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数
年
前
、
教
区
内
の
会
合
に
出
席
し
た

折
、
西
国
二
十
九
番
札
所
で
あ
る
松
尾
寺

（
舞
鶴
市
松
尾
）
ご
住
職
か
ら
「
人
生
往

来
手
形
」
と
題
す
る
講
演
を
拝
聴
す
る
機

会
が
あ
り
、
そ
の
時
の
記
念
品
と
し
て
往

来
手
形
を
一
枚
頂
き
ま
し
た
。
何
度
か
、

手
形
を
コ
ピ
ー
し
て
法
話
の
材
料
に
さ
せ

て
貰
っ
た
の
で
、
目
に
さ
れ
た
方
も
有
る

か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
人
生
往
来
」
、
そ
の
名
が
示
す

如
く
、
常
に
六
道
（
詳
し
く
は
左
表
参
照
）

を
輪
廻
・
転
生
し
留
め
難
く
、
定
め
る
事

が
難
し
い
我
々
の
魂
を
、
魂
の
本
来
の
世

界
で
あ
る
「
あ
の
世
」
に
無
事
送
り
返
す
。

そ
し
て
ま
た
「
こ
の
世
」
で
積
ん
だ
善

行
の
縁
満
ち
て
再
び
、
人
と
し
て
魂
宿
し

て
「
こ
の
世
」
に
再
び
戻
っ
て
く
る
為
の

「
往
復
切
符
」
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
す

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

こ
の
手
形
は
六
道
を
輪
廻
す
る
魂
の
存

在
を
中
心
に
考
え
て
居
ま
す
。
そ
の
輪
廻

す
る
魂
が
「
こ
の
世
」
で
親
か
ら
授
か
っ

た
身
体
と
一
体
と
な
っ
て
今
我
々
は
生
か

さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

あ
く
ま
で
輪
廻
す
る
魂
が
主
人
公
で
す

か
ら
、
「
あ
の
世
」
が
魂
の
本
来
の
世
界

（
故
郷
）
で
あ
り
、
「
こ
の
世
」
の
今
の

人
生
の
方
が
仮
り
の
世
界
と
考
え
て
い
ま

す
。そ

れ
故
、
手
形
の
文
中
に
は
我
々
の
こ

と
を
「
こ
の
世
の
間
借
り
人
」
と
表
わ
し

て
い
ま
す
。
六
道
輪
廻
の
考
え
方
に
よ
れ

ば
、
こ
の
身
体
は
「
こ
の
世
」
で
魂
を
守

り
、
運
ぶ
た
め
の
船
の
如
き
存
在
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

果
た
し
て
、
今
の
こ
の
時
代
に
魂
の
輪

廻
や
転
生
等
と
言
っ
て
も
、
ど
こ
ま
で
説

得
力
が
有
る
の
は
疑
問
で
す
が
、
今
の
こ

の
人
生
だ
け
で
朽
ち
果
て
て
し
ま
う
身
体

を
中
心
に
考
え
る
一
生
よ
り
も
、
魂
を
主

人
公
と
考
え
現
世
・
来
世
と
転
生
を
繰
り

返
し
な
が
ら
延
々
と
引
き
継
が
れ
る
命
、

そ
の
一
部
分
が
今
の
人
生
で
あ
る
と
考
え

た
方
が
、
今
の
人
生
を
最
後
ま
で
力
強
く

生
き
て
行
け
る
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
如

何
な
も
の
で
し
ょ
う
？

ま
た
、
「
六
道
」
は
魂
云
々
で
は
な
く
、

そ
の
時
々
の
人
の
心
理
状
態
を
表
わ
す
世

界
と
理
解
す
る
事
も
出
来
ま
す
。
時
に
人

は
天
人
の
よ
う
に
崇
高
深
遠
な
事
を
言
っ

た
か
と
思
え
ば
、
同
じ
そ
の
人
が
犬
畜
生

に
も
劣
る
行
い
を
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

地
獄
か
ら
天
・
・
・
果
て
は
仏
の
世
界
ま

で
、
我
々
の
心
の
中
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
心

理
状
況
が
あ
り
、
そ
の
時
の
気
持
ち
次
第

で
、
鬼
畜
の
よ
う
な
言
動
に
出
た
り
、
仏

の
よ
う
な
慈
悲
を
表
わ
し
た
り
し
ま
す
。

誰
で
も
大
な
り
小
な
り
常
に
変
化
し
て
い

る
訳
け
で
す
。

自
分
の
心
の
中
で
常
に
気
持
ち
が
激
し

く
輪
廻
転
生
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、

鬼
の
気
持
ち
か
ら
仏
の
気
持
ち
ま
で
心
が

常
に
変
化
し
一
定
し
て
居
な
い
事
で
あ
り
、

精
神
的
に
落
ち
着
か
な
い
状
況
と
も
言
え

ま
す
。

そ
う
言
う
見
方
で
こ
の
手
形
を
見
れ
ば
、

餓
鬼
や
畜
生
・
修
羅
の
気
持
ち
に
ぶ
れ
ず
、

常
に
人
間
（
で
き
れ
ば
天
人
や
仏
）
と
し

て
安
定
し
た
気
持
ち
で
平
安
に
こ
の
人
生

を
送
る
為
の
ヒ
ン
ト
が
書
い
て
あ
る
と
も

思
え
ま
す
。

生
き
て
い
る
限
り
我
々
は
次
々
に
生
ま

れ
て
く
る
不
安
や
悩
み
、
そ
し
て
湧
き
上

が
る
欲
望
と
縁
を
切
る
こ
と
が
難
し
い
も

の
で
す
。
こ
れ
ら
の
煩
悩
が
、
安
楽
に
暮

ら
し
て
行
こ
う
と
す
る
我
々
の
心
を
乱
し

て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
煩
悩
の
根
源
を
突
き
詰
め
れ
ば
貪

（
と
ん
）
・
瞋
（
じ
ん
・
怒
り
）
・
痴

（
ち
）
の
三
毒
に
分
類
さ
れ
る
と
言
い
ま

す
。手

形
に
中
に
も
有
る
様
に
「
愚
痴
な
く
、

怒
ら
ず
、
貪
ら
ず
」
が
人
生
を
安
楽
に
送

る
秘
訣
の
よ
う
で
す
。
余
り
に
も
当
た
り

前
の
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
、
守
る
に
は

難
し
い
事
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

少
し
前
ま
で
持
て
囃
さ
れ
た
「
勝
ち
組

志
向
」
や
「
お
金
儲
け
礼
賛
」
に
代
表
さ

れ
る
「
自
分
さ
え
良
け
れ
ば
そ
れ
で
良
い
」

と
言
っ
た
風
潮
も
コ
コ
に
来
て
、
多
く
の

人
々
が
疑
問
を
感
じ
、
「
何
処
か
根
本
的

に
改
め
な
け
れ
ば
」
と
気
づ
い
て
居
ま
す
。

利
益
だ
け
の
為
に
信
頼
を
平
気
で
欺
く

食
品
偽
装
や
、
金
が
金
を
生
む
錬
金
術
的

な
ア
メ
リ
カ
経
済
の
凋
落
。
次
々
に
表
面

を
覆
っ
て
い
た
薄
皮
が
剥
が
れ
、
空
虚
で

実
体
の
無
い
姿
が
表
に
出
て
き
ま
し
た
。

貪
欲
に
己
が
利
益
の
み
を
追
い
か
け
回

し
た
虚
像
の
末
路
を
我
々
に
晒
し
て
居
ま

す
。
そ
し
て
そ
ん
な
事
と
は
、
直
接
関
係

無
い
筈
の
我
々
に
も
、
そ
の
余
波
が
及
ん

で
し
ま
う
の
が
、
今
の
社
会
の
や
や
こ
し

い
所
で
す
。

「
愚
痴
な
く
、
怒
ら
ず
、
貪
ら
ず
」
言

ぐ

ち

お
こ

む
さ
ぼ

い
古
さ
れ
て
来
た
言
葉
で
す
が
、
人
の
中

で
生
き
て
行
く
し
か
な
い
我
々
に
取
っ
て
、

誠
実
に
人
生
に
向
か
い
合
い
、
満
ち
足
り

た
も
の
に
す
る
に
は
無
視
出
来
な
い
言
葉

で
有
る
事
を
広
く
思
い
起
こ
し
て
欲
し
い

も
の
で
す
。

魂
の
来
世
を
信
じ
る
・
信
じ
な
い
に
関

わ
ら
ず
、
今
の
こ
の
人
生
の
充
実
に
繋
が

る
大
切
な
ヒ
ン
ト
と
思
え
ま
す
。
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六道世界とは

１ 地獄道 罪を償わせるための世界。

２ 餓鬼道 常に餓えと渇きに悩まされる世界。

３ 畜生道 本能だけで生きている動物の世界。

４ 修羅道 終りの無い戦いや、争いに満たされた世界。

５ 人間道 楽しみもあるが四苦八苦に悩まされる世界。

６ 天道 寿命は非常に長く、苦しみも人間道に比べ少ない。

・六道の上に仏道を学ぶ、声聞・縁覚・菩薩・仏の世界（四聖）がある。

・六道と四聖を合わせて十界とも言う。

痴ち瞋じ
ん貪と

ん

人
生
を
学
ぼ
う
と
し
な
い
心
。
自
分

の
不
徳
を
他
者
の
せ
い
に
す
る
所
か

ら
愚
痴
と
も
通
じ
る
。

怒
る
心
。
怒
り
に
捕
ら
わ
れ
怒
り
が

怒
り
を
産
み
周
囲
が
見
え
な
く
な
る
。

貪
欲
な
心
。
「
足
り
る
」
事
を
知
ら

な
い
際
限
無
き
欲
望
の
心
。

輪

廻

す

る

我

々

の

魂

六

道

の

別

の

見

方

三
毒･

･
･

煩
悩
の
根
本



低
金
利
と
言
う
土
台
の
上

に
花
咲
い
た
？
〝
戦
後
最
長

の
好
景
気
〟
が
知
ら
ぬ
間
に

終
わ
っ
た
か
と
思
っ
た
ら
、

次
は
〝
百
年
に
一
度
の
経
済

危
機
〟
ら
し
い
の
で
す
が
、

何
と
な
く
ど
ち
ら
も
実
感
が

持
て
な
い
ま
ま
に
こ
の
社
会

は
推
移
し
、
何
処
に
向
か
っ

て
行
く
の
か
？

し
か
し
、
一
つ
の
世
間
の

中
で
生
き
て
い
る
我
々
。
好

む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら

ず
社
会
の
変
化
に
翻
弄
さ
れ

る
身
で
す
。

し
か
し
、
人
の
世
は
経
済

指
標
や
数
字
だ
け
が
頼
り
で

は
な
い
筈
。

新
し
い
年
は
人
が
人
と
し

て
素
直
に
接
し
、
互
い
に
信

頼
出
来
る
。
そ
ん
な
社
会
に

回
帰
す
る
切
欠
の
一
年
に
な

き
っ
か
け

れ
ば
と
期
待
し
て
居
ま
す
。

本
年
も
角
大
師
の
お
札
と

干
支
の
絵
馬
を
お
配
り
い
た

し
ま
す
。
（
村
岡
は
お
正
月

に
）角

大
師
は
昨
年
お
配
り
し

た
お
札
と
交
換
し
て
頂
い
て

も
、
更
に
用
心
が
気
に
な
る

所
に
貼
っ
て
頂
け
れ
ば
良
い

か
と
思
い
ま
す
。
干
支
の
絵

馬
は
願
い
事
な
ど
裏
側
に
書

い
て
頂
き
、
ご
自
宅
の
神
棚
・

仏
壇
等
に
お
飾
り
し
て
時
折
、

お
祈
り
下
さ
い
。

用
が
無
く
な
っ
た
お
札
等

は
ド
ン
ド
（
注
連
縄
焼
き
）

の
時
に
出
し
て
頂
く
か
、
寺

社
の
お
札
奉
納
の
所
に
お
納

め
下
さ
い
。

新
し
い
年
が
皆
様
に
と
っ

て
平
安
で
温
か
い
年
に
な
る

よ
う
、
さ
さ
や
か
で
す
が
お

札
と
絵
馬
で
お
手
伝
い
出
来

れ
ば
幸
い
で
す
。

例
年
、
除
夜
と
な
る
と
雪

に
見
舞
わ
れ
る
の
で
す
が
、

Ｈ
20
年
の
除
夜
も
お
参
り
の

方
々
と
鐘
を
つ
き
新
年
を
迎

え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
は
30
名
ほ
ど
の
方
が
ご

参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
笹

酒
も
少
し
だ
け
準
備
い
た
し

て
い
ま
す
の
で
、
神
社
へ
の

初
詣
の
際
、
お
時
間
が
有
り

ま
し
た
ら
、
旧
年
中
の
雑
念

を
打
ち
捨
て
に
お
立
ち
寄
り

下
さ
い
。

除
夜
の
鐘
つ
き

・
日
時
：
12
月
31
日
午
後
11
時

45
分
頃
～
０
時
半

・
年
越
し
ソ
バ
（
カ
ッ
プ
麺
で

す
が･

･
･

）
、
笹
酒
等
の
お

接
待
予
定

多
く
の
皆
様
か
ら
特
別
寄
進
の
協
力
を

頂
い
て
居
り
ま
す
。
ま
た
、
右
記
以
外
に

も
寺
院
運
営
に
関
す
る
様
々
な
形
の
ご
協

力
を
頂
い
て
居
り
ま
す
。
皆
様
方
の
ご
協

力
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

尚
、
ご
寄
進
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
来

年
の
総
会
資
料
に
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
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来
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す

除

夜

の

鐘

突

き

角
大
師
の
お
札
・
絵
馬

特
別
寄
進
の
ご
報
告

Ｈ
20
年
４
～
12
月

干
支
絵
馬
と
角
大
師

絵
馬
は
背
面
に
願
い
事
な
ど

書
い
て
、
神
棚
や
仏
壇
等
に
お

飾
り
下
さ
い
。
古
く
な
っ
た
絵

馬
・
お
札
等
は
ド
ン
ド
の
時
に

出
す
か
、
寺
社
の
お
札
奉
納
箱

に
納
め
て
下
さ
い
。

除夜の鐘つきと

接待、笹酒


