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【お布施のお供えの仕方】
仏様に対して上向きにな

るようお供えしたくなります

が、法事のあと、仏様はお

布施や供物を私たちに回し

向けてくださいます。つまり、

仏様から改めて私たちに施

してくださるということです。

最終的に受け取り手とな

るのは私たちなので、お引

き下げするときは、仏様に

顔向けし合掌して受け取り

ます。よって、受け取り手となる私たちに対して上向

きになるようお供えします。

お盆を終えて･･･
今年のお盆は例年の大暑とうってかわって、大雨に見

まわれました。お参りは少ないかもしれないと思っていま
したが、皆さん、天気予報を上手に活用され、雨の晴れ
間に来られたり、大雨の中でも傘を差してお参りに来ら
れたりしていて、そのようなお姿を拝見し、頭が下がるお
もいで一杯でした。
また、もしかしたらお盆の合同法要は、どなたもいらっ

しゃならいのではないかと内心、心配しておりました。し
かし、３日間ともたくさんのお参りをしていただき、皆様
とともに法要をお勤め出来たことを、誠に有難いことで
あると感謝するばかりです。
お墓参りの方には、階段を上がったところに大きな水

たまりが出来ており、ご不便をおかけしましたこと、お詫
び申し上げます。納骨堂の方々も縁側が濡れていること
もあったかと思います。
しかしながら、どなた様もいつもご丁寧にお参りしてい

ただき、また仏法を繋いでいただいておりますこと、心よ
り感謝申し上げます。 坊守

本尊

なぜ人間は
「正義」と言い

傷つけ合うのだろう

＜法語＞
境内さんぽ

永代供養墓〈倶会一処〉

にいつも綺麗なお花を
お供えしていただいて

有難うございます。

日
頃
よ
り
お
世
話
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
未
だ
落
ち
着
き
を

感
ず
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
コ
ロ

ナ
感
染
症
の
中
、
困
難
な
状
況

を
強
い
ら
れ
て
い
る
全
て
の
皆

様
に
衷
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
親
鸞
聖
人
が
大
切
に
さ
れ
た
御
聖

教
（
お
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
）
の
一
つ
に
『
安
心

決
定
鈔
』
（
あ
ん
じ
ん
け
つ
じ
ょ
う
し
ょ
う
）

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
物
は
『
機
（
衆
生
）

法
（
仏
）
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
』
（
私
た

ち
が
称
え
る
念
仏
と
、
阿
弥
陀
仏
が
称
え
る

念
仏
は
、
一
体
で
あ
る
。
）
と
い
う
真
宗
の

眼
目
と
な
る
教
義
を
和
語
に
よ
っ
て
懇
切
に

解
説
さ
れ
て
い
る
聖
教
で
す
。

そ
の
中
に
、
『
弥
陀
は
兆
載
永
劫
（
ち
ょ

う
さ
い
よ
う
ご
う
）
の
あ
い
だ
無
善
の
凡
夫

に
か
わ
り
て
願
行
を
は
げ
ま
し
、
釈
尊
は
五

百
塵
点
劫
（
ご
ひ
ゃ
く
じ
ん
で
ん
ご
う
）
の

む
か
し
よ
り
八
千
遍
（
は
っ
せ
ん
べ
ん
）
ま

で
世
に
い
で
て
、
か
か
る
不
思
議
の
誓
願
を

わ
れ
ら
に
し
ら
せ
ん
と
し
た
ま
う
を
、
い
ま

ま
で
き
か
ざ
る
こ
と
を
は
ず
べ
し
。
』
と
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
『
三
千
大
千
世
界
に
芥
子

ば
か
り
も
釈
尊
の
身
命
を
す
て
た
ま
わ
ぬ
と

こ
ろ
は
な
し
』
（
法
華

経
）
と
あ
り
ま
す
。

内
容
を
た
ず
ね
ま
す

と
、
阿
弥
陀
仏
は
、
仏

と
成
る
前
は
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
菩
薩
で
し

た
。
法
蔵
は
、
私
達
、
凡
夫
に
代
わ
っ
て
五

劫
と
い
う
量
る
こ
と
の
出
来
な
い
時
間
を
か

け
て
思
惟
（
し
ゆ
い
）
さ
れ
た
後
、
無
上
の

願
を
建
立
さ
れ
、
そ
の
願
が
成
就
し
て
阿
弥

陀
仏
に
成
ら
れ
ま
し
た
。
釈
尊
（
お
釈
迦
様
）

は
、
五
百
塵
点
劫
と
い
う
、
こ
れ
も
ま
た
長

大
な
時
間
に
、
八
千
回
ま
で
、
様
々
な
形
で

こ
の
世
に
お
出
ま
し
に
な
り
、
衆
生
に
仏
道

を
説
か
れ
ま
し
た
。
三
千
大
千
世
界
と
い
う
、

広
大
な
空
間
（
地
球
の
表
面
全
て
）
に
お
い

て
、
芥
子
の
実
ほ
ど
の
微
細
な
地
で
あ
っ
て

も
釈
尊
が
身
命
を
か
け
て
説
法
を
さ
れ
て
い

な
い
場
所
は
な
い
。
（
地
球
上
の
全
て
の
大

地
で
釈
尊
は
身
命
を
か
け
て
説
法
さ
れ
た
。
）

と
あ
り
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
、
釈
尊
の
物
語
は
、

私
達
に
何
を
問
い
か
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
号
の
『
じ
ょ
う
け
い
』
に
、
ご
門
徒
の

鰺
坂
龍
さ
ん
が
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
中
に
、
「
今
こ
こ
で
生
き
て
い
ら
れ
る

の
も
ご
先
祖
様
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
、
常
日

頃
の
両
親
や
祖
父
母
の
言
葉
が
や
っ
と
実
感

で
き
て
い
ま
す
。
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
文
書
を
繰
り
返
し
読
ま
せ
て
い
た

だ
き
、
法
蔵
、
釈
尊
の
物
語
が
私
達
に
伝
え

よ
う
と
し
て
い
る
内
容
は
、
「
今
こ
こ
で
生

き
て
い
ら
れ
る
の
も
ご
先
祖
様
あ
っ
て
の
こ

と
」
な
の
だ
な
あ
と
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
「
気
づ
け
ば
、
お
参
り
す
る
度
に
、

い
つ
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
が
、
本

当
に
心
の
底
か
ら
思
え
る
か
ら
自
然
と
言
葉

に
出
て
く
る
ん
だ
な
あ
と
僕
は
お
も
い
ま
し

た
。
」
と
あ
り
ま
す
。
本
章
の
冒
頭
に
『
機

（
衆
生
）
法
（
仏
）
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
』

と
い
う
教
え
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
念
仏
は
、
法
蔵
、
釈
尊

を
は
じ
め
と
し
て
、
私
達
の
ご
先
祖
様
方
が

長
い
歴
史
を
経
て
受
け
継
い
で
き
た
も
の
で

す
。
そ
の
念
仏
を
今
、
こ
こ
に
生
き
て
い
る

私
達
が
称
え
る
事
が
出
来
る
の
は
、
ご
先
祖

様
方
の
苦
難
の
歴
史
、
ご
苦
労
を
「
本
当
に

心
の
底
か
ら
思
え
る
か
ら
」
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
さ
ら
に
、
念
仏
が
「
自
然
と
言
葉
に

出
て
く
る
」
時
は
、
ご
先
祖
様
方
の
心
と
私

達
の
心
と
が
通
じ
、
苦
し
み
を
分
か
ち
合
い
、

悲
し
み
を
分
か
ち
合
う
時
で
あ
り
、
心
と
心

が
一
体
と
な
る
時
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。世

の
中
に
は
、
様
々
な
「
喜
び
」
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
が
、
今
、
こ
こ
に
生
き
る
私
の

心
と
、
ご
先
祖
様
方
の
心
が
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
な
る
念
仏
に
よ
っ
て
通
じ
合
う
時
を
い

た
だ
く
ほ
ど
の
喜
び
は
、
他
に
な
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。

住
職

「
本
当
に
心
の
底
か
ら

思
え
る
か
ら…

機
法
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
」

経教如鏡
き ょ う き ょ う に ょ き ょ う

「布施」は、古代インド語の言葉で「ダーナ」と言い、修行者や仏教教団などに施し与えることを意味します。
私たちが食べるものや財を僧侶に施し、僧侶は法を施すということが、古来仏教の行（ぎょう）として行われてき
ました。

布施は、施すものの内容によって、①法施ほうせ（仏さまの教えを説きあたえること）、②財施ざいせ（衣食や金
銭を施すこと）、③無畏施むいせ（畏（おそ）れのない安らかな心を施すこと）の三つに分かれ、「三施（さんせ）」とい
います。そのうち、一般に布施は「財施」のことを差し、仏事をお勤めいただいた際に、お寺・僧侶の方へ差し
上げるものを「お布施」と呼んでいます。

仏教ではお布施の行為には、施す人と施しを受ける人と施す物の三つの全てが清らかなことが大切だとされ
ます。①施す人は優越感を持たない・恩着せがましい気持ちを持たない。②受ける人は布施によって卑屈にな
らない・こだわりの気持ちをもたない。③施す物は自分に不要な物は渡さない・大事なものを施す。これを難
しい言葉で三輪清浄（さんりんしょうじょう）と言います。

ですから、お布施は、「読経料」などといった、仏事を行っていただいたことへの対価ではありません。どこま
でも、仏様の教えに会い得た喜びの心を表現したものとして、仏様への感謝の気持ちを表しているものであり、
また仏様となられた方に成り代わって私たちがさせていただいている行（ぎょう）です。お供え物も同様に気持ち
を形にしたものです。お供え物をいただいたらまずは仏様へ感謝の意を表し、お内仏（お仏壇）にお供えしま
す。その後お下がりを頂戴します。

浄土真宗ｋｅｙｗｏｒｄ 「布施」 参照／月刊同朋 2021年１月号

●2021年11月13日（土）～14日（日）

●全日程13時30分より本堂にて。

●勤行／法話（当寺住職）

報恩講は、宗祖親鸞聖人のご命日におつ

とめする真宗門徒にとって最も大切な御仏

事です。亡くなられたまさにその日に、聖人

の御生涯を受け止め、今もなお仏法を説い

てくださっている聖人の言葉に出遇う仏事

です。是非お参りください。

★法要終了後、住職が本堂に残っておりま

すので、仏事に関するご相談など気兼

ねなくお声かけください。

報恩講法要ご案内

遠隔地にお住まいの方や、お寺にお越
しになるのが困難な方は、ご連絡ください。
お寺にて住職がご法事をいたします。

※今後はリモートでのご法事もできるよ
うに環境を整えていく予定です。

【法事が困難な方へ】

次回の法要は・・・

年明けの「修正会法要（しゅしょうえほうよう）」です。

新年を迎えるにあたり、

お寺でお勤めをしましょう。

日時：2022年1月9日（日）

13時30分より
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門徒さん投稿欄

今
回
、
大
塚
展
彦
住
職
よ
り
執
筆
依

頼
を
受
け
ま
し
た
、
鰺
坂

龍
（
あ
じ

さ
か

り
ゅ
う
）
で
す
。
現
在
、
西
南

学
院
小
学
校
６
年
生
、
12
歳
で
す
。

ぼ
く
は
毎
月
、
両
親
と
浄
慶
寺

に
お
参
り
に
来
て
い
ま
す
。
駐

車
場
に
車
を
停
め
て
、
立
派

な
山
門
へ
向
か
い
、
家
族

で
山
門
入
口
で
一
旦
止
ま
り
、

気
持
ち
を
お
さ
め
て
か
ら
一
礼

を
し
ま
す
。
そ
し
て
、
父
の
後
に

次
い
で
本
堂
ま
で
進
み
ま
す
。
そ
し

て
、
本
堂
に
入
る
前
も
う
一
度
静
か
に

一
礼
を
し
て
か
ら
中
へ
進
み
、
家
族
で

手
を
合
わ
せ
ま
す
。
い
つ
も
感
じ
る
の

で
す
が
、
浄
慶
寺
は
と
て
も
空
気
が
澄

ん
で
い
て
、
綺
麗
で
、
気
持
ち
が
落
ち

着
き
ま
す
。
両
親
も
こ
ち
ら
に
お
参
り

す
る
度
に
「
浄
慶
寺
は
本
当
に
落
ち
着

く
ね
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
気
づ
け
ば
、

お
参
り
す
る
度
に
い
つ
も
同
じ
こ
と
を

言
っ
て
い
ま
す
が
、
本
当
に

心
の
底
か
ら
思
え
る
か
ら

自
然
と
言
葉
に

出
て
く
る

ん
だ
な
ぁ
と
ぼ

く
は
思
い
ま
し
た
。

本
堂
に
お
参
り
し
、

そ
れ
か
ら
ご
先
祖
様
に
お

参
り
へ
。
ぼ
く
は
い
つ
も
、

ご
先
祖
様
に
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
て

い
ま
す
。
今
こ
こ
で
生
き
て
い
ら

れ
る
の
も
ご
先
祖
様
が
あ
っ
て
の

こ
と
だ
と
、
常
日
頃
の
両
親
や

祖
父
母
の
言
葉
が
や
っ
と
実
感

で
き
て
い
ま
す
。
こ
の
素
晴
ら

し
い
浄
慶
寺
で
、
た
く
さ
ん
色

ん
な
こ
と
を
感
じ
、

学
び
と
っ
て
ほ

し
い
と
両
親
が
い

つ
も
ぼ
く
に
言
っ

て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
偶
然

お
会
い
で
き
ま
し

た
大
塚
展
彦
住
職

に
、
浄
慶
寺
の
清
掃
奉

仕
の
お
話
を
お
伺
い
し
ま
し
た
ら
、

す
ぐ
快
諾
し
て
も
ら
い
今
回
そ
の
運
び

に
な
り
ま
し
た
。

8
月
22
日
（
日
）
朝
６
時
よ
り
、
両

親
と
祖
母
と
一
緒
に
浄
慶
寺
の
清
掃
奉

仕
に
来
ま
し
た
。
大
塚
展
彦
住
職
と
大

塚
麗
坊
守
に
ご
指
導
い
た
だ
き
な
が
ら
、

ぼ
く
と
父
は
、
本
堂
入
口
の
床
や
障

子
の
桟
の
隅
な
ど
の
埃
が
た
ま
り

や
す
い
と
こ
ろ
を

拭
き
あ
げ
ま
し
た
。

母
と
祖
母
は
本
堂
の

畳
の
掃
除
機
と
強
め
に

絞
っ
た
タ
オ
ル
で
畳

を
水
拭
き
し
た
後
、

乾
い
た
タ
オ
ル
で

水
分
を
拭
き
取
る
掃
除
を
し
て
い

ま
し
た
。
ぼ
く
は
汗
を
び
っ
し
ょ
り

か
き
な
が
ら
、
一
心
不
乱

に
掃
除
を
し
ま
し
た
。

な
か
な
か
お
寺
の

掃
除
は
出
来
な

い
の
で
、
と
て

も
貴
重
な
体
験

が
で
き
て
と
て

も
嬉
し
か
っ
た
で

す
。
浄
慶
寺
が
さ

ら
に
綺
麗
に
な
り
、
ぼ

く
も
と
て
も
清
々
し
い
気
持
ち
に
な

り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
塚
展
彦
住
職
と
大
塚

麗
坊
守
と
一
緒
に
、
朝
の
お
勤
め
を

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
、
お

経
の
あ
げ
方
も
丁
寧
に
教
え
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
浄
慶
寺
に
お
参
り
に

来
る
度
に
、
い
つ
も
温
か
い
気
持
ち

に
な
れ
ま
す
。

い
つ
も
見
守
っ
て
も
ら
っ
て
い
る

こ
と
を
実
感
で
き
る
場
所
で
、
ぼ
く

に
と
っ
て
大
切
な
場
所
で
す
。
こ
れ

か
ら
も
変
わ
ら
ず
、
浄
慶
寺
に
お
参
り

に
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

清
掃
奉
仕
と
お
朝
事
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あ
さ
じ

核
心
に

効
か
す
秘
伝
の
柚
子
胡
椒

住
み
慣
れ
た

暮
し
の
匂
い
路
地
の
風

名
を
呼
ば
れ

ハ
イ
と
八
十
路
の
背
を
伸
ば
す

煩
悩
は

無
限
放
し
て
ま
た
摑
む

川
柳

山
口
由
利
子

せ
い
そ
う
ほ
う
し

鰺坂さんご家族

みんなで清掃と

お朝事。

法名について 帰敬式は真宗門徒の出発式
～新たな人生のスタートラインに立つ～

伝
統
的
に
「
お
か
み
そ
り
」
と
い
う
名
称
で
親
し
ん
で
き
た
儀

式
は
、
正
し
く
は
「
帰
敬
式
（
き
き
ょ
う
し
き
）
」
と
い
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
通
常
亡
く
な
っ
て
か
ら
お
か
み
そ
り
を
受
け
て
法
名

を
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
が
、
本
来
帰
敬
式
は
、

お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
に
な
る
、
仏
弟
子
（
ぶ
つ
で
し
）
に
な
る
と

い
う
式
で
す
。
で
す
か
ら
亡
く
な
っ
て
か
ら
受
式
し
て
法
名
を
受

け
る
の
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
人
間
と
し
て
の

生
き
方
、
在
り
方
を
問
い
、
学
ん
で
い
こ
う
と
い
う
出
発
の
式
が

帰
敬
式
で
す
。

私
た
ち
は
、
欲
望
が
満
た
さ
れ
て
も
何
か
満
足
で
き
ず
、
虚
し

さ
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
時
、

ど
こ
か
ら
か
「
私
の
人
生
、
こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

今
、
こ
の
時
に
、
自
ら
の
人
生
を
見
直
す
出
発
点
と
し
て
、
仏

弟
子
に
な
る
こ
と
の
意
義
を
共
に
学
び
な
が
ら
、
新
た
な
人
生
の

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
と
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

帰
敬
式
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ.

戒
名
（
か
い
み
ょ
う
）
で
は
な
く
法
名
（
ほ
う
み
ょ
う
）
と

い
う
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

Ａ.

戒
名
は
戒
律(

か
い
り
つ)

を
守
っ
て
修
行
す
る
人
の
名
で
す
。

私
た
ち
は
出
家
し
て
厳
し
い
戒
律
を
守
る
出
家
信
者
で
は
な
く
、

仏
さ
ま
の
教
え
を
聞
き
な
が
ら
深
く
豊
か
な
人
生
を
生
き
て
い
く

在
家
信
者
と
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
な
り
ま
す
。
そ
の
証

(

あ
か
し)

と
し
て
、
仏
さ
ま
の
願
い
が
か
け
ら
れ
た
法
名
を
い
た

だ
く
の
で
す
。

Ｑ.

法
名
は
亡
く
な
っ
た
後
の
名
前
で
は
な
い
の
で
す
か
？

Ａ.

教
え
を
聞
い
て
、
い
き
い
き
と
生
き
て
い
く
こ
と
を
誓
う
仏

弟
子(

ぶ
つ
で
し)

と
し
て
の
名
前
で
す
の
で
、
生
き
て
い
る
時
に

こ
そ
い
た
だ
く
名
前
で
す
。
お
葬
式
の
時
に
お
か
み
そ
り
を
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
仏
さ
ま
の
願
い
が
か
け
ら
れ
た
、
あ
り

が
た
い
法
名
を
本
人
が
知
ら
ぬ
ま
ま
亡
く
な
っ
て
ゆ
く
の
は
、
大

変
も
っ
た
い
な
く
、
残
念
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ.

生
前
に
法
名
を
い
た
だ
く
と
、
不
幸
な
こ
と
が
起
こ
る
と
聞

い
た
こ
と
が…

。

Ａ.

法
名
を
亡
く
な
っ
た
人
の
名
前
と
考
え
る
か
ら
そ
う
い
う
迷

信
が
起
こ
る
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
亡
く
な
っ
た
人
に
向
か
っ

て
説
法
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
間

に
、
本
当
に
幸
せ
で
安
ら
か
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
、
お
釈
迦

さ
ま
の
慈
悲
の
お
こ
こ
ろ
が
私
た
ち
に
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
法

名
を
い
た
だ
い
て
も
、
い
た
だ
か
な
く
て
も
、
人
間
は
老
・
病
・

死
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
生
き
て
い
る
う

ち
に
老
・
病
・
死
の
苦
し
み
を
乗
り
越
え
る
本
当
の
道
に
出
遇
い

た
い
も
の
で
す
。

Ｑ.

法
名
の
は
じ
め
に
つ
く
「
釈
」
「
尼
」
の
意
味
は
？

Ａ.

法
名
は
、
必
ず
「
釈
（
尼
）
〇
〇
」
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
お
釈
迦
さ
ま
を
先
生
と
し
て
、
そ
の
一
字
を
い
た
だ
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
女
性
の
場
合
は
釈
の
あ
と
に
「
尼
」

の
字
が
入
り
ま
す
が
、
「
尼
」
は
も
と
も
とbhiksuni

（
ビ
ク

シ
ュ
ニ
ー
「
比
丘
尼
」
）
つ
ま
り
「
出
家
の
女
性
の
仏
弟
子
」
を

示
す
言
葉
の
一
部
で
す
。

Ｑ.

法
名
に
は
俗
名
の
一
字
を
入
れ
る
も
の
で
す
か
？

Ａ.

特
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
入
っ
て
い
て
も
良
い
し
、
入
っ

て
い
な
く
と
も
良
い
の
で
す
。

Ｑ.

法
名
は
ど
の
よ
う
に
決
ま
り
ま
す
か
？
自
分
の
希
望
す
る
法

名
に
で
き
ま
す
か
？

Ａ.

法
名
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
住
職
選
定
と
、
本
山
（
東
本
願

寺
）
選
定
の
２
つ
の
方
法
か
ら
選
べ
ま
す
。
法
名
に
つ
い
て
の
希

望
が
あ
る
場
合
、
住
職
選
定
な
ら
住
職
と
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
本
山
選
定
の
場
合
は
「
仏
説
無
量
寿
経
」
と
い
う
お
経
の
言

葉
の
中
か
ら
法
名
が
選
ば
れ
ま
す
の
で
、
希
望
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
法
名
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
や
雅
号
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自

分
の
思
い
を
超
え
て
、
仏
さ
ま
か
ら
「
い
た
だ
く
」
こ
と
が
大
事

で
あ
り
、
自
分
の
思
い
や
計
ら
い
（
わ
が
ま
ま
）
で
決
め
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ.

法
名
と
院
号(
い
ん
ご
う)

と
の
関
係
は
？

Ａ.

院
号
と
は
、
お
寺
の
護
持
に
特
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
っ
た
方

へ
の
賞
典
と
し
て
授
与
さ
れ
る
も
の
で
、
法
名
と
は
別
物
で
す
。

現
在
の
制
度
で
は
、
本
山
へ
10
万
円
以
上
の
懇
志
を
納
め
ら
れ
た

方
に
対
し
て
院
号
が
授
与
さ
れ
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
賞
典
で
す
か

ら
生
前
に
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

Ｑ.

帰
敬
式
を
２
回
以
上
受
け
た
り
、
他
宗
派
の
法
名
・
戒
名
を

い
た
だ
い
て
も
い
い
の
で
す
か
？

Ａ.

帰
敬
式
を
受
け
る
の
は
人
生
で
１
回
で
す
。
法
名
・
戒
名
を

た
く
さ
ん
も
ら
え
ば
そ
の
分
功
徳
が
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
い
た
だ
い
た
法
名
と
そ
こ
に
か
け
ら
れ
た
願
い
を
大

切
に
し
な
が
ら
、
教
え
を
聞
く
人
生
を
歩
み
ま
し
ょ
う
。

Ｑ.

帰
敬
式
を
受
け
る
と
ど
う
な
る
？
何
が
変
わ
る
？

Ａ.

帰
敬
式
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
お
釈
迦
さ
ま
を
先
生
と
し
て
、

そ
の
教
え
を
聞
い
て
い
く
人
生
が
始
ま
り
ま
す
。
帰
敬
式
を
受
け

な
く
と
も
教
え
は
聞
け
る
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
法
名
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
と
い
な
い
の
と
で
は
、
仏

弟
子
の
自
覚
と
い
う
点
で
違
い
が
出
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

入
門
の
た
め
、
ま
ず
帰
敬
式
を
受
け
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

帰
敬
式
を
受
け
る
方
法
と
費
用

①
真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）
で
の
受
式

団
体
参
拝
や
奉
仕
団
で
上
山
し
た
と
き
、
ま
た
個
人
の
参
拝
で

も
受
式
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
当
寺
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
住
職
に
よ
る
受
式
／
詳
細
は
当
寺
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
受
式
者
お
一
人
様
に
つ
き
冥
加
金
（
お
礼
金
）
二
万
円
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

※
そ
の
他
、
費
用
が
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

★
法
名
（
帰
敬
式
）
に
つ
い
て
は
今
後
も
掲
載
し
ま
す
。


