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方
回
の
序
② 

大だ
い

慧え

禅
師
は
大
事
な

碧
巌
録
を
焼
き
捨
て
ま
し
た
。

【
是
に
於
て
、
禅
宗
の
頌じ

ゅ

古こ

世
に
行

わ
る
る
有
り
。】

　

イ
ン
ド
で
は
紀
元
前
千
二
百
年

頃
に
自
然
の
神
々
へ
の
讃
嘆
を
口
伝

で
伝
え
て
い
く
為
に
、
ア
ー
リ
ア
民

族
の
間
に
一
種
の
韻
文
体
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

後
に
当
時
の
正
統
的
バ
ラ
モ
ン
教

の
教
え
を
根
本
聖
典
に
ま
と
め
て
記

録
さ
れ
た
の
が
ベ
ー
ダ
で
す
。
ベ
ー

ダ
と
は
宗
教
的
智
識
と
い
う
意
味

で
四
種
類
あ
る
そ
う
で
す
が
、
有
名

な
の
は
リ
グ
・
ベ
ー
ダ
「
神
々
の
賛

歌
」
と
云
わ
れ
ま
す
。

　

佛
教
も
同
様
に
、
お
釈
迦
様
の

教
え
で
あ
る
経
典
を
多
く
の
偈げ

文も
ん

で
伝
え
る
形
が
取
ら
れ
て
い
き
ま

し
た
。

　

そ
し
て
玄げ

ん

奘じ
ょ
う

三さ
ん

蔵ぞ
う

や
鳩く

摩ま

羅ら

什
じ
ゅ
う

三
蔵
な
ど
の
多
く
の
三
蔵
法
師
に

よ
っ
て
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
改
め

て
中
国
語
の
音
律
に
合
わ
せ
て
出
来

た
も
の
が
十
二
分
経
の
中
の
「
偈
」

の
部
分
で
す
。

　

や
が
て
佛
教
が
中
国
に
定
着
し
、

僧
侶
も
自
ら
の
境
地
を
偈
文
で
表

現
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

禅
宗
史
上
で
は
鑑か

ん

智ち

僧そ
う

璨さ
ん

禅
師

の
「
信し

ん

心じ
ん

銘め
い

」
が
最
初
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
し
て
唐
代
に
於
い
て
知
識
人
た

ち
の
関
心
が
禅
に
向
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
偈
が
純
粋
な
文
学
的
な

詩
の
形
と
成
り
ま
す
。
寒か

ん

山ざ
ん

、
或
い

は
禅ぜ

ん

月げ
つ

大だ
い

師し

は
詩
文
の
中
に
禅
の
教

え
仏
様
の
徳
を
表
現
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
を
偈げ

頌じ
ゅ

と
も
云
い
ま
す
。

　

禅
月
大
師
は
七
歳
で
得
度
さ
れ

ま
す
が
、
其
の
直
後
か
ら
天
性
の
詩

人
で
あ
る
事
に
万
人
が
讃
嘆
し
ま

す
。
そ
の
詩
は
、
寒
山
詩
と
共
に
中

国
で
は
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
雪せ

つ

竇ち
ょ
う

禅

師
は
こ
の
禅
月
大
師
の
影
響
を
受
け

ま
し
た
。

　

そ
し
て
頌じ

ゅ

古こ

の
古
は
古こ

則そ
く

の
古こ

で
す
。

　

高
僧
と
い
わ
れ
る
方
た
ち
の
生

涯
の
教
説
や
語
句
、
機き

縁え
ん

（
師
匠
と

弟
子
と
の
め
ぐ
り
合
い
）
を
古こ

則そ
く

と

云
い
、
碧へ

き

巖が
ん

録ろ
く

、
従

し
ょ
う

容よ
う

録ろ
く

で
は
本ほ

ん

則そ
く

に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
本
則
に

対
し
て
頌
の
形
で
自
己
の
修
行
の

観
点
か
ら
表
現
さ
れ
た
も
の
を
頌

古
と
い
い
ま
す
。

【
其そ

の
徒と

に
翻ほ

ん

案あ
ん

の
法ほ

う

有あ

り
。】

　

翻
案
は
判
決
を
覆
す
。
広
く
一
般

的
に
正
し
い
事
、常
識
と
云
う
事
や
、

分
別
心
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
凝
り

固
ま
っ
た
自
我
の
思
い
を
木
っ
端
微

塵
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。

【
佛
を
呵し

か

り
祖
を
罵

の
の
し

り
、】

　

佛
様
を
呵
り
、
祖
師
を
罵
る
。

私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、
こ
ん
な
こ
と

は
想
像
も
出
来
な
い
事
で
す
。

　

佛
祖
の
道
に
徹
底
さ
れ
、
佛
祖
と

一
つ
だ
か
ら
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ

は
佛
道
に
対
す
る
親
切
心
で
す
。

【
為な

さ
ざ
る
所

と
こ
ろ

無な

し
。】

　

出
来
な
い
事
は
無
い
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
自
由
自
在
に
何
と
で
も
表

現
さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
何
か
に
執

着
し
、
物
事
を
決
め
つ
け
て
い
な
い

と
生
き
て
行
け
ま
せ
ん
。
そ
の
思
い

を
も
潰
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う

い
う
事
を
わ
き
ま
え
て
お
か
な
い

と
、
此
の
碧
巖
録
は
読
め
な
い
ぞ
。

と
い
う
事
で
す
。

【
間ま

ま
深
く
吾わ

が
詩し

い

家け

の
活か

っ

法ぽ
う

を
得え

る
者も

の

有あ

り
。】

　

で
す
か
ら
雪
竇
禅
師
、
圜
悟
禅

師
の
よ
う
に
詩
偈
を
用
い
て
変
幻
自

在
に
深
く
佛
法
を
説
く
祖
師
が
出

現
さ
れ
る
の
で
す
。

【
然し

か

れ
ど
も
所い

わ

謂ゆ
る

第だ
い

一い
ち

義ぎ

は
、
焉

い
ず
く

ん

ぞ
言ご

ん

句く

を
用も

ち

い
ん
。】

　

し
か
し
、
こ
の
佛
法
の
第
一
義
を

ど
う
や
っ
て
言
葉
を
用
い
て
表
現
す

る
事
が
出
来
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
ん

な
事
は
出
来
な
い
、
不
可
能
な
事
、

そ
う
思
う
の
も
私
た
ち
の
浅
は
か
な

理
解
で
す
。

【
雪せ

つ

竇ち
ょ
う

・
圜え

ん

悟ご

、
老ろ

う

婆ば

心し
ん

切せ
つ

な
り
。】

　

そ
ん
な
私
た
ち
の
為
に
雪
竇
禅
師

も
圜
悟
禅
師
も
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
駆

使
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
老

婆
心
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
す
。

【
大だ

い

慧え

已す
で

に
一い

っ

炬こ

も
て
之こ

れ

を
丙や

け

り
。】

　

し
か
し
、
大だ

い

慧え

宋そ
う

杲こ
う

禅
師
は
、
そ

の
刊
行
さ
れ
て
い
る
碧
巌
録
、
そ
し

て
版
木
ま
で
可
能
な
限
り
探
し
集

め
、
法た

い

炬ま
つ

で
焼
き
払
い
ま
し
た
。
そ

れ
は
大
慧
禅
師
も
、
た
だ
ひ
た
す
ら

佛
道
修
行
の
実
践
を
願
う
大
慈
悲

心
に
満
ち
た
老
婆
心
を
持
た
れ
て
い

た
の
で
す
。

【
嵎ぐ

う

中ち
ゅ
う

の
張

ち
ょ
う

煒い

（
字
は
）
明

み
ょ
う

遠お
ん

、
死し

灰か
い

を
燃も

や

し
て
復ま

た
板は

ん

行こ
う

す
る
は
、
亦ま

た

所い
わ

謂ゆ
る

老ろ
う

婆ば

心し
ん

切せ
つ

な
る
者も

の

か
。】

　

嵎
中
は
、
呉
と
楚
の
間
に
あ
る
封

嵎
山
に
因
む
地
名
で
す
。

　

死
灰
を
燃
や
す
と
い
う
の
は
、

停
止
し
て
い
た
も
の
が
再
び
活
動
を

始
め
る
事
で
す
。
死
灰
は
「
火
が
燃

え
尽
き
て
残
っ
た
灰
」
そ
こ
か
ら

「
生
き
る
気
力
の
無
い
」
例
え
と
な

り
ま
す
。

　

死し

灰か
い

復ふ
く

然ね
ん

（
死
灰
ま
た
然
ゆ
）
と

い
う
熟
語
が
あ
り
ま
す
。

　

実
は
こ
の
「
然
」
が
、
こ
の
燃
え

る
と
い
う
字
の
元
で
、
火
の
気
の
無

く
な
っ
た
灰
が
再
び
燃
え
始
め
る
。

と
い
う
意
味
で
す
。

　
「
死
灰
」
に
は
も
う
一
つ
意
味
が
あ

り
ま
す
。「
天
地
同
根
万
物
一
体
」
の

出
典
と
も
言
わ
れ
る
荘
子
の
斉せ

い

物ぶ
つ

論ろ
ん

の
中
に
「
心
は
死
灰
の
若ご

と

し
」

（
俗
念
を
忘
れ
去
っ
た
無
我
の
境
地

の
形
容
）
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で

は
、
大
慧
禅
師
様
が
燃
や
し
た
碧
巖

録
を
甦
ら
せ
た
と
い
う
事
で
す
。
そ

れ
は
同
時
に
雪
竇
禅
師
、
圜
悟
禅

師
の
老
婆
心
が
再
び
甦
る
事
。
こ
の

明
遠
も
老
婆
心
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

大
徳
四
年
庚か

の
え

子ね

（
一
三
〇
〇
年
）

四
月
初
八
日
癸

み
ず
の
と

丑う
し

、
紫
陽
山
の
方

回
（
字
は
）
万
里
序
す
。

　

安
徽
省
歙き

ょ
う

県け
ん

。
端た

ん

渓け
い

と
並
び
称

さ
れ
る
硯
の
産
地
だ
そ
う
で
す
。	

	

（
続
く
）

後	
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禅
の
た
よ

り

私
の
父
の
名
前
を
呼
び
ま
し
た
。
私

の
名
前
で
は
な
く
、
父
の
名
前
を
呼

ん
で
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
、
な
ぜ
か

私
は
少
し
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。

　

そ
の
あ
と
で
、
通
元
老
師
は
「
一
枚

書
い
て
差
し
上
げ
た
ら
？
」
と
、
ヘ
ル

パ
ー
さ
ん
に
促
さ
れ
、
丁
寧
に
二
十

分
ほ
ど
も
か
け
て
短
冊
を
一
枚
書
い

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。『
損
か
得
か
人
間
の
尺

も
の
さ
し

』。
そ
の

短
冊
を
頂
戴
し
た
私
が
「
こ
れ
は

…
？
」
と
老
師
の
お
顔
を
の
ぞ
き
込

む
と
「
さ
あ
…
」
と
仰
っ
て
に
こ
に

こ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
坐
禅
会
の
こ
と
が
気
に

か
か
っ
て
い
た
私
は
、
ハ
ッ
と
し
ま

し
た
。
目
の
前
の
通
元
老
師
と
四
十

年
前
に
亡
く
な
っ
た
父
に
「
今
の
お

前
じ
ゃ
！
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
な
気

が
し
た
の
で
す
。

　

今
年
七
月
、
九
十
七
歳
で
ご
遷

化
さ
れ
た
楢
崎
通
元
老
師
が
私
に

く
だ
さ
っ
た
ご
遺
言
の
よ
う
に

思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、「
お
坊
さ
ん
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
私
の
方
か
ら
大
切
な
縁

を
断
ち
切
っ
て
い
た
」
と
大
い
に
反
省

し
て
い
ま
す
。
何
を
す
る
に
も
『
損
か

得
か
人
間
の
尺

も
の
さ
し

』
と
口
の
中
で
唱
え
な

が
ら
、
坐
禅
作
法
の
説
明
も
懇
切
丁

寧
に
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

坐
禅
を
し
て
み
よ
う
と
思
う
、
お

経
に
興
味
を
持
つ
、
お
寺
や
お
墓
の

お
参
り
を
し
よ
う
と
思
う
…
な
ど
な

ど
、
た
と
え
三
日
坊
主
で
も
結
構
な

の
で
す
。
先
ず
一
歩
を
踏
み
出
し
て
、

「
縁
」
を
つ
な
い
で
お
く
こ
と
が
大
切

な
の
で
す
。
皆
さ
ん
も
新
し
い
年
に

向
け
、
今
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
み

て
は
如
何
で
す
か
。
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信
仰
が
導
く
救
い

　

五
十
歳
を
前
に
し
て
亡
く
な
っ
た
お

母
さ
ん
の
十
三
回
忌
の
ご
法
事
の
あ
と

で
、
そ
の
娘
さ
ん
が
車
で
お
寺
ま
で
送
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
お
寺
に
着
い
て

車
か
ら
降
り
よ
う
と
す
る
と
、
娘
さ
ん

が
ま
だ
何
か
話
し
た
そ
う
で
し
た
の
で

「
あ
あ
、
そ
う
そ
う
お
父
さ
ん
が
ご
寄
付

く
だ
さ
っ
た
仏
具
を
ご
覧
に
な
り
ま
す

か
」
と
本
堂
に
招
き
入
れ
ま
し
た
。

　

本
堂
に
上
が
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の

仏
具
に
記
し
て
あ
っ
た
お
母
さ
ん
の
ご

戒
名
と
、
お
父
さ
ん
の
お
名
前
を
見
た

と
き
、
娘
さ
ん
の
表
情
が
少
し
変
わ
り

ま
し
た
。
し
ば
ら
く
の
間
、
じ
っ
と
見

つ
め
て
い
た
顔
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
「
和

尚
さ
ん
、
不
思
議
な
話
で
す
が
、
父
は

亡
く
な
っ
た
母
に
救
わ
れ
ま
し
た
」
と
、

少
し
目
に
涙
を
た
め
て
言
い
ま
し
た
。

　
「
母
の
病
気
が
分
っ
た
と
き
、
母
の
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
一
人
に
な
る

父
が
心
配
で
心
配
で
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
父
は
何
し
ろ
わ
が
ま
ま
で
、
仕
事

以
外
は
何
一
つ
で
き
な
い
よ
う
な
人
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
母
が
亡
く
な
っ
て

か
ら
、
本
当
に
よ
く
や
っ
て
く
れ
て
い

ま
す
。
て
っ
き
り
飲
ん
だ
く
れ
に
な
る

と
思
っ
て
い
た
の
に
、
全
く
変
わ
り
ま

し
た
。
そ
ん
な
父
が
、
最
近
こ
う
言
う

ん
で
す
。『
前
は
死
ん
だ
か
あ
さ
ん
が
耳

元
で
〝
あ
あ
し
な
よ
。
そ
れ
は
い
か
ん

で
〟
っ
て
囁
い
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
て
た
ん
が
、
今
は
わ
し
が
思
い
よ

ん
か
、
か
あ
さ
ん
が
言
い
よ
ん
か
、
よ

う
わ
か
ら
ん
。
な
ん
や
ら
…
か
あ
さ
ん

と
ひ
と
つ
に
な
っ
と
る
よ
う
な
気
が
す

る
ん
や
』
っ
て
。
こ
れ
、
父
は
母
に
救
わ

れ
て
る
ん
で
す
よ
ね
？
」
私
が
「
そ
う
で

す
ね
」
と
頷
く
と
、
娘
さ
ん
も
た
だ
た
だ

う
ん
う
ん
と
頷
い
て
い
ま
し
た
。

　

娘
さ
ん
が
帰
っ
た
あ
と
、
私
は
い
ろ

い
ろ
と
思
い
を
巡
ら
せ
ま
し
た
。
き
っ

と
お
父
さ
ん
は
、
最
初
は
「
か
あ
さ
ん
や

…
。
こ
ん
な
時
、
ど
う
す
れ
ば
え
え
ん

か
な
ぁ
？
」「
か
あ
さ
ん
な
ら
ど
う
す
る

や
ろ
か
？
そ
う
や
、
か
あ
さ
ん
な
ら
こ

う
す
る
に
違
い
な
い
」「
こ
ん
な
こ
と
し

て
た
ら
、か
あ
さ
ん
が
心
配
す
る
わ
」
と
、

寝
て
も
覚
め
て
も
、
何
を
す
る
に
も
〝
か

あ
さ
ん
な
ら
…
か
あ
さ
ん
な
ら
…
〟
と
、

亡
き
奥
さ
ま
に
問
い
か
け
、
亡
き
奥
さ

ま
の
思
い
や
願
い
を
推
し
量
り
な
が
ら

暮
ら
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

で
も
、
そ
う
や
っ
て
、
毎
日
毎
日
、

お
仏
前
に
坐
り
、
手
を
合
わ
せ
る
年
月

を
重
ね
る
間
に
、
い
つ
し
か
、
亡
き
奥

さ
ま
と
の
対
話
で
は
な
く
、「
仏
さ
ま
な

ら
き
っ
と
こ
う
す
る
だ
ろ
う
。
仏
さ
ま

 
 

縁
を
つ
な
ぐ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
蔓
延
し

て
か
ら
、
月
に
よ
っ
て
は
毎
週
の
よ

う
に
、
日
曜
坐
禅
に
新
し
い
人
が
来

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
な
か
な

か
続
か
な
い
よ
う
で
す
。

　

不
謹
慎
な
こ
と
で
す
が
、
私
は
そ

う
い
う
人
が
来
る
た
び
に
、
同
じ
坐

禅
作
法
を
説
明
す
る
の
が
、
だ
ん
だ

ん
面
倒
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
問
い
合
わ
せ
の
電
話
を
受

け
た
と
き
に
「
一
度
坐
っ
た
ぐ
ら
い
で

は
足
が
痛
い
ば
か
り
で
、
そ
れ
っ
き
り

に
な
り
ま
す
。せ
め
て
ひ
と
月
ぐ
ら
い
、

ま
あ
四
～
五
回
は
続
け
る
ぐ
ら
い
の

覚
悟
で
お
出
で
て
下
さ
い
ね
。」
と
付

け
加
え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

す
る
と
、「
毎
週
は
無
理
な
の
で
、

少
し
暇
に
な
っ
た
ら
」
と
尻
込
み
を
し

て
、
電
話
を
切
る
人
が
増
え
ま
し
た
。

内
心
「
や
れ
や
れ
」
と
い
っ
た
気
分
で

し
た
が
、
ず
っ
と
罪
悪
感
と
い
い
ま

す
か
、
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
い
ま

し
た
。

　

新
居
浜
市
の
瑞
應
寺
で
の
修
行
時

代
、楢
崎
通
元
老
師
に
お
諭
し
頂
い
た
、

次
の
よ
う
な
お
話
し
が
あ
り
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
が
、
祇
園
精
舎
に

や
っ
て
来
た
酔
っ
ぱ
ら
い
の
願
い
を

受
入
れ
、
出
家
、
つ
ま
り
お
坊
さ
ん

に
な
る
こ
と
を
許
可
し
、髪
を
剃
り
、

法
衣
を
ま
と
わ
せ
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
あ
く
る
日
に
な
っ
て
酔
い
が
覚

め
た
男
は
逃
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
な

ぜ
酔
っ
払
い
を
出
家
さ
せ
た
の
か
訪

ね
る
弟
子
た
ち
に
「
い
ま
、
こ
こ
で

形
だ
け
で
も
出
家
さ
せ
て
お
く
と
、

い
つ
か
そ
れ
が
「
縁
」
と
な
っ
て
本

当
の
お
坊
さ
ん
に
な
ろ
う
、
と
思
う

日
が
き
っ
と
く
る
。
良
い
種
を
ま
い

て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
。」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
話
は
、
大
智
度
論
と
い
う
お

経
や
、
永
平
寺
を
開
か
れ
た
道
元
禅

師
さ
ま
の
正
法
眼
蔵(

出
家
功
徳
の
巻)

に
も
出
て
き
ま
す
。

　

こ
の
話
を
さ
れ
な
が
ら
、
楢
崎
老

師
は
「
縁
あ
っ
て
頭
を
剃
り
、
お
袈
裟

を
掛
け
、
僧
堂
（
修
行
道
場
）
で
寝
起

き
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
た
と
え
嫌
々
で
も
、
本
当
に
有

り
難
く
大
切
な
こ
と
だ
。
だ
か
ら
し
っ

か
り
勤
め
な
さ
い
。」
と
諭
し
励
ま
し

て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昨
年
の
秋
、
瑞
應
寺
へ
お
伺
い
し

た
折
に
、
老
師
の
お
部
屋
に
お
邪
魔

し
て
、「
香
川
の
南
隆
寺
で
す
」
と
申

し
上
げ
る
と
、「
お
う
お
う
、
清せ

い

磨ま

さ

ん
か
」
と
、
四
十
年
前
に
亡
く
な
っ
た
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な
ら
こ
ん
な
こ
と
は
し
よ
う
は
ず
が
な

い
。
仏
さ
ま
な
ら
こ
ん
な
風
に
は
お
っ

し
ゃ
ら
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
、
自
分
の

心
や
行
な
い
を
仏
さ
ま
と
重
ね
合
わ
せ

る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
、「
私
と
い
う

仏
が
寝
起
き
し
て
、
食
事
を
し
て
、
喜

ん
だ
り
嘆
い
た
り
し
て
い
る
」
と
気
付
か

さ
れ
、
何
一
つ
疎
か
に
す
る
こ
と
は
出

来
な
く
な
っ
た
の
だ
と
思
い
至
り
ま
し

た
。
そ
れ
こ
そ
、
丁
寧
に
丁
寧
に
、
毎

日
を
生
き
る
よ
う
に
な
ら
れ
た
の
だ
と

思
う
の
で
す
。

　

受
け
難
き
人
身
を
受
け
て
こ
の
世
に

生
ま
れ
、
奥
さ
ま
に
先
立
た
れ
る
こ
と

で
遇
い
難
き
仏
法
に
値
い
、
こ
の
よ
う

な
ご
縁
に
め
ぐ
り
会
え
た
。
奥
さ
ま
の

供
養
を
通
し
て
、
ほ
ん
の
一
時
も
途
切

れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
を
見
極
め
て
こ

ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
一
年
、
安
閑
と
過
ご
さ
れ
た
方

も
そ
う
で
な
い
方
も
、
来
た
る
年
は
『
亡

く
な
っ
た
父
な
ら
、
母
な
ら
、
尊
敬
す

る
あ
の
方
な
ら
、
愛
し
い
人
な
ら
…
仏

さ
ま
な
ら
』
と
い
う
思
い
で
、
ひ
と
言
ひ

と
言
、
一
歩
一
歩
、
一
日
一
日
を
丁
寧

に
積
み
重
ね
る
生
活
を
心
が
け
て
み
て

は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

	

香
川
県	

南
隆
寺　

大
石
光
昭
師

�

令
和
四
年
十
二
月
二
十
一
日
～
三
十
一
日

 
 

旅
は
ま
だ
終
わ
ら
な
い

　

新
し
い
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

昨
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は

衰
え
る
こ
と
な
く
感
染
が
広
が
り
、
更

に
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻

が
始
ま
り
、
世
界
中
の
多
く
の
人
が
平

和
を
願
っ
て
い
る
の
に
終
わ
り
が
見

え
ま
せ
ん
。
ま
た
日
本
で
も
理
不
尽
な

事
件
事
故
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
体
私
た
ち
は
何
処
に
向
か
っ
て

い
る
の
か
？
云
い
知
れ
ぬ
不
安
に
包

ま
れ
た
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

瑞
應
寺
で
は
前
住
職
楢
崎
通
元
老

師
が
ご
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

通
元
老
師
の
思
い
出
を
修
行
の
友
と

語
れ
ば
尽
き
る
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

お
釈
迦
様
の
十
大
弟
子
の
お
一
人

阿あ

難な
ん

尊そ
ん

者じ
ゃ

は
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
最

も
多
く
聞
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
記
憶
に

基
づ
い
て
教
え
を
記
録
し
、
経
典
が
編

纂
さ
れ
ま
す
。
そ
の
冒
頭
の
「
如

に
ょ
ー

是ぜ
ー

我が
ー

聞も
ん

」
と
い
う
一
句
は
、「
是か

く
の
如ご

と

く
我わ

れ

き
け
り
」（
私
は
お
釈
迦
様
か
ら
こ
の

よ
う
に
聞
き
ま
し
た
）
と
い
う
意
味
で

す
が
、
こ
の
「
我わ

れ

」
と
は
多
く
が
阿
難

尊
者
の
事
で
す
。

　

通
元
老
師
に
出
会
わ
れ
た
方
は
み

な
等
し
く
、こ
の
阿
難
尊
者
の
如
く「
私

は
通
元
老
師
か
ら
こ
の
よ
う
に
聞
き

ま
し
た
」
と
語
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど

に
老
師
の
お
言
葉
は
人ひ

と

々び
と

の
心
に
深

く
残
る
の
で
す
。

　

残
る
だ
け
で
は
な
く
行
き
先
を
示

し
、
ま
た
同
時
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
も
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
が
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
―
挑
戦

者
た
ち
」
と
い
う
番
組
の
エ
ン
デ
ィ
ン

グ
で
中
島
み
ゆ
き
氏
の
「
ヘ
ッ
ド
ラ
イ

ト
・
テ
ー
ル
ラ
イ
ト
」
と
い
う
曲
が
流

れ
ま
す
。
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
は
未
来
を
、

テ
ー
ル
ラ
イ
ト
は
過
去
を
表
現
さ
れ

て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
過
去
と
未

来
を
生
き
る
の
は
「
今
」
で
す
。

「
今い

ま

今い
ま

と　

今い
ま

と
言い

う
時と

き

今い
ま

は
無な

し　

今い
ま

と
言い

う
時と

き　

今い
ま

ぞ
過す

ぎ
ゆ
く
」

　
「
い
」・「
ま
」
と
言
い
ま
す
が
、「
ま
」

と
言
っ
た
ら
「
い
」
は
も
う
す
で
に
過

ぎ
去
っ
て
い
ま
す
。

　

過
去
は
「
今
」
を
創
り
続
け
、「
今
」

は
未
来
を
創
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
「
今
し
か
な
い
。
今
を
大
切
に
」
と

言
わ
れ
ま
す
が
、「
今
、
こ
の
私
」
は
過

去
も
未
来
も
含
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

老
師
は
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
も
、

私
た
ち
の
行
く
先
を
照
ら
し
て
く
だ
さ

る
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
で
あ
り
。
私
た
ち
を

導
い
て
く
だ
さ
る
テ
ー
ル
ラ
イ
ト
で
も

あ
り
ま
す
。
朝
の
ご
挨
拶
で
「
佛
道
は

人
人
の
脚

き
ゃ
く

根こ
ん

下か

に
あ
り
」
と
常
に
お
話

で
し
た
。

　

脚
根
下
と
は
足
元
の
事
、
足
元
と
は

常
に
生
き
続
け
て
い
る
「
今
、
こ
の
私
」

「
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
？
」
と
探

す
の
で
は
な
い
、
与
え
ら
れ
た
「
今
、

こ
の
私
」
が
佛
道
を
、
坐
禅
を
行
う
だ

け
で
す
。

　

曲
は
続
き
ま
す
。「
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
・

テ
ー
ル
ラ
イ
ト　

旅
は
ま
だ
終
わ
ら

な
い
」	

合	

掌　

　

	

瑞
應
寺
専
門
僧
堂	

後
堂　

門
原
信
典

�

令
和
五
年
一
月
一
日
～
十
日

新
春
書
初
め
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鐘 

声

■			

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
。

■			

文
化
財
防
火
デ
ー
に
伴
う 

火
災
防
御
訓
練

　

一
月
十
八
日
（
水
）、
文
化
財

防
火
デ
ー
に
伴
う
火
災
防
御
訓

練
を
新
居
浜
南
消
防
署
、
上
部

地
区
消
防
団
、
角
野
分
団
の
協

力
・
指
導
の
も
と
実
施
し
た
。

山
内
一
同
、
総
代
会
様
、
ひ
か

り
幼
稚
園
も
参
加
し
、
消
火
器

の
取
り
扱
い
方
法
な
ど
学
ん
だ
。

　
銀
杏
感
謝
録

大
阪
府　
　

顯
孝
庵　

殿

岡
山
県　
　

源
樹
寺　

殿

愛
媛
県　
　

法
華
寺　

殿

秋
田
県　
　

満
友
寺　

殿

山
形
県　
　

耕
圓
寺　

殿

鳥
取
県　
　

普
音
寺　

殿

愛
媛
県　
　

安
楽
寺　

殿

静
岡
県　
　

慶
雲
寺　

殿

静
岡
県　
　

養
源
院　

殿

島
根
県　
　

常
喜
寺　

殿

高
知
県　
　

観
喜
寺　

殿

大
阪
府　
　

東
仙
寺　

殿

北
海
道　
　

大
玄
寺　

殿

宮
崎
県　
　

願
成
寺　

殿

長
崎
県　
　

洪
徳
寺　

殿

高
知
県　
　

高
間
寺　

殿

北
海
道　
　

総
泉
寺　

殿

�
(

令
和
四
年
十
一
月
十
八
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

八　

日　

日
曜
参
禅
会

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

　
　
　
　

文
化
財
防
火
デ
ー
に
伴
う

　
　
　
　

火
災
防
御
訓
練

十
九
日　

寒
行
托
鉢
（
丗
日
迄
）

廿
三
日　

法
戦
式

丗
一
日　

金
毘
羅
初
大
祭

　
　
　
　
（
旧
一
月
十
日
）

　
　
　
　

略
布
薩

　
二
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

六　

日　

涅
槃
摂
心
（
十
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

廿
八
日　

略
布
薩

　

新
年
を
迎
え
た
。
今
年
は
自
分

を
ど
う
変
え
ら
れ
る
の
か
…
。
ま

だ
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

自
分
自
身
の
中
か
ら
変
わ
っ
て
い

け
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
目
標
を
見

失
わ
な
い
様
に
信
心
し
て
い
き
た

い
。	

今
冬
首
座

■			

首
座
法
戦
式

　

今
冬
首
座
、
大
菅
康
稔
士
の
法

戦
式
が
一
月
二
十
三
日
（
月
）
に

修
行
さ
れ
た
。「
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
（
木
）
よ
り
三
十
日
（
月
）

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
。

訓練の様子

寒修行托鉢

首座法戦式


