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第
十
九
則
「
倶ぐ

胝て
い

一い
っ

指し

頭と
う

」
寐み

語ご

⑧
三さ

ん

界が
い

是こ
れ

道ど
う

場じ
ょ
う

【
評

ひ
ょ
う

唱し
ょ
う

】
山
河
大
地
下
徹
黄
泉
、
万

象
森
羅
上
通
霄
漢
。
且
道
、
是
恁
麼

物
得
恁
麼
奇
怪
。
若
也
識
得
不
消
一

捏
、
若
識
不
得
礙
塞
殺
人
。

　

葬
儀
で
戒
名
を
お
授
け
す
る
時
に

先
ず
「
剃て

い
は
つ髪
の
偈げ

」
を
唱
え
ま
す
。

「
発ほ

っ
し
ん心
の
偈げ

」
と
も
云
い
ま
す
。

『
流る

て
ん転
三さ

ん
が
い
ち
ゅ
う

界
中　

恩お
ん

愛
不ふ

能の
う

断だ
ん　

 

棄き

恩お
ん

入
に
ゅ
う

無む

為い　

真し
ん

実じ
つ

報ほ
う

恩お
ん

者し
ゃ

』

「
三
界
に
流
転
（
迷
う
）
す
る
私
達
に

は
断
ち
難
い
恩
愛
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、そ
の
恩
愛
を
棄
て
て
無
為（
人

の
思
い
を
超
え
た
真
理
）
の
道
に
入

る
事
こ
そ
、
命
を
頂
い
た
事
へ
の
真

実
の
ご
恩
返
し
で
す
」

　

私
達
は
「
三
界
」
と
い
う
迷
い
の

世
界
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
と
云
う

事
で
す
が
、「
三
界
」
は
迷
い
で
は
無

く
「
三
界
」
に
生
き
て
い
る
私
達
人

な（
あ
）い

間
が
流
転
し
迷
う
の
で
す
。
私
は

「
界
」
は
構
成
要
素
、
領
域
を
意
味

す
る
の
で
、
別
々
の
も
の
で
は
な
く

生
命
の
在
り
様
を
三
方
向
か
ら
説
か

れ
た
と
受
け
と
め
ま
す
。
こ
の
世
の

命
あ
る
も
の
全
て
は
生
き
る
本
能

（
欲よ

く

界か
い

）、
物
体
と
し
て
生
き
る
こ
の

身か

ら

だ体
（
色し

き
か
い界
）、
そ
し
て
他
の
生
命

と
共
に
和
合
し
な
が
ら
生
き
る
意
志

（
無む

色し
き

界か
い

）
で
存
在
し
て
い
ま
す
。

施せ

食じ
き

会え

の
供
養
の
対
象
と
な
る
「
三さ

ん

界が
い

萬ば
ん

霊れ
い

」
は
人
間
を
も
含
む
、
生
命

あ
る
全
て
の
存
在
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
最
近
の
科
学
番
組
を
見
る

と
、
人
間
な
ど
の
哺
乳
類
を
始
め
動

物
だ
け
で
は
な
く
、
植
物
で
さ
え
も

細
胞
に
至
る
ま
で
全
て
が
本
能
を
超

え
て
和
合
す
る
意
志
を
明
確
に
持
っ

て
、
お
互
い
が
生
か
し
生
か
さ
れ
て

生
き
て
い
ま
す
。
和
合
で
す
が
「
四し

大だ
い

仮け

和わ

合ご
う

」
と
云
い
「
参さ

ん

同ど
う
か
い契
」
と
云

う
お
経
に
は
、「
地ち

は
堅け

ん
ご固
、
水
は
潤

う
る
お

い
、火ひ

は
熱ね

っ

し
、風か

ぜ

は
動ど

う
よ
う揺
」
と
あ
り
、

地ち

（
固
ま
る
）
水す

い

（
潤
い
）
火か

（
熱
）

風ふ
う

（
動
く
）
こ
の
「
四
大
」
と
云
う

相あ
い
は
ん反
す
る
働
き
が
仮
に
和
合
し
て
、

こ
の
世
の
中
の
生
物
、
無
生
物
の
全

て
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
生
と

死
も
別
々
で
は
無
く
、
生
の
裏
側
に

は
必
ず
死
が
あ
る
の
で
す
。

　

欲
望
に
従
っ
て
の
み
生
き
て
い
る

「
私
」が
、こ
の
身
体
で「
生し

ょ
う
じ死
は
佛

ほ
と
け

の
お

ん
命
」
と
い
う「
無
為
の
真
実
」に
従
っ

て
生
き
る
事
を
発
心
す
る
の
で
す
。

　

道
元
禅
師
の
学が

く

道ど
う

用よ
う
じ
ん
し
ゅ
う

心
集
に
は

「
見み

ず
や
、小

し
ょ
う

虫
ち
ゅ
う

畜ち
く

類る
い

の
、其そ

の
子こ

を

養よ
う
い
く育
す
る
や
、
身し

ん

心じ
ん

艱か
ん

難な
ん

し
、
経け

い

営え
い

苦く

心し
ん

し
て
畢

ひ
っ
き
ょ
う竟
長ち

ょ
う
よ
う養
す
れ
ど
も
、父ふ

母ぼ

に
お
い
て
は
終つ

い

に
益や

く

な
き
こ
と
を
。

然し

か而
あ
れ
ど
も
子
を
念お

も

う
慈
悲
、
少

し
ょ
う

物も
つ

す
ら
尚な

お
然

か
く
の
ご
と

く
な
る
は
、
自

お
の
ず
か

ら

諸し
ょ
ぶ
つ佛

の
衆

し
ゅ
じ
ょ
う生

を
念お

も

い
た
ま
う
に
似
た

り
」
と
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
が
小

さ
な
虫
、
畜
類
と
云
わ
れ
る
動
物
に

ま
で
も
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
驚
き
ま
す
。
み
佛
様
の
立
場
か
ら

言
え
ば
、
全
て
の
生
命
に
対
す
る
慈

悲
心
は
「
つ
い
に
益
無
き
こ
と
」
何

の
為た

め

に
も
な
ら
な
い
無
為
、
無
条
件
、

無
報
酬
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
人
間

は
欲
望
が
強
い
の
で
執
着
心
も
強
く

な
り
、
愛あ

い

著ち
ゃ
く

、
名み

ょ
う
り利
（
名
誉
と
利
益
）

と
い
う
煩
悩
が
生
ま
れ
、何
か
の
為
、

条
件
、
報
酬
を
欲
し
が
る
の
で
す
。

　

ど
ん
な
に
恩
情
愛
情
が
深
く
て
も
、

理
不
尽
で
不
条
理
と
思
う
事
で
も
、

真
実
の
前
に
は
そ
れ
さ
え
も
棄
て
ざ

る
を
得
な
い
の
で
す
。
愛
著
を
離
れ

「
生
死
」
に
従
っ
て
、
そ
こ
か
ら
出
発

し
、
み
佛
様
の
教
え
に
出
会
う
事
が

真
の
ご
恩
返
し
に
な
る
の
で
す
。

　

戒
名
は
亡
く
な
っ
て
名
前
が
変
わ

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。故
人
は「
三

界
」
に
迷
い
、
恩
愛
に
縛
ら
れ
る
人

間
を
超
え
て
、
佛
様
と
し
て
私
た
ち

を
導
く
存
在
と
な
る
の
で
す
。

　

そ
の
「
三
界
」
は
、
私
達
の
迷
い
の

姿
が
二
十
五
に
分
類
さ
れ
「
二に

十
じ
ゅ
う

五ご

有う

」
と
云
い
ま
す
。
地
獄
の
一
番
底

が
「
阿あ

び鼻
地
獄
」
と
云
い
、
苦
し
み

が
間
断
無
く
続
く
の
で「
無む

げ
ん間
地
獄
」

と
も
云
い
ま
す
。
そ
し
て
「
三
界
」

の
一
番
上
は
「
悲ひ

相そ
う

非ひ

非ひ

相そ
う

天て
ん

」
で

「
有う

ち
ょ
う
て
ん

頂
天
」
と
も
云
い
、
喜
び
や
得

意
の
絶
頂
に
居
て
自
分
も
周
り
も
見

え
な
い
事
で
す
。
私
達
は
「
三
界
」

か
ら
生
ま
れ
る
「
阿
鼻
地
獄
」
か
ら

「
有
頂
天
」
の
間
の
「
二
十
五
有
」
を

流
転
し
続
け
て
い
る
の
で
す
。

【
山せ

ん

河が

大だ
い

地ち

、
下し

も

、
黄こ

う

泉せ
ん

に
徹て

っ

し
】

　

し
か
し
、
私
達
生
命
あ
る
も
の
は

山
川
草
木
大
地
と
い
う
み
佛
様
の
姿

に
包
ま
れ
、
黄
泉
の
世
界
で
地
獄
の

底
で
あ
る
「
阿
鼻
地
獄
」
の
苦
し
み

の
中
で
も
『
地
獄
で
佛
』
の
言
葉
通

り
み
佛
様
に
出
会
え
る
の
で
す
。

【
万

ば
ん
し
ょ
う象
森し

ん
ら羅
、
上か

み

、
霄

し
ょ
う

漢か
ん

に
通
ず
】

　

霄
漢
と
は
「
大
空
、
天
空
」
と
い

う
意
味
で
す
。
現
実
の
厳
し
く
も
優

し
い
大
自
然
の
営
み
と
い
う
み
佛
様

の
声
は
満
ち
て
、
有
頂
天
と
云
わ
れ

る
天
界
の
頂
き
で
自う

ぬ
ぼ惚

れ
に
迷
っ
て

い
て
も
必
ず
目
覚
め
る
の
で
す
。「
三

界
」
の
中
の
私
達
の
苦
し
み
や
迷
い

も
、み
佛
様
の
世
界
の
中
の
出
来
事
、

佛
縁
が
あ
れ
ば
天
界
も
地
獄
も
六ろ

く
ど
う道

能の
う
け化

地じ
ぞ
う蔵

願が
ん

王の
う

菩ぼ
さ
つ薩

様
が
み
佛
様
の

世
界
に
導
い
て
下
さ
り
「
三
界
」
が

み
佛
様
の
道
場
に
成
る
の
で
す
。

【
且
ら
く
道い

え
、
是
恁な

に

も

の

麼
物
か
恁い

ん

も麼

に
奇
怪
な
る
事
を
得
た
る
】

　

ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
ろ
、
是こ

れ

は
何

が
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
奇
怪
な
夢
物

語
で
は
な
い
。
哲
学
で
も
思
想
で
も

な
い
真
の
事
実
だ
。

【
若
し
識
得
せ
ば
、
一い

ち
ね
つ捏
を
消
せ
ず
】

　

も
し
こ
の
事
を
体
得
し
た
な
ら

ば
、
理
屈
や
言
葉
を
使
う
で
っ
ち
上

げ
で
も
こ
じ
つ
け
で
も
な
い
事
が
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。「
捏
」
は
捏ね

つ
ぞ
う造
の
捏

で
す
。

【
若
し
識
不
得
な
ら
ば
人
を
礙ぎ

塞そ
く

殺さ
つ

せ
ん
】

　

こ
れ
が
体
得
で
き
な
け
れ
ば
、

自
分
自
身
を
四
方
八
方
上
下
を
も

煩
悩
と
い
う
鉄
の
壁
で
塞ふ

さ

が
れ
て

し
ま
い
息
が
詰
ま
っ
て
身
動
き
で

き
な
く
な
る
ぞ
。 

（
続
く
）

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 

【
二
十
七
】
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古ふ
る

田た

織お
り

部べ

（
１
５
４
３
〜
１
６
１
５
）
も

タ
バ
コ
と
無
縁
の
よ
う
で
す
が
、
千

せ
ん
の

宗そ
う

旦た
ん

（
１
５
７
８
〜
１
６
５
９
）、
小こ

堀ぼ
り

遠え
ん

州
し
ゅ
う

（
１
５
７
９
〜

１
６
４
７
）ら
の「
好
み
の
タ
バ
コ
盆
」
が
今
に

伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
か
ら
茶
室
で

喫
煙
が
始
ま
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

嘉
永
四
年
（
１
８
５
１
）
に
湖こ

月げ
つ

老ろ
う

隠い
ん

が
著

あ
ら
わ

し
た
『
茶ち

ゃ

式し
き

湖こ

月げ
つ

抄し
ょ
う

』
に
は
、

「
タ
バ
コ
盆
の
事
は
利
休
の
時
代
ま
で

ま
れ
ま
れ
に
用
い
し
ゆ
え
、
タ
バ
コ
盆
の

一
具
な
ど
な
か
り
し
な
り
。
よ
う
よ
う

九
十
年
来
、世せ

人じ
ん

な
べ
て
用
ゆ
る
事
に
な
か
り

た
る
な
る
べ
し
。」
と
あ
り
ま
す
。
⑵

ま
た
、裏
千
家
宗
家
出
自
の
茶
匠
、
井い

口ぐ
ち

海か
い

仙せ
ん

の『
茶ち

ゃ

道ど
う

雜ざ
つ

話わ

』（
昭
和
11
年
）に
も
同

様
の
論
考
が
あ
り
ま
す
。
⑶ 

い
ず
れ
の

著
述
も
、
元
来
茶
の
湯
に
は
喫
煙
の
作
法

が
な
い
こ
と
、「
利
休
タ
バ
コ
盆
」
は
後
世

の
創
作
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
ま
す
。

【
タ
バ
コ
の
害
は
江
戸
時
代
か
ら
既
知
】

　

現
代
医
学
の
視
点
で
は
、
習
慣
的
な

喫
煙
は
決
し
て
嗜し

好こ
う

や
趣
味
で
は
な
く
、

「
依い

存ぞ
ん

性せ
い

薬や
く

物ぶ
つ

ニ
コ
チ
ン
を
く
り
返
し

補
給
す
る
行
為
」
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
の
僧
侶
た
ち
も
、
タ
バ
コ
に

強
い
依
存
性
が
あ
る
こ
と
や
、
喫
煙
が

修
行
や
健
康
に
悪
い
こ
と
を
見
抜
い
て

い
ま
し
た
。⑷

　

黄お
う

檗ば
く

宗し
ゅ
う

開か
い

祖そ

・
隠い

ん

元げ
ん

隆り
ゅ
う

琦き

禅ぜ
ん

師じ

は
詩し

偈げ

に
て
「
釈
尊
が
タ
バ
コ
流
行
の
時
代
に
存
命

で
あ
れ
ば
、ニ
ン
ニ
ク
、ニ
ラ
等
の
臭く

さ

い
野
菜

と
同
様
に
タ
バ
コ
を
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
、
臨り

ん

済ざ
い

宗し
ゅ
う

・
一い

っ

絲し

文ぶ
ん

守し
ゅ

禅ぜ
ん

師じ

【
は
じ
め
に
】

　

茶
の
湯
は
禅
仏
教
と
深
い
関
係
が
あ
り

ま
す
。
二
月
二
十
八
日
は
侘わ

び

茶ち
ゃ

の
か
た
ち

を
大
成
し
た
と
さ
れ
る
、
千せ

ん

利の
り

休き
ゅ
う

の
命
日

に
あ
た
り
ま
す
。

　

ゆ
か
り
の
大
徳
寺
な
ど
で
は
月
遅
れ

の
三
月
二
十
七
、二
十
八
日
に「
利
休
忌
」

法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
利
休
が
活
躍
し
て
い
た
時
代

の
日
本
に
は
タ
バ
コ
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
現
代
の
茶
事
、
茶
会

で
は
喫
煙
用
具
一
式
「
タ
バ
コ
盆ぼ

ん

」
を
置
く

こ
と
が
正
式
と
さ
れ
、
全
世
界
で
禁
煙
化

が
進
む
今
日
で
も
、
依
然
と
し
て
「
茶
室

は
喫
煙
室
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
タ
バ
コ
盆
の
作
法

を
廃は

い

し
、「
茶
室
を
完
全
禁
煙
に
」
と
い
う

お
願
い
を
申
し
述
べ
て
い
ま
す
。
⑴

【
茶
室
は
喫
煙
室
で
す
】

　

茶
事
、
茶
会
で
は
い
ま
な
お
煙き

管せ
る

で
刻き

ざ

み

タ
バ
コ
が
吸
え
ま
す
。
タ
バ
コ
盆
が
待ま

ち

合あ
い

、

腰こ
し

掛か
け

、
薄う

す

茶ち
ゃ

席せ
き

に
置
か
れ
、
茶
会
記
に
も

記し
る

さ
れ
ま
す
。
煙
管
に
よ
る
喫
煙
習
慣
が

廃す
た

れ
た
今
日
で
も
、
主
客
に
喫
煙
者
が

い
な
く
て
も
、「
正
式
な
も
て
な
し
」
と
し
て

タ
バ
コ
盆
が
用
意
さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
茶
の
湯
と
タ
バ
コ
の
歴
史
を

振
り
返
り
、
実
は
本
来
の
茶
の
湯
が
タ

バ
コ
と
全
く
関
係
が
な
い
こ
と
を
お
示

し
し
ま
す
。

【
千

せ
ん
の

利り

休き
ゅ
う

は
タ
バ
コ
を
知
ら
な
い
】

　

タ
バ
コ
が
日
本
に
伝
来
し
た
正
確
な
時

期
は
、今
な
お
不
明
で
す
が
、江
戸
幕
府
が
開

か
れ
た
慶け

い

長ち
ょ
う

年
間
（
１
５
９
６
〜
１
６
１
５
）

に
欧
州
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
以
降
に

葉
タ
バ
コ
の
栽
培
と
喫
煙
習
慣
が
普
及
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

豊
臣
秀
吉
が
タ
バ
コ
を
扱
っ
た
記
録

は
発
見
さ
れ
て

お
ら
ず
、千

せ
ん
の

利り

休
き
ゅ
う

が
逝
去
し
た
年

は
天
正
十
九
年

（
１
５
９
１
）頃
で
、利
休
自
身
が
簡
素
簡
略

を
旨む

ね

と
す
る
佗
茶
の
作
法
に
喫
煙
行
為

を
取
り
入
れ
た
形
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。

髙
岩
寺　

来く
る　

馬ま　

明め
い　

規き

東
京
巣
鴨
と
げ
ぬ
き
地
蔵
尊
髙
岩
寺
住
職
・
医
師
・
医
学
博
士

東
北
福
祉
大
学
客
員
教
授　

日
本
禁
煙
学
会
役
員

も
「
喫
煙
僧
入
門
不
許
可
」「
客
人
に

タ
バ
コ
盆
を
用
意
し
な
い
こ
と
」
と
断
じ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、曹
洞
宗
の
学
僧 

卍ま
ん

山ざ
ん

道ど
う

白は
く

禅ぜ
ん

師じ

は
「
寺
院
は
禁
煙
の
修
行
道
場
」「
喫
煙
者

は
修
行
に
な
ら
な
い
」
と
語
録
に
記し

る

し
、

面め
ん

山ざ
ん

瑞ず
い

方ほ
う

禅ぜ
ん

師じ

も「
タ
バ
コ
は
外げ

道ど
う

の
抹ま

っ

香こ
う

」

「
喫
煙
行
為
は
仏ぶ

っ

法ぽ
う

僧そ
う

の
三さ

ん

宝ぼ
う

を
侮ぶ

辱
じ
ょ
く

す
る
重
罪
」
と
切
り
捨
て
、
装
飾
を
付
し
た

タ
バ
コ
盆
や
タ
バ
コ
入い

れ

を
尊
重
す
る
行
為

は
「
米
を
費つ

い

や
し
財
宝
を
棄す

つ
」
と
喝か

っ

破ぱ

し
て
い
ま
す
。
裏
返
せ
ば
当
時
の
僧
侶
達

は
、
卍
山
、
面
山
両
禅ぜ

ん

師じ

に
苦
言
さ
れ
る

ほ
ど
だ
ら
し
な
く
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。⑷

　

学
者
達
に
も
慧け

い

眼が
ん

が
あ
り
ま
し
た
。

『
養よ

う

生じ
ょ
う

訓く
ん

』（
１
７
１
２
）
で
有
名
な
貝か

い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

は
、

「
烟タ

バ
コ草

は
性

し
ょ
う

毒ど
く

あ
り
。
烟

え
ん

（
煙
）を
ふ
く
み
て

眩ま

ひ
倒た

お

る
る
こ
と
あ
り
。
習
へ
ば
大
な
る

害
な
く
、少
は
益
あ
り
と
い
へ
共ど

も

、損
多
し
。

病
を
な
す
こ
と
あ
り
。又
、火
災
の
う
れ
ひ

あ
り
。
習
へ
ば
く
せ
に
な
り
、む
さ
ぼ
り
て

後
に
は
止
め
が
た
し
。
事
多
く
な
り
、い
た
つ

が
は
し
く
家か

僕ぼ
く

を
労
す
。
初

は
じ
め
よ
り
ふ
く
ま
ざ

る
に
し
か
ず
。
貧
民
は
費

つ
い
え

多
し
。」
⑸

と
し
て
、喫
煙
に
よ
る
健
康
被
害
、火
事
、

強
い
依
存
性
、
貧
困
と
浪
費
を
指
摘
し

て
い
ま
す
。

【
薬
物
依
存
を
美
化
す
る
タ
バ
コ
盆
】

　

し
か
し
、こ
の
よ
う
な
警
鐘
も
空
し
く
、

茶
席
の
喫
煙
は
正
当
化
さ
れ
、
タ
バ
コ
盆

は
美
化
さ
れ
、
さ
ら
な
る
侘わ

び

・
寂さ

び

・
幽ゆ

う

玄げ
ん

を
追
求
す
る
手
段
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て

い
き
ま
し
た
。
高
い
精
神
性
を
具
備
し

て
い
る
は
ず
の
茶
の
湯
は
、不
健
康
な
喫
煙

行
為
と
は
対
極
に
あ
る
は
ず
で
す
が
、

タ
バ
コ
の
虜

と
り
こ

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
一
部
の

茶
人
達
が
、茶
席
を
中
座
せ
ず
に
ニ
コ
チ
ン

の
禁
断
症
状
を
回
避
す
る
た
め
、
茶
室
に

持
ち
込
め
る「
好
み
の
タ
バ
コ
盆
」を
作
っ
た

よ
う
で
す
。

　

残
念
な
こ
と
に
、
近
代
の
茶
人
に
も

「
薄う

す

茶ち
ゃ

席せ
き

に
煙
草
盆
が
忘
ら
れ
て
あ
っ
た

ら
、
そ
の
亭
主
は
恥ち

辱じ
ょ
く

と
心
得
て
よ
い
」

「
煙
草
盆
は
そ
の
日
の
茶ち

ゃ

會か
い

の
バ
ロ
メ
ー

タ
ー
で
あ
る
」「
煙
草
盆
の
火
が
消
え
て

い
る
の
は
亭
主
の
心
が
冷
た
い
か
ら
だ
」

と
い
う
言
説
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
現
代
の
茶
道
具
の
研
究
者
も

「
タ
バ
コ
は
嗜
好
品
で
あ
る
」と
い
う
認
識

の
も
と
に
、
香こ

う

炉ろ

を
見み

立た

て
た
（
転
用

し
た
）
火ひ

入い
れ

や
家
元
好
み
の
タ
バ
コ
盆

を
、茶
道
具
の
ひ
と
つ
と
し
て
と
ら
え
て

い
ま
す
。⑹
⑺

　

と
こ
ろ
が
、
タ
バ
コ
の
悪
臭
は
あ
ら

ゆ
る
茶
道
具
に
こ
び
り
つ
き
、
ヤ
ニ
で

茶
室
や
掛
け
軸
が
汚
れ
、
燃
え
さ
し
は

時
に
畳

た
た
み

を
焦こ

が
し
ま
す
。
器
物
に
付
着

し
た
タ
バ
コ
煙
は
、
近
年
三
次
喫
煙

（
サ
ー
ド
ハ
ン
ド
ス
モ
ー
ク
・
残
留
受
動

喫
煙
）
と
呼
ば
れ
、
化
学
変
化
を
お
こ

し
て
、
徐
々
に
毒
性
が
強
ま
る
こ
と
が

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
上
述
の
祖
師
方
の
語
録
に

照
ら
せ
ば
、仏
様
に
供
え
る
香
炉
を
喫
煙

用
品
に
転
用
す
る
こ
と
も
、
仏
に
帰き

依え

す
る
態
度
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

タバコ盆一式 左上より火入れ
タバコ入れ 灰吹き 煙管(きせる)
喫煙者がいなくても用意される
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隠
居
し
ご
と

  

立
春
を
迎
え
て
境
内
の
梅
の
つ
ぼ
み

が
僅
か
に
膨
ら
み
始
め
寒
気
の
中
に
も

春
の
訪
れ
を
感
じ
ま
す
。
毎
日
、
境
内

の
掃
除
を
し
て
い
る
と
季
節
の
変
化
を

感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

近
頃
は
師
僧
も
少
し
歩
き
方
が
ゆ
っ

く
り
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
十
数
年
前

の
住
職
交
代
の
時
に
、
お
檀
家
さ
ま
に

「
こ
れ
か
ら
は
隠
居
し
ご
と
を
有
り
難

く
勤
め
て
い
き
ま
す
。
居
な
く
な
っ
た

時
に
住
職
が
困
る
く
ら
い
に
」
と
、
な

か
ば
冗
談
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
言
葉
通
り
に
、
毎
日
、
境
内

の
隅
々
ま
で
丁
寧
に
掃
除
に
励
ん
で
い

ま
し
た
。
夕
げ
に
「
隠
居
に
な
っ
て
分

か
っ
た
こ
と
だ
が
、
住
職
は
沢
山
の
仕

事
に
追
わ
れ
て
、
時
間
を
掛
け
て
の
仕

事
は
し
に
く
い
も
の
だ
。」
と
時
々
に

語
っ
て
い
ま
し
た
。

　

お
檀
家
さ
ま
か
ら
師
僧
の
近
況
を
問

わ
れ
る
毎
に
「
親
で
あ
り
師
匠
で
も
あ

り
ま
す
が
、
遠
慮
無
く
元
気
に
掃
除
し

て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
。」
と
冗
談
め

か
し
て
言
い
訳
の
よ
う
に
答
え
て
お
り

ま
し
た
。
内
心
に
は
隠
居
し
ご
と
を
辞

め
て
体
力
が
衰
え
な
い
よ
う
に
と
願
い

な
が
ら
。

  
最
近
ふ
と
境
内
が
整
わ
な
い
時
が
あ

る
と
感
じ
て
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る

【
タ
バ
コ
盆
は
茶
席
に
不
要
】

　

現
代
の
茶
人
の
喫
煙
率
は
決
し
て
高
く

な
く
、
タ
バ
コ
盆
は
形け

い

骸が
い

化か

し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、「
タ
バ
コ
盆
は

茶
の
湯
を
構
成
す
る
要
素
だ
か
ら
、タ
バ
コ

さ
え
吸
わ
な
け
れ
ば
茶
席
に
置
い
て
も

支
障
が
な
い
」「
タ
バ
コ
盆
は
形
式
的
な

存
在
で
あ
り
、
茶
席
で
タ
バ
コ
を
吸
う
人
は

い
な
い
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
、
肯
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
る
で
モ
デ
ル
ガ
ン
を
置
い
て

「
弾
が
出
な
い
お
も
ち
ゃ
だ
か
ら
よ
い
」
と

言
う
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
茶
の
湯
が
簡
素
を

重
ん
じ
る
の
な
ら
、
置
く
だ
け
の
タ
バ
コ

盆
は
不
要
な
演
出
で
あ
り
、「
タ
バ
コ
盆

が
あ
り
ま
す
が
、
禁
煙
な
の
で
使
え
ま

せ
ん
」
と
い
う
の
は
不
自
然
で
す
。

　

ま
た
、
茶
の
湯
は
華
道
、
書
道
、
武
道
、

舞
踊
な
ど
と
と
も
に
、
小
さ
い
子
供
も

学
ぶ
伝
統
文
化
の
一
つ
で
す
が
、
未
成
年
者

が
茶
の
湯
の
稽
古
を
通
し
て
タ
バ
コ
盆

や
煙
管
を
扱
え
ば
、
タ
バ
コ
の
存
在
が

肯
定
的
に
刷す

り
込こ

ま
れ
、
将
来
の
喫
煙

の
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ

ま
す
。「
タ
バ
コ
盆
は
正

し
ょ
う

客き
ゃ
く

位い

を
示
す
の

に
必
要
」
と
い
う
意
見
に
も
賛
成
で
き

ま
せ
ん
。
正
客
が
故
意
の
喫
煙
で
加
害
者

に
、
連
客
が
受
動
喫
煙
の
受じ

ゅ

忍に
ん

を
迫
ら

れ
る
被
害
者
に
、
と
い
う
差さ

別べ
つ

と
暴
力

が
暗
示
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
タ
バ
コ
盆
に

た
よ
ら
ず
に
正
客
の
位
置
を
示
す
方
法

が
あ
る
は
ず
で
す
。

【
本
来
の
も
て
な
し
を
無
煙
環
境
で
】

　

毎
年
世
界
で
六
〇
〇
万
人
の
喫
煙
者
が

タ
バ
コ
関
連
疾
患
で
、
二
〇
万
人
の
非
喫

煙
者
が
受
動
喫
煙
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ

て
い
ま
す
。
我
が
国
は
政
府
と
国
会
を
巻

き
込
ん
だ
タ
バ
コ
利
権
が
き
わ
め
て
強
く
、

タ
バ
コ
規
制
が
大
幅
に
遅
れ
て
い
ま
す
が
、

脱
タ
バ
コ
推
進
は
、国
連
と
世
界
保
健
機
関

（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
主
導
す
る
世
界
的
な
潮
流
で
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
も
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

タ
バ
コ
煙
は
「
有
毒
ガ
ス
」、
喫
煙
行
為
は

「
自
他
殺
行
為
」で
す
。
紙
巻
タ
バ
コ
は

史
上
最
悪
の
工
業
製
品
と
云
わ
れ
、
人
類

へ
の
悪
影
響
は
計は

か

り
し
れ
ま
せ
ん
。

　

私
は
、清
浄
な
空
気
が
保
証
さ
れ
た

茶
室
で
、
主
客
が
心
を
通
い
合
わ
せ
る

本
来
の
あ
り
よ
う
に
戻
る
こ
と
を
心
か
ら

希
望
し
て
い
ま
す
。
喫
煙
は
茶
の
湯
に

ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
。
歩
き
方
が
ゆ
っ
く
り
と
い
う
こ
と

は
、
踏
ん
張
り
が
き
か
ず
、
ほ
う
き
を

持
つ
の
に
も
バ
ラ
ン
ス
が
ま
ま
な
ら
ぬ

と
、
よ
う
や
く
思
い
当
た
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
シ
ュ
ロ
ぼ
う
き
と
ち
り
と

り
を
持
っ
て
、
夜
明
け
か
ら
時
間
を
掛

け
て
境
内
の
掃
除
に
勤
め
て
い
た
理
由

に
も
気
付
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

  

と
て
も
ま
ね
の
出
来
な
い
こ
と
と
思

い
知
り
ま
し
た
。
幸
い
に
生
き
て
い
る

う
ち
に
気
付
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

同
じ
よ
う
に
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
境
内

の
掃
除
を
今
ま
で
よ
り
も
丁
寧
に
勤
め

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
最
後
の
み
教
え
に

「
私
を
頼
る
の
で
は
無
く
自
分
自
身
を

よ
り
所
と
し
て
、
ま
た
私
が
伝
え
た
教

え
を
、
闇
を
照
ら
す
と
も
し
び
と
し
て

修
行
し
な
さ
い
。」
と
お
示
し
に
な
ら

れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
あ
え
て
個

人
崇
拝
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
否
定
な

さ
れ
、
お
弟
子
一
人
ひ
と
り
が
自
立
し

て
修
行
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
も
考
え
ら

れ
る
と
思
う
の
で
す
。言
葉
の
裏
側
に
、

こ
れ
ま
で
修
行
の
歩
み
を
共
に
進
ん
で

こ
ら
れ
た
お
弟
子
が
た
を
深
く
信
頼
し

て
、
後
は
大
丈
夫
と
温
か
な
励
ま
し
の

言
葉
で
も
あ
る
の
だ
と
。

　

今
、
境
内
掃
除
の
箇
所
ご
と
に
師
僧

タ
バ
コ
盆
や
喫
煙
補
助
具
が
置
い
て
あ
る

だ
け
で
も「
も
て
な
し

4

4

4

4

」
を
だ
い
な
し

4

4

4

4

に

す
る
こ
と
を
重
ね
て
申
し
述
べ
、
茶
席
が

名
実
と
も
に
「
タ
バ
コ
の
存
在
し
な
い

空
間
」
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

【
引
　
用
】

⑴   

本
稿
初
出 

来
馬
明
規
『
タ
バ
コ
盆
は

お
し
ま
い
く
だ
さ
い
』
日
本
禁
煙
学

会
誌 

第
10
巻
４
号
（
２
０
１
５
）．

⑵   

湖
月
老
隠
『
茶
式
湖
月
抄
』（
１
８
５
１
）．

⑶   

井
口
海
仙
『
茶
道
雜
話
』（
１
９
３
６
）．

⑷   

千
葉
公
慈 

来
馬
明
規
『
祖
師
に
学
ぶ

禁
煙
の
教
え
』
仏
教
タ
イ
ム
ス
社 

（
２
０
１
０
）
曹
洞
宗
特
別
奨
励
賞
受
賞
．

⑸   

貝
原
益
軒
『
養
生
訓
』（
１
７
１
２
）．

⑹   

佐
々
木
三
味『
茶
道
全
集
』第
十
四
巻

創
元
社
（
１
９
３
６
）．

⑺   

林
屋
晴
三
『
茶
道
聚
錦
』
第
十
一
巻

小
学
館
（
１
９
８
３
）．

【
追
　
記
】

　

本
稿
は
某
茶
道
流
派
機
関
誌
よ
り
最

終
的
に
掲
載
を
断
ら
れ
「
巻
頭
言
」
と
し

て
十
年
前
に
日
本
禁
煙
学
会
雑
誌
に
発

表
、
⑴ 
鎮ち

ん

信し
ん

流
御
宗
家
の
ご
厚
意
に
よ

り
、
平
成
二
十
八
年
に
機
関
誌
『
松

し
ょ
う

洽こ
う

』

に
転
載
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
図
譜
を

追
加
し
、
あ
ら
た
め
て
改
稿
し
ま
し
た
。

　

瑞
應
寺
専
門
僧
堂
で
は
、
毎
日
朝ち

ょ
う

参さ
ん

と
云
う
行
持
が
あ
り
、
ご
住
職
と
修
行

僧
が
共
に
朝
の
ご
挨
拶
を
し
、
心
静
か
に

お
抹
茶
を
い
た
だ
き
、
祖そ

録ろ
く

を
拝
読
し

ま
す
。
香
の
薫
り
と
清す

が

々す
が

し
い
空
気
の

中
で
の
お
抹
茶
は
格
別
で
す
。

正客の位置を示すタバコ盆は
モデルガンを置くような演出

タバコは殺生 煩悩 執着 薬物依存
自他や環境への暴力 反SDGs
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鐘 

声

の
工
夫
が
見
て
と
れ
て
語
ら
ず
と
も
伝

わ
る
心
持
ち
が
し
ま
す
。
少
し
ゆ
っ
た

り
し
て
き
た
と
は
い
え
、
元
気
に
夕
げ

を
楽
し
く
語
ら
う
こ
と
も
多
い
で
す
。

ま
だ
ま
だ
学
ぶ
こ
と
の
多
さ
を
再
確
認

し
た
出
来
事
で
し
た
。

 

瑞
應
僧
堂
知
客　

家
古
谷
光
祥

 

令
和
七
年
二
月
一
日
～
十
日

　
二
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

涅
槃
摂
心
（
四
日
迄
）

二　

日　

日
曜
参
禅
会

七　

日　

金
毘
羅
初
大
祭

九　

日　

日
曜
参
禅
会

十
四
日　

涅
槃
会
逮
夜
諷
経

十
五
日　

  

祝
祷
・
涅
槃
会
献
粥
諷
経 

涅
槃
会
正
當
諷
経
・
略
布
薩

十
六
日　

日
曜
参
禅
会

十
八
日　

観
音
講
（
仏
教
勉
強
会
）

廿
三
日　

日
曜
参
禅
会

廿
六
日　

法
戦
式

廿
七
日　

佐
賀
県
通
天
寺
様
団
参

廿
八
日　

略
布
薩

　
三
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

二　

日　

日
曜
参
禅
会

九　

日　

日
曜
参
禅
会

十
一
日　

参
玄
会
（
十
三
日
迄
）

十
五
日　

  

祝
祷 

 
 

常
楽
会
（
お
ね
は
ん
） 

略
布
薩

十
六
日　

日
曜
参
禅
会

十
八
日　

観
音
講
（
仏
教
勉
強
会
）

廿　

日　

萬
霊
塔
供
養

廿
三
日　

日
曜
参
禅
会

丗
一
日　

略
布
薩

■   

涅
槃
摂
心

　

二
月
一
日
（
土
）
よ
り
四
日
間
、

恒
例
涅
槃
摂
心
を
修
行
。
一
山
竜

象
衆
、
釈
尊
報
恩
の
只
管
打
坐
。

会
中
は
門
原
後
堂
（
常
不
軽
菩
薩

品
）、
吉
松
維
那
（
正
法
眼
蔵
八

大
人
覚
）、
古
川
知
殿
（
従
容
録
）

と
法
を
得
る
。供
養
点
心
菓
子
等
、

会
中
の
施
主
に
深
謝
。

令
和
七
年
涅
槃
摂
心 

供
養
施
主

広
島
県　

長
福
寺　

殿

愛
媛
県　

禅
興
寺　

殿

愛
知
県　

森
川
法
雲　

殿

当
山　
　

総
代
会　

殿

愛
知
県　

宝
泉
寺　

殿

鳥
取
県　

玉
泉
寺　

殿

愛
媛
県　

義
安
寺　

殿

　
　
　
　
　
（
順
不
同
）

　

二
月
十
五
日
は
、
お
釈
迦
様
が
お
亡

く
な
り
に
な
ら
れ
た
日
で
す
。
二
月
に
な

る
と
、
お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に
な

ら
れ
た
と
き
の
様
子
を
描
い
た
涅
槃
図

が
お
寺
に
飾
ら
れ
ま
す
。

　

仏
弟
子
の
醍
醐
味
は
、
今
こ
の
命
を

ど
う
生
き
る
か
。
一
日
一
日
、
さ
ら
に

言
え
ば
一
瞬
一
瞬
が
積
み
重
な
り
、
そ

の
人
の
生
涯
に
な
る
。
目
の
前
の
忙
し

な
さ
に
つ
い
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す

が
、
ど
こ
ま
で
も
今
頂
い
て
い
る
こ
の

命
の
尊
さ
を
忘
れ
ず
に
い
き
た
い
も
の

で
す
。
ま
た
、
自
ら
と
同
様
に
、
全
て

の
人
や
モ
ノ
も
等
し
く
尊
い
存
在
で
あ

り
ま
す
。
自
分
の
我
が
強
ま
る
と
、
そ

れ
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん

な
曇
り
を
払
拭
し
た
い
と
願
い
つ
つ
、

お
釈
迦
様
の
生
き
方
に
な
ら
う
。
こ
の

二
月
、
そ
ん
な
こ
と
を
胸
に
過
ご
し
て

い
き
た
い
も
の
で
す
。

 

受
処
主
事　

森
香
有

■   

涅
槃
会

　

釈
尊
入
滅
の
聖
日
、
涅
槃
会
を
厳
修
。

　

二
月
十
四
日（
金
）、涅
槃
会
逮
夜

諷
経
（
楠
本
副
典
）
十
五
日
（
土
）、

暁
天
、祝
祷
朝
課
、鎮
守
諷
経
に
次

い
で
涅
槃
会
献
粥
諷
経（
吉
松
維
那
）

規
範
に
準
じ
厳
修
。午
時
、金
岡
山

主
の
も
と
涅
槃
会
正
當
諷
経
。

■   

金
毘
羅
初
大
祭

　

二
月
七
日
（
金
）（
旧
一
月
十
日
）

は
当
山
鎮
守
金
毘
羅
大
権
現
初
大
祭
。

　

午
前
十
一
時
、
午
後
二
時
に
上
殿

し
て
山
門
鎮
静
、
修
道
無
難
を
祈
願
。

第903号　（4）令和５年10月１日 い　ち　ょ　う
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　九
月
の
日
鑑

一
　
日
　
祝
祷

三
　
日
　
日
曜
参
禅
会

五
　
日
　
参
玄
会
（
七
日
迄
）

十
五
日
　
祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日
　
観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日
　
開
山
忌
逮
夜

廿
二
日
　
開
山
忌
正
当

廿
三
日
　
寳
篋
印
塔
供
養

廿
七
日
　
益
友
会
供
養

廿
八
日
　
両
祖
忌
逮
夜

廿
九
日
　
両
祖
忌
正
当

丗
　
日
　
略
布
薩

　十
月
の
予
定

一
　
日
　
祝
祷

　
　
　
　
住
友
供
養

二
　
日
　
中
国
人
殉
難
者
慰
霊
祭

八
　
日
　
日
曜
参
禅
会

十
　
日
　
参
玄
会
（
十
二
日
迄
）

十
五
日
　
祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日
　
観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日
　
略
布
薩

　
瑞
應
寺
に
入
堂
し
て
四
ヶ
月
が

た
ち
ま
し
た
。
入
堂
し
た
て
の
頃

は
、
お
勤
や
坐
禅
等
、
初
め
て
の

こ
と
が
多
く
僧
堂
生
活
に
慣
れ
る

こ
と
で
精
一
杯
で
し
た
。
多
く
の

失
敗
や
苦
悩
も
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
同
安
居
や
古
参
和
尚
さ
ん
、

役
寮
さ
ん
の
方
々
の
助
け
が
あ
っ

た
た
め
、
以
前
よ
り
は
、
僧
堂
生

活
に
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ

ま
で
来
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
僧
堂
生
活
は
人
生
の
中
で
も

大
い
に
役
立
つ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
成
長
の
た
め
に
も
精
一
杯

こ
の
生
活
を
過
ご
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

鐘
司
　
多
聞

■   

開
山
忌

　
恒
例
の
御
開
山
忌
、
当
寺
開
山
白
翁

長
傳
大
和
尚
よ
り
五
世
再
中
興
月
庭
要

傳
大
和
尚
の
報
恩
供
養
。
十
一
日
よ
り

市
内
を
報
恩
托
鉢
。
廿
一
日
（
木
）、
逮

夜
特
為
献
湯
、
古
位
牌
等
焼
却
供
養
を

厳
修
し
、
翌
廿
二
日
（
金
）
略
朝
課
罷
、

献
粥
諷
経
、
午
時
に
正
當
献
供
諷
経
が

厳
修
さ
れ
た
。
両
日
と
も
に
、
檀
信
徒

先
亡
回
向
を
修
行
し
、
総
代
様
、
梅
花

講
員
様
は
じ
め
檀
信
徒
多
数
参
拝
。
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■���

金
毘
羅
初
大
祭

　一
月
三
十
一
日
（
火
）（
旧
一
月
十
日
）

は
当
山
鎮
守
金
毘
羅
大
権
現
初
大
祭
。

　午
前
十
一
時
に
村
上
堂
長
導
師

の
も
と
上
殿
し
て
山
門
鎮
静
、
修

道
無
難
を
祈
願
。

■���

涅
槃
摂
心

　二
月
六
日
（
月
）
よ
り
五
日
間
、

恒
例
涅
槃
摂
心
を
修
行
。
一
山
竜
象

衆
、
釈
尊
報
恩
の
只
管
打
坐
。
会
中

は
門
原
後
堂
（
東
印
請
祖
）、
吉
松
維

那
（
正
法
眼
蔵
八
大
人
覺
）、
金
蔵
司

（
般
若
心
経
）
と
法
を
得
る
。
供
養
点

心
菓
子
等
、
会
中
の
施
主
に
深
謝
。

令
和
五
年
涅
槃
摂
心

　
供
養
施
主

当
山

　
　総
代
会

　殿

　

当
山

　
　梅
花
講

　殿

今
治
市

　禅
興
寺

　殿

　

愛
知
県

　森
川
法
雲

　殿

　

広
島
県

　延
命
寺

　殿

愛
知
県

　宝
泉
寺

　殿

　

広
島
県

　少
林
寺

　殿

　

　
二
月
の
日
鑑

一

　日

　祝
祷

六

　日

　涅
槃
摂
心
（
十
日
迄
）

十
四
日

　土
地
堂
念
誦

　
　
　
　涅
槃
会
逮
夜
諷
経

十
五
日

　

��

祝
祷
・
小
参
・
人
事
行
礼

　
　
　
　涅
槃
会
献
粥
諷
経

　
　
　
　涅
槃
会
正
當
諷
経

　
　
　
　略
布
薩

十
八
日

　観
音
講
・
勉
強
会

廿
八
日

　略
布
薩

　
三
月
の
予
定

一

　日

　祝
祷

七

　日

　参
玄
会
（
九
日
迄
）

十
五
日

　祝
祷

　
　
　
　常
楽
会
（
お
ね
は
ん
）

　
　
　
　略
布
薩

十
八
日

　観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日

　萬
霊
塔（
永
代
墓
）供
養

丗
一
日

　略
布
薩

　も
う
す
ぐ
瑞
應
寺
に
上
山
し
て
か

ら
丸
二
年
が
経
つ
。
僧
堂
の
行
持
に

も
慣
れ
て
き
た
が
、
同
時
に
怠
け
心

も
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　ま
た
今
年
も
新
到
和
尚
さ
ん
が

上
山
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
今
一
度
気

を
引
き
締
め
て
、
新
到
和
尚
さ
ん

に
後
ろ
指
を
指
さ
れ
な
い
よ
う･

見
本
と
な
れ
る
よ
う
、
一
挙
手
一

投
足
気
を
つ
け
て
修
行
に
励
ん
で

い
こ
う
と
思
う
。�

副
堂

　慧
岳

広
島
県

　長
福
寺

　殿

　

広
島
県

　東
光
寺

　殿

　

鳥
取
県

　玉
泉
寺

　殿

　

岡
山
県

　中
興
寺

　殿

　

岡
山
県

　東
林
寺

　殿�

（
順
不
同
）

他
、野
菜
、果
物
、菓
子
等
、多
数
頂
戴
。

■���

冬
安
居
解
制
・
涅
槃
会

　釈
尊
入
滅
の
聖
日
、
涅
槃
会
と
併

せ
冬
安
居
が
解
制
。
首
座
菅
原
康
稔

士
以
下
一
山
諸
兄
弟
、
乳
水
の
如
く

和
合
し
道
業
を
一
興
し
た
。

　二
月
十
四
日
（
火
）、土
地
堂
念
誦
、

涅
槃
会
逮
夜
諷
経
。
十
五
日
（
水
）、

暁
天
、
祝
祷
朝
課
、
鎮
守
諷
経
に
次

い
で
涅
槃
会
献
粥
諷
経
、小
参
・
人
事

行
礼
、規
範
に
準
じ
厳
修
。午
時
、門
原

後
堂
の
も
と
涅
槃
会
正
當
諷
経
。

安
居
者
募
集

安
居
を
希
望
さ
れ
る
方
に
は
、掛
塔
志
願
書
を

送
付
致
し
ま
す
の
で
、左
記
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

瑞
應
寺
専
門
僧
堂

愛
媛
県
新
居
浜
市
山
根
町
八
‐
一

電 

話
（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
六
五
六
三

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
八
九
七
）
四
〇
‐
三
一
二
七

〒792-0835

僧堂内朝課

金毘羅初大祭

小参

涅槃会�正當諷経

■   

寳
篋
印
塔
供
養

　
九
月
廿
三
日（
土
）、村
上
山
主
以

下
山
内
大
衆
合
山
に
て
、瑞
應
寺
西

墓
地
の
永
代
供
養
塔
「
寳
篋
印
塔
」

の
供
養
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。

檀信徒先亡回向

開山忌献粥諷経

開山忌報恩托鉢


