
（1）　第891号 令和４年10月１日い　ち　ょ　う

発　行　所
〒792-0835
新居浜市山根町8番1号
曹洞宗瑞應寺専門僧堂
編集発行人  村 上 德 存
電話(0897)41-6563
FAX(0897)40-3127

毎月1日発行
振替 01330-2-31918（ ）瑞 應 寺

印刷所  東田印刷株式会社

「
普
照
の
序
」
⑧
「
坐
禅
が
足
ら
ん
」

【
至
道
は
実
に
言げ

ん

無
く
、
宗
師
は
慈
い
つ
く
し
み

を

垂
れ
弊へ
い

を
救
う
。】

　

至
極
の
大
道
は
、
言
葉
で
は
な
い
。

禅
の
宗
旨
を
体
得
し
た
師
は
慈
悲
心
を

以
っ
て
迷
い
か
ら
導
い
て
く
だ
さ
る
。

　

至
は
至
極
、
至
り
極
ま
る
、
最
上
の

大
道
。
佛
道
、
坐
禅
の
事
で
す
。

　

沢
木
興
道
老
師
が
「
行
き
着
く
と
こ

ろ
に
行
き
着
い
て
、
初
め
て
お
ち
つ
き

も
あ
り
、
真
の
よ
ろ
こ
び
、
真
の
た
の

し
み
も
あ
る
。」
と
お
示
し
で
す
。
坐
禅

は
真
の
安
楽
の
法
門
で
す
。

　

自
分
の
生
き
方
、
有
り
方
を
妥
協
す

る
こ
と
な
く
突
き
詰
め
て
い
け
ば
坐
禅

に
行
き
着
く
の
で
す
。

　

坐
禅
は
実
践
で
す
か
ら
「
言
無
く
」

で
す
。
言ご
ん

詮せ
ん

不ふ

及ぎ
ゅ
う

。
言
葉
で
表
現
し
て

し
ま
え
ば
、
か
え
っ
て
そ
れ
に
囚
わ
れ

て
し
ま
っ
て
、
方
向
を
間
違
え
て
し
ま

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
宗
師
で
あ
る
圜
悟
禅
師
は

慈
悲
心
を
以
っ
て
、
言
葉
で
説
き
つ
く

す
こ
と
の
で
き
な
い
真
実
を
、
あ
え
て

言
葉
で
修
行
者
の
迷
い
を
救
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

弊
と
は
坐
禅
の
弊
害
。
坐
禅
を
勘
違

い
し
て
、
た
だ
の
精
神
的
な
事
、
心
理

的
な
も
の
、
呼
吸
法
、
瞑
想
の
手
段
に

し
て
、
そ
の
結
果
健
康
に
な
っ
た
、
精

神
統
一
が
出
来
た
、
ス
ト
レ
ス
か
ら
解

放
さ
れ
爽
や
か
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

と
し
た
ら
、
も
う
そ
こ
で
、
ハ
イ
お
し

ま
い
で
す
。

　

私
達
は
生
ま
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
、

自
分
の
為
に
し
か
生
き
て
な
い
の
で
、

自
分
の
為
に
は
何
に
も
な
ら
な
い
坐
禅

が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
衆
生
済
度
の
坐
禅
、

仏
法
の
為
の
坐
禅
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

　

自
分
の
為
で
は
無
い
か
ら
、
無
私
無

我
で
す
。
終
わ
り
が
無
い
の
で
す
。
終

わ
り
の
無
い
道
に
行
き
着
く
。
そ
れ
が

信
仰
で
あ
り
、
至
道
で
す
。
難
し
い
で

す
ね
。

　

そ
し
て
弊
に
は
、
粗
末
、
未
熟
と
い

う
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　

私
が
初
め
て
瑞
應
寺
の
山
門
を
く

ぐ
っ
た
の
が
、
昭
和
五
十
五
年
の
十
一

月
三
十
一
日
で
し
た
。
お
釈
迦
様
の
成

道
を
慕
い
十
二
月
一
日
か
ら
一
週
間
、

朝
三
時
か
ら
夜
九
時
ま
で
只
管
の
坐

禅
、
報
恩
の
臘
八
摂
心
に
参
禅
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

八
日
の
朝
、
成
道
会
そ
し
て
小
参
が

あ
り
ま
す
。

　

小
参
は
修
行
上
の
疑
問
を
老
師
に

問
い
、
指
針
を
い
た
だ
く
大
切
な
行

持
で
す
。

　

私
は
当
時
堂
監
の
楢
崎
通
元
老
師
に

問
い
ま
し
た
。「
身
体
が
不
自
由
で
坐

禅
出
来
な
い
人
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
で

し
ょ
う
か
」
す
る
と
「
莫ま
く

妄も
う

想ぞ
う

（
妄
想

を
お
こ
す
な
）」
と
即
答
。

　

そ
れ
は
「
い
ら
ん
事
を
考
え
る
前
に
、

坐
禅
が
出
来
る
お
前
は
も
っ
と
座
れ
」

と
言
わ
れ
た
の
か
、「
坐
禅
は
そ
ん
な
簡

単
な
こ
と
で
は
な
い
ぞ
」
な
の
か
。
ど

う
い
た
だ
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

　

摂
心
に
行
く
数
日
前
に
、
双
子
の
男

の
子
の
下
半
身
が
結
合
し
て
生
ま
れ

（
二
重
胎
児
と
云
い
ま
す
）、
そ
れ
を
分

離
す
る
手
術
と
、
幼
稚
園
に
通
う
ま

で
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を
見

ま
し
た
。
四
十
年
も
前
の
事
で
す
が
、

今
で
も
手
術
の
映
像
を
よ
く
覚
え
て

い
ま
す
。

　

坐
禅
中
そ
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
ず

問
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
年
私
は
永
平
寺
を
乞
暇
し
て
布

教
師
養
成
所
に
通
っ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
時
の
主
任
講
師
が
通
元
老
師
で
し

た
。
そ
こ
で
は
様
々
な
講
義
と
共
に
、

毎
回
研
修
生
全
員
の
前
で
十
五
分
間
の

法
話
実
演
が
あ
り
、
皆
さ
ん
か
ら
の
感

想
、
そ
し
て
通
元
老
師
か
ら
の
講
評
を

い
た
だ
き
ま
す
。
年
三
回
の
研
修
の
最

終
回
が
翌
年
に
あ
り
、
私
は
そ
の
「
莫

妄
想
」
を
中
心
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

実
演
を
終
わ
り
、通
元
老
師
か
ら
「
答

え
た
の
は
実
は
私
で
、
本
当
は
一
発
警

策
を
や
ら
に
ゃ
い
か
ん
か
っ
た
が
、
そ

ん
な
事
を
考
え
て
い
た
と
は
知
ら
ず
御

無
礼
し
ま
し
た
。
し
か
し
答
え
は
一
緒

じ
ゃ
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
で
も
そ

こ
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
ん
じ
ゃ
」

そ
し
て
、
私
は
自
信
の
無
い
、
頼
り
な

い
顔
つ
き
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
な

た
は
顔
が
優
し
す
ぎ
る
、
自
分
で
も
話

の
中
で
言
っ
た
お
っ
た
通
り
、
確
か
に

坐
禅
が
足
ら
ん
」
最
後
に
そ
う
言
わ
れ

ま
し
た
。

　

私
の
幼
稚
な
思
い
を
満
足
さ
せ
る

よ
う
な
も
の
は
坐
禅
で
は
な
か
っ
た

の
で
す
。

　

大
慈
悲
心
を
以
っ
て
弊
か
ら
救
い
、

向
上
の
一
歩
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
く
一

言
で
し
た
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
経
っ
て

も
坐
禅
が
足
る
こ
と
は
無
い
の
で
す
。

　

終
わ
り
が
無
い
の
で
す
か
ら
。

【
儻も

し
是
の
如
く
見
れ
ば
、
方ま
さ

に
徹
底

老
婆
な
る
こ
と
を
知
ら
ん
。】

　

雪
竇
禅
師
も
圜
悟
禅
師
も
実
践
す
る

し
か
無
い
坐
禅
を
、
言
葉
で
以
っ
て
示

さ
れ
る
か
ら
、
か
え
っ
て
そ
の
徹
底
し

た
老
婆
心
切
が
よ
く
よ
く
わ
か
る
。

【
其
れ
或
は
句
に
泥な
ず

み
言
に
沈
ま
ば
、
未

だ
仏ぶ
っ

種し
ゅ

族ぞ
く

を
滅め
っ

す
る
こ
と
を
免
れ
ず
。】

　

若
し
こ
の
碧
巖
録
を
読
ん
で
、
言
句

に
ま
と
わ
れ
、
沈
み
込
ん
で
は
、
そ
れ

こ
そ
佛
法
を
潰
し
て
し
ま
う
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら

こ
れ
で
も
か
と
説
き
つ
く
す
。

【
普
照
、
幸
に
師し

席せ
き

に
親
し
み
、
未み

聞も
ん

を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。】

　

圜
悟
禅
師
の
弟
子
で
あ
る
私
普
照

は
、
佛
縁
に
恵
ま
れ
師
匠
の
お
示
し
に

接
し
、
今
ま
で
聞
い
た
事
の
無
い
教
え

を
聞
き
、
真
実
の
言
葉
を
体
得
で
き
た
。

【
道
友
集
ま
り
て
簡か
ん

編べ
ん

を
成
し
、
鄙ひ

拙せ
つ

其
の
本
末
を
叙じ
ょ

す
。】

　

そ
こ
で
佛
道
修
行
の
友
と
共
に
、
そ

の
講
義
を
ま
と
め
碧
巖
録
と
し
た
。
甚

だ
未
熟
で
僭
越
で
は
あ
る
が
其
の
経
緯

を
述
べ
る
。「
鄙
拙
」
は
お
ろ
か
で
拙
い

と
云
う
謙
遜
の
意
。

【
時
に
建け
ん

炎え
ん

戊ぼ

申し
ん

暮ぼ

春
し
ゅ
ん

晦み
そ

日か

、
参さ
ん

学が
く

嗣し

祖そ

の
比び

丘く

普ふ

照
し
ょ
う

謹
ん
で
序
す
。】

　

南
宋
の
高
宗
皇
帝
の
建
炎
二
年
（
一

一
二
八
年
）
四
月
三
十
日
、
圜
悟
禅
師

に
学
び
、
佛
法
を
相
続
し
た
弟
子
普
照

が
こ
こ
に
謹
ん
で
記
す
。

　

こ
う
し
て
碧
巌
録
は
編
集
さ
れ
ま
し

た
が
、
同
じ
圜
悟
禅
師
の
弟
子
で
あ
る

大
慧
禅
師
は
、
こ
の
碧
巌
録
の
版
木
や

刊
行
さ
れ
た
も
の
を
可
能
な
限
り
集
め

て
焼
き
捨
て
ま
す
。

　

そ
れ
を
後
の
一
三
〇
〇
年
頃
に
帳
ち
ょ
う

煒い

明み
ょ
う

遠お
ん

が
、
辛
う
じ
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

残
っ
た
写
本
を
校
訂
し
て
再
版
し
た
の

が
帳
本
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
が

現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
碧
巖
録
で
す
。

次
回
か
ら
そ
の
序
文
を
読
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。�

（
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 

【
九
】 
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禅
の
た
よ

り
 

因
縁
の
生
ず
る
と
こ
ろ

　

近
年
、
全
国
的
に
空
き
家
の
増

加
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

空
き
家
の
ま
ま
長
ら
く
放
置
さ
れ

れ
ば
、
様
々
な
面
で
悪
影
響
を
及

ぼ
し
ま
す
。
住
む
人
を
失
っ
た
家

が
、
す
ぐ
に
傷
む
こ
と
は
皆
様
ご

承
知
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

先
日
、
私
の
お
り
ま
す
お
寺
に

出
入
り
し
て
下
さ
っ
て
い
る
棟
梁

か
ら
、
こ
ん
な
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
空
き
家
が
傷
む
の
は
風
が
通
ら

な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
人
が
住
ま

な
く
な
っ
た
こ
と
自
体
が
原
因
な

の
だ
」
と
の
こ
と
。
詳
し
く
お
聞

き
し
ま
す
と
、「
日
本
建
築
は
、

床
板
や
柱
、
鴨
居
、
天
井
、
垂
木

な
ど
、
い
ろ
ん
な
部
材
が
緻
密
に

組
み
合
わ
さ
っ
て
出
来
て
い
る
。

人
が
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の

重
さ
や
振
動
が
、
家
の
構
造
全
て

に
刺
激
を
与
え
る
の
だ
」
と
。

　

日
本
建
築
の
家
に
、
柱
が
無
け

れ
ば
、
床
が
無
け
れ
ば
、
鴨
居
や

天
井
が
無
け
れ
ば
、
建
物
の
体
を

成
さ
ず
、
人
は
住
め
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
ど
ん
な
に
完
璧
に
建
て
ら

れ
た
家
も
、
人
が
住
ま
な
く
な
る

と
刺
激
が
な
く
な
っ
て
、
す
ぐ
に

腐
り
や
歪
み
が
出
て
傷
ん
で
し
ま

う
と
い
う
の
で
す
。

　

建
物
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
人

も
、
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
大

切
な
部
材
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
、
さ
ま
ざ

ま
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
中
の
ど
れ
一
つ
が
欠
け
て

も
、
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
繋
が
り
を
『
縁
』
と

言
い
ま
す
が
、
私
た
ち
の
生
命
も

同
じ
で
す
ね
。
私
た
ち
の
生
命
そ

の
も
の
が
、
父
母
の
出
会
い
と
い

う
縁
に
始
ま
り
、
そ
の
父
母
も
祖

父
母
の
出
会
い
と
い
う
縁
か
ら
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
縁
の
繋

が
り
で
私
た
ち
が
生
ま
れ
、
さ
ら

に
細
か
な
網
の
目
の
よ
う
な
縁
に

支
え
ら
れ
て
、
今
日
ま
で
生
き
て

き
た
。
い
や
、
生
か
さ
れ
て
き
た

お
互
い
な
の
で
す
。

　

仏
教
の
言
葉
に
「
因
縁
所
生
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
因
縁

(

縁
起)

が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち

は
過
去
、
そ
し
て
現
在
の
さ
ま
ざ

ま
な
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
、
ご
縁

に
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
ま
す
。

頂
い
て
い
る
ご
縁
、
支
え
ら
れ
て

い
る
ご
縁
に
気
づ
い
た
と
き
、

自
ず
と
感
謝
の
気
持
ち
が
芽
生

え
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
感
謝
は
誰
に
、
ど

の
よ
う
に
、
伝
え
て
い
け
ば
良
い

で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
、
昨
日
か

ら
の
ご
縁
に
感
謝
し
、
今
日
か
ら

の
ご
縁
を
大
切
に
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
の

で
す
。
私
自
身
、
あ
な
た
自
身
が

こ
れ
か
ら
の
未
来
の
新
し
い
ご
縁

の
出
発
点
と
な
る
の
で
す
。

　

お
盆
の
好
時
節
、
お
迎
え
し
た

ご
先
祖
さ
ま
の
御
前
で
こ
こ
ろ

静
か
に
手
を
合
わ
せ
、
感
謝
の

念
を
忘
れ
ず
、
自
分
自
身
を
良

き
縁
の
生
ず
る
と
こ
ろ
と
し
た

い
も
の
で
す
。

�

高
知
県�

予
岳
寺　

濱
田
道
圓
師

�

令
和
四
年
八
月
十
一
日
～
二
十
日

 

任
に
当
た
っ
て
は

　

私
が
お
り
ま
す
お
寺
で
は
、
現

在
、
お
堂
を
建
立
中
で
す
。
こ
の

工
事
の
中
心
と
な
る
棟
梁
は
と
て

も
木
に
詳
し
く
、
一
方
な
ら
ぬ
こ

だ
わ
り
を
持
っ
た
方
で
す
。

　

ひ
と
口
に
木
と
い
っ
て
も
、

育
っ
た
場
所
に
よ
っ
て
、
全
く

違
っ
た
特
徴
が
あ
る
と
伺
い
ま
し

た
。
同
じ
ヒ
ノ
キ
で
あ
っ
て
も
、

高
知
産
と
有
名
な
木
曽
産
で
は
含

ま
れ
る
油
分
量
が
違
っ
て
い
て
、

木
曽
産
は
油
分
が
少
な
い
た
め
、

湿
気
の
多
い
高
知
で
は
水
分
が
入

り
や
す
く
、
建
材
に
は
あ
ま
り
適

さ
な
い
と
言
う
の
で
す
。

　

棟
梁
は
、
仕
入
れ
る
木
材
の

ほ
と
ん
ど
を
製
材
さ
れ
た
木
材

で
は
な
く
、
丸
太
で
購
入
し
て
い

ま
す
。
一
本
一
本
の
木
は
そ
れ
ぞ

れ
、
育
っ
た
山
の
方
角
や
、
場
所
、

日
の
当
た
り
具
合
な
ど
で
、
ど
れ

を
と
っ
て
も
同
じ
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

長
年
の
経
験
で
木
の
特
徴
や
癖

を
見
極
め
、
丸
太
か
ら
の
挽
き
方

を
始
め
、
節
の
把
握
と
、
木
目
の

流
れ
、
乾
燥
で
の
狂
い
の
予
想
な

ど
細
心
の
注
意
を
払
い
工
夫
を
凝

ら
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
性
に
あ
っ
た
部
材
に
仕
上
げ

て
、
工
事
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

そ
れ
は
勿
論
、
建
て
主
の
た
め

に
少
し
で
も
経
費
を
減
ら
す
た
め

で
あ
る
そ
う
で
す
が
、
同
時
に
、

丸
太
を
製
材
し
た
時
に
、
自
分
が

思
っ
た
通
り
の
木
材
だ
っ
た
と
喜

ん
だ
り
、
予
想
と
違
っ
て
い
て
頭

を
悩
ま
せ
た
り
、
そ
れ
ら
が
お
も

し
ろ
く
て
堪
ら
な
い
と
の
こ
と
で

し
た
。

　

棟
梁
の
話
を
聞
き
な
が
ら
私

は
、
あ
あ
、
木
も
、
人
も
同
じ
な

ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
生
ま

れ
た
時
代
や
場
所
や
環
境
な
ど
、

全
て
が
同
じ
と
い
う
人
は
居
ら

ず
、
同
じ
人
生
も
あ
り
ま
せ
ん
。

様
々
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
皆
、

そ
の
人
そ
の
人
の
個
性
を
も
っ
て

生
き
て
い
る
の
で
す
。
心
根
が
し

な
や
か
な
人
、
柔
和
な
人
、
真
っ

直
ぐ
な
人
、
頑
固
な
人
、
さ
ま
ざ

な
人
が
い
ま
す
。
得
手
不
得
手
が



（3）　第891号 令和４年10月１日い　ち　ょ　う

あ
っ
て
も
そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ

と
で
、
他
と
比
べ
る
も
の
で
は
無

い
の
で
す
。

　

曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
を
開
か

れ
た
道
元
禅
師
様
は
「
任
に
当

た
っ
て
他
に
譲
り
難
し
」
と
い
う

お
言
葉
を
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

自
分
が
任
さ
れ
た
事
、
自
分
の
実

力
で
出
来
る
事
、
自
分
の
立
場
の

上
で
す
べ
き
事
を
、
他
の
人
に
譲

る
こ
と
な
く
全
う
し
な
さ
い
と
い

う
教
え
で
す
。

　

近
年
問
題
に
な
っ
て
い
る
ブ

ラ
ッ
ク
企
業
や
超
過
労
働
な
ど
、

公
序
良
俗
に
反
す
る
こ
と
は
論
外

な
の
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、「
任
に
当
た
っ
て
他
に
譲
り

難
し
」
と
言
わ
れ
た
と
き
、
さ
て
、

自
分
の
任
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

自
分
の
出
来
る
事
、
す
べ
き
事
と

は
何
で
し
ょ
う
か
？

　

私
に
出
来
な
い
こ
と
を
出
来
る

人
が
い
ま
す
。
そ
の
反
対
に
、
私

に
出
来
る
こ
と
を
出
来
な
い
人
も

い
ま
す
。
出
来
る
人
と
出
来
な
い

人
、
お
互
い
が
お
互
い
に
、
自
分

の
出
来
る
こ
と
を
し
て
支
え
合

う
。
そ
れ
こ
そ
が
自
分
の
任
、
自

分
の
す
べ
き
こ
と
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？
お
互
い
を
敬
い
、

認
め
合
い
、
支
え
合
お
う
と
い
う

気
持
ち
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た

い
も
の
で
す
。

�

高
知
県�

予
岳
寺　

濱
田
道
圓
師

�

令
和
四
年
八
月
二
十
一
日
～
三
十
一
日

 

有
り
難
く

　
　
い
た
だ
き
な
さ
い

　

観
自
在
菩
薩
で
始
ま
る
般
若
心

経
は
、
羯
諦
羯
諦
波
羅
羯
諦
波
羅

僧
羯
諦
菩
提
娑
婆
訶
で
締
め
く
く

ら
れ
ま
す
。

　

今
、
私
達
が
読
ん
で
お
り
ま
す

般
若
心
経
は
、
三
蔵
法
師
玄
奘
に

よ
っ
て
中
国
の
言
葉
に
訳
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　

た
だ
、
羯
諦
羯
諦
の
と
こ
ろ
は
、

イ
ン
ド
の
言
葉
が
、
そ
の
ま
ま
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
国
の
言
葉
で
し
か
、
表
わ

す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
そ
の

ま
ま
残
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
知
り
な

が
ら
、
日
本
で
は
い
く
つ
も
の
言

い
方
で
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
に
、

「
往
き
往
き
て
、
彼
岸
に
往
き
て
、

彼
岸
と
結
び
つ
く
。
自
分
を
度
し
、

他
人
も
度
し
、
一
切
を
度
し
尽
し

て
彼
岸
に
到
り
、
涅
槃
を
円
満
す

る
。」
と
あ
り
ま
す
。

　

彼
岸
、
と
い
う
の
は
、
彼
の
岸

と
書
き
ま
す
。
此
の
場
所
で
は
な

い
、
ど
こ
か
他
の
場
所
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

今
か
ら
四
十
年
ほ
ど
前
に
、
修

行
僧
と
し
て
、
こ
こ
瑞
應
寺
に
上

山
し
ま
し
た
。

　

上
山
し
て
、
間
も
な
い
夕
食
の

時
で
す
。

　

い
つ
も
の
よ
う
に
私
の
目
の
前

に
は
、
御
飯
と
お
汁
と
た
く
わ
ん

と
、
そ
し
て
お
皿
に
は
、
…
私
は
、

自
分
の
目
を
疑
い
ま
し
た
。
輪
切

り
に
さ
れ
、
ゆ
で
ら
れ
た
大
根
が
、

一
つ
だ
け
乗
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

思
わ
ず
、
隣
に
座
っ
て
い
る
先

輩
に
さ
さ
や
き
ま
し
た
。「
今
日

は
、
大
根
だ
け
で
す
か
。」

　

す
る
と
先
輩
は
、
平
然
と
し
て
、

「
有
り
難
く
い
た
だ
き
な
さ
い
。」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

自
分
の
気
に
入
っ
た
こ
と
、
自

分
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
こ
と
に

は
、
有
り
難
く
思
え
る
け
れ
ど
、

そ
う
で
な
い
こ
と
に
、
有
り
難
い

と
思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

自
分
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ

と
。
自
分
に
と
っ
て
気
に
入
ら
な

い
こ
と
に
対
し
て
、
有
り
難
く
思

う
。
そ
ん
な
生
き
方
が
出
来
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

般
若
心
経
に
は
、「
色
即
是
空
、

空
即
是
色
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

比
べ
る
も
の
は
ど
こ
に
も
無
い
の

だ
か
ら
比
べ
る
こ
と
を
止
め
て
ご

ら
ん
と
。

　

自
分
の
都
合
で
比
べ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
止
め
た
ら
楽
に
な

る
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
有
り
難

く
な
る
。
彼
岸
と
な
る
。

　

簡
単
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

自
分
の
都
合
、
自
分
が
、
と
い
う

思
い
を
捨
て
る
こ
と
ほ
ど
難
し
い

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
出
来

る
こ
と
は
、〝
あ
っ
今
、
自
分
の

都
合
で
考
え
て
い
る
な
。〟
と
い

う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
か
ら
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

�

瑞
應
寺
専
門
僧
堂�

講
師　

越
海
暢
芳
師

�

令
和
四
年
九
月
一
日
～
十
日

法戦式
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鐘 

声

■���

法
戦
式

　

八
月
三
十
一
日（
水
）、
今
夏
制
中
、

峯
岡
德
彦
士
の
法
戦
式
が
修
行
さ

れ
た
。「
永
平
頌
古
・
身
心
脱
落
」
に

就
き
、
一
山
大
衆
と
問
答
商
量
。

■���

当
山
三
十
世
大
練
忌
法
要

　

九
月
十
日（
土
）当
山
三
十
世
大
慈

通
元
大
和
尚
の
大
練
忌
法
要
が
執

り
行
わ
れ
た
。

　
九
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

四　

日　

日
曜
参
禅
会

六　

日　

参
玄
会
（
八
日
迄
）

十　

日　

��

当
山
三
十
世

　
　
　
　
　

大
練
忌
法
要

十
四
日　

楞
厳
会
満
散

　
　
　
　

土
地
堂
念
誦

十
五
日　

��

祝
祷
・
小
参

　
　
　
　

人
事
行
礼
・
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
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

二　

日　

日
曜
参
禅
会

七　

日　

住
友
供
養

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日　

略
布
薩

　
銀
杏
感
謝
録

山
形
県　

小
原
寺　

殿

鳥
取
県　

玉
泉
寺　

殿

群
馬
県　

雲
昌
寺　

殿

愛
媛
県　

朝
日
屋
旅
館　

殿

東
京
都　

長
光
寺　

殿

愛
媛
県　

澄
心
斎　

殿

長
崎
県　

妙
本
寺　

殿

愛
媛
県　

大
通
寺　

殿

高
知
県　

善
賢
寺　

殿

大
分
県　

長
松
寺　

殿

大
分
県　

朝
日
寺　

殿

宮
城
県　

戸
田
恭
子　

殿

愛
媛
県　

野
間
寺　

殿

福
井
県　

妙
徳
寺　

殿

�
（
令
和
四
年
六
月
十
六
日
受
付
迄
）

　

瑞
應
寺
専
門
僧
堂
に
お
世
話
に

な
り
、
約
六
ヶ
月
が
経
過
し
ま
し

た
。
様
々
な
方
と
出
会
い
、
学
び
、

助
け
ら
れ
な
が
ら
、
安
居
生
活
を

続
け
る
中
で
研
鑽
を
重
ね
て
ま
い

り
ま
し
た
。
不
安
や
困
惑
だ
け
で

な
く
喜
び
や
達
成
感
な
ど
多
く
の

感
情
、
経
験
を
日
々
の
生
活
の
中

で
感
じ
て
お
り
ま
す
、
周
り
の
方
々

の
支
え
の
中
で
生
き
て
い
る
こ
と

を
実
感
す
る
毎
日
で
す
。

　

夏
制
中
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
が
、
感
謝
の
気
持
ち
を

忘
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
か
ら
も
精

進
し
て
ま
い
り
ま
す
。�

鐘
司��

清
之

永
平
寺
贈
西
堂

当
山
三
十
世
重
中
興 

大
慈
通
元
大
和
尚
本
葬
之
儀

　
　
　

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
（
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　

大
夜
之
儀　

十
七
時
よ
り

　
　
　

令
和
四
年
十
一
月
一
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　
　
　

本
葬
之
儀　

十
時
よ
り　

■���

夏
安
居
解
制

　

九
月
十
四
日（
水
）、六
月
に
入
制
以

来
、
三
ヶ
月
。
首
座
を
中
心
に
、
辦
道

精
進
を
続
け
た
夏
安
居
は
、楞
厳
会

満
散
・
土
地
堂
念
誦
、十
五
日（
木
）の

小
参
・
人
事
行
礼
等
の
諸
行
事
を
勤

め
、
無
事
解
制
と
な
っ
た
。

■���

開
山
忌

　

九
月
二
十
一
日
（
水
）、
当
寺
開

山
白
翁
長
伝
大
和
尚
よ
り
五
世
再

中
興
月
庭
要
伝
大
和
尚
の
報
恩
供

養
を
、
門
原
後
堂
の
も
と
逮
夜
特

為
献
湯
、
翌
二
十
二
日
（
木
）
略
朝

課
罷
、
門
原
後
堂
導
師
に
よ
り
献

粥
諷
経
、
午
時
、
村
上
山
主
が
導

師
を
勤
め
、
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
。

　

今
年
も
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
と
し
て
、
山
内
行
持

と
し
て
厳
修
。

土地堂念誦

法戦式大練忌


