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勤
行
の
仕
方

仏
壇
の
前
で
姿
勢
を
正
し
、ご
本
尊
様
を
仰
ぎ
ま
す
。
次
に
、し
ば
ら
く
の
間
、

ゆ
っ
く
り
と
呼
吸
を
整
え
気
持
ち
を
落
ち
つ
か
せ
ま
す
。

ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
灯
し
、
線
香
三
本
に
火
を
つ
け
、
お
迎
え
の
線
香
を
ま
ず

両
端
に
立
て
、
最
後
の
一
本
を
持
ち
、
額
の
前
で
念
じ
て
か
ら
、
両
端
に
立
っ

て
い
る
線
香
の
真
ん
中
に
立
て
ま
す
。
普
段
は
、
一
本
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、

勤
行
の
時
は
、
三
本
立
て
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

日
常
は
、
朝
夕
二
回
お
勤
め
を
し
ま
す
が
、
仕
事
の
都
合
な
ど
で
、
で
き
な

い
時
は
、
朝
か
夕
の
ど
ち
ら
か
一
回
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

こ
の
時
、
リ
ン
を
ま
ず
二
つ
鳴
ら
し
ま
す
。
合
掌
礼
拝
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、

お
経
の
本
を
丁
寧
に
開
い
て
、
ま
た
、
リ
ン
を
三
つ
鳴
ら
し
ま
す
。

お
経
の
本
は
、
経
典
で
あ
り
大
切
な
も
の
で
す
か
ら
、
手
に
持
っ
た
り
、
台

の
上
に
お
い
た
り
し
ま
す
。
そ
の
ま
ま
地
に
置
い
た
り
す
る
場
合
は
、
袱
紗
や

ハ
ン
カ
チ
な
ど
を
下
敷
き
に
し
て
か
ら
置
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

開
経
偈
、懺
悔
文
、三
帰
礼
文
、三
帰
依
文
を
お
唱
え
し
ま
す
。
終
わ
っ
た
ら
、

リ
ン
を
三
つ
鳴
ら
し
て
お
さ
え
、
合
掌
し
て
お
経
の
題
目
「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜

多
心
経
」を
唱
え
て
か
ら
、リ
ン
を
一
つ
鳴
ら
し
て
、お
経
の
本
文
に
う
つ
り
ま
す
。

「
般
若
心
経
」
の
よ
う
に
、音
読
の
お
経
は
、木
魚
が
あ
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

朝
の
お
つ
と
め
は
、①
開
経
偈
②
懺
悔
文
③
三
帰
礼
文
④
三
帰
依
文
⑤
般
若

心
経
⑥
本
尊
回
向
文
⑦
読
経（「
修
証
義
」ま
た
は「
観
音
経
」な
ど
を
読
み
ま
す
）

⑧
普
回
向
⑨
四
弘
誓
願
文
を
読
ん
で
、
最
後
に
合
掌
し
た
ま
ま
三
拝
し
ま
す
。

夕
の
お
つ
と
め
は
、①
開
経
偈
②
懺
悔
文
③
三
帰
礼
文
④
三
帰
依
文
⑤
読
経

⑥
普
回
向
⑦
四
弘
誓
願
文
の
順
で
行
い
ま
す
。

お
つ
と
め
は
、
私
た
ち
の
浄
い
行
い
、
尊
い
行
い
で
す
か
ら
、
毎
日
行
い
た

い
も
の
で
す
。

焼
香
の
仕
方

ご
葬
儀
や
法
事
で
は
刻
み
香
を
使
っ
て
焼
香
が
行
わ
れ
ま
す
。
日
常
使
わ
れ

る
線
香
は
、
長
持
ち
す
る
こ
と
か
ら
お
墓
参
り
な
ど
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
略
式
の
も
の
で
す
。

作
法
で
気
に
な
る
の
が
焼
香
の
回
数
で
す
が
曹
洞
宗
の
場
合
、
焼
香
は
二
回

が
一
般
的
で
す
。
焼
香
の
と
き
は
、
一
回
目
は
主
香
（
し
ゅ
こ
う
）
と
い
い
、

故
人
さ
ま
の
ご
冥
福
を
祈
っ
て
薫
（
く
ん
）
じ
ま
す
。
こ
の
と
き
、
左
手
を
右

手
の
下
に
添
え
る
と
敬
虔
（
け
い
け
ん
）
な
姿
と
な
り
、
一
層
„
念
“
が
こ
も

り
ま
す
。
二
回
目
は
従
香
（
じ
ゅ
う
こ
う
）
と
い
い
、
主
香
が
消
え
な
い
よ
う

に
香
を
加
え
ま
す
。
ご
法
事
な
ど
で
人
数
が
多
い
と
き
は
、
一
回
で
も
か
ま
い

ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
心
を
込
め
て
ご
焼
香
し
て
く
だ
さ
い
。

合
掌

合
掌
の
仕
方
は
、
両
方
の
手
の
ひ
ら
を
ぴ
っ
た
り
と
つ
け
て
、
両
手
の
指
が

自
然
に
合
う
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、
指
が
ゆ
る
ん
だ
り
、
指
と
指
の
間

が
広
が
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
合
わ
せ
た
手
の
位
置
は
、
中
指
の

先
が
鼻
の
高
さ
に
く
る
よ
う
に
し
、
肘
を
や
や
は
り
ぎ
み
に
し
ま
す
。
指
を
下

に
向
け
た
り
、
横
に
倒
す
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
自
然
に
上
を
向
く
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

お
つ
と
め

ふ
く
さ

★■No.20I00233／本社営業諸口
版管理番号23988601／曹洞宗在家聖典
（85×180mm）20.11.18／12：18／田中

★■No.20I00233／本社営業諸口
版管理番号23988601／曹洞宗在家聖典
（85×180mm）20.11.18／12：18／田中

★■No.20I00233／本社営業諸口
版管理番号23988601／曹洞宗在家聖典
（85×180mm）20.11.18／12：18／田中

★★■No.20I00233／本社営業諸口
版管理番号23988601／曹洞宗在家聖典
（85×180mm）20.12.01／16：06／田中

★■No.20I00233／本社営業諸口
版管理番号23988601／曹洞宗在家聖典
（85×180mm）20.11.18／12：18／田中

★■No.20I00233／本社営業諸口
版管理番号23988601／曹洞宗在家聖典
（85×180mm）20.11.18／12：18／田中

P106
~111

109110110111 105

　
　と
す
。

四

　に
は
正
に
良
薬
を
事
と
す
る
は
形
枯
を
療
ぜ
ん

　
　が
為
な
り
。

五

　に
は
成
道
の
為
の
故
に
今
此
の
食
を
受
く
。

（
以
上
唱
え
終
わ
っ
て
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を
取
る
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勤
行
の
仕
方

仏
壇
の
前
で
姿
勢
を
正
し
、ご
本
尊
様
を
仰
ぎ
ま
す
。
次
に
、し
ば
ら
く
の
間
、

ゆ
っ
く
り
と
呼
吸
を
整
え
気
持
ち
を
落
ち
つ
か
せ
ま
す
。

ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
灯
し
、
線
香
三
本
に
火
を
つ
け
、
お
迎
え
の
線
香
を
ま
ず

両
端
に
立
て
、
最
後
の
一
本
を
持
ち
、
額
の
前
で
念
じ
て
か
ら
、
両
端
に
立
っ

て
い
る
線
香
の
真
ん
中
に
立
て
ま
す
。
普
段
は
、
一
本
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、

勤
行
の
時
は
、
三
本
立
て
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

日
常
は
、
朝
夕
二
回
お
勤
め
を
し
ま
す
が
、
仕
事
の
都
合
な
ど
で
、
で
き
な

い
時
は
、
朝
か
夕
の
ど
ち
ら
か
一
回
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

こ
の
時
、
リ
ン
を
ま
ず
二
つ
鳴
ら
し
ま
す
。
合
掌
礼
拝
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、

お
経
の
本
を
丁
寧
に
開
い
て
、
ま
た
、
リ
ン
を
三
つ
鳴
ら
し
ま
す
。

お
経
の
本
は
、
経
典
で
あ
り
大
切
な
も
の
で
す
か
ら
、
手
に
持
っ
た
り
、
台

の
上
に
お
い
た
り
し
ま
す
。
そ
の
ま
ま
地
に
置
い
た
り
す
る
場
合
は
、
袱
紗
や

ハ
ン
カ
チ
な
ど
を
下
敷
き
に
し
て
か
ら
置
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

開
経
偈
、懺
悔
文
、三
帰
礼
文
、三
帰
依
文
を
お
唱
え
し
ま
す
。
終
わ
っ
た
ら
、

リ
ン
を
三
つ
鳴
ら
し
て
お
さ
え
、
合
掌
し
て
お
経
の
題
目
「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜

多
心
経
」を
唱
え
て
か
ら
、リ
ン
を
一
つ
鳴
ら
し
て
、お
経
の
本
文
に
う
つ
り
ま
す
。

「
般
若
心
経
」
の
よ
う
に
、音
読
の
お
経
は
、木
魚
が
あ
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

朝
の
お
つ
と
め
は
、①
開
経
偈
②
懺
悔
文
③
三
帰
礼
文
④
三
帰
依
文
⑤
般
若

心
経
⑥
本
尊
回
向
文
⑦
読
経（「
修
証
義
」ま
た
は「
観
音
経
」な
ど
を
読
み
ま
す
）

⑧
普
回
向
⑨
四
弘
誓
願
文
を
読
ん
で
、
最
後
に
合
掌
し
た
ま
ま
三
拝
し
ま
す
。

夕
の
お
つ
と
め
は
、①
開
経
偈
②
懺
悔
文
③
三
帰
礼
文
④
三
帰
依
文
⑤
読
経

⑥
普
回
向
⑦
四
弘
誓
願
文
の
順
で
行
い
ま
す
。

お
つ
と
め
は
、
私
た
ち
の
浄
い
行
い
、
尊
い
行
い
で
す
か
ら
、
毎
日
行
い
た

い
も
の
で
す
。

焼
香
の
仕
方

ご
葬
儀
や
法
事
で
は
刻
み
香
を
使
っ
て
焼
香
が
行
わ
れ
ま
す
。
日
常
使
わ
れ

る
線
香
は
、
長
持
ち
す
る
こ
と
か
ら
お
墓
参
り
な
ど
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
略
式
の
も
の
で
す
。

作
法
で
気
に
な
る
の
が
焼
香
の
回
数
で
す
が
曹
洞
宗
の
場
合
、
焼
香
は
二
回

が
一
般
的
で
す
。
焼
香
の
と
き
は
、
一
回
目
は
主
香
（
し
ゅ
こ
う
）
と
い
い
、

故
人
さ
ま
の
ご
冥
福
を
祈
っ
て
薫
（
く
ん
）
じ
ま
す
。
こ
の
と
き
、
左
手
を
右

手
の
下
に
添
え
る
と
敬
虔
（
け
い
け
ん
）
な
姿
と
な
り
、
一
層
„
念
“
が
こ
も

り
ま
す
。
二
回
目
は
従
香
（
じ
ゅ
う
こ
う
）
と
い
い
、
主
香
が
消
え
な
い
よ
う

に
香
を
加
え
ま
す
。
ご
法
事
な
ど
で
人
数
が
多
い
と
き
は
、
一
回
で
も
か
ま
い

ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
心
を
込
め
て
ご
焼
香
し
て
く
だ
さ
い
。

合
掌

合
掌
の
仕
方
は
、
両
方
の
手
の
ひ
ら
を
ぴ
っ
た
り
と
つ
け
て
、
両
手
の
指
が

自
然
に
合
う
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、
指
が
ゆ
る
ん
だ
り
、
指
と
指
の
間

が
広
が
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
合
わ
せ
た
手
の
位
置
は
、
中
指
の

先
が
鼻
の
高
さ
に
く
る
よ
う
に
し
、
肘
を
や
や
は
り
ぎ
み
に
し
ま
す
。
指
を
下

に
向
け
た
り
、
横
に
倒
す
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
自
然
に
上
を
向
く
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

お
つ
と
め

ふ
く
さ
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