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【
凡
例
】

・�

第
一
部
の
内
容
は
、
二
〇
二
四
年
五
月
十
二
日
に
小
松
大
聖
寺
教
務
所
に
て

行
わ
れ
た
「
十
二
日
講
」
で
の
法
話
を
基
に
し
た
も
の
で
す
。��

第
二
部
の
内
容
は
、「
公
益
財
団
法
人 

全
日
本
仏
教
会
」
発
行
『
全
仏
』
№

６
６
２
（
二
〇
二
四
年
七
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
著
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

記
事
を
転
載
し
た
も
の
で
す
。

・�
本
文
中
の
『
聖
典
第
二
版
』
と
は
、
東
本
願
寺
出
版
（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所

出
版
部
）
発
行
の
『
真
宗
聖
典 

第
二
版
』
を
指
し
ま
す
。

・�

本
文
中
の
『
真
聖
全
一
』
と
は
、
大
八
木
興
文
堂
発
行
の
『
真
宗
聖
教
全

書
』
第
一
巻
「
三
経
七
祖
部
」
を
指
し
ま
す
。

表
紙
写
真
：�
津
波
被
害
に
あ
っ
た
海
岸
に
咲
く
黄
色
い
花
と
地
震
に
よ
り
大
き
く
形
を

変
え
た
見
附
島
Ⓒ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
─
Ｈ
／
Ｐ
Ｉ
Ｘ
Ｔ
Ａ
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第
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が
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■
は
じ
め
に

　
私
は
、
石
川
県
七な
な

尾お

市
に
あ
る
浄
願
寺
の
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
竹
原
了り
ょ
う

珠し
ゅ

と

申
し
ま
す
。
二
〇
二
四
年
一
月
一
日
に
発
生
し
ま
し
た
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
で

被
災
を
し
た
一
人
で
す
が
、
震
災
直
後
か
ら
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
様
子
を
見
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
三
年
前
に
亡
く
な
っ
た
私
の
父
、
前
住
職
と
の
関
わ

り
を
通
し
て
教
え
ら
れ
た
『
仏ぶ
っ

説せ
つ

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

』
の
言
葉
が
、
ま
た
蓮れ
ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

が

残
さ
れ
た
文も
ん

言ご
ん

が
、
身
に
沁し

み
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を

中
心
に
、
今
感
じ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
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■
人
の
中
に
教
え
は
生
き
続
け
る

　
今
ほ
ど
申
し
ま
し
た
『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
言
葉
と
は
、「
止し

住じ
ゅ
う

百ひ
ゃ
く

歳さ
い

」
と
い

う
言
葉
な
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
文
章
の
中
に
出
て
き
ま
す
。

当と
う
来ら
い
の
世よ

に
経き
ょ
う
道ど
う
滅め
つ
尽じ
ん
せ
ん
に
、
我わ
れ
、
慈じ

悲ひ

哀あ
い
愍み
ん
を
以も
っ
て
、
特こ
と
に
此こ

の
経き
ょ
う
を

留と
ど

め
て
止し

住じ
ゅ
う

す
る
こ
と
百ひ
ゃ
く

歳さ
い

せ
ん
。�

（『
聖
典
第
二
版
』
九
三
頁
）

　
〝
来
た
る
べ
き
時
に
仏
教
の
教
え
、
そ
し
て
道
は
す
べ
て
滅
尽
す
る
。
こ
と
ご
と

く
無
く
な
る
。
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
お
経
や
教
え
、
道
が
無
く
な
っ
た
と
し
て
も
、

念
仏
の
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
『
無
量
寿
経
』
だ
け
は
百
年
留
め
る
〟
と
い
う
意
味
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で
し
ょ
う
。
百
年
は
人
の
寿
命
、
一
生
涯
と
私
は
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
生
涯
を
尽

く
し
て
い
く
中
に
こ
の
仏
の
教
え
は
生
き
続
け
る
。
絶
え
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が

『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
念
仏
は
生
き
続
け
る
、

念
仏
の
教
え
を
残
し
て
い
く
」、
そ
う
い
う
意
味
で
「
止
住
百
歳
」
と
い
う
言
葉
が

出
て
き
て
い
ま
す
。

　
実
は
、
数
年
前
か
ら
こ
の
言
葉
が
気
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
三
年
前
に
前
住
職

が
亡
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
こ
の
「
止
住
百
歳
」
を
現
実
の
問
題
を
通
し

て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　
前
住
職
は
亡
く
な
る
五
年
ほ
ど
前
か
ら
認
知
症
に
な
り
、
最
後
に
は
お
経
は
も
ち

ろ
ん
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
親
し
ん
で
き
た
「
正し
ょ
う

信し
ん

偈げ

」
の
お
勤
め
も
で
き
な
く
な
り
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ま
し
た
。
そ
し
て
、
六
十
年
ほ
ど
ず
っ
と
側
に
い
た
連
れ
合
い
の
こ
と
も
わ
か
ら
な

く
な
り
、
私
た
ち
子
ど
も
や
孫
た
ち
の
こ
と
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
こ
こ
が
自
分
の
家
で
あ
る
こ
と
も
、
自
分
が
何
者
か
さ
え
も
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
く
る
。
様
々
な
人
や
物
事
と
紡つ
む

が
れ
て
い
た
す
べ
て
の
記
憶
や
機
能
が
全

部
ボ
ロ
ボ
ロ
と
崩
れ
、
ほ
ど
か
れ
て
い
く
─
─
。
そ
し
て
最
後
に
は
息
を
す
る
こ
と
、

そ
う
い
っ
た
機
能
も
ほ
ど
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
元
気
な
こ
ろ
は
、
お
葬
式
や
ご
法
事
、
そ
し
て
法
要
で
も
ち
ろ
ん
お
勤
め
し
て
い

ま
し
た
。
け
れ
ど
も
私
の
記
憶
の
中
で
は
、
一
度
た
り
と
も
お
朝あ
さ

事じ

、
お
夕ゆ
う

事じ

を
勤

め
た
こ
と
の
な
い
住
職
で
し
た
。
つ
ま
り
住
職
の
務
め
は
果
た
し
て
も
、
日
常
生
活

の
中
で
お
念
仏
を
申
し
た
り
、
自
ら
恭く

敬ぎ
ょ
う

礼ら
い

拝は
い

し
た
り
す
る
よ
う
な
人
で
は
な
か
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っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
認
知
症
に
よ
っ
て
、「
正
信
偈
」
も
、
家
族
の
こ
と
も
、

こ
こ
が
自
分
の
家
と
い
う
こ
と
す
ら
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
す
べ
て
の
繋つ
な
が
り
が

途と

絶ぜ
つ

し
て
い
く
中
で
、
今
ま
で
一
度
も
お
参
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
お
朝
事
に
来

て
い
ま
し
た
。
気
が
つ
い
た
ら
私
の
後
ろ
に
座
っ
て
い
る
の
で
す
。「
正
信
偈
」
の

お
勤
め
は
で
き
な
い
。
で
す
が
、
私
の
後
ろ
で
念
仏
の
声
が
ず
っ
と
響
い
て
い
る
の

で
す
。
お
朝
事
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
私
ひ
と
り
の
役
目
で
し
た
し
、
普
段
の
生
活

で
念
仏
を
称と
な

え
る
す
が
た
を
見
せ
る
こ
と
が
な
い
父
で
し
た
か
ら
、
か
わ
い
い
顔
を

し
て
ち
ょ
こ
ん
と
座
り
、
無
邪
気
に
念
仏
を
称
え
て
い
る
す
が
た
に
、
慄お
の
の

い
て
い

る
自
分
が
い
ま
し
た
。
一
体
何
が
父
を
そ
う
さ
せ
た
の
か
、
何
の
力
な
の
か
、
そ
れ

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
翌
日
以
降
も
お
念
仏
を
称
え
て
い
ま
し
た
。
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生
活
の
中
で
念
仏
申
す
こ
と
が
な
か
っ
た
前
住
職
に
対
し
て
私
は
、「
経
道
」
つ

ま
り
仏
の
教
え
が
届
い
て
い
な
い
、
そ
う
感
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
認
知
症
に

な
り
、
習
慣
も
、
経
験
や
知
識
、
機
能
も
本
人
か
ら
ほ
ど
か
れ
て
い
く
中
で
、
念
仏

が
立
ち
現
れ
た
。
病
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
確
か
に
仏
の
教
え
が
届
い
て
い
た
こ
と

を
実
感
し
た
の
で
す
。「
こ
れ
が
「
止
住
百
歳
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」
と
前
住
職

か
ら
教
え
ら
れ
た
思
い
で
し
た
。

　
そ
の
後
さ
ら
に
症
状
が
悪
化
し
、
最
後
は
病
院
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
身
を

生
き
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
機
能
が
崩
れ
去
っ
た
す
が
た
、
い
の
ち
を
尽
く
し
切
っ

た
す
が
た
は
、
骸が
い
骨こ
つ
そ
の
も
の
で
し
た
。
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■
人
間
の
痛
ま
し
さ

　
『
往お
う

生じ
ょ
う
要よ
う

集し
ゅ
う
』
と
い
う
源げ
ん
信し
ん
僧そ
う
都ず

が
書
か
れ
た
書
物
の
中
に
、「
人
間
」
の
在
り

よ
う
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

人に
ん

道ど
う

を
明
さ
ば
、
略
し
て
三
の
相そ
う

有
り
、
応ま
さ

に
審
つ
ま
び
ら

か
に
観か
ん

察ざ
つ

す
べ
し
。
一
に

は
不ふ

浄じ
ょ
う

の
相
、
二
に
は
苦く

の
相
、
三
に
は
無む

常じ
ょ
う

の
相
な
り
。�

�

�

（『
真
聖
全
一
』
七
四
五
頁
）

　
人
間
と
は
、
ど
ん
な
も
の
を
食
べ
て
も
臭
い
糞
尿
を
排
出
す
る
、
そ
う
い
っ
た
意

味
で
不
浄
で
あ
る
と
。
ま
た
、
病
や
様
々
な
境
遇
の
中
で
苦
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
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存
在
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
者
で
あ
っ
て
も
命
を
終
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
無
常

で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
後
に
、
無
常
は
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ

な
い
の
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
弱
く
頼
り
な
い
、
そ
し
て
何

一
つ
確
か
な
も
の
を
も
た
な
い
存
在
と
し
て
の
「
人
間
」
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
人
間
の
相
を
説
く
一
段
で
は
、
人
間
の
体
の
構
成
に
つ
い
て
も
事
細

か
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
足
の
裏
は
、
か
ろ
う
じ
て
わ
ず
か
に
こ
の
大
地
に
接
し

て
、
こ
の
体
を
支
え
て
い
る
。
そ
の
足
裏
は
く
る
ぶ
し
の
一
点
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う

じ
て
脛す
ね
を
支
え
て
い
る
。
こ
の
脛
の
骨
は
、
か
ろ
う
じ
て
膝ひ
ざ
の
骨
を
支
え
て
い
る
。

こ
の
膝
の
骨
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
骨
盤
を
支
え
て
い
る
。
骨
盤
に
よ
っ
て
か
ろ
う
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じ
て
脊せ
き

椎つ
い

が
、
脊
椎
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
鎖
骨
が
支
え
ら
れ
、
そ
の
上
に
か
ろ
う

じ
て
頭
が
乗
っ
て
い
る
だ
け
の
体
。
そ
れ
は
ま
る
で
朽
ち
て
壊
れ
て
い
く
家
の
よ
う

だ
と
。
こ
の
人
間
が
壊
れ
な
い
こ
と
を
夢
見
て
、
何
を
誇ほ
こ

ろ
う
と
す
る
の
か
。
あ
て

に
な
ら
な
い
も
の
を
あ
て
に
し
て
す
が
ろ
う
と
す
る
人
間
の
痛
ま
し
さ
が
『
往
生
要

集
』
の
中
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
前
住
職
の
す
べ
て
の
繋
が
り
は
こ
と
ご
と
く
消
え
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
無
常
で
す
。

そ
れ
ま
で
本
人
を
支
え
て
き
た
も
の
が
す
べ
て
滅
し
て
い
く
。
で
も
、
滅
し
て
も
な

お
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
止
住
せ
ん
と
す
る
仏
の
願
い
で
す
。
こ

う
い
う
こ
と
を
三
年
前
に
亡
く
な
っ
て
い
く
前
住
職
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

世
の
中
は
、
教
え
ら
れ
る
出で

遇あ

い
に
溢
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
ふ
れ
て
い
る
一
つ
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一
つ
の
出
遇
い
の
中
に
、
浄じ
ょ
う
土ど

の
真
実
が
顕あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

■
如
来
の
願
い
が
先
に
あ
る

　
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
主
著
『
教き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

信し
ん

証し
ょ
う

』
の
正
式
名
称
は
『
顕け
ん

浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

実じ
つ

教き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

証し
ょ
う
文も
ん
類る
い
』
で
す
。
こ
れ
を
ま
っ
す
ぐ
読
ん
で
、
浄
土
の
真
実
の
「
教
」「
行
」「
信
」

「
証
」
を
親
鸞
聖
人
が
顕
し
た
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ

の
よ
う
な
説
明
で
は
私
は
ど
こ
か
し
っ
く
り
こ
な
い
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
は
著
述
を
残
さ
れ
ま
し
た
が
、
親
鸞
聖
人
の
こ
の
お
仕
事
以
前
に
、
浄

土
の
真
実
は
も
う
す
で
に
顕
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
こ
の
世
界
に
浄
土
の
真
実
が
至

っ
て
い
る
。
ど
う
い
う
形
で
至
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う




