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真
言
宗
豊
山
派
第
三
十
四
世
管
長

総
本
山
長
谷
寺
第
八
十
八
世
化
主

浅
井
侃
雄

あ
さ

い

か
ん

ゆ
う

自
身
の
中
に
も

　
　仏
に
な
る
た
め
の
心
が
あ
る

—

新
年
、あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
は
、健
や
か
に
新
年
を
迎
え
ら
れ

ま
し
た
こ
と
、謹
ん
で
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
は
、弘
法
大
師
御
生
誕
一
二
五
〇
年
の
記
念
の
年

で
す
。豊
山
派
で
は
こ
れ
を
祝
し
、令
和
4
年
6
月
15
日

に
、総
本
山
長
谷
寺
の
御み

影え

堂ど
う

に
お
い
て
総そ

う

登と
う

嶺れ
い

開か
い

白び
ゃ
く

法ほ
う

要よ
う
を
行
い
ま
し
た
。こ
の
法
要
の
日
か
ら
、今
年
の
大
晦
日
、

12
月
31
日
を
結け
ち

願が
ん

と
す
る
記
念
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
の
団
体
参
拝
や
各
支
所
の
総
登
嶺
な
ど

で
、ぜ
ひ
と
も
長
谷
寺
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

　
そ
し
て
お
参
り
の
際
に
は
、十
一
面
観
音
さ
ま
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
本
堂（
観
音
堂
）は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、そ
の
先
に

あ
る
、お
大
師
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い
る
御
影
堂
に
も
ご
参

拝
く
だ
さ
い
。お
大
師
さ
ま
と
も
深
い
縁
を
結
ん
で
い
た

だ
く
こ
と
、こ
れ
が
私
の
一
番
の
願
い
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り
、残
念
な
が

ら
長
谷
寺
に
参
拝
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
檀
信
徒
さ
ま
も

多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、平
安
時
代
以
降
、全
国
の
皆
さ
ま

が
遠
く
か
ら
長
谷
寺
の
観
音
さ
ま
や
お
大
師
さ
ま
を
念
じ
、

信
仰
を
続
け
て
き
ま
し
た
。直
接
足
を
運
べ
な
く
と
も
、長

谷
寺
の
観
音
信
仰
、そ
し
て
お
大
師
さ
ま
へ
の
信
仰
を
大

事
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

—

私
は
、長
谷
寺
の
山
内
に
あ
る
慈じ

眼げ
ん

院い
ん

と
い
う
場
所

に
住
ん
で
い
ま
す
。朝
起
き
て
ま
ず
行
う
の
は
、慈
眼
院
の

本
尊
で
あ
る
十
一
面
観
音
さ
ま
へ
の
お
つ
と
め
で
す
。朝

食
後
に
は
、大
講
堂
の
本
尊
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
前
で
修

法
す
る
の
が
日
課
で
す
。時
々
は
山
内
を
周
り
、諸
堂
の
参

拝
も
い
た
し
ま
す
。山
の
自
然
に
四
季
の
移
ろ
い
を
体
感

す
る
こ
と
は
、こ
の
上
な
い
喜
び
で
す
。長
谷
寺
に
住
む
と

い
う
こ
と
は
、仏
さ
ま
と
生
き
る
こ
と
で
す
が
、そ
れ
に
加

え
て
、自
然
と
共
に
生
き
る
の
は
、実
に
素
晴
ら
し
い
で
す
。

　
本
山
で
の
日
常
生
活
で
は
、筆
を
と
り
、書
き
物
を
す
る

こ
と
に
時
間
を
費
や
し
て
い
ま
す
。書
く
も
の
は
色
紙
や
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半は
ん
切せ

つ
な
ど
、皆
さ
ま
に
差
し
上
げ
る
記
念
品
で
す
。さ
ま
ざ
ま

な
も
の
に
揮き

毫ご
う
し
、落ら

っ
款か

ん
を
押
し
、一
人
で
作
り
上
げ
て
い
ま

す
。受
け
取
っ
て
頂
い
た
方
々
に
喜
ん
で
頂
く
の
が
、何
よ
り

の
喜
び
で
す
。正
直
、一
年
で
何
百
も
の
染せ
ん

筆び
つ

を
残
す
の
は
大

変
で
す
が
、大
事
な
仕
事
だ
と
、一
枚
一
枚
、丁
寧
に
書
い
て

い
ま
す
。

　
色
紙
に
し
た
た
め
た「
佛ぶ
っ
心し

ん

」は
、漢
字
二
文
字
で
書
く
と

難
し
く
見
え
ま
す
が
、「
仏
さ
ま
の
心
」と
い
う
意
味
で
す
。仏

さ
ま
の
心
と
は
、如
来
や
菩
薩
さ
ま
の
心
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。我
々
自
身
の
中
に
も
、仏
に
な
る
た
め
の
心
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。そ
し
て
誰
も
が
、自
分
の
中
の「
仏
さ
ま

の
心
」に
気
付
け
ば
、仏
さ
ま
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う

こ
と
で
す
。も
っ
と
も
、そ
れ
が
一
番
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
す
が
、皆
さ
ま
も
ご
自
身
の
中
の「
佛
心
」を
み
つ
け
て
い

た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

—

最
後
に
な
り
ま
す
が
、最
近
で
は
、毎
年
の
よ
う
に
気
候

変
動
の
影
響
を
疑
う
よ
う
な
災
害
が
続
い
て
お
り
ま
す
。今

年
は
ど
う
か
災
害
の
な
い
、穏
や
か
な
一
年
で
あ
っ
て
欲
し

い
と
思
い
ま
す
。ま
た
、世
界
で
起
き
て
い
る
争
い
や
、コ
ロ

ナ
禍
が
一
日
も
早
く
収
束
し
て
、人
と
人
と
の
関
係
が
以
前

の
よ
う
な
お
互
い
を
思
い
や
る
気
持
ち
に
戻
り
、平
安
な
世

の
中
に
な
る
こ
と
を
、心
よ
り
願
っ
て
お
り
ま
す
。

総登嶺開白法要の様子
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弘法大師に学ぶ

この度亡妻の
十三回忌をするつもりですが、
丸十二年もたっての法事、

どんな心持ちで臨んだらよいでしょうか？

【相談】

平
井
宥
慶

第1回

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院 

前
院
長

大
正
大
学
名
誉
教
授
／
東
京 

常
泉
院
住
職

【
回
答
者
】

現代の悩みにお大師さまの教えでお答えするコーナーです

誕
生
日
は
忘
れ
て
も
、命
日
は
忘
れ

な
い
も
の
で
す
。
と
も
に
歩
み
し
奥
さ

ま
と
の
別
れ
、大
師
は「
去
り
易
く
留
ま

り
難
き
は
恩
愛
の
香か

ん
ばし
き
中
な
り
」（
大

師
の
言
）と
、と
も
に
歩
ん
だ
情
愛
の

日
々
は
、愛
の
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
早

う
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
も
の
で
す
、と
。大
師
も
た
く
さ
ん

の
法
事
を
引
き
受
け
て
お
り
ま
す
。
そ

の
と
き
唱
え
た
表
白
文（
願
い
表
明
）が

残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
を
ヒ
ン

ト
に
頂
き
ま
し
ょ
う
。

さ
て
法
事
は
、そ
の
奥
さ
ま
と
再
び

邂か
い

逅こ
う

す
る
機
会
、こ
れ
が
ま
ず
法
事
を

す
る
第
一
の
授
か
り
ご
と
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
だ
い
た
い
に
法
事
を
催
す
に

は
、今
日
の
明
日
に
出
来
る
も
の
で
は

な
く
、一
年
前
、い
や
二
年
く
ら
い
前
か

ら
も
う
心
が
け
て
お
か
ね
ば
執
行
で
き

な
い
も
の
で
す
。私
の
経
験（
私
の
場
合

は
母
で
し
た
が
）か
ら
申
せ
ば
、そ
の
間

じ
ゅ
う
、傍
に
奥
さ
ま
が
居
る
ご
と
き
思

い
に
浸
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
ま

さ
に
邂
逅
で
す
。

 　
そ
し
て
大
師
は「
病
患
の
怨あ

だ

を
墔く

だ

き
、

身
を
全
う
す
る
を
得
ん
が
為
に
」と
指

摘
し
ま
す
。 

若
し
病や

ま
い

に
よ
っ
て
奥
さ
ま

を
失
っ
た
と
す
れ
ば
、そ
の
病
を
恨
む

こ
と
に
想
い
が
至
る
こ
と
に
も
な
り
ま

し
ょ
う
が
、今
過
ぎ
去
っ
た
丸
十
二
年

と
い
う〝
現
実
〟を
確
実
に
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い〝
命
日
の
今
日
〟に
立
ち
、

こ
れ
ま
で〝
生
き
て
来
ら
れ
た
十
二
年
〟

と
い
う〝
現
実
〟に
想
い
を
及
ぼ
す
こ
と

に
よ
っ
て「
身
を
全
く
す
る
」、今
日
ま

で
と
同
じ
よ
う
に
明
日
か
ら
も
歩
も
う

と
す
る
自
分
を
リ
セ
ッ
ト
出
来
る
、明

日
か
ら
も
生
き
ね
ば
な
ら
な
い「
元
気
」

を
頂
け
る
、こ
れ
が
第
二
の
幸
い
ご
と

で
す
。

こ
の
リ
セ
ッ
ト〝
元
気
〟は
、こ
れ
か

ら
何
か
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
悪
し
き

事
ど
も
に
も
果
敢
に
立
ち
向
か
え
る〝
元

気
〟、言
う
な
れ
ば
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い

出
さ
れ
た
奥
さ
ま
と
乗
り
越
え
て
き
た

日
々
と
い
う
思
い
出
に
繋
が
り
ま
し
ょ

う
。
あ
の
と
き
切
り
抜
け
ら
れ
た
の
だ

か
ら
、亡
き
妻
に
見
守
ら
れ
て
い
る
い

ま
切
り
抜
け
ら
れ
な
い
は
ず
が
な
い
、

と
い
う
確
信
の
元
気
で
す
。大
師
は「
未

来
に
悪
趣
を
脱ま

ぬ
がれ

て
、解
脱
の
身
を
得

ん
が
為
に
」と
。わ
た
し
等
凡
人
は〝
解

脱
〟と
ま
で
は
言
え
な
い
ま
で
も
、何ど

な
た方

に
で
も
見
ら
れ
る〝
元
気
〟な
ら
ば
、理

解
で
き
ま
す
。

リ
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
暫し

ば
し
立
ち
止
ま

り
若
干
の
物
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
が
可

能
、と
い
う
こ
と
は
、平
た
く
言
え
ば

人
生
の
反は

ん
省し

ょ
う、こ

れ
は
少
々
で
も
人
格

の
発
展
を
期
す
こ
と
が
可
能
、と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
亡
き
奥
さ

ま
の
お
陰
で
人
身
向
上
が
み
と
め
ら
れ

る
、こ
れ
は
第
三
の
ご
利り

益や
く

と
い
え
ま

し
ょ
う
。

以
上「
一
切
の
三
宝
に
供
養
す
る
」。

〝
供
養
す
る
〟と
は
、瞬
時
お
の
れ
を

無
に
す
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

ら
を
妻
と
と
も
に
仏
さ
ま
と
ご
先
祖

さ
ま
に
ま
で
無
の
心
で
お
祈
り
す
る
、

そ・

の・

と・

き・

自・

ら・

の・

生・

を・

授・

け・

て・

く・

れ・

た・

母
、父
に
そ
し
て
先
祖
に
感
謝
の
気

持
ち
が
湧
く
、の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
世
に
生
き
る
こ
と
で
、好
き

な
音
楽
に
浸
る
こ
と
が
出
来
た
、お
酒

の
好
き
な
人
は
お
酒
を
、芝
居
の
好
き

な
人
は
あ
ら
ゆ
る
舞
台
が
臨の

ぞ

け
ら
れ

た
、旅
に
情
熱
を
傾
け
る
人
は
世
界
を

回
る
こ
と
が
〜
〜
、よ
く
ぞ
産
ん
で
く

れ
た
と
つ
く
づ
く
思
う
こ
と
と
存
じ

ま
す
。
こ
れ
に
気
付
け
る
こ
と
が
第
四

の
ご
利
益
、と
申
せ
ま
す
。

世
の
中
、争
い
ご
と
無
く
、平
々
凡
々

と
過
ご
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
、こ
れ
に

越
し
た
こ
と
は
な
い
と
心
得
ま
す
。
で

も
、明
日
は
ど
う
な
る
か
、は
誰
に
も
予

測
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も〝
明
日
〟は

き
ま
す
。
そ
れ
で
わ
た
く
し
達
に
何
が

出
来
る
の
か
を
考
え
た
と
き
に
、無む

窮き
ゅ
う

の
神
仏
に〝
今
〟の
瞬
間
だ
け
で
も
至
心

の
気
持
を
捧
げ
る
、こ
と
、そ
こ
か
ら
安

寧
の
心
持
ち
を
頂
け
れ
ば
、こ
れ
も
第

五
の
ご
利
益
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

か
く
て
法
事
は「
二
所
の
御
霊
等
の

為
に
資
し
奉

た
て
ま
つ

ら
む
」と
。
身
内
の
ご
法

事
は
あ
の
世
の
御み

霊た
ま

が
大
変
喜
ぶ
こ
と

で
も
あ
り
、と
。こ
れ
を
想
像
す
る
こ
と

の
で
き
る
人
は
、こ
の
世
で
の
存
在
が

周
囲
か
ら
信
用
さ
れ
、人
格
ま
す
ま
す

大
き
く
み
ら
れ
る
、と
い
う
の
で
す
。こ

れ
ぞ
第
六
の
功
徳
で
す
。

真ま

心ご
こ
ろ

を
以
て
法
事
執
行
、真
心
は
地

球
よ
り
も
重
い
、ひ
と
さ
ま
に
解
っ
て

も
ら
え
る
の
は
、せ
い
ぜ
い
当
日
の
御

も
て
な
し
、出
来
る
範
囲
で
即
時
実
行
、

が
肝
要
で
す
。
あ
ら
た
め
て
亡
き
人
の

ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
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げ
ん
じ
ょ
う

「
三
蔵
法
師
」冒険小説に登場する僧といえば……

―
 

玄
奘 ―

仏
教
は
じ
め
て

ヒ
ス
ト
リ
ー

第 10 回

た
こ
と
か
ら
、国
の
法
律
に
そ
む
く
許

さ
れ
な
い
出
国
で
す
。

灼し
ゃ
く

熱ね
つ

の
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
を
進

み
、極
寒
の
天て

ん

山ざ
ん

山
脈
を
越
え
る
な

ど
、命
を
か
け
た
旅
が
続
き
ま
し
た
。

幸
い
に
も
無
事
に
イ
ン
ド
へ
着
い
た

玄
奘
は
、仏
教
学
の
最
高
峰
と
さ
れ

る
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
寺
に
留
ま
り
ま
す
。

仏
教
の
本
場
で
本
格
的
な
学
び
の
場

を
得
た
玄
奘
は
、抜
群
の
語
学
力
を

駆
使
し
、異
国
の
僧
で
あ
り
な
が
ら
僧

院
の
第
一
人
者
に
な
り
ま
し
た
。

学
を
お
さ
め
た
玄
奘
は
、膨ぼ

う

大だ
い

な

経
典
を
た
ず
さ
え
て
帰
路
に
つ
き
ま

す
。
絶
大
な
信
頼
を
寄
せ
る
イ
ン
ド

の
ハ
ル
シ
ャ
王
は
、護
衛
を
付
け
て
く

れ
ま
し
た
。
往
復
6
万
キ
ロ
の
旅
の

末
、17
年
の
歳
月
を
経
て
、玄
奘
は
唐

の
都
の
長ち

ょ
う

安あ
ん

へ
と
戻
り
ま
す
。
太た
い

宗そ
う

孫そ
ん

悟ご

空く
う

が
活
躍
す
る『
西さ
い

遊ゆ
う

記き

』。

そ
こ
に
登
場
す
る
の
が
、三さ

ん

蔵ぞ
う

法ほ
う

師し

で
す
。そ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
は
、

中
国
が
唐と

う

と
呼
ば
れ
た
時
代
に
多
く

の
経
典
を
翻
訳
し
た
玄げ

ん

奘じ
ょ
う（
6
0
2

～
6
6
4
）で
し
た
。

『
西
遊
記
』の
三
蔵
法
師
を
、わ
が
国

の
ド
ラ
マ
で
演
じ
た
の
は
、夏
目
雅
子

さ
ん
、宮
沢
り
え
さ
ん
、深
津
絵
里
さ

ん
で
す
。そ
の
せ
い
か
、玄
奘
も
ま
た

清
楚
で
華き

ゃ

奢し
ゃ

だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、実
際
は
身
長
2
メ
ー
ト
ル
の
大

男
で
し
た
。
屈
強
な
体
と
不
屈
の
精

神
の
持
ち
主
だ
か
ら
こ
そ
、歴
史
に
名

を
残
し
た
の
で
す
。

27
歳
の
玄
奘
は
、仏
教
の
さ
ま
ざ

ま
な
疑
問
を
解
く
た
め
、イ
ン
ド
へ
旅

立
ち
ま
し
た
。
鎖
国
の
時
代
で
あ
っ

皇
帝
は
、玄
奘
の
輝
か
し
い
業
績
に

感
嘆
し
、密
出
国
の
罪
を
問
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

玄
奘
は
、イ
ン
ド
の
仏
典
を
、次
々

に
中
国
語
に
翻
訳
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
数
は
、な
ん
と
1
3
3
5
巻
に

の
ぼ
り
ま
し
た
。
わ
が
国
で
最
も
読

ま
れ
て
い
る『
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う

』や
、大
音

声
で
唱
え
る
こ
と
で
知
ら
れ
る『
大だ

い
般は
ん

若に
ゃ

経き
ょ
う

』6
0
0
巻
は
、と
も
に
玄
奘
が

訳
し
た
も
の
で
す
。

教
え
が
説
か
れ
た「
経き

ょ
う

」、戒
律
を

ま
と
め
た「
律り

つ

」、経
や
律
を
注
釈
し

た「
論ろ

ん

」。
そ
の
三
つ
に
精
通
し
た
僧

を
、三
蔵
法
師
と
言
い
ま
す
。三
蔵
法

師
は
尊
称
で
あ
り
、特
定
の
人
物
を

指
す
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

多
く
の
三
蔵
法
師
の
な
か
で
、玄

奘
の
功
績
は
群
を
抜
い
て
お
り
、そ
の

史
実
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、娯
楽
の
要

素
を
た
っ
ぷ
り
加
え
て
で
き
た
の
が

『
西
遊
記
』で
す
。中
国
に
限
ら
ず
、広

く
ア
ジ
ア
の
人
々
に
親
し
ま
れ
た
三

蔵
法
師
は
、玄
奘
が
最
初
で
最
後
で

し
た
。い
ま
で
は
、三
蔵
法
師
が
、玄

奘
の
代
名
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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