
　

私
た
ち
は
、
食
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
体
に
必
要
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
栄
養
素
を
と
っ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
口
に
入
れ
た
食

物
を
、
咀
嚼
（
噛
む
）
し
、
嚥

下
（
飲
み
込
む
）
し
、
消
化
管

を
使
っ
て
消
化
・
吸
収
し
て
い

る
の
で
す
。

　

消
化
管
は
口
か
ら
肛
門
ま
で

全
長
約
９
ｍ
の
器
官
で
す
。
口

か
ら
飲
み
込
ん
だ
食
物
は
、
食

道
を
通
り
、
胃
に
入
り
、
さ
ら

に
小
腸
（
十
二
指
腸
、
空
腸
、

回
腸
）
を
通
っ
て
、大
腸
（
結
腸
、

直
腸
）
へ
と
消
化
・
吸
収
さ
れ

な
が
ら
進
み
ま
す
。
大
腸
で
は

腸
内
細
菌
に
よ
る
食
物
繊
維
の

発
酵
、
お
よ
び
一
部
の
栄
養
素

と
水
分
の
吸
収
が
行
わ
れ
、
吸

収
さ
れ
ず
に
残
っ
た
も
の
は
便

と
な
っ
て
排
泄
さ
れ
ま
す
。
腸

内
細
菌
は
小
腸
に
も
す
み
つ
い

て
い
ま
す
が
、
９
割
は
大
腸
に

す
み
つ
い
て
い
ま
す
。

　

腸
内
環
境
と
は
、
主
に
大
腸

の
環
境
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

腸
内
環
境
は
、
腸
内
に
す
む

細
菌
の
種
類
や
バ
ラ
ン
ス
に

よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
健
康
な

人
の
腸
に
は
１
０
０
０
種
類
、

１
０
０
兆
個
以
上
の
腸
内
細
菌

が
生
息
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

腸
内
細
菌
は
、
人
に
と
っ
て

有
用
な
働
き
を
す
る
善
玉
菌
、

人
に
害
を
及
ぼ
す
悪
玉
菌
、
善

玉
菌
と
悪
玉
菌
の
ど
ち
ら
に
も

属
さ
ず
、
優
勢
な
ほ
う
に
味
方

す
る
日
和
見
菌
の
３
つ
に
大
き

く
分
け
ら
れ
ま
す
。

　

腸
内
細
菌
は
菌
種
ご
と
の
塊

と
な
っ
て
、
腸
の
壁
に
隙
間
な

く
び
っ
し
り
と
張
り
付
い
て
い

ま
す
。
こ
の
状
態
が
品
種
ご
と

に
並
ん
で
咲
く
お
花
畑
（flora

）

の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
か
ら
腸

内
フ
ロ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。

　

腸
内
フ
ロ
ー
ラ
の
バ
ラ
ン
ス

は
、
善
玉
菌
２
・
悪
玉
菌
１
・

日
和
見
菌
７
が
理
想
で
す
。
善

玉
菌
に
は
ビ
フ
ィ
ズ
ス
菌
、
乳

酸
菌
、
酵
母
菌
、
麹
菌
な
ど
が

あ
り
、
オ
リ
ゴ
糖
や
食
物
繊
維

を
エ
サ
に
し
て
発
酵
を
促
し
、

乳
酸
や
酢
酸
な
ど
を
つ
く
っ
て
、

腸
内
を
弱
酸
性
に
保
ち
ま
す
。

　

悪
玉
菌
に
は
ブ
ド
ウ
球
菌
、

ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
、
大
腸
菌
（
有

毒
株
）
な
ど
が
あ
り
、
毒
性
物

質
を
つ
く
っ
て
、
腸
内
を
ア
ル

カ
リ
性
に
し
ま
す
。
外
か
ら
侵

入
す
る
悪
玉
菌
の
ほ
と
ん
ど
は

ア
ル
カ
リ
性
の
環
境
を
好
み
ま

院

　長

　山
村

　純
一

 

動
物
と
暮
ら
す

山
村
獣
医
科（
東
久
留
米
市
）

院

　長

　柳
澤 

文
昭

 

「
面
白
い
」と
い
う
こ
と

柳
澤
獣
医
科（
足
立
区
）

「
腸
内
環
境
」を
整
え
、健
康
を
保
つ

近
年
、「
腸
内
環
境
」と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。腸
内
環

境
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。そ
し
て
、腸
内
環
境
を
整
え
る
た
め

に
は
、ど
の
よ
う
な
も
の
を
食
事
に
と
り
入
れ
た
ら
よ
い
の
か
、

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

な
が
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
府
中
）

読
者　コ

ー
ナ
ー

古
寺
め
ぐ
り
（
４
）

―

中
尊
寺―

ち
ゅ
う
そ
ん
じ

仏
教
の
こ
と
ば
（
４
）

ろ
く

は

ら

み
つ

六
波
羅
蜜

健
康
の
基
本
は

	

食
物
摂
取
か
ら

腸
内
細
菌
の
理
想
的
な

バ
ラ
ン
ス
は
２
対
１
対
７
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す
。
し
た
が
っ
て
、
腸
内
の
環

境
が
酸
性
に
維
持
さ
れ
て
い
れ

ば
、
悪
玉
菌
が
腸
内
に
入
っ
て

き
た
と
し
て
も
死
滅
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
善
玉
菌
は

免
疫
機
能
を
高
め
、
感
染
症
か

ら
体
を
守
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
発
が
ん
性
が
あ
る
腐

敗
産
物
の
産
生
を
抑
制
す
る
よ

う
な
環
境
に
腸
内
を
整
え
ま
す
。

ビ
タ
ミ
ン
（
Ｂ１
、Ｂ２
、Ｂ６
、Ｂ
、Ｋ
、

ニ
コ
チ
ン
酸
、
葉
酸
）
の
合
成

と
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

善
玉
菌
が
活
性
化
す
る
と
、

基
礎
代
謝
が
促
進
さ
れ
、
逆
に

悪
玉
菌
が
優
位
に
な
る
と
基
礎

代
謝
量
が
低
下
す
る
と
の
報
告

が
あ
り
ま
す
。

　

日
和
見
菌
に
は
大
腸
菌
（
無

毒
株
）、
連
鎖
球
菌
、
バ
ク
テ
ロ

イ
デ
ス
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
善

玉
菌
、
悪
玉
菌
の
う
ち
、
優
勢

な
ほ
う
と
同
じ
働
き
を
す
る
の

で
、
善
玉
菌
を
増
や
す
こ
と
が

重
要
で
す
。

　

で
は
、
善
玉
菌
を
増
や
し
、

腸
内
環
境
を
整
え
る
に
は
ど
の

よ
う
な
食
生
活
が
好
ま
し
い
の

で
し
ょ
う
か
。
左
の
コ
ラ
ム
を

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

日
々
の
食
生
活
を
見
直
す
こ

と
で
、
腸
内
環
境
を
整
え
、
健

康
維
持
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

12

（
出
展　
『
読
ん
で
役
立
つ
健
康

　
　

情
報
誌　

こ
ま
ど　

N
O

.70

』

 

　
　

株
式
会
社
こ
ま
ど
社
）
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お
釈
迦
様
は
人
生
に
悩
め
る
人
達
に
対
し
お
説
法
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
教
え
は
の
ち
に
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
日
本
へ
と
伝
わ
り
出
家
者
が

正
し
く
教
を
守
り
実
践
し
て
い
け
る
よ
う
に
教
団
を
作
り
規
範
も
で
き
ま

し
た
。今
も
日
本
で
は
修
行
道
場
に
お
い
て
厳
し
く
行
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
主
題
と
し
ま
し
た
六
波
羅
蜜
は
出
家
者
の
み
な
ら
ず
一
般
在
家
の

人
達
に
も
解
り
や
す
く
日
々
の
生
活
で
実
践
で
き
る
よ
う
に
と
作
ら
れ
た

も
の
で
す
。

　

日
本
に
は
春
と
秋
に
お
彼
岸
と
い
う
国
民
的
行
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
四
季
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
日
本
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
る
行
事
で
す
。

　

す
ご
し
や
す
く
、
心
穏
や
か
に
な
れ
る
時
期
を
お
彼
岸
と
し
自
分
自
身

を
正
す
た
め
に
、
お
釈
迦
様
の
教
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
と
六
波
羅
蜜
が
説

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
『
彼
岸
』
と
は
悩
み
苦
し
み
を
超
え
、
や
す
ら
か
な
さ
と
り

の
世
界
と
い
う
意
味
で
す
。

　

さ
と
り
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
少
し
で
も
近
づ
け
る
よ
う
お
彼

岸
に
か
か
わ
ら
ず
思
い
立
っ
た
ら
す
ぐ
に
で
も
実
践
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

先
代
様
は
毎
日
が
お
彼
岸
と
申
し
て
お
り
ま
し
た
。

院

　長

　山
村

　純
一

 

動
物
と
暮
ら
す

山
村
獣
医
科（
東
久
留
米
市
）

院

　長

　柳
澤 

文
昭

 

「
面
白
い
」と
い
う
こ
と

柳
澤
獣
医
科（
足
立
区
）

「
腸
内
環
境
」を
整
え
、健
康
を
保
つ

近
年
、「
腸
内
環
境
」と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。腸
内
環

境
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。そ
し
て
、腸
内
環
境
を
整
え
る
た
め

に
は
、ど
の
よ
う
な
も
の
を
食
事
に
と
り
入
れ
た
ら
よ
い
の
か
、

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

な
が
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
府
中
）

読
者　コ

ー
ナ
ー

古
寺
め
ぐ
り
（
４
）

―

中
尊
寺―

ち
ゅ
う
そ
ん
じ

仏
教
の
こ
と
ば
（
４
）

ろ
く

は

ら

み
つ

六
波
羅
蜜

◎
六
波
羅
蜜

当山本堂に掲げられています
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一
華
五
葉
開

禅
宗
の
開
祖
達
磨
の
こ
と
ば
と
言
わ
れ
て
い
る
。

正
法（
正
し
い
教
え
）が
開
か
れ
る
と
、

世
の
中
に
広
ま
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
す
。

実
際
、後
に
禅
宗
は
五
派
に
分
か
れ
隆
盛
を
な
し
た
。

柳
瀬
有
禅

大
正
五
年
生
ま
れ
　宮
崎
県
高
千
穂
出
身

昭
和
二
十
五
年
に
奥
多
摩
の
是
々
庵
加
藤
耕
山
の
室
に
入
る

三
十
八
年
に
是
々
庵
の
印
記
を
受
け
る

皎
圓
寺
住
職・法
燈
禅
林
師
家
　平
成
七
年
遷
化

※
法
燈
禅
林
は
現
在
も
慈
恵
院
雲
水
の
修
行
道
場
と
さ
せ
て

　い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

鑑

　賞３
／
11

３
／
12

7
／
9
・

４
／
1
・
15
・

５
／
13
・
27

29

30

３
／
３

３
／
６

５
／
２

５
／
５

３
／
18

３
／
24

３
／
21

４
／
５

４
／
20

４
／
８

５
／
６

５
／
21

３
／
18

３
／
24

３
／
26

４
／
16

7
／
31

（
入
り
）〜

（
明
け
）

 

13
時

 

13
時

 

13
時

 

13
時

 

13
時

 

13
時

４
／
２

３
／
21 

10
時
、 

13
時

午
後
１
時

４
／
30

５
／
21  

７
時
45
分

５
／
28

ご
う
　
た
ん
　
え

春
ご
よ
み

５ 月 （皐月） ４ 月 （卯月） ３ 月 （弥生）

当

　山

　行

　事

歳

　時

　記

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
春
彼
岸

●
春
彼
岸
法
要
（
本
堂
）（
足
立
別
院
）

●
月
例
法
要
（
竹
生
苑
）（
足
立
別
院
）

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
降
誕
会
法
要（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要
（
竹
生
苑
）（
足
立
別
院
）

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要
（
竹
生
苑
）（
足
立
別
院
）

　
上
巳
の
節
句

　 （
ひ
な
祭
り
）

　
啓
蟄

　
春
彼
岸
入
り

　
春
分

　 （
春
彼
岸
中
日
）

　
春
彼
岸
明
け

　
清
明

　
釈
尊
降
誕
会

　
穀
雨

　
八
十
八
夜

　
端
午
の
節
句

　
立
夏

　
小
満

け
い
ち
つ

せ
い
め
い

り
っ
か

た
ん
ご

せ
っ
く

じ
ょ
う
し
せ
っ
く

し
ょ
う
ま
ん

こ
く 

う

さつき うづき やよい

相
手
の
こ
と
を
思
い
自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
見
返
り

を
求
め
な
い
で
与
え
る
こ
と
。

金
品
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
や
さ
し
い
言
葉
を
か
け
て
あ

げ
る
こ
と
も
、
困
っ
て
い
る
人
に
手
を
さ
し
の
べ
る
こ
と

な
ど
も
そ
う
で
す
。

悪
い
こ
と
を
し
な
い
。
こ
れ
は
仏
教
者
の
基
本
で
す
。
自

分
で
戒い

ま
し

め
を
持
つ
こ
と
で
す
。

耐
え
忍
ぶ
こ
と
。
相
手
か
ら
攻
撃
さ
れ
て
も
反
撃
し
た
り
、

仕
返
し
し
た
り
せ
ず
、
じ
っ
と
耐
え
る
こ
と
で
す
。

邪
心
を
持
た
ず
に
正
し
き
こ
と
に
勇
気
を
持
っ
て
努
力
す

る
こ
と
で
す
。

精
神
を
落
ち
つ
か
せ
、
安
定
し
た
心
の
状
態
。
周
り
に
振

り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
常
に
平
常
の
心
を
持
つ
こ
と
で

す
。

こ
の
智
慧
は
一
般
的
な
勉
強
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。布
施
か
ら
始
ま
る
五
つ
の
波
羅
蜜
を
し
っ

か
り
と
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
体
感
的
な
も

の
で
す
。

布ふ

せ施
…

持じ
か
い戒

…

忍に
ん
に
く辱

…

精し
ょ
う
じ
ん進

…

禅ぜ
ん
じ
ょ
う定
…

智ち

え慧
…

こ
の
六
波
羅
蜜
が
仏
教
思
想
を
知
る
う
え
で
基
本
と
な
る
教
え
で
す
。
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新
し
い
年
の
始
め
に
仏
様

の
教
え
を
守
り
自
分
自
身
の

歩
み
を
正
し
修
し
て
い
こ
う

と
の
誓
い
を
こ
め
て
つ
と
め

る
年ね

ん
と
う頭
の
祈き
が
ん願
法ほ
う
よ
う要
で
す
。

　

昨
年
秋
、
新
本
堂
が
出
来

上
が
り
長
い
こ
と
休
止
し
て

お
り
ま
し
た
大だ

い
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う
て
ん

般
若
経
典
の

転て
ん
ど
く読
を
復
活
さ
せ
て
、
よ
り

充
実
し
た
も
の
と
な
り
ま

し
た
。

大般若経典を転読している様子 （１月１日）
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