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寺庭婦人方による抹茶接待

雲水による鼓鈸運び

大衆立拝

四方念仏：行導

導師

導師焼香（管長）

読経される管長

大衆諷経風景

自帰
ず　き

維那：懺法回向諷誦
い　のう

奉送：観音菩薩をお送りする鳴らし物
ほうそう

香華独唱
こう　げ

磬
けい

Ｔ
Ｖ
番
組
の
お
知
ら
せ

本
年
６
月
17
日
の「
観
音
懺
法
会
」の
模
様
を
は
じ
め
、相
国
寺
が
番
組
で
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。

Ｂ
Ｓ
フ
ジ 

『 

古
寺
名
刹
　
こ
こ
ろ
の
百
景 

』 「
相
国
寺
」　
平
成
26
年
９
月
５
日（
金
） 

夜
７
時
〜
８
時
　
放
送
予
定

か
ん
の
ん
せ
ん
ぼ
う
　え
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第
六
教
区
　

平
成
26
年
４
月
13
日

第
十
二
回
　
管
長
御
親
教

通 天 寺
管長御親教―第六教区―

記念品を受ける三浦隆心兼務住職

琉球古典音楽 我那覇常允氏による献笛

信徒伊集守和氏謝辞
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カ
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就
任
御
挨
拶

佐
分
宗
順

宗
務
総
長

9 8

後
進
に
道
を
譲
る
べ
く
、宗
務
総
長
の
職
を
引
退
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
は
、前
総
長
の
意
志
を
継
ぎ
、さ
ら
な
る
相
国
寺
の
改
革
と
私
た
ち
相
国
寺

派
の
足
下
に
横
た
わ
る
様
々
な
問
題
の
解
決
を
は
か
り
、さ
ら
に
次
の
世
代
に
松た

い

明ま
つ

を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
私
の
役
目
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

思
い
起
こ
せ
ば
、相
国
寺
山
内
豊
光
寺
の
先
代
春
應
和
尚
が
鹿
苑
寺
執
事
長
、相

国
寺
派
宗
務
総
長
を
務
め
ら
れ
た
時
代
は
大だ

い

象ぞ
う

窟く
つ

大
津
櫪
堂
管
長
、村
上
慈
海
鹿
苑

寺
長
老
が
相
国
寺
の
発
展
に
尽
く
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、同
時
に
寺
院
の
自
治
が
問

わ
れ
る
大
問
題
が
発
生
し
た
波
乱
の
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
三
十
一
年

（
一
九
五
六
）に
、新
聞
紙
上
で
発
覚
し
た
銀
閣
寺
住
職
に
よ
る
寺
の
資
金
の
個
人
的

流
用
事
件
は
昭
和
五
十
四
年（
一
九
七
九
）銀
閣
寺
前
住
職
遷
化
に
よ
る
和
解
に
至

る
ま
で
、長
期
の
裁
判
事
件
と
な
り
ま
し
た
。
同
じ
昭
和
三
十
一
年
に
、京
都
市
は

「
文
化
観
光
施
設
税
」の
導
入
を
決
め
た
た
め
、鹿
苑
寺
を
は
じ
め
清
水
寺
な
ど
有
名

観
光
寺
院
は
反
対
運
動
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
相
国

寺
の
先
達
は
真
摯
に
取
り
組
み
、解
決
を
図
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。「
文
化
観
光
施

本
派
寺
院
住
職
各
位
、
寺
族
、
檀
信
徒
の
皆
様
、
相
国
会
会
員
の
皆
様
方
、
暑
中

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
三
月
の
定
期
宗
議
会
に
お
い
て
推
薦
を
受
け
、こ
の
た
び
宗
務
総
長
の
重
職

を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
非
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、相
国
寺
派
の
発
展
の
た
め

力
を
尽
く
す
所
存
で
す
。

私
は
平
成
二
十
三
年
に
山
木
康
稔
前
宗
務
総
長
の
要
請
を
受
け
、相
国
寺
派
の
財

務
部
長
と
し
て
こ
の
三
年
間
、財
務
行
政
の
健
全
化
の
た
め
の
改
革
と
相
国
寺
本
山
、

鹿
苑
寺
、慈
照
寺
の
組
織
改
革
を
進
め
て
参
り
ま
し
た
が
、今
般
、山
木
康
稔
師
は
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設
税
」は
撤
回
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、市
長
と
対
象
寺
院
と
の

間
で「
こ
の
種
の
税
は
今
後
一
切
徴
収
し
な
い
」と
い
う
覚
え
書
き
を
交
わ
す
こ
と

で
将
来
の
布
石
を
残
さ
れ
た
の
で
す
。

銀
閣
寺
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
、残
さ
れ
た
資
料
な
ど
か
ら
熾し

烈れ
つ

な
闘
い
で
あ
っ

た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、そ
の
努
力
の
結
果
は
相
国
寺
の
自
治
と
一
山

の
住
職
方
に
よ
る
民
主
的
な
寺
院
運
営
の
基
を
築
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら

先
達
の
働
き
な
く
し
て
は
今
の
相
国
寺
の
発
展
と
繁
栄
は
な
く
、今
私
た
ち
は
そ
の

先
達
の
尽
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、そ
の
果
実
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

歴
史
は
繰
り
返
す
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
が
、か
つ
て
の「
文
化
観
光
施
設
税
」

は
昭
和
六
十
年（
一
九
八
五
）に「
古
都
保
存
協
力
税（
古
都
税
）」と
名
称
を
変
え
、

再
び
私
た
ち
の
時
代
に
襲
い
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、私
た
ち
の
世
代
は
こ

の
税
を
撤
回
さ
せ
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
か
つ
て
の「
文
化
観
光
施
設
税
」

の
時
の
先
達
の
働
き
と
、そ
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
京
都
仏
教
会
を
中
心
と
し
た
会
員

寺
院
方
の
連
携
と
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、寺
院
側
の
正
当
な
理
論
武
装
に
よ
る
戦
い

が
結
果
を
大
き
く
動
か
し
た
の
で
す
。

い
ま
、宗
教
界
は
様
々
な
意
味
に
お
い
て
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
京
都

仏
教
会
を
中
心
に
反
対
運
動
を
繰
り
広
げ
て
い
る
改
悪
さ
れ
た
宗
教
法
人
法
の
問

題
、宗
教
課
税
の
問
題
、公
益
法
人
制
度
改
革
後
の
公
益
性
の
議
論
を
め
ぐ
る
法
令

の
問
題
点
等
、是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
く
、私
ど
も
相
国
寺
派
は

宗
教
の
自
治
と
自
由
を
守
る
た
め
、京
都
仏
教
会
と
連
携
し
て
問
題
に
対
処
し
て
ま

い
る
所
存
で
す
。
ま
た
、相
国
寺
内
部
に
お
い
て
は「
相
国
寺
派
規
則
」「
相
国
寺
派

宗
制
」「
大
本
山
相
国
寺
規
則
」の
改
正
、整
備
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た

相
国
寺
派
各
寺
院
で
は
無
住
寺
、兼
務
寺
が
増
加
し
て
い
る
現
状
、こ
れ
か
ら
の
無

住
寺
院
の
統
廃
合
の
あ
り
方
を
皆
さ
ま
と
と
も
に
検
討
し
、問
題
の
解
決
に
着
手
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

皆
様
の
さ
ら
な
る
ご
精
進
と
、相
国
寺
派
な
ら
び
に
大
本
山
相
国
寺
に
対
す
る
絶

大
な
る
ご
支
援
を
頂
き
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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こ
の
度
方
丈
の
修
理
と
伊い

藤と
う

若じ
ゃ
く

冲ち
ゅ
う

の
動ど

う

植し
ょ
く

綵さ
い

絵え

三
十
幅
の
コ
ロ
タ
イ
プ
完
成
を
祝
し
、観か

ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

の
式し

き

次し

第だ
い（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）に
つ
い
て
述
べ
て
参
り
ま
す
。

毎
年
六
月
十
七
日
、相
国
寺
で
は
方ほ
う

丈じ
ょ
う

に
お
い
て
観か

ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
懺せ

ん

法ぼ
う

と
は
懺ざ

ん

悔げ

の
こ
と
を
い
い
、観
音
様
へ
己
の
罪
を
佗わ

び
、感
謝
し
、亡
き
人
の
追つ

い

弔ち
ょ
う

の
た
め
に
行
わ
れ
る
法
会
で
す
。

シ
ン
バ
ル
の
よ
う
な
鈸は
つ

、呪じ
ゅ

文も
ん

の
よ
う
な
陀だ

羅ら

尼に

、散さ
ん

華げ

、献け
ん

茶ち
ゃ

、雲う
ん

水す
い

に
よ
る
行

ぎ
ょ
う

道ど
う

な
ど
、そ
の
式
は

独
特
な
所
作
で
見
る
も
の
を
魅
了
し
、敬け
い

謙け
ん

な
気
持
ち
に
さ
せ
る
法
会
と
し
て
こ
れ
ま
で
肅

し
ゅ
く

々し
ゅ
く

と
伝
え

ら
れ
て
き
ま
し
た
。

観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

の
テ
キ
ス
ト
は『
請

し
ょ
う

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

消し
ょ
う

伏ぶ
く

毒ど
く

害が
い

陀だ

羅ら

尼に

三ざ
ん

昧ま
い

儀ぎ（「
請

し
ょ
う

観か
ん

音の
ん

経ぎ
ょ
う

」）』か
ら
経

文
を
抜
き
出
し
、こ
れ
に『
千せ
ん

手じ
ゅ

千せ
ん

眼げ
ん

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

広こ
う

大だ
い

円え
ん

満ま
ん

無む

礙げ

大だ
い

悲ひ

心し
ん

陀だ

羅ら

尼に

経き
ょ
う（「
大だ

い

悲ひ

呪し
ゅ
う

」）』

と『
法ほ

華け

経き
ょ
う

』第
二
十
五
巻『
普ふ

門も
ん

品ぼ
ん（「
観か

ん

音の
ん

経ぎ
ょ
う

」）』を
加
え
て
、観
音
の
力
を
説
い
た
複
数
の
経
典
を

再
編
集
し
、さ
ら
に
陳ち
ん

白び
ゃ
く

と
い
う
懺ざ

ん

悔げ

と
と
も
に
唱
え
る
こ
と
で
、観
音
の
恩
恵
を
う
け
る
と
い
う
観

音
尽
く
し
の
法
会
で
す
。

懺
法
会
の
当
日
、方
丈
の
正
面
に
掛
け
ら
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
観か
ん

音の
ん

菩ぼ

薩さ
つ

で
す
。
観か

ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

は
早

朝
七
時
半
に
ス
タ
ー
ト
し
、四
時
間
に
も
及
ぶ
長
い
法
会
で
す
。
そ
の
懺せ
ん

法ぼ
う

会え

は
次
の
よ
う
に
進
め
ら

れ
ま
す
。

　

一
、　

勧か
ん　
　

請じ
ょ
う　
　
（
太
鼓
・
鈸
の
合
奏
）観
音
様
を
こ
の
場
に
お
呼
び
し
ま
す
。　

（
懺
法
僧
一
同
入
場
）

　

二
、　

大
悲
呪
の
誦
経

　

三
、　

礼ら
い　
　

拝は
い　
　

観
音
様
を
は
じ
め
多
く
の
仏
・
法
・
僧
へ
礼
拝
し
ま
す
。

　

四
、　

焼
し
ょ
う

香こ
う・
散さ

ん

華げ

・
献け

ん

茶ち
ゃ　

香
を
焚
き
、花
び
ら
を
蒔
き
、お
茶
を
供
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
列
者
に
も
ふ
る
ま
わ
れ
ま
す
。

　

五
、　

陳ち
ん　
　

白び
ゃ
く　
　
（
導
師
の
み
）懺
悔
の
文
言
を
述
べ
ま
す
。

　

六
、　

柳り
ゅ
う

枝し

浄じ
ょ
う

水す
い　
　

柳
の
枝
で
水
と
場
を
清
め
ま
す
。

　

七
、　

小
回
向　
　
（
導
師
の
み
）　

　

八
、　

懺ざ
ん　

　

悔げ　
　

全
員
で
節
の
つ
い
た
お
経（
田
植
節
）を
合
唱
し
ま
す
。

　

九
、　

行ぎ
ょ
う　
　

導ど
う　
　

全
員
で
堂
内
を
め
ぐ
り
ま
す
。

　

十
、　

誦ず　
　

経き
ょ
う　
　

全
員
で
観
音
経
を
早
口
で
と
な
え
ま
す
。

十
一
、　

小こ　
諷ふ　
経ぎ

ん　
　

相
国
寺
に
縁
の
あ
る
人
々
の
戒
名
を
読
み
上
げ
ま
す
。

立
畠
敦
子

相
　国
　寺
　観か

ん

　音の
ん

　懺せ
ん

　法ぼ
う

　会え



15 14

（「
大
悲
呪
」一
読
の
後
懺
法
僧
一
同
退
場
）

十
二
、　

奉　
　

送　
　
（
太
鼓
・
鈸
の
合
奏
）観
音
様
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

一
、勧か
ん

請じ
ょ
う

で
は
ま
ず
太た

い

鼓こ

・
鈸は

ち

を
持
っ
た
懺せ

ん

法ぼ
う

僧そ
う

四
名
が
入
場
し
、合
奏

し
て
観
音
様
を
場
に
お
呼
び
い
た
し
ま
す
。
二
、大だ
い

悲ひ

呪し
ゅ
う

を
合
唱
し
た
ら
、

い
よ
い
よ
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

の
本
編
に
入
り
ま
す
。
三
、ま
ず
一
心
に
す
べ
て

の
仏
・
法
・
僧
へ
頂
礼（
礼
拝
）を
し
、程
な
く
し
て
四
、焼
し
ょ
う

香こ
う・

散さ
ん

華げ

・
献け

ん

茶ち
ゃ

を
行
い
ま
す
。
焼
香
は
観か

ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

中ち
ゅ
う

隨ず
い

所し
ょ

で
計
八
回
行
わ
れ
ま
す
。
次
に
再
び
一

心
に
す
べ
て
の
仏
・
法
・
僧
へ
頂
礼
し
ま
す
。

そ
し
て
五
、導ど
う

師し

に
よ
る
陳ち

ん

白び
ゃ
く（

懺ざ
ん

悔げ

）が

な
さ
れ
、六
、浄
水
が
行
わ
れ
ま
す
。
聖
な

る
水
を
柳
の
葉
っ
ぱ
で
ま
い
て
場
を
清
め

て
観
音
に
供
え
ま
す
。
懺
法
会
は
長
い
た

め
こ
の
時
他
の
懺せ
ん

法ぼ
う

僧そ
う

は
中
座
し
て
小
休

止
し
ま
す
。
そ
の
後
観
音
様
へ
の
帰き

依え

を
伝
え
苦く

疫え
き

か
ら
の
開
放
を
願
い
、

香
を
焚
き
な
が
ら
請
し
ょ
う

観か
ん

音の
ん

経ぎ
ょ
う

の
中
の
陀だ

羅ら

尼に

を
唱
え
ま
す
。
陀
羅
尼
は
懺

法
中
三
回
唱
え
ら
れ
ま
す
。
七
、導
師
の
小
し
ょ
う

回え

向こ
う

を
終
え
た
ら
八
、全
員
で

懺
悔
の
文
言
を
合
唱
し
ま
す
。
こ
こ
か
ら
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
突
入
し
ま
す
。
懺
悔
は
田た

植う
え

節ぶ
し

と
も
よ

ば
れ
、寺
伝
で
田
植
歌
に
似
て
い
る
か
ら
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
独
特
の
節ふ
し

回ま
わ

し（
メ
ロ
デ
ィ
ー
）が
付
け

ら
れ
て
い
て
、と
て
も
あ
わ
せ
る
の
が
難
し
い
部
分
で
す
。
こ
れ
ま
で
経
文
の
単
語
の
音
節
を
伸
ば
し

て
な
る
べ
く
ゆ
っ
く
り
と
唱
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
田
植
節
は
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
つ
き
一
番
梵
唄
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
る
所
で
す
。
懺せ
ん

法ぼ
う

中ち
ゅ
う

懺せ
ん

法ぼ
う

僧そ
う

は
各
自
座
っ
て
い
る
場
所
で
、立
ち
上
が
っ
た
り
座
っ
た
り
を
何
度
も

行
い
礼
を
尽
し
ま
す
が
、九
、行
導
で
は
全
員
で
立
ち
上
が
っ
て
、仏
・
法
・

僧
・
諸
仏
へ
の
帰
依
を
唱
え
な
が
ら
堂
内
を
三
周
巡
り
礼
拝
し
ま
す
。
再

び
自
席
に
も
ど
っ
て
座
し
、十
、最
後
に
観
音
経
を
早
口
で
合
唱
し
て
観

音
懺
法
会
は
終
わ
り
を
迎
え
ま
す
。
十
一
、小こ

諷ふ

経ぎ
ん

を
行お

こ
な

い
、十
二
、太た

い

鼓こ

と
鈸は

ち

で
観か

ん

音の
ん

様さ
ま

を
こ
の
場ば

か
ら
お
返
し
し
て
静
か
に
観か

ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

は
終

し
ゅ
う

了り
ょ
う

し
ま
す
。

こ
の
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

は
中
国
で
は
じ
ま
り
、中
国
宋
代
の
天て

ん

台だ
い

僧そ
う

慈じ

雲う
ん

遵じ
ゅ
ん

式し
き

が
中
国
の
懺
法
を
編
集
し

た「
請
観
音
経
」を
日
本
で
再
編
集
し
て
使
用
し
て
い
ま
す
。
経
文
は
ほ
ぼ
踏と
う

襲し
ゅ
う

し
て
い
ま
す
が
、最
後

の
誦ず

経き
ょ
う

で「
観
音
経
」を
読
む
所
が
中
国
と
異
な
り
、観
音
懺
法
が
日
本
独
自
の
懺
法
と
し
て
整
備
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
懺
法
を
編
集
し
た
の
が
、清せ
い

拙せ
つ

正し
ょ
う

澄ち
ょ
う

と
夢む

窓そ
う

疎そ

石せ
き

と
石せ

き

梁り
ょ
う

仁じ
ん

恭き
ょ
う

の
三

人
の
禅
僧
で
あ
り（『
鹿ろ
く

苑お
ん

日に
ち

録ろ
く

』に
所
載
）、そ
の
後
夢む

窓そ
う

疎そ

石せ
き

の
法は

っ

嗣す

で
あ
る
春

し
ゅ
ん

屋お
く

妙み
ょ
う

葩は

、誠せ
い

中ち
ゅ
う

中
ち
ゅ
う

欵か
ん

に
よ
っ
て
式
次
第
や
梵
唄
は
整
え
ら
れ
て
い
き
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
懺
法
と
い
え
ば

勧請浄水

散華

行導
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相
国
寺
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

を
行
う
懺
法
僧
は
、相
国
寺
の
塔た

っ

頭ち
ゅ
う

及
び
そ
の
関
係
者
か
ら
選
ば
れ
ま
す
。
そ
し
て
懺

法
僧
は
練
習
を
欠
か
し
ま
せ
ん
。
懺
法
の
経
文
は
大
変
難
し
く
、節
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、

磬け
い

の
音
で
タ
イ
ミ
ン
グ
を
と
り
な
が
ら
、息
を
合
わ
せ
て
合
唱
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
か
ら
で
す
。

こ
の
懺
法
会
の
練
習
の
様
子
は
江
戸
時
代
の
相
国
寺
九
十
五
世
鳳ほ
う

林り
ん

承じ
ょ
う

章し
ょ
う

の
日
記『
隔か

く

冥め
い

記き

』の
中
に

も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

方ほ
う

丈じ
ょ
う

正し
ょ
う

面め
ん

の
本ほ

ん

尊ぞ
ん

は
室む

ろ

町ま
ち

時じ

代だ
い

の
画が

僧そ
う

明み
ん

兆ち
ょ
う

が
描え

が

い
た
と
さ

れ
る
白
び
ゃ
く

衣え

観か
ん

音の
ん

で
す
。
そ
し
て
そ
の
左
右
に
は
、青あ

お

物も
の

問ど
ん

屋や

の
主

人
で
あ
り
絵
も
よ
く
し
た
伊い

藤と
う

若じ
ゃ
く

冲ち
ゅ
う

の
釈し

ゃ

迦か

三さ
ん

尊ぞ
ん

図ず

の
う
ち
文も

ん

殊じ
ゅ

菩ぼ

薩さ
つ

図ず

と
普ふ

賢げ
ん

菩ぼ

薩さ
つ

図ず

が
か
け
ら
れ
ま
す
。
三
尊
の
前
に
は
立た

ち

葵あ
お
い

が
立
て
ら
れ
、米
・
塩
・
水
菓
子
や
霊
具
膳
が
供
え
ら
れ
ま
す
。

観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

の
中
心
は
そ
の
名
の
と
お
り
観
音
様
で
す
が
、ど
の

観
音
様
が
掛
け
ら
れ
る
か
ま
た
そ
の
取
り
合
わ
せ
は
こ
れ
ま
で
の

長
い
懺
法
の
歴
史
の
中
で
多
少
の
変
更
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぽ
う

会え

で
は
多
く
は
白
衣
觀
音
を
掛
け
る
こ
と
が
慣

わ
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
各
寺
に
残
さ
れ
る
多
く
の
白
衣
観

音
は
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
も
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
古
く
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
文
物
の
リ
ス
ト
と
し
て

知
ら
れ
る『
仏ぶ
つ

日に
ち

庵あ
ん

公こ
う

物も
つ

目も
く

録ろ
く

』に
観
音
図
が
含
ま
れ
ま
す
し
、『
夢む

窓そ
う

疎そ

石せ
き

語ご

録ろ
く

』に「
水
墨
観
音
」が

使
用
さ
れ
た
と
い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
。
相
国
寺
で
昨
年
ま
で
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

で
掛
け
ら
れ
た
文ぶ

ん

室し
つ

宗そ
う

言げ
ん

筆
の
三
十
三
観
音
図
は
、江
戸
時
代
に
東
福
寺
の
明
兆
筆
の
三
十
三
幅
を
忠
実
に
写
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
三
十
三
観
音
は
明
兆
に
よ
り
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、さ
き
ほ
ど
ご
紹
介

し
た
懺
法
の
内
容
と
描
か
れ
た
画
面
が
一
致
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
人
々
が
直
面
す
る
困
難
な
場
面
に

観
音
が
三
十
三
の
姿（
応
身
）で
現
れ
救
っ
て
く
れ
る
と
い
う
と
い
う
も
の
で
、ま
さ
に
懺
法
会
の
最
後

に
読
ま
れ
る
観
音
経
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
描
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、若
冲
が
相

国
寺
に
納
め
た
釈し
ゃ

迦か

三さ
ん

尊ぞ
ん

図ず

三さ
ん

幅ぷ
く

と
動ど

う

植し
ょ
く

綵さ
い

絵え

三さ
ん

十じ
ゅ
っ

幅ぷ
く

は
合
わ
せ
る
と
三さ

ん

十じ
ゅ
う

三さ
ん

幅ぷ
く

と
な
り
、若
冲
の

動
植
綵
絵
の
制
作
の
目
的
は
、父ふ

母ぼ

永え
い

代だ
い

の
供く

養よ
う

と
観か

ん

音の
ん

へ
の
帰き

依え

と
何
よ
り
こ
の
観か

ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

そ
の

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
懺せ
ん

法ぼ
う

後ご

に
読
ま
れ
る
小こ

諷ふ

経ぎ
ん

の
中
に
若
冲
の
戒
名
が
あ
り
ま
す
の
で
、

相
国
寺
に
と
っ
て
も
若
冲
は
重
要
な
存
在
で
あ
り
、そ
の
証
し
と
し
て
明
治
期
の
混
乱
で
寺
を
立
て
直

す
た
め
皇
室
へ
献
上
さ
れ
た
動ど
う

植し
ょ
く

綵さ
い

絵え

三
十
幅
が
、こ
の
度
一
二
五
年
ぶ
り
に
コ
ロ
タ
イ
プ
で
復
活

し
懺
法
会
で
堂
内
に
掛
け
ら
れ
た
こ
と
は
大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
次
回
は
こ
の

本
尊
の
観
音
様
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
著
者
紹
介　

立た
て

　畠は
た

　敦あ
つ

　子こ

　
　
　
　
　
　

日
本
中
世
絵
画
史

　
　
　
　
　
　

九
州
大
学
大
学
院
哲
学
・
哲
学
科（
美
学
・
美
術
史
）修
了

　
　
　
　
　
　

現
在　

北
九
州
市
立
小
倉
城
庭
園　

主
任
学
芸
員

室中　正面中央に掛けられる観音菩薩図
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平
成
二
十
六
年
度
①
　

通
天
寺
御
親
教
日
単

４
月
11
日

　

11
時
30
分　

先
駆　

御
親
教
加
担（
江
上
・
荒
木
両
部
員
）

那
覇
空
港
到
着

　

	

通
天
寺
に
て
準
備
・
打
ち
合
わ
せ

４
月
12
日

　

12
時
55
分　

管
長
、総
長
、教
学
部
長
本
山
出
発

　

13
時　
　
　

通
天
寺
に
て
先
駆
組
、第
六
教
区
光
明
寺
副

住
職
、縁
故
寺
院
、信
徒
習
礼（
通
し
練
習
）

　

17
時　
　
　

管
長
、総
長
、教
学
部
長
那
覇
空
港
到
着	

	

住
職
、加
担
組
僧
侶
、空
港
に
て
出
迎
え

　

20
時　
　
　

夕
食
後
、投
宿
先「
サ
ザ
ン
リ
ン
ク
ス
ホ
テ

ル
」到
着

４
月
13
日

　

８
時
45
分　

先
駆
、通
天
寺
到
着

　

10
時　
　
　

管
長
、総
長
、教
学
部
長
出
発

　

10
時
10
分　

境
内
に
て
多
数
の
出
迎
え
を
受
け
、管
長
、

総
長
、教
学
部
長
到
着

	

到
着
茶
礼

　

10
時
20
分　

殿
聲
五
聲
支
度

　

10
時
25
分　

琉
球
古
典
音
楽
師
範　
我が

那な

覇は

常じ
ょ
う

允い
ん

氏
に

よ
る
献
笛
で
管
長
、総
長
、教
学
部
長
、通

天
寺
三
浦
隆
心
兼
務
住
職
、第
六
教
区
南
洲

寺
住
職
、光
明
寺
副
住
職
、縁
故
寺
院	

沖
縄

万
福
寺
、久
留
米
福
聚
寺
、山
梨
長
慶
寺（
殿

司
）が
出
頭

	

江
上
が
司
会
進
行
、荒
木
が
維
那
を
務
め
る

一
、般
若
心
経
、消
災
呪
、本
尊
回
向

二
、大
悲
呪
、開
山
回
向　
　
　
　

有
馬
賴
底
管
長
、山
木
康
稔
宗
務
総
長
、矢
野
謙
堂
教
学
部
長
、江
上
正
道
部
員（
司
会
・
写
真
）、荒
木
泰
量
部
員（
維
那
）

５
月
27
日

　

８
時　
　
　

管
長
、総
長
、教
学
部
長
、教
学
部
員
、光
源

院
副
住
職

	

本
山
出
発

　

９
時
15
分　

天
正
寺
到
着

	

到
着
茶
礼

晋
山
式
開
式

　

９
時
55
分　

殿
聲
五
聲
支
度

　

10
時　
　
　

連
声
出
頭

三
、甘
露
門
、信
徒
・
沖
縄
戦
没
者
諸
霊

位
先
亡
回
向

通
天
寺
へ
御
親
教
記
念
品
贈
呈

（
管
長
墨
蹟
書
き
下
ろ
し
）

管
長
法
話
、総
長
挨
拶
、教
学
部
長
挨
拶

信
徒
謝
辞　

代
表　
伊
集
守
和
氏

記
念
撮
影

　

11
時
50
分　

御
親
教
終
了

　

12
時　
　
　

見
送
り
を
受
け
管
長
、総
長
、教
学
部
長
出
発

	

続
い
て
、加
担
組
、住
職
、役
員
出
発

　

12
時
40
分　

投
宿
先「
サ
ザ
ン
リ
ン
ク
ス
ホ
テ
ル
」に
て

昼
食
会

　

14
時
40
分　

那
覇
空
港
到
着

　

18
時
30
分　

那
覇
空
港
出
発

　

20
時
20
分　

伊
丹
空
港
到
着

　

21
時
30
分　

本
山
帰
着

　
平
成
二
十
六
年
度
②
　

天
正
寺
御
親
教
・
晋
山
式
日
単

有
馬
賴
底
管
長
、佐
分
宗
順
宗
務
総
長
、矢
野
謙
堂
教
学
部
長
、江
上
正
道
部
員（
記
録
・
写
真
）、荒
木
泰
量
光
源
院
副
住
職（
侍
衣
）



	

第
三
教
区
各
寺
院
、縁
故
寺
院
に
続
き
管

長
、小
林
老
師
、総
長
、教
学
部
長
が
入
堂

	

最
後
に
天
正
寺	

佐
々
木
奘
道
新
命
住
職
が

入
堂一

、祝
聖

二
、開
山
諷
経　
　
　
　

三
、火
徳
諷
経

四
、賀
儀
受
三
拜

五
、管
長
よ
り
住
職
辞
令
伝
達

六
、総
茶
礼

僧
侶
退
堂

新
命
住
職
更
衣

御
親
教
開
教

　

10
時
50
分	

連
声
出
頭

	

管
長
、小
林
老
師
、総
長
、教
学
部
長
、佐
々

木
奘
道
天
正
寺
住
職
、第
三
教
区
宗
会
議
員

福
圓
寺
住
職
、縁
故
寺
院
が
出
頭

一
、般
若
心
経
、消
災
呪
、本
尊
回
向

二
、甘
露
門
、檀
信
徒
先
亡
回
向

天
正
寺
へ
御
親
教
記
念
品
贈
呈

（
管
長
墨
蹟
書
き
下
ろ
し
）

管
長
法
話
、総
長
挨
拶
、教
学
部
長
挨
拶

檀
信
徒
謝
辞　

総
代　
紙
谷
祐
次
氏

記
念
撮
影

　

12
時
５
分　

御
親
教
終
了

　

12
時
30
分　
「
天
王
殿
」に
て
祝
賀
会

　

15
時
30
分　

本
山
帰
着

21 20

　
御
親
教
寺
院
紹
介

山　
　

号　

嶺
南
山

開　
　

創　

平
成
二
十
一
年（
二
〇
〇
九
）十
二
月
二
十
日

勧
請
開
山　

荻
野
独
園
禅
師

本　
　

尊　

聖
観
音
菩
薩
像

脇
侍
・
そ
の
他　

弁
財
尊
天
像

伽
藍
構
成　

本
堂
兼
庫
裡

住　
　

職　

三
浦
隆
心（
兼
務
）

年
間
行
事　

坐
禅
会（
月
一
回
）　

　
　
　
　
　

写
経
会

　
　
　
　
　

沖
縄
慰
霊
の
日
法
要（
六
月
二
十
三
日
）

●
由
来
・
沿
革

　

仏
縁
に
よ
り
長
く
沖
縄
に
逗
留
し
、沖
縄
の
文
化
や

風
習
に
て
触
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
昔
は
、京
都

五
山
の
僧
侶
達
も
多
く
沖
縄
に
渡
り
布
教
活
動
さ
れ

た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

沖
縄
南
部
地
区
は
、昔
か
ら
寺
院
の
無
い
地
区
が
沢

山
あ
り
、ま
た
大
東
和
戦
争
の
激
戦
地
で
も
あ
る
場
所

で
す
。
今
日
、日
本
が
平
和
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
当
時
の
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
大
勢
の
犠
牲
者
の

う
え
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
、と
感
謝
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
沖
縄
の
人
々
に
受
け
た
御
恩

と
慰
霊
の
た
め
に
一
念
発
起
し
、寺
院
建
立
を
発
願
致

し
ま
し
た
。

　

有
馬
賴
底
管
長
猊
下
に
ご
相
談
し
た
と
こ
ろ
快
く

承
諾
頂
き
、勧
請
開
山
に
は
明
治
時
代
の
廃
仏
毀
釈
下

に
仏
道
の
大
切
さ
を
説
き
、当
時
の
政
府
を
動
か
し
た

荻
野
独
園
禅
師
を
お
迎
え
な
さ
い
、と
ご
教
示
を
受
け

　
通
　
天
　
寺
〒
九
〇
一
︱
〇
五
〇
四　

沖
縄
県
島
尻
郡
八
重
瀬
町
後
原
三
二
六
︱
四

電
話　
〇
九
八
︱
九
九
八
︱
六
八
七
六　

H
P　http://w

w
w
4.ocn.ne.jp/~tuutenzi/
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「
衆し
ゅ

生じ
ょ
う

無む

辺へ
ん

誓せ
い

願が
ん

度ど

」と
お
言
葉
を
頂
戴
致
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、山
号
、寺
号
を「
嶺れ
い

南な
ん

山ざ
ん

」「
通つ
う

天て
ん

寺じ

」と
賜
り

ま
し
た
。

　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
日
に
、ご
本
山
よ
り
有

馬
賴
底
管
長
猊
下
を
導
師
に
迎
え
、落
慶
法
要
を
厳
修

致
し
ま
し
た
。
沖
縄
県
に
は
す
で
に
臨
済
宗
寺
院
が

十
六
カ
寺
あ
り
、当
寺
が	

十
七
番
目
と
な
り
ま
す（
他

は
す
べ
て
妙
心
寺
派
）。

開　
　

創　

万
治
元
年（
一
六
五
八
）

開　
　

山　

泰
嶽
禅
師

本　
　

尊　

聖
観
世
音
菩
薩

伽
藍
構
成　

本
堂　

庫
裡　

大
黒
堂

住　
　

職　

佐
々
木
奘
堂（
第
十
三
世
）

年
間
行
事　

大
黒
天
春
季
大
祭（
一
月
十
五
日
）

　
　
　
　
　

春
秋
彼
岸
会
法
要　

　
　
　
　
　

花
祭（
四
月
八
日
）

布
教
活
動　

坐
禅
会　

写
経
会　

読
書
会

●
由
来
・
沿
革

　

万
治
元
年（
一
六
五
八
）備
中
神
應
寺
泰
嶽
禅
師
の

創
建
に
し
て
円
通
山
天
正
寺
と
称
す
。
洛
西
総
持
院
門

跡
鏡
山
尼
和
尚
来
っ
て
、泰
嶽
禅
師
に
参
じ
後
、第
二

世
と
な
る
。
爾
来
、尼
僧
法
地
と
な
る
。
第
三
世
明
室

尼
の
時
、明
和
年
間（
一
七
六
四
〜
七
一
）に
再
建
す
る
。

第
十
世
義
誠
尼
は
、昭
和
九
年（
一
九
三
四
）大
黒
堂
を

建
立
す
る
。
第
十
一
世
、昭
和
十
六
年（
一
九
四
一
）三

月
二
十
五
日
附
で
大
本
山
相
国
寺
よ
り
特
命
住
職
を

命
じ
ら
れ
、第
十
一
世
よ
り
男
僧
法
地
と
な
る
。

　
天
　
正
　
寺
〒
五
四
三
︱
〇
〇
四
三　

大
阪
市
天
王
寺
区
勝
山
一
︱
十
一
︱
三
一

電
話　

〇
六
︱
六
七
七
一
︱
四
一
六
一

　
「
金
閣
寺
の
偉
い
お
坊
さ
ん
が
来
る
よ
。
一
緒
に
行

く
か
？
」と
父
に
言
わ
れ
、僕
は
す
ぐ
に「
行
く
」と
答

え
ま
し
た
。す
ご
く
お
会
い
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

で
も
通
天
寺
に
着
い
て
す
ぐ
後
悔
し
ま
し
た
。
な
ぜ

な
ら
子
供
は
僕
一
人
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

僕
が
管
長
様
に
お
会
い
し
た
い
と
思
っ
た
の
は
、以

前
母
と
金
閣
寺
に
行
き
、と
て
も
感
動
し
た
か
ら
で
す
。

僕
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
は
沖
縄
で
す
。
金
閣
寺
に

行
っ
た
の
は
十
一
月
の
初
め
の
頃
、少
し
ず
つ
色
付
き

始
め
た
紅
葉
、大
き
な
鐘
、そ
し
て
寺
。
沖
縄
で
は
見
ら

れ
な
い
風
景
ば
っ
か
り
で
、す
ご
く
感
動
し
ま
し
た
。

そ
こ
の
管
長
様
っ
て
ど
ん
な
方
な
ん
だ
ろ
う
？
あ
ん

な
大
き
な
寺
の
偉
い
お
坊
さ
ん
な
ん
だ
か
ら
怖
い
の

か
？
厳
し
い
方
だ
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
？
お
話
の
最

中
に
少
し
で
も
動
い
て
叱
ら
れ
る
か
な
？
と
色
々
考

え
ま
し
た
。　

　

車
が
到
着
し
て
降
り
て
来
ら
れ
た
管
長
様
は
大
き
な

方
だ
。
だ
け
ど
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
い
て
と
て
も
優
し
そ

う
な
方
で
し
た
。

　

お
堂
の
中
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
る
と
、父

が
吹
く
笛
の
音
が
響
き
、管
長
様
や
た
く
さ
ん
の
お
坊

様
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。

　

一
斉
に
お
経
を
唱
え
た
時
は
、す
ご
い
迫
力
で
驚
き

ま
し
た
。
さ
っ
き
は
優
し
い
笑
顔
だ
っ
た
管
長
様
が
今

は
少
し
厳
し
い
お
顔
、き
っ
と
僕
達
に
は
で
き
な
い
特

別
な
こ
と
を
し
て
下
さ
っ
て
い
る
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

僕
達
を
代
表
し
て
仏
様
に
お
話
し
し
て
下
さ
っ
て
い
る
、

と
僕
は
思
い
ま
し
た
。

　

お
経
が
書
か
れ
た
紙
を
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、そ
れ

を
見
な
が
ら
な
ん
と
か
付
い
て
行
こ
う
と
し
ま
し
た
が
、

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
ぐ
に
ど
こ
を
唱
え
て
い
る
の

か
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
よ
く
見
る
と
お
坊
さ
ん

第六教区

通
天
寺
ご
親
教
に
参
加
し
て

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

南
星
中
学　
一
年　

我が

那な

覇は

龍
介

御
親
教

感
想
文
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達
は
み
ん
な
何
も
見
な
い
で
唱
え
て
い
ま
し
た
。「
凄
い
、

か
っ
こ
い
い
」と
思
い
ま
し
た
。

　

僕
は
聞
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。た
く
さ
ん
声
が
重
な
っ

て
、時
々
歌
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。
窓
の
外
か
ら
聞

こ
え
る
鳥
の
声
と
犬
の
鳴
き
声
、風
で
ゆ
れ
る
葉
っ
ぱ

の
音
、沢
山
の
音
が
重
な
っ
て
と
て
も
気
持
ち
よ
く
眠

り
か
け
た
と
こ
ろ
で
、鐘
の
音
。「
は
っ
」と
な
っ
て
前

を
見
る
と
管
長
様
の
背
中
が
見
え
、何
だ
か
安
心
し
て

ま
た
音
に
集
中
し
ま
し
た
。
と
て
も
気
持
ち
良
く
不
思

議
な
感
じ
で
し
た
。

　

法
話
の
中
で
、日
本
中
に
ご
親
教
に
行
か
れ
る
こ
と
、

遠
く
は
海
外
ま
で
行
く
こ
と
を
伺
い
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
沖
縄
か
ら
京
都
ま
で
行
く
の
も
遠
い
と
思
っ
た
の

に
、も
っ
と
も
っ
と
遠
い
所
ま
で
大
変
だ
な
と
思
い
ま

し
た
。

　

そ
の
後
、記
念
撮
影
を
し
て
お
帰
り
に
な
る
の
で
車

ま
で
お
見
送
り
を
し
ま
し
た
。
最
初
の
時
の
よ
う
に
、

お
や
さ
し
い
笑
顔
で
皆
と
挨
拶
さ
れ
て
ま
し
た
。

　

も
う
、僕
の
中
の
後
悔
は
無
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

来
て
良
か
っ
た
、参
加
で
き
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し

た
。
こ
ん
な
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
通
天
寺
の
ご
住

職
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

も
う
一
度
、金
閣
寺
、鹿
苑
寺
に
行
き
た
く
な
り
ま

し
た
。

　

私
は
大
阪
市
天
王
寺
区
に
あ
り
ま
す
小
さ
な
お
寺

「
天
正
寺
」の
総
代
で
す
。
天
正
寺
に
は
檀
家
が
お
り
ま

せ
ん
。
檀
信
徒
総
代
と
申
し
ま
し
て
も
一
坐
禅
会
参
加

者
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
天
正
寺
の
為
に
、今
回
管
長
猊
下
の
御

親
教
に
加
え
、佐
々
木
奘
堂
和
尚
の
晋
山
式
を
か
く
も

盛
大
に
執
り
行
っ
て
い
た
だ
き
、在
家
一
同
心
か
ら
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

前
日
降
っ
て
い
た
雨
も
当
日
に
は
す
っ
か
り
上
が
り
、

さ
わ
や
か
な
気
持
ち
で
式
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
た

こ
と
を
一
同
心
か
ら
喜
ん
で
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、新
命
住
職
が
偈
を
唱
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

お
経
が
読
誦
さ
れ
、賀
儀
受
三
拝
、そ
し
て
管
長
猊
下

よ
り
辞
令
が
授
与
さ
れ
、総
茶
礼
に
終
わ
る
晋
山
式
が

ま
ず
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

無
学
な
私
に
は
理
解
し
が
た
い
部
分
も
多
く
あ
り

ま
し
た
が
、そ
の
き
ら
び
や
か
で
荘
厳
な
雰
囲
気
は
十

分
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
一
番
の
見
所
は

「
住
職
晋
山
の
偈
」で
し
ょ
う
か
？
き
ら
び
や
か
な
装

束
を
身
に
纏
い
、い
つ
に
な
く
緊
張
ぎ
み
の
住
職
が
七

言
絶
句
を
唱
え
な
が
ら
杖
を
つ
く
場
面
が
力
強
く
印

象
的
で
し
た
。

　

晋
山
式
を
執
り
終
え
た
後
、い
っ
た
ん
全
和
尚
方
が

退
堂
さ
れ
、新
た
に
入
堂
し
て
、御
親
教
が
始
ま
り
ま
し

た
。諷
経
が
な
さ
れ
た
後
、管
長
猊
下
の
住
職
へ
の
墨
蹟

授
与
に
続
き
、い
よ
い
よ
管
長
猊
下
の
御
法
話
で
す
。

　

管
長
猊
下
は
過
日
、朝
日
新
聞
の
紙
面
に
平
和
へ
の

思
い
を
綴
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、実
際
に
猊
下
御
本

人
の
御
言
葉
を
拝
聴
し
ま
す
と
格
別
の
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。
平
易
で
柔
和
な
御
言
葉
の
中
に
、平
和
へ
の

強
い
思
い
、仏
教
徒
と
し
て
、平
和
の
維
持
発
展
の
た

め
本
気
で
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
姿
勢
が
伝
わ
っ
て

管
長
猊
下
御
親
教
並
び
に

晋
山
式
を
拝
し
ま
し
て

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

天
正
寺
総
代　

松
田
圭
一

御
親
教

感
想
文

第三教区
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き
て
感
激
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
少
し
余
談
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、管

長
猊
下
が
御
法
話
の
際
に
奘
堂
和
尚
の
こ
と
を
謙
遜

さ
れ
て『
不
肖
の
弟
子
』と
お
っ
し
ゃ
た
と
き
、在
家

の
中
か
ら
思
わ
ず
笑
い
声
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。
こ
の
笑

い
は
も
ち
ろ
ん『
不
肖
の
弟
子
』に
同
意
す
る
意
味
で

は
な
く
、我
々
在
家
の
者
が
住
職
に
抱
い
て
い
る
親
し

み
の
現
れ
で
す
。

　

そ
の
後
、宗
務
総
長
様
の
御
挨
拶
、教
学
部
長
様
の

御
挨
拶
、紙
谷
総
代
の
謝
辞
、法
類
の
養
源
院
様
の
謝

辞
と
続
き
ま
し
た
。
ど
れ
を
取
り
上
げ
て
も
心
に
残
る

御
言
葉
で
し
た
。

　

冒
頭
に
申
し
ま
し
た
通
り
、天
正
寺
は
檀
家
の
な
い

お
寺
で
す
。
檀
信
徒
と
申
し
ま
し
て
も
、坐
禅
会
参
加

者
の
集
ま
り
と
い
う
だ
け
で
、恒
常
的
に
在
家
組
織
が

あ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
御
親
教
並
び
に
晋

山
式
へ
の
取
り
組
み
で
も
、坐
禅
会
参
加
者
が
い
わ
ば

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
活
動
し
た
と
い
う
表
現
が
正
し
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、至
ら
な
い
点
が
多
々

あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
お
詫
び
し
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、管
長
猊
下
、宗
務
総
長
様
、

教
学
部
長
様
、本
山
御
一
行
の
皆
様
、加
担
和
尚
の
皆

様
、御
親
教
並
晋
山
式
を
か
く
も
盛
大
に
執
り
行
っ
て

い
た
だ
き
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、御
本

山
の
益
々
の
御
発
展
を
御
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の

た
び
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
度（
雨
安
居
）

相
国
僧
堂
　在
錫
者
名
簿

京　

都
（
相
国
）
瑞
春
院
徒　

須
賀
集
信

宮　

崎
（
相
国
）
龍
源
寺
徒　

田
中
正
明

京　

都
（
相
国
）
大
通
院
徒　

杉
野
宗
担

岐　

阜
（
妙
心
）
萬
福
寺
徒　

興
山
元
卓

福　

島
（
妙
心
）
忠
教
寺
徒　

阿
邉
宗
寛

和
歌
山
（
妙
心
）
観
福
寺
徒　

足
助
厚
堂

島　

根
（
妙
心
）
海
禅
寺
徒　

園
山
大
穣

京　

都
（
相
国
）
慈
雲
院
徒　

中
山
真
周
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天て

塩し
お

川が
わ

温
泉
と
、東
京
池
袋
の
ホ
テ
ル
で
と
、二
度
行
う

と
あ
る
。「
両
方
に
出
席
す
る
方
、大
い
に
歓
迎
」と
の

幹
事
の
コ
メ
ン
ト
も
あ
っ
た
が
、今
回
も
出
席
を
見
合

わ
す
こ
と
に
し
た
。

　

天
塩
川
温
泉
は
、咲
来
地
区
の
北
部
の
天
塩
川
の
川

沿
い
に
在
り
、昔
は
常
盤
鉱
泉
と
云
う
冷
泉
を
沸
か
し

た
温
泉
だ
っ
た
。
私
が
京
都
出
て
来
て
か
ら
後
、村
の
地

域
活
性
化
の
事
業
で
出
来
た
、宿
泊
施
設
と
日
帰
り
入

浴
施
設
を
併
せ
た「
住
民
保
養
セ
ン
タ
ー
」に
な
っ
た
。

　

天
塩
川
温
泉
で
の
宴
会
は
、野
外
で
の
ジ
ン
ギ
ス
カ

ン
鍋
、又
は
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
焼
き
と
案
内
さ
れ
て
い
た
。

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
用
の
特
殊
タ
レ
に
漬
け
込
ん
だ
羊
肉
片

を
、野
菜
な
ど
と
一
緒
に
炊
い
て
食
べ
る
の
が
ジ
ン
ギ

ス
カ
ン
鍋
で
、バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の
よ
う
に
炭
火
で
網
焼

き
し
た
も
の
が
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
焼
き
と
な
る
。
北
海
道

で
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
定
番
の
も
の
だ
。

　

先
日
、久
し
振
り
に
小
、中
学
校
時
代
の
同
窓
会
の
案
内
状
が
届
い
た
。
以
前
か
ら
何
度

も
同
窓
会
の
案
内
を
も
ら
っ
て
い
た
が
、未
だ
に
一
度
も
出
席
し
た
こ
と
が
な
い
。
案
内
に
、

前
回
の
同
窓
会
に
参
加
し
た
人
達
の
集
合
写
真
と
名
簿
が
同
封
さ
れ
て
い
た
。
や
や
ピ
ン

ぼ
け
し
た
写
真
の
中
の
か
つ
て
の
級
友
達
は
、す
っ
か
り
変
わ
っ
た
姿
か
た
ち
で
、名
簿

の
名
と
見
比
べ
な
が
ら
思
い
出
し
て
も
、誰
が
誰
と
判
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
辛
う
じ

て
五
人
程
の
男
性
の
顔
貌
の
中
に
、記
憶
の
内
の
面
影
を
見
い
出
す
だ
け
だ
。
女
性
に
至
っ

て
は
全
く
判
ら
な
い
。

　

私
の
故
郷
は
、北
海
道
の
北
部
、宗
谷
地
方
の
音お
と

威い

子ね
っ

府ぷ

と
云
う
鄙ひ

な
山
村
で
あ
る
。
母

校
は
そ
の
咲さ
っ

来く
る

地
区
に
在
っ
た
咲
来
小
学
校
で
あ
り
、咲
来
中
学
校
で
あ
っ
た
。
小
学
校

の
六
年
、中
学
校
の
三
年
の
計
九
年
間
は
、多
少
の
出
入
り
は
あ
っ
た
が
、ほ
と
ん
ど
変
ら

ぬ
メ
ン
バ
ー
で
学
ん
で
い
た
。
そ
の
頃
を
振
り
返
る
と
、男
女
の
分
け
隔
て
な
く
学
び
、遊

び
、喧
嘩
を
し
て
、文
字
通
り
竹
馬
の
友
と
言
え
た
。
し
か
し
、中
学
校
を
卒
業
す
る
と
、

就
職
し
て
故
郷
を
離
れ
る
者
、高
校
へ
進
学
す
る
者
、そ
れ
ぞ
れ
進
路
が
分
れ
、何
と
な
く

付
き
合
い
が
疎
遠
に
な
っ
た
。
殊こ
と

に
私
は
、高
校
を
卒
業
し
て
就
職
で
京
都
へ
出
て
来
て

後
は
、彼
等
と
は
完
全
に
没
交
渉
の
状
態
に
な
っ
た
。

　

今
回
の
同
窓
会
は
、北
海
道
組
と
本
州
在
住
組
そ
れ
ぞ
れ
に
配
慮
し
て
、音
威
子
府
の
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羊
が
大
き
く
な
り
、乳
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、毎
夕
兄
と
二
人
で
乳
搾
り
を
す

る
の
が
日
課
に
な
っ
た
。
私
は
乳
搾
り
が
下
手
で
、い
つ
も
山
羊
の
後
の
足
で
蹴
ら
れ
て
、

腕
や
脛す
ね

に
引
っ
掻
き
傷
を
つ
く
っ
て
い
た
。
そ
の
山
羊
が
一
年
程
の
う
ち
に
、繫
ぎ
の
ロ
ー

プ
が
首
に
か
ら
ま
っ
て
突
然
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
学
校
か
ら
急
い
で
戻
る
と
、父
が
防
空

壕
の
跡
地
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
後
だ
っ
た
。
悲
し
く
が
っ
か
り
し
た
が
、仕
方
が
な
い
と

諦
め
た
。
と
こ
ろ
が
数
日
後
、兄
か
ら
、専
務
お
じ
さ
ん
が
山
羊
の
死

体
を
切
り
分
け
て
、胴
体
を
持
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
と
聞
い
て
、大
変

憤
慨
し
た
。
そ
れ
以
来
、ち
ょ
っ
と
専
務
お
じ
さ
ん
が
嫌
い
に

な
っ
て
、専
務
の
馬
鹿
、馬
鹿
専
務
な
ど
と
陰
口
を
た
た
い
た

も
の
だ
。
そ
れ
が
昭
和
二
十
七
、八
年
頃
で
、戦
後
復
興
の
兆
し

が
見
え
出
し
、食
糧
事
情
も
随
分
良
く
な
っ
た
時
代
だ
っ
た
。

丁
度
そ
の
頃
、北
海
道
の
あ
ち
こ
ち
で
、ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
鍋
が
何

故
か
大
流
行
し
て
い
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
寄
り
合
い
で
も
必
ず

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
鍋
で
一
杯
や
る
の
が
大
人
達
の
楽
し
み
だ
っ
た
よ
う

だ
。
そ
ん
な
訳
で
、我
が
家
の
哀
れ
な
山
羊
も
、専
務
お
じ
さ
ん
達
の

寄
り
合
い
に
集
っ
た
大
人
達
の
胃
袋
に
納
ま
っ
た
と
云
う
事
だ
っ
た
。

　

私
の
生
家
は
、禅
宗
の
お
寺
だ
っ
た
。
戦
前
、戦
後
の
食
糧
事
情
の
大
変
悪
い
時
代
に
、

母
が
暮
ら
し
の
足
し
に
と
、ジ
ャ
ガ
芋
や
野
菜
、豆
類
な
ど
を
裏
の
畑
で
作
っ
て
居
り
、又
、

鶏
を
十
羽
位
飼
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
戦
後
す
ぐ
は
、親
戚
の
三
家
族
が
疎
開
し
て
来
て

い
た
の
で
大
変
な
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

私
が
小
学
校
の
二
年
か
三
年
生
の
頃
と
記
憶
し
て
い
る
か
ら
、昭
和
二
十
五
、六
年
頃

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
、親
戚
の
人
で
、農
協（
現
在
の
Ｊ
Ａ
）の
専
務
理
事
を
し
て
い
た

人
が
い
た
。
私
達
子
ど
も
は
専
務
お
じ
さ
ん
と
呼
ん
で
い
た
の
だ
が
、子
供
心
に
も
ち
ょ
っ

と
調
子
の
良
い
人
だ
と
感
じ
て
い
た
。
喋
り
声
も
笑
い
声
も
と
に
か
く
大
き
く
て
、遠
く

か
ら
で
も
専
務
お
じ
さ
ん
だ
と
解
る
程
元
気
な
人
だ
っ
た
。
ま
だ
軒
下
な
ど
に
雪
が
残
っ

て
い
た
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
、五
月
の
初
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
専
務
お
じ
さ
ん
が
、檀

家
の
農
家
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
と
言
っ
て
、真
白
の
仔
山
羊
を
無
造
作
に
か
か
え
て
置
い

て
行
っ
た
。
近
所
の
大
工
の
お
じ
い
さ
ん
に
山
羊
小
屋
を
造
っ
て
も
ら
っ
た
と
思
う
の
だ

が
、小
屋
が
出
来
る
迄
の
間
、勝
手
口
の
玄
関
に
繋
い
で
い
た
。
突
然
親
か
ら
引
き
離
さ
れ

た
為
、淋
し
が
っ
て
夜
通
し
啼
き
詰
め
だ
っ
た
。
布
団
に
入
っ
て
か
ら
も
、遠
く
か
ら
聞
こ

え
る
か
細
い
哀
し
気
な
啼
き
声
は
、私
達
子
供
を
切
な
い
気
持
ち
に
さ
せ
た
。
今
も
そ
の

時
の
仔
山
羊
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、そ
の
声
が
耳
の
奥
に
蘇
っ
て
来
る
。
そ
の
仔
山
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ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
鍋
と
聞
く
と
、今
で
も
山
羊
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、胸
に
小
さ
な
疼い

た
み

を

覚
え
る
。

　

同
窓
会
の
級
友
の
こ
と
を
書
こ
う
と
思
っ
て
、す
っ
か
り
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
。
名
簿

を
見
て
驚
い
た
の
は
、音お
と

威い

子ね
っ

府ぷ

の
地
元
に
誰
一
人
と
し
て
残
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
音

威
子
府
に
住
ん
で
居
る
姉
の
言
に
よ
れ
ば
、人
口
は
昔
の
半
分
程
に
減
り
、若
い
人
も
少

な
く
な
っ
た
そ
う
だ
。
因
に
、咲さ
っ

来く
る

小
学
校
、咲
来
中
学
校
は
、児
童
生
徒
の
減
少
で
、十

年
も
前
に
廃
校
と
な
り
、音
威
子
府
小
学
校
、中
学
校
に
併
合
さ
れ
た
と
云
う
。
少
子
高
齢

化
時
代
と
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、故
郷
の
音
威
子
府
は
、殊
に
そ
れ
が
著
し
い
よ
う
だ
。
総

務
省
の
試
算
で
も
、こ
の
ま
ま
少
子
化
が
進
む
と
、四
十
年
後
に
は
日
本
の
総
人
口
数
も
、

約
八
千
万
人
弱
に
減
少
す
る
そ
う
だ
。
そ
れ
ば
か
り
か
、首
都
圏
と
地
方
の
格
差
が
益
々

拡
大
し
て
、全
国
の
自
治
体
の
内
、九
千
八
百
程
が
消
滅
す
る
と
云
う
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
、福
島
の
原
発
事
故
処
理
、又
、東
シ
ナ
海
の
尖
閣
諸
島
を

巡
る
中
国
と
の
対
立
と
、内
外
に
数
々
の
難
問
を
抱
え
た
日
本
。
果
し
て
、五
十
年
、百
年

後
の
日
本
は
ど
ん
な
国
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
知
る
由
も
な
い
が
、た
だ
世
界
か
ら
尊
敬

さ
れ
る
平
和
で
優
し
い
国
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
念お
も

う
ば
か
り
で
あ
る
。
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○
鹿
苑
寺
開
山
忌

　

十
一
月
二
十
一
日
、鹿
苑
寺（
澤
宗
泰
執
事
長
）で

は
開
山
忌
並
び
に
開
基
足
利
義
満
公
の
諷
経
が
厳
修

さ
れ
た
。
有
馬
管
長
を
導
師
に
韜と
う

光こ
う

室し
つ

小
林
老
大
師
、

山
木
宗
務
総
長
は
じ
め
一
山
な
ら
び
に
縁
故
寺
院
尊

宿
に
よ
り
諷
経
が
な
さ
れ
た
。

○
臨
黄
合
議
所
理
事
会

　

一
月
二
十
日
、臨
黄
合
議
所
理
事
会
が
大
徳
寺
に

お
い
て
開
催
さ
れ
、山
木
宗
務
総
長
が
出
席
し
た
。

○
本
山
防
火
訓
練
・
Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
会

　

一
月
二
十
八
日
、冬
の
文
化
財
防
火
運
動
の
一
環

で
京
都
市
消
防
局
上
京
消
防
署
指
導
の
下
、防
火
訓

練
並
び
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
会
を
二
年
ぶ
り
に
行
っ
た
。

今
回
も
一
山
僧
侶
、寺
族
、職
員
、警
備
員
ら
で
構
成

す
る
相
国
寺
自
衛
消
防
隊（
隊
長
・
山
木
宗
務
総
長
）

　
　

本
山
だ
よ
り
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
～
二
十
六
年
六
月
）

講評を行う山木自衛消防隊隊長
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○
第
十
回　
臨
黄
教
化
研
究
会

　

二
月
六
日
、七
日
の
両
日
、花
園
大
学
の
教
堂
並
び

に
花
園
会
館
に
お
い
て
臨
黄
合
議
所
主
催
に
よ
る
第

十
回
臨
黄
教
化
研
究
会
が
開
催
さ
れ
、佐
分
昭
文
師

（
第
一
教
区
豊
光
寺
副
住
職
）、澤
宗
秀
師（
同
林
光
院

副
住
職
）、荒
木
泰
量
師（
同
光
源
院
副
住
職
）、牛
江

宗
道
師（
第
二
教
区
竹
林
寺
住
職
）、佐
々
木
奘
堂
師

（
第
三
教
区
天
正
寺
住
職
）、石
崎
靖
宗
師（
第
四
教
区

海
岸
寺
住
職
）、加
藤
幹
人
師（
同
南
陽
寺
住
職
）、鈴

木
元
浩
師（
同
潮
音
院
住
職
）、松
本
昭
憲
師（
第
六
教

区
光
明
寺
副
住
職
）、松
下
恵
悟
師（
同
永
徳
寺
住
職
）、

芝
原
祥
三
師（
同
感
應
寺
住
職
）の
十
一
名
が
参
加
、ま

た
開
講
式
と
基
調
講
演
に
は
山
木
宗
務
総
長
、矢
野
教

学
部
長
も
出
席
し
た
。
ま
た
基
調
講
演
後
、班
別
で
行

わ
れ
る
分
科
会
で
は
、矢
野
部
長
も
加
わ
り
盛
ん
な
討

議
が
行
わ
れ
、他
派
の
和
尚
方
と
共
に
研
鑽
を
積
ん
だ
。

○
第
一
教
区
総
会

　

二
月
二
十
一
日
、第
一
教
区
総
会
が
管
長
猊
下
以

下
第
一
教
区
各
寺
院
住
職
、閑
栖
和
尚
、副
住
職
の
計

十
九
名
が
出
席
し
て
開
催
さ
れ
た
。

○
臨
済
宗
連
合
各
派
布
教
師
特
別
研
修
会

　

二
月
二
十
六
日
よ
り
二
十
八
日
ま
で
、大
徳
寺
に

於
い
て
布
教
師
特
別
研
修
会
が
開
催
さ
れ
牛
江
宗
道

師（
第
二
教
区
竹
林
寺
住
職
）、石
崎
靖
宗
師（
第
四
教

区
海
岸
寺
住
職
）、福
場
宗
康
師（
第
五
教
区
萬
福
寺

住
職
）、松
本
憲
融
師（
第
六
教
区
光
明
寺
住
職
）が
本

派
よ
り
布
教
師
と
し
て
参
加
し
た
。
開
講
式
、理
事
会

に
は
山
木
宗
務
総
長
、矢
野
教
学
部
長
も
出
席
し
た
。

○
禅
文
化
研
究
所
理
事
会

　

三
月
六
日
、禅
文
化
研
究
所
理
事
会
が
同
所
に
て
開

催
さ
れ
、佐
分
財
務
部
長
、久
山
財
務
部
員
が
出
席
し
た
。

○
春
秋
巡
教

　

本
派
布
教
師
に
よ
る
二
十
六
年
度
定
期
巡
教
は
、

松
本
憲
融
師（
第
六
教
区
光
明
寺
住
職
）が
三
月
十
一

〜
十
八
日
に
か
け
て
京
都
府
舞
鶴
市
の
東
福
寺
派
寺

院
七
カ
寺
、南
禅
寺
派
寺
院
三
カ
寺
、天
龍
寺
派
寺
院

と
消
防
士
や
地
元
消
防

分
団
が
各
班
に
分
か
れ
、

指
揮
者
の
も
と
法
堂
よ

り
出
火
の
想
定
で
、
通

報
、初
期
消
火
、文
化
財

搬
出
、人
名
救
護
、消
火

栓
放
水
銃
と
消
防
車
に

よ
る
一
斉
放
水
な
ど
が

手
際
良
く
行
わ
れ
、
防

火
・
防
災
意
識
の
向
上

に
努
め
た
。

　

続
い
て
承
天
閣
美
術
館
二
階
講
堂
に
お
い
て
、消

防
署
員
指
導
に
よ
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
会
が
開
催
さ
れ
、

慈
照
寺
職
員
も
加
わ
り
、心
肺
蘇
生
の
応
急
手
当
講

習
を
受
講
し
た
。

	

○
全
日
本
仏
教
会
顧
問
弁
護
士
連
絡
会

　

二
月
四
日
、真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁（
京
都
市
東
山

区
）に
お
い
て
、全
日
本
仏
教
会
加
盟
団
体
の
顧
問
弁

護
士
連
絡
会
が
開
催
さ
れ
た
。
当
日
は『
宗
教
法
人
設

立
認
証
制
度
の
現
状
』と
題
し
て
講
演
と
質
疑
が
行

わ
れ
、相
国
寺
顧
問
弁
護
士
の
ほ
か
内
局
よ
り
佐
分

財
務
部
長
、矢
野
教
学
部
長
、江
上
・
荒
木
両
教
学
部

員
も
出
席
し
た
。

各班に指示を出す矢野副隊長

人形を使った心肺蘇生訓練
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○
臨
黄
合
議
所
理
事
長
本
山
引
継
ぎ

　

三
月
二
十
六
日
、大
徳
寺
本
坊
事
務
所（
京
都
市
北

区
）に
お
い
て「
臨
済
宗
黄
檗
宗
連
合
各
派
合
議
所
」

の
理
事
長
本
山
引
き
継
ぎ
が
行
わ
れ
、戸
田
実
山
理

事
長（
大
徳
寺
派
宗
務
総
長
）や
中
川
弘
道
事
務
局
長

（
第
二
教
区
大
雲
寺
住
職
）の
ほ
か
相
国
寺
派
か
ら
は

山
木
宗
務
総
長
、佐
分
財
務
部
長
、矢
野
教
学
部
長
、

江
上
教
学
部
員
が
出
席
し
た
。
相
国
寺
派
の
理
事
長

本
山
任
期
は
、本
年
四
月
一
日
よ
り
平
成
二
十
八
年

三
月
末
日
ま
で
の
二
年
間
で
あ
る
。

○
瑞
林
寺
夢
窓
国
師
毎
歳
忌

　

三
月
三
十
日
、第
三
教
区
瑞
林
寺（
三
重
県
津
市
・

長
谷
寺
高
山
宗
親
住
職
兼
務
）で
は
開
山
毎
歳
忌
が

厳
修
さ
れ
、矢
野
教
学
部
長
と
和
田
財
務
部
員
が
拝

請
を
受
け
出
頭
し
た
。　　
　
　
（
関
連
記
事
51
ペ
ー
ジ
）

○
第
四
・
第
二
教
区
合
同
少
年
・
子
供
研
修
会

　

四
月
二
日
、平
成
二
十
六
年
度
の
第
四
教
区
若
狭

少
年
研
修
会
と
第
二
教
区
子
供
研
修
会
が
、本
年
も

合
同
開
催
で
本
山
方
丈
・
大
書
院
に
て
行
わ
れ
た
。

今
回
は
学
童
七
十
四
名
、寺
院
十
名
、役
員
二
十
七
名

の
計
百
十
一
名
が
参
加
し
た
。
登
山
し
た
少
年
少
女

た
ち
は
、方
丈
で
般
若
心
経
、消
災
呪
を
唱
え
、山
木

宗
務
総
長
の
法
話
を
聞
き
、書
院
で
は
教
学
部
指
導
に

よ
る
二
十
分
の
坐
禅
を
体
験
し
た
。
ま
た
、参
加
記
念

と
し
て
本
山
よ
り
数
珠
と
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
が
送
ら
れ
、

二
カ
寺
を
、二
十
一
日
に
は
佐
賀
県
有
田
町
の
南
禅

寺
派
一
カ
寺
を
順
に
布
教
、ま
た
石
崎
靖
宗
師（
第
四

教
区
海
岸
寺
住
職
）が
三
月
二
十
四
〜
四
月
五
日
に

か
け
て
広
島
県
、岡
山
県
、愛
媛
県
の
佛
通
寺
派
寺
院

十
三
カ
寺
を
順
に
布
教
し
た
。

○
同
宗
連
第
一
連
絡
会

　

三
月
十
二
日
、大
徳
寺
で
同
宗
連（『
同
和
問
題
』に

と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議
）第
一
連
絡
会
が
開
催

さ
れ
、矢
野
教
学
部
長
、荒
木
教
学
部
員
が
出
席
し
た
。

○
定
期
集
会

　

三
月
十
三
日
、各
教
区
か
ら
登
山
し
た
七
名
の
宗
会

議
員（
三
名
が
新
任
）、内
局
員
全
員
が
出
席
の
も
と
、

平
成
二
十
五
年
度
定
期
宗
会
が
本
山
会
議
室
で
開
催

さ
れ
た
。
議
事
に
先
立
ち
大
谷
昌
弘
師（
第
三
教
区
福

圓
寺
住
職
）を
議
長
に
、角
野
元
保
師（
第
四
教
区
東
源

寺
住
職
）を
副
議
長
に
選
出
し
、有
馬
管
長
の
入
場
後

全
員
で
開
山
諷
経
、続
い
て
ご
挨
拶
を
た
ま
わ
っ
た
後

に
審
議
に
入
っ
た
。
平
成
二
十
四
年
度
相
国
寺
派
・
相

国
寺
本
山
決
算
報
告
、二
十
六
年
度
相
国
寺
派
・
相
国

寺
本
山
予
算
案
、承
天
閣
美
術
館
平
成
二
十
四
年
度

決
算
・
事
業
報
告
、二
十
六
年
度
予
算
案
・
事
業
計
画

案
、宗
務
総
長
任
期
満
了
に
伴
う
候
補
者
推
薦
の
件
、

小
林
玄
徳
相
国
寺
専
門
道
場
師
家「
視し

篆て
ん

開か
い

堂ど
う

式
」の

予
定
の
件
が
協
議
さ
れ
承
認
可
決
さ
れ
た
。

○
焼
骨
灰
供
養
法
要

　

三
月
十
七
日
、方
丈
に
お
い
て
京
都
仏
教
会
と
京

都
中
央
葬
祭
業
協
同
組
合
の
主
催
に
よ
る
京
都
市
中

央
・
宇
治
市
斎
場「
春
季
焼
骨
灰
供
養
法
要
」が
厳
修

さ
れ
た
。
昨
年
ま
で
の
三
年
間
は
方
丈
の
修
復
工
事

の
た
め
に
他
所
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、本
年
よ
り
会

場
提
供
の
協
力
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

開
式
に
先
立
ち
矢
野
教
学
部
長
が
法
話
を
、続
い
て

有
馬
管
長
を
導
師
に
山
木
総
長
以
下
内
局
員
が
出
頭

し
、宮
城
泰
年
京
都
仏
教
会
常
務
理
事
の
弔
辞
に
続
い

て
法
要
が
行
わ
れ
た
。
焼
香
に
は
多
く
の
遺
族
や
関

係
者
が
訪
れ
、方
丈
室
内
と
縁
側
は
満
席
と
な
り
、法

話
・
法
要
を
通
じ
て
心
静
か
に
故
人
の
冥
福
を
祈
っ
た
。書院にて坐禅をする少年少女
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大
師
、南
禅
寺
専
門
道
場
の
日
下
元
精
老
大
師
、光
雲
寺

田
中
寛
洲
老
大
師
、南
陽
院
鈴
木
正
澄
師
を
始
め
、大
通

会
会
員
諸
師（
相
国
僧
堂
出
身
者
）、相
国
寺
本
山
一
山
、

そ
の
他
関
係
者
が
出
頭
し
両
師
の
遺
徳
を
偲
ん
だ
。

　

老
大
師
香
語
は
左
の
如
し
。

　

無
為
室
老
大
師
五
十
遠
年
諱
・
拈
華
室
老
大
師
超
祥
忌

　
　

香
語

　

五
十
年
兼
又
七
年

　

因
齋
慶
讚
兩
師
禅

　

甚
深
恩
澤
未
報
得

　

大
法
護
持
誓
佛
天

　
　
　
　

紹
徳
九
拜

　
　

右　
　
　
　
　
　

　

定
中
昭
鑑

○
第
十
二
回　
管
長
御
親
教
①

　

四
月
十
三
日
、第
六
教
区
通
天
寺（
沖
縄
県
島
尻
郡

八
重
瀬
町
）に
お
い
て
平
成
二
十
六
年
度
有
馬
管
長

御
親
教
が
行
わ
れ
た
。
通
天
寺
は
、平
成
二
十
一
年

十
二
月
に
第
五
教
区
西
光
寺（
島
根
県
出
雲
市
）三
浦

隆
心
住
職
に
よ
り
新
寺
と
し
て
建
立
落
慶
さ
れ
本
年

で
五
年
目
を
迎
え
た
。
以
来
、住
職
が
沖
縄
県
と
島

根
県
を
行
き
来
し
、月
例
坐
禅
会
や
写
経
の
会
、沖
縄

戦
没
者
追
悼
法
要
、正
月
行
事
等
を
行
い
、檀
家
制
度

の
無
い
沖
縄
に
お
い
て
来
訪
者
を
増
や
し
、ま
た
信

徒
を
獲
得
さ
れ
て
き
た
。
有
馬
管
長
に
よ
る
御
親
教

の
開
催
が
決
ま
っ
て
以
降
、同
寺
の
支
援
者
の
気
運

も
高
ま
り
、今
回
の
御
親
教
参
加
者
は
、こ
れ
ま
で
に

行
っ
た
他
寺
と
遜
色
な
く
多
く
の
人
た
ち
が
訪
れ
た
。

　

当
日
は
早
く
も
初
夏
を
感
じ
る
好
天
に
恵
ま
れ
、琉

球
古
典
音
楽
師
範
の
我が

那な

覇は

常じ
ょ
う

允い
ん

氏
に
よ
る
献
笛
で

開
教
し
、本
尊
諷
経
、開
山
諷
経
に
続
き
、信
徒
先
祖

代
々
・
沖
縄
戦
没
者
諸
霊
位
の
回
向
も
な
さ
れ
た
。
本

山
よ
り
は
山
木
宗
務
総
長
、矢
野
教
学
部
長
、江
上
教

学
部
員
、荒
木
教
学
部
員
が
管
長
に
同
行
、第
六
教
区

よ
り
は
南
洲
寺（
矢
野
焔
恵
住
職
）、光
明
寺（
松
本
昭

憲
副
住
職
）が
、ま
た
通
天
寺
縁
故
寺
院
が
出
頭
し
た
。

終
了
後
に
は
、会
場
を
移
し
て
懇
親
会
を
開
催
し
た
。

（
詳
細
は
巻
頭
カ
ラ
ー
4
ペ
ー
ジ
な
ど
を
参
照
）

別
室
に
て
本
山
女
子
職
員
お
手
製
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス

を
頂
い
た
後
、そ
れ
ぞ
れ
次
の
目
的
地
へ
向
か
っ
た
。

○
京
都
高
齢
者
大
学
公
開
講
座

　

四
月
九
日
、京
都
高
齢
者
大
学
の
公
開
講
座「
宗
教

の
世
界
」が
本
山
大
書
院
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、有
馬

管
長
が「
禅
の
山
河
」と
い
う
内
容
で
法
話
を
行
い
、

引
き
続
き
参
加
者
は
法
堂
と
方
丈
を
拝
観
し
た
。

○
無
為
室
老
大
師
五
十
遠
年
諱
、拈
華
室
老
大
師
超
祥
忌
厳
修

　

四
月
十
日
、十
一
日
の
両
日
、大
通
院（
相
国
寺
専

門
道
場
）に
お
い
て
無む

為い

室し
つ

山
崎
大た
い

耕こ
う

老
大
師
の
五
十

遠お
ん

年ね
ん

諱き

並
び
に
拈ね
ん

華げ

室し
つ

田
中
芳
洲
老
大
師
の
超ち
ょ
う

祥し
ょ
う

忌き

（
七
回
忌
）が
厳
修
さ
れ
、韜と
う

光こ
う

室し
つ

小
林
玄
徳
老
大
師

が
導
師
を
勤
め
ら
れ
た
。

　

法
要
に
は
有
馬
賴
底
管
長
の
ほ
か
に
国
泰
寺
派
澤	

大
道
管
長
猊
下（
十
日
の
宿
忌
の
み
）、円
覚
寺
派
横
田

南
嶺
管
長
猊
下
、円
通
寺
専
門
道
場
の
長
谷
川
大
道
老

京都高齢者大学公開講座で話をする有馬管長

宗務総長の法話を聞く参加者たち
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寺
区
）に
お
い
て
有
馬
管
長
御
親
教
が
行
わ
れ
た
。
今

回
は
第
十
三
世
佐
々
木
奘
道
新
住
職
の
晋
山
式
も
併
せ

て
厳
修
さ
れ
、本
山
よ
り
佐
分
宗
務
総
長
、矢
野
教
学

部
長
、江
上
教
学
部
員
が
管
長
に
同
行
、ま
た
ご
出
身

の
相
国
寺
専
門
道
場
よ
り
小
林
老
大
師
を
は
じ
め
多
数

の
縁
故
寺
院
、そ
し
て
第
三
教
区
各
寺
院
が
出
頭
し
た
。

　

当
日
は
、好
天
の
も
と
導
師
の
佐
々
木
新
住
職
が

入
堂
し
、晋
山
の
偈
を
唱
え
、祝
聖
、開
山
、火
徳
諷

経
、住
職
辞
令
伝
達
、賀
儀
受
け
三
拝
、総
茶
礼
ま
で

行
い
、有
馬
管
長
と
導
師
を
交
代
し
て
本
尊
、祠
堂
諷

経
、記
念
品
授
与
後
、開
教
と
な
っ
た
。
終
了
後
に
は
、

会
場
を
移
し
て
住
職
就
任
の
祝
賀
会
が
開
催
さ
れ
た
。

（
詳
細
は
巻
末
カ
ラ
ー
74
ペ
ー
ジ
な
ど
を
参
照
）

○
相
国
会
本
部
役
員
会

　

五
月
三
十
日
、午
後
一
時
よ
り
本
山
会
議
室
に
お

い
て
、平
成
二
十
六
年
度
相
国
会
本
部
役
員
会
が
開

催
さ
れ
た
。
般
若
心
経
一
巻
を
諷
経
後
、相
国
会
総

裁
の
有
馬
管
長
、新
副
総
裁
の
佐
分
宗
務
総
長
よ
り

ご
挨
拶
を
賜
り
、引
き
続
き
第
一
教
区
理
事
の
片
岡

匡
三
氏
を
議
長
に
選
出
し
て
審
議
に
入
っ
た
。
平
成

二
十
五
年
度
事
業
・
決
算
報
告
、二
十
六
度
予
算
案
、

事
業
計
画
案
が
そ
れ
ぞ
れ
承
認
可
決
さ
れ
た
。

　

ま
た
前
号
で
概
要
を
お
伝
え
し
た
よ
う
に
本
誌『
円

明
』第
一
〇
〇
号
発
刊
を
記
念
し
て
開
催
す
る
、「
相
国

会
本
部
円
明
第
一
〇
〇
号
記
念
研
修
会
」の
研
修
日
程

の
確
認
や
募
集
要
項
の
詳
細
に
つ
い
て
も
協
議
さ
れ
た
。

　

当
日
の
出
席
者
は
左
記
の
通
り
。

　
　
　
　
　
　
　

理　

事　
　
　
　
　

顧　

問

　

第
一
教
区　

片
岡　

匡
三　
　
　

平
塚　

景
堂

　

第
二
教
区　

波
多
野　

外
茂
治　

牛
江　

宗
道

　

第
三
教
区　

小
川　

武
義　
　
　

大
谷　

昌
弘

　

第
四
教
区　

伊
藤　
　

彰　
　
　
　

欠　

席

　

第
五
教
区　

勝
部　

和
美　
　
　

延
本　

輝
典

　

第
六
教
区　

萩
原　

健
一　
　
　

芝
原　

一
三

他
、
宗
務
総
長
以
下
内
局
員	

五
名

○
禅
文
化
研
究
所
理
事
会

　

五
月
三
十
日
、禅
文
化
研
究
所
理
事
会
が
同
所
に

○
前
堂
転
位
式

　

四
月
二
十
一
日
、開
山
堂
に
於
い
て
第
一
教
区
光

源
院（
荒
木
元
悦
住
職
）徒
弟
の
荒
木
文
紹
師
の
前
堂

転
位
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
師
は
相
国
寺
専
門
道
場
に

て
修
行
さ
れ
、今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。

　

拝
塔
偈
は
左
の
如
し
。

　
　

萬
年
韶
光
千
樹
春　

　
　

栄
華
馥
郁
滌
心
塵　

　
　

無
辺
妙
法
平
生
夢　

　
　

塔
下
立
志
一
望
新

○
臨
黄
合
議
所
理
事
会

　

四
月
二
十
三
日
、午
前
十
一
時
よ
り
会
議
室
に
お
い

て
、臨
黄
合
議
所
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、臨
済
宗
黄
檗

宗
各
本
山
よ
り
宗
務
総
長
十
三
名
が
参
集
し
た
。
相

国
寺
よ
り
は
山
木
宗
務
総
長
と
佐
分
財
務
部
長（
新
宗

務
総
長
）が
出
席
し
た
。

○
慈
照
寺
開
山
忌

　

五
月
二
十
一
日
、慈
照
寺（
小
出
量
堂
執
事
長
）で

は
開
山
忌
並
び
に
開
基
足
利
義
政
公
の
諷
経
が
厳
修

さ
れ
た
。
法
要
に
先
立
ち
華
務
花
方
に
よ
る
献
花
が

行
わ
れ
、引
き
続
き
管
長
猊
下
を
導
師
に
、小
林
老
大

師
、佐
分
宗
務
総
長
を
は
じ
め
一
山
尊
宿
、京
都
仏
教

会
事
務
局
僧
侶
に
よ
り
諷
経
が
な
さ
れ
た
。

○
日
田
辯
財
天
春
季
大
祭

　

五
月
二
十
六
日
、大
分
県
日
田
市
に
あ
る
西
之
山

辯
財
天
堂
で
春
季
大
祭
並
び
に
お
火
焚
祭
が
厳
修
さ

れ
、有
馬
管
長
猊
下
を
導
師
に
、澤
鹿
苑
寺
執
事
長
、

小
出
慈
照
寺
執
事
長
、矢
野
教
学
部
長
、山
木
財
務
部

長
が
出
頭
し
て
大
般
若
が
転
読
さ
れ
た
。

○
第
十
二
回　
管
長
御
親
教
②

　

五
月
二
十
七
日
、第
三
教
区
天
正
寺（
大
阪
市
天
王

前堂転位式
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自ず

帰き　

普
廣
閑
栖
大
和
尚　
　

中ち
ゅ
う

鈸ば
ち　

宗
秀
座
元

　

打た

磬け
い　

賢
明
西
堂　
　
　
　
　

小こ

鈸ば
ち　

泰
量
座
元

　

維い

那の
う　

豊
光
和
尚

○
臨
黄
合
議
所
総
会

　

六
月
二
十
日
、午
前
十
時
よ
り
臨
黄
合
議
所
総
会

が
担
当
本
山
で
あ
る
相
国
寺
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

全
国
の
臨
済
宗
・
黄
檗
宗
各
山
か
ら
宗
務
総
長
、各
部

部
長
ら
六
十
四
名
が
参
集
。
方
丈
で
有
馬
管
長
を
導

師
に
各
山
開
山
諷
経
が
行
わ
れ
た
後
、総
長
会
、各
部

長
会
な
ど
に
分
か
れ
討
議
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
の

総
会
で
は
、平
成
二
十
八
年
度
の
遠
諱
事
業
や
討
議

の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

○
同
宗
連
第
一
連
絡
会

　

七
月
一
日
、京
都
市
右
京
区
の
仁
和
寺（
真
言
宗
御

室
派
総
本
山
）で
、二
十
六
年
度
第
一
回
同
宗
連（『
同

和
問
題
』に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議
）第
一
連

絡
会
が
開
催
さ
れ
、矢
野
教
学
部
長
、江
上
教
学
部
員

が
出
席
し
た
。

て
開
催
さ
れ
、佐
分
宗
務
総
長
、久
山
慈
照
寺
執
事
が

出
席
し
た
。

○
臨
済
宗
連
合
各
派
布
教
団
本
部
引
継
ぎ

　

六
月
一
日
、大
徳
寺
派
に
替
わ
り
相
国
寺
派
が「
臨

済
宗
連
合
各
派
布
教
団
本
部
」の
担
当
と
な
り
、そ
の

会
計
や
新
年
度
予
算
案
作
成
の
動
き
が
あ
っ
た
。
続
い

て
二
十
四
日
は
大
徳
寺（
京
都
市
北
区
）に
お
い
て
布
教

団
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、相
国
寺
派
か
ら
は
佐
分
宗
務

総
長
、矢
野
教
学
部
長
、江
上
教
学
部
員
が
出
席
し
た
。

　

つ
い
で
七
月
八
日
に
事
務
局
の
引
継
ぎ
が
行
わ
れ
、

全
国
の
臨
済
宗
各
派
寺
院
に
て
開
催
さ
れ
る
布
教
師
の

巡
教
の
手
配
や
会
計
、ま
た
理
事
会
の
開
催
な
ど
を
担

当
す
る
。
相
国
寺
派
の
本
部
任
期
は
、本
年
六
月
一
日

よ
り
平
成
二
十
八
年
五
月
末
日
ま
で
の
二
年
間
で
あ
る
。

○
二
十
六
年
度　
春
期
特
別
拝
観

　

三
月
二
十
四
日
よ
り
六
月
四
日
ま
で
、今
期
よ
り

春
は
法
堂
、宣
明（
浴
室
）と
修
復
な
っ
た
方
丈
を
公

開
し
、一
六
、八
七
三
名
の
参
拝
が
あ
っ
た
。
秋
期
特

別
拝
観
は
、九
月
二
十
八
日
よ
り
十
二
月
十
五
日
ま

で
法
堂
、方
丈
、開
山
堂
を
公
開
の
予
定
で
あ
る
。

（
巻
末
カ
ラ
ー
70
ペ
ー
ジ
参
照
）

○
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う「

ご
先
祖
追
善
供
養
」

　

昨
秋
の
方
丈
修
復
落
慶
に
合
わ
せ
て
完
成
し
た
伊

藤
若
冲
筆
の「
動ど
う

植し
ょ
く

綵さ
い

絵え

」（
複
製
）三
十
三
幅（
詳
細

は
前
号
参
照
）を
、懺
法
会
に
先
立
つ
六
月
六
日
か
ら

十
四
日
ま
で
の
九
日
間
、方
丈
に
特
別
に
掛
け
て
来

訪
者
を
受
付
し
、「
ご
先
祖
追
善
供
養
」を
行
っ
た
。

○
観か
ん

音の
ん

懺せ
ん

法ぼ
う

会え

　

本
山
恒
例
の
観
音
懺
法
会
が
、六
月
十
七
日
午
前

七
時
半
よ
り
厳
修
さ
れ
た
。
本
年
よ
り
会
場
が
方
丈

に
戻
り
、伊
藤
若
冲
筆
の
動
植
綵
絵（
複
製
）を
掛
け

て
厳
修
さ
れ
た
。　　
（
巻
頭
カ
ラ
ー
、12
ペ
ー
ジ
参
照
）

◆
役
配

　

導ど
う

師し　

哲
永
東
堂　
　
　
　
　

太た
い

鼓こ　

雅
晶
東
堂

　

香こ
う

華げ　

正
道
西
堂						　
　
　

大お
お

鈸ば
ち　

昭
文
座
元

「観音懺法」ご先祖追善供養で掛けられた「動植綵絵」（複製）
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坐
禅
会
の
ご
案
内

　

相
国
寺
の
維
摩
会
は
、明
治
時
代
に
当
時
の
第
一
二
六
世
荻お
ぎ

野の

独ど
く

園お
ん

住
職
が
、主
に
在
家
を

対
象
と
し
て
始
め
た
坐
禅
会
で
あ
り
、以
来
歴
代
の
相
国
寺
住
職
が
指
導
に
あ
た
っ
て
き
ま
し

た
。
第
二
次
大
戦
中
よ
り
戦
後
昭
和
三
十
八
年
頃
ま
で
は
、相
国
寺
塔
頭
大
光
明
寺
で
開
催
さ

れ
、そ
れ
以
降
は
再
び
本
山
で
の
開
催
と
な
り
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。	

　

維
摩
会
の
名
称
の
由
来
は
、経
典『
維ゆ
い

摩ま

経き
ょ
う

』の
主
人
公
で
、在
家
で
あ
り
な
が
ら
釈
迦
の
弟

子
と
な
っ
た
古
代
イ
ン
ド
の
維
摩
居
士
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

会　

場
：
相
国
寺　

本
山
大
書
院

　

時　

間
：
午
前
九
時
よ
り
十
一
時
迄

　

内　

容
：
坐
禅（
九
時
〜
十
時
半
）

　
　
　
　
　

法
話（
十
時
半
〜
十
一
時
）

　

注
意
点
：
当
日
は
八
時
五
十
分
ま
で
に
必
ず
お
集
ま
り
下
さ
い
。
十
人
以
上
で
参
加
の
際
は
、

前
日
ま
で
に
電
話
連
絡
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

本
山
維ゆ
い

摩ま

会か
い

毎
月
第
二
・
第
四
日
曜
日
開
催

（
※
一
月
第
二
、八
月
第
二
・
第
四
、十
二
月
第
四
日
曜
日
は
休
会
で
す
）

有
馬
管
長
坐
禅
会                       

　

九
月
十
三
日（
土
）　　
十
月
二
十
五
日（
土
）　　
十
一
月
八
日（
土
）　　
十
二
月
十
三
日（
土
）

（
八
月
は
休
会
で
す
）

　

会　

場
：
相
国
寺
東
京
別
院
・
庫
裡
事
務
棟
一
階

　

時　

間
：
午
前
十
時
半
よ
り
正
午
頃
迄

　

内　

容
：『
寒
山
詩
』提
唱
、坐
禅
、茶
礼

　

威　

儀
：
服
装
は
、楽
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
も
の
が
望
ま
し
い
。
肌
の
露
出
が
多
い
服
や

フ
ー
ド
付
き
の
上
着
、ス
カ
ー
ト
、ジ
―
パ
ン
な
ど
は
避
け
て
下
さ
い
。

（
電
話
〇
七
五
─

二
三
一
─

〇
三
〇
一
）

尚
、満
員
の
場
合
は
や
む
な
く
御
断
り
す
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
下
さ
い
。
初
め
て
の
方
に
は
、別
室
で
坐
禅
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

威　

儀
：
楽
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
も
の
が
望
ま
し
い
。
肌
の
露
出
が
多
い
服
や
フ
ー
ド
付
き

の
上
着
、ス
カ
ー
ト
、ジ
―
パ
ン
な
ど
は
避
け
て
下
さ
い
。

東
京
維ゆ
い

摩ま

会か
い

平
成
二
十
六
年
の
開
催
日
は
左
記
の
通
り
で
す
。
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小
林
老
師
坐
禅
会                       

　

八
月
十
六
日（
土
）　　
　
　

九
月
六
日（
土
）　　
　
　

十
月
十
一
日（
土
）

　

十
一
月
二
十
二
日（
土
）　　

十
二
月
二
十
日（
土
）

　

時　

間
：
午
後
一
時
よ
り
二
時
半
迄

　

内　

容
：『
臨
済
録
』提
唱
、坐
禅
、茶
礼

　

威　

儀
：
袴
を
貸
与
す
る
も
、足
り
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、服
装
は
、楽
で
ゆ
っ

た
り
と
し
た
も
の
が
望
ま
し
い
。
肌
の
露
出
が
多
い
服
や
フ
ー
ド
付
き
の
上
着
、

ス
カ
ー
ト
、ジ
―
パ
ン
な
ど
は
避
け
て
下
さ
い
。

　
　※
開
催
日
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
の
情
報
は
、相
国
寺
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

相
国
寺
東
京
別
院（
電
話
〇
三
─

三
四
〇
〇
─

五
八
五
八
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。六本木通り

駒
沢
通
り

至 六本木

至 

原
宿
駅

至 

恵
比
寿
駅

至 

恵
比
寿

青山
通り

至 
青山
１丁
目

至 
赤坂

東京
メト
ロ

銀座
線・
半蔵
門線

骨
董
通
り

至 
原
宿

千
代
田
線

高樹町交差点

南青山5丁目交差点

N

富士フィルム
●

渋

　谷

　駅

表参
道駅

●
根津美術館

至 六本木

相国寺東京別院
坐禅会会場
相国寺東京別院
坐禅会会場

TEL　03-3400-5858
会場入口：前入口より50m南側
会　　場：庫裡事務棟　1階
〒107-0062　東京都港区南青山6丁目13-12

南青山7丁目交差点

南青山6丁目
バス停
南青山6丁目
バス停

東京維摩会会場　 庫裡事務棟外観

第
一
教
区

○
鹿
苑
寺
不
動
堂「
節
分
会
法
要
」

　

二
月
三
日
、鹿
苑
寺（
澤
宗
泰
執
事
長
）の
不
動
堂
に

お
い
て
、恒
例
の
節
分
会「
石
不
動
明
王
」御
開
帳
法

要
、大
般
若
祈
祷
が
行
わ
れ
、有
馬
管
長
を
導
師
に
法

類
寺
院
が
出
頭
し
た
。
不
動
堂
石
室
内
の
弘
法
大
師

作
と
さ
れ
る
本
尊
不
動
明
王
は
、首
か
ら
上
の
病
、特

に
眼
病
に
利
益
が
あ
る
。
法
要
後
は
、不
動
講
社
の
講

中
に
よ
る
護
摩
木
焚
き
も
行
わ
れ
、集
ま
っ
た
多
く
の

参
拝
者
が
入
堂
し
、本
尊
に
手
を
合
わ
せ
て
い
た
。
八

月
十
六
日
に
も
開
帳
さ
れ
る
。

○
普
廣
院
新
住
職
就
任

　

三
月
二
十
一
日
、山
木
雅
晶
師
が
山
内
塔
頭
普
廣
院

の
住
職
に
就
任
し
た
。
新
住
職
は
昭
和
四
十
三
年
生

ま
れ
、京
都
産
業
大
学
卒
業
後
に
相
国
寺
専
門
道
場
で

修
行
さ
れ
、平
成
六
年
よ
り
同
院
副
住
職
と
し
て
先
代

住
職
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
。
ま
た
同
十
四
年
よ
り
三

期
に
わ
た
り
財
務
・
庶
務
部
員
と
し
て
勤
務
さ
れ
、本

年
五
月
か
ら
は
財
務
部
長
に
就
任
さ
れ
た
。
後
日
、本

山
一
山
に
住
職
就
任
披
露
が
な
さ
れ
、さ
ら
な
る
活
躍

が
期
待
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
閑
栖
と
な
ら
れ
た
山
木
康
稔
師
は
、
昭
和

四
十
三
年
よ
り
四
十
六
年
間
の
長
き
に
わ
た
り
住
職

と
し
て
、よ
く
寺
院
の
護
持
発
展
に
尽
く
さ
れ
て
き

た
。
さ
ら
に
平
成
十
四
年
よ
り
は
鹿
苑
寺
執
事
長
、同

二
十
三
年
よ
り
は
宗
務
総
長
と
し
て
も
一
山
の
運
営

に
関
わ
ら
れ
、そ
の
職
責
を
果
た
さ
れ
た
。

○
出
町
青
龍
妙
音
辨
財
天「
巳み
の

日ひ

巳み
の

刻こ
く

法
要
」

　

五
月
十
日
、山
内
塔
頭
の
大
光
明
寺（
矢
野
謙
堂
住

職
）の
飛
び
地
境
内
で
あ
る
出
町
青
龍
妙
音
辨
財
天

（
京
都
市
上
京
区
青
龍
町
）に
お
い
て
、昨
年
に
続
き
第

　
　

教
区
だ
よ
り



　

今
回
、寺
に
残
る
過
去
の
記
録
な
ど
を
参
考
に
こ
の

行
事
を
復
活
さ
せ
、半
僧
坊
大
権
現
御
開
帳
大
祭
と
し

て
、住
職
の
ほ
か
奥
山
方
広
寺
か
ら
内
藤
智
道
師（
方

広
寺
派
講
社
部
長
）、本
山
よ
り
矢
野
謙
堂
師（
大
光
明

寺
住
職
）、佐
分
昭
文
師（
豊
光
寺
副
住
職
）、澤
宗
秀

師（
林
光
院
副
住
職
）の
ほ
か
縁
故
寺
院
が
出
頭
し
大

般
若
祈
祷
を
行
い
、半
僧
坊
大
権
現
御
真
言
を
参
列
者

49 48

二
回「
巳
日
巳
刻
法
要
」が
厳
修
さ
れ
た
。

　

当
日
は
晴
天
の
も
と
百
名
を
超
え
る
参
拝
者
が
あ

り
、導
師
の
矢
野
住
職
の
ほ
か
佐
々
木
奘
堂
師（
第
三

教
区
天
正
寺
住
職
）、江
上
正
道
師（
眞
如
寺
住
職
）、

佐
分
昭
文
師（
豊
光
寺
副
住
職
）が
出
頭
し
た
。

　

法
要
で
は
、事
前
に
受
け
付
け
た
参
拝
者
の
心
願
成

就
の
祈
願
文
を
住
職
が
回
向
の
中
で
順
に
読
み
上
げ
、

辨
財
尊
天
御
真
言
を
全
員
で
唱
和
し
た
後
、堂
内
で
一

人
ず
つ
お
札
と
お
守
り
を
授
け
、大
般
若
の
経
本
で
加
地

厄
除
け
の
肩
叩
き
を
し
た
あ
と
住
職
が
法
話
を
行
っ
た
。

来
年
も
同
時
期
の
巳
日
に
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

○
眞
如
寺
鎮
守「
半は
ん

僧そ
う

坊ぼ
う

大だ
い

権ご
ん

現げ
ん

」御
開
帳

　

五
月
十
八
日
、山
外
塔
頭
の
眞
如
寺（
江
上
正
道
住

職
）で
鎮
守
の
半
僧
坊
大
権
現
を
六
十
数
年
ぶ
り
に
御

開
帳
し
大
祭
が
厳
修
さ
れ
た
。

　

半
僧
坊
大
権
現
は
、静
岡
県
浜
松
市
引い
な

佐さ

町ち
ょ
う

奥
山

に
あ
る
臨
済
宗
大
本
山
方
広
寺
の
鎮
守
で
あ
る
。
正

平
五
年（
一
三
五
〇
）、無む

文も
ん

元げ
ん

選せ
ん

禅
師
が
留
学
先
の
中

国
明
州
よ
り
船
で
帰
国
中
、東
シ
ナ
海
で
暴
風
雨
に
遭

遇
し
た
時
、鼻
の
高
い
異
人「
半
僧
坊
」が
現
れ「
私
は
、

あ
な
た
が
学
び
体
得
し
た
仏
法
を
伝
え
広
め
て
頂
く

た
め
に
、故
国
へ
お
送
り
申
し
ま
す
」と
叫
ん
で
、遭

難
の
危
機
を
乗
り
越
え
博
多
の
港
へ
送
り
届
け
た
と

伝
わ
っ
て
お
り
、禅
師
が
後
に
方
広
寺
を
開
い
た
時
に

も
再
び
現
れ
弟
子
と
な
り
、「
こ
の
お
寺
を
護
り
、世

の
人
々
を
苦
し
み
や
災
難
か
ら
救
い
ま
し
ょ
う
」と
言

い
残
し
以
来
鎮
守
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

明
治
十
四
年（
一
八
八
一
）に
、そ
の
方
広
寺
の
伽
藍

が
大
火
に
遭
い
、再
建
の
為
に
焼
け
残
っ
た
半
僧
坊

が
各
地
に
勧
進
さ
れ「
火
災
消
除
・
厄
難
消
除
・
心
願
成

就
・
身
体
健
康
・
商
売
繁
盛
」な
ど
の
守
護
神
と
し
て
御

分
身
が
広
ま
っ
た
。

　

眞
如
寺
の
半
僧
坊
大
権
現
は
、明
治
時
代
に
相
国
寺
の

荻
野
独
園
管
長
が
方
広
寺
に
お
い
て
影
響
を
受
け
、後
に

相
国
寺
山
内
に
御
分
身
を
勧
請
し
た
も
の
を
、さ
ら
に
大

正
七
年（
一
九
一
八
）に
当
時
の
高
橋
無
傳
眞
如
寺
住
職
が

境
内
に
遷
座
し
た
も
の
で
あ
る
。以
来
、年
に
二
回「
半
僧
坊

大
般
若
祈
祷
」が
厳
修
さ
れ
て
い
た
が
、昭
和
二
十
六
、七

年
頃
を
最
後
に
本
格
的
な
行
事
は
途
絶
え
て
い
た
。

境内では手作り市も開催された（写真撮影◎柴田明蘭氏）

「半僧坊大権現」を祀る圓通殿内で厳修された大般若祈祷



全
員
で
唱
和
し
た
後
、大
般
若
の
経
本
で
加
地
厄
除
け

の
肩
叩
き
を
行
っ
た
。
法
要
の
他
に
客
殿
で
の
お
茶

席
や
青
空
手
作
り
市
も
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
、さ
ら
に

境
内
池
の
満
開
の
カ
キ
ツ
バ
タ
が
花
を
添
え
た
。
来

年
以
降
も
五
月
中
旬
に
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

第
二
教
区

○
御
親
教
謝
労
会

　

十
一
月
二
十
五
日
午
後
六
時
半
よ
り
、一
昨
年
、昨

年
開
催
し
た
有
馬
管
長
第
二
教
区
御
親
教
の
無
事
円

成
を
祝
っ
て
、当
教
区
の
十
一
名
の
住
職
・
閑
栖
さ
ん

の
参
加
を
得
て
謝
労
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

二
年
間
に
わ
た
っ
た
教
区
内
全
十
三
ヶ
寺
の
御
親

教
が
大
過
な
く
終
っ
た
が
、檀
信
徒
の
皆
様
方
の
御
協

力
を
得
て
、そ
の
準
備
を
さ
れ
て
来
た
住
職
方
の
御
苦

労
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。

　

当
日
の
夜
は
、晩
秋
の
紅
葉
の
季
節
と
重
な
り
、有

意
義
な
ひ
と
と
き
を
心
ゆ
く
ま
で
味
わ
っ
た
。

○
第
四
回
子
供
研
修
会

　

四
月
二
日
午
前
十
一
時
よ
り
、第
二
教
区
内
の
小
学

生
十
七
名（
男
子
九
名
・
女
子
八
名
）が
参
加
し
て
、第

四
教
区
若
狭
少
年
研
修
会
の
小
学
生
と
い
っ
し
ょ
に
、

本
山
に
於
い
て
子
供
研
修
会
が
行
な
わ
れ
た
。
研
修

の
あ
と
、今
回
は
午
後
か
ら
大
徳
寺
様
並
び
に
子
供
に

縁
の
深
い
一
休
禅
師
が
御
開
祖
の
塔
頭
、眞
珠
庵
様
を

特
別
拝
観
さ
せ
て
頂
い
た
。

　

参
加
者（
大
人
を
含
め
て
三
十
六
名
）は
、方
丈
と
仏

殿
の
二
か
所
で
般
若
心
経
を
お
唱
え
し
た
。
ま
た
、本

山
で
は
藤
田
寛
蹊
師
か
ら
、眞
珠
庵
で
は
山
田
宗
正
御

住
職
か
ら
懇
切
て
い
ね
い
な
ご
説
明
を
頂
き
、一
同
感

激
し
て
下
山
し
た
。

○
教
区
総
会

　

四
月
二
十
六
日
午
後
四
時
よ
り
、大
原
桂
徳
院
に

於
い
て
十
一
名
の
住
職
が
出
席
し
て
第
二
教
区
の
教

区
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
本
堂
に
て
全
員
で
諷
経
し

た
の
ち
総
会
に
入
っ
た
が
、今
回
は
昨
年
で
御
親
教

が
終
っ
た
こ
と
も
あ
り
、特
に
大
き
な
議
題
も
な
く

5051

無
事
終
了
し
、そ
の
後
懇
親
会
を
開
催
し
た
。

第
三
教
区

○
瑞
林
寺
夢
窓
國
師
毎
歳
忌

　

三
月
三
十
日
、瑞
林
寺（
三
重
県
津
市
片
田
井
戸
町
・

大徳寺国宝の唐門（別名日暮し門）の前で

桂徳院本堂にて



長
谷
寺
高
山
宗
親
兼
務
住
職
）で
は
、大
本
山
か
ら
矢

野
謙
堂
教
学
部
長
、和
田
賢
明
財
務
部
員
を
拝
請
し
、

開
山
毎
歳
忌
を
厳
修
し
た
。

　

当
日
は
小
雨
の
た
め
本
堂
前
よ
り
生
誕
地
記
念
碑
を

遥
拝
し
、大
悲
呪
一
巻
読
誦
す
る
な
か
、井
戸
町
民
こ

ぞ
っ
て
参
列
焼
香
し
、夢
窓
國
師
の
遺
徳
を
し
の
ん
だ
。

○
天
正
寺　
佐
々
木
奘じ
ょ
う

道ど
う

住
職
晋
山
式

　

五
月
二
十
七
日
、第
三
教
区
天
正
寺（
大
阪
市
天
王

寺
区
）に
お
い
て
第
十
三
世
佐
々
木
奘
道
新
住
職
の

晋
山
式
が
厳
修
さ
れ
た
。

　

新
住
職
は
昭
和
四
十
一
年
生
、平
成
二
年
東
京
大
学

教
養
学
部
卒
業
後
、本
山
山
内
の
大
光
明
寺
で
有
馬
賴

底
師
に
つ
い
て
得
度
し
、京
都
大
学
大
学
院
で
学
ば
れ

た
後
、本
派
専
門
道
場
で
修
行
さ
れ
、平
成
二
十
二
年

に
天
正
寺
に
入
寺
さ
れ
て
い
た
。

　

今
回
、管
長
御
親
教
を
受
け
る
に
あ
た
り
、晋
山
式

を
同
時
に
行
う
運
び
と
な
り
、師
僧
の
有
馬
管
長
を
始

め
、本
山
よ
り
佐
分
宗
務
総
長
、矢
野
教
学
部
長
を
、ま

た
相
国
寺
専
門
道
場
よ
り
韜と
う

光こ
う

室し
つ

小
林
老
大
師
を
は

5253

じ
め
多
数
の
法
縁
深
き
寺
院
方
、第
三
教
区
よ
り
宗
議

会
議
員
の
福
圓
寺
大
谷
昌
弘
師
を
は
じ
め
各
寺
院
、そ

し
て
法
類
寺
院
の
諸
大
徳
に
御
出
頭
、御
随
喜
頂
い
た
。

　

さ
ら
に
、学
生
時
代
か
ら
の
縁
者
や
天
正
寺
入
寺
後

に
坐
禅
会
な
ど
を
通
じ
て
寺
に
来
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
在
家
縁
者
ら
約
百
名
も
参
列
し
、盛
大
な
式
典
と
な
っ

た
。
今
後
、益
々
同
寺
の
発
展
と
新
住
職
の
活
躍
が
期

待
さ
れ
る
。　
（
巻
末
カ
ラ
ー
75
ペ
ー
ジ
な
ど
を
参
照
）

○
南な
ん

菀え
ん

寺じ

裏
山
落
石
防
止
柵
設
置

　

六
月
七
日
、南
菀
寺（
小
野
塚
越
山
住
職
・
鳥
取
県

三
朝
町
）の
境
内
裏
山
落
石
防
止
柵
設
置
工
事
が
完
了

し
た
。
こ
れ
は
、平
成
二
十
三
年
十
一
月
に
発
生
し
た

裏
山
斜
面
崩
落
に
よ
る
落
石
事
故（「
本
誌
第
九
十
九

号
」教
区
だ
よ
り
に
関
連
記
事
）を
う
け
て
行
わ
れ
た

も
の
で
、鳥
取
県
中
部
県
土
整
備
局
河
川
砂
防
課
に

よ
り
本
年
三
月
か
ら
柵
の
設
置
工
事
が
さ
れ
た
。
当

寺
は
山
の
急
斜
面
に
境
内
が
あ
る
た
め
堂
宇
も
被
害

を
受
け
た
が
、こ
ち
ら
の
復
旧
は
平
成
二
十
四
年
春

に
完
了
し
て
い
る
。

第
四
教
区

○
龍
虎
寺
周
山
和
尚
退
山
式

　

十
一
月
二
十
二
日
、田
村
周
山
師
は
昭
和
二
十
七
年

よ
り
住
職
を
勤
め
ら
れ
、本
年
満
九
十
歳
で
退
職
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
、退
山
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
檀
家
、

教
区
近
隣
の
住
職
方
か
ら
、六
十
余
年
の
永
き
に
渡
る

お
勤
め
に
対
し
て
の
感
謝
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
、和
や

瑞林寺本堂前より夢窓國師碑に諷経する参列者今回設置工事が完成した境内背後の落石防止柵
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か
な
暖
か
い
式
典
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
は
善
應
寺
の
五
十
嵐
祖
傳
師
が
兼
務
住
職
と

な
ら
れ
る
。

○
宗
務
支
所　
支
所
会

　

十
二
月
十
八
日
、支
所
会
を
善
應
寺
に
於
い
て
開

催
し
た
。
第
四
教
区
宗
会
議
員
・
正
副
支
所
長
の
改

選
、教
区
住
職
研
修
会
等
に
つ
い
て
協
議
。

○
寺
庭
婦
人
会
新
年
例
会

　

一
月
十
日
、寺
庭
婦
人
会
新
年
例
会
を
潮
音
院
に
於

い
て
開
催
し
、新
年
度
行
事
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

○
宗
務
支
所　
住
職
研
修
会

　

二
月
五
日
、宗
務
支
所
住
職
研
修
会
を
真
乗
寺
に
於

い
て
開
催
し
た
。
相
国
僧
堂
師
家
小
林
玄
徳
老
大
師

を
拝
請
し
、坐
禅
な
ら
び
に
提
唱
を
拝
聴
し
た
。

○
若
狭
相
国
会
役
員
会

　

二
月
八
日
、若
狭
相
国
会
役
員
会
を
開
催
し
た
。
若

狭
相
国
会
寺
院
巡
り
日
程
、総
会
日
程
等
に
つ
い
て
協

議
し
た
。
あ
わ
せ
て
教
区
役
員
交
代
、顔
合
わ
せ
会
を

行
っ
た
。　

○
若
狭
相
国
会「
春
の
お
説
教
会
」

　

三
月
一
日
よ
り
三
日
、若
狭
相
国
会「
春
の
お
説
教

会
」を
定
期
巡
教
に
あ
わ
せ
て
、若
狭
相
国
会
主
催
で

次
の
五
カ
所
寺
を
会
場
に
し
て
開
催
し
た
。
開
教
会

場
は
、長
福
寺
・
正
善
寺
・
円
福
寺
・
潮
音
院
・
東
源
寺
。

担
当
布
教
師
は
、大
徳
寺
派
本
岳
寺
の
松
本
浩
舜
師
で

あ
っ
た
。

○
教
区
寺
院
巡
り

　

三
月
十
五
日
、第
二
回
教
区
寺
院
巡
り
を
開
催
し

た
。
相
国
会
役
員
が
第
四
教
区
寺
院
を
知
る
目
的
で
、

今
回
は
お
お
い
町
寺
院
九
カ
寺
を
回
っ
た
。
後
日
、懇

談
会
に
て
会
員
交
流
し
た
。

○
若
狭
相
国
会
少
年
研
修
会

　

四
月
二
日
、若
狭
相
国
会
少
年
研
修
会
を
本
山
相
国

寺
、鹿
苑
寺
に
於
い
て
開
催
し
た
。
児
童
五
十
七
名
、

住
職
八
名
、相
国
会
役
員
八
名
の
計
七
十
三
名
が
参
加

し
、鹿
苑
寺
に
参
拝
後
、本
山
に
て
坐
禅
研
修
。
斎
座

を
頂
き
、京
都
水
族
館
に
て
研
修
を
し
た
。

○
宗
務
支
所　
支
所
会

　

五
月
一
日
、支
所
会
を
正
善
寺
に
於
い
て
開
催
し

た
。
定
期
宗
議
会
報
告
、平
成
二
十
五
年
度
教
区
会
計

決
算
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

○
若
狭
相
国
会
役
員
会

　

五
月
三
日
、若
狭
相
国
会
役
員
会
を
開
催
し
た
。
平

成
二
十
五
年
度
若
狭
相
国
会
会
計
監
査
、若
狭
相
国
会

総
会
打
ち
合
わ
せ
。
第
三
回
寺
院
巡
り
に
つ
い
て
協

議
し
た
。

○
寺
庭
婦
人
会
例
会

　

五
月
二
十
日
、寺
庭
婦
人
会
例
会
を
東
源
寺
に
於
い

て
開
催
し
た
。

○
若
狭
相
国
会
総
会

　

五
月
二
十
三
日
、若
狭
相
国
会
総
会
を
元
興
寺
に
於

い
て
開
催
し
た
。
平
成
二
十
五
年
度
会
計
決
算
、平
成

二
十
六
年
度
会
計
予
算
等
協
議
の
後
、第
二
教
区
竹
林

寺
住
職
の
牛
江
宗
道
師
に
講
演
を
頂
き
ま
し
た
。

第
五
教
区

○
西
光
院
閑
栖 

金
森
則
融
師「
布
教
団
教
区
長
表
彰
」

　

二
月
二
十
六
日
、出
雲
市
斐
川
町
の
西
光
院
閑
栖

金
森
則
融
師
が
、臨
済
宗
連
合
各
派
布
教
団
本
部
よ

り
長
年
の
功
績
を
た
た
え
ら
れ
表
彰
さ
れ
た
。
こ
れ

は
平
成
二
十
五
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
同
本
部
理
事

会
で
決
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

師
は
未
開
教
寺
院
が
多
い
島
根
県
出
雲
地
区
に
お

い
て
、教
区
長
と
し
て
積
極
的
に
開
教
を
す
す
め
ら

れ
、短
期
で
効
率
的
な
各
寺
院
の
巡
教
日
程
を
作
り

上
げ
、三
十
四
年
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ
て
布
教
を

支
え
て
こ
ら
れ
た
。　　
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今
日
同
地
区
の
相
国
寺
派
、南
禅
寺
派
等
の
関
係

寺
院
が
す
べ
て
開
教
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
師

の
功
績
で
あ
る
、と
い
う
現
教
区
長
南
禅
寺
派
岸
本

惠
親
師
か
ら
の
推
薦
も
あ
り
今
回
表
彰
が
決
ま
っ
た

が
、こ
の
表
彰
は
前
例
が
な
く
、金
森
師
が
栄
え
あ
る

表
彰
第
一
号
と
な
っ
た
。

○
平
成
二
十
六
年
度
出
雲
相
国
会
総
会

　

五
月
十
二
日
、西
光
院
に
於
い
て
平
成
二
十
六
年

度
出
雲
相
国
会
総
会
を
開
催
致
し
ま
し
た
。
教
区
内

の
寺
院
、寺
院
の
総
代
役
員
が
出
席
。
平
成
二
十
五
年

度
の
事
業
報
告
、決
算
報
告
、出
雲
相
国
会
の
若
干
の

規
約
改
正
の
後
、平
成
二
十
六
年
度
か
ら
の
新
役
員

を
選
出
し
ま
し
た
。
引
続
き
平
成
二
十
六
年
度
予
算
、

事
業
計
画
を
審
議
し
承
認
さ
れ
た
。

　

主
な
二
十
六
年
度
の
事
業
は
、夏
休
み
親
子
坐
禅

会
、本
山
開
山
忌
に
合
わ
せ
て
の
団
体
参
拝
、相
国
会

本
部
研
修
会
の
参
加
、出
雲
相
国
会
だ
よ
り
の
作
成
な

ど
で
あ
る
。

　

新
役
員
は
左
の
如
し

　
　

会　

長
：
勝
部
和
美
氏（
東
光
寺
）

　
　

副
会
長
：
高
島
孝
二
氏（
保
壽
寺
）

　
　

会　

計
：
原　

洋
一
氏（
長
厳
寺
）

　
　

監　

事
：
内
田　

勝
氏（
富
田
寺
）

第
六
教
区

　

四
月
十
三
日
、午
前
十
時
半
よ
り
通
天
寺（
三
浦
隆

心
兼
務
住
職
、沖
縄
県
島
尻
郡
八
重
瀬
町
）に
お
い
て

管
長
猊
下
の
ご
親
教
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
本
山
よ
り
宗
務
総
長
・
教
学
部
長
・
同
部
員
、

第
六
教
区
よ
り
南
洲
寺
住
職
・
光
明
寺
副
住
職
、縁
故

寺
院
、県
内
寺
院
が
出
頭
さ
れ
、参
列
の
信
徒
を
合
わ

せ
て
六
十
五
名
が
列
席
し
た
。

　

晴
天
に
恵
ま
れ
素
晴
ら
し
い
御
親
教
を
頂
き
、同
寺

が
本
派
七
十
五
カ
寺
目
の
御
親
教
寺
院
と
し
て
無
事

円
成
さ
れ
た
。（
巻
頭
カ
ラ
ー
4
ペ
ー
ジ
な
ど
を
参
照
）

　
教
化
活
動
委
員
会
活
動
報
告
　
　
　
教
化
活
動
委
員
会
委
員
長　
佐
分
宗
順

　

教
化
活
動
委
員
会
は
平
成
十
一
年（
一
九
九
九
）春
、相
国
寺
派
管
長
の
助
言
に
よ
り
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
最
初
の

研
修
会
は
同
年
五
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
、洗
あ
ら
い

建け
ん

先
生
に
よ
る
六
回
連
続
講
義「
宗
教
と
法
制
度
」の
初
回
で

し
た
。
本
年
で
十
五
年
目
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、そ
の
間
十
六
の
テ
ー
マ
の
も
と
、合
計
七
十
六
回
の
研

修
会
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
講
師
の
先
生
方
は
、私
た
ち
宗
教
者
に
対
し
て
理
解
と
そ
の
役
割
の
的
確
な
評
価
を

し
て
お
ら
れ
る
先
生
方
ば
か
り
で
、こ
れ
か
ら
の
我
々
の
活
動
に
役
立
つ『
講
義
録
』を
残
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

中
で
も
第
十
回
の
末
木
文
美
士
氏
よ
る
講
義「
日
本
仏
教
の
可
能
性
」は
、平
成
十
八
年
十
月
に
春
秋
社
よ
り『
日
本

仏
教
の
可
能
性
』と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
一
般
書
籍
と
し
て
発
売
さ
れ
、さ
ら
に
平
成
二
十
三
年
十
一
月
に
同
書
は
新

潮
文
庫
か
ら
も
発
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
第
十
五
回
の
佐
藤
優
氏
に
よ
る「
危
機
の
時
代
に
お
け
る
宗
教
」は
、

平
成
二
十
六
年
二
月
に『
サ
バ
イ
バ
ル
宗
教
論
』と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
文
春
新
書
よ
り
発
売
さ
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ

も
私
た
ち
宗
教
者
の
立
場
を
理
解
し
、こ
れ
か
ら
の
宗
教
者
の
役
割
を
論
じ
、古
都
税
問
題
や
宗
教
課
税
の
問
題
に

対
し
て
も
正
当
な
評
価
を
下
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
我
々
教
化
活
動
委
員
会
の『
講
義
録
』の
発
行
部
数
は
五
〇
〇
部

ほ
ど
で
す
が
、一
般
書
籍
と
し
て
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
有
難
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
十
五
年
目
を
迎
え
た
研
修
会
で
す
が
、本
年
は
こ
の
委
員
会
の
一
つ
の
節
目
と
し
て
、第
一
回
の
講
座
を

引
き
受
け
て
頂
い
た
洗
先
生
の『
座
談
集
』を
上
梓
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
洗
先
生
は
宗
教
学
者
と
し
て
、

ま
た
文
化
庁
宗
務
課
の
専
門
職
員
と
し
て
宗
務
行
政
に
も
た
ず
さ
わ
っ
て
こ
ら
れ
、あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
実
情
に
通
じ
、

諸
外
国
の
宗
教
行
政
に
も
詳
し
く
、「
宗
教
法
人
法
」成
立
の
過
程
や
、戦
中
戦
後
の
宗
務
行
政
の
実
情
を
つ
ぶ
さ

に
見
て
こ
ら
れ
た
経
歴
の
持
ち
主
で
す
。
ま
た
、京
都
仏
教
会
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
ご
協

力
を
頂
い
た
方
で
す
。
数
回
の
座
談
と
い
う
形
式
を
取
り
、歴
史
の
な
か
の
個
々
の
事
例
に
光
を
当
て
、洗
先
生
を
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通
し
て
学
び
直
す
こ
と
で
、こ
れ
か
ら
の
宗
教
と
政
治
の
あ
り
方
を
考
え
る
手
が
か
り
に
し
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
こ
の
座
談
会
は
関
係
寺
院
の
僧
侶
に
は
公
開
形
式
と
し
、こ
れ
か
ら
の
宗
教
界
を
担
う
若
手
僧
侶
の
研
鑽

の
機
会
と
い
た
し
ま
す
の
で
、多
く
の
ご
参
加
を
期
待
い
た
し
ま
す
。

【
講
義
録
】

　

本
誌
前
号
で
お
伝
え
し
た
相
国
寺
史
編
纂
室
研
究
員
の
藤
田
和
敏
氏

に
よ
る
研
修
会
の
講
義
録
、相
国
寺
研
究
七「
宗
門
と
宗
教
法
人
を
考
え

る
―
明
治
以
降
の
臨
済
宗
と
相
国
寺
派
」が
平
成
二
十
六
年
五
月
十
日
に

上
梓
さ
れ
ま
し
た
。

本
書
の
内
容

　

第
一
章　

国
家
神
道
体
制
の
形
成
と
相
国
寺
派
の
動
向　
─
明
治
前
・
中
期
─

　

第
二
章　

宗
派
財
政
の
窮
乏
と「
臨
済
宗
相
国
寺
派
紀
綱
」の
編
纂　
─
明
治
後
期
・
大
正
期
─

　

第
三
章　

戦
時
体
制
に
お
け
る
臨
済
宗
と
相
国
寺
派　
─
昭
和
前
期
─　

　

第
四
章　

宗
教
法
人
法
の
成
立
と
古
都
税
反
対
運
動　
─
戦
後
─

　

相
国
寺
に
関
す
る
史
料
集
は
、こ
れ
ま
で
に『
相
国
寺
史
料
』全
十
一
巻（
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
四
―
九
七
）が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、江
戸
時
代
の
史
料
が
主
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
相
国
寺
史
編
纂
室
で
は
、相
国
寺
最
盛
期
の
室
町
時
代
の
様
子
や
、近
代
の
相
国
寺
の

歩
み
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、古
文
書
調
査
や
史
料
収
集
を
進
め
、『
相
国
寺
史
』の
刊
行

を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、『
相
国
寺
史
』第
一
巻
の「
史
料
編	

中
世
一
」の
刊
行
の
準
備
を
し
て
い
ま
す（
平
成

二
十
八
年
刊
行
予
定
）。

　

こ
の
巻
で
は
、相
国
寺
勧か
ん

請じ
ょ
う

開か
い

山さ
ん

の
夢む

窓そ
う

疎そ

石せ
き

の
事
蹟
か
ら
室
町
時
代
ま
で
の
相
国
寺
関

係
の
史
料
を
収
録
す
る
予
定
で
す
。
室
町
幕
府
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
で
繁
栄
し
て
い
た
相

国
寺
の
様
子
や
、相
国
寺
を
中
心
と
し
た
五
山
文
化
、禅
宗
の
繁
栄
、そ
の
後
、応
仁
の
乱
で

被
害
を
受
け
な
が
ら
も
復
興
を
遂
げ
て
い
く
相
国
寺
の
状
況
な
ど
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
今
回
の「
史
料
編	

中
世
一
」の
刊
行
に
よ
り
、は
じ
め
て
室
町
時
代
の
相
国
寺
と
そ
の

門
派
の
展
開
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
年
代
順
に
史
料
を
並
べ
て
い
ま
す
の
で
、史
料

の
内
容
を
要
約
し
た
文
を
た
ど
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、年
表
を
読
む
よ
う
に
相
国
寺
の
歴

史
が
わ
か
る
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、ご
期
待
く
だ
さ
い
。

相
国
寺
史
編
纂
室
だ
よ
り
　︱『
相
国
寺
史
』刊
行
に
む
け
て
︱

申
込
先　

相
国
寺
教
化
活
動
委
員
会

〒
六
〇
二
─

〇
八
九
八

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入
相
国
寺
門
前
町
七
〇
一

電　
話
〇
七
五
─

二
三
一
─

〇
三
〇
一

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
七
五
─

二
一
二
─

三
五
九
一

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.shokoku-ji.jp

）

　

こ
れ
ま
で
に
行
っ
た
研
修
会
の
講
義
録
を

ご
希
望
の
方
は
、
手
数
料
一
千
円
を
添
え
、

下
記
の
相
国
寺
宗
務
本
所
内
教
化
活
動
委
員

会
宛
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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◎坐禅会
【遠諱報恩坐禅会】　平成27年3月～5月

全国各地の本山や専門道場で行う一般の方を対象とした坐禅会。現役の雲水と共に1日また
は1泊2日で修行体験をしていただきます。

【大坐禅会】　　　　平成28年秋
遠諱の現代的意義を広く人々に問うことを目的に、鎌倉で数千人規模の大坐禅会を行いま
す。大坐禅会では、一般の方もご参列いただける法要も行います。　

◎講演会
【講演会・パネルディスカッション】　平成26年夏～28年春

大坐禅会のプレ・イベントとして、一般の方を対象に平成26年から28年にかけて数回の講演
会（パネルディスカッション）を東京で開催する予定です。会場では椅子坐禅を行ない、初心
者にも坐禅を体験してもらいます。　

◎特別展
両禅師の遠諱に臨み、禅の流れをたどるとともに、禅の生き方を探る展覧会を開催します。臨
黄15派の全面的な協力のもと、厳選された名品が一堂に会します。また、会期中には禅体験
の場も設営し、坐禅、法話、茶道、華道などに触れる機会を提供します。
　平成28年春　京都国立博物館
　平成28年秋　東京国立博物館     2会場とも、会期は6週間程度を予定　

◎顕彰旅行
【日中合同法要記念訪中団】

平成28年9月に河北省臨済寺にて日中合同法要を行います。法要後、中国各地の祖庭など
を巡ります。

【臨済禅師顕彰旅行】
日中合同法要にさきがけ、各本山や専門道場などが中心になって河北省臨済寺への拝塔を
中心に祖蹟を巡る旅行を企画しています。　

◎シンポジウム
平成27年に京都花園大学にて、３日間程度にわたり、国内外の関係研究者を集め、臨済録、臨
済禅師、臨済の研究史など多方面からシンポジウムを行います。一般の方も来場できます。　

◎出　版
【臨済宗黄檗宗宗学概論】

禅の思想・歴史・文化、法要行事など、住職研修会や寺庭婦人会などで使える宗門の教科書
的な概論を発行、各派寺院に記念品として配布します。

【布教書籍等】	
一般の方に臨済禅師を理解してもらうための書籍の刊行や、臨済研究の50年史をPDF化し
てホームページ上で公開します。
臨黄合議所　遠諱大法会事務局　遠諱ホームページ　http://www.rinnou.net/rinzai1150

【相国会会員のみなさま  問い合わせ先】
臨黄合議所ではなく、相国寺派宗務本所 教学部までお問い合わせ下さい。
　　　　　　　　　〒602-0898 京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701    
　　　　　　　　　TEL 075-231-0301  FAX 075-212-3591 E-mail kyogaku@shokoku-ji.jp 

　臨済宗黄檗宗連合各派合議所では、来たる平成28年に迎える宗祖・臨済義玄
禅師1150年、ならびに翌29年に迎える日本臨済宗中興の祖・白隠慧鶴禅師250年
の両遠諱にむけ、臨黄全宗派をあげて大遠諱事業を立ち上げております。
　「禅　─いまを生きる─」をスローガンに、さまざまな記念事業を行います。

●　　　臨黄合議所　遠諱大法会事務局からのお知らせ　　　●

臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱大法会　記念事業一覧

● 編 集 後 記 ●

　◇暑中お見舞い申し上げます。相国会会員の皆様にはご健勝にてお過ごしのことと拝
察申し上げます。お盆も近づいて参りましたが、御先祖様の一年ぶりのお里帰りを気
持ち良くお迎えしたいものです。
　　◇本年五月より佐分宗順宗務総長のもと新内局が発足しました。山木康稔前宗務総長
におかれましては一期誠にご苦労様でございました。また此の度は長年内局を支えて
こられた複数のご老僧方が勇退され、事務所内も人数が減り寂しくなりました。今内
局では相国寺専門道場の韜

とう

光
こう

室
しつ

小林玄徳老大師の開
かい

堂
どう

、臨済禅師1150年・白隠禅師250
年両遠

おん

諱
き

関連行事、相国寺東京別院落慶式をはじめ、臨黄合議所と臨済宗連合各派布
教団の当番等、盛りだくさんです。勇退されましたご老僧方の経験と、お知恵もお借
りしながら新総長のもと一丸となって臨みたいと存じます。
　　◇相国会におきましても佐分宗順新副総裁就任をはじめ、第四教区頴川孝生正善寺ご
住職、第五教区延本輝典本誓寺ご住職、第六教区芝原一三感應寺閑栖様がそれぞれ教
区の支所長と相国会顧問に就任されました。今年は秋に本誌『円明』第100号記念相国
会本部研修会をひかえております。各顧問和尚、理事の方にはどうか一層のご協力を
伏してお願い申し上げます。
　　◇管長猊下の御親教も4月には第六教区沖縄通天寺、5月には第三教区大阪天正寺へ参り
ました。その折にはご住職はじめ、檀信徒の皆様には大変お世話になりました。厚く御
礼申し上げます。9月下旬には最後となる、第一教区合同御親教を予定しております。
　　◇本紙面でも取り上げました伊藤若冲「動

どう

植
しょく

綵
さい

絵
え

」三十三幅複製画が完成しました。
三十三は、観音菩薩三十三応身に由来します。自らの悪業の罪を至心に懺悔し、観音
菩薩に帰命頂礼します。その純一無雑の丹心と行いに、観音菩薩が救いの手を差伸べ
られます。毎年6月17日の「観

かん

音
のん

懺
せん

法
ぼう

会
え

」を機に改めて自らの言動や振る舞いを顧みる
ことは大変大切なことであります。
　　◇内局一般事務職におきまして約10年勤務して頂いた浅田裕美子氏が退職され大野
遥香氏が4月1日より着任しました。宜しくお願い致します。
猛暑の砌、御自愛専一に祈念申し上げます。

（矢野謙堂　記）
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相
国
寺

　秋の
特
別
拝
観

平
成
26
年
９
月
28
日
㈰
〜
12
月
15
日
㈪

拝
観
時
間
：
午
前
10
時
〜
午
後
4
時
　
拝
観
場
所
：
法
堂
・
方
丈
・
開
山
堂

拝
観
料
：
一
般
・
大
学
生 

８
０
０
円
　
65
才
以
上
・
中
高
生
７
０
０
円

※
団
体
割
引
有
り

　※
行
事
の
た
め
予
告
な
く
拝
観
休
止
ま
た
は
拝
観
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

方丈「室中」 開山堂と紅葉

京
都
今
出
川

　

鳴
き
龍
の
寺

※

10
月
18
日
㈯
〜
21
日
㈫
は
、

　行
事
の
た
め
拝
観
を
休
止
い
た
し
ま
す
。法堂内部

開山堂と紅葉

法堂内部

重
要
文
化
財
　

芦
屋
七
宝
文
尾
垂
真
形
釜

あ
し

　や

　し
っ

　ぽ
う

　も
ん

　お

　た
れ

　し
ん

　な
り

　か
ま

 

南
北
朝

　相
国
寺
蔵

芦
屋
釜
は
筑
前
国
芦
屋（
福
岡
県
）
で
鋳
造
さ
れ
た
茶
湯
釜
。
鎌
倉
時
代

に
始
ま
り
、室
町
時
代
に
隆
盛
期
を
迎
え
た
。
足
利
義
政
の
東
山
山
荘
に
、

筑
前
を
領
し
た
大
内
政
弘
か
ら
芦
屋
鑵
子
が
多
く
献
上
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
桃
山
時
代
に
な
る
と
、「
侘
び
茶
」
が
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
京

釜
が
盛
ん
に
な
り
、芦
屋
の
釜
職
人
は
分
散
し
、江
戸
時
代
に
は
芦
屋
系

の
釜
が
各
地
で
造
ら
れ
て
い
っ
た
。

本
作
、肩
が
な
だ
ら
か
に
流
れ
、全
体
に
七
宝
繋
文
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

鐶
付
は
鬼
面
。
ま
た
肌
は
鯰
肌
と
呼
ば
れ
、茶
褐
色
で
光
沢
が
あ
り
独
特

の
風
合
い
を
醸
し
て
い
る
。
尾
垂
と
は
芦
屋
や
下
野
天
明（
栃
木
県
佐
野

市
）
に
よ
く
見
ら
れ
、長
年
の
使
用
で
破
損
し
た
古
い
釜
の
底
を
取
り
換

え
た
お
り
、欠
け
た
羽
の
部
分
を
そ
の
ま
ま
に
残
し
た
形
態
を
呼
ぶ
。
本

作
の
如
く
ほ
と
ん
ど
が
不
規
則
な
波
型
に
欠
け
て
い
る
。

　
　
　

　作
品
解
説
／
承
天
閣
美
術
館

　事務
局
長

　鈴
木
景
雲

高
さ
十
九
･一
×
口
径
十
五
･一
×
胴
径
二
五
・
八
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
ん

　す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
ま
ず
は
だ
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承
天
閣
美
術
館
で
は
平
成

二
十
六
年
四
月
五
日
か
ら
六

月
八
日
ま
で
、「
石
踊
達
哉
展
」

を
開
催
し
た
。石
踊
画
伯
は

伝
統
的
な
花
鳥
風
月
を
、現

代
感
覚
で
流
麗
な
作
品
に
昇

華
さ
せ
、観
る
人
を
魅
了
さ

せ
る
現
代
画
家
。「
平
成
琳
派
」

と
も
称
さ
れ
、国
内
外
で
広

く
活
躍
し
て
お
り
、鹿
苑
寺

に
は
石
踊
画
伯
の
描
い
た
杉

戸
絵
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

京
都
の
美
術
館
に
お
け
る
大

規
模
な
展
観
は
今
回
が
初
め

て
。期
間
中
八
千
人
の
観
覧

者
で
賑
わ
っ
た
。

こ
れ
に
先
立
ち
四
月
三
日

開
会
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　
　
　い
し
お
ど
り

　たつ

　や

「
石
踊
達
哉
展
」
開
催

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で
熊
本
県
八
代
市
の「
八
代
市
博
物
館 

未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」に
於
い
て「
京
都
相
国
寺
と
金
閣
・
銀
閣
展
」が
開
催
さ
れ
た
。承

天
閣
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
雪
舟
等
楊
筆「
重
要
文
化
財 

毘
沙
門
天
像
」、長
谷
川
等
伯

筆「
重
要
文
化
財 

竹
林
猿
猴
図
屏
風
」他
伊
藤
若
冲
の
絵
画
の
名
品
。ま
た「
重
要
文
化
財 

黄

瀬
戸
大
根
文
輪
花
鉦
鉢
」、「
尾
形
乾
山
造 

色
絵
龍
田
川
透
か
し
鉢
」

等
茶
道
具
の
逸
品
が
一
同
に
展
示
さ
れ
た
。期
間
中
、地
元
熊
本
県

や
隣
の
鹿
児
島
県
か
ら
も
、多
く
の
絵
画
フ
ァ
ン
や
茶
道
フ
ァ
ン

約
一
万
人
が
訪
れ
大
い
に
賑
わ
っ
た
。

八
代
は
熊
本
藩
筆
頭
家
老
松
井
家
三
万
石
の
城
下
町
。松
井
家

に
は
多
く
の
茶
道
具
や
絵
画
、ま
た
能
面
能
装
束（
松
井
文
庫
所

蔵
）が
代
々
伝
わ
っ
て
い
る
。平
成
二
十
三
年
秋
、こ
れ
ら
の
美
術

品
を
拝
借
し
承
天
閣
で「
肥
後
松
井
家
の
名
品
展
」を
開
催
。こ
の

縁
で
こ
の
度
の
展
観
と
な
っ
た
。

開
会
式
に
は
管
長
猊
下
が
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
に
御
出
杖
さ
れ
た
。

「
京
都
相
国
寺
と
金
閣
・
銀
閣
展
」
開
催

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　於

　八代
市
博
物
館

「
伊
藤
若
冲
の
名
宝
展
」
　平
成
二
十
六
年
六
月
十
五
日
〜
九
月
二
十
三
日

現在の展観

承
天
閣
事
務
局

有馬管長と瀬戸内寂聴師と石踊画伯夫妻

双樹紅白梅図　杉戸絵（鹿苑寺蔵）
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天 正 寺 5月27日

管長御親教―第三教区―

記念品を受ける佐々木奘道住職

総代紙谷祐次氏謝辞
住職辞令の伝達

「晋山の偈」を唱える新住職

新住職入堂

（
教
区
だ
よ
り
52
ペ
ー
ジ
な
ど
を
参
照
）
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心
與
月
倶
靜
︵
李
調
元
︶

　
　

　心
は
月
と
倶
に
静
か

と
も

撮
影
◎
教
学
部（
相
国
寺
表
方
丈
よ
り
）

我
が
心
は
�
空
に
静
か
に
澄
む
月
と

共
に
静
か
で
あ
る
�


