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今
回
は
碧
巌
録
の
序
文
の
一
つ

で
あ
る
、
普
照
の
序
か
ら
読
ま
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
金
太
郎
飴
】

　

皆
さ
ん
は
「
金
太
郎
飴
」
と
云

う
お
菓
子
を
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま

す
が
、巻
寿
司
と
同
じ
作
り
で
、ど

こ
を
切
っ
て
も
切
り
口
に
金
太
郎

の
顔
が
現
れ
る
棒
状
の
飴
で
す
。

　

堂
頭
老
師
の
新
年
の
ご
挨
拶
で

い
た
だ
い
た
「
日
常
の
茶
飯
に
も

三
昧
に
修
行
す
る
こ
と
が
肝
要
」

と
の
お
示
し
は
、
私
た
ち
の
行
住

坐
臥
の
生
活
の
全
て
が
佛
様
の
日

送
り
と
い
う
事
で
す
。

　
「
こ
れ
は
大
切
だ
け
ど
、
こ
れ

は
マ
ア
い
い
加
減
で
良
い
。」
と

い
う
事
は
無
い
。
ス
リ
ッ
パ
を
そ

ろ
え
る
事
も
、
食
事
の
作
法
に
も
、

そ
こ
に
佛
様
の
願
い
が
現
れ
て
き

ま
す
。

　

伊
藤
博
文
公
（
明
治
時
代
の
政

治
家
。
初
代
内
閣
総
理
大
臣
で
日

本
近
代
化
の
立
役
者
。
昭
和
三
十

八
年
に
発
行
さ
れ
た
千
円
札
の
肖

像
）
が
、
永
平
寺
で
六
十
四
世
森

田
悟
由
禅
師
と
会
食
を
さ
れ
ま
し

た
。
伊
藤
公
は
森
田
禅
師
の
お
箸

の
上
げ
下
ろ
し
、
食
事
の
い
た
だ

き
方
に
感
服
さ
れ
、
帰
依
の
心
を

起
こ
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

私
は
元
来
せ
っ
か
ち
で
、
急
い

で
食
べ
る
の
で
良
く
怒
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
ウ
ン
と
食
っ
て
ス
イ
ッ

と
寝
る
か
ら
雲
水
だ
。
そ
の
通
り

で
し
た
。

　
「
和
尚
の
う
ど
ん
の
食
べ
っ
ぷ

り
は
、
い
つ
見
て
も
気
持
ち
が
い

い
。」
う
ど
ん
の
食
べ
方
は
褒
め
ら

れ
た
こ
と
が
何
回
か
あ
り
ま
す
。

　
「
修
行
道
場
で
音
を
立
て
て
食

べ
て
い
い
の
は
う
ど
ん
だ
け
で
す

か
ら
。」
と
話
す
の
で
、
和
尚
さ

ん
は
う
ど
ん
が
好
物
だ
と
皆
さ
ん

知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

が
佛
様
の
願
い
に
叶
っ
て
い
る
と

は
思
い
ま
せ
ん
。

　

自
分
に
対
し
て
も
他
人
に
対
し

て
も
、
身
と
口
と
心
の
行
い
も
、

全
て
そ
こ
に
佛
様
が
現
れ
る
よ
う

に
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
何
故
な
ら
ば
、
私
共
の
成

佛
は
、
成
佛
道
、
佛
道
を
成
し
遂

げ
る
、
つ
ま
り
は
実
践
し
か
な
い

の
で
す
。

　

佛
様
に
護
ら
れ
て
い
る
と
言
い

ま
す
が
、
実
は
佛
様
が
私
の
身
体

と
心
を
借
り
て
人
間
生
活
を
送
っ

て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
頭

の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の
先
ま
で
私

の
身
体
の
ど
こ
を
切
っ
て
も
金
太

郎
な
ら
ぬ
、
佛
様
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。
普
段
の
人
間
生

活
で
は
私
の
自
我
が
強
す
ぎ
て
、

仏
様
が
現
れ
て
こ
な
い
の
で
す
。

【
普
照
の
序
】

　

で
は
最
初
に
出
版
さ
れ
た
碧
巌

録
の
序
文
「
普
照
の
序
」
か
ら
読

ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

至し

聖し
ょ
う

の
命

み
ょ
う

脈み
ゃ
く

、
列れ

つ

祖そ

の
大だ

い

機き

、
換か

ん

骨こ
つ

の
霊れ

い

方ほ
う

、
頤い

神し
ん

の
妙

み
ょ
う

術じ
ゅ
つ

。

そ
れ
ぞ
れ
四
句
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
至
聖
の
命
脈 

― 

坐
禅
が
伝
わ
る
】

　

佛
様
や
祖
師
方
が
教
え
伝
え
て

こ
ら
れ
た
坐
禅
の
事
で
す
。

　
「
至
聖
」は
お
釈
迦
様
。
聖
を「
ひ

じ
り
」と
読
み
ま
す
。元
「々
日
を
知

る
」「
日ひ

知し

り
」の
意
味
だ
そ
う
で
す

が
、
太
陽
は
神
、
絶
対
者
。
そ
こ

か
ら
万
物
に
規
範
と
し
て
完
全
な

る
人
。
神
の
声
を
聞
き
う
る
人
、

神
聖
で
犯
す
こ
と
が
出
来
な
い
清

ら
か
で
尊
い
人
、
人
間
最
高
の
理

想
像
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。

　

私
達
の
立
場
か
ら
云
え
ば
、
聖

な
る
人
の
極
み
は
お
釈
迦
様
で

す
。
そ
れ
が
佛
様
で
す
。
佛ぶ

っ

祖そ

正し
ょ
う

伝で
ん

と
云
い
ま
す
が
、
お
釈
迦
様
か

ら
正
し
く
伝
え
て
こ
ら
れ
た
「
命

脈
」
と
は
何
か
？
「
命
脈
」
は
「
慧え

命み
ょ
う

脈
み
ゃ
く

絡ら
く

」
の
略
で
す
。
佛
様
の
根

本
の
生
命
で
あ
る
慧
命
を
相
続
し

て
断
絶
す
る
事
の
無
い
事
。

　

私
達
の
肉
体
は
、
先
ず
食
物
を

以
っ
て
生
命
と
す
る
の
で
す
が
、

佛
道
修
行
の
身し

ん

心じ
ん

は
、
智
慧
を

持
っ
て
生
命
と
し
ま
す
。
そ
れ
が

「
慧
命
」
で
す
。
こ
の
智
慧
と
云

う
の
は
頭
の
働
き
で
は
な
く
、
十

重
禁
戒
に
示
さ
れ
て
い
る
佛
様
の

生
き
方
で
す
。
そ
し
て
、「
禅
戒

一
如
」
の
お
示
し
の
通
り
、「
戒
」

の
実
践
が
そ
の
ま
ま
坐
禅
の
働
き

と
な
り
ま
す
。
是
こ
そ
が
こ
の
碧

巖
録
の
生
命
な
の
で
す
。

【
列
祖
の
大
機 

― 

佛
様
の
大
い
な

る
は
た
ら
き
】

　

お
釈
迦
様
の
教
え
を
伝
え
ら
れ

た
の
が
「
列
祖
」。

　

祖
は
、
物
事
の
起
源
で
す
か
ら
、

お
釈
迦
様
の
事
、
そ
の
教
え
も
含

み
ま
す
。「
列
祖
」
は
そ
れ
を
代
々

伝
え
て
こ
ら
れ
た
方
々
。
お
釈
迦

様
の
教
え
を
、
達
磨
大
師
様
が
イ

ン
ド
か
ら
中
国
に
渡
ら
れ
て
、
文

字
で
も
、
言
葉
で
も
、
思
想
で
も
、

哲
学
で
も
な
い
、
た
だ
こ
の
身
心

で
佛
様
の
教
え
を
示
す
坐
禅
を
伝

え
ら
れ
ま
し
た
。

　

最
近
は
病
院
に
診
察
に
行
き
、

お
薬
を
も
ら
う
と
、
必
ず
お
薬
の

説
明
書
が
添
付
さ
れ
ま
す
。
そ
の

お
薬
の
説
明
書
を
い
く
ら
読
ん
で

も
、
病
気
は
治
り
ま
せ
ん
。

　

達
磨
大
師
様
が
中
国
に
渡
ら
れ

る
以
前
に
も
、
佛
教
の
経
典
は
伝

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
経
典

は
佛
道
修
行
の
説
明
書
で
す
。
薬

は
飲
ま
な
い
と
効
か
な
い
よ
う

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 

【
三
】

　

 

― 

普ふ

照し
ょ
う

の
序じ

ょ 
一 
―
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

に
、
実
践
し
な
け
れ
ば
佛
様
に
は

成
れ
な
い
の
で
す
。
実
践
こ
そ
が

「
大
機
」。
機
と
は
、
は
た
ら
き
、

い
と
な
み
、
作
用
の
事
。
そ
の
大

き
な
は
た
ら
き
が
碧
巖
録
に
満
ち

満
ち
て
い
る
の
で
す
。

【
換
骨
の
霊
方 

― 
私
が
変
わ
る
、

世
界
が
変
わ
る
】

　

こ
れ
も
坐
禅
の
こ
と
で
す
。「
換

骨
」は
元
々
中
国
の
道
教
の
言
葉
で
、

い
わ
ゆ
る
仙
人
の
術
、
金
丹
と
い
う

妙
薬
で
凡
人
の
骨
を
仙
人
の
骨
に

か
え
て
し
ま
う
処
方
箋
の
事
。

　
「
換か

ん

骨こ
つ

奪だ
っ

胎た
い

」
と
言
い
ま
す
。「
骨

を
取
り
換
え
、
胎
盤
を
奪
い
取
っ

て
自
分
の
も
の
に
す
る
」
一
般
的

に
は
、
昔
の
人
の
詩
の
表
現
や
発

想
な
ど
を
基
に
し
な
が
ら
、
創
意

工
夫
を
加
え
て
自
分
の
独
自
の
作

品
に
す
る
。
或
い
は
自
分
の
も
の

と
す
る
と
云
う
意
味
で
す
が
、
こ

こ
は
凡
夫
の
私
が
、
そ
の
ま
ま
佛

様
に
な
る
霊
妙
な
処
方
で
す
。
私

の
骨
か
ら
骨
組
み
、
身
体
、
心
ま

で
、
今
の
言
葉
で
い
え
ば
Ｄ
Ｎ
Ａ

ま
で
、
佛
様
だ
っ
た
の
で
す
。
一

寸
坐
れ
ば
一
寸
の
佛
様
で
す
。

　

骨
と
云
う
の
は
中
心
、
真
髄
。

こ
の
意
識
と
い
う
よ
り
、
生
き
方

の
換
骨
が
何
時
出
来
る
か
？

　

以
前
、
大
学
を
出
た
ば
か
り
の

和
尚
さ
ん
に
、「
こ
れ
か
ら
、
ど
こ

か
に
修
行
に
行
か
れ
ま
す
か
？
」

と
聞
い
た
ら
「
は
い
、
○
○
の
修

行
道
場
に
半
年
行
っ
て
住
職
の
免

許
も
ら
っ
て
き
ま
す
。」
と
あ
っ
け

ら
か
ん
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
修
行

道
場
を
教
習
所
と
勘
違
い
さ
れ

て
い
る
の
か
、
も
ち
ろ
ん
、
そ

こ
か
ら
正
し
く
導
い
て
い
く
の

が
師
匠
で
あ
り
、
指
導
者
の
大

切
な
役
目
で
す
。

　
「
資
格
を
取
り
に
来
た
」「
法
事

や
葬
儀
の
仕
方
を
習
い
に
来
た
」

「
師
匠
に
云
わ
れ
て
来
た
」
そ
れ

で
終
わ
ら
せ
な
い
。
そ
こ
か
ら
一

歩
も
二
歩
も
進
ん
で
、
自
分
を
超

え
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
大
き
な

分
か
れ
目
で
す
。

　

自
分
の
思
い
通
り
の
楽
な
修
行

な
ど
無
い
の
で
す
。
自
分
の
期
待

に
外
れ
る
こ
と
こ
そ
真
実
で
す
。

こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
。

こ
ん
な
事
は
修
行
で
は
な
い
。

実
は
そ
れ
が
自
分
の
道
心
を
育

て
て
い
く
の
で
す
。
そ
こ
を
ど

う
受
け
止
め
て
、
ど
う
努
力
し
て

い
く
か
。
そ
れ
が
出
来
な
い
と
衆

生
を
救
う
事
も
、
亡
者
を
導
く

事
も
出
来
ま
せ
ん
。
私
が
換
骨

奪
胎
す
れ
ば
世
界
も
換
骨
奪
胎

す
る
の
で
す
。
過
去
も
未
来
も

 

死
を
見
つ
め 

 

　 

　
今
を
生
き
る

　

先
日
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
お
り

ま
し
た
ら
、
お
笑
い
芸
人
の
田

村
淳
さ
ん
が
出
演
さ
れ
て
お
り

ま
し
た
。
田
村
さ
ん
は
多
忙
な

芸
能
活
動
の
傍
ら
、
慶
應
義
塾

大
学
で
勉
学
に
励
ま
れ
た
そ
う

で
す
。

　

研
究
を
さ
れ
て
い
た
の
は
「
遺

書
」。
そ
し
て
現
在
は
、
自
分
が

亡
き
後
に
家
族
や
友
人
な
ど
遺

さ
れ
た
方
へ
の
動
画
の
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
会
社
を
運
営
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
ラ
ジ
オ
の
番
組
で
私
の

心
に
響
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
子
育
て

真
最
中
の
三
十
代
の
あ
る
女
性

の
お
話
し
で
し
た
。

　

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
子
育

て
に
疲
弊
し
き
っ
て
い
た
そ
の

女
性
は
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け

で
田
村
さ
ん
の
遺
書
の
研
究
を

知
り
、
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
参
加

さ
れ
遺
書
を
書
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

そ
の
女
性
は
子
育
て
に
忙
し

く
自
分
の
時
間
も
、
心
の
ゆ
と

り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、

ま
だ
若
い
自
分
の
「
死
」
と
向
き

合
う
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。『
自
分
が
も
し
近
い
う

ち
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
我

が
子
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
、

子
供
の
成
長
を
見
届
け
ら
れ
な

い
。
夫
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
。

そ
う
と
考
え
る
と
自
然
と
涙
が

こ
ぼ
れ
て
き
て
、
普
段
言
う
こ

と
を
聞
か
な
い
、
わ
が
ま
ま
放

題
の
我
が
子
が
愛
お
し
く
て
た

ま
ら
な
く
な
っ
て
、
今
の
生
活

を
大
切
に
思
う
よ
う
に
な
り
、

子
供
の
や
ん
ち
ゃ
に
も
イ
ラ
イ

ラ
し
な
く
な
っ
た
』
と
話
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

田
村
さ
ん
の
デ
ー
タ
に
よ
る

と
、
遺
書
を
書
い
た
人
の
九
割

が
、
そ
の
後
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

思
考
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

自
分
が
亡
き
後
、
家
族
や
友
人

に
ど
ん
な
言
葉
を
残
す
か
を
考

え
る
こ
と
は
、
自
分
の
生
き
様
、

死
に
様
を
真
剣
に
向
き
合
い
考

え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

変
わ
る
の
で
す
。

【
頤い

神し
ん

の
妙
術 

― 

生
命
の
不
思
議

な
は
た
ら
き
】

　

そ
れ
が
頣
神
の
妙
術
。「
頣
」

は
養
う
。「
神
」
は
、
神
さ
ま
佛

さ
ま
の
神
で
は
な
く
、
人
知
で

は
計
り
知
れ
な
い
不
可
思
議
な

働
き
で
す
。

　

で
す
か
ら
「
生
命
の
根
本
に
あ

る
霊
妙
な
は
た
ら
き
を
養
う
」
と

い
う
意
味
で
す
が
、
ど
う
い
う
事

で
し
ょ
う
か
。

　

今
こ
う
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る

事
の
不
思
議
さ
。
そ
れ
が
分
か
ら

な
い
と
真
実
の
安
心
は
得
ら
れ
ま

せ
ん
。
宇
宙
か
ら
始
ま
り
、
太
陽
、

地
球
、
こ
の
大
自
然
、
衣
食
住
、

そ
し
て
、
人
と
人
と
の
出
会
い
の
全

て
に
生
か
さ
れ
て
い
る
私
。
そ
の
生

命
を
お
互
い
に
生
か
し
て
い
く
。

　

全
て
の
人
々
に
真
実
の
安
心
を

与
え
る
に
は
、
い
つ
ま
で
も
私
の

わ
が
ま
ま
を
相
手
に
し
て
い
て
は

到
底
無
理
な
お
話
で
す
。

　

一
切
衆
生
と
い
う
、
こ
の
世

界
の
全
て
の
人
に
、
全
て
の
生

命
に
通
じ
る
大
切
な
妙
術
、
そ

の
教
え
を
こ
れ
か
ら
学
ん
で
い

き
ま
し
ょ
う
。 

（
続
く
）
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私
達
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
存

在
す
る
故
に
、
い
ず
れ
は
死
を

迎
え
、
消
滅
し
て
い
く
身
で
あ

り
ま
す
。
生
と
死
を
切
り
離
す

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

　

曹
洞
宗
で
お
唱
え
す
る
お
経

で
あ
る
「
修
証
義
」。
そ
の
冒
頭

に
「
生
を
明
ら
め
死
を
明
ら
む
る

は
仏
家
一
大
事
の
因
縁
な
り
」
と

あ
り
ま
す
。「
死
」
を
見
つ
め
、

そ
し
て
、
今
あ
る
「
生
」
を
し
っ

か
り
と
見
つ
め
よ
と
教
え
て
い

る
の
で
す
。

　

私
達
は
こ
の
世
に
人
間
と
し
て

生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
理
性
が
あ

り
、
あ
ら
ゆ
る
感
情
を
も
ち
、
あ

ら
ゆ
る
表
現
が
で
き
、
ル
ー
ル
を

作
り
ま
た
守
る
こ
と
が
で
き
、
全

て
の
も
の
に
慈
し
み
を
持
つ
こ
と

が
で
き
、
正
し
い
行
い
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

今
こ
の
瞬
間
を
生
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
感
謝
し
、
一
日
一
日
を

大
切
に
送
り
た
い
も
の
で
す
。

 

高
知
県 

予
岳
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濱
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道
圓
師
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～
二
十
日

 

繋
が
る
思
い

　

先
日
、
お
勤
め
の
移
動
中
に

ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
子
供
た
ち
の
疑
問
や

質
問
に
、
著
名
な
学
者
や
先
生
、

時
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
メ
ダ

リ
ス
ト
の
方
が
質
問
に
答
え
る

と
い
う
番
組
で
し
た
。

　

あ
る
小
学
生
が
脳
科
学
者
の

先
生
に
、
次
の
様
な
質
問
を
し

て
お
り
ま
し
た
。「
先
日
、
お
父

さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
お
寺
に
お

墓
参
り
に
行
き
ま
し
た
。
ご
先

祖
さ
ま
は
僕
た
ち
の
こ
と
を

守
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
す

か
？
」
と
。
ど
う
答
え
る
の
か
と

非
常
に
興
味
深
く
聞
い
て
お
り

ま
し
た
ら
、
先
生
の
お
答
え
は
、

「
人
間
は
人
智
を
超
え
た
存
在
を

信
じ
る
こ
と
で
、
安
心
と
自
信

を
得
ら
れ
る
と
い
う
脳
の
働
き

が
あ
り
ま
す
。
神
仏
や
祖
先
の

存
在
を
信
じ
、
加
護
を
願
う
と

い
う
、
そ
の
働
き
の
お
蔭
で
、

先
人
た
ち
は
過
去
の
様
々
な
災

害
や
戦
争
、
疫
病
や
貧
困
を
乗

り
越
え
ら
れ
た
の
で
す
」
と
い
う

こ
と
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
親
の
七
光
り
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
七
つ

の
光
と
は
ど
の
よ
う
光
な
の
か

調
べ
ま
し
た
ら
、
七
は
数
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
無
数
の
と
か
、

数
多
く
の
と
い
う
意
味
で
し
た
。

私
た
ち
の
命
は
数
え
切
れ
な
い

ご
先
祖
さ
ま
か
ら
の
命
の
連
続

の
結
果
で
あ
り
ま
す
。
五
代
遡

れ
ば
三
十
二
人
、
十
代
遡
れ
ば

千
二
十
四
人
、
数
多
の
ご
先
祖

さ
ま
の
お
一
人
お
一
人
の
存
在

が
あ
っ
た
こ
と
を
、
私
た
ち
の

命
が
証
明
し
て
い
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
小
さ
な
子
供
を

見
る
と
無
意
識
に
可
愛
い
と
思

い
、
無
事
な
成
長
を
願
い
ま
す
。

健
康
で
い
て
欲
し
い
、
そ
し
て

幸
せ
に
な
っ
て
欲
し
い
。
困
難

な
時
代
、
不
遇
な
境
遇
の
中
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
思
い
が
親
か

ら
子
へ
繋
が
っ
て
、
今
の
私
た

ち
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
我
々

は
ご
先
祖
さ
ま
の
そ
ん
な
思
い

を
受
け
て
生
ま
れ
た
の
で
す
か

ら
、
ご
先
祖
さ
ま
か
ら
守
ら
れ

て
い
る
の
だ
と
言
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

道
元
禅
師
様
は
『
仏
道
を
な
ら

う
と
い
う
は
、
自
己
を
な
ら
う

な
り
』
と
お
示
し
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
自
分
の
命
に
つ
な
が
る
大

勢
の
ご
先
祖
さ
ま
に
思
い
を
馳

せ
、
自
分
自
身
の
今
の
有
り
様

を
見
つ
め
直
し
、
時
に
は
反
省

し
、
よ
り
良
い
生
活
を
送
る
こ

と
。
こ
れ
も
立
派
な
仏
道
修
行

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

朝
の
ひ
と
と
き
、
夕
べ
の
ひ

と
と
き
、
お
仏
壇
の
前
で
手
を

合
わ
せ
、
息
を
調
え
、
姿
勢
を

調
え
、
心
を
調
え
て
、
毎
日
を

丁
寧
に
過
ご
し
て
ま
い
り
ま

し
ょ
う
。
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仏
縁
を
い
た
だ
い
て

　

先
日
、
久
し
ぶ
り
に
亡
く
な
っ

た
師
父
の
夢
を
見
た
。

　

行
き
詰
っ
た
と
き
、
や
る
こ

と
が
十
全
に
出
来
て
い
な
い

と
き
に
夢
に
出
て
き
て
は

叱
っ
て
く
れ
て
い
た
。
最
後

に
夢
に
見
た
の
は
十
年
前
く

ら
い
だ
ろ
う
か
。

　

私
が
十
五
歳
の
時
に
師
父
が

亡
く
な
り
、
半
ば
流
さ
れ
る
よ

う
な
形
で
お
寺
を
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
た
。

　

何
も
わ
か
ら
な
い
私
を
優
し

く
受
け
入
れ
導
い
て
く
だ
さ
っ

た
の
は
、
い
つ
も
師
父
と
一
緒

に
坐
禅
を
さ
れ
て
い
た
近
所
の

和
尚
さ
ん
達
だ
っ
た
。

　

素
晴
ら
し
い
先
輩
方
に
恵
ま

れ
、
多
く
の
仲
間
に
出
会
う
こ

と
が
出
来
、
檀
信
徒
の
皆
様
に

も
支
え
て
い
た
だ
き
、
今
は
住

職
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
。
様
々
な
ご
縁
の
中
で
、

お
坊
さ
ん
で
よ
か
っ
た
と
心
の

底
か
ら
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と

思
う
。

　

今
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
師

父
は
早
く
に
亡
く
な
っ
た
こ
と

で
私
に
深
い
仏
縁
を
残
し
て
く

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
母
は
苦
労
し
た
筈
だ
し
、

先
に
息
子
を
送
る
こ
と
に
な
っ

た
祖
母
の
悲
し
み
は
私
に
は
と

て
も
想
像
に
尽
く
せ
な
い
。

　

以
前
は
師
父
が
居
て
く
れ
れ

ば
と
思
っ
た
こ
と
も
、
ど
う
し

て
自
分
が
、
と
へ
そ
を
曲
げ
た

こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
い
た

だ
い
た
ご
縁
を
大
切
に
し
、
前

に
進
む
こ
と
で
し
か
こ
の
恩
に

報
い
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
今

は
思
う
。

　

今
年
は
師
父
の
二
十
五
回
忌

に
あ
た
る
。
歳
は
随
分
近
く
な
っ

た
け
れ
ど
も
、
そ
の
背
中
は
ま

だ
ま
だ
遠
い
。

　

十
年
ぶ
り
に
夢
に
見
た
師
父

は
怒
っ
て
も
い
な
か
っ
た
け
れ

ど
笑
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
い

つ
か
ま
た
会
う
こ
と
が
あ
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
は
胸
を
張
っ

て
、
笑
顔
で
迎
え
て
も
ら
え
る

よ
う
な
お
坊
さ
ん
で
あ
り
た
い
。
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應
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鐘 

声

■   

涅
槃
摂
心

　

二
月
五
日
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
（
従
容
録
）、
金
岡
監
録

（
仮
名
法
語
）、吉
松
維
那（
伝
光
録)

と
法
を
得
る
。
供
養
点
心
菓
子
等
、

会
中
の
施
主
に
深
謝
。

令
和
四
年
涅
槃
摂
心　

供
養
施
主

当
山　
　

総
代
会　

殿　

今
治
市　

禅
興
寺　

殿　

愛
知
県　

森
川
法
雲　

殿　

四
国
中
央
市　

正
覺
寺　

殿　

愛
知
県　

宝
泉
寺　

殿　

松
山
市　

義
安
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　

広
島
県　

西
林
寺　

殿　

今
治
市　

善
福
寺　

殿　

今
治
市　

實
法
寺　

殿

岡
山
県　

安
正
寺　

殿

 

　

(

順
不
同)

　

他
、
野
菜
、
果
物
、
菓
子
等
、

多
数
頂
戴
。

　
銀
杏
感
謝
録

長
野
県　

大
輪
寺 

殿

広
島
県　

海
蔵
寺 

殿

新
潟
県　

広
厳
寺 

殿

愛
知
県　

洞
隣
寺 

殿

愛
知
県　

高
橋
剛 

殿

京
都
府　

太
慶
寺 

殿

愛
媛
県　

髙
橋
英
子 

殿

広
島
県　

無
量
寺 

殿

島
根
県　

福
応
寺 

殿

愛
媛
県　

宝
蔵
寺 

殿

岡
山
県　

尾
崎
治
子 

殿

香
川
県　

矢
野
征
郎 

殿

東
京
都　

常
林
寺 

殿

高
知
県　

閑
慶
院 

殿

広
島
県　

神
原
泰
子 

殿

千
葉
県　

新
井
寺 

殿

東
京
都　

五
十
嵐
文
夫
殿

大
分
県　

加
藤
秀
一 

殿

静
岡
県　

渡
部
忠 

殿

山
口
県　

安
禅
寺 

殿

青
森
県　

阿
部
宏 

殿

愛
媛
県　

森
實
陸
郎 

殿

�
(

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
受
付
迄)

　
二
月
の
日
鑑

一　

日 

祝
祷

五　

日 

涅
槃
摂
心
（
九
日
迄
）

十　

日 

金
毘
羅
初
大
祭 

 
 

（
旧
一
月
十
日
）

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

八　

日 

参
玄
会
（
十
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

卅
一
日 

略
布
薩

　

コ
ロ
ナ
禍
中
、
少
人
数
で
の
冬

制
中
。

　

首
座
の
任
を
務
め
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
か
不
安
だ
っ
た
が
、
役

寮
の
皆
様
方
、
同
安
居
等
た
く
さ

ん
の
方
々
の
ご
協
力
を
賜
り
、
二

月
十
五
日
、
無
事
解
制
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
頂
い
た
ご
恩
を
ど
の
よ
う

に
返
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
答

え
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
感

謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
一
生
懸

命
修
行
に
精
進
し
、
答
え
の
模
索

し
な
が
ら
、
少
し
で
も
恩
返
し
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

 

堂
行
寮　

慧 

岳　

■   

金
毘
羅
初
大
祭

　

二
月
十
日
（
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
。

■   

冬
安
居
解
制
・
涅
槃
会

　

釈
尊
入
滅
の
聖
日
、
涅
槃
会

と
併
せ
冬
安
居
解
制
。
首
座
山

内
浩
紀
（
慧
岳
）
士
と
佛
山
一
衆
、

乳
水
和
合
の
辧
道
厳
修
。

　

二
月
十
四
日
、
土
地
堂
念
誦
、

涅
槃
会
逮
夜
。
十
五
日
、
暁
天
、

祝
祷
朝
課
、
鎮
守
諷
経
に
次
い

で
、涅
槃
会
献
粥
。
規
範
に
準
じ
、

小
参
・
人
事
行
礼
を
修
行
。

　

午
時
、
門
原
後
堂
導
師
の
も

と
、
ひ
か
り
園
児
と
合
山
衆
で

涅
槃
会
正
當
諷
経
。

白眉殿進捗状況
写真の通り工事が進んでおります。

土地堂念誦

涅槃会


