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写真：五体投地（展具三拝）の様子 
 



三
拝
、
九
拝
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

調
べ
ま
す
と
「
何
度
も
頭
を
下
げ
て

頼
む
こ
と
。
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
に 

し
て
頼
む
こ
と
。
」と
あ
り
ま
す
。 

た
だ
し
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉

と
し
て
の
三
拝
、
九
拝
は
、 

「
三
拝
、
九
拝
し
て
や
っ
と
承
知
し
て

も
ら
え
た
。
」
と
い
う
具
合
に
、
頼
む

こ
と
の
多
く
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
し
か
し
、
本
来
の
三
拝
、
九
拝

は
も
っ
と
次
元
の
高
い
宗
教
的
な
も

の
な
の
で
す
。
皆
さ
ん
は
ど
ん
な
気

持
ち
の
時
、
頭
が
下
が
り
ま
す
か
？

ど
ん
な
状
況
の
時
、
拝
む
と
い
う 

動
作
を
な
さ
い
ま
す
か
？ 

何
と
い
っ
て
も 

あ
り
が
た
い
な
あ…

 

と
感
じ
た
と
き
頭
を
下
げ
、
あ
る
い

は
手
を
合
わ
せ
拝
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。

「
あ
り
が
と
う
。
」
と
、
言
う
言
葉
が

口
を
継
い
で
出
る
の
も
こ
の
時
で
す
。 

三
拝
と
は
三
回
拝
む
こ
と
、
九
拝
と

は
三
拝
を
三
度
、
つ
ま
り
九
回
拝
む

こ
と
で
す
。 

  

仏
教
で
は
こ
の
何
度
も
拝
む
、 

お
拝
を
す
る
こ
と
が
大
切
な
項
目
と

な
っ
て
お
り
、
特
に
禅
宗
で
は
丁
寧

に
こ
れ
を
行
い
ま
す
。 

五
体
投
地
と
言
い
ま
し
て
、 

両
肘
、
両
膝
、
そ
れ
に
額
を
地
に
つ

け
て
、
深
々
と
お
拝
を
し
ま
す
が 

こ
れ
を
一
回
行
え
ば
一
拝
、 

三
回
行
え
ば
三
拝
、
九
回
行
え
ば 

九
拝
と
な
る
わ
け
で
す
。 

禅
寺
の
坊
さ
ん
は
つ
ね
に
こ
の
三
拝

九
拝
を
も
っ
て
仏
様
に
ご
挨
拶
を
し
、

感
謝
の
誠
を
捧
げ
て
お
り
ま
す
。 

勿
論
、
仏
様
ば
か
り
で
な
く
私
た
ち 

を
と
り
ま
く
す
べ
て
の
も
の
に
感
謝 

三 

拝 

、
九 

拝  

あ
り
が
と
う 



し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
り
が

た
い
と
思
う
心
が
今
日
の
幸
せ
。 

「
あ
り
が
と
う
と
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

言
う
よ
う
に
。
」
と
い
う
言
う
標
語

が
あ
り
ま
す
。
本
当
の
三
拝
九
拝
は

お
拝
を
さ
れ
る
方
も
、
す
る
方
も
そ

の
ま
ま
仏
で
あ
り
、
お
悟
り
の
姿 

そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

拝
む
か
ら
こ
れ
こ
れ
を
し
て
く
れ
。

と
い
う
よ
う
な
取
引
的
な
三
拝 

九
拝
で
な
く
本
来
の
三
拝
九
拝
を

常
に
行
っ
て
い
れ
ば
感
謝
の
花
が 

咲
き
乱
れ
、
こ
の
世
は
極
楽
と
感
じ

る
で
し
ょ
う
。 

極
楽
に
不
幸
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

余
談
で
す
が
、
私
が
若
い
頃
の
三
拝

と
は
南
無
帰
依
仏
。
南
無
帰
依
法
。

南
無
帰
依
僧
。
と
念
じ
て
拝
を
す
る
。

と
い
う
よ
う
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

以
前
、
信
徒
さ
ん
が
、
お
宅
の
寺
に

お
参
り
し
た
ら
「
な
ん
か
風
呂
敷
み

た
い
な
も
の
を
出
し
て
転
が
り
ま
わ
っ

て
み
え
た
け
ど
、
ど
ん
な
意
味
が
あ

る
の
？
」と
言
わ
れ 

「
風
呂
敷
で
は
な
く
、
あ
れ
は
お
拝 

を
す
る
と
き
に
敷
く
座
具
と
い
う
も

の
で
、
あ
の
お
拝
と
い
う
の
が
丁
寧
な

ご
挨
拶
な
の
で
す
。
」
と
、
申
し
上
げ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

頭
陀
袋
に
関
す
る 

読
者
様
か
ら
の
お
便
り
紹
介 

台
風
、
無
事
通
過
。
ほ
っ
と
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
度
の「
奥
飛
騨
巡
礼
」 

参
拝
の
折
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
一
緒
に
読
経
し
て
く
だ
さ

っ
た
和
尚
様
、
私
一
人
の
た
め
に
申

し
訳
な
く
、
ま
た
大
変
あ
り
が
た
く

お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

甲
府
の
実
家
の「
梅
も
ぎ
」
（
今
年
は

四
百
キ
ロ
）
が
終
了
す
る
七
月
中
旬

に
友
人
と
車
で
巡
拝
し
今
年
は
六
年

目
、
三
泊
四
日
で
駿
河
、
江
戸
、 

甲
斐
、
越
後
、
信
濃
と
観
音
霊
場
を

参
拝
し
て
回
り
ま
し
た
。 

住
職
合
掌 



来
年
の
夏
は
北
陸
巡
礼
が
楽
し
み
で

す
。
私
事
な
が
ら
こ
の
六
月
、「
チ
ベ

ッ
ト
」
を
尋
ね
ま
し
た
の
で
私
の 

つ
た
な
い
メ
モ
と
写
真
を
同
封
致
し

ま
し
た
。
よ
け
れ
ば
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

和
尚
様
の
御
親
切
心
よ
り
御
礼 

申
し
上
げ
ま
す
。 

神
奈
川
県
大
和
市 

 

雨
宮 

武 

様 

 
 

 
 

 

（平
成
二
十
七
年 

七
月
） 

 

秋
の
彼
岸
法
要
に
つ
い
て 

今
年
の
お
盆
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
皆

様
に
は
大
変
ご
心
配
を
お
か
け
し
ま

し
た
。
岡
本
盆
（
８
月
31
日
・
９
月
１

日
）
を
残
し
て
無
事
終
わ
り
ま
し
た
。 

や
は
り
お
盆
は
ご
先
祖
様
を
お
迎
え

し
、
各
家
庭
で
ご
供
養
す
る
と
い
う

習
慣
は
残
し
て 

ゆ
き
た
い
も
の
で
す
。 

さ
て
秋
の
お
彼
岸
法
要
を
今
年
も

計
画
い
た
し
ま
し
た
。
皆
様
ご
多
用

中
の
と
こ
ろ
恐
縮
な
が
ら
ご
参
詣
く

だ
さ
る
よ
う
ご
案
内
致
し
ま
す
。 

な
お
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
法
要
を 

延
期
ま
た
は
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
い

よ
う
な
事
態
が
発
生
し
ま
し
た
ら 

市
内
の
寺
院
様
の
動
静
を
見
な
が
ら

判
断
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

ご
理
解
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

- 

秋
の
彼
岸
法
要
ご
案
内 - 

＊
歴
代
和
尚
報
恩
法
要 

＊
檀
信
徒
様
祠
堂
（永
代
経
）法
要 

●
日  

時
：
９
月
21
日
（月
）秋
分
の
日 

 
 

 
 

 
 

 

午
前
10
時
30
分
～ 

●
と
こ
ろ
：恩
林
寺
本
堂 

●
法 

話
：
住
職 

終
了
後
、
斎
座
（昼
食
）
を 

準
備
し
て
お
り
ま
す
。 

          

 

小
僧
さ
ん
の
僧
談
事
は 

紙
面
都
合
に
よ
り 

今
号
は
休
止
致
し
ま
す
。 

ご
了
承
く
だ
さ
い
。 


