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三
教
老
人
の
序
⑦

「
万
象
之
中
木
版
の
響
」　

　
人に

ん

人に
ん

を
し
て
、
簾れ

ん

を
卷ま

き
、

板は
ん

を
聞き

き
、
指ゆ

び

を
竪た

て
、
脚あ

し

触つ

く
の
際さ

い

に
大だ

い

事じ

を
了

り
ょ
う

却き
ゃ
く

せ
し

む
。
文も

ん

字じ

何な
ん

ぞ
有あ

ら
ん
や
。

　

雪せ
っ

竇
ち
ょ
う

重
じ
ゅ
う

顕け
ん

禅
師
が
祖
師
方
の

修
行
の
足
跡
を
記
さ
れ
た
百
則

の
頌
古
（
詩
）
を
圜え

ん

悟ご

克こ
く

勤ご
ん

禅

師
が
講
義
さ
れ
「
碧
巌
録
」
が

完
成
し
ま
し
た
が
、
そ
の
高
弟

で
あ
る
大だ

い

慧え

宗そ
う

杲こ
う

禅
師
は
、
修

行
者
た
ち
が
「
碧
巌
録
」
の
言

葉
や
文
字
に
の
み
囚と

ら

わ
れ
自
分

勝
手
に
解
釈
し
て
本
当
の
修
行

を
し
な
く
な
る
事
を
憂
い
、
出

版
さ
れ
た
「
碧
巌
録
」
や
、
そ

の
版
木
ま
で
焼
き
尽
く
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
辛
う
じ
て
残
っ
た

も
の
を
探
し
集
め
て
「
碧
巌
録
」

は
復
刻
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
復

刻
さ
れ
た
「
碧
巌
録
」
の
序
文

の
一
つ
、
三
教
老
人
の
序
を
皆

様
と
一
緒
に
読
ん
で
い
ま
す
。

　

大
慧
禅
師
が
焼
き
尽
く
さ
れ

た
の
は
、
修
行
者
が
安
易
に
執

着
す
る
「
文
字
」
や
「
言
葉
」
で

あ
っ
て
「
碧
巌
録
」
に
記
さ
れ

た
多
く
の
修
行
者
の
足
跡
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

三
教
老
人
は
、
先
ず
四
人
の

祖
師
方
の
修
行
か
ら
そ
こ
を
学

ん
で
欲
し
い
と
の
思
い
で
、
長

ち
ょ
う

慶け
い

慧え

稜
り
ょ
う

禅
師
「
卷け

ん

簾れ
ん

」
の
お
話

を
示
さ
れ
、
今
回
は
径き

ん

山ざ
ん

涂と

毒ど
く

禅
師
の
「
聞も

ん

版ぱ
ん

」
の
お
話
で
す
。

　
「
径
山
涂
毒
禅
師
塔
銘
」
に

「
時
豫
章
雲
巖
游
禅
師
号
典
牛
、

声
震
江
湖
、
師
往
投
之
、
道
由

雲
居
、
風
雪
塞
路
、
坐
閲
四
十

二
日
午
初
、
版
声
鏗
然
、
豁
爾

大
悟
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
木
版
が
コ
ー
ン
と
響
き
て
大

悟
す
る
】

「
時
に
豫よ

章
し
ょ
う

雲う
ん

巖が
ん

游ゆ
う

禅
師
、
号ご

う

は
典て

ん

牛ぎ
ゅ
う

」

　

大
漢
和
辞
典
を
開
い
た
ら
、

豫
章
の
項
目
は
沢
山
あ
り
、
十

番
目
に
江こ

う

西せ
い

省し
ょ
う

の
古
名
と
あ
り

ま
し
た
。
雲
巖
山
が
江
西
省
に

あ
る
の
で
豫
章
は
地
名
で
す
。

　

雲
巖
山
に
住
職
さ
れ
た
游
禅

師
。
こ
の
雲
巖
游
禅
師
は
、
禅

宗
の
系
図
を
見
ま
す
と
臨り

ん

済ざ
い

義ぎ

玄げ
ん

禅
師
の
系
統
で
す
。

　

臨
済
義
玄
禅
師
か
ら
六
代
経

て
黄こ

う

龍
り
ゅ
う

慧え

南な
ん

‐
雲
庵
克
文
‐
湛

堂
文
準
‐
典
牛
天
游
‐
涂
毒
智

策
と
あ
り
、
雲
巖
山
の
典
牛
天

游
禅
師
と
い
う
事
に
な
り
ま

す
。
禅
宗
で
は
祖
師
方
の
お
名

前
を
全
部
表
記
す
る
の
は
失

礼
に
当
た
る
の
で
三
文
字
目

を
抜
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
黄
龍
慧
南
禅
師
か
ら
分
派

し
て
七
代
経
て
栄
西
禅
師
と

な
り
ま
す
。

「
声こ

え

は
江ご

う

湖こ

に
震ふ

る

う
」

　

江
湖
は
江
西
省
と
湖こ

南な
ん

省
と

一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

三
江
五
湖
‐
三
本
の
川
と
五
つ

の
湖
、或
い
は
揚よ

う

子す

江こ
う

と
洞ど

う

底て
い

湖こ

の
略
で
、世
間
と
か
世
の
中
、そ
し

て
天
下
と
言
う
意
味
で
す
。
雲

巖
山
の
天
游
禅
師
の
名
声
は

天
下
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
師し

往ゆ

き
て
之こ

れ

に
投と

う

ず
」

　

径
山
の
涂
毒
智
策
禅
師
は
天

游
禅
師
の
道
場
に
自
ら
の
身
心

を
投
げ
入
れ
ま
し
た
。

径
山
は
浙
江
省
に
あ
り
、
山
麓

に
禅
門
の
大
道
場
興こ

う

聖
し
ょ
う

萬ま
ん

壽じ
ゅ

寺じ

が
あ
り
大
慧
宗
杲
禅
師
も
住
持

さ
れ
て
い
ま
す
。

「
道み

ち

は
雲う

ん

居ご

に
由よ

る
」

　

雲
居
山
も
江
西
省
に
あ
り
、

険
峻
で
頂
上
に
は
常
に
雲
が

漂
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
名
前

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
を
経

由
し
て
天
游
禅
師
の
下
に
弟
子

入
り
さ
れ
ま
す
。

「
風ふ

う

雪せ
つ

路み
ち

を
塞ふ

さ

ぐ
」

　

慧え

可か

大
師
が
達
磨
大
師
に
弟

子
入
り
さ
れ
る
時
、
腰
ま
で
積

も
る
雪
の
中
に
一
晩
中
立
ち

尽
く
し
、
と
う
と
う
自
ら
の
左

ひ
だ
り

臂ひ
じ

を
断
ち
切
っ
て
達
磨
大
師

に
差
し
出
さ
れ
入
門
が
許
さ

れ
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
天
游

禅
師
に
参
ず
る
ま
で
の
困
難

な
道
行
き
、
ま
た
涂
毒
禅
師
の

求
道
心
の
強
さ
を
も
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。

「
坐ざ

し
て
閲け

み

す
る
こ
と
四
十
二

日
の
午
初
」

　

検
閲
の
閲
で
す
。
四
十
二
日

間
坐
禅
し
て
自
己
を
点
検
さ
れ

た
。
そ
の
昼
過
ぎ
。

「
版は

ん

声
し
ょ
う

鏗こ
う

然ね
ん

、
豁か

つ

爾じ

大だ
い

悟ご

す
」

　

鏗
は
、琴
の
音
、う
つ
、つ
く
、

と
い
う
意
味
で
す
。「
鏗
然
」
は

高
く
澄
ん
だ
音
、
木
版
の
音
が

パ
コ
ッ
と
い
う
音
で
は
な
く

コ
ー
ン
と
い
う
よ
う
な
透
き
通

る
音
の
表
現
。
そ
の
木
版
の
音

を
聞
か
れ
て
「
佛
道
」
を
悟
ら

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
八
】



第908号　（2）令和６年３月１日 い　ち　ょ　う

テ
レ
ホ
ン
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話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

助
け
合
い
の
心

　

二
月
に
な
り
ま
し
た
。
私
が

住
職
を
し
て
い
る
お
寺
は
山
の

中
に
あ
り
、
二
月
と
も
な
れ
ば

花
が
咲
き
は
じ
め
、
春
の
訪
れ

を
実
感
で
き
る
場
所
に
あ
り
ま

す
。
大
変
自
然
が
豊
か
な
と
こ

ろ
な
の
で
す
が
、
そ
の
分
落
葉

や
雑
草
の
繁
茂
に
悩
ま
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

当
然
、
い
つ
も
掃
除
を
す

る
こ
と
が
私
の
日
課
と
な
り

ま
す
。
私
ひ
と
り
で
掃
除
を
す

る
と
大
変
な
の
で
す
が
、
お
墓

参
り
に
来
ら
れ
る
檀
家
さ
ん

の
中
に
は
自
分
の
墓
地
だ
け

で
は
な
く
、
通
路
な
ど
の
お
墓

の
周
辺
を
掃
除
し
て
下
さ
る

方
が
お
ら
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
か

ら
掃
除
し
て
く
だ
さ
い
と
協

力
の
お
願
い
を
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
昔
か
ら

の
習
慣
で
掃
除
し
て
く
だ

れ
ま
し
た
。

　
「
豁
爾
」は
ひ
ろ
び
ろ
と
開
け
た
。

そ
し
て
、
眠
り
や
酔
い
、
惑
い
か

ら
目
覚
め
る
と
い
う
意
味
が
あ
り

ま
す
。「
豁か

つ

然ね
ん

大
悟
」
も
同
じ
で
す
。

　

こ
こ
瑞
應
寺
の
僧そ

う

堂ど
う

版ば
ん

が
ま

た
何
と
も
い
え
な
い
柔
ら
か
い

澄
ん
だ
音
が
し
ま
す
。
私
が
初

め
て
参
禅
に
来
さ
せ
て
頂
い
た

時
に
、
身
心
が
透
き
通
る
よ
う

な
思
い
で
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
私
に
は

そ
こ
ま
で
。

　

し
か
し
涂
毒
禅
師
は
、
こ
の

木
版
の
響
き
に
包
ま
れ
た
の
で

す
。
そ
れ
は
た
だ
の
響
き
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
木
版
を
打
つ
人
、

木
版
の
音
、
木
版
を
聞
か
れ
た

涂
毒
禅
師
。
こ
の
三
つ
が
揃そ

ろ

わ

な
け
れ
ば
「
み
佛
様
の
響
き
」

に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
木
版
の
響
き
こ

そ
は
、
今
自
分
だ
け
に
聞
こ
え

る
音
で
は
な
く
、
三
世
十
方

（
※
）
を
通
貫
す
る
天
地
一
杯
の

響
き
だ
っ
た
の
で
す
。

　

み
佛
様
の
世
界
の
中
だ
か
ら

こ
そ
、
た
だ
の
木
の
板
の
響
き

が
み
佛
様
の
声
と
な
っ
て
聞
こ

え
、坐
閲
し
て
い
る
本
来
の
自
己

を
信
じ
る
事
が
出
来
た
の
で
す
。

【
聞
こ
え
な
い
音
が
聞
こ
え
た

鐘
撞
き
堂
】

　

二
十
年
以
上
前
の
事
で
す

が
、
鳥
取
の
お
寺
の
檀
家
さ
ん

に
聾ろ

う

唖あ

の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
私
は
ど
う
に
か
し
て
お

経
を
読
ん
で
い
た
だ
く
事
は
出

来
な
い
か
と
思
っ
て
手
話
サ
ー

ク
ル
に
通
い
、
少
し
手
話
を
習

い
ま
し
た
。
法
事
の
時
に
そ
の

方
の
横
に
健
常
者
の
方
に
座
っ

て
も
ら
い
私
の
声
に
合
わ
せ
て

指
で
文
字
を
な
ぞ
っ
て
一
緒
に

読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。

　

手
話
サ
ー
ク
ル
で
知
り
合
っ

た
聾
唖
の
方
々
が
坐
禅
に
来
て

く
れ
た
事
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

中
の
塗
装
業
を
さ
れ
て
い
る
Ｍ

さ
ん
に
お
寺
の
仕
事
を
依
頼
し

ま
し
た
。
夕
方
の
鐘
撞
き
を
す

る
の
で
す
が
、Ｍ
さ
ん
は
鐘
撞
き

堂
に
背
を
向
け
て
、
高
台
に
あ

る
お
寺
か
ら
の
景
色
を
眺
め
て

い
ま
し
た
。
第
一
声
を
鳴
ら
し

た
途
端
、
耳
を
塞ふ

さ

ぐ
仕
草
を
し

て
こ
ち
ら
を
振
り
向
か
れ
ま
す
。

　

鐘
の
音
が
聞
こ
え
た
の
で

す
。
ど
う
い
う
事
で
し
ょ
う
。

Ｍ
さ
ん
は
「
身
体
で
分
か
っ
た
。

身
体
に
鐘
の
響
き
が
伝
わ
っ

た
」
と
表
現
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
達
は
音
と
い
う
も
の
は
耳

か
ら
聞
こ
え
る
と
思
い
込
ん
で

い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
生
命
の
働
き
と
し
て
身

体
全
体
で
聞
か
れ
た
の
で
す
。

そ
の
微
妙
な
音
の
響
き
が
わ
か

る
の
で
す
。
私
達
の
感
覚
は
目

だ
け
耳
だ
け
の
独
立
し
た
働
き

で
は
な
く
、
身
体
全
体
が
あ
っ

て
こ
そ
の
働
き
で
あ
る
し
、
宇

宙
全
体
、
天
地
一
杯
の
働
き
が

あ
っ
て
、
こ
の
身
体
の
働
き
も

あ
り
ま
す
。
三
教
老
人
が
何
故

こ
こ
で
径
山
禅
師
の
修
行
を
紹

介
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

長
慶
慧
稜
禅
師
は
僧
堂
の
簾

が
巻
き
上
が
る
の
を
見
て
「
万ば

ん

象
し
ょ
う

之し

中
ち
ゅ
う

独ど
く

露ろ

身し
ん

」
と
説
か
れ
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
「
万
象
之
中

木
版
の
響
」
で
す
。

　

三
教
老
人
は
「
修
行
無
く
し

て
文
字
や
言
葉
だ
け
で
は
、
こ

の
三
世
十
方
を
貫
く
生
命
の
働

き
は
わ
か
ら
な
い
ぞ
」
と
示
さ

れ
た
の
で
す
。

　

径
山
涂
毒
禅
師
の
詳
し
い
事

は
ほ
と
ん
ど
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
こ
う
し
て
読
ん

で
い
き
ま
す
と
、
昔
も
今
も
、

記
録
に
も
残
ら
ず
、
誰
に
知
ら

れ
る
こ
と
も
無
く
、
た
だ
一
人

黙
々
と
只
管
打
坐
に
生
涯
を
尽

し
、
誓
願
に
生
き
る
坐
禅
人
の

存
在
に
思
い
を
巡
ら
さ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
そ
の
誓
願
に
導
か

れ
私
達
は
歩
ん
で
い
ま
す
。

 

（
続
く
）

　

※  

過
去
現
在
未
来
の
三
世
・

東
西
南
北
四し

維い

（
四
方
八

方
）
上
下
の
十
方
。
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さ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
強
い

風
が
吹
い
た
翌
日
に
は
来
ら

れ
て
、
い
つ
も
竹
箒
で
自
分
の

墓
地
だ
け
で
は
な
く
、
周
囲
の

通
路
な
ど
も
掃
除
し
て
帰
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
時
、
い
つ
も
は
そ
の

方
が
掃
除
し
て
く
だ
さ
る
通

路
を
、
近
く
の
掃
除
の
つ
い

で
に
、
そ
の
方
が
来
ら
れ
る

前
に
掃
除
し
て
お
り
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
し
た
後
に
そ
の
方

が
来
ら
れ
て
、「
和
尚
さ
ん
、

掃
除
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と

う
」
と
わ
ざ
わ
ざ
お
礼
を
言
わ

れ
ま
し
た
。
私
は
お
寺
の
敷

地
内
の
こ
と
で
す
か
ら
自
分

が
掃
除
す
る
の
は
当
た
り
前

の
こ
と
と
思
っ
て
お
り
ま
し

た
の
で
、
恐
縮
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
お
檀
家
様
の

な
か
に
は
、
自
分
の
墓
地
以
外

の
場
所
の
掃
除
を
し
て
下
さ
る

方
が
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
ほ
か

に
、
自
身
の
墓
地
で
は
な
い
、

お
寺
の
関
係
者
の
墓
に
自
発
的

に
樒
な
ど
の
お
花
を
お
供
え

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
な
方
も

お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行

為
は
、
も
ち
ろ
ん
労
力
的
に
助

か
り
ま
す
し
、
何
よ
り
も
そ
の

親
切
な
気
持
ち
が
寺
院
の
住

職
と
し
て
大
変
な
励
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

い
つ
頃
か
ら
こ
の
よ
う
な
習

慣
が
で
き
た
の
か
、
こ
れ
ま
で

の
住
職
や
ご
先
祖
様
か
ら
言
わ

れ
て
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ

と
も
ご
自
身
が
は
じ
め
ら
れ
た

こ
と
な
の
か
分
か
ら
な
い
の
で

す
が
、
昨
今
の
自
分
だ
け
が
よ

け
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
風

潮
と
は
異
な
り
、
大
変
あ
り
が

た
い
行
為
で
あ
る
と
感
謝
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
善
行
を

途
切
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く
次
の

世
代
に
も
引
き
継
ぎ
、
後
の
人

た
ち
の
お
手
本
と
な
っ
て
い
た

だ
き
た
い
も
の
で
す
。

 

瑞
應
寺
専
門
僧
堂 

侍
者　

村
上　

徳
樹

�

令
和
六
年
二
月
一
日
～
十
日

新
年
書
懐

　

元
正
啓
祚
曉
鐘
声

　

端
坐
僧
堂
淑
気
清

　

佛
國
衆
中
和
合
行

　

同
修
互
助
弟
兄
情

 

副
堂　

山
本
太
一

甲
辰
新
年

　

瑞
應
甲
辰
迎
艶
陽

　

太
平
祈
祷
鼓
音
昂

　

追
懐
旧
歳
多
災
難

　

佛
國
禅
機
励
自
彊

 

副
堂　

小
松
多
聞

春
日
遊
禅
寺

　

安
居
佛
國
瑞
光
中

　

銀
杏
巍
巍
聳
大
穹

　

独
聴
鐘
声
幽
遠
境

　

行
雲
流
水
坐
春
風

 

殿
行　

飯
島
慈
皓

新
春
所
感

　

掛
搭
叢
林
日
月
遷

　

衆
中
辦
道
最
良
縁

　

清
新
春
意
満
天
地

　

衲
子
安
心
由
坐
禅

 

鐘
司　

梶
原
陸
生

春
日
偶
感

　

鶯
声
一
囀
喚
春
來

　

屋
裏
花
花
為
孰
開

　

諸
法
空
輪
如
夢
幻

　

方
知
所
著
海
徘
徊

 

殿
行　

井
口
聖
人

年
頭
所
懐

　

佛
國
荘
厳
瑞
應
春

　

龍
天
擁
護
轉
機
輪

　

萬
邦
和
樂
百
千
億

　

福
聚
無
窮
清
浄
身

 

堂
長　

村
上
德
存

歳
晩
所
懐

　

歳
晩
寒
風
梵
苑
巡

　

灯
籠
舞
宙
慰
凍
身

　

禅
僧
転
読
大
般
若

　

覚
意
好
斯
通
佛
神

 

副
堂　

赤
松
義
晃

詩 

偈



第908号　（4）令和６年３月１日 い　ち　ょ　う

鐘 

声

　
二
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

四　

日　

日
曜
参
禅
会

五　

日　

涅
槃
摂
心
（
九
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
九
日　

略
布
薩

　
三
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

十
二
日　

参
玄
会
（
十
四
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　

日　

萬
霊
塔
供
養

丗
一
日　

略
布
薩

■   

涅
槃
摂
心

　

二
月
五
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
金
岡
山
主
（
正
法
眼
蔵
自

証
三
昧
）、
門
原
後
堂
（
従
容
録
）、

吉
松
維
那
（
正
法
眼
蔵
八
大
人

覚
）、
古
川
副
悦
（
正
法
眼
蔵
重

雲
堂
式
）
と
法
を
得
る
。
供
養
点

心
菓
子
等
、会
中
の
施
主
に
深
謝
。

令
和
六
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

愛
媛
県　

極
楽
寺　

殿

愛
知
県　

宝
泉
寺　

殿

岡
山
県　

東
林
寺　

殿

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

愛
媛
県　

義
安
寺　

殿

山
口
県　

吸
江
寺　

殿

広
島
県　

淨
光
寺　

殿

　
　
　
　
　
（
順
不
同
）

　

瑞
應
寺
に
入
堂
し
て
九
ヶ
月
が
経
ち
ま

し
た
。

　

冬
制
中
が
終
わ
り
僧
堂
生
活
も
少
し
落

ち
つ
い
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
今
後
も
初

心
を
忘
れ
ず
励
ん
で
い
く
所
存
で
す
。

　

ま
だ
安
居
一
年
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
初

め
て
の
冬
制
中
は
不
安
と
苦
し
い
日
々
で
し

た
。
し
か
し
そ
の
分
毎
日
を
一
心
に
過
ご
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
思
い
返
す
と
僧
侶
、

人
間
と
し
て
成
長
で
き
た
期
間
で
し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
何
事
に
も
一
生
懸
命
取

り
組
む
こ
と
が
自
分
自
身
の
成
長
に
つ
な

が
る
こ
と
を
改
め
て
痛
感
し
ま
し
た
。

　

こ
の
気
持
ち
を
自
分
の
心
に
留
め
頑

張
っ
て
い
き
ま
す
。 

副
堂　

多
聞

■   

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
飯
島

慈
晧
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
（
水
）、
土
地
堂

念
誦
（
吉
松
維
那
）、
涅
槃
会
逮

夜
諷
経
（
阿
部
監
事
）
十
五
日

（
木
）、
暁
天
、
祝
祷
朝
課
、
鎮
守

諷
経
に
次
い
で
涅
槃
会
献
粥
諷
経

（
門
原
後
堂
）、
小
参
・
人
事
行
礼
、

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
十
九
日（
月
）（
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
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

鐘 

声

　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
。

第896号　（4）令和５年３月１日 い　ち　ょ　う

鐘 

声

■���

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（他、野菜、果物、菓子等、多数頂戴。）

小　参


