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一
心
寺
か
わ
ら
版 

 

第
十
号 

平
成
十
九
年
三
月
発
行 

「
常
識
」 

私
た
ち
は
日
々
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
特
別
な
こ
と
は

し
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
し
て
生
き
て
い
ま
す
。
そ

の
行
動
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
無
宗
教
だ
、
何

の
哲
学
も
こ
だ
わ
り
も
な
い
と
い
っ
て
も
、
必
ず
何
か
し
ら
の
考
え
を
基
に

し
て
い
る
は
ず
で
す
。 

 

よ
く
「
常
識
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
ま
す
。
そ
の
常
識
と
は
、
辞
書

（
小
学
館
・
新
選
国
語
辞
典
）
に
よ
る
と
「
一
般
の
人
が
も
っ
て
い
る
、
ま

た
、
も
つ
べ
き
知
識
、
理
解
力
、
判
断
力
」
と
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
常
識

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
行
動
す
る
、
も
し
く
は
自
ら
の
言
動
は
常
識
だ
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
安
心
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

し
か
し
、
常
識
と
い
う
も
の
は
非
常
に
あ
い
ま
い
で
す
。
例
え
ば
家
族
や

結
婚
で
す
。
平
安
時
代
は
女
性
の
家
に
男
性
が
通
う
、
い
わ
ゆ
る
通
い
婚
だ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
時
代
は
流
れ
て
男
性
の
と
こ
ろ
に
女

性
が
嫁
ぐ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
昭
和
の
終
わ
り
頃
ま
で
は
「
男
子

厨
房
に
入
ら
ず
」
が
常
識
と
い
わ
れ
、
高
度
成
長
期
に
は
「
亭
主
元
気
で
留

守
が
い
い
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
現
代
は
、「
厨
房
に
入
ら
ず
」
や
「
留

守
が
い
い
」
で
は
な
く
、
夫
婦
で
子
育
て
や
料
理
を
分
担
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
多
い
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
昔
は
何
世
代
も
一
緒
に
い
る
大
家
族
が
当
た

り
前
、
今
は
一
世
帯
平
均
三
人
を
切
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。 

 

常
識
は
「
一
般
の
人
が
も
っ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
人
間
が
作
り
出

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
時
と
場
所
と
人
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
し
て
人
は
、
自
分
が
納
得
で
き
な
い
も
の
を
常
識
と
し
て
認
め
た
く
は
な

い
も
の
で
し
ょ
う
。
私
も
家
族
や
友
人
と
の
会
話
で
そ
れ
を
実
感
し
ま
す
。 

そ
れ
は
人
間
の
根
本
が
、
常
「
我
」
識
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
意

識
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
を
中
心
に
も
の
を
見
て
い
る
こ
と
が

多
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
欲
を
満
た
す
た
め
に
行
動
し
て
い
る
の
が

生
活
の
大
半
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
現
在
は
法
律
を
犯
さ
な
け
れ
ば
悪
で
は

な
い
と
い
う
意
識
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
欲
望
の
増
大
化
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。
欲
望
が
大
き
く
な
れ
ば
、
人
間
、
動
物
、
植
物
な
ど
の
い
の

ち
と
の
間
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
く
る
の
は
明
白
で
し
ょ
う
。 

 

自
分
で
な
い
他
の
も
の
を
基
準
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
常

「
世
間
」
識
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い

る
か
が
気
に
な
る
、
人
か
ら
良
く
思
わ
れ
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
自
分
を
押

し
殺
し
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
自
分
が
し
た
い
こ

と
よ
り
も
人
か
ら
こ
う
見
ら
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
の
方
が
上
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
て
、
常
「
我
」
識
の
一
つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

ま
た
今
、
日
本
は
常
「
米
」
識
、
常
に
ア
メ
リ
カ
の
意
向
を
考
え
て
行
動

し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
は
自
国
民
を
守
る
た

め
の
戦
争
を
正
義
と
考
え
、
テ
ロ
防
止
と
し
て
先
制
攻
撃
さ
え
も
正
当
化
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
彼
ら
の
常
識
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
世
界
を
見
渡

し
て
見
れ
ば
独
善
的
と
判
断
す
る
国
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
も
自
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国
民
を
守
る
と
い
い
な
が
ら
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
被
害
の
救
済
で
は
人
種
差
別
、

階
級
差
別
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
対
応
を
見
せ
る
な
ど
、
自
ら
矛
盾
を
露
呈

し
て
い
ま
す
。 

数
年
前
に
青
年
会
の
柱
掛
け
法
語
に
、
あ
い
だ
み
つ
お
さ
ん
の
「
そ
ん
か

と
く
か
人
間
の
も
の
さ
し 

う
そ
か
ま
こ
と
か
ほ
と
け
さ
ま
の
も
の
さ
し
」

と
い
う
言
葉
を
掲
載
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
常
「
我
」
識
は
自
ら
の
損
得
を
も

の
さ
し
と
す
る
生
き
方
に
な
り
、
衝
突
が
起
き
、
苦
し
み
を
生
み
ま
す
。
そ

の
私
を
「
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
は
ず
」（『
観
無
量
寿
経
』）
と
、

念
仏
す
る
も
の
を
安
ら
か
な
浄
土
へ
救
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
が
阿
弥

陀
仏
で
す
。 

 

で
は
私
た
ち
は
ど
う
生
き
て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
移
ろ

い
や
す
い
常
識
、
苦
し
み
を
生
む
常
識
で
は
な
く
、
常
「
仏
」
識
、
ほ
と
け

さ
ま
の
も
の
さ
し
で
あ
る
「
ま
こ
と
」
の
こ
こ
ろ
で
生
活
す
る
こ
と
を
勧
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
お
経
に
「
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
視
そ
な
わ
す
こ
と
、

自
己
の
ご
と
し
」（『
無
量
寿
経
』）、「
仏
心
と
は

大
慈
悲
心
こ
れ
な
り
」（『
観
無
量
寿
経
』）
と
あ

る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
い
の
ち
を
自
ら
の
い
の

ち
と
し
て
見
て
、
楽
を
与
え
る
「
慈
」
の
心
、

苦
し
み
を
抜
く
「
悲
」
の
心
で
私
の
こ
と
を
常

に
思
い
続
け
て
下
さ
っ
て
い
る
の
が
仏
さ
ま
で
す
。 

お
念
仏
し
て
、
私
は
ど
う
す
べ
き
か
を
仏
さ
ま
の
心
に
問
い
か
け
て
、
煩

悩
一
杯
の
私
で
あ
り
な
が
ら
も
、
常
「
仏
」
識
、
仏
の
願
い
の
中
で
生
き
て

い
き
た
い
と
思
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。 

真
宗
仏
事
に
つ
い
て
⑦
数
珠
・
合
掌 

仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る
と
き
に
は
数
珠
（
念
珠
）
を
用
い
ま
す
。
数
珠

は
経
典
に
由
来
が
あ
り
、
本
来
、
称
名
な
ど
の
回
数
を
数
え
る
た
め
の
も
の

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
は
百
八
あ
る
と
い
わ
れ
る
煩
悩
を
断
ず
る
と
い

う
意
味
で
百
八
珠
か
ら
な
る
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
次
第

に
、
そ
の
半
数
、
四
分
の
一
の
も
の
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
当
宗
派
で
は
一
般
に
は
単
念
珠
を
用
い
ま
す
。 

 

合
掌
は
両
手
を
合
わ
せ
て
房
が
下
に
な
る
よ
う
に

通
し
、
親
指
で
軽
く
お
さ
え
て
指
を
揃
え
て
胸
の
前

で
手
を
合
わ
せ
ま
す
。
こ
の
姿
勢
か
ら
、
お
念
仏
を

称
え
て
静
か
に
上
体
を
約
四
十
五
度
傾
け
、
一
呼
吸

半
の
後
も
と
の
姿
勢
に
帰
り
、
両
手
を
下
ろ
し
ま
す
。 

真
宗
で
は
数
珠
は
称
名
を
数
え
る
た
め
で
は
な
く
、

ま
た
、
す
り
合
わ
せ
る
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
仏
さ

ま
を
仏
徳
讃
嘆
す
る
礼
拝
の
た
め
の
法
具
と
し
て
用

い
ま
す
。
合
掌
し
な
い
と
き
は
左
手
の
親
指
と
他
の

四
指
の
間
に
か
け
ま
す
。 

      

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13m7v3j8r/EXP=1351518920;_ylt=A3JuMEZIOY1Qlk8AKM.U3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-/*-http:/1.bp.blogspot.com/-F-Q8tj3FNAI/Tv_OESzjjcI/AAAAAAAACa0/8dzof-bjvM4/s1600/s_200789154318.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12874ilt3/EXP=1351519063;_ylt=A3JuMF3XOY1QpmcAshKU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-/*-http:/www7.ocn.ne.jp/~kokubo/images/mann/mann02.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=128p0h5fk/EXP=1351519478;_ylt=A7dPeCR2O41Q.wgAdcqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-/*-http:/www7.ocn.ne.jp/~kokubo/images/mann/mann03.gif
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お
経
っ
て
な
ぁ
に
？
⑦
回
向
（
え
こ
う
） 

一
般
に
法
事
の
最
後
に
は
「
回
向
」
が
唱
え
ら
れ
ま
す
。
回
向
と
い
う
の

は
、
パ
リ
ナ
ー
マ
あ
る
い
は
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
ー
と
い
う
言
葉
の
翻
訳
語
で
、

「
ふ
り
向
け
る
こ
と
、
廻
施
す
る
こ
と
」
な
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
ま
し
た
。 

回
向
句
を
唱
え
る
意
義
は
、
仏
事
法
要
を
勤
め
、
そ
の
功
徳
を
も
っ
て
亡

く
な
っ
た
方
お
よ
び
一
切
衆
生
に
分
か
ち
与
え
、
そ
の
方
々
の
仏
道
を
成
就

さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
す
る
宗
派
が
あ
り
ま

す
。 し

か
し
、
浄
土
真
宗
は
自
ら
修
め
た
功
徳
を
回
向
し
て
仏
道
を
成
就
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
回
向
に
よ
る
仏
道
の
成
就
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
あ
っ
て
仏
道
修
行
が
で

き
な
い
私
た
ち
の
姿
を
み
そ
な
わ
し
て
、
救
い
の
道
を
ご
用
意
し
て
下
さ
っ

た
の
で
す
。
で
す
か
ら
回
向
句
も
、
自
ら
が
仏
事
法
要
を
修
め
た
功
徳
を
他

の
人
々
に
回
向
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

も
っ
と
も
よ
く
読
ま
れ
る
回
向
句
は
、
浄
土
真
宗
七
高
祖
の
一
人
、
善
導

大
師
の
句
「
願
以
此
功
徳 

平
等
施
一
切 

同
発
菩
提
心 

往
生
安
楽
国
」

（
が
ん
に
し
く
ど
く 

び
ょ
う
ど
う
せ
い
っ
さ
い 

ど
う
ほ
つ
ぼ
だ
い
し
ん 

お
う
じ
ょ
う
あ
ん
ら
く
こ
く
）
で
す
。 

 

こ
の
句
の
意
味
を
窺
っ
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
「
此
功
徳
」
と
は
、
名
号
の

功
徳
、
阿
弥
陀
仏
の
人
々
を
救
う
は
た
ら
き
で
す
。
そ
し
て
「
平
等
施
一
切(

平

等
に
一
切
に
施
し)

」
と
は
、
行
者
自
ら
が
修
め
た
功
徳
を
回
向
す
る
こ
と
を

い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
此
の
功
徳
」
を
い
た
だ
い
た
念
仏
者
の
常
行
大

悲
の
す
が
た
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
す
。 

 

常
行
大
悲
と
は
ま
ず
自
ら
が
念
仏
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
の
人
々
に
念
仏

を
勧
め
る
こ
と
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
念
仏
す
る
こ
と(

自
信)

が
、
す
な
わ
ち
他
の
人
々
に
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
に
な
る(

教
人
信)

と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
教
人
信
を
示
し
て
い
る
の
が
、「
平
等
施
一
切
」
の
ご
文
で
す
。

ま
た
「
同
発
菩
提
心 

往
生
安
楽
国
（
同
じ
く
菩
捉
心
を
発
し
て
、
安
楽
国

に
往
生
せ
ん)

」
で
す
が
、
菩
提
心
と
は
他
力
の
信
心
の
こ
と
で
あ
り
、
安
楽

国
と
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
こ
と
で
す
か
ら
、
み
な
と
も
に
信
心
を
い
た
だ

い
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
仏
の
回
向
に
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
と
浄
土
か
ら
還
っ
て
き

て
人
々
を
救
う
活
動
を
す
る
こ
と
の
二
つ
の
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。
さ
と

り
を
開
い
て
仏
に
な
る
。
そ
し
て
仏
と
な
っ
た
か
ら
に
は
、
人
々
と
と
も
に

喜
び
、
悲
し
み
、
ま
た
一
緒
に
苦
労
し
つ
つ
、
人
を
仏
道
に
引
き
入
れ
、
さ

と
り
へ
と
導
く
活
動
を
し
な
け
れ
ば
甲
斐
が
な
い
と
こ
ろ
で
す
。 

そ
の
お
心
を
い
た
だ
き
、
回
向
句
と
し
て
経
典
読
誦
の
最
後
に
お
勤
め
し

て
い
る
の
で
す
。 

（
『
季
刊
せ
い
て
ん
』
六
十
四
号
・
本
願
寺
出
版
社
よ
り
抜
粋
） 

     


