
八
月
十
五
日
。
数
日
前
よ
り
超

大
型
の
台
風
十
号
が
直
撃
す
る
か

も
し
れ
な
い
と
の
予
報
が
出
て
い

ま
し
た
の
で
、
総
代
さ
ん
と
相
談

し
、
今
年
は
午
前
中
の
初
盆
会
だ

け
の
法
要
と
な
り
ま
し
た
。
過
ぎ

去
っ
て
み
れ
ば
で
き
た
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
す
が
、

お
参
り
の
方
や
ご
講
師
さ
ん
の
道

中
に
何
か
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
思
い
か
ら
、
こ
れ
で
良
か
っ

た
と
考
え
て
い
ま
す
。

午
前
中
の
初
盆
会
で
は
、
昨
年

の
七
月
か
ら
今
年
の
六
月
ま
で
に

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご
法
名
を
読

み
上
げ
、
お
つ
と
め
を
し
、
住
職

が
ご
法
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
仏
説
盂
蘭
盆
経
に
説
か
れ

て
い
る
目
連
尊
者
の
故
事
を
説
明

し
つ
つ
、
よ
く
よ
く
振
り
返
っ
て

み
れ
ば
、
私
の
し
て
い
る
行
い
が
、

実
は
餓
鬼
道
に
落
ち
て
い
く
姿
で

あ
り
、
そ
ん
な
私
を
ほ
っ
て
お
け

な
い
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
さ
ま
が
お

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
そ

の
願
い
に
出
遇
っ
て
欲
し
い
と
い

う
こ
と
が
故
人
の
願
い
で
あ
っ
た

と
い
う
お
話
し
で
あ
り
ま
し
た
。

四
月
に
行
わ
れ
た
記
念
法
要
で
、

ご
寄
付
を
い
た
だ
い
た
も
の
の
中

に
夏
物
の
打
敷
が
あ
り
ま
し
た
。

う
ち
し
き

打
敷
と
は
お
内
陣
の
卓
に
掛
け
る

な
い
じ
ん

三
角
形
の
布
の
こ
と
で
す
。
以
前

か
ら
は
前
卓
と
上
卓
の
二
枚
し
か

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
両
側
の

脇
卓
に
も
同
じ
柄
で
揃
え
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
記
念

法
要
の
四
月
は
冬
の
装
い
で
し
た

か
ら
、
更
衣
を
し
て
最
初
の
法
要

で
あ
る
、
こ
の
度
の
盂
蘭
盆
会
で

初
め
て
の
ご
披
露
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
柄
の
打
敷
で

飾
ら
れ
た
お
内
陣
を
見
渡
す
と
、

本
当
に
引
き
締
ま
っ
た
立
派
な
お

荘
厳
で
す
。
九
月
の
彼
岸
会
に
も

し
ょ
う
ご
ん

使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ぜ
ひ

お
参
り
を
い
た
だ
い
て
、
ご
覧
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
。
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私
た
ち
の
ち
か
い

1

．
自
分
の
殻
に

閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く

穏
や
か
な
顔
と

優
し
い
言
葉
を

大
切
に
し
ま
す

微
笑
み
語
り
か
け
る

仏
さ
ま
の
よ
う
に

第5号

(通算３４5号)

盂
蘭
盆
会

厳
修

先
月
の
じ
ゅ
こ
う
に
書
く
ス
ペ
ー

ス
が
無
く
、
お
伝
え
で
き
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
七
月
中
旬
、
つ

い
に
本
堂
に
エ
ア
コ
ン
が
付
き
ま

し
た
。

近
年
の
酷
暑
続
き
で
特
に
七
月

の
こ
ど
も
会
と
八
月
の
盂
蘭
盆
会

で
は
熱
中
症
の
心
配
を
常
に
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
形
に

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

外
陣
南
北
の
壁
に
一
台
ず
つ
取

げ
じ
ん

り
付
け
ま
し
た
。
扇
風
機
と
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
お
参
り

の
方
々
に

は
快
適
に

過
ご
し
て

い
た
だ
い

て
お
り
ま

す
。

夏
物
打
敷
初
披
露

本
堂
に
エ
ア
コ
ン
が
付
き
ま
し
た

左右両側の打敷です

少し見にくいですが
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今
回
も
御
文
章
（
蓮
如
上
人
か
ら
の
お
手
紙
）
を

味
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

わ
か
り
や
す
く
お
伝
え
を
し
た
い
と
思
い
な
が
ら

、

前
回
は
い
き
な
り
音
便
や
連
声
な
ど
と
い
う
難
し
い

お
ん
び
ん

れ
ん
じ
ょ
う

話
し
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん

。

今
回
は
、
御
文
章
を
拝
読
す
る
際
に
は
、
少
し
節

を
付
け
て
読
み
ま
す
の
で
、
句
切
り
の
表
記
と
合
わ

せ
て
、
拝
読
の
方
法
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す

。

さ
て
、
句
切
り
の
表
記
と
言
い
ま
し
た
が
、
通
常

文
章
を
書
く
と
き
に
は
、
適
切
な
位
置
で
句
読
点
を

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
み
や
す
く
な
り
、
ま
た
意

味
も
間
違
え
な
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
御
文

章
で

も
同

じ
よ

う
に

、
句

読
点

に
変

わ
る

表

記
が

大
切
、
中
切
、
高
切
と
い
う
句
切
り
の
表
記
で
す
。

お
お
ぎ
り

な
か
ぎ
り

た
か
ぎ
り

大
切…

字
字
字
、
（
読
点
の
よ
う
な
表
記
で
す
）

お
お
ぎ
り

と
う
て
ん

（
例
）
弥
陀
に
帰
命
す
れ
ば
、
不
可
思
議
の

大
切
点
で
は
、
数
文
字
手
前
で
心
持
ち
延
ば
し
下

げ
（
引
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
）
、
最
後
の
文

字
を
少
し
低
く
（
半
音
程
度
）
読
み
終
わ
っ
て
か
ら

、

息
を
継
い
で
次
を
読
み
ま
す
。
大
切
は
句
点
の
よ

う

な
意
味
合
い
で
す
。
一
つ
の
文
章
の
最
後
に
大
切

が

あ
り
、
そ
の
次
の
大
切
ま
で
を
一
息
で
読
む
こ
と

が

基
本
と
な
り
ま
す
。

中
切…

字
字
字
・
（
中
点
の
よ
う
な
表
記
で
す
）

な
か
ぎ
り

な
か
て
ん

（
例
）
そ
の
ゆ
え
は
・
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を

中
切
点
で
は
、
二
字
ま
た
は
三
字
前
か
ら
、
次

第

に
低
く
下
が
り
（
二
音
半
下
が
る
）
、
息
を
切
ら

ず

に
次
を
読
み
ま
す
。
中
切
は
読
点
の
よ
う
な
意
味

が

あ
り
ま
す
の
で
、
切
り
ど
こ
ろ
を
間
違
う
と
意
味

が

変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
息
が
足
り

な

く
な
れ
ば
、
中
切
で
息
継
ぎ
（
息
を
盗
む
）
こ
と

も

あ
り
ま
す
。

高
切…

字
字
字

（
大
切
が
左
端
に
来
ま
す
）

た
か
ぎ
り

お
お
ぎ
り

（
例
）
さ
れ
ば

人
間
の
は
か
な
き
こ
と
は

高
切
点
で
は
、
声
を
高
め
に
止
め
て
、
息
を
切

ら

ず
に
次
を
読
み
ま
す
。
高
切
は
感
嘆
符
の
よ
う
な

意

味
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
大
事
な
こ
と
を
言
い

ま

す
よ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

今
月
も
「
じ
ゅ
こ
う
」
を
お
届
け
致
し
ま
す
。

八
月
十
五
日
、
盂
蘭
盆
会
の
中
止
は
結
果
的
に
見
れ
ば
で
き
た

か
と
思
い
ま
す
が
、
万
が
一
の
こ
と
を
考
え
、
こ
れ
で
良
か
っ
た

の
だ
と
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
お
り
ま
す
。
ご
予
定
を
い
た
だ

い
て
い
た
方
々
に
は
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
難
し
い

判
断
を
迫
ら
れ
る
、
こ
れ
も
ま
た
住
職
の
責
務
な
の
だ
と
、
改
め

て
良
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
、
初
盆
会
で
披
露
が
で
き
ま
し
た
、
夏
の
打
敷
は
本
当
に

素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。
エ
ア
コ
ン
も
そ
う
で
す
が
、
少
し
ず
つ
、

よ
り
良
い
浄
覚
寺
に
し
て
行
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

お
祝
い
に
頂
戴
し
た
も
う
一
つ
の
記
念
品
で
あ
る
夏
用
の
色
衣
は
、

こ
の
時
期
の
ご
法
要
や
お
葬
儀
な
ど
で
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
次
回
九
月
の
彼
岸
会
で
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
か

と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
奮
っ
て
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
釋
法
道
）

日
時
・
九
月
二
十
三
日
（
祝
）
十
四
時

行
事
・
秋
季
彼
岸
会

法
話
・
山
上

正
尊
先
生

本
願
寺
派
布
教
使
（
大
阪
）

場
所
・
長
原

浄
覚
寺

（
な
お
、
当
日
の
お
参
り
は
お
休
み
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

編集後記

行
事
案
内

御文章に聞く（第３回）

如

来

の
身

体

的
特

徴

の

に

ょ

ら
い

一
つ

で

、
真

青

眼
相

と

い

し
ん
し
ょ
う
げ
ん
そ
う

う
。

青

蓮
華

の

よ
う

に

青

し

ょ

う

れ
ん
げ

い
目

を

し
て

い

る
が

、

こ

れ
は

清

浄
で

、

あ
り

の

ま

し
ょ
う
じ
ょ
う

ま
を

受

け
入

れ

慈
し

む

、

仏
さ

ま

の
こ

こ

ろ
を

あ

ら

わ
し

て

い
る

。

『 気 にな る 仏 教語 辞 典 』

著・麻田弘潤 誠文堂新光社

仏教にまつわる用語をイラストと

わかりやすい言葉で読み解かれてい

ます。ぜひお買い求めください。

十月

十
月
十
九
日
（
土
）
十
四
時
・
十
九
時

永
代
経
法
要

法
話

小
村
賢
昭
先
生

青

い

目

あ

お

い

め

引

、
、


