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「
普
照
の
序
」
㊂

『
至
聖
の
命
脈
、
列
祖
の
大
機
は
、

換
骨
の
霊
方
、
頣
神
の
妙
術
な
り
。

其
れ
惟
だ
雪
竇
禅
師
は
超
宗
越
格

の
正
眼
を
具
し
て
、
正
令
を
提
掇

し
、
風
規
を
露
わ
さ
ず
。』

　

先
月
の
八
日
は
、
ご
承
知
の
通

り
、
お
釈
迦
様
の
お
誕
生
日
で
す
。

こ
こ
瑞
應
寺
に
併
設
さ
れ
て
い
る
、

ひ
か
り
幼
稚
園
の
入
園
式
、
進
級

式
も
毎
年
こ
の
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

ど
の
子
も
、
ど
の
子
も
、
み
ん

な「
み
仏
様
の
ひ
か
り
の
子
」で
す
。

　
「
天て

ん

上
じ
ょ
う

天て
ん

下げ

唯ゆ
い

我が

独ど
く

尊そ
ん

」は
お
釈
迦

様
の
誕
生
偈
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
世
の
中
に
は
「
釈
迦
は

な
ん
て
傲
慢
な
人
だ
、
伝
記
と
は

云
え
、
世
界
中
で
た
だ
我
一
人
が

一
番
尊
い
。
と
言
っ
て
い
る
」
と

批
判
さ
れ
る
人
も
あ
り
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
、
本
名
ゴ
ー
タ
マ
・

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
三
〇
歳
の
十

二
月
八
日
に
、
明
け
の
明
星
（
金

星
）
の
輝
き
を
機
縁
と
し
て
お
悟

り
を
開
か
れ
、
釈
迦
牟
尼
佛
、
佛

陀
（
覚
者
）
と
な
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
お
釈
迦
様
の
説
法
を

最
初
に
受
け
た
の
が
、
菩
提
樹
下

の
坐
禅
に
入
る
前
に
、
共
に
苦
行

を
し
た
五
人
の
比
丘
（
修
行
者
）

で
す
。
こ
の
五
比
丘
は
、
苦
行
を

離
れ
た
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
を
軽
蔑
し

て
い
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
様
の
説

法
に
よ
り
最
初
の
弟
子
に
な
る
の

で
す
。

　

誕
生
偈
は
、
そ
の
五
比
丘
に
説

法
さ
れ
る
爲
に
ハ
ラ
ナ
城
の
鹿ろ

く

野や

苑お
ん

に
向
か
う
途
中
、
ウ
ッ
パ
カ
と

い
う
人
の
質
問
に
答
え
ら
れ
た
も

の
を
、
後
世
に
誕
生
の
時
に
唱
え

ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
お
釈
迦
様
は
お
誕
生
の
時

に
、
す
で
に
「
天
上
天
下
唯
我
独

尊
」
と
、
全
て
の
生
命
の
尊
さ
を

宣
言
さ
れ
る
と
運
命
づ
け
ら
れ
て

い
た
事
を
表
し
ま
す
。

　

手
塚
治
虫
氏
の
「
ブ
ッ
ダ
」
と

い
う
漫
画
が
あ
り
、
お
釈
迦
様
の

ご
生
涯
が
感
動
的
に
描
か
れ
て
い

ま
す
。

　

お
釈
迦
様
の
お
誕
生
の
場
面

で
す
。

『
四
月
八
日
の
あ
け
ぼ
の
の
前

奇
跡
は
天
と
地
に
満
ち
広
が
り

そ
れ
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の

心
を
感
動
で
押
し
包
ん
だ
。

あ
る
も
の
は
天
上
か
ら
美
し
い

音
楽
を
聴
き
あ
る
も
の
は
か
ぐ

わ
し
い
に
お
い
を
あ
び
た
と
い

う
。
そ
し
て
心
の
中
に
だ
れ
か

が
告
げ
る
の
で
あ
っ
た
。

「
見
よ
見
よ
そ
の
人
が
生
ま
れ

た
」
と
』

　

母
親
で
あ
る
麻
耶
夫
人
は
、
実

家
で
あ
る
コ
ー
リ
ヤ
国
に
お
産
の

為
、
里
帰
り
の
途
中
産
気
づ
き
、

お
釈
迦
様
を
お
産
み
に
な
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
体
調
を
崩
さ
れ
カ
ビ

ラ
城
に
帰
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

の
帰
り
道
に
考
え
た
名
前
が
シ
ッ

ダ
ー
ル
タ
。
意
味
は
「
目
的
を
遂

げ
る
」。

　

そ
し
て
、
天
上
天
下
を
指
差
し

た
姿
と
は
、
ど
ん
な
姿
で
し
ょ
う
。

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
誕
生
の
時
に
、
カ

ビ
ラ
城
に
は
大
勢
の
人
が
お
祝
い

に
来
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
中
に
預
言
者
で
も
あ
る
ア

シ
タ
と
い
う
聖
者
が
居
て
、
生
ま

れ
た
ば
か
り
の
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の

寝
姿
を
見
て
涙
を
流
し
、
そ
し
て

手
を
合
わ
せ
て
静
か
に
礼
拝
を
さ

れ
ま
す
。

　

そ
れ
を
見
た
父
で
あ
る
カ
ビ
ラ

国
の
王
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
は
「
ど

う
し
て
涙
を
流
さ
れ
る
の
で
す

か
？
何
か
不
吉
な
事
で
も
…
」
と

尋
ね
ま
す
。

　

ア
シ
タ
は
答
え
ま
す
。「
い
や
、

自
分
の
事
で
つ
い
涙
が
出
た
ん

じ
ゃ
。
こ
の
子
が
育
っ
て
偉
大
な

人
に
な
る
頃
に
は
、
わ
し
は
も
う

死
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
見

ら
れ
な
い
と
は
残
念
で
な
。
こ
の

子
は
世
界
の
王
者
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
何
万
年
か
に
一
度
の
偉
大
な

人
間
じ
ゃ
ろ
う
」

　

そ
し
て
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
寝
姿

を
見
て
「
こ
の
子
の
指
を
ご
ら
ん
。

一
方
は
上
を
指
差
し
一
方
は
下
を

指
差
し
て
お
る
。
天
の
上
に
も
天

の
下
に
も
自
分
よ
り
尊
い
も
の
は

無
い
と
教
え
て
い
る
の
じ
ゃ
」

　

私
は「
な
る
ほ
ど
」と
思
い
ま
し

た
。
寝
相
と
い
え
ば
寝
相
で
す
が
、

確
か
に
此
れ
は
人
相
と
か
手
相
を

超
え
た
身
体
の
相
、
身
体
の
お
姿
。

天
地
い
っ
ぱ
い
の
寝
姿
で
す
。

　

そ
し
て
、
ど
の
赤
ん
坊
も
、こ
の

世
に
生
れ
出
た
瞬
間
の「
オ
ギ
ャ

ア
」
と
い
う
第
一
声
が
「
天
上
天

下
唯
我
独
尊
」
と
叫
ん
で
い
る
の

で
す
。

　

一
人
の
人
間
が
生
れ
る
奇
跡

は
、
天
と
地
に
満
ち
広
が
り
、
こ

の
世
の
中
の
ど
ん
な
存
在
も
比
べ

る
事
の
出
来
な
い
尊
い
存
在
「
ひ

か
り
の
子
」
最
高
の
姿
で
あ
る
と

云
う
声
で
す
。

　

私
は
、
以
前
縁
あ
っ
て
キ
リ
ス

ト
教
の
教
会
に
行
き
ま
し
た
。
聖

書
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
の
中

に
「
赤
子
の
よ
う
な
心
、
幼
子
の

よ
う
な
心
で
な
い
と
天
国
に
は
行

け
な
い
」

　
「
子
供
達
を
わ
た
し
の
と
こ
ろ

に
来
さ
せ
な
さ
い
。
妨
げ
て
は
な

ら
な
い
。
神
の
国
は
こ
の
よ
う
な

者
達
の
も
の
で
あ
る
。
は
っ
き
り

言
っ
て
お
く
。
子
供
の
よ
う
に
神

の
国
を
受
け
入
れ
る
人
で
な
け
れ

ば
、
決
し
て
そ
こ
に
入
る
事
は
出

来
な
い
」
と
あ
り
ま
し
た
。

後 

堂　
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原　
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典
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き
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た
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く
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五
】 
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り

 

こ
こ
ろ
の
満
足

　

と
き
ど
き
、
人
間
の
生
き
が
い

と
は
何
だ
ろ
う
か
？
と
考
え
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
誰
も
が
抱
え
る

問
題
な
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
な

か
な
か
答
え
は
で
ま
せ
ん
。
百
人

百
様
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
や
経

験
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
が
、
自

己
満
足
、
自
分
の
心
が
満
た
さ
れ

る
こ
と
を
、
生
き
が
い
と
い
う
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
法
句
経
で
『
ひ
と

も
し　

心
つ
つ
ま
し
く　

善
き
（
よ

き
）
行
ず
る
賢
者
（
も
の
）
を
友
に

得
ば　

す
べ
て
の
危
難
（
あ
や
う

き
）
に
克
ち
（
か
ち
）
よ
ろ
こ
び
深

く
共
に
往
く
（
ゆ
く
）
べ
し
』

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
心
を
許
せ
る

友
に
出
会
え
た
な
ら
、
困
難
を
共

に
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
友

に
出
会
え
た
な
ら
、
そ
の
出
会
い

を
大
切
に
す
る
こ
と
が
心
の
満
足

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
車
を
運
転
し
て
い

ま
す
と
ド
キ
ッ
と
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
急
に
十
字
路
か
ら
出
て

き
た
時
、
ウ
イ
ン
カ
ー
も
出
さ
ず

割
り
込
ま
れ
た
時
、
一
時
停
止
を

無
視
さ
れ
た
時
、
降
り
て
注
意
し

よ
う
と
ま
で
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
文

句
の
一
つ
も
出
て
き
ま
す
。
一
人

で
ブ
ツ
ブ
ツ
言
っ
て
い
る
と
な
ん

だ
か
空
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。

　

連
れ
合
い
が
同
乗
し
て
い
る
時
の

車
の
中
は
文
句
の
山
で
す
。
ハ
ン
ド

ル
を
握
っ
た
彼
女
が
私
に「
あ
の
車
、

私
た
ち
に
気
づ
い
て
な
い
わ
よ
。
ど

こ
を
見
て
走
っ
て
い
る
の
よ
。
あ
あ

い
う
運
転
を
す
る
人
が
い
る
か
ら
事

故
が
起
こ
る
の
よ
」
二
人
で
怒
る
わ

け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
私
は
彼
女

に
「
ま
あ
そ
ん
な
に
怒
ら
な
く
て
も

良
い
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
冷
静
に
言
う

と
矛
先
は
私
に
向
き
ま
す
。

　
「
そ
う
言
い
ま
す
け
ど
ね
、
あ
な

た
が
運
転
し
て
い
る
と
き
も
文
句

言
っ
て
い
る
わ
よ
、
自
分
で
は
気

づ
い
て
い
な
い
み
た
い
だ
け
ど
、
結

構
ひ
ど
い
よ
」「
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
よ
」「
い
い
え
、
そ
ん
な
こ
と
あ

り
ま
す
」「
そ
う
か
な
あ
…
」
そ
ん
な

会
話
を
し
て
い
る
と
、
い
つ
の
間

に
か
お
互
い
に
前
の
車
の
こ
と
を

忘
れ
て
、
怒
り
も
消
え
て
い
ま
す
。

一
人
で
は
で
き
な
い
、
な
ん
で
も

な
い
会
話
が
で
き
る
こ
と
の
素
晴

ら
し
さ
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

　

親
し
い
関
係
で
あ
る
ほ
ど
、
つ
い

相
手
に
配
慮
し
な
い
行
動
や
言
動
を

し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

何
か
の
縁
で
出
会
い
、
一
緒
に
暮
ら

す
よ
う
に
な
り
、
家
族
を
持
ち
、
今

こ
う
し
て
同
じ
時
間
を
過
ご
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
あ
な
た
に
め
ぐ
り
合

え
て
、
本
当
に
良
か
っ
た
と
心
か
ら

言
え
る
出
会
い
も
、
心
の
満
足
に
つ

な
が
る
も
の
で
す
ね
。

　

生
き
て
い
れ
ば
、
悲
し
い
こ
と

も
、
苦
し
い
こ
と
も
、
腹
の
立
つ

こ
と
も
起
こ
り
ま
す
。
そ
ん
な
時

は
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
周
り
を

見
渡
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ま
で

の
出
会
い
中
に
、
あ
る
い
は
今
あ

る
出
会
い
の
中
に
、
心
の
満
足
に

つ
な
が
る
も
の
が
見
つ
か
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
今
日
の
出
会
い
、
明

日
の
出
会
い
を
大
切
に
過
ご
し
て

ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
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ご
縁
を
大
切
に

　

マ
ス
ク
の
生
活
が
続
い
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
感
染
を
防
ぐ

た
め
で
す
ね
。
病
気
に
対
す
る
不

安
は
、
二
千
五
百
年
前
、
お
釈
迦

さ
ま
が
生
老
病
死
と
い
う
教
え
で

説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
時
代
も
、
国
も
、
性

別
も
、
自
ら
選
ん
で
生
ま
れ
て
き

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
の

前
に
広
が
る
世
界
は
常
に
変
化
し
、

医
療
が
発
達
し
て
も
病
気
が
な
く

な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
老

不
死
の
薬
は
な
く
、
生
き
て
い
れ

ば
、
い
つ
か
は
必
ず
死
を
迎
え
ま

す
。
人
生
に
お
け
る
重
要
な
事
柄

は
、
何
一
つ
自
分
の
思
い
通
り
に

な
ら
な
い
の
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
こ
の
思
い
通
り
に

な
ら
な
い　

生
き
る
・
老
い
る
・
病

に
な
る
・
死
ぬ　

と
い
う
こ
と
を
四

苦
と
名
付
け
ま
し
た
。
四
苦
は
、
人

間
誰
も
が
思
い
通
り
に
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
苦
し
み
で
す
。
私
た
ち
は

そ
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
世
界
で

生
活
し
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
苦
し
み
の
世

界
で
あ
っ
て
も
、
お
釈
迦
さ
ま
は

逃
げ
出
し
な
さ
い
と
は
言
っ
て
い

ま
せ
ん
。
一
つ
の
教
え
と
し
て
、
そ

の
苦
し
み
と
向
い
合
い
、
今
こ
こ

で
生
き
て
い
る
素
晴
ら
し
さ
、
限

り
あ
る
命
の
有
難
さ
を
感
じ
、
そ

の
時
そ
の
時
を
大
切
に
し
な
さ
い

と
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。

　

二
十
数
年
前
に
な
り
ま
す
が
本
山

で
の
修
行
中
、
指
導
し
て
く
れ
て
い

　
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」が
そ
の

ま
ま
重
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
釈
迦

様
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
時
の
言

葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

赤
子
の
心
、
幼
子
の
心
と
は
何
か
。

　

人
間
は
生
ま
れ
て
十
六
ヶ
月

た
っ
た
時
に
「
一
」
が
わ
か
り
、

三
十
二
ヵ
月
た
っ
た
時
に
「
二
」

が
わ
か
る
の
だ
そ
う
で
す
。「
一
」

が
わ
か
る
と
云
う
事
は
、
自
分
が

わ
か
る
。

　
「
二
」
が
わ
か
る
と
云
う
事
は
、

自
分
と
他
人
が
わ
か
る
。
や
が
て
好

き
と
嫌
い
、
損
と
得
、
勝
つ
と
負
け

る
、
良
い
と
悪
い
と
云
う
比
べ
あ
い

が
始
ま
り
、
そ
し
て
憎
し
み
や
、
妬

み
、
争
い
が
生
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ

を
慈
し
み
、
敬
い
、
そ
し
て
和
合
の

心
に
成
長
さ
せ
る
の
で
す
。

　

こ
の
世
の
中
の
全
て
は
「
唯
我
」

で
あ
り
「
独
尊
」
で
す
。

　

唯
一
人
の
「
我
」
の
中
身
は
「
無
限

の
生
命
、無
限
の
時
間
、無
限
の
空
間
」

と
い
う
豊
か
で
「
尊
い
我
」
で
す
。

　

こ
の
生
命
が
天
地
い
っ
ぱ
い
に
生

か
さ
れ
て
い
る
赤
子
の
姿
と
心
で
す
。

　

そ
の
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」

の
心
を
持
っ
て
衆
生
を
導
く
「
超

宗
越
格
の
正
眼
」
が
雪
竇
禅
師
に

は
具
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

 

（
続
く
）
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た
ご
老
僧
に
、「
修
行
を
し
て
い
る

と
先
輩
か
ら
、
そ
の
時
そ
の
時
を
大

切
に
し
な
さ
い
。
と
言
わ
れ
ま
す
。

ど
う
す
れ
ば
大
切
に
出
来
る
の
で
す

か
」
と
質
問
し
ま
し
た
。

　

ご
老
僧
は
「
も
し
未
来
と
い
う
も

の
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
未
来
と
過

去
と
を
線
で
繋
い
で
み
る
。
両
端
か

ら
時
間
を
削
っ
て
い
く
と
、
必
ず
薄

く
残
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
今
と

い
う
時
間
だ
。
だ
が
、
そ
こ
ま
で
薄

く
な
る
と
時
間
の
中
で
の
話
で
な
く

な
る
。
自
分
自
身
が
今
と
い
う
こ
と

だ
。
今
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
分
自
身
を
大
切
に
す
る
こ
と

だ
、
も
う
少
し
言
う
と
、
自
分
を
認

識
し
て
い
る
の
は
自
分
で
は
な
い
。

周
り
の
家
族
や
友
人
、
自
然
、
社
会
、

ご
縁
の
中
で
認
識
し
て
も
ら
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
繋
が
り
を
大
切
に
す

る
こ
と
が
自
分
自
身
を
大
切
に
す
る

こ
と
だ
」と
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

４
月
に
な
れ
ば
新
し
い
年
度
が

始
ま
り
、
新
し
い
環
境
で
新
た
な

人
の
出
会
い
や
、
知
人
と
の
再
会

も
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
と
の

出
会
い
は
緊
張
感
も
あ
り
ま
す
が
、

自
分
の
世
界
が
広
が
る
楽
し
み
の

ひ
と
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
誰
も
が
繋
が
り
の
中

で
生
活
し
、
誰
か
に
私
と
し
て
認

識
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
繋
が

り
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
私
が

い
る
の
で
す
。

　

そ
の
時
そ
の
時
を
大
切
に
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
大
切
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
自
身

を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ご

縁
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚

し
繋
が
り
を
大
切
に
す
る
こ
と
で

す
。
限
り
あ
る
命
と
ご
縁
を
大
切
に

過
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

 

愛
媛
県 

晴
光
院　

曽
根
隆
弘
師

�

令
和
四
年
三
月
二
十
一
日
～
三
十
一
日

 
こ
こ
ろ
を
養
う

　

我
々
人
類
は
環
境
に
よ
っ
て
進
化

し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
今
新
し
い
コ
ロ
ナ
と
い
う
災
い

に
よ
っ
て
更
な
る
進
化
を
強
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
今
ま
で
の
生
き
方
や
考

え
方
を
見
直
す
こ
と
は
簡
単
な
問
題

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ

と
も
言
わ
れ
る
今
の
時
代
を
ど
の
よ

う
に
生
き
抜
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
さ
に
人
間
の
こ
こ
ろ
・
精
神

が
問
わ
れ
る
時
代
で
す
。

　

仏
様
の
原
音
と
も
言
わ
れ
る
『
法

句
経
』
に
は
、
最
初
に
こ
こ
ろ
の
問

題
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
一
、
も
の
ご
と
は
心
に
も
と
づ
き

心
を
主
と
し
心
に
よ
っ
て
作
り
出

さ
れ
る
。
も
し
も
汚
れ
た
心
で
話

し
た
り
行
な
っ
た
り
す
る
な
ら
ば
、

苦
し
み
は
そ
の
人
に
つ
き
従
う
。

車
を
引
く
牛
の
足
跡
に
車
輪
が
つ

い
て
行
く
よ
う
に
。

二
、
も
の
ご
と
は
心
に
も
と
づ
き

心
を
主
と
し
心
に
よ
っ
て
作
り
出

さ
れ
る
。
も
し
も
清
ら
か
な
心
で

話
し
た
り
行
な
っ
た
り
す
る
な
ら

ば
、
福
楽
は
そ
の
人
に
つ
き
従
う
。

影
が
そ
の
か
ら
だ
か
ら
離
れ
な
い

よ
う
に
」
と
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
と

い
う
番
組
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
や

哲
学
な
ど
人
文
の
英
知
を
講
義
す

る
番
組
で
、
私
も
興
味
を
も
っ
て

見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
こ
こ
ろ

の
時
代
」
ま
さ
に
今
の
時
代
を
反
映

し
た
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
も
本
来
こ
の
心
の
問
題
を
き
っ

か
け
に
哲
学
や
仏
教
を
学
び
、
今

お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

心
を
学
ぶ
こ
と
（
仏
教
）
は
、
教

え
を
聞
く
、
自
分
で
考
え
る
、
そ

し
て
実
践
修
行
す
る
と
い
う
聞
・

思
・
修
（
も
ん
し
し
ゅ
）
が
仏
教
徒

の
一
般
的
な
修
行
法
で
す
が
、
直

接
自
分
の
心
を
観
察
す
る
こ
と
、

自
分
に
向
き
合
う
こ
と
は
誰
も
が

出
来
る
実
践
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。

　

儒
教
経
典
の
一
つ
で
あ
る
『
大

学
』
に
「
慎し

ん

独ど
く

」
と
い
う
言
葉
が
で

ま
す
。
辞
典
を
開
く
と
「
自
分
ひ
と

り
で
、
他
人
の
い
な
い
所
で
も
身

を
慎
む
こ
と
。
ま
た
、
常
に
自
己

の
心
中
に
注
意
し
て
雑
念
が
起
ら

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
説
明
さ

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
ひ
と
り

を
つ
つ
し
む
（
慎
独
）」
は
自
分
に

向
き
合
う
こ
と
で
あ
り
、
坐
禅
の

こ
と
と
し
て
も
理
解
で
き
ま
す
。

　

我
々
は
常
に
人
と
向
き
合
う
生

活
を
し
て
い
ま
す
。
一
日
を
振
り

返
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
朝
起
き

て
か
ら
夜
寝
る
ま
で
家
族
や
友
達

そ
し
て
職
場
の
仲
間
な
ど
誰
か
と

向
き
合
っ
て
い
ま
す
。
一
人
暮
ら

し
で
も
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
な
ど
常
に
誰
か
と
繋
が
っ
て
い

ま
す
。
こ
う
い
う
生
活
は
自
分
自

身
を
ど
ん
ど
ん
失
っ
て
行
き
ま
す
。

そ
し
て
、
常
に
な
に
か
に
頼
る
人

間
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

人
間
は
心
と
身
体
で
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て

そ
の
重
さ
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

日
本
も
明
治
維
新
以
来
、
か
ら
だ
を

中
心
と
す
る
生
活
、
す
な
わ
ち
欲
望

や
競
争
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支
え
る

金
の
時
代
を
目
指
し
て
来
た
と
思
い

ま
す
。
確
か
に
、
か
ら
だ
中
心
の
考

え
方
は
生
活
の
豊
か
さ
や
便
利
さ
を

生
み
出
し
ま
し
た
が
、
人
間
の
本
性

と
も
言
え
る
こ
こ
ろ
は
衰
退
し
て
来

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
地
球

温
暖
化
、
格
差
社
会
、
人
間
性
喪
失

な
ど
、
連
日
起
き
る
悲
惨
な
事
件
事

故
は
、
今
の
社
会
の
在
り
方
を
代
弁

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
代
を
救
え
る
の
は
、
神
様

や
宗
教
で
も
な
く
、
ま
た
金
で
も
な

い
、
他
な
ら
ぬ
自
分
自
身
の
こ
こ
ろ

で
す
。
我
々
は
か
ら
だ
を
養
う
た
め

に
一
日
三
回
の
食
事
を
し
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
ろ
を
養
う
た
め
に
何
が
出

来
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
ろ

を
養
う
こ
と
は
素
直
な
自
分
に
向
き

合
う
こ
と
で
す
。
そ
の
方
法
と
し
て

今
私
が
実
践
し
て
い
る
三
つ
の
心
得

を
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
身
の
回
り
を
整
理
整
頓

す
る
こ
と
で
す
。
生
活
を
調
え
る

こ
と
で
心
の
中
の
雑
念
や
煩
悩
を

減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次
は
、

静
か
な
と
こ
ろ
で
独
り
自
分
に
向

き
合
う
こ
と
で
す
。
心
を
調
え
る

こ
と
で
自
分
の
本
性
に
出
会
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
先
人

た
ち
の
叡
智
を
学
ぶ
こ
と
で
す
。

考
え
方
を
調
え
る
こ
と
で
正
し
く

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
こ
こ
ろ
が
養
わ
れ
る

奇
縁
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

 

瑞
應
寺
専
門
僧
堂 

蔵
司　

金　

範
松

�

令
和
四
年
四
月
一
日
～
十
日
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鐘 

声

■   

釈
尊
降
誕
会

　

四
月
八
日(

金)

、
暁
天
坐
禅
、

略
朝
課
に
引
き
続
き
釈
尊
降
誕

会
を
厳
修
。
門
原
後
堂
導
師
の

も
と
、
出
班
焼
香
、
香
湯
を
以

て
誕
生
仏
灌
浴
。
釈
尊
降
誕
の

聖
日
を
祝
っ
た
。

　

当
日
法
堂
に
て
、
ひ
か
り
幼

稚
園
入
園
式
、
進
級
式
が
行
わ

れ
、
花
御
堂
の
誕
生
仏
に
甘
茶

を
か
け
、
親
子
と
も
に
花
祭
り

を
お
祝
い
し
た
。

　
銀
杏
感
謝
録

熊
本
県　

明
徳
寺　

殿

兵
庫
県　

正
入
寺　

殿

長
崎
県　

田
口
寿
子
殿

鳥
取
県　

安
国
寺　

殿

愛
媛
県　

瑞
光
寺　

殿

埼
玉
県　

古
径
荘　

殿

愛
媛
県　

山
口
泰　

殿

福
岡
県　

太
養
院　

殿

広
島
県　

潮
音
寺　

殿

鳥
取
県　

吉
祥
院　

殿

広
島
県　

東
光
寺　

殿

�
(

令
和
四
年
二
月
七
日
受
付
迄)

　
四
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

五　

日　

参
玄
会(

七
日
迄)

八　

日　

釈
尊
降
誕
会

九　

日　

前
夜
祭

十　

日　

春
季
金
毘
羅
大
祭

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

卅　

日　

略
布
薩

　
五
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

二　

日　

白
眉
殿
落
慶
法
要

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

廿
八
日　

大
玄
一
光
大
和
尚 

 

廿
七
回
忌
逮
夜
諷
経

廿
九
日　

大
玄
一
光
大
和
尚 

 

廿
七
回
忌
正
當
諷
経

卅
一
日　

略
布
薩

　

私
が
、
上
山
を
し
て
か
ら
、
こ

の
四
月
で
丸
一
年
と
な
り
ま
す
。

こ
の
一
年
間
は
と
て
も
濃
厚
で
と

て
も
貴
重
な
、
そ
し
て
、
生
涯
忘

れ
る
こ
と
の
な
い
時
間
と
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　

私
の
生
涯
で
考
え
る
と
た
っ
た

の
一
年
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
た

く
さ
ん
の
人
へ
の
感
謝
、
恩
を
感

じ
、
ま
た
僧
侶
と
し
て
大
き
な
一

歩
と
な
る
一
年
で
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
修
行
は
、
頂
い
た

た
く
さ
ん
の
恩
を
忘
れ
る
こ
と
な

く
「
報
恩
」、恩
に
報
い
る
こ
と
を
し

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
し
て
い

た
だ
い
た
恩
を
そ
の
人
に
返
す
だ

け
で
な
く
、
今
度
は
自
分
が
、
他

の
誰
か
に
恩
を
送
っ
て
行
き
た
い

と
思
い
ま
す
。 

堂
行
寮　

英 

俊　

■   

金
毘
羅
春
大
祭

　

四
月
十
日(

日)(

旧
三
月
十
日)

は
毎
年
恒
例
、
当
山
鎮
守
金
毘
羅

大
権
現
様
の
春
の
大
祭
日
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

の
為
、
邦
楽
奉
納
、
バ
ザ
ー
等
は

中
止
。
感
染
対
策
を
講
じ
福
引
、

福
餅
進
呈
の
み
行
っ
た
。
山
主
導

師
の
も
と
、
社
殿
に
て
、
転
読
大

般
若
祈
祷
を
厳
修
。
ま
た
、
当
山

梅
花
講
員
の
詠
讃
歌
奉
詠
が
行
わ

れ
た
。

　

不
安
が
募
る
毎
日
で
あ
る
が
、

山
内
一
同
、
当
山
檀
信
徒
他
、
苦

難
に
立
ち
向
か
わ
れ
て
い
る
す
べ

て
の
方
々
の
御
心
が
少
し
で
も
和

ら
ぐ
こ
と
を
祈
っ
た
。

白眉殿進捗状況
写真の通り工事が進んでおります。 金毘羅春大祭

花御堂

降誕会


