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檀林入寺帳のデータ化の経緯と利用法石川達也

鬼と面g風 他宗哀つ
平餓 をぶ知 つ

ろ喜
鬼滅--l 天つヽ

の台
り 宗

? そ
の

石 1 

田

裕



古

物枚
廷皿

製
台
皿
（
餅
台）

平
和
島
骨
葉
祭
は
東
京
の
平
和
島
に
あ
る
東
京
流
通
セ
ン
タ
ー

ビ
ル
で
年
五
回、

三
日
間
に
わ
た
っ
て
屋
内
で
開
佃
さ
れ
る
骨
狛

市
で、

全
国
か
ら
二
0
0
店
以
上
の

業
者
が
狛
ま
る。

昨
年
の

十
二
月
に
出
か
け
て
み
た。

李
朝
関
連
の
民
画
や
白
磁、

家
具
調
度
品
を
扱
っ
て
い
る
店
の

前
に
台
皿
が
十
数
基
並
ん
で
い
た
。

ひ
と
つ
二
0
0
0
円。

店
主

に、

こ
れ
は
い
つ
ご
ろ
の
も
の
で
す
か
と
尋
ね
る
と、

李
朝
も
終

わ
り
こ
ろ
だ
か
ら
一

三
0
年
く
ら
い
前
で
す
ね。

ご
先
祖
さ
ま
に

餅
を
供
え
る
祭
器
だ
け
ど、

も
う
少
し
大
き
い
と
お
盆
の
代
わ
り

も
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
と
の
こ
と
で
あ
る。

正
月
の
お
供
え

餅
を
乗
せ
る
の
も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
と
言
う
と、

そ
う
い
う
使

い
方
は
い
い
で
す
ね
と
笑
顔
で
応
え
て
く
れ
る。

材
料
は
ケ
ヤ
キ

か
松
の
樹
で、

饒
輯
で
挽
い
て
く
り
抜
い
た
も
の
だ。

木
目
の
美

し
い
も
の
を
選
ん
で
ひ
と
つ
買
い
求
め
た。

ソ

ル

う

几

韓
国
に
伝
わ
る
伝
統
的
な
行
事
に
旧
正
月
（
旧
暦
の
一

月
一

日）

チ

ュ

ソ

ク

と
秋
夕
（
旧
暦
の
八
月
十
五
日）

の
ふ
た
つ
が
あ
る
。

秋
夕
に
は

親
戚
一

同
が
故
郷
に
狛
ま
っ
て
先
祖
の
硲
参
り
を
し
た
り、

秋
の

収
穫
に
感
謝
し
た
り
す
る。

秋
夕
の
恨
わ
し
は
古
く
新
羅
時
代
に

十

4
.

，ノ

始
ま
っ

た
ら
し
い
。

い
ず
れ
も
茶
礼
と
呼
ば
れ
る
お
供
え
用
の
食

十

と

レ

"

·
/

膳
を
準
備
す
る。

そ
の
茶
礼
床
に
は
果
物、

菓
子、

焼
き
魚、

干

物、

肉、

鶉
の
丸
焼
き、

餅、

ナ
ム
ル
、

汁
物
な
ど
が
用
意
さ
れ
る。

文
と
写
真
●
三
宅
政
吉

（
ク
ラ
フ
ィ
ソ

ク
テ
サ
イ
ナ
ー
）

，�ー っ．

秋夕に作られるソンピョン（松餅）は、

うるち米の粉を水で練ったものに、

小豆や栗、 すリゴマと砂栖を混ぜた

ものなどを包み、 松梁を敷いた蒸し

器で作る

S11; \-

： 
秋夕のお供え物を並ぺた茶礼の

祭咆（茶礼床）。 収稜したての新

米、 酒 、 果物、 餅などを先祖に

供える

こ
の
台
皿
も
茶
礼
床
に
趾
か
れ、

サ
イ
ズ
的
に
お
そ
ら
く
餅
か

菓
子
が
乗
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う。

私
は
正
月
用
の
白
い
丸
餅
を
飾

っ
て
み
よ
う
と
思
い
つ
い
た
の
だ
が、

朝
鮮
で
は
実
に
多
く
の
種

類
の
餅
が
作
ら
れ
て
い
る。

彩
り
も
鮮
や
か
で
あ
る。

そ
の
な
か

で
も
秋
夕
に
霊
前
に
供
え
ら
れ
る
ソ
ン
ピ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
松
餅

は、

米
粉
で
作
ら
れ
る
ト
ソ
ク
（
餅
あ
る
い
は
団
子）

の
一

種
で、

松
葉
を
敷
い
た
蒸
し
器
で
作
る。

伝
統
的
な
朝
鮮
の
食
文
化
の
象

徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
有
名
で
あ
る。

こ
の
台
皿
は
木
製
だ
が
白
磁
の
台
ml
も
あ
る。

こ
ち
ら
は
値
段

が
高
く、

私
が
買
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

今
で
は
ス
テ
ン

レ
ス
や
合
成
樹
脂
の
台
皿
も
使
わ

れ
て
い
る
よ
う
だ。

直径15.5cm、 高さ7cm、 底径

7.5cm。 130年という時間が届き

上げた木肌の風合いがいい味

わいを醗し出している

` 連
載
囚
李
朝
木

’ 

. 
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王舎城で"'"Cl'"'.,....,,’ヽ皿
50年前に筆者が撮影した

霊照山頂で祈る中国僧

門
行
王
舎
城

純
必
良
れ

藤

『
観
無
贔
寿
経
』
に
よ
れ
ば
、

王
舎
城
の
悲
劇
で
知
ら
れ
る
王
舎
城
は
現
在
の
ビ

ハ
ー
ル
州
に
あ
る
都
市
遺
跡
だ
が
、
色
々
の
名
前
で

呼
ば
れ
、
文
献
に
は
4

種
の
異
な
っ
た
名
前
が
み
ら

れ
る
。
マ
ガ
ダ
国
と
な
る
前
の
紀
元
前

5

世
紀
に
栄

え
た
首
都
で
、
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
、
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ

ト
ル
王
が
支
配
し
て
い
た
。
こ
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う

7

世
紀
に
こ
こ
を
旅
し
た
中
国
の
玄
契
三
蔵
『
大
唐

西
域
記
』
に
詳
し
い
。
地
形
的
に
は
5

つ
の
峰
に
囲

ま
れ
た
盆
地
だ
が
、
盆
地
を
囲
む
峰
々
の
頂
上
に
は

仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
な
ど
の
寺
院
が

建
て
ら
れ
て
い
る
。

華
経
』

ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト

仏
教
徒
に
は
そ
の
中
の
ギ
ッ
ジ
ャ
ク
ッ
タ
、
霊
筋

山
が
有
名
だ
。
山
頂
で
釈
尊
が
法
華
経
な
ど
多
く
の

経
典
の
教
え
を
説
か
れ
た
重
要
な
仏
跡
で
あ
る
。
説

か
れ
た
経
典
で
有
名
な
の
は
『
法
華
経
』
だ
が
、
『
法

は
大
乗
に
属
す
る
経
典
な
の
で
後
世
に
付
加

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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かつての形を残すバーンガンガーストゥーバは、ダメー
ク塔の反対側に残る大塔の基壇跡で、ここから仏舎利が見
つかっている

霊
笠
山
に
つ
な
が
る
峰
に
ギ
リ
ヤ
ク
ス
ト
ゥ
ー
パ

ル
王
に
よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
精
神
的
に
追
い
込
ま
れ
た

り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
前
王
が
、
は
る
か
に
霊
笠
山
を
拝
み

釈
尊
に
助
け
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
釈
尊
が
空
を
飛
ん

で
き
て
監
獄
を
訪
れ
、
前
王
を
慰
め
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
監
獄
跡
が
残
っ
て
い
て
、
手
錠
も
発

見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
釈
尊
の
時
代
の
名
医
と
さ

れ
た
ジ
ー
ヴ
ァ
カ
の
庭
園
も
近
く
に
あ
る
。
ま
た
、

釈
尊
が
度
々
滞
在
さ
れ
説
法
さ
れ
た
竹
林
精
舎
は
カ

ラ
ン
ダ
長
者
が
寄
付
し
た
も
の
で
大
き
な
池
が
あ

る
。
そ
し
て
竹
林
精
舎
の
裏
門
の
前
に
は
日
本
山
妙

法
寺
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
建
っ
て
い
る
。

釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
後
、
何
回
か
の
比
丘
た
ち
の

集
会
（
仏
典
結
集
）
が
持
た
れ
て
い
る
が
、
第
一
回
が

王
舎
城
の
七
葉
窟
で
行
わ
れ
た
。
3
0
0

人
が
集
ま
っ

た
と
さ
れ
る
が
、
今
残
っ
て
い
る
窟
は
狭
く
、
そ
の

真
下
に
あ
る
人
の
手
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
広
場
が
そ

の
遺
跡
で
あ
ろ
う
。

2
 



王舎城の中心部

今も残る王舎城の南側の壁

テ
ィ
ア
ン
の
西
に
あ
る
。

マ
ー
ト
は
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
の

寺
の
跡
で
、
神
々
の
像
や
か
わ
ら
か
け
が
散
乱
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
王
舎
城
に
は
イ
ン
ド
に
は
珍
し
い

温
泉
が
湧
き
出
て
い
る
。
東
西
に
細
長
い
地
域
に
わ

た
る
温
泉
だ
が
、
大
き
い
温
泉
は
王
舎
城
内
と
ジ
ェ

あ
る
。

マ
ニ
ア
ー
ル

た
、
王
の
金
庫
跡
と
思
わ
れ
る
ソ
ー
ン
バ
ン
ダ
ル
も

と
い
う
丘
が
あ
る
。
険
し
い
丘
を
登
る
と
頂
上
に
は

円
柱
形
の
塔
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
2

基
建
っ
て
い
る
。

円
柱
形
の
塔
は
珍
し
い
。
ま
た
、
霊
鷲
山
の
麓
に
は

ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
が
兵
士
や
馬
に
水
を
飲
ま

せ
た
ゴ
ー
ラ
カ
ト
ラ
と
呼
ば
れ
る
湖
が
あ
り
、
湖

の
な
か
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
今
で
は
ボ
ー

卜
遊
び
も
で
き
る
。

わ
だ
ち

王
舎
城
内
に
は
人
々
が
使
用
し
た
馬
車
の
轍
の
跡

や
、
解
読
不
能
の
シ
ャ
ン
カ
文
字
が
残
っ
て
い
る
。

南
門
の
近
く
に
は
城
内
で
は
唯
一
完
全
な
形
で
現
存

す
る
バ
ー
ン
ガ
ン
ガ
ー
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
あ
る
。
ま

3
 



ム
霊照山山頂でメモを録る筆者

佐
藤
良
純
歪
大
学
名
誉
教
授

さ
と
う
り
ょ
う
じ
ゅ
ん
昭
和

7

年
東
京
生
ま
れ
。
大
正
大
学
、

同
大
学
院
、
イ
ン
ド
デ
リ
ー
大
学
院
に
学
ぶ
。
昭
和

3
4年
よ
リ
大

正
大
学
で
教
鞭
を
と
リ
、
教
授
、
学
科
長
を
経
て
、
平
成

1
4年
退

職
、
大
正
大
学
名
誉
教
授
と
な
る
。
イ
ン
ド
ヘ
の
初
渡
航
は
昭
和

3
8年
、
以
来
イ
ン
ド
ヘ
訪
れ
る
こ
と
、
4
0有
余
回
。
著
書
に

⇒
ノ
ッ

ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
J
、
『
釈
尊
の
生
涯
j
な
ど
多
数
。

じ
マ‘マ

譴ざ<.. 疇s王 3·~·-·~ょ
同じく鶏頭山の岩の隙間に
建てられたストゥーバ

王
舎
城
は
南
北
に
石
垣
で
作
ら
れ
た
長
い
城
壁
が

あ
り
、
北
側
に
は
新
王
舎
城
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。

玄
笑
三
蔵
は
南
西
の
方
角
、
ジ
ェ
テ
ィ
ア
ン
か
ら
王

舎
城
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
玄
奨
三
蔵
は
使
っ
て
い
た

竹
の
杖
を
地
面
に
突
き
刺
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
か
ら

竹
が
は
え
、
竹
林
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

王
舎
城
の
東
、
車
で
2

時
間
ほ
ど
行
っ
た
所
に
グ
ル

パ
と
呼
ば
れ
て
い
る
鶉
足
山
が
絆
え
て
い
る
が
、
カ
ッ

サ
パ
尊
者
が
禅
定
に
入
ら
れ
た
所
で
、
6
0
0

段
の

階
段
の
上
に
岩
の
割
れ
目
が
あ
り
、
そ
の
先
に

3

メ
ー
ト
ル
位
の
鉛
筆
の
形
を
し
た
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
建

霊
務
山
や
竹
林
精
舎
が
有
名
だ
が
、
王
舎
城
内
外

に
は
他
に
も
多
く
の
仏
跡
が
残
っ
て
い
る
。

て
ら
れ
て
い
る
。

4
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石
川
達
也

『
増
上
寺
入
寺
帳
テ
—
タ
ベ
ー
ス
』

『
関
東
十
八
檀
林
入
寺
帳
デ
—
タ
ベ
—

そ
の
デ
ー
タ
化
の

経
緯
か
ら
利
用
法
ま
で

い
し
か
わ
・
た
つ
や

1
9
7
8

年
千
葉
県
生
ま
れ
。
千
葉
県
・
館
山
・
大
厳
院
副
住

職
。
大
正
大
学
大
学
院
を
満
期
退
学
。
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
を

中
心
に
調
査
研
究
し
て
い
る
。
飯
沼
弘
経
寺
天
樹
学
寮
・
大
厳

寺
宝
物
殿
今
心
仏
行
者
徳
本
上
人
研
究
会
に
も
関
与
し
て
い
る
。 ス

』



人寺帳データベース

入
寺
帳
と
は
何
か
。
簡
単
に
言
う
と
、
江
戸
時
代
の
檀

林
の
学
籍
簿
だ
。
江
戸
時
代
は
浄
土
宗
の
正
式
な
僧
侶
に

入
寺
帳
と
は
学
籍
簿

「
う
ち
の
寺
に
は
古
い
も
の
は
何
も
残
っ
て
い
な
い
」

寺
院
の
歴
史
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
よ
う

に
話
す
住
職
と
た
ま
に
お
会
い
す
る
。
特
に
大
き
な
震
災

や
空
製
に
遭
っ
た
地
域
の
寺
院
は
、
什
物
や
記
録
が
す
べ

て
焼
け
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
関
連

す
る
寺
院
の
歴
史
資
料
を
丹
念
に
見
て
い
く
と
、
そ
の
寺

院
に
関
す
る
記
述
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

近
年
、
増
上
寺
と
浄
土
宗
神
奈
川
教
区
か
ら
刊
行
さ
れ

た
『
増
上
寺
入
寺
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
『
浄
土
宗
関
東

十
八
檀
林
入
寺
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
と
い
う
2

枚
の
C
D

が
あ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
寺

院
の
歴
史
の
一
端
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

寺
院
の
歴
史
を
調
べ
る
に
は

な
る
に
は
、
た
と
え
九
州
の
人
で
あ
ろ
う
と
関
東
に
あ
る

1
8の
檀
林
で
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
般
的

に

1
5歳
に
な
る
と
檀
林
の
学
寮
に
入
る
の
だ
が
、
そ
の
時

に
所
化
（
修
行
僧
）
の
名
前
や
そ
の
所
属
寺
院
と
師
僧
の

名
前
な
ど
が
入
寺
帳
に
記
載
さ
れ
る
。
つ
ま
り
入
寺
帳
を

見
れ
ば
、
記
載
さ
れ
た
時
期
に
誰
が
そ
の
寺
院
の
住
職
を

勤
め
て
い
た
の
か
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
っ
た
＿
人
で
入
寺
帳
テ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成

入
寺
帳
は
増
上
寺
と
一
部
の
檀
林
寺
院
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
。
増
上
寺
に
は
増
上
寺
分
が

3
4冊
、
諸
檀
林
分
が
4
9

冊
所
蔵
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
あ
っ
て
も
江
戸
時
代

す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
抜
け
て
い
る
時

期
も
多
い
。
何
人
か
の
研
究
者
が
入
寺
帳
を
分
析
し
て
論

文
を
書
い
て
い
る
が
、
量
が
膨
大
で
あ
る
た
め
こ
れ
を
全

部
翻
刻
し
て
デ
ー
タ
化
し
よ
う
と
い
う
人
は
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
膨
大
な
入
寺
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作

成
を
た
っ
た
一
人
で
お
こ
な
っ
た
人
が
い
る
。
八
王
子
市

7
 



阿
川
雅
俊
住
職
（
以
下
阿
川
）
も
と
も
と
子
供
が

夏
休
み
の
自
由
研
究
に
何
を
し
た
ら
い
い
か
と
聞
い

て
き
た
の
で
、
当
山
二
十
三
世
榮
全
上
人
の
墓
碑
に

刻
ま
れ
た
文
字
を
現
代
の
言
葉
に
直
し
た
ら
ど
う
か

と
答
え
た
の
で
す
。

し
か
し
実
際
に
読
ん
で
み
る
と
な
か
な
か
難
し
く

て
、
大
学
の
時
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
宇
高
良

哲
先
生
（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）
に
お
聞
き
し
た
と
こ

ろ
、
さ
ら
さ
ら
と
読
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
。
子
供
の

自
由
研
究
は
無
事
に
出
せ
た
の
で
す
が
、
碑
文
に
は

具
体
的
な
地
名
が
あ
っ
て
榮
全
上
人
の
足
跡
を
た

ー
入
寺
帳
テ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
っ
た
動
機
を
教
え

て
下
さ
い
。

【
阿
川
雅
俊
住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
】

典
林
寺
の
阿
川
雅
俊
住
職
だ
。
そ
こ
で
な
ぜ
入
寺
帳

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
ろ
う
と
思
っ
た
の
か
、
そ
の

理
由
を
尋
ね
る
た
め
に
興
林
寺
へ
伺
っ
た
。

入寺帳への熱い想いを語る阿川雅俊興林寺住職
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入寺帳データベース

ど
っ
て
実
際
に
歩
い
て
み
よ
う
と
思
い
立
ち
ま
し
た
。
歩

い
て
い
る
う
ち
に
不
思
議
と
史
料
が
い
ろ
い
ろ
と
出
て
き

た
の
で
す
。
そ
れ
を
宇
高
先
生
に
話
し
た
ら
、
増
上
寺
に

入
寺
帳
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

増
上
寺
に
伺
っ
て
榮
全
上
人
が
修
行
し
た
霊
巌
寺
の
入
寺

帳
を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

最
初
は
榮
全
上
人
が
載
っ
て
い
る
わ
け
が
な
い
と
思
っ

て
い
た
の
で
、
ひ
と
ま
ず
写
真
だ
け
撮
ら
せ
て
い
た
だ
い

て
、
後
日
何
と
な
く
写
真
を
眺
め
て
い
る
と
「
榮
全
」
と

い
う
名
前
が
出
て
き
た
の
で
す
。
入
寺
帳
か
ら
榮
全
上
人

が
霊
巌
寺
で
学
寮
主
を
勤
め
て
い
て
、
さ
ら
に
月
行
事
に

な
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
榮
全
上
人

の
足
跡
を
ま
と
め
た
の
が
『
榮
全
上
人
を
追
い
か
け
て
』

と
い
う
本
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
入
寺
帳
と
の
出
会
い
な
の
で
す
が
、
な
ぜ
私
に

入
寺
帳
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
か
と
考
え
て
い
る
と
、
「
寺

門
興
隆
の
た
め
一
生
懸
命
や
っ
た
の
を
誰
か
分
か
っ
て
ほ

し
い
」
と
い
う
江
戸
時
代
の
僧
侶
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

な
気
が
し
て
、
と
り
あ
え
ず
入
寺
帳
を
デ
ー
タ
に
し
よ
う

と
思
い
ま
し
た
。
最
初
は
増
上
寺
だ
け
の
つ
も
り
だ
っ
た

の
が
、
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
か
ら
も
う
一
冊
や
っ
て
み
よ

う
、
ま
た
一
冊
と
：
·
·
:
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
増

上
寺
以
外
の
檀
林
に
も
入
寺
帳
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
、
鎌
倉
光
明
寺
や
瓜
連
常
福
寺
へ
も
伺
っ
て
写
真
を

撮
ら
せ
て
い
た
だ
き
デ
ー
タ
の
入
力
を
し
ま
し
た
。
作
成

に
か
か
っ
た
月
日
は
、
通
算
で

1
0年
く
ら
い
で
す
。
最
初

の
頃
は
行
き
つ
戻
り
つ
で
、

3

回
調
べ
直
し
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
と
に
か
く
誰
で
も
が
検
索
で
き
る
道
具
に
な

れ
ば
い
い
と
思
っ
て
入
寺
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
っ
て
い

り
ま
す
か
？

阿
川

1
5歳
の
子
供
が
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
き
て
檀
林
で

何
年
も
修
行
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
半
数
近
く
が
途
中
で

亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
こ
ん
な
に
命
が
け
で
地
方

か
ら
来
て
、
何
年
も
修
行
し
て
地
方
に
帰
っ
て
い
っ
た
の

ー
テ
ー
タ
を
作
成
し
て
い
て
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
あ

ま
し
た
。

, 



だ
か
ら
こ
そ
、
寺
子
屋
教
育
に
よ
っ
て
文
字
や
知
識

が
日
本
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
明
治
維
新
で
外
国
の
文
化
が
入
っ
て
き
て
も
、

そ
れ
を
う
ま
く
取
り
込
ん
で
活
用
で
き
る
知
恵
が
付

い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ー
テ
ー
タ
作
成
で
大
変
た
っ
た
と
こ
ろ
は
と
こ
で

す
か
？

阿
川

撮
影
す
る
だ
け
で
1

週
間
く
ら
い
か
か
っ
て
し
ま
っ

て
、
か
が
ん
で
写
真
を
撮
っ
て
い
た
の
で
腰
が
痛
く

な
っ
た
り
、
し
ま
い
に
は
家
族
に
「
い
い
加
減
に
し

ろ
」
と
呆
れ
ら
れ
ま
し
た
。
で
も
や
っ
て
い
る
う
ち

に
思
っ
た
の
は
、
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
こ

ま
で
く
れ
ば
終
わ
り
な
の
だ
と
意
識
し
て
、
デ
ー
タ

も

1

日

1
0
0

件
を
目
標
に
入
力
し
ま
し
た
。
一
番

た
く
さ
ん
や
っ
た
時
は
、
朝

8

時
か
ら
始
め
て
夜
中

の
2

時
ま
で
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た

く
ず
し
字
を
読
む
基
本
が
備
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、

と
に
か
く
量
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

阿
川

達
箪
す
ぎ
る
字
は
何
日
や
っ
て
い
て
も
分
か
ら
な
い
の
で

す
。
ま
た
、
あ
る
時
点
で
入
寺
帳
の
書
き
手
が
替
わ
る
こ

と
も
あ
る
の
で
す
が
、
次
の
人
は
楷
書
で
書
い
て
い
る
と
、

前
で
は
読
め
な
か
っ
た
箇
所
が
こ
っ
ち
で
も
出
て
き
た
り

し
て
、
こ
れ
は
こ
う
読
む
の
だ
と
分
か
っ
て
夜
中
に
も
関

わ
ら
ず
「
や
っ
た
ー
」
っ
て
大
声
を
出
し
て
家
内
を
び
っ
く

り
さ
せ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
（
笑
）
。

ー
こ
の
テ
ー
タ
ペ
ー
ス
を
作
っ
て
何
か
反
響
は
あ
り
ま

し
た
か
？あ

る
住
職
が
「
お
寺
の
史
料
は
戦
災
で
全
部
燃
え

て
し
ま
っ
て
、
私
が
何
代
目
の
住
職
な
の
か
分
か
ら
な
い
。

途
中
の
住
職
の
名
前
も
分
か
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
の

で
、
入
寺
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
そ
の
お
寺
の
歴
代
住
職

に
関
わ
る
記
述
を
抜
き
出
し
て
お
渡
し
し
た
ら
「
そ
ん
な

に
分
っ
た
の
で
す
か
」
っ
て
驚
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た

『
中
外
日
報
』
に
記
事
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
時
に
、
手

紙
を
く
だ
さ
っ
た
お
寺
さ
ん
も
い
ま
し
た
。
入
寺
帳
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
歴
代
が
完
全
に
分
か
る
も
の
で
も
な
い
の
で

IO 



入寺帳データベース

『
増
上
寺
入
寺
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
を
実
際
に
使
っ
て
み

よ
う
。
デ
ー
タ
は
エ
ク
セ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
項
目
は
①

入
寺
年
月
日
、
②
入
寺
時
の
資
格
、
③
法
名
、
④
出
身
（
国

名
・
所
属
寺
院
名
・
師
僧
名
）
、
⑤
現
寺
院
番
号
だ
。
①

は
修
行
僧
が
檀
林
に
入
寺
し
た
年
月
日
で
あ
る
。
②
は
大

き
く
極
新
来
•
他
山
・
帰
山
に
分
か
れ
る
。
極
新
来
は
初

め
て
檀
林
に
入
っ
た
こ
と
を
い
い
、
他
山
は
他
の
檀
林
か

ら
移
転
し
て
き
た
こ
と
を
い
い
、
帰
山
と
は
一
度
他
の
檀

林
に
移
っ
て
再
び
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
い
う
。
③
法
名
は

修
行
僧
の
名
前
で
あ
る
。
④
は
出
身
寺
院
の
地
名
・
寺
院

名
、
さ
ら
に
師
僧
の
名
前
が
分
か
る
も
の
は
載
せ
て
い
る
。

⑤
で
は
現
在
の
寺
院
番
号
を
表
記
し
て
い
る
。
極
楽
寺
な

ど
同
名
の
寺
院
が
あ
っ
て
も
寺
院
番
号
で
絞
り
込
む
こ
と

が
で
き
る
。

入
寺
帳
を
実
際
に
使
う
に
は

す
が
、
こ
う
い
う
調
べ
方
が
あ
る
の
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
ね
。

例
え
ば
千
葉
教
区
寺
院
番
号

4
0の
大
巌
院
で
検
索
し
て

み
る
と
、

1
4名
の
修
行
僧
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
大
巌
院
の
住

職
が
師
僧
と
な
っ
て

1
4名
の
修
行
僧
が
増
上
寺
の
学
寮
で

修
行
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ま
で
歴
代
住
職
の
名
前

は
分
か
っ
て
い
て
も
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
住
職
を
し
て

い
た
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
は
多
い
と
思
う
の
で
、
こ
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
―
つ
の
根
拠
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
様
に

『
浄
土
宗
関
東
十
八
檀
林
入
寺
帳
』
で
は
増
上
寺
以
外
の

檀
林
（
川
越
蓮
馨
寺
と
結
城
弘
経
寺
、
江
戸
崎
大
念
寺
の

入
寺
帳
は
現
存
し
な
い
）
の
入
寺
帳
を
検
索
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
寺
院
の
歴
史
を
調
べ
る
の
に
活
用
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
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入寺年月日 二入寺時の ；ii. 格ゴ法名 ▼出身（国名・所属寺院名・師 1普名）
延頁2 106 頌尭極新采 典達 房州大網大岩院
元文2 1 11 名目極新来 春波 房州大網村大巌院栢詈竜朔

寛保3 I 11 名目匝新采 竜音 房州大網大巌寺柑昏竜朔
明和2 1 11 名目悟新采 1菱随 房州大網大面院到音凌察

安氷4 1 11 名目極新来 1菱哲 房州大網大面院到巻 1菱察

安ガ<6 1 11 名目唖新来 貞 l器 房州安戻郡大網村大骰院英営俊察
寛政11111 名目 i邑新釆 字阻 房州安房郡大網大面院緑晉俊陥

寛致11111 名目恒新来 1菱榮 房州安房郡大網村大勤院緑管俊随

苺氷5 12 27 I也山選澤 玄雄 安房國安房郡大網村大柄院秀音 1菱栄
箔氷5 12 27 I也山頌翌 貞に 安房國安房郡大網村大骰院秀営 1菱栄
汚氷6 3 21 I也山名目 秀面 安房國安房郡大網大骰院秀ョ 1言栄

安致3 1 11 名目匝新来 、さ定 房州大絹大面院但菅甜心

文久1 9 25 I也山選択 准達 房州安房郡大網大面院 1山ョ禅超
慶應3 10 25 I也山選澤 快遵 房州大網大面院中巻正〖透

CD にデータベース化された画面（千葉・大巌院）

ゴ現寺院香・竺
千栞40

千葉40

千葉40
千葉40

千葉40

千葉40

千葉40

千葉40

千葉40
千薬40

千栞40

千葉40

千葉40

千薬40

入寺帳データベース CD と「榮全上人を追いかけて」

データベース化のきっかけと

なった榮全上人の墓 12 



人寺帳データベース
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実物の増上寺入寺帳（増上寺所蔵撮影／石川達也）

【入寺帳データベースCDの入手方法】

『増上寺入寺帳データペースCD』

頒価 1 枚 1.000円

浄土宗大本山増上寺

105 0011 東京都港区芝公園4-7-4

03 3432 1431 

出版課 syuppanka@zo1011.ar.1P 

『関東十八檀林入寺帳データペースCD』

頒価 1 枚2.000円

浄土宗神奈川教区教務所

248 0013 神奈川県鎌倉市材木座6-17-19

0467 22 2476 （電話は月～金曜日98寺30分から

16時30分まで）
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ェンディング産業
最前線

ド派手なクリスタル骨壺

『
寺
院
消
滅
』
『
教
養
と
し
て
の
仏
教
』
著
者

鵜
飼
秀
徳
の
玉
寸
々
刻
夕

そ
の

ノ＼~

毎
秋
の
恒
例
が
、
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で
実
施
さ
れ
る
「
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
産
業
展
」
だ
。
こ
れ
は
、
主
に
葬
送
に
携
わ
る
プ
ロ
（
寺

院
、
葬
儀
社
、
仏
具
店
な
ど
）
の
た
め
の
見
本
市
で
あ
る
。

7

回

目
と
な
る
今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
流
行
が

鎮
静
化
し
た
時
期
を
見
計
っ
て
実
際
の
会
場
と
オ
ン
ラ
イ
ン
と
で

同
時
開
催
し
た
。
私
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
会
場
ツ
ア
ー
に
参
加
。
例

年
は
2
1
3

万
人
を
動
員
す
る
が
、
今
年
は
お
よ
そ

l

万
4
0
0

0

人
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
は
葬
送
に
ま
つ
わ
る
ア
イ
テ
ム
や
サ
ー
ビ
ス
と
い
え
ば

保
守
的
で
、
ア
ナ
ロ
グ
で
、
雰
囲
気
が
暗
く
、
画
一
的
な
も
の
が

多
か
っ
た
。
し
か
し
、
会
場
の
展
示
を
み
る
と
現
代
の
葬
送
事
情

を
反
映
し
た
、
な
か
な
か
剌
激
的
な
内
容
の
も
の
が
少
な
く
な
い
。

ク
リ
ス
タ
ル
が
あ
し
ら
わ
れ
た
ド
派
手
な
骨
壺
や
、
表
面
に
プ

リ
ン
ト
加
工
が
施
さ
れ
た
棺
桶
な
ど
の
奇
抜
な
葬
送
ア
イ
テ
ム
が

目
を
ひ
く
。
葬
送
が
簡
素
化
・
縮
小
化
す
る
一
方
で
、
現
代
人
は

「
自
分
ら
し
い
」
葬
送
を
求
め
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

産
業
展
で
時
代
の
変
化
を
感
じ
た
の
は
ま
ず
、
デ
ジ
タ
ル
技
術

を
駆
使
し
た
葬
式
ア
イ
テ
ム
が
急
拡
大
し
て
い
る
こ
と
だ
。
た
と
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コロナ感染症の時流をとらえた
オンライン葬儀システム

え
ば
、
訃
報
案
内
も
ス
マ
ホ
で
行
う
時
代
で
あ
る
。
遺
族
が
メ
ー

ル
や
S
N
S

な
ど
を
利
用
し
て
、
訃
報
案
内
を
知
人
に
発
信
し
、

事
前
に
出
欠
の
リ
ス
ト
が
作
成
で
き
る
。
ま
た
、
実
際
の
会
場
を

訪
れ
た
参
列
者
は
、
ス
マ
ホ
を
か
ざ
す
だ
け
で
記
帳
受
付
が
で
き

た
り
す
る
。
こ
れ
は
感
染
症
蔑
延
時
に
お
け
る
非
接
触
の
記
帳
法

と
し
て
も
有
効
だ
ろ
う
。
今
後
、
葬
儀
の

I
T

化
は
ま
す
ま
す
拡

大
し
て
い
き
そ
う
だ
。

さ
ら
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
葬
送
ア
イ
テ
ム
の
ダ
ウ
ン
サ
イ

ジ
ン
グ
で
あ
る
。
墓
石
や
納
骨
堂
、
仏
壇
な
ど
が
こ
じ
ん
ま
り
し

て
き
て
い
る
。
墓
を
持
た
な
い
究
極
の
埋
葬
法
と
し
て
は
、
「
手

元
供
養
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
遺
骨
を
ず
っ
と
手
元
に
置
い
て
お
く

供
養
法
。
遺
骨
を
洒
落
た
ガ
ラ
ス
容
器
に
入
れ
た
り
、
ペ
ン
ダ
ン

ト
に
し
て
身
に
つ
け
た
り
す
る
も
の
だ
。

遺
骨
を
人
工
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
し
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
身

に
着
け
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
。
子
ど
も
を
持
た
な
い
夫
婦
の
ど
ち

ら
か
が
先
立
っ
た
ケ
ー
ス
な
ど
の
需
要
が
あ
る
と
い
う
。

遺
骨
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
数
十
万
円
以
上
と
高
価
だ
が
、
墓
を
買

わ
な
い
の
で
ト
ー
タ
ル
と
し
て
コ
ス
ト
が
抑
え
ら
れ
る
。
し
か
し
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霊
柩
車

紛
失
し
た
場
合
は
閤
水
盆
に
返
ら
な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
ま
た
手
元
供
養
は
遺
骨
を
「
相
続
」
し
た
相
手
が
、
そ
の
扱
い

に
困
惑
し
そ
う
だ
。

「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
も
葬
送
業
界
は
意
識
し
て
い
る
。
近
年
、
S
D

G
S

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
に
基
づ
く
気
候
変
動
対
策
は
、

業
界
の
大
事
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
棺
桶
の
変
化
に
も
現
れ
て
い
る
。
通
常
、
棺
桶
は
桐

な
ど
の
木
材
を
加
工
し
て
作
ら
れ
る
。
遺
体
の
重
量
に
も
耐
え
う

る
強
度
が
必
要
で
、
厚
み
の
あ
る
板
材
の
ほ
か
、
釘
や
接
着
剤
な

ど
が
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、
火
葬
さ
れ
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
ガ

ス
が
排
出
さ
れ
る
。
日
本
は
既
に
多
死
社
会
を
迎
え
、

2
0
3
0

年
の
死
者
数
は
年
間

1
6
0

万
人
に
達
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

地
球
環
境
に
優
し
い
棺
桶
の
普
及
は
喫
緊
の
課
題
だ
。

そ
こ
で
、
段
ボ
ー
ル
で
で
き
た
「
エ
コ
棺
」
が
登
場
し
た
。
体
重

2
0
0
k
g
に
も
十
分
耐
え
ら
れ
る
強
度
を
誇
り
、
使
用
す
る
木
材

も
3

分
の
2

程
度
で
済
む
と
い
う
。
将
来
的
に
は
、
棺
桶
が
再
使

用
さ
れ
る
時
代
が
や
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

霊
柩
車
も
エ
コ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
最
近
、

16 
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う
か
い
し
ゅ
う
と
く

1
9
7
4

年
京
都
市
生
ま
れ
。
大
学
卒
業
後
、
新
聞
・

雑
誌
記
者
を
経
て
2
0
1
8

年
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
独
立
。
「
仏
教
界

と
社
会
と
の
接
点
づ
く
リ
」
を
テ
ー
マ
に
活
動
を
続
け
る
。
著
書
に
「
仏
教
抹

殺
J
(
文
春
新
書
）
Iピ
ジ
ネ
ス
に
活
か
す
教
養
と
し
て
の
仏
教

J
(
P
H
P
研

究
所
）
な
ど
多
数
。
新
刊
に
「
仏
貝
と
ノ
ー
ベ
ル
賞
京
都
•
島
津
製
作
所
創

業
伝
j
（
朝
日
新
聞
出
版
）
。
東
京
農
業
大
学
·
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
、
一
般

社
団
法
人
「
良
い
お
寺
研
究
会
」
代
表
理
事
。
京
都
教
区
正
覚
寺
副
住
職
。

て
い
き
た
い
も
の
だ
。

を
見
か
け
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
は
、

「
宮
型
」
と
呼
ば
れ
る
、
神
輿
が
乗
っ
た
霊
柩
車
が
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
だ
っ
た
。
ベ
ー
ス
カ
ー
も
輿
の
重
量
に
耐
え
う
る
キ
ャ
デ
ラ
ッ

ク
な
ど
の
ア
メ
車
が
使
わ
れ
た
。
し
か
し
、
最
近
の
霊
柩
車
の
主

流
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
カ
ー
や
軽
自
動
車
の
バ
ン
だ
。
だ
か
ら
、
霊

柩
車
だ
と
は
誰
も
気
づ
か
な
い
わ
け
だ
。
そ
し
て
こ
れ
は
コ
ス
ト

を
か
け
な
い
簡
素
な
葬
儀
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

粋
送
は
結
婚
式
と
同
様
に
、
流
行
り
廃
り
が
あ
る
も
の
。
新
し

い
技
術
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
佳
き
葬
送
文
化
は
守
っ
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
合
理
性
だ
け
で
「
ミ
ニ
マ
ム
化
」
に
飛
び
付
い
た

り
、
便
利
だ
か
ら
と
い
っ
て
何
で
も
「
デ
ジ
タ
ル
化
」
と
い
う
流
れ

は
ど
う
か
と
も
思
う
。
ス
マ
ー
ト
な
葬
送
は
、
「
死
」
の
概
念
を

も
遠
ざ
け
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
死
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
限
り
あ

る
生
を
大
事
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
街
に
霊
柩
車
が
走
っ

て
い
る
の
を
見
て
、
「
親
の
死
に
目
に
会
え
な
く
な
る
か
ら
親
指

を
隠
せ
」
と
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
葬
送
の
風
景
は
、
ず
っ
と
残
し

17 



◆
登
場
者
◆

坂
本
観
泰

さ
か
も
と
か
ん
た
し

1
9
6
4

年
乗
京
都
世
田
谷
区
生
ま
れ
。
知

行
院
住
職
。
学
習
院
大
学
法
学
部
卒
業
後
、
本

山
交
衆
（
三
年
陀
山
）
に
入
行
、
平
成
二
年

延
暦
寺
一
山
柏
那
院
（
非
法
人
）
住
職
拝
命
。

1
9
9
6

年
州
立
バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
大
学
院
に

て
M
A

取
得
。
全
日
本
仏
教
胃
年
会
理
事
長
、

世
界
仏
教
徒
青
年
連
盟

(
W
F
B
Y
)
会
長
代

行
を
務
め
る
。
現
在
、
天
台
宗
乗
京
教
区
宗
務

副
所
長
。

木
内
巽
大

き
う
ち
・
ぎ
ょ
う
だ
し

1
9
7
4

年
栗
京
都
墨
田
区
生
ま
れ
。
如
意

輪
寺
住
職
。
早
稲
田
大
学
第
一
文
学
部
哲
学
科

栗
洋
哲
学
専
修
卒
業
。
大
正
大
学
大
学
院
修
了
。

博
士
（
仏
教
学
）
。
大
正
大
学
非
常
勤
講
師
を
経

て
、
大
正
大
学
仏
教
学
部
特
任
准
教
授
。
天
台

宗
綜
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
。
大
学
で
は
天

台
学
、
及
び
日
本
文
化
と
仏
教
の
関
わ
り
に
関

す
る
講
義
を
担
当
し
て
い
る
。
著
霞
「
日
本
人

の
こ
こ
ろ
の
こ
と
ば
最
澄
」
（
創
文
社
）
、
「
仏
教

の
教
え
を
築
い
た
人
夕
＿
（
宗
教
工
芸
社
）
他
多
数
。

他
・[
-
K
派
を
知
ろ
う

①
 

（
間
き
手
・
村
田
洋
一

編
集
・
服
部
祐
淳
）

今
号
か
ら
は
「
他
宗
派
を
知
る
」
を
テ
ー
マ
に
、
各
宗

派
の
方
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
連
載
し
ま
す
。
最
初

は
天
台
宗
、
法
然
上
人
も
天
台
僧
で
し
た
。

3

回
に

わ
た
り
お
届
け
し
ま
す
。

「
天
台
宗
」

京
戸
慈
仁

き
ょ
う
ど
じ
に
ん

1
9
6
9

年
栗
京
都
葛
飾
区
生
ま
れ
。
西

光
寺
住
職
。
青
山
学
院
初
等
部
へ
入
学
後
、

毎
日
礼
拝
堂
で
聖
書
を
読
み
讃
美
歌
を
歌
い

牧
師
の
話
を
間
く
。
同
大
学
文
学
部
史
学
科

卒
業
後
、
都
会
を
離
れ
比
叡
山
麓
叡
山
学
院

へ
入
学
。
比
叡
山
坂
本
は
第
二
の
故
郷
。
卒

業
後
は
法
務
の
傍
ら
声
明
公
演
な
ど
を
中
心

に
活
動
。
現
在
天
台
宗
栗
京
教
区
教
務
主
任
。



ぶつぶつ放談

京
戸
慈
仁
師
（
以
下
京
戸
）
浄
土
宗
僧
侶
の
方
と

同
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
師
僧
に
つ
き
ま
す
。

そ
し
て
師
僧
の
下
で
教
え
を
受
け
修
行
し
て
得
度
を

許
さ
れ
ま
す
。
得
度
は
本
山
以
外
の
寺
院
で
も
で
き

ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
本
山
で
受
け
て
い
ま
す
。

御
座
主
直
々
か
ら
得
度
を
受
け
、
最
低
で
も
半
年

を
経
た
う
え
で
加
行
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
得
度
は

1
0歳
か
ら
許
さ
れ
ま
す
の
で
、

1
0歳
で

得
度
、
大
正
大
学
（
天
台
宗
の
宗
立
校
）
に
入
学
し
、

2
\
3

年
生
の
時
に
加
行
を
受
け
る
の
が
お
お
よ
そ

の
流
れ
で
す
。

木
内
覚
大
（
以
下
木
内
）
加
行
の
資
格
は
そ
れ
に

加
え
、
高
校
卒
業
と
い
う
決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
逆

に
言
う
と
得
度
を
受
け
て
高
卒
で
あ
れ
ば
誰
で
も
加

行
を
受
け
ら
れ
る
。
研
修
施
設
へ
の
入
行
も
必
須
で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
が
宗
立
大
学
へ
の
入
学

◆
天
台
僧
侶
に
な
る
資
格
と
行
に
つ
い
て

者
の
少
な
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
側
面
も
あ
り
ま
す
。

聞
き
手
（
以
下
ー
）
な
る
ほ
ど
、
加
行
は
ど
の
く
ら

い
の
期
間
で
し
ょ
う
か
。

京
戸
比
椒
山
で

2

カ
月
間
で
す
。
前
半
の

1

カ
月

が
基
礎
的
な
教
義
や
儀
式
作
法
を
習
得
す
る
前
行
、

し
ど
け
ざ
・
つ

後
半
が
法
要
や
謹
摩
行
な
ど
の
四
度
加
行
で
す
。

前
行
で
は
朝
は

5

時
半
起
床
、
清
掃
、
勤
行
、
朝

食
、
講
義
、
昼
食
、
講
義
・
法
要
、
非
食
（
夕
食
）
、

講
義
を
経
て

1
0時
就
寝
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
加
行

に
入
る
と
、
2

時
起
床
、
取
水
（
お
水
取
り
）
、
設

摩
供
、
清
掃
、
勤
行
、
朝
食
と
続
き
、
護
摩
供
を
一

日
三
座
、
こ
の
間
に
伝
法
や
請
義
や
道
場
荘
厳
や
作

務
が
入
り
ま
す
の
で
ほ
ほ
分
刻
み
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

ざ
ょ
う
い
ん
せ
い

で
進
め
ら
れ
ま
す
。
行
院
生
（
修
行
僧
）
は
腕
時
計

の
秒
針
を
み
な
あ
わ
せ
て
い
て
、
「
で
は

2
7分
か
ら

2
9分
ま
で
休
憩
」
と
い
っ
た
具
合
に
秒
単
位
で
動
き

が
決
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

戦
前
は
各
寺
院
で
修
行
し
て
い
ま
し
た
が
、
戦
後
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1
7人
受
け

て
9

人
し
か
残
ら
な
か
っ
た
時
も
あ
れ
ば
、
ご
年
配

の
ご
婦
人
が
満
行
さ
れ
る
時
も
あ
り
ま
す
。

木
内
春
、
夏
、
秋
と
加
行
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
夏

は
寺
院
の
ご
子
息
が
多
い
の
で
比
較
的
下
山
は
少
な

い
で
す
ね
。
み
ん
な
後
継
ぎ
で
、
お
寺
を
背
負
っ
て

き
て
い
ま
す
か
ら
。
春
、
秋
に
は
寺
院
関
係
で
は
な

く
、
自
ら
志
し
て
く
る
年
配
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
、
「
思
っ
て
い
た
の
と
違
う
」
「
こ
れ
は
私
に
は

坂
本
僧
は
い
ま
す
か
？

は
そ
れ
が
難
し
く
な
り
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
決
め
て

主
に
比
款
山
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ー
一
番
つ
ら
い
の
は
何
で
し
ょ
う
？

坂
本
観
泰
（
以
下
坂
本
）
前
行
に
な
り
ま
す
が
、

一
日
三
回
の
法
要
ご
と
に
1
0
8

回
の
礼
拝
行
を
行

い
ま
す
。
行
院
生
に
よ
っ
て
は
眠
い
の
が
つ
ら
い
、

正
座
が
つ
ら
い
と
い
っ
た
具
合
に
様
々
で
す
が
。

ー
途
中
で
つ
ら
さ
に
耐
え
切
れ
ず
、
山
を
下
り
る
行

そ
の
時
に
よ
っ
て
様
々
で
す
ね
。

◆
天
台
宗
の
僧
侶
分
限
、
寺
院
組
織
に
つ
い
て

無
理
で
す
」
と
い
う
方
も
い
て
、
下
山
が
少
し
多
い

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

ー
浄
土
宗
で
は
あ
ま
り
に
素
行
不
良
の
場
合
、
下
山

さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。

京
戸

素
行
不
良
で
下
山
と
い
う
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り

聞
い
た
こ
と
が
な
い
で
す
ね
。
大
体
は
つ
い
て
い
け

な
く
て
自
ら
下
山
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
次
に
法
服
や
教
階
、

学
階
な
ど
僧
侶
の
階
級
な
ど
に
関
す
る
こ
と
を
お
聞

き
か
せ
く
だ
さ
い
。

•
J
(

え

京
戸
衣
に
関
し
て
は
天
台
宗
も
黒
衣
か
ら
始
ま
っ

て
木
蘭
、
玉
虫
色
、
松
襲
、
紫
衣
、
緋
衣
と
浄
土
宗

と
近
い
色
分
け
か
と
思
い
ま
す
。
僧
侶
分
限
に
関
す

る
規
定
も
や
は
り
似
て
い
ま
す
ね
。

な
ら

ー
浄
土
宗
が
倣
っ
た
の
で
す
ね
（
笑
）
。

木
内
そ
の
ほ
か
袴
と
五
条
袈
裟
な
ど
の
色
も
僧
階

20 



21 

ぶつぶつ放談

. 
開祖最澄（伝教大師ワ67~822)

開宗 806年

寺院数 3323カ寺

信徒数 1,533.998人

参考 令和元年 r宗教年鑑」の天台宗系の寺院数4482カ寺、

信徒数2.922.899人

主な経典 『法華経j
さんげえ

独自の行事 山家会 最澄の忌日 (822年6月 4 日）に修する法会

霜月会 智額の忌日 (597年 11 月 24 日）に修する法会（天台会）

大般若転読会 国家安穏、家内安全、厄難消除などを祈願する

法会。『大般若波羅蜜多経』 600巻を転読する

主な名僧 円仁 (794~864年） 源信 (942~1017年） 天海(1536~1643年）

主な寺院延暦寺妙法院（三十三間堂） 三千院寛永寺

輪王寺中尊寺善光寺大勧進など

起源 中国の僧侶智額 (538~597年）が晩年過ごした杭州の天台山で過ごし、

天台大師と呼ばれ、かつてその教えは天台教学と称された。

教え 第一全ての人は皆、仏の子供とした（悉有仏性）

第二 悟リに至る方法を全ての人に開放した

第三 自分自身が仏であることに目覚める

第四 一隅を照らす



に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
し
、

り
．

i
．
っ
ぼ
う
こ
う
が
く
り

9
．
→
ぎ

領
帽
に
あ
た
る
帽
子
は
広
学
竪
義
と
い
う
試
験
を
合

格
し
な
け
れ
ば
被
着
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

伝
承
に
よ
れ
ば
天
台
大
師

に
菩
薩
戒
を
授
け
た
時
、

帝
が
自
ら
の
袖
を
破
り
、

わ
れ
て
い
ま
す
。

ら
伝
教
大
師

の
で
、

の
で
す
。

ま
た
、

（
最
澄
）

浄
土
宗
で
い
う

（
智
頸
）

よ
う
だ
い

が
隋
の
場
帝

厳
寒
で
あ
っ
た
た
め
に
楊

大
師
の
首
に
か
け
た
と
言

同
じ
よ
う
に
桓
武
天
皇
か

に
授
け
た
と
も
伝
わ
り
ま
す

現
代
で
も
被
着
で
き
る
方
が
限
ら
れ
て
い
る

ー
な
る
ほ
ど
、
伝
統
に
の
っ
と
り
細
か
く
決
め
ら
れ

て
い
る
の
で
す
ね
。
や
は
り
天
台
僧
の
方
は
僧
階
や

衣
の
色
な
ど
も
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
上
を
目
指
し
て
励

ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

京
戸
基
本
は
そ
う
で
す
。
上
が
る
資
格
は
年
齢
、

法
膜
（
得
度
し
て
か
ら
の
年
数
）
、
前
の
階
級
か
ら

の
経
過
年
数
に
加
え
、
功
績
な
ど
で
決
ま
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
基
本
は
年
齢
と
共
に
う
ま
く
上
が
っ
て

い
き
ま
す
が
、
年
上
の
方
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
下
に

う
ま
く
収
ま
る
と
い
っ
た
配
慮
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

I

年
限
と
功
績
、
浄
土
宗
と
ほ
ぽ
シ
ス
テ
ム
で
す
ね
。

と
い
う
よ
り
天
台
宗
さ
ん
を
し
っ
か
り
真
似
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
（
笑
）
。

ち
な
み
に
尼
僧
さ
ん
は
ど
の
く
ら
い
の
割
合
で
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

木
内
全
体
で
男
女

6

千
人
ぐ
ら
い
の
中
の

1
3
9

0

人
が
女
性
で
す
。
で
す
が
、
女
性
の
場
合
は
得
度

だ
け
と
い
う
方
が
圧
倒
的
に
多
く
、
教
師
と
な
る
と

4
7
1

人
と
少
な
い
で
す
ね
。

ー
寺
院
の
組
織
構
成
で
す
が
、
浄
土
宗
で
は
全
国
、

各
フ
ロ
ッ
ク
、
教
区
、
組
、
部
に
な
り
ま
す
が
、
ど

の
よ
う
な
構
成
で
し
ょ
う
か
？

京
戸
本
山
の
ほ
か
全
国
に

2
4教
区
あ
り
、
そ
こ
に

部
が
連
な
る
か
た
ち
で
す
。
ブ
ロ
ッ
ク
と
組
が
あ
り

ま
せ
ん
ね
。
や
は
り
浄
土
宗
に
比
べ
る
と
寺
院
数
が

少
な
い
の
で
、
都
道
府
県
ご
と
で
は
な
く
信
越
教
区
、
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改
宗
し
た
先
を
調
べ
る
と
浄
土
真
宗
が
一
番

◆
廃
仏
毀
釈
と
改
宗
、
寺
院
数
に
つ
い
て

四
国
教
区
な
ど
県
を
ま
た
い
で
の
区
分
け
も
あ
り
ま

す
。
寺
院
数
が
多
い
教
区
は
、
叙
山
の
あ
る
滋
賀
が

1
7
5

カ
寺
、
千
業
県
も
多
く
て

3
6
7

カ
寺
あ
り

ま
す
の
で
南
総

(
2
3
8
)と
北
総

(
l
2
9
)に
分
か

れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
は
群
馬

(
2
5
9
)、
茨
城

(
2
l
l
)、
兵
庫

(
1
7
3
)、
東
京

(
1
6
4
)、
埼

玉
(
1
6
2
)な
ど
。
少
な
い
県
は
広
島

(
l
)、
秋
田

(
2
)、
徳
島

(
3
)と
な
っ
て
い
ま
す
。

木
内
補
足
す
る
と
、
少
な
い
地
域
は
:
も
と
も
と

な
か
っ
た
々
の
で
は
な
く
、
贔
双
ら
な
か
っ
た
ク
と

い
う
の
が
正
し
い
で
す
ね
。
廃
仏
毀
釈
で
多
く
が
廃

寺
、
も
し
く
は
改
宗
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ー
江
戸
時
代
、
浄
土
宗
は
徳
川
家
の
庇
護
の
も
と
勢

力
を
伸
ば
し
ま
し
た
が
、
浄
土
宗
に
改
宗
し
た
寺
院

も
多
か
っ
た
で
す
か
？

木
内

多
く
、
続
い
て
曹
洞
宗
、
そ
し
て
浄
土
宗
の
順
に
な

り
ま
す
。
改
宗
寺
院
は
地
域
性
も
色
濃
く
、
東
北
は

恐
山
な
ど
曹
測
宗
が
多
く
、
北
陸
は
や
は
り
浄
土
真

宗
、
山
梨
や
静
岡
あ
た
り
は
日
蓮
宗
が
目
立
ち
ま
す
。

浄
土
宗
は
全
国
ま
ん
べ
ん
な
く
、
で
す
ね
。

ま
た
改
宗
は
信
長
、
秀
吉
あ
た
り
の
時
代
、
い
わ

ゆ
る
比
叡
山
が
時
代
の
渦
で
弱
く
な
っ
た
時
に
増
え

た
よ
う
で
す
。

|
N
H
K

大
河
ド
ラ
マ
「
麒
麟
が
く
る
」
で
は
信
長

に
よ
っ
て
比
叡
山
が
焼
き
討
ち
に
さ
れ
る
シ
ー
ン
も

出
て
き
ま
し
た
ね
。

木
内
焼
か
れ
た
方
な
の
で
悪
く
表
現
さ
れ
ま
す
よ

ね
（
笑
）
。
歴
史
は
ど
う
い
う
視
点
で
描
く
か
に
よ
っ

て
変
わ
り
ま
す
か
ら
。

京
戸
伝
教
大
師
の
お
言
葉
に
「
怨
み
を
も
っ
て
怨

み
に
報
ぜ
ば
、
怨
み
止
ま
ず
。
徳
を
も
っ
て
怨
み
に

報
ぜ
ば
怨
み
即
ち
尽
く
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。

多
少
気
に
な
る
シ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
が
我
々
は
徳
を
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ち
な
み
に
寺
院
数
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

木
内
江
戸
末
期
に
は
天
台
宗
寺
院
が
約

1

万
力
寺

あ
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
廃
仏
毀
釈
の
際
に
神
社
や

修
験
道
と
一
緒
だ
っ
た
寺
院
は
ほ
ほ
壊
さ
れ
ま
し
た

し
、
檀
家
寺
よ
り
信
者
寺
の
方
が
多
か
っ
た
た
め
、

檀
家
の
少
な
い
寺
院
は
つ
ぶ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

1

万
力
寺
の
う
ち
、
約

7

千
力
寺
は
廃
寺
も
し
く
は

神
社
に
な
っ
て
、
残
っ
た
の
は
約

3

千
力
寺
で
す
。

で
す
ね
。

も
っ
て
返
そ
う
と
（
笑
）
。

実
際
、
信
長
公
の
供
養
を
今
で
も
毎
年

9

月

1
2日

に
叡
山
山
内
で
勤
め
て
い
る
の
で
す
よ
。

—
そ
う
な
の
で
す
ね
。
ま
さ
に
怨
親
平
等
で
徳
を
返

さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
法
然
上
人
は
天
台
僧
だ
っ
た
わ

け
で
す
が
、
そ
の
生
涯
を
学
ぶ
中
で
、
父
が
宿
敵
に

襲
わ
れ
こ
の
世
を
去
る
間
際
に
、
少
年
だ
っ
た
法
然

上
人
に
「
こ
の
恨
み
を
恨
み
で
返
す
な
」
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
ま
す
が
、
伝
教
大
師
の
言
葉
と
同
じ

木
内

す
か
。

ー
続
い
て
、
お
寺
の
格
と
い
い
ま
す
か
、
浄
土
宗
で

は
等
級
と
い
う
も
の
が
全
か
寺
に
つ
い
て
い
ま
す
。

等
級
が
寺
院
の
評
価
基
準
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

天
台
宗
さ
ん
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

木
内
な
る
ほ
ど
、
浄
土
宗
さ
ん
は
等
級
が
二
桁
ま

で
の
数
字
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
天
台
宗
で
は

1

か
ら
1
2ま
で
の
数
字
に
続
く
数
字
が
付
き
、

1
_
2

で
す
と
か
1
2ー
3

な
ど
と
表
さ
れ
ま
す
。
数
字
が
少

な
い
方
が
よ
り
大
寺
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ー
そ
う
す
る
と
、

1
2
x
3で
3
6等
級
と
い
う
こ
と
で

は
い
。
た
だ
し
、
全
て
の
等
級
に
寺
院
が
あ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ー
浄
土
宗
で
は
本
山
等
を
除
い
て
、

1

か
ら

5
6の
5
6

◆
寺
院
の
等
級
と
宗
議
会
に
つ
い
て

で
す
ね
。

ー
そ
う
な
の
で
す
か
。

3

分
の
1

以
下
に
減
っ
た
の
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等
級
に
分
け
ら
れ
、
少
な
い
数
字
の
ほ
う
が
大
き
な

寺
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
等
級
に
応
じ
て
箇
数

が
決
め
ら
れ
て
、
課
金
や
勧
募
な
ど
の
場
合
は
そ
の

箇
数
X

指
定
の
金
額
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

京
戸
そ
れ
は
同
じ
で
す
ね
。
檀
家
数
や
持
っ
て
い

る
土
地
の
評
価
額
な
ど
に
応
じ
て
等
級
・
箇
数
が
決

ま
っ
て
き
ま
す
。

ー
か
つ
て
は
等
級
を
、
単
に
経
済
力
だ
け
で
な
く
、
格

式
、
た
と
え
ば
将
軍
に
住
職
が
一
人
で
会
え
る
独
礼

や
、
複
数
で
し
か
会
え
な
い
惣
礼
と
い
っ
た
寺
格
も

加
味
さ
れ
て
等
級
が
定
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
す
が
、

現
在
の
浄
土
宗
で
は
等
級
の
基
準
か
経
済
力
だ
け
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
は
い
か
が
で
す
か
？

京
戸
天
台
宗
は
ま
だ
寺
格
も
基
準
の
要
素
で
、
経

済
力
と
合
わ
せ
た
評
価
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
土
地

が
狭
く
て
も
等
級
が
高
い
寺
院
も
あ
り
ま
す
し
、
そ

の
逆
も
あ
り
ま
す
。

ー
な
る
ほ
ど
。
で
は
宗
の
運
営
を
司
る
宗
議
会
に
つ

木
内

い
わ
ゆ
る
お
寺
の
格
、
特
に
大
き
さ
に
準
じ

い
て
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

京
戸
宗
議
会
議
員
は
全
国
で

2
9名
。
基
本
は
教
区

か
ら
一
人
で
す
が
、
寺
院
数
が
多
い
教
区
は
二
人
選

ば
れ
ま
す
。
誰
が
な
る
か
は
教
区
内
の
バ
ラ
ン
ス
や

人
徳
な
ど
で
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
多
く
は
全
体
的
に

は
宗
内
の
こ
と
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方

が
謡
員
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

ー
浄
土
宗
で
は
比
較
的
等
級
の
高
い
寺
院
の
方
が
議

員
に
な
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
春
と
秋

に
1

週
間
、
議
会
が
開
か
れ
ま
す
が
、
こ
こ
に
寺
院

だ
け
で
は
や
り
く
り
で
き
な
い
兼
職
住
職
は
出
席
で

き
な
い
わ
け
で
す
、
仕
事
は
休
め
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
大
き
な
寺
院
か
ら
議
員

さ
ん
が
出
て
、
全
体
の
お
よ
そ

8

割
を
占
め
る

5
0等

以
上
の
、
小
さ
く
経
済
力
の
弱
い
寺
院
の
現
場
感
覚

が
議
会
に
は
届
き
に
く
い
中
で
討
論
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
よ
う
で
す
。
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て
議
員
に
な
る
と
い
う
風
潮
は
天
台
宗
で
は
少
な
い

と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
人
望
や
宗
内
で
の

発
言
力
が
大
き
い
方
が
評
価
さ
れ
て
選
ば
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

坂
本
昔
は
役
所
や
学
校
の
先
生
と
兼
職
す
る
住
職

が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
だ
い
ぶ
減
り
ま
し

た
ね
。
関
西
地
域
で
は
比
較
的
兼
業
職
も
ま
だ
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
だ
い
ぶ
減
っ
た
と
思
い
ま
す
。

京
戸
大
寺
院
が
小
さ
い
寺
院
を
兼
務
し
て
き
て
い

る
と
い
う
流
れ
も
増
え
ま
し
た
か
ら
ね
。
日
光
山
や

浅
卓
寺
な
ど
で
働
く
方
も
多
い
で
す
し
。
議
会
も
同

じ
よ
う
に
春
・
秋
に
開
か
れ
ま
す
が
、
一
般
の
仕
事

を
す
る
人
が
減
っ
た
分
、
う
ま
く
調
整
し
て
議
会
に

参
加
で
き
る
人
が
保
て
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

（
つ
づ
く
）

一特別展「最澄と天台宗のすべて」
天台宗は、 2012年4 月 1 日から 2022年3月 31 日までの 10年間を、

「祖師先徳鑽仰大法会（そしせんとくさんごうだいほうえ）」の期間

としており、 2021 年6月には「宗祖伝教大師最澄 1200年大遠忌」

を迎える予定となっています。

本展既会は、最澄 1200年遠忌の節目を期に、 2021 ~ 22年にか
けて、東京、京都、九州にある国立 1財物館の3館において開催、天

台宗の総本山である比叙山延暦寺をはじめ、全国各地の天台宗諸寺

院等が所蔵する国宝、重要文化財含む良重な寺宝を一挙に紹介する

貴重な機会となります。また、開催各館ではその立地を活かし、地

域性にも重点を置き、各々特色ある展示となるよう意図しており、

その競演にも注目いただきたいと考えております。

［会期・会場］

東京国立博物館

九州国立博物館

東京国立博物館

2021 年 10月 12日（火）～ 11 月 21 日（日）
2022年 2月 8日（火）～ 3月21 日（月・祝）

2022年 4月 12日（火）～ 5月22日（日）

伝教
C量鸞9

“"ckh:；：nすべて

大削i .. 5:·99•← 9_．竺’~•
1 200• 茫な,,_..--•｀~鳳
人ぶ2ユ苔を.年--…··-•
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石田一裕

俺鬼

鬼と 徴とは
同人
じ間
人た 餓間つ
たた ノ由已つん
ただ
んか
たら

風か
ら

. 

吹
『
鬼
滅
の
刃
』
第
2
1話
よ
り 動



連載 第22 回

全
集
中
の
呼
吸
、
鬼
、
砲
門
炭
治
郎
（
か
ま
ど
た
ん
じ
ろ
う
）

昨
年
の
後
半
は
、
こ
ん
な
言
葉
を
聞
く
機
会
が
多
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
『
鬼

滅
の
刃
』
と
い
う
漫
画
ア
ニ
メ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
こ
の
物
語
は
緑
と
黒
の
市
松
模
様
の

羽
織
を
着
た
主
人
公
が
、
刀
を
振
っ
て
鬼
を
倒
す
物
語
で
、
映
画
化
さ
れ
た
作
品
が
大
ヒ
ッ

ト
し
、
映
画
興
行
収
入
は
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
の
三
百
十
六
億
円
を
超
え
、
国
内
で
上
映

さ
れ
た
映
画
の
一
位
に
躍
り
出
ま
し
た
。

こ
の
物
語
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
や
『
阿
弥
陀
経
』
な
ど
仏
教
的
な
言
葉
、
そ
れ
も
浄
土
宗
に

欠
か
せ
な
い
も
の
が
出
て
き
て
、
子
供
た
ち
や
そ
の
親
が
仏
教
に
触
れ
る
機
会
に
な
っ
て
い

ま
す
。
法
話
で
も
「
「
鬼
滅
の
刃
』
に
南
無
阿
弥
陀
仏
っ
て
で
て
く
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
と
、

お
子
様
の
反
応
が
良
く
な
り
ま
す
。

さ
て
タ
イ
ト
ル
は
ご
存
じ
で
も
、
内
容
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
と
い
う
方
も
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
か
ら
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
鬼
滅
の
刃
』
は
砲
門
炭
治
郎
と
い
う
主
人
公
が
、
「
鬼
」
を
倒
す
物
語
で
す
。
炭
治
郎
は

家
族
を
鬼
に
殺
さ
れ
、
妹
の
福
豆
子
（
ね
ず
こ
）
を
鬼
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
彼
は

鬼
退
治
を
決
意
し
、
修
行
を
積
み
、
鬼
殺
隊
（
き
さ
っ
た
い
）
と
い
う
鬼
退
治
の
組
織
に
入
り
、

実
際
に
鬼
を
倒
し
て
い
く
と
い
う
お
話
で
す
。

は
じ
め
は
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
に
連
載
さ
れ
た
漫
画
で
し
た
が
、
ア
ニ
メ
化
さ
れ
人
気

が
出
て
、
さ
ら
に
映
画
化
さ
れ
て
爆
発
的
ヒ
ッ
ト
と
な
り
ま
し
た
。
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いしだ いちゅう 1981 年北海道稚内市生まれ。神奈川教区光明寺
住職。博士（仏教学）。浄土宗総合研究所研究呉、大正大学非常勤謡師。
専門はアビダルマ仏教、著香に共訳「［現代語訳】浄土三部経」（浄土
宗、 2011) など。

『
鬼
滅
の
刃
』
は
仏
教
の
言
菓
が
出
て
く
る
点
で
興
味
を
引
か
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
敵
役

の
「
鬼
」
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
物
語
の
鬼
は
、
人
が
変
化
し
た
も
の
で
す
。
は
じ
め
の
鬼
で
あ
り
、
鬼
の
頭
領
で
あ

る
鬼
舞
辻
無
惨
（
き
ぶ
つ
じ
む
ざ
ん
）
に
は
人
を
鬼
に
す
る
力
が
あ
り
ま
す
。
鬼
に
な
る
の
は
、

人
に
対
し
て
恨
み
を
抱
い
て
い
た
り
、
人
生
を
呪
っ
て
い
た
り
と
、
負
の
感
情
を
も
っ
て
い

る
人
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
に
無
惨
が
自
身
の
血
を
与
え
る
と
、
鬼
が
誕
生
し
ま
す
。
そ
し

て
負
の
感
情
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
鬼
の
力
は
強
く
な
り
ま
す
。
鬼
は
闇
の
中
、
人
を
食

べ
て
自
身
の
存
在
を
保
ち
ま
す
。
が
き
し
ょ
う
ぼ
う
ね
ん
し
ょ
＞
』
よ
う

仏
教
の
鬼
、
す
な
わ
ち
餓
鬼
に
も
似
た
点
が
あ
り
ま
す
。
『
正
法
念
処
経
』
に
よ
る
と
餓
鬼

道
に
生
ま
れ
る
の
は
吝
薔
や
嫉
妬
が
原
因
と
さ
れ
ま
す
。
地
獄
に
生
ま
れ
る
の
は
殺
生
な
ど

の
悪
い
行
い
に
よ
り
ま
す
が
、
餓
鬼
と
な
る
の
は
負
の
感
情
を
強
く
持
つ
か
ら
と
い
え
ま
し

ょ
う
。
こ
の
意
味
で
、
『
鬼
滅
の
刃
』
の
鬼
と
餓
鬼
に
は
共
通
点
を
見
出
せ
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
鬼
の
弱
点
は
日
光
で
す
。
日
光
に
弱
い
魔
物
と
い
う
と
ド
ラ
キ
ュ
ラ
が
思
い

出
さ
れ
ま
す
が
、
鬼
も
ま
た
日
光
が
弱
点
で
、
陽
の
光
を
浴
び
る
と
消
滅
す
る
存
在
で
す
。

に
ら
り
ん
と
う

鬼
を
倒
す
も
う
―
つ
の
方
法
は
日
輪
刀
と
い
う
特
別
な
刀
で
首
を
切
り
落
と
す
こ
と
で
す
。
鬼

を
倒
す
鬼
殺
隊
の
剣
士
達
は
日
輪
刀
を
振
る
い
、
様
々
な
鬼
を
倒
し
て
い
き
ま
す
。

鬼
が
陽
の
光
に
弱
い
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
宗
の
文
脈
で
考
え
る
と
、
二
つ
の
考
え
方
で

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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傲風吹動

さ
い
。 ―

つ
は
知
恵
の
火
が
煩
悩
を
断
ち
切
る
と
い
う
見
方
で
す
。
煩
悩
に
よ
っ
て
鬼
は
生
ま
れ

ま
す
。
そ
の
意
味
で
鬼
は
煩
悩
が
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
す
、
そ
れ
を
陽
の
力
が
込
め
ら
れ

た
剣
で
断
ち
切
る
。
煩
悩
を
断
ち
切
る
日
輪
刀
は
、
ま
る
で
利
剣
名
号
の
よ
う
な
も
の
で
し

ょ
、
つ
。

他
方
は
阿
弥
陀
如
来
の
光
が
餓
鬼
道
を
照
ら
し
、
苦
し
み
を
和
ら
げ
、
命
終
の
の
ち
に
は

こ
う
み
ょ
う
た
ん
ど
く
し
ょ
う

浄
土
へ
と
導
く
こ
と
と
対
応
し
ま
す
。
『
無
量
寿
経
』
の
「
光
明
歎
徳
章
」
や
「
餓
鬼
回
向
文
」

に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
考
え
方
で
す
。

『
鬼
滅
の
刃
』
は
主
人
公
と
そ
の
仲
間
た
ち
が
鬼
を
倒
し
て
い
く
冒
険
活
劇
で
す
が
、
主
人

公
の
炭
治
郎
は
倒
さ
れ
る
鬼
に
も
思
い
を
寄
せ
ま
す
。
鬼
の
悲
し
さ
、
虚
し
さ
に
思
い
を
馳

せ
、
鬼
を
倒
し
て
い
く
主
人
公
の
思
い
は
、
徐
々
に
周
り
の
人
の
心
を
動
か
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
気
持
ち
の
変
化
を
う
ま
く
描
い
て
い
る
点
も
こ
の
ア
ニ
メ
が
ヒ
ッ
ト
し
た
理
由
の
一
っ

で
し
ょ
う
。

出
会
い
や
環
境
に
よ
っ
て
い
つ
餓
鬼
と
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
の
が
凡
夫
の
性
。
『
鬼
滅

の
刃
』
は
そ
ん
な
こ
と
を
も
感
じ
さ
せ
る
物
語
で
す
。

沢
山
の
人
が
見
て
い
る
物
語
を
仏
教
の
視
点
か
ら
お
話
し
す
る
こ
と
で
、
興
味
を
引
く
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
涅
槃
会
や
お
彼
岸
の
法
話
の
ネ
タ
に
ぜ
ひ
ご
覧
に
な
っ
て
見
て
く
だ
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大
智
度
論
の
翻
訳
に
専
心
し
て
い
る
〗
県
野
氏
を
驚

湖
畔
の
朝
露
が
冷
た
か
っ
た
。
落
葉
松
の
林
を
縫
っ

て
風
と
一
緒
に
朝
露
の
「
散
歩
」
が
一
通
り
終
わ
る

と
、
富
士
の
頂
界
線
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
出
る
頃

だ
っ
た
か
ら
、
も
う
八
月
も
秋
の
立
っ
た
頃
だ
と
憶

え
て
い
る
。
岳
麓
山
中
湖
畔
は
も
う
す
っ
か
り
秋
だ
っ

こ
。t
 

佐
藤
賢
順

こ
法
然
上
人
鑽
仰
会
の
経
過
削
編

〗
仏
教
復
興
の

ご
愁
連
の
中
で

か
し
て
、
湖
畔
の
山
荘
を
訪
れ
た
岩
野
氏
、
友
松
氏

な
ど
が
偶
然
お
ち
あ
っ
て
、
喧
々
誇
々
、
話
は
そ
れ

か
ら
そ
れ
へ
と
何
時
尽
き
る
と
も
思
え
な
か
っ
た
。

そ
の
、
よ
う
や
く
濃
厚
に
な
っ
て
き
た
仏
教
復
興

の
気
運
も
論
好
話
題
で
あ
っ
た
。
「
仏
教
復
興
の
将

来
は
ど
う
な
る
？
」
I

こ
れ
が
ひ
と
わ
た
り
論
じ

ら
れ
る
と
、
と
う
と
う
「
仏
教
復
興
の
将
来
を
ど
う

す
る
？
」
実
践
論
に
入
っ
た
。

仏
教
の
復
興
の
気
運
が
何
時
ま
で
続
く
か
。
こ
れ

は
た
と
え
う
つ
ろ
い
易
い
時
世
の
流
行
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
流
行
を
一
日
で
も
長
く
続
か
せ
る
こ

と
が
我
々
の
責
務
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
傾
向
が
一

時
の
浮
つ
い
た
流
行
か
ら
反
省
期
に
入
っ
て
、
地
道

な
方
向
を
辿
る
よ
う
に
な
っ
た
時
こ
そ
、
本
当
に
仏

教
の
思
想
と
信
仰
を
社
会
に
、
現
代
に
活
か
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
だ
。
そ
れ
に
は
真
に
偉
大
な
る
具

体
的
人
格
を
目
標
と
し
、
そ
の
偉
大
さ
を
本
当
の
意

味
で
、
強
く
活
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
—
°
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秋
に
な
る
と
再
々
の
会
合
が
催
さ
れ
た
。
学
会
の

権
威
、
中
堅
、
教
界
関
係
の
長
老
、
き
宿
、
社
会
教

化
の
一
線
に
立
つ
人
々
な
ど
、
ご
多
忙
の
中
を
代
わ

り
代
わ
り
参
集
を
願
っ
て
、
「
何
を
為
す
べ
き
か
」

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
協
議
を
進
め
た
。

そ
の
結
論
が
法
然
上
人
鑽
仰
会
の
設
立
で
あ
る
。

強
く
一
世
を
指
導
す
る
た
め
に
は
、
実
践
を
通
し
て

信
念
を
養
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
実
践
は
具
体
的
な
る
偉

大
な
人
格
を
師
表
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
時
代
が

真
に
要
求
し
て
い
る
も
の
は
、
興
味
本
位
の
仏
教
物

語
で
は
な
い
。
我
々
の
意
識
の
内
奥
深
く
呼
び
か
け

て
く
る
偉
大
な
人
格
の
言
葉
で
あ
る
。
僅
か
三
十
分

の
毎
朝
の
聖
典
読
義
に
、
出
勤
を
控
え
て
愴
憧
と
し

て
食
事
を
急
ぐ
勤
め
人
が
、
絶
え
て
久
し
く
取
り
戻

し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
「
反
省
」
を
取
り
戻
し
て
、

x
 
x
 
x
 

話
の
途
切
れ
途
切
れ
に
は
、
明
澄
な
空
気
を
通
し

て
小
鳥
の
声
が
ハ
ッ
キ
リ
と
聞
こ
え
て
き
た
。

X 

X 

X 

そ
我
々
の
知
れ
る
最
大
の
人
格
で
あ
る
。

つ
い
聴
き
惚
れ
た
で
は
な
い
か
。
現
代
人
は
、
あ
る

意
味
で
は
反
省
を
回
避
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

人
格
の
呼
び
か
け
、
意
識
の
目
覚
め
、
そ
れ
こ
そ
時

代
が
秘
か
に
、
し
か
し
痛
切
に
希
求
し
て
い
る
要
求

な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
と
こ
ろ
で
具
体
的
に
し
て
偉
大
な
る
人
格

を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
上
人
こ

鑽
仰
会
設
立
の
発
願
が
同
志
の
間
に
進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
一
度
伝
え
ら
れ
る
と
、
未
だ
公
に
は
発

表
し
て
い
な
い
の
に
、
各
地
方
、
各
方
面
か
ら
精
神

的
物
質
的
の
援
助
が
き
ょ
う
然
と
集
ま
っ
て
き
た
。

誠
に
涙
ぐ
ま
し
い
献
心
献
財
で
あ
り
内
設
外
護
で
あ

る
。
献
金
も
た
ち
ま
ち
一
万
円
を
突
破
し
た
。
労
力

を
捧
げ
よ
う
と
の
篤
志
は
引
も
切
ら
な
い
。
こ
れ
も

上
人
鑽
仰
会
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
諸
般
の
準
備
を

進
め
て
い
る
う
ち
に
本
年
に
入
っ
た
。

（
つ
づ
く
）

35 ※読みやすさのため、 18漢字等を手直ししています。
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伝
馬
制
度
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
馬
を
宿
場
に
常
備
さ

せ
て
お
き
、
書
状
や
荷
物
を
宿
場
か
ら
宿
場
へ
と
リ
レ
ー

伝
達
す
る
駅
伝
制
の
こ
と
で
あ
る
。
伝
馬
と
は
、
公
用
の

人
や
荷
物
の
次
ぎ
送
り
に
使
わ
れ
る
馬
の
こ
と
を
い
う
。

家
康
は
始
め
、
東
海
道
の
数
宿
場
に
、
伝
馬

3
6頭
を
常
備

し
て
お
く
こ
と
を
義
務
付
け
た
（
伝
馬
定
書
）
。

て
ん
ま

伝
馬
制
度
の
導
入

家
康
は
、
画
期
的
な
道
路
行
政
を
導
入
す
る
。
そ
れ
が

宿
駅
制
度
で
あ
る
。
大
街
道
及
び
重
要
な
脇
往
遠
に
、
宿

駅
を
設
け
る
。
つ
ま
り
、
一
定
の
距
離
ご
と
に
宿
場
を
設

け
、
宿
泊
、
休
息
施
設
の
他
に
情
報
伝
達
業
務
、
物
品
配

送
、
為
替
業
務
な
ど
を
扱
う
駅
逓
事
務
施
設
を
設
け
る
と

と
い
や

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
施
設
を
問
屋
場
と
名
付

け
た
。
近
世
の
郵
便
局
。
こ
う
し
て
街
道
は
、
通
信
ル
ー

ト
に
変
貌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

宿
駅
制
度
の
導
入

し
か
し
、
そ
の
後
駅
逓
業
務
が
爆
発
的
に
増
加
し
た
た

め
、
1
6
3
9

（
寛
永
1
5
)年
よ
り
東
洵
道
の
各
宿
場
に

は
人
足
l
o
0

人
、
伝
馬
1
0
0

頭
の
確
保
を
義
務
づ
け

る
こ
と
に
な
る
。

幕
府
は
伝
馬
朱
印
状
や
伝
馬
手
形
を
発
行
。
朱
印
状
を

持
つ
者
に
は
無
償
で
伝
馬
が
貸
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
公
用

旅
行
者
は
朱
印
状
と
同
じ
く
、
伝
馬
手
形
を
持
参
し
提
示

す
れ
ば
馬
を
借
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
宿
場
村
に
は

人
馬
提
供
の
見
返
り
に
年
貢
の
免
除
と
い
っ
た
特
典
が
付

与
さ
れ
た
。

宿
場
を
構
成
す
る
施
設

と
い
や

◆
問
屋
場

問
屋
場
は
書
状
・
物
品
な
ど
の
受
け
渡
し
業
務
、
宿
場

か
ら
宿
場
へ
の
取
り
次
ぎ
業
務
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ぎ
た
て

人
足
、
伝
馬
の
差
配
い
わ
ゆ
る
継
立
業
務
も
行
う
。
必

要
な
人
馬
を
宿
場
周
辺
の
村
に
提
供
さ
せ
る
助
郷
制
度
の

管
理
に
も
携
わ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
問
屋
場
は
物
資
輸
送
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の
手
配
、
管
理
、
通
信
業
務
な
ど
の
全
て
を
取
り
仕
切
る

権
限
を
も
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
通
常
宿
場
の
代
表
者
や

役
人
が
詰
め
て
お
り
、
施
設
は
宿
場
全
体
の
中
心
部
に
設

置
さ
れ
て
い
た
。

◆
宿
泊
施
設

〈
本
陣
〉

大
名
、
公
家
、
幕
府
役
人
な
ど
が
公
用
旅
で
宿
泊
す
る

施
設
で
あ
る
。
大
名
が
参
勤
交
代
で
宿
泊
す
る
常
宿
だ
け

に
防
備
、
警
備
体
制
が
整
っ
た
間
取
り
を
備
え
て
い
る
事

が
必
須
条
件
。

〈
脇
本
陣
〉

本
陣
に
次
ぐ
位
の
武
士
、
公
家
な
ど
が
宿
泊
す
る
施
設

で
、
空
い
て
い
る
と
き
に
は
一
般
旅
行
者
も
宿
泊
で
き
た
。

〈
旅
籠
〉

一
般
旅
行
者
用
の
食
事
付
き
宿
泊
施
設
。

〈
木
賃
宿
〉

一
般
旅
行
者
用
の
自
炊
宿
泊
施
設
。

〈
茶
屋
〉

宿
場
の
規
模
は
江
戸
中
期
以
降
、
さ
ら
に
大
き
く
発
展

旅
人
向
け
の
休
憩
場
。

〈
商
店
〉

旅
人
向
け
に
土
産
物
、
旅
の
必
需
品
な
ど
を
商
い
す
る
。

〈
そ
の
他
の
設
備
〉

高
札
場
二
幕
府
の
禁
制
、
通
達
事
項
を
示
す
掲
示
板
。

宿
場
は
大
勢
、
人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
だ
け
に
、
こ
の
高
札

場
が
常
設
さ
れ
て
い
る
。

木
戸
宿
場
の
入
り
口
と
出
口
に
は
木
戸
門
が
あ
り
、

夜
間
は
防
犯
の
た
め
閉
鎖
さ
れ
る
。
木
戸
門
の
処
に
は
、

大
抵
、
常
夜
灯
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

枡
形
門
;
枡
形
門
を
備
え
た
宿
場
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は

宿
場
の
両
端
に
ク
ラ
ン
ク
状
に
互
い
違
い
に
木
戸
門
を
設

置
し
、
簡
単
に
素
通
り
で
き
ぬ
よ
う
に
す
る
備
え
。
城
郭

の
枡
形
御
門
と
同
じ
発
想
で
宿
場
全
体
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

て
い
る
。

宿
場
の
発
展

一
膳
飯
、
茶
、
酒
な
ど
を
提
供
。
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〈五街道の宿場町〉

宿駅数 本陣 脇本陣 旅籠屋

東海道 57 116 70 3,103 

甲州街道 45 41 44 525 

中山道 67 72 99 1,812 

日光街道 23 25 27 820 

奥州街道 10 11 11 267 

し
、
結
果
、
宿
場
経
済
が
地
方
経
済
を
豊
か
に
し
て
い
く
。

江
戸
中
期
に
お
け
る
五
街
道
の
宿
場
数
（
宿
駅
数
）
、

本
陣
、
脇
本
陣
、
旅
籠
屋
の
数
を
一
覧
す
る
と
次
の
通
り
。

規
模
は
東
海
道
が
最
も
大
き
く
、
宿
駅
数

5
7、
本
陣
の
数

1
1
6

軒
、
脇
本
陣
7
0軒
、
旅
籠
屋
の
総
数
は
、
な
ん
と

3
、

1
0
3

軒
に
及
ん
で
い
る
。

宿
場
を
中
心
に
経
済
活
動
が
発
展
し
、
街
道
流
通
が
活

宿
駅
経
済
の
最
大
発
展
要
因
は
参
勤
交
代
制
度

飛
脚
と
は
信
書
、
金
銭
、
為
替
、
貨
物
な
ど
を
輸
送
す

る
職
人
で
あ
る
。
江
戸
期
の
交
通
手
段
と
い
え
ば
「
馬
と

駆
け
足
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
駅
逓
の
発
展
に
と
も

な
っ
て
飛
脚
が
輸
送
・
通
信
制
度
を
担
う
よ
う
に
な
る
。

公
儀
文
書
を
扱
う
継
飛
脚
、
諸
藩
の
文
書
を
扱
う
大
名

飛
脚
、
武
士
も
町
人
も
利
用
す
る
飛
脚
屋
・
飛
脚
問
屋
な

ど
に
分
け
ら
れ
る
。
時
間
的
種
別
と
し
て
は
普
通
飛
脚
、

急
を
要
す
る
早
飛
脚
が
あ
る
。
飛
脚
が
扱
う
物
は
信
書
、

小
荷
物
、
果
て
は
金
銀
に
ま
で
及
ん
だ
。
問
屋
場
に
は
飛

脚
問
屋
が
詰
め
て
お
り
、
受
け
渡
し
事
務
を
行
っ
た
。
飛

脚
は
宿
場
か
ら
宿
場
へ
と
問
屋
場
に
駆
け
込
ん
だ
の
で
あ

る
。
逓
信
業
務
は
は
じ
め
は
武
士
階
級
が
主
な
客
だ
っ
た

が
次
第
に
一
般
町
民
に
浸
透
し
て
い
く
。

飛
脚
制
度
の
発
展
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発
化
す
る
と
宿
駅
制
度
は
、
経
済
、
文
化
の
両
面
に
大
き

く
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
各
地
の
文
化
が
江
戸
に
も
た

ら
さ
れ
、
江
戸
の
文
化
が
各
地
に
広
が
る
。
し
か
し
、
宿

駅
制
度
の
経
済
的
発
展
を
大
な
ら
し
め
た
最
大
の
要
因
は

大
名
の
参
勤
交
代
に
あ
る
。
参
勤
交
代
は
宿
駅
制
度
、
街

道
整
備
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
実
現
し
た
制
度
と
も
云
え

る
が
、
全
国
約
2
5
0

の
大
名
が
2

年
に
一
度
、
江
戸
と

の
往
復
で
大
変
な
金
額
を
宿
場
に
落
と
し
て
行
っ
た
の
で

あ
る
。

1
6
3
5

（
寛
永1
2
)年
三
代
家
光
は
参
勤
交
代
制
度

を
導
入
す
る
。
大
名
は

2

年
ご
と
に
江
戸
に
参
勤
。
一
年

た
っ
た
ら
自
分
の
領
地
に
引
き
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
大
名

は
1

年
お
き
に
江
戸
と
領
地
を
行
き
来
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
も
旅
費
、
江
戸
滞
在
費
と
も
に
大
名
負
担
で

あ
る
。
毎
年
4

月
将
軍
と
の
会
見
を
目
指
し
、
一
斉
に
全

国
2
5
0

余
の
大
名
が
動
く
の
だ
か
ら
大
移
動
で
あ
る
。

参
勤
交
代
に
は
ど
の
程
度
の
人
員
を
要
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
人
数
、
様
式
、
規
模
は
大
名
の
格
式
に
よ
っ
て
当

然
異
な
る
。
ち
な
み
に
代
表
的
な
例
と
し
て
加
賀
百
万
石

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
加
賀
藩
の
参
勤
交
代
は
、
平
均
、

2
、

5
0
0

人
か
ら
3

、

0
0
0

人
規
模
で
、
最
大
で
は
4

、

0
0
0

人
に
達
し
た
と
い
う
。
ま
た
紀
州
徳
川
家
は
武
士

l
、

6
3
9

人
、
人
足
2

、

3
3
7

人
、
馬
1
0
3

頭
と
記

述
し
て
い
る
。
危
険
な
長
旅
で
も
あ
る
の
で
信
頼
で
き
る

配
下
の
武
士
を
集
め
る
こ
と
は
無
論
の
こ
と
、
中
に
は
か

か
り
つ
け
の
医
師
、
茶
の
湯
の
家
元
、
鷹
匠
ま
で
同
行
の

ケ
ー
ス
も
あ
り
、
専
用
の
風
呂
釜
や
多
数
の
手
回
り
品
ま

で
持
ち
込
む
大
名
も
あ
っ
た
と
い
う
。

さ
て
、
そ
の
費
用
は
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

伊
達
家
（
仙
台
藩
）

江
戸
ま
で
の
道
程

9
2里
(
3
6
8
k
m
)日
数
8
\
9

日

行
列
規
模
2

、

0
0
0
\
3

、

0
0
0

人

経
費
3

、

0
0
0
\
5

、

0
0
0

両
。

前
田
家
（
加
賀
藩
）

1
1
9

里
(
4
7
6
k
r
n
)
1
3

日

2
、

0
0
0
\
4

、

0
0
0

人

5
、

3
3
3

而
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5
0
0
\
5
0
0

人

島
津
家
（
薩
摩
藩
）

4
4
0

里
(
1、

7
6
0
k
m
)
4
0
s
6
0

日

1
、

8
8
0

人

1
7

、

0
0
0

両

と
あ
る
。
島
津
家
の

1
7

、

0
0
0

両
は
、
最
遠
方
の

結
果
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
と
ん
で

も
な
い
金
額
で
あ
る
。

通
常
、
藩
収
入
の

5
1
2
0％
が
参
勤
交
代
の
旅
費
で
消

え
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
江
戸
で
の
滞
在
費
を

加
え
る
と

5
0％
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

加
賀
前
田
家
の
、
あ
る
年
の
参
勤
交
代
に
か
か
っ
た
費

用
は
5

、

5
4
1

両
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
現
在
の
貨
幣
価

値
に
換
算
す
る
と
約

4

億
3

、

0
0
0

万
円
。
こ
れ
に
手

伊
達
家
（
宇
和
島
藩
）

2
5
5

里
(
1、

0
2
0
k
m
)3
0日

9
8
6

両

池
田
家
（
鳥
取
藩
）

1
8
0

里
(
7
2
0
k
m
)
2
2

日

5
、

5
0
0

両

7
0
0

人

間
賃
、
労
賃
な
ど
を
加
え
れ
ば
約

6

億
9

、

0
0
0

万
円

に
の
ほ
る
と
い
う
（
忠
田
忠
雄
「
参
勤
交
代
道
中
記
」
）

参
勤
交
代
の
費
用
は
と
に
か
く
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
、

加
賀
藩
の
質
用
は
片
道
平
均

5

億
円
に
も
な
る
。

参
勤
交
代
費
用
の
内
訳

参
勤
交
代
の
費
用
の
内
訳
を
見
る
と
、

1

旅
籠
賃

2

川
越
賃

3

予
約
解
除
の
保
証
金

4

幕
府
要
人
へ
の
土
産
代
な
ど

と
な
っ
て
い
る
。

宿
場
に
落
と
す
旅
籠
賃
は
、

1
8
1
8

（
文
政
元
）
年

の
加
賀
藩
2

、

0
0
0

人
規
模
の
参
勤
費
用
内
訳
を
見
る

と
、
藩
主
が
本
陣
に
泊
ま
る
と
一
泊

2
8
0

文
（
一
文
3
0

円
と
し
て

8
、

4
0
0

円
）
と
意
外
に
安
い
。
と
こ
ろ
が

本
陣
に
泊
ま
る
警
設
の
家
来
が

1
0
0

人
と
す
る
と
一
泊

8
4万
円
。
本
陣
に
馬
を
泊
め
る
と

1

頭
5
0
0

文

(
1泊
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1
5

、

0
0
0

円
）
。
こ
れ
は
高
い
。
他
の
家
来
l

、

9
0
0

名
が
最
下
級
の
宿
に
泊
ま
っ
た
と
し
て
も
一
泊
計

9
1
2

万
円
に
な
っ
て
し
ま
う
。

か
く
て
お
供
の
武
士
2

、

0
0
0

名
規
模
で
一
泊
1

、

0

0
0

万
円
が
飛
ぶ
。
何
事
も
な
く
順
調
に
予
定
通
り

1
2泊

で
江
戸
に
着
い
た
場
合
で
も

1

億
2

、

0
0
0

万
円
。
4

、

0
0
0

名
の
大
名
行
列
に
な
る
と
倍
の

2

億
4

、

0
0
0

万

円
。
通
常
は
予
定
通
り
に
は
行
か
な
い
。
現
実
に
は
、
加

賀
藩
の
場
合
、
片
貝
川
、
犀
川
、
千
曲
川
な
ど
の
川
留
め

で
1
8泊
1
9日
に
な
る
の
が
当
た
り
前
。
と
な
る
と
旅
籠
代

だ
け
で
恐
ろ
し
い
金
額
に
な
る
。

全
国
2
5
0

も
の
大
名
が
宿
場
に

2

年
に
一
度
、
確
実

に
投
資
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
宿
場
に
と
っ
て
は
大
き
な
安

定
収
入
と
な
る
。
参
勤
交
代
の
経
費
は
無
論
、
旅
籠
代
だ

け
で
す
む
わ
け
は
な
く
、
問
屋
場
（
通
信
費
、
物
品
輸
送

な
ど
）
や
そ
の
他
諸
々
の
経
費
が
必
要
と
な
ろ
う
。
か
く

て
参
勤
交
代
制
度
は
宿
場
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

（
つ
づ
く
）

も
リ
せ
い
か
ん

1
9
4
1

年
東
京
生
ま
れ
。
大
学
卒
業
後
ド
イ
ツ
系

商
社
に
入
社
。
そ
の
後
、
海
外
情
報
‘
広
告
・
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
・
分
析
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ

m

ン

ォ
ン
デ
マ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
携
わ
る
。
廃
棄

物
関
連
調
査

M
o
r
i&
 A
s
s
o
c
i
a
t
e
s

主
催
。

42 



同

如
来
様
を
は
じ
め
と
す
る
諸
尊
の
聖
容
を

J
 

るふ
配
多
く
描
き
残
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
人

る
犀
・
物
で
す
。
近
代
浄
土
宗
を
語
る
上
で
欠
か

て
照
r

光
せ
な
い
方
の
一
人
で
す
。

、

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
伝
歴
や
思
想
に

し
谷集
山

の
京
っ
い
て
は
誤
解
も
多
く
、
浄
土
宗
内
で
は

極
め
て
異
端
な
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く

道
東

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
弁
栄
上
人
こ
自
身

伝
彦
書
繹

文
ぽ
は
、
「
念
仏
で
悟
り
を
開
い
た
」
な
ど
と
、
桂
党
恭
俊 弁

栄

藤
堂
恭
俊
台
下
著

『
弁
栄
聖
者
』

改
訂
増
補
版
と
し
て
の
復
刊

近
代
浄
土
宗
に
お
け
る
代
表
的
な
信
仰
生
涯
で
一
度
も
仰
せ
に
な
っ
た
こ
と
は
な

運
動
の
―
つ
に
如
来
光
明
会
が
あ
り
ま
す
。
い
の
で
す
が
、
往
生
浄
土
を
否
定
し
て
「
悟

こ
の
主
唱
者
は
昨
年
百
周
忌
を
迎
え
た
山
る
た
め
の
念
仏
」
を
説
い
た
と
語
ら
れ
る

崎
弁
栄
上
人
で
、
三
昧
発
得
の
聖
者
で
あ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
実
際
に
は
、
出
会
う

り
、
直
接
感
貝
し
た
と
い
わ
れ
る
阿
弥
陀
す
べ
て
の
人
に
、
お
念
仏
を
申
す
日
暮
ら

し
を
勧
め
、
現
世
か
ら
阿
弥
陀
如
来
様
の

光
明
の
う
ち
に
育
ま
れ
な
が
ら
生
き
、
臨

終
の
タ
ベ
に
は
極
楽
往
生
を
遂
げ
る
こ
と

を
願
っ
て
布
教
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
復
刊
の
大
き
な
理
由
の
―
つ
は
、

そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
を
払
拭
す
る

こ
と
に
あ
り
ま
す
。

も
う
―
つ
の
理
由
は
｀
わ
た
し
た
ち
浄

土
門
に
属
す
る
者
の
模
範
と
な
る
、
本
書

著
者
の
藤
堂
恭
俊
台
下
の
尊
い
信
仰
の
歩

み
を
、
こ
遷
化
か
ら

2
0年
に
な
る
今
年
、

多
く
の
人
に
も
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
た
か
ら
で
す
。
藤
堂
台
下
は
、
人
間

さ
が

の
性
で
あ
る
煩
悩
に
振
り
ま
わ
さ
れ
る
凡

夫
だ
が
、
念
仏
信
仰
を
得
る
こ
と
で
如
来

様
の
光
明
の
う
ち
に
育
ま
れ
て
ゆ
く
、
人

間
と
し
て
の
成
長
を
信
じ
て
道
を
示
さ
れ

ま
し
た
。
本
書
を
手
に
取
っ
て
い
た
だ
<

方
に
は
、
そ
の
想
い
と
実
践
の
お
姿
を
、

台
下
の
随
箪
や
最
期
の
手
記
と
共
に
こ
覧

い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
合
掌
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編集後記

雑誌『浄土』
特別、維持、賛助会員の方々

飯田実雄（駒ヶ根・安楽寺）
巌谷勝正（目黒・祐天寺）
魚尾孝久（三島・厠成寺）
加藤昌康（下北沢•森巌寺）
河本悠大（函館・称名寺）
粂原恒久（川越・蓮啓寺）
粂原勇慈（甲府・瑞泉寺）
佐藤孝雄（鎌倉・高徳院）
佐藤久雄（品川・願行寺）
佐藤良純（小石川・光闘寺）
東海林良昌（塩釜・雲上寺）
高口恭典（大阪・一心寺）
中島真成（青山，梅窓l浣）
中村康雅（消水・実相寺）
中村瑞貴（仙台・愚鈍院）
成田昌憲（世田谷・大吉寺）
野上智徳（静岡・宝台院）
長谷川岱潤（東京・戒法寺）
藤田得三（鴻巣．勝願寺）
堀田卓文（静岡・肖針湯院）
本多将敬（両国・回向院）
松濤泰彦（芝・究松院）
水科善隆（長野・ 3芯凝寺）
（敬称略・五十音順）

「
成
就
寺
院
と
い
う
項
目
を
個
人
情
報
保
護
の

た
め
に
敢
え
て
外
し
ま
し
た
」

「
棺
林
入
寺
帳
デ
ー
タ
化
S

」
は
全
国
の
浄
土

宗
寺
院
の
歴
代
住
職
の
足
跡
を
た
ど
れ
る
巌
重

な
資
料
だ
。
そ
の
デ
ー
タ
化
に
一
人
取
り
組
ま

れ
た
東
京
八
王
子
・
興
林
寺
阿
川
雅
俊
住
職
が
、

取
材
に
同
行
し
た
私
の
自
坊
の
歴
代
デ
ー
タ
を

も
整
理
し
て
く
れ
て
い
た
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

C

D

で
は
外
さ
れ
た
成
就
寺
院
欄
を
見
る
と
、
現

在
法
類
寺
院
と
の
江
戸
時
代
の
関
係
が
記
さ
れ

て
い
た
。
な
ぜ
法
類
代
表
な
の
か
、
と
い
う
長

年
の
疑
問
が
ひ
と
目
で
氷
解
し
た
。

こ
の
成
就
寺
院
悧
報
、
希
望
が
あ
れ
ば
提
供

し
ま
す
、
と
阿
川
住
職
。
た
だ
し
住
職
か
ら
の

直
接
の
依
頼
が
条
件
。
史
料
焼
失
等
で
自
坊
の

と
い
う
寺
院
に
と
っ
て

歴
史
を
紐
解
け
な
い
、

は
朗
報
か
と
。

「
鬼
滅
の
刃
」
の
勢
い
が
止
ま
ら
な
い
。
流
行

当
初
に
ビ
デ
オ
で
見
始
め
た
が
、
そ
の
激
し
い

血
潮
に
耐
え
ら
れ
ず
十
数
話
で
断
念
。
と
は
い

え
、
仏
教
に
も
通
じ
る
超
人
気
没
画
。
映
画
に

挑
戦
せ
ず
ば
…
·
:
0

今
号
よ
り
天
台
宗
偕
侶
が
誌
而
に
登
場
。

浄
土
宗
を
開
宗
し
た
法
然
上
人
は
も
ち
ろ
ん
、

鎌
倉
諸
宗
派
の
お
祖
師
方
も
天
台
僧
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
「
浄
土
宗
の
青
年
僧
に
伝
え
た
い
ぶ

つ
ぶ
つ
放
談
」
で
、
天
台
宗
を
皮
切
り
に
「
他

宗
を
知
ろ
う
」
シ
リ
ー
ズ
を
ス
タ
ー
ト
。

話
を
聞
き
出
す
と
、
決
ま
っ
た
差
定
が
な
い
、

千
日
回
峰
行
は
宗
主
催
の
行
で
な
く
一
寺
院
の

ホームページ jodo.ne.jp/ 

メールアドレス hounen@jodo.ne.j p 行
だ
っ
た
な
ど
知
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
。
浄
土

宗
と
い
う
宗
派
を
知
る
為
に
も
八
宗
兼
学
の
精

神
は
大
切
な
よ
う
。
天
台
宗

3

回
シ
リ
ー
ズ
、

ど
う
ぞ
読
み
忘
れ
な
く
。
（
村
田
）

村
田
洋
一

斎
藤
晃
逍

佐
山
哲
郎

青
木
照
憲

平
井
泰
代
子

本
原
尭
道

浄
土
八
1

七
巻
ニ
・
二
J
l
"り
頒
価
六
屈
円

年
会
費
六
千
円
＼

昭
和
十
年
五
月
二

I
L
I
第
三
帥
郵
使
物
認
可

印
刷
令
和
―
・
正

'
-
J
I
.
-
1
日

発
行
令
和
三
年

i
J
I
-
n

発
行
人
佐
藤
良
純

編
集
人
長
谷
川
岱
潤

印
刷
所
1

株
式
会
社
暁

F
l
i
刷

〒

.
O
n
'
O
O
-

．

坐
ぶ
都
沿
区
芝
公
園
四
ヒ
＇
四
明
照
会
館
四
階

発
行
所
法
然
上
人
鑽
仰
会

屯
話

0
.
―
-
（
：
.
n
ヒ
八
）
iハ
九
叫
ヒ

F
A
X
0
.
i
(．
ニJ
L七
八
）
七
0
三
パ

振
杓

0
0
一
八O
'
八
＇
八
ニ
―
八
七

編
躾
長

編
躾
部
員
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「お試しセット」申し込み書' 
ペ筆を絵や字文たt

 

オ力書『）
•9~ 

雷吾ゴ人4版4
 

A
 

もと‘
ー写砂詠写経写

ンなどでなぞり書きする仕様です。

写経は写し終わったあと、経本にもなります。

写仏シリーズは、浄士宗僧侶でもあり仏師の京都在住、前田国

宏師に特別依頼、美しし）姿をお写しできます。世情柄、新型コロ

ナウイ）レス感染防止を祈念しながら苺仏してはし）かがでしょう。

甲し込み巳令和 年 月 巳

お名前浄土宗寺院 寺•院 教区

個人

電話番号

こ住所 〒

組寺院番号

※携帯電話でも結構です

【特別セットの甲し込みはこちら】

「お試しセット」特価 1,800円を セット由し込みます
※特価につき 3 セットまで、そして令和 3 年 3 月末日までとなります。

【通常セットの甲し込みはこちら】※通常セットが新価格となりました。

写仏 セット (1 セット 6 枚 5 組頒iilli 5,000 円）

写経 セット (1 セット 12枚 5 組頒価 6,000 円）

写詠歌 セット (1 セット 5 枚 5 組頒価 3,000 円）

※送料と消費税は頒iil!i に含みます。※お届けまでに最長 2 週間かかります。

お申し込みは本ページをコピーご記入の上 FAX、またはメールにてお願い致します。

お支払いは同封の払い込み用紙でお振リ込み下さい。

法然上人鑽仰会

FAX 03-3578-7036 Mail : hounen@jodo.ne.jp 
お問い合わせは 電話 03-3578-6947 
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発
行
人
佐
藤
良
純
編
集
長
村
田
洋
一

写経・写詠歌•写仏
お試しセットの
特別販売

法然上人鉗仰会
からの
お知らせ

お試しセット

1セット 1,800円

【写経】
1 組 (12枚）

「日常勤行式」
香偶から送仏1易まで

【写詠歌】
1 組 (5枚）

「法然上人の和歌5首」
月かげと四季のこ詠歌

【写仏】
1 組 (6枚）

「阿弥陀三尊」

「薬師如来」

「法然上人」
ほか

コロナ禍だからこそ、心を落ち着か

せられる写経、写詠歌、写仏のこ案

内です。今回は通常セットの他に、

こ住職こ寺族にお試しいただくため

のお試しセットを作りました。この

機会 (2021年3月末日まで）にぜひ

度お試し下さい。

お試しセットは、

写経、写詠歌、写仏の 3種類を

各 1 組ずつをセットにしたものです。

《お申し込みは裏面へ》
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