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三
教
老
人
の
序
⑥　

万
象
之
中
独
露
身

「
災
難
に
あ
う
が
よ
く
候
」

　

能
登
半
島
地
震
、
航
空
機
事
故

と
天
変
地
災
の
猛
威
、
ま
た
同
時

に
人
災
も
含
め
て
私
達
の
営
み
の

危
う
さ
に
「
無
常
の
殺さ

つ

鬼き

の
人ひ

と

を

う
か
が
う
こ
と
時と

き

と
し
て
そ
の
時と

き

な
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
」
を
実

感
す
る
年
明
け
と
な
り
ま
し
た
。

　

地
震
も
事
故
も
含
め
て
お
亡
く

な
り
に
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福

を
お
祈
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
共

に
、
ご
遺
族
の
方
、
ま
た
被
災
さ

れ
た
皆
様
の
身
心
安
寧
と
一
日
も

早
く
自
ら
の
生
命
を
信
じ
て
前
向

き
に
生
き
て
行
か
れ
る
こ
と
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

世
界
に
目
を
向
け
ま
し
て
も
、

今
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
最
中

に
も
、
未
だ
に
和
平
の
道
は
開
か

れ
ず
悲
惨
な
戦
争
の
ニ
ュ
ー
ス
が

流
れ
て
い
ま
す
。
様
々
な
事
件
事

故
、
社
会
問
題
の
渦
巻
く
中
に
、

と
も
か
く
も
私
達
は
こ
う
し
て
今

佛
道
修
行
に
向
か
わ
せ
て
い
た
だ

け
る
こ
と
を
有
り
難
く
思
い
ま
す
。

【
新
潟
三
条
大
地
震
】

　

良
寛
様
が
七
十
一
歳
の
時
、
江

戸
の
末
期
。

　

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
、
一
九
六

年
前
）
十
一
月
十
二
日
午
前
八
時
頃
に

新
潟
県
三
条
市
栄
町
を
中
心
に
大

地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

記
録
に
残
さ
れ
た
資
料
等
で
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
6
・
9
。
現
在
の

震
度
６
弱
に
な
り
、
甚
大
な
被
害

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

全
壊
し
た
家
屋
が
１
万
２
，８
５
９

軒
、半
壊
８
，２
７
５
件
、焼
失
１
，２
０
４

軒
、
死
者
１
，５
５
９
人
、
け
が
人

２
，
６
６
６
人
と
三
条
市
史
に
は
詳
し

い
被
害
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

い
ち
早
く
発
行
さ
れ
た
瓦
版
に

は
「
弥
彦
山
は
大
き
く
崩
れ
、
海

の
中
へ
押
し
出
し
、
三
条
町
・
燕
町
・

東
御
門
跡
御
堂
（
東
本
願
寺
三
条

別
院
）・
大
門
な
ど
残
ら
ず
揺
り
倒

れ
、
田
畑
・
山
川
が
崩
れ
、
人
馬
・

け
が
人
は
そ
の
数
知
れ
ず
、
余
震

が
十
四
日
ま
で
頻
発
し
た
古
今
稀

な
る
大
地
震
」
と
報
じ
ら
れ
ま
す
。

実
際
に
は
余
震
は
翌
年
の
三
月
ま

で
続
き
ま
し
た
。

　

更
に
与
板
と
い
う
地
区
で
は
全

壊
家
屋
２
６
４
軒
、
焼
失
家
屋

１
８
軒
、
死
者
３
４
人
負
傷
者

１
１
８
人
、
死
ん
だ
馬
７
頭
。
と

い
う
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
与
板
地
区
に
は
、
長
年
良

寛
様
と
親
交
の
あ
る
、
町
年
寄
で

造
り
酒
屋
の
山
田
家
九
代
目
太
郎

兵
衛
重し

げ

翰も
と

こ
と
山
田
杜と

皐こ
う

と
い
う

方
が
居
ま
し
た
。「
杜
皐
」
は
俳
諧

や
絵
を
趣
味
と
さ
れ
て
い
た
の
で

号
で
す
。
杜
皐
氏
は
こ
の
地
震
で

我
が
子
を
亡
く
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
杜
皐
氏
は
そ
う
し
た
自
分

た
ち
の
被
害
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

良
寛
様
も
被
災
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
、
お
見
舞
い
の
お
手
紙
を

送
り
ま
す
。
良
寛
様
が
そ
の
頃
に

住
ま
れ
て
い
た
島
崎
（
現
長
岡
市
）

は
幸
い
に
も
一
軒
の
全
壊
家
屋
も

な
く
、
良
寛
様
も
無
事
で
し
た
。

手
紙
を
受
け
取
っ
た
良
寛
様
は
自

分
が
無
事
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、

長
年
の
友
人
で
あ
る
杜
皐
氏
が
大

地
震
に
被
災
し
、
し
か
も
子
供
を

亡
く
し
て
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
次
の
よ
う
な
返
信
の
手
紙

を
送
り
ま
す
。

【
良
寛
様
の
お
手
紙
】

『
地
し
ん
は
信

ま
こ
と

に
大
変
に
候

そ
う
ろ
う　

野
僧

草
庵
ハ
何
事
な
く
、
親
る
い
中
死

人
も
な
く
、
め
で
度た

く

存
そ
ん
じ

候
そ
う
ろ
う

。

う
ち
つ
け
に　

し
な
ば
し
な
ず
て

な
が
ら
へ
て　

か
ゝ
る
う
き
め
を

見
る
が
わ
び
し
さ

し
か
し
災
難
に
逢
時
節
に
は
災
難

に
逢
が
よ
く
候　

死
ぬ
時
節
に
は

死
ぬ
が
よ
く
候
。

是
ハ
こ
れ
災
難
を
の
が
る
ゝ
妙
法

に
て
候　

か
し
こ�

良
寛　

　
　

臘
八
（
十
二
月
八
日
）

山
田
杜
皐
老
』

「
う
ち
つ
け
に　

し
な
ば
し
な
ず
て

な
が
ら
え
て
か
か
る
う
き
め
を

見
る
が
わ
び
し
さ
」　

は
短
歌
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
う
ち
つ
け
」
は
「
突
然
に
、
思

い
が
け
な
い
出
来
事
」
と
い
う
意

味
も
あ
り
ま
す
が
「
素
直
な
思
い
」

で
も
あ
り
ま
す
。『
こ
の
度
の
突
然

の
地
震
は
本
当
に
大
変
な
事
で
し

た
。
私
の
住
ん
で
い
る
茅
葺
の
庵

は
無
事
で
、
親
戚
に
も
亡
く
な
っ

た
人
も
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
私

こ
そ
被
災
し
突
然
に
命
を
失
っ
て

い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
今

地
震
を
ま
ぬ
が
れ
て
こ
う
し
て
生

き
延
び
て
い
ま
す
。
有
難
い
こ
と

で
は
あ
り
ま
す
が
、
被
害
に
あ
っ

た
人
た
ち
の
事
、
と
り
わ
け
あ
な

た
（
杜
皐
氏
）
の
悲
し
み
苦
し
み
を

知
る
事
は
、
そ
の
ま
ま
私
の
生
き

る
悲
し
さ
苦
し
さ
で
す
』

　

震
災
と
い
う
一
つ
の
真
実
に
、

何
故
こ
ん
な
目
に
合
わ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
か
と
悲
嘆
に
く
れ
な

が
ら
も
、
良
寛
様
の
安
否
を
気
遣

う
杜
皐
氏
。
自
分
が
無
事
な
る
こ

と
に
感
謝
し
、
そ
し
て
友
人
で
あ

る
杜
皐
氏
を
は
じ
め
被
災
さ
れ
た

方
た
ち
の
こ
と
を
思
い
、
ま
た
生

き
続
け
る
事
の
悲
し
み
を
思
わ
れ

る
良
寛
様
。

　

良
寛
様
は
こ
の
地
震
の
三
年
後
、

天
保
二
年
（
一
八
三
一
年
）
新
暦
二

月
十
八
日
に
行
年
七
十
四
で
お
亡

く
な
り
で
す
。

　
「
裏
を
見
せ
表
を
見
せ
て
散
る
も

み
じ
」
良
寛
様
辞
世
の
句
と
い
わ
れ

て
い
る
お
歌
が
あ
り
ま
す
。
一
枚
の

葉
っ
ぱ
に
裏
が
あ
り
表
が
あ
る
。
表

だ
け
、
裏
だ
け
と
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
ぶ
事
は
出
来
な
い
。
選
ぶ
事
の

出
来
な
い
真
実
を
受
け
止
め
命
を
預

け
る
以
外
に
無
い
。
そ
れ
が
私
た
ち

の
坐
禅
、
信
仰
、
安あ

ん

心じ
ん

で
す
。

　

そ
し
て
、
良
寛
様
は
「
災
難
に

逢
う
時
節
に
は
災
難
に
逢
う
が
よ

く
候
、
死
ぬ
時
節
に
は
死
ぬ
が
良

く
候
。
こ
れ
は
こ
れ
災
難
を
の
が

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
七
】
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る
る
妙
法
に
て
候
」
と
杜
皐
氏
に

言
わ
れ
ま
し
た
。

【
良
寛
様
の
失
言
？
】

　

私
は
そ
も
そ
も
個
人
に
宛
て
た

人
の
手
紙
の
内
容
を
評
価
す
る
事

は
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
お
手
紙
を
「
良

寛
様
の
失
言
」
で
あ
る
と
か
、「
災

難
の
被
害
に
あ
っ
て
な
い
人
か
ら

被
災
者
に
こ
ん
な
手
紙
は
書
く
べ

き
で
は
な
い
」
或
い
は
言
葉
尻
を

と
っ
て
、「
災
難
に
あ
っ
て
よ
い
。

と
い
う
人
が
い
ま
す
か
」
な
ど
と

言
わ
れ
る
方
が
い
ま
す
。

　

或
い
は
「
災
難
に
逢
う
時
に
は

災
難
と
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
え
、

死
ぬ
時
に
は
死
と
一
つ
に
な
っ
て

し
ま
え
。
そ
ん
な
禅
僧
の
境
界
を

言
わ
れ
た
」

　
「
長
年
の
友
人
で
あ
る
山
田
杜
皐

氏
に
ふ
さ
わ
し
い
指
導
を
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
人
を
見

て
、
そ
の
人
に
合
わ
せ
た
素
晴
ら

し
い
説
法
を
さ
れ
た
」

　

更
に
「
こ
の
手
紙
で
山
田
杜
皐
氏

を
励
ま
さ
れ
た
」
等
々
言
わ
れ
ま
す

が
、
私
は
良
寛
様
に
は
杜
皐
氏
を

励
ま
す
と
か
、
説
法
と
か
、
そ
の

よ
う
な
意
図
は
微
塵
も
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

お
師
匠
様
の
国
仙
和
尚
様
か
ら

法
を
伝
え
ら
れ
た
時
に
「
良
や
愚

の
如
く
、
道
う
た
た
寛ひ

ろ

し
」
と
い

う
偈
を
授
か
り
、
大
愚
良
寛
と
な

ら
れ
ま
し
た
。「
愚
」
は
「
愚
直
」
と

い
う
言
葉
に
も
表
さ
れ
る
よ
う
に

人
間
の
功
利
主
義
、
価
値
観
を
越

え
て
い
る
事
で
す
。
そ
し
て
「
良
」

と
云
う
字
に
は「
信
」と
同
じ
く「
ま

こ
と
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　
「
た
だ
縁
に
従
い
運
に
任
せ
、
真

実
を
全
て
い
た
だ
き
素
直
に
寛
き

道
を
歩
む
の
み
」
禅
僧
と
し
て
の

境
界
を
作
る
、
人
を
救
う
、
教
化
す

る
、
励
ま
す
、
元
気
付
け
る
等
は
小

賢
し
い
謀
り
事
で
す
。
そ
ん
な
私
た

ち
の
思
惑
を
超
え
た
「
愚
」
の
お
姿
。

【
南
無
帰
依
良
寛
様
】

　

良
寛
様
が
杜
皐
氏
に
宛
て
た
お

手
紙
で
す
が
、
今
の
私
に
と
り
ま

し
て
も
、
良
寛
様
の
お
示
し
が
と

て
も
有
り
難
く
心
に
響
き
ま
す
。

こ
の
「
よ
く
」
は
、
今
の
私
の
ま
ま

何
が
あ
っ
て
も
み
佛
様
に
見
守
ら

れ
て
い
る
事
で
す
。

　

ま
た
、
大
切
な
事
は
、
山
田
杜
皐

氏
と
良
寛
様
と
の
お
互
い
を
思
い
や

る
絶
対
の
信
頼
関
係
が
あ
り
ま
す
。

　
「
よ
く
頑
張
れ
と
応
援
を
し
た
り

励
ま
し
た
り
す
る
け
れ
ど
、
こ
れ

は
ど
ん
な
言
葉
を
言
わ
れ
た
か
、

よ
り
も
、
誰
か
ら
言
わ
れ
た
か
が

大
切
で
す
。

　

普
段
か
ら
自
分
を
理
解
し
て
、

親
身
に
な
っ
て
く
れ
る
人
か
ら
言

わ
れ
る
事
が
大
事
、
そ
う
で
な
い

人
か
ら
言
わ
れ
る
と
、
今
精
一
杯

頑
張
っ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
以
上
何

を
頑
張
れ
ば
よ
い
の
か
と
思
っ
て

し
ま
う
。
逆
効
果
で
す
」
と
い
う

お
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

信
頼
し
て
い
る
人
と
し
て
い
な
い

人
。
尊
敬
し
て
い
る
人
か
そ
う
で
な

い
人
と
で
は
同
じ
事
を
言
わ
れ
て
も

雲
泥
の
差
が
あ
る
の
は
皆
さ
ん
も
よ

く
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

杜
皐
氏
は
、
良
寛
様
を
信
頼
、

尊
敬
を
超
え
て
帰
依
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。「
良
寛
様
が
、
災
難
に
逢

う
が
よ
く
候
と
言
わ
れ
た
の
だ
か

ら
安
心
し
て
災
難
に
逢
い
ま
し
ょ

う
。
死
ぬ
が
よ
く
候
と
言
わ
れ
た

の
だ
か
ら
素
直
に
子
供
の
死
を
受

け
止
め
ま
し
ょ
う
」

　

良
寛
様
の
お
手
紙
を
読
ま
れ
て
、

杜
皐
氏
は
お
そ
ら
く
「
よ
く
」
真
実

を
受
け
入
れ
、
そ
し
て
生
き
て
い

く
力
を
自
ら
に
見
い
出
さ
れ
た
事

と
推
察
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
い
つ

も
裏
表
無
し
の
無
垢
清
浄
な
良
寛

様
に
対
す
る
杜
皐
氏
の
絶
対
的
な

帰
依
、
南
無
帰
依
良
寛
様
の
お
姿

が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
が
真
実
の
信
仰
で
す
。
私

た
ち
は
信
仰
と
云
う
と
、
お
陰
が

あ
る
、
幸
せ
に
な
る
、
自
分
の
思

い
通
り
に
な
る
、
そ
う
い
う
駆
け

引
き
し
か
考
え
ま
せ
ん
。

　

そ
う
で
は
な
い
。
裏
表
無
し
と

は
、
裏
も
表
も
全
て
を
い
た
だ
き
、

そ
れ
を
糧
と
し
て
生
き
て
行
く
と

こ
ろ
に
無
垢
清
浄
な
る
蓮れ

ん

華げ

が
咲

く
の
で
す
。
そ
れ
が
「
に
ご
り
江

に
根
を
培

つ
ち
か

い
て
咲
き
い
ず
る
蓮

は
ち
す

の

花は
な

を
み
心

こ
こ
ろ

に
し
て
」
と
い
う
橋
本

老
師
の
お
歌
に
通
じ
ま
す
。

　

こ
の
「
災
難
に
逢
が
よ
く
候　

死
ぬ
が
よ
く
候
」
は
良
寛
様
の
安あ

ん

心じ
ん

。
良
寛
様
の
安
心
は
そ
の
ま
ま

杜
皐
氏
の
安
心
で
し
た
。

【
同ど

う

事じ

行ぎ
ょ
う

】

　

そ
し
て
良
寛
様
は
そ
の
後
、
三

条
の
街
の
惨
状
を
詳
し
く
ご
覧
に

な
ら
れ
て
歌
を
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
な
が
ら
え
ん
こ
と
や
思
い
し
か
く

ば
か
り　

変
わ
り
果
て
ぬ
る
世
と

は
知
ら
ず
て
」

「
か
く
か
く
に　

止
ま
ら
ぬ
も
の
は

涙
な
り　

人
の
見
る
目
も
忍
ぶ
ば

か
り
に
」

　

無
常
の
世
を
生
き
て
行
く
事
の

辛
さ
、
悲
し
さ
。
そ
し
て
人
の
見

る
目
に
も
関
わ
ら
ず
涙
が
止
ま
ら

な
か
っ
た
と
。
そ
こ
に
は
「
万
象

之
中
独
露
身
」
全
て
を
自
分
の
事

と
受
け
止
め
る
良
寛
様
の
生い

の

ち命
の

風
景
が
あ
り
ま
す
。

　

私
達
は
今
こ
う
し
て
修
行
道
場

に
共
に
辦
道
す
る
身
心
で
す
が
、

ど
ん
な
人
で
も
、
ど
ん
な
思
い
を

持
っ
て
い
て
も
、
こ
こ
で
の
修
行

は
個
人
持
ち
の
、
私
の
為
だ
け
の

修
行
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
帰
礼

文
は
じ
め
修
行
の
偈
文
に
は
必
ず

「
当
願
衆
生
」
つ
ま
り
「
ま
さ
に
願

わ
く
は
衆
生
と
共
に
」
と
云
う
誓

願
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
私
の
修
行

は
生
き
と
し
生
け
る
全
て
の
人
と

同
事
行
の
修
行
。
衆
生
だ
け
で
は

な
い
尽
大
地
、
大
地
を
尽
く
す
「
万

象
之
中
独
露
身
」
の
修
行
で
し
た
。

万
象
と
共
に
修
行
す
る
の
で
す
。

　

正
法
眼
藏
唯
佛
与
佛
の
巻
に
「
佛

の
行
は
、
尽
大
地
と
お
な
じ
く
お

こ
な
ひ
、
尽
衆
生
と
も
に
お
こ
な

ふ
。
も
し
尽
一
切
に
あ
ら
ぬ
は
、

い
ま
だ
佛
の
行
に
て
は
な
し
」
と

お
示
し
で
す
。
私
の
中
身
は
尽
生

命
、
尽
空
間
、
尽
時
間
、
尽
出
会
い
。

つ
ま
り
尽
三
世
十
方
が
あ
っ
て
、

今
こ
の
修
行
「
佛
の
行
」
が
あ
る
の

で
す
。

　

こ
ん
な
こ
と
や
っ
て
い
て
私
の

人
生
の
役
に
立
つ
の
か
？

　

自
分
が
果
た
し
て
人
様
の
為
に
、

世
の
中
の
為
に
役
に
立
っ
て
い
る

の
か
？

　

何
故
こ
こ
ま
で
し
て
生
き
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？

そ
ん
な
私
の
疑
問
も
全
部
ひ
っ
く

る
め
て
の
佛
様
の
修
行
で
す
。

　

私
の
生
命
も
私
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
借
り
も
の
で
す
。
お

預
か
り
し
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

み
佛
様
は
こ
の
世
界
に
満
ち
満

ち
て
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
何
が
あ
っ

て
も
仏
法
は
現
成
し
て
い
ま
す
。
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新春書初め

テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り
 

 

光
に
包
ま
れ
て

　

皆
様
そ
れ
ぞ
れ
に
新
春
の
光
を

い
た
だ
き
、
新
年
を
お
迎
え
の
事

と
存
じ
ま
す
。

　

こ
の
光
を
私
た
ち
は
み
佛
様
の

光
明
と
言
い
ま
す
。

　

こ
の
光
明
は
私
達
が
ど
ん
な
辛

い
時
に
も
「
生
き
て
い
っ
て
い
い

よ
」
と
語
り
か
け
て
下
さ
る
生
命
の

光
で
す
。

　

詩
人
の
堀
口
大
学
（
一
八
九
二
年

～
一
九
八
一
年
）
が
一
九
六
七
年
、

昭
和
四
十
二
年
の
新
春
の
歌
会
初

め
で
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
ま
す
。

「
深
海
魚
光
遠
き
に
住
む
も
の
は　

つ
い

に
ま
な
こ
（
眼
）
を
う
し
な
う
と
あ
り
」

　

当
時
多
く
の
人
に
感
動
と
共
感

を
も
た
ら
し
た
そ
う
で
す
が
、
私

は
十
歳
の
時
で
知
る
由よ

し

も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

一
般
的
に
は
現
代
の
人
間
の
生

き
様
を
う
た
い
あ
げ
た
も
の
と
評

価
さ
れ
、
当
時
の
多
く
の
人
に
感

動
と
共
感
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
も
人
間
は
当ま

さ

に「
光
遠
い
」

生
活
、生
き
方
を
し
て
い
た
の
で
す
。

　

五
十
数
年
過
ぎ
た
今
日
、
連
日

目
を
そ
ら
し
た
く
な
る
よ
う
な
、

信
じ
ら
れ
な
い
痛
ま
し
い
ニ
ュ
ー

ス
ば
か
り
流
れ
、
光
が
遠
い
よ
り

も
、
光
も
当
た
ら
ぬ
時
代
と
な
っ

て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
本
当
は
、
み
ん
な
同
じ

よ
う
に
み
佛
様
の
光
に
包
ま
れ
て
、

み
ん
な
光
り
輝
い
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
に
気
が
付
か
な
い
の
が
「
光
遠

い
生
活
」
で
す
。
光
に
包
ま
れ
て
い

る
事
に
気
付
か
な
い
闇
の
生
活
。

　

闇
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
貪
り
、

瞋
り
、
愚
痴
に
始
ま
る
様
々
な
煩

悩
で
す
。

　

光
に
気
が
付
か
な
い
が
故
に
憎

し
み
、
争
い
、
分
裂
、
疑
い
、
絶

望
の
「
光
の
当
た
ら
ぬ
世
界
」
に
な

「
佛
身
は
法
界
に
充
満
し
、
普
く
一

切
群ぐ

ん

生じ
ょ
う

の
前
に
現
ず
」
と
回
向
文

に
あ
り
ま
す
。

　

私
の
役
に
立
つ
と
か
立
た
な
い

と
か
の
、
世
間
相
場
の
ち
っ
ぽ
け

な
修
行
で
は
無
い
。
そ
れ
が
無
心

無
我
で
す
。「
願
わ
く
は
こ
の
功
徳

を
も
っ
て
普
く
一
切
に
及
ぼ
し
我

等
と
衆
生
と
皆
共
に
佛
道
を
成
ぜ

ん
こ
と
を
」
み
佛
様
、
ど
う
か
私

達
に
、
誓
願
に
生
き
る
力
を
与
え

て
く
だ
さ
い
。�

合
掌
（
続
く
）

る
の
で
す
。
社
会
ば
か
り
で
は
な

く
自
分
自
身
が
そ
の
闇
に
気
付
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
「
闇
が
光
に
な
る
こ
た
で
き
ぬ
、

光
の
お
か
げ
で
闇
が
し
れ
る
よ
」
こ

れ
は
妙

み
ょ
う

好こ
う

人に
ん

、
浅あ

さ

原は
ら

才さ
い

一い
ち

の
言
葉

だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
達
は
闇
の
中
に
あ
る
の
で
す

が
、
自
分
だ
け
で
は
闇
に
包
ま
れ

て
い
る
事
に
絶
対
に
気
付
か
な
い

の
で
す
。
光
に
出
会
っ
て
こ
そ
初

め
て
自
ら
の
闇
に
気
付
き
ま
す
。

目
覚
め
る
と
は
そ
の
事
で
す
。

　

そ
の
光
と
は
、
私
た
ち
の
無
明

の
闇
を
照
ら
し
て
下
さ
る
み
佛
様

の
光
明
で
す
。

　

そ
れ
が
あ
っ
て
私
達
の
闇
『
貪

り
、
瞋
り
、
愚
痴
』
が
見
え
て
く
る

の
で
す
。

　

見
え
て
く
る
と
、
貪
り
の
心
が

施
し
の
心
に
、
怒
り
が
優
し
さ
に
、

愚
痴
の
心
が
感
謝
の
心
に
転
換
す

る
の
で
す
。

　

み
佛
様
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
て

こ
そ
、
お
互
い
を
認
め
、
許
し
、

信
じ
、
お
互
い
に
支
え
あ
い
希
望

に
満
ち
た
世
の
中
が
生
ま
れ
て
く

る
の
で
す
。

　

今
年
こ
そ
、
み
佛
様
の
光
に
包

ま
れ
た
温
か
い
世
界
に
な
り
ま
す

よ
う
に
。�
合
掌

�

瑞
應
寺
専
門
僧
堂�

後
堂　

門
原　

信
典

�

令
和
六
年
一
月
一
日
～
十
日
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鐘 

声

　
銀
杏
感
謝
録

島
根
県　
　

浄
心
寺　

殿

広
島
県　
　

運
西
寺　

殿

千
葉
県　
　

鶴
岡
直
江
殿

愛
媛
県　
　

西
願
寺　

殿

神
奈
川
県　

泰
翁
寺　

殿

北
海
道　
　

龍
澤
寺　

殿

山
形
県　
　

小
原
寺　

殿

北
海
道　
　

天
龍
寺　

殿

京
都
府　
　

鳥
越
万
寿
子
殿

神
奈
川
県　

東
昌
寺　

殿　
　

�
(

令
和
五
年
十
月
三
十
日
受
付
迄)

　
一
月
の
日
鑑

一　

日　

大
般
若
祝
祷
諷
経

　
　
　
　

歳
朝
人
事
・
年
賀
ノ
拝

二　

日　

角
野
消
防
団
初
祈
祷

三　

日　

寿
餠
ノ
拝

五　

日　

年
頭
総
代
会

七　

日　

お
ね
は
ん
受
付
開
始

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

九　

日　

参
玄
会
（
十
一
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

法
戦
式

　
　
　
　

観
音
講
・
勉
強
会

十
九
日　

寒
行
托
鉢
（
卅
日
迄
）

丗
一
日　

略
布
薩

　
二
月
の
予
定

一　

日　

��

祝
祷

五　

日　

涅
槃
摂
心
（
九
日
迄
）

十
四
日　

土
地
堂
念
誦

十
五
日　

��

祝
祷
・
小
参
・
人
事
行
礼

涅
槃
会
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

十
九
日　

��

金
毘
羅
初
大
祭��

（
旧
一
月
十
日
）

廿
八
日　

略
布
薩

■���

三
朝
大
般
若
祈
祷

　

正
月
一
日
よ
り
三
日
間
、
朝
課

時
法
堂
に
て
大
般
若
転
読
祈
祷
を

厳
修
。
須
弥
壇
に
供
え
ら
れ
た
般

若
札
は
三
日
間
の
祈
祷
の
後
、
当

山
檀
信
徒
各
家
に
配
ら
れ
る
。

　

正
月
の
慌
た
だ
し
さ
も
す
っ
か
り
落

ち
つ
い
て
僧
堂
の
生
活
も
元
通
り
の
も

の
と
な
り
ま
し
た
。
新
年
を
契
機
に
心

機
一
転
し
て
ま
た
一
か
ら
修
行
に
励
も

う
と
決
意
し
ま
し
た
が
、
一
日
一
日
を

過
ご
す
う
ち
に
そ
う
し
た
意
識
が
薄
れ

て
い
く
の
を
感
じ
ま
す
。

　
「
初
心
忘
れ
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
い
ま

す
が
、
修
行
に
お
い
て
も
実
践
す
べ
き

教
訓
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

道
元
禅
師
の
言
葉
に
も
こ
の
教
訓
に

通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
一
発
菩
提

心
を
百
千
万
発
す
る
な
り
」
仏
道
を
求
め

る
心
、
つ
ま
り
初
心
を
何
千
何
万
回
と

起
こ
す
と
い
う
言
葉
で
す
。

　

初
心
無
く
し
て
は
坐
禅
も
何
事
も
大

成
さ
せ
る
の
は
難
し
い
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
思
う
と
初
心
の
意
義
や

尊
さ
を
痛
感
し
ま
す
。

　

私
の
瑞
應
寺
で
の
修
行
の
日
々
は
ま

だ
ま
だ
続
き
ま
す
。
初
心
を
貫
徹
し
て

こ
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
こ
う
と
思
い

ま
し
た
。�

今
冬
首
座

■���

首
座
法
戦
式

　

今
冬
首
座
、
飯
島
慈
晧
士
の
法

戦
式
が
一
月
十
八
日
（
木
）
に
修

行
さ
れ
、「
永
平
頌
古　

身
心
脱

落
」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
。

■���

寒
修
行
托
鉢

　

恒
例
の
寒
修
行
托
鉢
が
一
月

十
九
日
（
金
）
よ
り
三
十
日
（
火
）

ま
で
修
行
さ
れ
、
山
内
大
衆
、
役

寮
諸
師
共
に
、
上
部
地
区
を
中
心

に
新
居
浜
市
内
を
浄
行
乞
食
。
浄

財
施
者
十
方
檀
那
に
深
謝
。

～
喫
煙
は
一
仏
両
祖
の
教
え
に
反
し
ま
す
～

　
　
　

講
師
：
と
げ
ぬ
き
地
蔵
尊
髙
岩
寺�

住
職�

�
�

　

来
馬
明
規
老
師　

日
時　

令
和
六
年
二
月
十
六
日
（
金
）�

十
九
時
～

場
所　

瑞
應
寺�

瑞
雲
閣

医僧がおしえる
健康のコツ

講演会のお知らせ
令
和
六
年
一
月
一
日
号
表
紙
、
地
区
総
代
に

　

二
区　

本�

田�

龍�

朗

　

六
区　

村�

上�

義�

幸

　
　

の
二
名
が
表
記
も
れ
で
し
た
。

　
　

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

大晦日　スカイランタン境内を彩る

法戦式

寒修行托鉢


