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腹
籠
り
の
聖
教 

  

今
年
も
梅
雨
の
季
節
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。
ジ
メ
ジ
メ
し
て
身
体
的
に

は
不
快
な
梅
雨
で
す
が
、
雨
の
日
に

ゆ
っ
く
り
と
本
を
読
み
な
が
ら
家
で

過
ご
す
と
い
う
の
も
な
か
な
か
い
い

も
の
で
す
。 

い
ま
は
本
屋
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
好
き
な
本
が
買
え
ま
す
が
、
印
刷

技
術
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
時
代

に
は
本
は
と
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ

っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。 仏

教
で
い
え
ば
特
に
教
え
の
要
が

書
い
て
あ
る
よ
う
な
大
切
な
書
物
は

信
頼
で
き
る
門
弟
に
し
か
書
写
を
許

さ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
れ
は
そ
れ
は
貴
重
な
も
の
で

し
た
。 

  

い
ま
か
ら
五
五
〇
年
ほ
ど
前
の
こ

と
で
す
。
本
願
寺
第
八
代
の
蓮
如
上

人
が
吉
崎
御
坊
（
現
在
の
福
井
県
）

に
お
ら
れ
た
こ
ろ
。 

あ
る
日
、
吉
崎
御
坊
で
火
事
が
起

き
た
の
で
す
。
ま
た
た
く
間
に
火
は

燃
え
広
が
り
、
堂
宇
に
い
た
者
た
ち

は
皆
、
急
い
で
外
へ
と
逃
げ
だ
し
ま

し
た
。 

蓮
如
上
人
は
大
切
な
『
教
行
信
証
』

だ
け
は
火
か
ら
守
ろ
う
と
持
ち
出
し

て
逃
げ
た
の
で
す
が
、
六
巻
の
う
ち

「
証
巻
」
だ
け
を
中
に
置
い
て
き
た

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。 

〝
こ
れ
は
一
大
事
！
大
切
な
『
教

行
信
証
』
が
燃
え
て
し
ま
う
〟
と
火

の
中
を
戻
ろ
う
と
す
る
の
で
す
が
、

火
の
勢
い
は
凄
ま
じ
く
と
て
も
中
に

は
入
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
に
蓮
如

上
人
に
仕
え
て
い
た
本
光
房
了
顕
が

頭
か
ら
水
を
か
ぶ
り
、
さ
っ
と
火
の

中
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

し
か
し
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
了

顕
は
戻
っ
て
き
ま
せ
ん
。
や
が
て
鎮

火
し
、
そ
の
焼
け
跡
か
ら
黒
焦
げ
の

了
顕
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。 

そ
の
姿
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
腹

の
中
に
何
か
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
『
教

行
信
証
』「
証
巻
」
が
腹
の
中
に
納
め

て
あ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
了
顕

は
迫
り
く
る
火
の
中
で
自
分
の
腹
を

割
り
、
そ
の
中
に
「
証
巻
」
を
納
め

て
火
か
ら
守
っ
た
の
で
す
。 

 

現
代
な
ら
ば
、
燃
え
て
し
ま
っ
て

も
、
も
う
一
度
刷
り
直
せ
ば
一
件
落

着
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
当
時
は
『
教
行
信
証
』

が
燃
え
て
し
ま
っ
た
ら
「
教
え
」
が

後
世
に
残
ら
な
く
な
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。
了
顕
は
命
と
ひ
き
か
え
に

「
教
え
」
を
守
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
話
は
「
腹
籠
り
の
聖
教
」「
血

染
め
の
聖
教
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。 

現
在
、
東
本
願
寺
か
ら
出
版
さ
れ

て
い
る
「
真
宗
聖
典
」
や
「
勤
行
集
」

の
表
紙
は
赤
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
も
こ
の
逸
話
が
由
来
に
な
っ
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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〇
来
る
７
月
18
日
（
火
）
午
後
２
時

よ
り
、
名
古
屋
を
中
心
に
活
動
し
て

い
る
落
語
家
、
登
龍
亭
獅
鉄
さ
ん
の

落
語
会
を
上
宮
寺
本
堂
で
行
い
ま

す
。
席
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

も
し
ご
希
望
が
あ
れ
ば
お
早
目
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。 

  

○
上
宮
寺
八
事
墓
地
に
お
墓
が
あ
る

方
に
は
今
年
度
の
管
理
費
納
入
の
お

願
い
を
近
々
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

        

 

 

 

 

 

 

【
雑
感
】 

昨
年
春
に
首
の
後
ろ
に
で
き
も
の

が
で
き
て
炎
症
を
起
こ
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
切
開
し
て
膿
を
出
し
た
の

で
す
が
、
医
師
か
ら
は
「
ま
た
大
き

く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
約
一
年
、
ま

た
大
き
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
「
粉
瘤
」
と
い
う
そ
う
で
、

手
術
で
取
り
切
っ
て
し
ま
わ
な
い
と

治
ら
な
い
と
の
こ
と
。
そ
こ
で
あ
ま

り
大
き
く
な
ら
な
い
う
ち
に
取
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
手
術
と
い
っ
て
も

局
部
麻
酔
で
20
分
ぐ
ら
い
の
も
の
。

し
か
し
、
い
く
ら
簡
単
な
手
術
と
は

い
え
緊
張
し
ま
し
た
。
で
き
れ
ば
あ

の
緊
張
感
は
も
う
味
わ
い
た
く
な
い

で
す
ね
。 

 
 
 
 
 

（
住
職
） 
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７
月
18
日
（
火
）
14
時
開
演 

上
宮
寺
本
堂
に
て 

限
定
15
席 

ひ
と
り
五
〇
〇
円 

申
込
は
上
宮
寺
ま
で
。 

  
 

     

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 

真
宗
大
谷
派
の
燭
台
は
鶴
亀
の

形
を
し
て
い
る
の
が
正
式
で
す
。 

 
 

鶴
と
亀
は
「
鶴
は
千
年
、
亀
は
万

年
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
長
寿
を
象

徴
し
ま
す
。
こ
れ
を
用
い
て
仏
様
の

「
無
量
寿
（
限
り
な
い
い
の
ち
）
の

は
た
ら
き
」
を
表
し
て
い
る
と
い
わ

れ
ま
す
。 

ま
た
、
鶴
の
足
は
長
く
、
亀
の
足

は
短
い
。
長
短
と
も
に
兼
ね
備
え
、

ど
ち
ら
に
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
な

く
そ
れ
ぞ
れ
が
尊
ば
れ
る
世
界
が

仏
様
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
表
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。 

◆
行
事
案
内 


