
日
常
の
家
庭

の
食
事
で
は
、

お
か
ず
が
洋
風

や
中
華
風
で
も
、

ご
は
ん
や
み
そ

汁
を
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
が
多

い
。
ご
は
ん
に

み
そ
汁
、
そ
れ

に
主
菜
一
品
と

副
菜
二
品
と
い

う
献
立
を
一
汁

三
菜
と
い
う
。

無
理
な
く
作
れ
、

い
ろ
い
ろ
な
食

品
を
バ
ラ
ン
ス
良

く
と
る
に
は
て
き

し
た
形
式
で
す
。

食
卓
の
整
え
方
を

知
っ
て
お
く
と
献

立
も
考
え
や
す
い
。

一
、
ご
は
ん
が
左

側

二
、
汁
も
の

が
右
側

三
、
お

か
ず
の
主
菜
が
ご

は
ん
の
奥
に

四
、

副
菜
の
う
ち
ボ
リ
ュ
ー

ム
の
あ
る
方
が
み

そ
汁
の
奥
に
な
る
。

も
う
一
品
の
小
鉢

も
の
や
五
、
漬
物

な
ど
の
副
菜
は
、

こ
の
四
つ
の
中
心
、

つ
ま
り
ご
は
ん
、

み
そ
汁
の
中
間
よ

り
少
し
奥
に
置
く
。

こ
の
形
が

原
則
だ
が
、

主
菜
が
刺

し
身
の
よ

う
な
と
き

は
、
主
菜

と
副
菜
の

位
置
が
替

わ
っ
て
み
そ
汁
の

奥
に
並
べ
る
の
が

決
ま
り
、
刺
し
身

に
し
ょ
う
ゆ
な
ど

の
つ
け
汁
を
つ
け

る
の
に
、
こ
の
方

が
食
べ
や
す
い
か

ら
だ
ろ
う
。

ご
は
ん
や
み
そ

汁
の
置
き
方
も
わ

か
ら
な
い
人
が
増

え
て
い
る
が
、
こ

の
位
置
を
覚
え
て

し
ま
う
と
主
菜
に

は
肉
や
魚
な
ど
を
、

副
菜
に
は
豆
や
海

藻
を
と
い
う
よ
う

に
、
献
立
を
か
ん

が
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
健
康
を

考
え
た
食
べ
方
を

す
る
の
に
も
よ
い

形
式
で
す
。
お
か

ず
と
ご
は
ん
や
み

そ
汁
を
交
互
に
食

べ
て
、
淡
白
な
ご

は
ん
で
口
直
し
を

す
る
と
お
か
ず
の

味
も
わ
か
る
し
、

ご
は
ん
の
満
腹
感

で
お
か
ず
の
取
り

過
ぎ
、
ひ
い
て
は

脂
肪
の
取
り
過
ぎ

も
避
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
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仏さまのお膳の並べ方

次
は
何
の

話
か
な
？
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１ ４

発
行
所

普
門
山

林
泉
寺

三
戸
町
斗
内
字

寺
牛
25

〇
一
七
九

二
五
ー
二
八
五
〇

啓
誠

正 月 号

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

皆
さ
ま
の
ご
多
幸
と
ご
繁
栄
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上

げ
ま
す
。

昨
年
も
政
治
や
経
済
な
ど
で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
起
こ

り
、
社
会
の
混
迷
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
よ
う
に
思
え
ま

す
。
多
く
の
方
々
が
、
先
行
き
に
不
安
を
感
じ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？

人
は
誰
し
も
、
先
の
こ
と
を
考
え
る
と
不
安
に
な
り
ま

す
。
未
来
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
が
当
た
り
前
だ
か
ら
で

す
。古
い
仏
教
の
こ
と
ば
に
「過
ぎ
去
れ
る
を
追
う
こ
と
な

か
れ

い
ま
だ
来
た
ら
ざ
る
を
念
う
事
な
か
れ
」
（
一
夜

お
も

賢
者
の
偈
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
過
ぎ
て
し
ま
っ
た

こ
と
、
ま
だ
来
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
思
う
の

は
、悩
み
、苦
し
み
の
も
と
な
の
で
す
。

禅
に
は
、「日
日
是
好
日
」と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。

に
ち
に
ち
こ
れ
こ
う
に
ち

あ
れ
こ
れ
思
い
悩
む
こ
と
な
く
、
一
日
一
日
の
出
来
事

を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
、一
生
懸
命
に
暮

ら
す
。す
る
と
、日
々
が
か
け
が
え
の
な
い
「好
き
日
」と
な

よ

る
の
で
す
。

毎
日
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
れ
ば
、
毎
月
が
、
毎

年
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
り
、
生
き
る
こ
と
が
か
け

が
え
の
な
い
も
の
と
な
り
ま
す
。
新
年
を
迎
え
、
こ
の
一
年

を
よ
り
良
く
生
き
る
た
め
に
も
「日
日
是
好
日
」の
気
持

ち
で
暮
ら
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

平
成
二
十
八
年

元
旦普

門
山

林
泉
寺
住
職

飯
原
啓
誠

三 猿

古 来 か ら 伝 わ る 三 猿 は 自 分 の 都 合 の 悪 い 事

や 、人 の 欠 点 を む や み に 見 た り 、 話 し た り 、 聞 い

た り し な い よ う に 戒 め る

ご
法
事
な
ど
の
時
、
仏
さ
ま
の
お
膳
の

配
置
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
若
い
女
の
方

か
ら
聞
か
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

今
は
御
霊
膳
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
の

食
事
の
際
、
食
器
の
位
置
に
あ
ま
り
気
を

つ
け
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。

わ
た
し
が
子
供
の
こ
ろ
、
飯
台
の
上
に

は
、
銘
々
の
ご
飯
ち
ゃ
わ
ん
、
汁
わ
ん
、

は
し
な
ど
が
人
数
分
、
き
ち
ん
と
用
意
し

て
あ
っ
て
お
か
ず
な
ど
準
備
が
で
き
次
第

ご
飯
、
み
そ
汁
等
を
よ
そ
っ
て
い
た
だ
い

た
も
の
で
し
た
。

そ
し
て
、
順
番
に
右
回
り
と
か
、
左
回

り
と
か
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
べ
方
を
し
た

も
の
で
し
た
。

次
の
説
明
の
ご
は
ん
と
汁
は
、
各
地
方

の
慣
習
、
そ
の
時
の
仏
事
の
内
容
に
よ
っ

て
違
い
が
あ
り
ま
す
。
あ
し
か
ら
ず
・
・
・
。

主 菜・副 菜
小 鉢

ごはん・汁もの

ご
馳
走
と
は
何
だ
ろ
う

食
の
源
に
感
謝
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

※

ご
祈
祷
を
申
し
込
み
の
方
は
、
お
札
を
取
り
に
来
て
下
さ
い
。
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シ
ー
ン
と
静
ま
り

か
え
っ
た
ざ
ぜ
ん
堂
。

さ
っ
き
ま
で
の
、
お

し
ゃ
べ
り
し
た
り
、

走
り
回
っ
た
り
し
て

い
た
の
が
一
変
し
て
、

坐
蒲
（
坐
禅
の
時
に

ざ

ふ

使
う
、
ま
ん
じ
ゅ
う

の
様
な
坐
蒲
団
）
に

足
を
組
ん
で
き
ち
ん

と
座
っ
て
い
ま
す
。

平
成
27
年
10
月
27

日

当
寺
に
於
い
て
、

斗
川
児
童
館
の
児
童

19
名
、
引
率
館
長
さ

ん
と
２
人
の
先
生
に

よ
る
坐
禅
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

朝
の
元
気
の
良
い
挨
拶
と
と
も

に
本
堂
に
入
り
、
般
若
心
経
を
唱

え
、
「
ざ
ぜ
ん
が
が
う
ま
く
で
き

ま
す
よ
う
に
・
・
・
。
」
と
焼
香

し
て
、
お
し
ゃ
か
様
に
お
願
い
を

致
し
ま
し
た
。

本
来
は
、
一
炷
と
い
っ
て
短
寸

い
っ
ち
ゅ
う

の
線
香
が
一
本
な
く
な
る
約
40
分

間
座
る
の
で
す
が
、
子
供
な
の
で
、

10
分
間
を
2
回
に
し
ま
し
た
。
さ

す
が
に
2
回
目
は
上
手
に
な
り
ま

し
た
。
帰
り
に
は
、
「
た
の
し
か
っ

た
ネ
、
ま
た
や
り
た
い
ネ
。
」
と

い
う
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
。

昔
、
あ
る
老
師
が
「
禅
と
は
ど

う
い
う
も
の
で
す
か
」
と
い
う
質

問
に
こ
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
あ

な
た
と
私
が
真
剣
を
構
え
て
向
き

合
っ
て
い
る
と
し
ま
す
。
あ
な
た

が
全
力
で
打
ち
込
ん
で
く
る
刀
を
、

私
が
全
力
で
受
け
止
め
る
。
そ
の

瞬
間
で
す
」
と
。
言
い
換
え
て
み

れ
ば
「
今
、
こ
の
時
」
を
真
剣
で

立
ち
合
う
よ
う
な
心
構
え
で
い
き

て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
を
実
践
し
て
い
く
禅
の
修
行

と
は
、
現
実
と
か
け
離
れ
た
も
の

な
の
で
し
ょ
う
か
？
。
決
し
て
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
本
山
總
持
寺
の
瑩
山
紹
瑾
さ

そ

う

じ

じ

け
い
ざ
ん
じ
ょ
う
き
ん

ま
は
、
と
ら
わ
れ
や
、
か
た
よ
り

の
な
い
日
常
を
生
き
る
こ
と
こ
そ

が
禅
の
大
道
で
あ
り
（
平
常
心
是

道
）
、
お
茶
を
飲
む
時
は
一
生
懸

命
に
お
茶
を
飲
み
、
ご
飯
を
食
べ

る
時
は
ひ
た
す
ら
に
ご
飯
を
食
べ

る
（
茶
に
逢
う
て
は
茶
を
喫
し
、

さ

お

さ

き
っ

飯
に
逢
う
て
は
飯
を
喫
す
）
と
お

は
ん

お

は
ん

き
っ

示
し
に
な
り
、
日
常
生
活
を
お
い

て
他
に
禅
の
修
行
は
あ
り
得
な
い
、

と
説
か
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
日
常
の
暮
ら
し
の
中
の

一
つ
一
つ
の
事
柄
を
ひ
た
す
ら
に

丁
寧
に
生
き
て
い
く
、
と
い
う
事

に
他
な
り
ま
せ
ん
。

あ
た
り
ま
え
の
事
を
見
過
ご
し

て
し
ま
い
が
ち
な
事
を
よ
く
見
つ

め
て
、
二
度
と
来
な
い
「
今
、
こ

の
時
」
を
真
剣
勝
負
で
生
き
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

今
、
目
の
前
に
何
が
見
え
ま
す

か
？
何
が
あ
り
ま
す
か
？

さ
あ
、
ま
ず
は
一
服
。

平
常
心
是
道
！

と
し
よ
り
を

す
て
る
お
き
て

さ
あ
ー
、
さ
い
ご
の
、
な
ん
も
ん

を
、
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
？

４

王
さ
ま
は
、
ま
え
の
二
つ
の
、

む
つ
か
し
い
も
ん
だ
い
を

と
い

て
、
国
の
な
ん
ぎ
を

す
く
っ
て

く
れ
た
大
臣
を
よ
ん
で
、
た
の
み

ま
し
た
。
「
こ
ん
ど
の

神
さ
ま

の
も
ん
だ
い
に
、
こ
た
え
ら
れ
る

の
は
、
お
ま
え
し
か
な
い
の
だ
。

こ
の
国
と
、
わ
し
を
た
す
け
る
と

お
も
っ
て
、
よ
く
か
ん
が
え
て
く

れ
な
い
か
。
」
大
臣
に
も
、
て
ん

で
、
わ
け
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
「
は
い
、
か
ん
が
え
て
み

る
こ
と
に
し
ま
す
。
」
と
こ
た
え

ま
し
た
。
そ
し
て
大
臣
は
、
家
へ

か
え
り
ま
す
と
、
い
つ
も
の
よ
う

に
、
父
親
に
、
そ
の
は
な
し
を
し

ま
し
た
。
す
る
と
、
父
親
は
、

「
な
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
よ
、
そ

の
丸
太
を
、
水
に
う
か
べ
て
み
る

が
よ
い
、
す
こ
し
し
ず
む
方
が
、

根
の
方
で
、
す
こ
し
う
く
方
が
、

末
の
方
だ
よ
。
」
大
臣
は
、
よ
ろ

こ
ん
で
、
そ
の
こ
と
を

王
さ
ま

に
つ
た
え
ま
し
た
。
王
さ
ま
か
ら

こ
た
え
を
き
い
た
、
天
の
神
さ
ま

は
、
た
い
へ
ん
よ
ろ
こ
ん
で
、

「
こ
の
国
に
は
、
な
か
な
か
ち
え

の
あ
る
、
り
っ
ぱ
な
人
た
ち
が
い

る
、
や
く
そ
く
ど
お
り
、
こ
れ
か

ら
の
ち
、
こ
ま
っ
た
こ
と
が
、
お

こ
ら
な
い
よ
う
に
、
よ
く
ま
も
っ

て
あ
げ
る
か
ら
、
あ
ん
し
ん
す
る

が
よ
い
。
」
と
い
い
ま
し
た
。

王
さ
ま
は
じ
め
み
ん
な
は
、
お

お
よ
ろ
こ
び
を
い
た
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た

の
も
、
三
つ
の
む
つ
か
し
い
も
ん

だ
い
を
、
と
い
て
く
れ
た
、
大
臣

の
す
ぐ
れ
た
ち
え
の
お
か
げ
だ
と

い
っ
て
、
く
ち
ぐ
ち
に
大
臣
を
ほ

め
た
た
え
ま
し
た
。

５

み
ん
な
の
こ
え
を
き
い
て
、
王

さ
ま
も
、
大
臣
に
い
い
ま
し
た
。

「
そ
の
通
り
だ
。
み
ん
な
、
お
ま

え
の

ち
か
ら
に
よ
る
も
の
だ
。

お
ま
え
の
、
の
ぞ
み
ど
お
り
の

ほ
う
び
を

と
ら
せ
る
か
ら
、
な

ん
な
り
と
、
も
う
す
が
よ
い
。
」

大
臣
は
、
い
い
ま
し
た
。
「
わ
た

し
は
、
な
に
も
、
ほ
し
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
た
っ
た
ひ
と
つ

だ
け
、
お
ね
が
い
が
あ
り
ま
す
。
」

「
ど
ん
な
こ
と
か
、
い
っ
て
み
る

が
よ
い
。
」
「
は
い
、
そ
れ
は
、

七
十
に
な
っ
た

と
し
よ
り
は
、

と
お
い
と
こ
ろ
へ

す
て
る
と
い

う
こ
の
国
の
お
き
て
を
、
き
ょ
う

か
ぎ
り
や
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
、

い
う
こ
と
で
す
。
」
「
そ
れ
は
ま

た
、
ど
う
し
た
わ
け
な
の
か
。
」

と
王
さ
ま
は
、
ふ
し
ぎ
そ
う
に

き
き
ま
し
た
。
「
は
い
、
な
に
も

か
も
、
も
う
し
あ
げ
ま
す
。
じ
つ

は
、
わ
た
し
の
父
親
は
、
七
十
に

な
り
ま
し
た
が
、
子
と
し
て
、
と

て
も
す
て
る
き
に
な
れ
ず
、
家
の

下
の
地
面
を
ほ
っ
て
、
部
屋
を
つ

く
り
、
そ
こ
に
、
か
く
ま
っ
て
お

り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
ん
ど

の
神
さ
ま
の
、
む
つ
か
し
い
も
ん

だ
い
を

と
い
た
の
は
、
わ
た
し

の
ち
え
で
は
な
く
、
み
ん
な
、
父

親
か
ら
、
お
し
え
て
も
ら
っ
た
の

で
す
。
と
し
よ
り
と
い
う
も
の
は
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
、
よ
く
し
っ

て
い
る
も
の
で
、
こ
ん
ど
の
こ
と

も
、
父
親
の
ち
え
を
か
り
な
か
っ

た
ら
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
る

と
こ
ろ
で
し
た
。
お
き
て
を
、
や

ぶ
っ
て
い
た
、
わ
た
し
の
つ
み
を
、

お
ゆ
る
し
い
た
だ
き
た
い
と
と
も

に
こ
の
お
き
て
を
、
き
ょ
う
か
ぎ

り
、
や
め
に
し
て
い
た
だ
き
、
み

ん
な
で
、
と
し
よ
り
を
、
だ
い
じ

に
し
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
」
大

臣
の
い
う
こ
と
を
じ
っ
と
き
い
て

い
た
王
さ
ま
は
、
う
れ
し
そ
う
に

う
な
ず
い
て
、
「
よ
く
い
っ
て
く

れ
た
、
そ
の
と
お
り
だ
。
」
と
い

い
ま
す
と
、
そ
の
ば
で
、
「
き
ょ

う
か
ぎ
り
、
わ
る
い

お
き
て
は

と
り
け
し
に
す
る
。
い
や
、
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
い
、
親
や

と
し

よ
り
を

う
や
ま
い

た
い
せ
つ

に
し
な
い
も
の
が
お
れ
ば

お
も

い
ば
つ
を
く
わ
え
る
こ
と
に
す
る
。
」

と
、
と
り
き
め
ま
し
た
。
そ
れ
を

き
き
ま
す
と
、
大
臣
は
、
「
さ
っ

そ
く
に

き
き
と
ど
け
て

い
た

だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ち
ょ
っ
と
、
い
そ
ぐ
よ
う
じ

が
で
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
、

お
い
と
ま
い
た
し
ま
す
。
」
と
、

い
う
な
り
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て

い
る
、
み
ん
な
の
な
か
を
、
す
り

ぬ
け
る
よ
う
に
し
て
、
で
て
い
き

ま
し
た
。
ど
う
し
た
と
い
う
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
す
。
と
し
よ
り
を

す
て
る
、
国
の
お
き
て
が
、
な
く

な
っ
た
の
で
、
家
の
下
の
部
屋
で
、

き
ゅ
う
く
つ
に
く
ら
し
て
い
る
父

親
を
、
い
っ
と
き
も
は
や
く
、
そ

と
へ
だ
し
て
や
り
た
く
て
、
な
ら

な
か
っ
た
に
、
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
。

大
臣
は
、
い
き
せ
き
き
っ

て
、
家
の
方
へ
、
と
ん
で
か
え
り

ま
し
た
。
と
さ
、

ど
っ
と
は
ら
い
。

よ
く
聞
く
「
姥
捨
て
山
」
と
い

う

ば

す

う
民
話
で
す
。
こ
れ
に
は
大
き
く

「
枝
折
り
型
」
と
「
難
題
型
」
の

え

だ

お

が
た

な
ん
だ
い
が
た

二
つ
に
分
け
ら
れ
、
こ
の
話
は
、

「
難
題
型
」
で
、
口
減
ら
し
な
ど

の
為
に
高
齢
の
親
を
山
に
捨
て
る

こ
と
と
な
っ
た
息
子
と
親
の
物
語

で
あ
る
。

こ
の
物
語
は
イ
ン
ド
に
起
源
が

有
り
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も

古
く
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
、
日

本
で
は
枕
草
子
に
「
蟻
通
明
神
の

あ
り
ど
お
し
み
ょ
う
じ
ん

縁
起
」
と
し
て
記
述
が
あ
り
、
か

え

ん

ぎ

な
り
古
い
時
代
に
成
立
し
た
物
語

で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
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３ ２

仏
典
童
話

緊
張
と
静
け
さ
の
な
か
で
・・・

ー
斗
川
児
童
館
の
み
な
さ
ん

ー

しゅぎょうは きびしいなーッ！

ー 林泉寺 ざぜん会 ー

おはようございまーす！
よろしくおねがいしまーす！

せいざして般若心経を唱え
一心におねがいをしています。

坐蒲にまっすぐ座っています。
姿勢が良いです。

厳しい指導？拓郎副住職が
姿勢を直しているところです。

ち
ょ
こ
っ
と

い
い
話


