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三
教
老
人
の
序 

①

　

こ
の
三
教
老
人
は
、
碧
巌
録
を

焼
き
尽
く
し
た
大
慧
禅
師
の
派
に

属
す
る
居
士
（
在
家
に
在
っ
て

禅
を
修
行
す
る
人
）
で
、
如に

ょ

如に
ょ

居こ

士じ

顔が
ん

丙ぺ
い

と
云
い
ま
す
。
道
教
・
儒

教
・
佛
教
を
三
教
と
云
い
、
そ
の

三
つ
の
教
え
は
根
本
に
お
い
て
一

つ
、
と
云
う
三
教
一
致
の
禅
を
説

き
ま
す
。

　

し
か
し
道
元
禅
師
は
三
教
一
致

を
「
不
学
の
い
た
り
な
り
」
と
否

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

道
教
は
中
国
固
有
の
宗
教
で
、

不
老
不
死
を
理
想
と
す
る
現
世

で
の
幸
福
を
求
め
ま
す
。
儒
教

は
国
と
い
う
枠
の
中
に
あ
っ
て
、

あ
る
べ
き
人
の
道
を
求
め
ま
す
。

　

佛
教
は
生
死
を
根
底
に
置
い
て

一
切
衆
生
の
成
佛
道
を
願
い
ま

す
。
そ
も
そ
も
誓
願
の
対
象
が

異
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
三
教
老
人
は
こ
の

碧
巌
録
を
ど
う
説
か
れ
て
い
る
で

し
ょ
う
。

【
或
る
ひ
と
問
う
、『
碧
巖
集
』
の

成じ
ょ
う

と
毀き

と
孰い

ず

れ
か
是ぜ

な
る
や
、と
】

　

あ
る
人
が
問
う
た
。碧
巖
集
は
、

圜
悟
禅
師
が
完
成
さ
れ
た
の
と
、

そ
の
高
弟
の
大
慧
禅
師
が
焼
き
捨

て
た
の
と
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の

で
し
ょ
う
か
。

　
「
是
」
と
は
正
し
い
、
良
い
と

い
う
意
味
で
す
。

【
曰
く
、
皆
な
是
な
り
】

　

三
教
老
人
は
、
ど
ち
ら
も
正
し

い
道
筋
だ
と
示
さ
れ
ま
す
。
そ
れ

を
こ
れ
か
ら
参
究
し
て
い
き
ま
す
。

【

東
に
来
た
り
】

　

は
む
き
出
し
の
歯
。齲く

は
虫
歯
。

は
達
磨
大
師
の
事
で
す
。
達

磨
大
師
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
禅

を
伝
え
た
為
に
当
時
の
思
想
家
に

迫
害
を
受
け
て
歯
が
欠
け
て
い
た

と
い
う
伝
説
に
よ
り
、
欠
歯
道
士

と
も
呼
ば
れ
る
そ
う
で
す
。

【
心
印
を
単
伝
し
て
、
文
字
を
立

て
ざ
る
こ
と
は
固

ま
こ
と

な
り
】

　

達
磨
大
師
は
文
字
で
も
言
語
で

も
学
問
で
も
思
想
で
も
な
い
、
こ

の
生
身
の
私
の
実
践
で
あ
る
坐
禅

を
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

心
印
は
佛
心
印
。
佛
道
修
行
の

心
印
、
印
は
印
可
証
明
で
す
が
、

免
許
皆
伝
の
巻
物
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

師
匠
か
ら
弟
子
に
佛
法
が
伝
わ

る
、
つ
ま
り
坐
禅
が
伝
わ
る
。

　
「
禅
」は
梵
語
のdhyāna

、デ
ィ

ヤ
ー
ナ
の
音
訳
で
禅ぜ

ん

那な

と
表
現
さ

れ
ま
す
が
、
も
と
も
と
の
字
義
は

「
天
を
祭
る
祭
儀
」
と
あ
り
、
禅

譲
と
使
い「
天
子
の
位
を
ゆ
ず
る
」

意
味
で
す
。

　

し
か
し
、
字
を
見
る
と
、
示
す

偏
に「
単
」で
す
。
こ
の
旁

つ
く
り

の「
単
」

は「
た
だ
一
つ
、す
べ
て
、ま
こ
と
」

な
ど
の
意
味
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ

こ
そ
独
語
（
独
り
言
）
に
な
り
ま

す
が
、
単
な
る
音
訳
で
は
な
く
、

こ
の
「
単
」
に
こ
そ
大
事
な
働
き

が
あ
り
ま
す
。

　

字
の
通
り
禅
は
「
こ
の
一
人
の

坐
に
佛
様
の
全
て
を
示
す
」修
行
。

師
匠
か
ら
弟
子
に
伝
わ
る
の
は
、

文
字
や
言
句
で
あ
ら
わ
さ
れ
る

個
人
的
な
計
ら
い
で
は
な
く
、

坐
禅
と
い
う
佛
様
を
示
す
生
き

方
で
す
。

　

私
は
嗣
法（
佛
法
を
受
け
嗣
ぐ
）

の
時
に
、
師
匠
よ
り
「
我
々
の
家

風
は
脚
下
照
顧
、
下げ

座ざ

行ぎ
ょ
う

に
徹
す

る
事
」
と
伝
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
し
て
「
瑞
應
寺
に
行
っ
て

本
物
に
成
れ
」
と
。

　

そ
れ
は
「
瑞
應
寺
で
真
実
の
自

己
を
修
行
し
て
来
い
」
と
い
う
事

で
し
た
。

　

と
て
も
本
物
に
成
っ
た
と
は

思
え
ま
せ
ん
が
、
今
瑞
應
寺
で

大
衆
と
の
同
行
同
修
こ
そ
が
、

そ
の
ま
ま
報
恩
行
と
し
て
私
が

師
匠
か
ら
受
け
継
い
だ
脚
下
照

顧
、
下
座
行
の
「
心
印
」
で
す
。

　
「
文
字
を
立
て
ざ
る
」
と
読
み

ま
し
た
が
、「
心
印
」
は
不ふ

立
り
ゅ
う

文も
ん

字じ

が
ピ
ッ
タ
リ
来
ま
す
。

　

不
立
は
一
つ
と
い
う
事
。
文
字

と
一
つ
に
成
る
。葛
藤
そ
の
も
の
。

一
般
に
は
葛
藤
は
迷
い
で
す
が
、

蔦
や
蔓
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
一
つ

に
な
る
、
つ
ま
り
師
匠
と
私
が
一

つ
に
な
る
事
。
師
匠
の
教
え
（
文

字
）
と
私
の
修
行
が
一
つ
に
な
る

事
で
す
。
そ
れ
が
単
伝
で
す
。
普

段
、
私
が
私
が
と
主
張
し
て
い
る

自
我
だ
ら
け
の
自
分
が
、
佛
道
修

行
し
て
い
る
私
に
ま
と
わ
り
つ
か

れ
て
自
我
が
身
動
き
出
来
な
く
な

る
事
で
も
あ
り
ま
す
。

【
而
れ
ど
も
『
血
脈
』『
帰
空
』
の
諸

論
、
果
し
て
誰
か
之
を
為
る
や
】

　

し
か
し
、
こ
の
文
字
を
使
っ
た

「
血
脈
論
」
や
「
帰
空
論
」
は
誰
が

何
の
為
に
作
っ
た
の
か
。
と
い
う

事
で
す
が
、
古
く
か
ら
達
磨
大
師

の
語
録
と
し
て
「
少
室
六
門
」
或

い
は
「
達
磨
大
師
三
論
」
が
有
り

ま
す
。

後 
堂　

門　

原　

信　

典

碧へ

き

巌が

ん

録ろ

く

物も

の

語が
た
り

独ど

く

語ご 

【
十
二
】
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禅
の
た
よ

り

　

禅
学
大
辞
典
に
は
「
血
脈
論
」

は
実
際
に
は
達
磨
大
師
の
名
前
を

借
り
て
撰
述
さ
れ
た
と
あ
り
ま

す
。「
帰
空
論
」
は
不
明
で
し
た
。

【
古
に
「
文
字
に
在
ら
ず
、
文
字

を
離
れ
ず
」
と
謂い

う
は
、
真ま

さ

に
知ち

言げ
ん

な
る
已か

な

】

　

こ
の
不
在
文
字
、
不
離
文
字
で

す
が
、
正

し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

葛か
っ

藤と
う

の
巻
、
景け

い

徳と
く

伝で
ん

灯と
う

録ろ
く

の
「
菩
提
達
磨
章
」
に

は
達
磨
大
師
が
道ど

う

副ふ
く

、
尼に

総そ
う

持じ

、

道ど
う

育い
く

、
慧え

可か

の
四
人
の
弟
子
に
法

を
授
け
る
。つ
ま
り「
心
印
」を「
単

伝
」
す
る
場
面
が
あ
り
「
皮
肉
骨

髄
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
四
人
の
弟
子
達
に

「
汝
吾
が
皮
を
得
た
り
」「
吾
が
肉

を
得
た
り
」「
吾
が
骨
を
得
た
り
」

「
吾
が
髄
を
得
た
り
」
と
宣
言
さ

れ
ま
す
。
普
通
に
読
み
ま
す
と

「
皮
・
肉
・
骨
・
髄
」
と
優
劣
浅

深
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
実
は

そ
れ
ぞ
れ
が
身
体
を
構
成
す
る
重

要
な
部
分
で
あ
り
、
一
つ
一
つ
が

身
体
そ
の
も
の
、
生
命
そ
の
も
の

で
す
。
つ
ま
り
は
四
人
の
弟
子
は

そ
れ
ぞ
れ
達
磨
大
師
の
分
身
な
の

で
す
。

　

達
磨
大
師
が
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
い
よ
い
よ
機
は
熟
し
て
時
が
来

た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
得
た
と
こ
ろ
を

言
っ
て
見
な
さ
い
」
と
。

　

そ
の
時
に
弟
子
の
道
副
が
「
我

が
今
の
所
見
の
如
き
は
、
文
字
を

執
せ
ず
、
文
字
を
離
れ
ず
し
て
、

し
か
も
道ど

う

用ゆ
う

を
な
す
」
と
答
え
、

達
磨
大
師
は
「
汝
、
吾
が
皮
を
得

た
り
」
と
認
め
ら
れ
ま
す
。「
私
の

今
の
修
行
は
、
不
執
文
字
、
不
離

文
字
の
修
行
で
す
、
そ
れ
が
仏
道

の
働
き
（
道
用
）
で
す
」「
知
言
」
は

言
葉
の
真
意
を
知
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
不
執
文
字
、
不
離
文
字

と
あ
り
ま
す
が
、
不
在
文
字
の
出

典
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

道
元
禅
師
が
、
真
実
の
仏
法
を

学
び
に
中
国
に
渡
ら
れ
て
間
も
な

い
頃
、
老
典
座
（
年
老
い
た
調
理

を
さ
れ
る
係
）と
の
問
答
が「
典
座

教
訓
」
に
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師

は
「
い
か
な
る
か
是
れ
文
字
」
と
問

わ
れ
、
老
典
座
は
「
一
二
三
四
五
」

と
答
え
。更
に
禅
師
が
問
い
ま
す
。

「
い
か
な
る
か
是
れ
辦べ

ん

道ど
う

」
す
る

と
「
偏へ

ん

界か
い

か
つ
て
蔵か

く

さ
ず
」
と
答

え
ら
れ
ま
す
。

　

道
元
禅
師
は
仏
道
修
行
に
つ
い

て
問
わ
れ
る
の
で
す
が
、こ
の「
文

字
」
は
道
元
禅
師
が
今
ま
で
学
ん

で
き
た
「
仏
様
の
教
え
」
の
事
。

そ
れ
は
「
一
二
三
四
五
」
つ
ま
り

「
ど
れ
も
こ
れ
も
が
仏
様
の
姿
と

声
」
と
老
典
座
は
答
え
ら
れ
ま
し

た
。「
で
は
仏
道
修
行
と
は
何
で

す
か
」
と
再
問
さ
れ
る
と
「
私
の

生
活
、
私
の
周
り
が
全
て
修
行
し

て
い
る
」と
答
え
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、こ
の
「
文
字
」
を
「
佛
様
」

に
置
き
換
え
て「
佛
様
は
在
ら
ず
、

佛
様
に
執
せ
ず
、佛
様
と
離
れ
ず
」

と
読
め
ば
、
私
の
一
切
の
修
行
、

日
常
の
全
て
の
行
持
が
佛
様
と

一
つ
だ
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
は
と

い
う
特
別
な
佛
様
は
そ
こ
に
存

在
し
な
い
し
、
執
着
も
出
来
ま
せ

ん
。
し
か
し
佛
様
と
は
い
つ
も

一
緒
で
す
。

　

そ
れ
は
私
自
身
が
佛
様
そ
の
も

の
の
道
用
だ
か
ら
で
す
。

　

文
字
の
実
践
こ
そ
が
真
の
文

字
の
働
き
で
あ
り
、
文
字
の
真

意
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
長

ち
ょ
う

慶け
い

慧え

稜
り
ょ
う

禅
師
、

径き
ん

山ざ
ん

涂と

毒ど
く

禅
師
、
倶ぐ

胝て
い

和お

尚し
ょ
う

、
玄げ

ん

沙し
ゃ

山ざ
ん

宗そ
う

一い
ち

大
師
、
更
に
迦か

葉
し
ょ
う

尊そ
ん

者じ
ゃ

、
阿あ

難な
ん

尊そ
ん

者じ
ゃ

の
「
不
立
文
字
」

を
示
さ
れ
ま
す
。 

（
続
く
）

 
 

星
に
願
い
を

　

七
月
と
言
え
ば
七
夕
。
竹
の
葉
に
願

い
事
を
書
い
た
沢
山
の
短
冊
を
掛
け
て

あ
る
の
を
見
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

時
代
を
遡
り
ま
す
と
、
は
る
か
万

葉
集
の
時
代
。
こ
の
頃
七
夕
の
夜
に
、

神
様
に
対
し
て
、
守
護
や
豊
作
を
お

願
い
す
る
た
め
に
川
べ
り
で
機
織
り

を
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
悪
魔
除
け
、

お
祓
い
の
儀
式
と
し
て
も
お
こ
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
祈
り
の
姿

が
七
夕
の
日
に
短
冊
に
お
願
い
事
を

書
い
て
御
祈
願
を
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

私
に
は
、
今
で
も
記
憶
に
残
る
短

冊
が
あ
り
ま
す
。

　

つ
た
な
い
字
で
「
○
○
ち
ゃ
ん
と

○
○
ち
ゃ
ん
が
早
く
仲
直
り
し
ま
す

よ
う
に
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　

小
学
校
の
低
学
年
ぐ
ら
い
の
お

子
様
で
し
ょ
う
か
。
友
達
を
思
う
、

大
変
微
笑
ま
し
い
お
願
い
で
す
。

　

私
は
こ
の
微
笑
ま
し
い
お
願
い

事
に
と
て
も
大
切
な
事
を
気
付
か

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
相
手
の
事
を
思
う
純
粋
な
気

持
ち
を
、
他
を
利
す
る
と
書
い
て
利

他
と
云
い
ま
す
。

　

仏
教
で
は
「
幸
せ
に
生
き
る
。
心

豊
か
に
生
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
先

ず
他
人
の
幸
せ
を
願
う
心
を
育
て
な

さ
い
」
と
教
え
ま
す
。

　

私
た
ち
は
生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
当
た
り
前
の
事
で
す
。

　

し
か
し
、
私
が
生
き
て
い
る
と
云

う
こ
と
が
、
私
は
み
ん
な
と
共
に
生

か
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
と
気
づ
く
こ

と
は
大
変
難
し
い
事
で
す
。

　

皆
様
が
笑
顔
の
絶
え
な
い
日
々
を

送
る
か
、
い
つ
も
顔
を
し
か
め
る

日
々
を
送
る
か
は
、
友
達
同
士
の
仲

直
り
を
願
っ
た
こ
の
子
供
さ
ん
の
よ

う
に
、
ま
ず
他
の
人
の
幸
せ
を
願
う

心
に
掛
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
を
道
元
禅
師
様
は
「
己
れ
未

だ
度
ら
ざ
る
前
に
一
切
衆
生
を
度
さ

ん
と
発
願
し
営
む
な
り
」
と
お
示
し

で
す
。

　

仏
道
修
行
は
難
し
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
「
た
と
い
七
歳
の
女
流
な
り
と
も

即
ち
四
衆
の
導
師
な
り
、
衆
生
の
慈

父
な
り
。」
子
供
の
何
気
な
い
お
願
い

に
気
づ
か
さ
れ
思
わ
ず
手
を
合
わ
せ

ま
し
た
。 

合  

掌　
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（3）　第901号 令和５年８月１日い　ち　ょ　う

瑞
應
寺
夏
安
居
入
制

薫
風
匝
地
鳥
聲
回

薝
蔔
花
香
隔
俗
埃

啓
建
首
楞
厳
勝
会

九
旬
辦
道
禱
無
災

 

監
事　

信
宏　

瑞
應
夏
安
居　

示
諸
兄
弟

佛
国
安
居
養
道
芽

黙
然
端
坐
遠
群
邪

聞
思
修
慧
浄
薫
習

瑞
應
寺
頭
開
百
花

　
　
　

至
祝
至
祷

 

堂
長　

德
存　

夏
安
居

有
縁
転
向
入
叢
林

若
輩
推
揚
覚
意
深

信
念
堅
持
功
徳
種

禅
僧
活
計
覓
安
心

 

首
座　

義
晃　

夏
安
居

安
居
瑞
應
古
僧
堂

得
道
工
夫
暫
叵
忘

知
足
諦
観
空
苦
脳

禅
機
妙
用
法
王
場

 

書
記　

康
稔　

夏
安
居

勤
精
進
訓
也
奇
哉

今
夏
安
居
挙
示
来

百
尺
竿
頭
移
一
歩

錦
心
繍
口
眼
睛
開

 

堂
行　

慧
岳　

尋
師
晩
学
衲
衣
纏

半
歳
安
居
日
月
旋

粥
罷
降
山
流
水
路

謝
恩
佛
國
衆
中
縁

 

愛
知
県　

智
之　

夏
制
中

我
脚
跟
全
夢
不
成

復
回
予
兆
仰
光
明

展
開
覚
悟
惟
如
此

時
得
忘
身
一
道
清

 

鐘
洒　

一
道　

夏
安
居

瞻
仰
同
居
瑞
應
林

参
玄
学
道
得
安
心

須
隨
処
作
主
中
主

六
和
敬
行
慈
意
深

 

鐘
洒　

太
一　

夏
安
居

重
畳
群
蛙
寂
寞
心

千
峯
密
鎖
湿
衣
襟

壁
前
黙
坐
黄
梅
節

雨
季
天
昏
日
暮
侵

 

鐘
洒　

龍
衛　

夏
安
居

佛
國
安
居
離
世
縁

崢
嶸
萬
壑
仰
山
顛

久
修
練
行
境
彌
好

密
密
工
夫
道
念
堅

 

鐘
洒　

多
聞　

夏
安
居

流
水
行
雲
緑
作
陰

因
縁
果
熟
住
叢
林

雖
天
暁
暗
沛
然
甚

欲
訪
宗
門
佛
道
深

 

辦
事　

慈
皓　

詩 
偈



第901号　（4）令和５年８月１日 い　ち　ょ　う

鐘 

声

　
七
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

二　

日　

日
曜
参
禅
会

　
　
　
　

大
慈
通
元
大
和
尚

　
　
　
　
　

小
祥
忌
逮
夜
法
要

三　

日　

大
慈
通
元
大
和
尚

 

小
祥
忌
正
當
法
要

五　

日　

参
玄
会
（
六
日
迄
）

十　

日　

恵
光
忌

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
六
日　

水
施
食

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿　

日　

大
玄
忌

　
　
　
　

首
座
法
戦
式

廿
五
日　

先
住
忌

丗
一
日　

略
布
薩

　
八
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

二　

日　

大
施
食
会

三　

日　

筆
供
養
・
弁
天
大
祭

六　

日　

日
曜
参
禅
会

七　

日　

楞
厳
会
満
散
・  

　
　
　
　
　
　
　

土
地
堂
念
誦

八　

日　

小
参
・
人
事
行
礼

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
六
日　

水
施
食

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日　

略
布
薩

　

先
月
は
先
住
の
大
慈
通
元
大
和
尚

小
祥
忌
法
要
が
あ
り
、
実
に
百
名
近

い
僧
侶
の
方
々
が
ご
来
山
さ
れ
ま
し

た
。
多
く
の
元
安
居
者
の
方
々
に

「
首
座
和
尚
さ
ん
、
頑
張
っ
て
。」
と

親
切
に
も
お
声
か
け
を
頂
き
、
身
が

引
き
締
ま
る
思
い
で
し
た
。
惜
し
く

も
通
元
老
師
が
ご
健
在
の
内
に
修
行

に
身
を
置
く
こ
と
は
適
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
先
日
の
小
祥
忌
法
要
に
随

喜
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
で
、
生
前
の

お
徳
の
深
さ
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が

で
き
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
機
会
に

巡
り
会
わ
せ
て
頂
い
た
の
だ
と
実
感

致
し
ま
し
た
。

　

僧
堂
生
活
に
身
を
置
い
て
初
め
て

迎
え
た
制
中
も
終
わ
り
に
差
し
か

か
っ
て
い
ま
す
が
、
自
分
の
成
長
と

至
ら
な
さ
を
同
時
に
感
じ
る
濃
密
な

期
間
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
制
中
を

通
じ
て
得
た
経
験
の
一
つ
一
つ
自
己

の
成
長
へ
と
昇
華
で
き
る
よ
う
、
改

め
て
自
分
自
身
を
じ
っ
く
り
と
見
つ

め
直
し
て
い
き
、
充
実
し
た
制
中
と

し
て
今
夏
を
締
め
く
く
る
た
め
に

日
々
励
ん
で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

 

今
夏
首
座　

義
晃

■   

当
山
三
十
世 

 
 

　
大
慈
通
元
大
和
尚
小
祥
忌

　

七
月
十
日
（
月
）、
午
后
二
時
よ

り
当
山
三
十
世
大
慈
通
元
大
和
尚

の
小
祥
忌
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。

前
日
の
逮
夜
諷
経
は
門
原
後
堂
、

当
日
の
献
粥
諷
経
は
金
岡
監
録
が

勤
め
、
正
當
諷
経
は
、
広
島
県
三
原

市
宗
光
寺
住
職
、
垣
井
龍
顕
老
師
導

師
の
も
と
厳
修
さ
れ
た
。

　

一
週
間
前
よ
り
元
安
居
者
の
方

に
は
、
法
要
準
備
、
山
内
清
掃
を

始
め
と
し
て
尽
力
頂
き
、
法
要
当

日
に
は
、
僧
俗
合
わ
せ
て
約
百
人

を
超
え
る
随
喜
衆
に
よ
り
、
無
事

報
恩
供
養
を
修
行
し
た
。

■   

法
戦
式

　

今
夏
制
中
、
赤
松
義
晃
士
の
法

戦
式
が
七
月
二
十
日(

木)

に
修
行

さ
れ
、「
永
平
頌
古
・
拈
華
微
笑
之

話
」
に
就
い
て
法
問
を
戦
わ
せ
た
。

当
日
は
、僧
堂
諸
役
寮
師
、梅
花
講
、

和
敬
会
等
随
喜
し
た
。

　

ま
た
、
前
晩
は
門
原
後
堂
に
よ

る
本
則
提
唱
も
行
わ
れ
た
。

■   

恵
光
忌
・
大
玄
忌

　

七
月
十
日
（
月
）、
当
山
元
西
堂
、

橋
本
恵
光
老
師
の
示
寂
忌
正
當
諷

経
を
楠
本
直
録
の
献
供
に
よ
り
、

楞
厳
会
朝
課
罷
に
厳
修
。

　

七
月
二
十
日
（
木
）
に
は
当
山

二
十
九
世
楢
崎
一
光
老
師
の
示
寂

忌
正
當
諷
経
を
門
原
後
堂
の
も
と

厳
修
。

小祥忌法要

集合写真法戦式

小祥忌法要


