
九
月
二
十
三
日
（
祝
）
に
当

山
の
秋
季
彼
岸
会
を
お
つ
と
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
た

だ
、
盂
蘭
盆
会
に
引
き
続
き
、

緊
急
事
態
宣
言
が
延
長
さ
れ
た

た
め
、
参
拝
の
ご
案
内
は
せ
ず
、

寺
族
だ
け
で
の
内
勤
め
と
な
っ

た
こ
と
は
残
念
で
す
。
正
信
偈

の
お
つ
と
め
の
後
に
は
少
し
ご

法
話
も
行
い
、
お
彼
岸
で
す
の

で
「
二
河
白
道
」
の
お
喩
を
伝

に
が
び
ゃ
く
ど
う

た
と
え

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
彼
岸
」
と
い
う
言
葉
は
季

節
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
「
彼か

の
岸
」
と
も
読
む
よ
う
に
極
楽

浄
土
を
表
す
言
葉
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
「
此
の
岸
」
と
い
う

こ

言
葉
で
私
た
ち
の
い
る
娑
婆
を

表
す
「
此
岸
」
も
あ
り
ま
す
。

し
が
ん

善
導
大
師
が
観
経
疏
の
散
善

ぜ
ん
ど
う
だ
い
し

か
ん
ぎ
ょ
う
し
ょ

さ
ん
ぜ
ん

義
で
表
さ
れ
た
「
二
河
白
道
」

ぎ

と
い
う
お
喩
が
あ
り
ま
す
。

あ
る
旅
人
が
友
人
を
探
し
て

何
も
な
い
荒
野
を
西
に
向
か
っ

て
い
ま
す
。
ふ
と
気
が
つ
く
と
、

後
ろ
か
ら
、
つ
ま
り
東
側
か
ら

盗
賊
や
獣
た
ち
が
囲
む
よ
う
に

襲
っ
て
き
ま
す
。
旅
人
は
逃
げ

る
よ
う
に
西
へ
向
か
い
ま
す
が
、

目
の
前
に
突
然
火
の
河
と
水
の

河
に
出
く
わ
し
ま
す
。
向
こ
う

岸
ま
で
は
百
歩
ほ
ど
の
幅
な
の

で
す
が
、
火
の
河
は
南
に
ど
こ

ま
で
も
、
水
の
河
は
北
に
ど
こ

ま
で
も
続
い
て
い
ま
す
。
ち
ょ

う
ど
中
間
に
四
・
五
寸
く
ら
い

の
白
い
道
を
見
つ
け
ま
す
。
け

れ
ど
、
そ
の
白
道
を
飲
み
込
む

よ
う
に
波
が
押
し
寄
せ
、
入
れ

替
わ
る
よ
う
に
焼
き
尽
く
す
如

く
炎
が
襲
い
か
か
っ
て
い
ま
す
。

旅
人
は
戻
る
こ
と
も
留
ま
る
こ

と
も
、
進
む
こ
と
も
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
ど
う
し
て
も
死
を
免
れ

な
い
な
ら
、
む
し
ろ
こ
の
道
を

辿
っ
て
前
に
進
も
う
と
考
え
ま

た
どす

。
そ
う
心
に
決
め
た
時
、
東

の
岸
か
ら
「
た
め
ら
う
こ
と
な

く
こ
の
道
を
行
け
、
決
し
て
死

ぬ
こ
と
は
な
い
」
と
勧
め
る
声

が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
ま
た
、

西
の
岸
か
ら
は
「
一
心
に
た
め

ら
う
こ
と
な
く
ま
っ
す
ぐ
来
る

が
よ
い
。
私
が
必
ず
護
っ
て
み

せ
る
」
と
喚
ぶ
声
も
聞
こ
え
て

よ

き
ま
す
。
旅
人
は
白
道
を
進
ん

で
い
き
ま
す
。
少
し
行
っ
た
時
、

東
の
岸
か
ら
盗
賊
が
「
戻
っ
て

こ
い
、
そ
の
道
は
危
険
だ
。
俺

た
ち
は
お
前
を
殺
そ
う
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
呼
ぶ

声
も
聞
こ
え
ま
す
。
し
か
し
旅

人
は
振
り
返
ら
ず
、
そ
の
道
を

信
じ
て
進
み
、
ま
も
な
く
西
の

岸
に
た
ど
り
着
き
、
そ
し
て
善

き
友
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

と
い
う
お
話
し
で
す
。

河
の
西
側
を
彼
岸
、
東
側
は

此
岸
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
水

の
河
は
貪
欲
（
貪
り
の
心
）
、

と
ん
よ
く

む
さ
ぼ

火
の
河
は
瞋
恚
（
怒
り
の
心
）

し
ん
に

と
い
う
私
の
煩
悩
を
、
そ
し
て
、

盗
賊
な
ど
が
戻
っ
て
こ
い
と
呼

ん
で
い
た
の
は
、
私
を
間
違
っ

た
道
に
陥
れ
よ
う
と
す
る
誘
惑

お
と
し
い

と
喩
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
私
の
姿
を
気
づ
か
せ
て
、

こ
の
道
を
進
め
と
お
釈
迦
さ
ま

が
示
し
て
く
だ
さ
り
、
大
丈
夫
、

必
ず
私
が
護
る
か
ら
と
阿
弥
陀

さ
ま
が
喚
び
続
け
て
く
だ
さ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
い
や
、
私
の

側
ま
で
い
た
り
、
寄
り
添
い
、

手
を
取
っ
て
お
浄
土
へ
の
道

（
人
生
）
を
共
に
歩
ん
で
く
だ

さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
く
の
が
お
彼
岸
の
ご
縁
で
あ

る
と
味
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
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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
。

先
月
は
お
休
み
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
蓮
如
上
人
の
「
機
法
一
体
」
へ
の
理

解
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

善
導
大
師
が
『
観
経
疏
』
の
中
で
「
南
無
」

ぜ

ん

ど
う
だ
い
し

か
ん
ぎ
ょ
う
し
ょ

と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
帰
命
な
り
、
ま
た

き
み
ょ
う

こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
。
「
阿
弥
陀
仏
」

ほ
つ
が
ん
え

こ

う

ぎ

と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
そ
の
行
な
り
。
こ

ぎ
ょ
う

の
義
を
も
っ
て
の
ゆ
ゑ
に
か
な
ら
ず
往
生
を

得
。
と
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
南
無
」

うと
い
う
イ
ン
ド
の
言
葉
は
、
仏
さ
ま
の
教
命

き
ょ
う
め
い

（
仰
せ
・
願
い
）
に
帰
順
（
順
う
）
す
る
こ

お

お

き
じ
ゅ
ん

し
た
が

と
で
あ
る
か
ら
「
帰
命
」
と
翻
訳
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
「
阿
弥
陀
仏
」
の
四
字
は
、

本
願
成
就
し
て
間
違
い
な
く
た
す
け
て
く
だ

さ
る
救
い
の
法
（
行
）
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

と
の
こ
と
。
で
す
の
で
、
善
導
大
師
は
南
無

阿
弥
陀
仏
と
念
仏
す
る
も
の
は
、
往
生
の
願

と
行
と
を
具
足
し
て
、
必
ず
往
生
で
き
る
と

ぐ

そ

く

い
う
道
理
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
道
理
を
受
け
て
蓮
如
上
人
は
必
ず
た

す
け
る
「
法
」
が
私
に
い
た
り
、
そ
の
弥
陀

の
願
い
を
受
け
取
り
、
仰
せ
に
順
い
、
お
ま

か
せ
を
す
る
と
の
信
心
「
機
」
が
起
こ
り
、

「
機
」
も
「
法
」
も
弥
陀
側
で
成
就
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
の
で
「
機
法
一
体
」
と
あ
ら
わ

さ
れ
た
の
で
す
。

今
月
も
「
じ
ゅ
こ
う
」
を
お
届
け
致
し
ま
す
。

猛
威
を
振
る
い
続
け
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
。

四
度
目
の
緊
急
事
態
宣
言
も
、
よ
う
や
く
九
月
末
で
解

除
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
山
で
も
そ
の
間
、

法
要
や
行
事
を
中
止
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
十
月
よ
り

再
開
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
感
染
防
止
対
策
は
忘
れ
ず
に
行
い
た
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

今
年
は
仏
教
を
日
本
に
伝
来
さ
せ
、
国
教
と
し
、
仏

教
思
想
を
も
と
に
政
治
を
執
り
行
っ
た
聖
徳
太
子
の
滅

後
一
四
〇
〇
年
と
な
り
ま
す
。
住
職
が
所
属
す
る
雅
楽

団
体
、
天
王
寺
楽
所
雅
亮
会
で
も
「
和
国
の
教
主
（
聖

徳
太
子
と
天
王
寺
舞
楽
）
」
と
銘
打
っ
て
自
主
公
演
会

を
開
催
し
ま
す
。
別
紙
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
ご
興
味
を

持
っ
て
い
た
だ
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
招
待
券
を
差
し
上

げ
ま
す
の
で
、
い
つ
で
も
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

（
釋
法
道
）

編集後記

御文章に聞く（第26回）

如

来

の

側

か

ら

見

る

と

、

す

べ

て

の

存

在

は

平

等

で

あ

り

差

別

が

な

い

と

い

う

こ

と

を

あ

ら

わ

し

て

い

る

。

そ

れ

は

、

い

ろ

い

ろ

な

と

こ

ろ

で

流

れ

て

い

る

川

の

水

が

、

海

に

流

れ

る

と

た

だ

一

つ

の

水

に

な

り

区

別

が

つ

か

な

く

な

る

こ

と

と

同

じ

で

あ

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。

一
味

い

ち

み

機
法

一
体

章
（

四
帖

第
十

一
通

）

き

ほ

う

い

っ
た
い
し
ょ
う

そ

も
そ

も

南

無
阿

弥

陀
仏

の
体

は

・

す
な

わ
ち

わ

れ
ら

衆

生
の

・
後

生

た

す
け

た
ま

え

と
た

の

み
も

う
す

心
な
り
、
す
な
わ
ち
た
の
む
衆
生
を
・

阿
弥
陀
如
来
の
よ
く
し
ろ
し
め
し
て
・

す

で

に
無

上
大

利

の
功

徳

を
あ

た
え

ま

し

ま
す

な
り

、

こ
れ

を

衆

生
に

回

向

し
た

ま
え

る

と
い

え

る
は

・
こ

の

心
な

り
、
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日
時
・
十
月
十
六
日
（
土
）
十
四
時
・
十
九
時

行
事
・
永
代
経
法
要
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開
闢
法
要
）

場
所
・
長
原

浄
覚
寺

法
話
・
若
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眞
人

先
生
（
大
阪
）

（
な

お
、

当
日

の
お
参

り
は

お
休

み
を

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま
す

）
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、

、


