は
死
者
が
眠

る
場
所
で
あ
り
、ご
先
祖
様
に
会
い
に
行
く
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

宝清寺 東京都あきる野市小川101番地 電話 042-558-2663 FAX 042-558-2693

た ち ば な 新 聞 令和６年１月１日発行 第１２６号

発行所 宝清寺

〒197-0821

東京都あきる野市小川101

電話 04 2 -5 5 8 -2 6 63

明
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
自
分
の
欲
望
を
簡
単
に
満
足
さ
せ
ら

れ
る
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
便
利
な
世
界
に
い
ま
す
。

一
方
で
人
間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
た
た
め
、
心
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら

れ
な
く
な
っ
た
り
、
押
し
寄
せ
る
情
報
に
翻
弄
さ
れ
、
自
分
が
何
を
求
め

て
生
き
て
い
る
の
か
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
人
も
多
い
と
思
い
ま

す
。
私
た
ち
は
、
目
の
前
で
起
き
て
い
る
現
実
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
苦

手
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
然
と
と
も
に
生
き
て
い

た
数
千
年
前
な
ら
ば
、
雨
が
降
れ
ば
狩
り
を
休
み
、
太
陽
が
沈
め
ば
寝
る

支
度
を
す
る
な
ど
、
自
然
の
摂
理
に
従
っ
て
生
き
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
文
明
が
発
達
し
て
も
、
ま
だ
ス
マ
ホ
が
な
か
っ
た
昭
和
の
時
代
に
は
、

人
と
会
う
に
も
よ
ほ
ど
き
ち
ん
と
段
取
り
を
決
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
急
に
世
の
中
が
便
利
に
な
り
、
「
環
境
が
欲

望
を
吸
収
し
て
く
れ
る
」
時
代
に
な
り
ま
し
た
。

住
職
ひ
と
口
法
話
第
七
十
五
回

と
も
、
最
近
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
現
代
の
私
た
ち
の
生
活
は

恵
ま
れ
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
衣
・
食
・
住
の
全
て
に
お
い
て
、

デ
パ
ー
ト
や
ス
ー
パ
ー
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
店
内
に
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ

た
商
品
に
購
買
意
欲
も
高
ま
り
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
物
の
豊
か
さ
に
幸

福
を
感
じ
る
人
の
欲
望
に
は
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
自
分
が
主
体
と

な
っ
て
使
う
は
ず
の
物
に
自
分
が
振
り
回
さ
れ
る
の
は
愚
か
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
の
封
建
社
会
に
お
い
て
、
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
制
裁

の
一
種
に
「
村
八
分
」
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
村
の
決
定
事
項
に
違

反
し
た
者
や
家
族
に
対
し
、交
際
を
絶
ち
、
孤
立
さ
せ
る
行
為
で
す
が
、「
村

八
分
」
の
」「
八
分
」
と
は
、「
冠
・
婚
礼
・
出
産
・
病
気
・
建
築
・
水
害

・
年
忌
・
旅
行
」
を
意
味
し
、
十
分
あ
る
交
際
の
う
ち
、
二
分
以
外
は
付

き
合
わ
な
い
と
の
け
者
に
す
る
の
で
、
非
人
情
な
制
裁
だ
と
誤
解
す
る
人

が
あ
り
ま
す
が
、

目
の
前
で
起
き
て
い
る
現
実
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
難
し
い
ほ
ど
混

乱
し
た
時
代
、
豊
か
な
心
を
持
ち
、
情
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。



卒
塔
婆
供
養
の

大
切
さ
に
つ
い
て
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そ
の
と
き
弥
勒
菩
薩
は
、
釈
尊
に
「
世

尊
よ
、
も
し
人
あ
っ
て
法
華
経
を
聞
い
て

随
喜
す
れ
ば
、
そ
の
人
に
ど
の
く
ら
い
の

ご
利
益
が
あ
り
ま
す
か
」
と
問
う
た
。

釈
尊
は
「
阿
逸
多
よ
、
わ
た
し
の
入
滅

の
の
ち
に
、
男
女
の
僧
及
び
在
家
の
も
の

た
ち
、
知
恵
の
あ
る
も
の
、
年
長
者
や
幼

き
も
の
が
、
こ
の
経
を
聞
き
終
わ
っ
て
、

随
喜
し
て
聞
い
た
こ
と
を
、
た
と
え
ば
僧

坊
で
、
都
で
、
村
落
で
、
父
母
に
、
親
戚

に
、
友
人
に
、
自
分
の
力
に
応
じ
て
法
を

説
け
ば
、
そ
れ
を
聞
い
た
人
は
、
ま
た
、

他
所
に
行
っ
て
随
喜
し
て
法
を
説
く
、
こ

う
し
て
順
番
に
五
十
回
に
及
ん
だ
と
し
よ

う
。
阿
逸
多
よ
、
こ
の
五
十
番
目
の
人
が

随
喜
し
て
聞
い
た
功
徳
を
教
え
よ
う
。

今
、
四
十
万
阿
僧
祇
の
世
界
が
あ
り
、

そ
の
中
に
六
種
、
す
な
わ
ち
、
地
獄
、

餓
鬼
、
畜
生
、
阿
修
羅
、
人
間
、
天
上

界
に
衆
生
が
お
り
、
四
生
、
す
な
わ
ち
、

卵
生
、
胎
生
、
湿
生
、
化
生
の
も
の
が

い
る
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
衆
生
の
あ
る

人
が
、
功
徳
を
積
む
こ
と
を
求
め
て
、

好
み
に
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生

の
一
人
一
人
に
こ
の
世
に
あ
る
様
々
な

宝
玉
、
象
や
馬
車
、
七
宝
を
与
え
た
と

し
よ
う
。
こ
の
大
い
な
る
施
主
は
、
こ

の
よ
う
な
布
施
を
続
け
て
八
十
年
に
及

び
『
衆
生
の
好
み
に
応
じ
て
布
施
を
し

て
き
た
が
、
齢
八
十
を
す
ぎ
て
、
み
な

老
衰
し
、
死
が
近
く
な
っ
た
。
今
後
は

仏
法
で
こ
れ
ら
の
衆
生
を
導
こ
う
』
と

思
い
、
大
施
主
は
教
化
し
、
瞬
く
間
に

こ
と
ご
と
く
の
衆
生
を
し
て
阿
羅
漢
果

を
得
さ
し
め
た
。
お
前
は
こ
の
大
施
主

の
功
徳
を
ど
う
思
う
か
」
弥
勒
は
釈
尊

に
答
え
た
「
世
尊
よ
、
衆
生
に
好
み
の

も
の
を
施
す
だ
け
で
も
、
そ
の
功
徳
は

限
り
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。
ま
し
て
、

阿
羅
漢
果
に
導
い
た
の
で
す
か
ら
」

釈
尊
は
弥
勒
に
告
げ
た
。
「
わ
た
し
は

今
、
は
っ
き
り
言
お
う
。
こ
の
大
施
主

の
功
徳
は
、
五
十
番
目
の
人
が
随
喜
し

て
聞
い
た
功
徳
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。

阿
逸
多
よ
、
こ
の
五
十
人
の
人
々
が
め

ぐ
り
め
ぐ
っ
て
法
華
経
を
聞
い
て
随
喜

し
て
得
る
功
徳
は
、
限
り
な
く
大
き
い
の
で

あ
る
。
ま
し
て
、
最
初
に
聞
い
て
随
喜
し
た

も
の
の
功
徳
に
い
た
っ
て
は
、
比
べ
よ
う
も

な
く
大
き
い
。

ま
た
、
阿
逸
多
よ
、
も
し
人
が
こ
の
経
の

た
め
に
僧
坊
に
行
き
、
、
あ
る
い
は
座
し
、
あ

る
い
は
立
っ
て
、
片
時
で
も
聴
け
ば
、
こ
の

功
徳
に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
象
、
馬

の
美
し
い
車
を
得
て
、
天
の
宮
に
上
る
だ
ろ

う
。
ま
た
も
し
人
あ
っ
て
、
法
を
講
ず
る
処

に
あ
っ
て
、
来
る
人
に
座
を
分
か
ち
、
勧
め

聴
か
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
の
功
徳
は
生
ま

れ
変
わ
っ
て
帝
釈
天
や
梵
天
や
転
輪
聖
王
の

座
に
座
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
阿
逸
多
よ
、

ま
た
、
も
し
人
が
、
他
人
に
法
華
経
を
勧
め

て
一
緒
に
聴
き
に
行
こ
う
と
言
い
、
片
時
で

も
聴
く
こ
と
あ
れ
ば
、
こ
の
人
は
生
ま
れ
変

わ
っ
て
陀
羅
尼
を
得
た
菩
薩
た
ち
と
一
緒
に

住
む
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
人
は
、
転

生
し
て
、
賢
く
、
智
慧
が
あ
り
、
目
鼻
立
ち

美
し
く
、
面
差
し
に
は
気
品
が
あ
る
だ
ろ
う
。

阿
逸
多
よ
、
一
人
に
勧
め
て
行
か
せ
法
を

聴
か
せ
る
功
徳
は
、
こ
の
よ
う
に
大
き
い
の

で
あ
る
。
ま
し
て
、
熱
心
に
聴
き
、
説
き
、

読
み
、
誦
し
、
し
か
も
修
行
す
る
も
の
の
功

徳
に
お
い
て
を
や
」

釈
尊
は
重
ね
て
詩
句
を
唱
え
た
。

法
華
経
と
私
た
ち

第
十
九
回

管
理
料
は
、
毎
年
、
三
月
末
日
が
納
入
期
限
の
前
納
制
に
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
六
年
度
の
管
理
料
の
納
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
令
和
五
年
度
の
管
理
料
及

び
複
数
年
未
納
の
方
は
、
早
め
に
お
納
め
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

納
入
方
法

※
振
り
込
み
の
場
合
の
振
込
先

銀

行

名

多
摩
信
用
金
庫

秋
川
支
店

口
座
番
号

普
通
預
金

一
五
一
六
二
四
九

受

取

人

宗
教
法
人
宝
清
寺
代
表
役
員

石
井

前
琮

ぜ
ん
そ
う

※
自
動
払
い
込
み
の
場
合
の
手
続
き
方
法

①

自
動
払
い
込
み
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
み
で
す
の
で
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
口

座
を
お
持
ち
の
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

②

自
動
払
い
込
み
ご
希
望
の
場
合
は
、
管
理
寺
務
所
に
指
定
用
紙
を
ご
請
求

頂
き
必
要
事
項
記
入
後
、
最
寄
り
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

③

引
き
落
と
し
は
、
毎
年
四
月
二
十
五
日
に
な
り
ま
す
。

ス
ト
ゥ
ー
パ
は
、
も
と
も
と
お
椀
を
伏
せ
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

仏
教
が
中
国
を
経
て
日
本
に
渡
っ
て
く
る
間
に
、
時
代
を
お
っ
て
、
色
々
な

形
に
変
化
し
ま
し
た
。

日
本
の
お
寺
で
よ

く
見
ら
れ
る
五
重
塔

や
五
輪
塔
（
上
図
参

照
）
も
、
元
を
た
ど

れ
ば
ス
ト
ゥ
ー
パ
で

す
。卒

塔
婆
は
、
五
輪

塔
の
形
が
元
に
な
っ

て
で
き
ま
し
た
。

こ
の
形
に
は
、
仏
教

の
世
界
観
が
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。

一
番
下
の
四
角
形
は

「
地
」
を
表
し
て
い

ま
す
。
そ
の
上
の
円

形
は
「
水
」
を
、
そ

の

上

の

三

角

形

は

「
火
」
を
、
そ
の
上

の
半
円
形
は
「
風
」

を
表
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
一
番
上
の
宝
珠
形
は
「
空
」
を
表
し
て
い
ま
す
。

仏
教
は
「
地
・
水
・
火
・
風
・
空
」
の
五
つ
の
要
素
が
こ
の
世
界
を
構
成

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
人
間
も
こ
の
五
つ
の
要
素
に

よ
っ
て
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
法
華
経
に
「
塔
を
建
て
て
供
養
す
べ

し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
簡
単
に
仏
舎
利
塔
や
五
重
塔
を
建
て
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
上
記
図
の
よ
う
に
、
五
輪
の
塔
に
模
し
た
卒
塔
婆
を
建

て
功
徳
の
一
端
と
す
る
の
で
す
。

日
蓮
聖
人
は
塔
婆
供
養
の
功
徳
に
つ
い
て
、「
中
興
入
道
御
消
息
」
に

『
幼
く
し
て
亡
く
な
ら
れ
た
お
嬢
さ
ん
の
十
三
回
忌
の
供
養
に
、
南
無
妙
法

蓮
華
経
と
書
か
れ
た
お
塔
婆
を
建
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
塔
婆
に
北
風
が

吹
け
ば
お
題
目
に
触
れ
た
そ
の
風
は
南
の
海
に
届
き
、
そ
こ
に
住
む
魚
は
大

海
の
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
、
東
風
が
来
た
れ
ば
西
の
山
に
住
む
鳥
や
鹿
は
畜

生
道
か
ら
逃
れ
ら
れ
、
天
上
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
し

て
、
そ
の
塔
婆
を
自
ら
す
す
ん
で
建
て
る
人
や
、
そ
れ
に
触
れ
る
人
た
ち
は

計
り
知
れ
な
い
功
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
亡
き
ご
両
親
も
こ

の
功
徳
に
よ
り
、
浄
土
で
安
ら
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
追
善
に
孝
養

を
し
た
人
々
は
長
寿
を
保
ち
、
後
生
に
は
父
母
と
共
に
霊
山
浄
土
に
住
む
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。
お
題
目
の
書
か
れ
た
卒
塔
婆
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
功
徳

が
あ
り
ま
す
』（
意
訳
）
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

卒
塔
婆
を
建
て
て
供
養
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
父
母
孝
養
の
た
め
、
ま
た

亡
く
な
っ
た
方
の
魂
の
供
養
の
た
め
、
そ
し
て
、
自
身
の
た
め
に
も
大
き
な

功
徳
を
積
む
事
が
で
き
る
の
で
す
。

卒
塔
婆
は
○
○
家
先
祖
代
々
や
故
人
の
戒
名
で
建
て
て
供
養
し
、
建
て
る

方
の
名
前
は
個
人
名
や
連
名
、
子
供
一
同
、
孫
一
同
な
ど
で
あ
げ
ま
す
が
、

ご
不
明
の
点
は
管
理
寺
務
所
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

近
年
、
親
を
亡
く
さ
れ
「
お
寺
の
こ
と
は
親
が
し
て
い
た
の
で
、

全
く
分
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
欲
し
い
」
と
相
談
さ
れ
る
方
が
多

く
、
中
で
も
「
卒
塔
婆
っ
て
何
で
す
か
、
塔
婆
は
あ
げ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
す
か
、
何
本
あ
げ
た
ら
良
い
の
で
す
か
」
な
ど
、

質
問
さ
れ
る
機
会
が
増
え
ま
し
た
。

そ
こ
で
塔
婆
供
養
に
つ
い
て
、
法
事
や
お
盆
・
お
彼
岸
に
卒
塔

婆
を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
由
来
、
そ
し
て
、
書
か
れ
て
い
る
意

味
な
ど
解
説
い
た
し
ま
す
。

卒
塔
婆
に
は
、
墨
で
お
題
目
と
戒
名
と
聖
句
と
建
立
日
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
卒
塔
婆
は
も
と
も
と
、
古
代
イ
ン
ド
の
言
葉
で
ス

ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
言
葉
を
、
音
訳
し
た
も
の
で
す
。
ス
ト
ゥ
ー
パ

と
は
、
仏
塔
と
も
訳
さ
れ
、
お
釈
迦
様
の
遺
骨
を
納
め
た
塔
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
入
滅
す
る
と
、
遺
骨
が
八
つ
に
分

け
ら
れ
、
八
つ
の
国
に
遺
骨
を
安
置
す
る
た
め
の
塔
が
建
て
ら
れ

た
の
で
す
。
後
に
は
、
高
僧
が
亡
く
な
っ
た
際
に
も
ス
ト
ゥ
ー
パ

を
建
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。


