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こ
れ
は
修
証
義
第
五
章
の
一
節
で
、
道
元
禅
師
が
正
法
眼
蔵
行
持

の
巻
で
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
現
代
語
訳
す
る
と
「
月
日
の

経
つ
の
は
矢
よ
り
も
速
く
、
人
の
命
は
草
の
葉
に
宿
る
露
よ
り
も

は
か
な
く
も
ろ
い
。
い
か
に
巧
み
な
手
段
を
も
っ
て
し
て
も
、
過
ぎ

去
っ
て
し
ま
っ
た
一
日
を
取
り
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
二
年
ほ
ど
あ
ま
り
に
も
忙
し
さ
に
、
多
く
の
方
々
と
の
出
逢
い

や
向
き
合
う
機
会
を
失
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
、
こ
の
言
葉
を
強
く

か
み
し
め
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

　

例
え
長
生
き
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
生
に
仏
の
行
い
が
な
け

れ
ば
、
虚
し
く
悲
し
い
人
生
と
後
悔
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
如
何
な

る
時
に
も
自
分
の
行
い
が
仏
様
の
行
い
と
な
る
よ
う
更
に
精
進
努
力

し
な
け
れ
ば
と
、
心
新
た
に
新
年
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。

改
歳
之
令
辰

旧
年
中
の
ご
厚
誼
に
感
謝
し
、

皆
様
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

年
々
月
日
が
過
ぎ
ゆ
く
の
が
早
く
感
じ
ら
れ
、

あ
っ
と
い
う
間
に
一
年
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

光こ

う

い

ん陰
は
矢や

よ
り
も
迅す

み
や

か
な
り
、

身し

ん

め

い命
は
露つ

ゆ

よ
り
も
脆も

ろ

し
、

何い
ず

れ
の
善ぜ

ん

巧ぎ
ょ
う

方ほ

う

べ

ん便
あ
り
て
か

過す

ぎ
に
し
一い

ち

に

ち日
を
復ふ

た
た

び
還か

え

し
得え

た
る
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昨
年
は
、
開
創
四
百
周
年
の
準
備
が
本
格
的
に
始
ま
り
、
企
画
書

を
皆
様
に
お
届
け
い
た
し
ま
し
た
。
現
在
百
戸
ほ
ど
の
皆
様
か
ら

ご
協
力
金
が
振
り
込
ま
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
早
速
の
お
振
込
誠
に

有
り
難
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、私
が
勤
め
て
お
り
ま
し
た
曹
洞
宗
中
国
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

（
尾
道
市
天
寧
寺
所
在
）
に
お
き
ま
し
て
は
、
去
る
十
一
月
十
九
日
に

市
内
ホ
テ
ル
に
て
開
設
四
十
周
年
の
記
念
行
事
が
開
催
さ
れ
、
中
国

各
県
よ
り
総
勢
二
百
名
を
超
え
る
参
加
者
が
あ
り
盛
会
裡
に
円
成
い

た
し
ま
し
た
。
思
え
ば
今
か
ら
四
十
年
前
に
禅
昌
寺
に
開
設
さ
れ
た

宗
門
の
機
関
で
あ
り
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
機

に
、
当
初
依
頼
さ
れ
た
目
的
の
大
半
は
達
成
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
、

十
二
月
末
日
を
も
っ
て
中
国
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー
の
主
監
を
辞
任

い
た
し
ま
し
た
。
在
任
一
年
と
九
ヶ
月
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
間

東
堂
様
を
は
じ
め
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け

し
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
は
、
当
山
四
百
周
年
に

向
け
皆
様
と
共
に
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

禅
昌
寺
住
職　

横
山
泰
賢 

合
掌

改
歳
之
令
辰

か

い
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北
陸
三
十
三
観
音
霊
場
巡
り
は
、
平
成

二
十
四
年
秋
か
ら
参
拝
が
始
ま
り
、
二
十
五
年

春
、
秋
の
三
回
で
終
わ
り
ま
し
た
。
北
陸
の
高

岡
市
は
私
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
是
非
参
加
さ

せ
て
頂
き
た
い
と
の
想
い
で
参
加
い
た
し
ま
し

た
。
な
か
で
も
十
五
番
札
所
と
な
っ
て
い
る
能

登
の
總
持
寺
祖
院
は
、
私
に
と
っ
て
五
回
目
の

参
拝
で
し
た
。
最
初
は
、里
の
兄
に
案
内
さ
れ
、

そ
の
後
、
禅
昌
寺
檀
信
徒
の
大
本
山
永
平
寺
参

拝
団
に
参
加
し
、
永
平
寺
参
拝
後
の
能
登
観
光

で
二
回
、
能
登
大
震
災
後
の
三
年
前
方
丈
様
と

責
任
役
員
の
皆
様
と
一
緒
に
、
方
丈
様
の
晋
山

式
の
西
堂
（
後
見
役
）
を
今
村
源
宗
老
師
（
總

持
寺
能
登
祖
院
監
院
）
に
お
願
い
に
上
が
っ
た

時
に
三
回
、
ま
た
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
と
今
村
老

師
へ
お
世
話
に
な
っ
た
御
礼
の
ご
挨
拶
の
時
、

そ
し
て
春
の
霊
場
巡
り
で
五
回
目
に
な
り
、
再

び
今
村
老
師
に
ご
挨
拶
が
出
来
ま
し
た
。

　
一
番
札
所
か
ら
三
十
三
番
札
所
ま
で
各
霊
場

の
観
世
音
菩
薩
の
前
で
先
達
の
東
堂
様
を
中
心

に
開
経
偈
か
ら
妙
法
蓮
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門

品
偈
を
お
唱
え
し
、
健
康
と
安
穏
な
暮
ら
し
を

祈
念
い
た
し
ま
し
た
。

　
最
後
の
結
願
所
法
福
寺
の
参
拝
が
終
わ
り
夜

は
富
山
県
魚
津
市
の
金
太
郎
温
泉
で
全
員
楽
し

い
一
夜
を
過
ご
し
、
翌
日
は
御
本
山
永
平
寺
に

参
拝
、
夕
方
広
島
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　
さ
て
、
観
音
信
仰
が
日
本
へ
入
っ
て
来
た
の

は
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
朝
鮮
を
経
て
九
州
、
北

陸
方
面
か
ら
渡
来
し
た
と
の
こ
と
、
そ
の
代
表

的
な
も
の
が
西
国
、
板
東
、
秩
父
等
の
観
音
霊

場
で
す
。
北
陸
は
ま
だ
日
が
浅
く
若
狭
、越
前
、

加
賀
、
越
中
の
観
世
音
菩
薩
有
縁
の
霊
場
を
選

ん
で
各
県
十
一
ヶ
寺
を
選
出
、「
観
音
浄
土
の

霊
場
」
と
し
て
発
足
し
た
よ
う
で
す
。

　
北
陸
三
十
三
観
音
霊
場
は
西
国
に
比
べ
、
ま

だ
観
光
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
土
地
の
自
然

の
中
に
溶
け
込
ん
だ
素
朴
な
霊
場
が
多
く
、
設

備
が
今
少
し
調
っ
て
い
な
い
霊
場
も
多
く
見
受

け
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
度
、
秋
の
巡
拝
で
最
初
に
参
拝
し
た
お

寺
が
特
番
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
広
大
な
敷
地

に
立
派
な
お
寺
が
建
っ
て
お
り
ま
し
た
。
倶
利

迦
羅
峠
の
石
川
県
側
に
在
る
倶
利
迦
羅
山
不
動

寺
西
の
坊
鳳
凰
殿
で
す
。
書
物
に
よ
れ
ば
平
成

十
年
に
建
立
さ
れ
平
安
建
築
を
も
と
に
樹
齢
千

年
を
越
え
る
台
桧
木
材
も
使
用
、
左
右
七
十
五

メ
ー
ト
ル
の
壮
大
な
寝
殿
造
り
、
主
殿
の
三
仏

堂
に
は
不
動
明
王
、
薬
師
如
来
、
千
手
観
音
菩

薩
が
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
千
手
観
音
菩

薩
は
平
成
十
四
年
に
仏
師
小
林
宏
氏
が
平
安
時

代
の
作
風
を
基
盤
に
謹
刻
奉
安
さ
れ
た
も
の
で

す
。

　
観
世
音
菩
薩
は
ご
承
知
の
通
り
端
整
微
妙
な

る
慈
悲
に
あ
ふ
れ
る
お
姿
で
あ
り
、
私
共
に
御

縁
の
深
い
仏
様
で
す
。

　
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
ご
案
内
の
通
り
禅
昌
寺

開
創
四
百
年
慶
讃
記
念
事
業
と
し
て
観
世
音
菩

薩
像
と
遊
歩
道
の
整
備
を
予
定
し
て
お
り
、
す

で
に
企
画
書
を
ご
確
認
頂
い
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

　
四
季
折
々
の
花
が
咲
く
遊
歩
道
を
整
備
し
、

豊
か
な
自
然
の
中
で
観
音
信
仰
の
霊
場
と
し
て

観
音
大
慈
悲
の
懐
に
包
ま
れ
無
限
の
利
益
に
あ

ず
か
る
人
生
最
高
の
喜
び
が
あ
り
ま
す
。
ご
案

内
の
通
り
檀
信
徒
一
戸
当
た
り
三
口
以
上
の
御

協
力
を
御
願
い
致
し
て
お
り
ま
す
。
出
費
多
端

な
折
と
は
思
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
六
年
十
一

月
末
ま
で
に
お
振
込
頂
け
れ
ば
と
願
っ
て
お
り

ま
す
。

北
陸
三
十
三
観
音

　
　

霊
場
巡
り
に
参
加
し
て

禅
昌
寺
開
創
四
百
年
記
念
事
業
実
行
委
員
長
　
中
山
俊
郎
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以
前
、
山
口
の｢

金
子
み
す
ず
文
学
館｣
に
、

参
り
ま
し
た
帰
り
、
お
寺
に
立
ち
寄
り
ま
し
た

と
こ
ろ
、
山
門
を
入
っ
た
所
に
、
丸
い
大
き
な

石
が
立
っ
て
お
り
、
そ
の
石
の
真
ん
中
に｢

口く
ち｣

と
云
う
字
を
掘
り
、
そ
の
箇
所
だ
け
を｢

く
り

抜
き｣

そ
の
回
り
を
囲
む
様
に
、
四
つ
字
が
書

い
て
あ
り
ま
し
た
。

　
ご
住
職
様
に
、
お
会
い
し
た
な
ら
、
石
の
字

の
意
味
も
分
か
り
ま
し
た
が
、
立
ち
寄
っ
た
だ

け
な
の
で
︱
。

　
帰
宅
し
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は｢

論
語｣

で
し
た
。

　
こ
れ
は｢

吾わ
れ 

唯た
だ 

足
た
る
を 

知し
る｣

と
、
読
み
ま
す
︱
。

唯
を
字
引
で
引
く
と
　
ひ
た
す
ら･

せ
つ
に･

も
っ
ぱ
ら

　
人
そ
れ
ぞ
れ｢

幸
福
の
度
合
い｣

も｢

生
活

環
境｣

も
、
違
い
、
何
を
幸
せ
と
感
じ
る
か
︱
。

有
り
余
る
財
産
を
手
に
し
た
い
、
そ
う
云
っ
た

事
に
、
幸
せ
を
感
じ
る
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も｢

青
い
鳥｣

を
、
追
い

か
け
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
し
、
物
質
領
域
の
幸
せ

に
は｢

も
う
、
こ
れ
で
十
分｣

と
、
云
う
事
が

な
い
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
人
間
と
し
て
の
道
義
を
忘
れ
て
、

富
者
に
な
っ
た
の
で
は
、そ
こ
に
安
住
し
な
い
。

　
世
の
中
、
物
質
的
に
豊
に
な
る
こ
と
を
、
認

め
て
は
い
る
も
の
の
、
清せ

い
ひ
ん貧

の
生
き
方
ば
か
り

が
尊
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︱
。

　
金
持
ち
で
な
い
こ
と
を
、
憂う

れ

う
も
の
で
も
な

く
、
金
持
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
で
あ
る
か
が
、

大
切
な
の
で
す
︱
。

｢

足
を
知
る
者
は
富
む｣

と
、
云
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。

　
ど
ん
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
満
足
感

を
見
い
出
し
、
不
平
不
満
を
云
わ
な
い
。
つ
ま

り｢

足
る
者｣

と
、
し
て
生
き
た
ら
、
豊
に
な

る
と
い
う
事
な
の
で
す
。

足
を
知
る矢野淑子

　
こ
れ
は
心
の
豊
か
さ
で
あ
り
、
物
質
的
な
豊

か
さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
究
極
の
か
た
ち
は｢

生
き
て
い
る
だ
け

で
十
分｣

と
、
云
う
事
で
す
。

　
私
も
歳
を
重
ね
、
身
体
も
少
々
痛
ん
で
ま
い

り
ま
し
た
が
、
現
在
の
小
さ
な
幸
せ
に
︱︱
、

｢

足
る
を
知
る｣

を
、
心
に
止
め
な
が
ら
過
ご
し

て
お
り
ま
す
。

｢

足
を
知
る｣

す
な
わ
ち｢

足た

る
者も

の｣

と
し
て

    

生い

く
今
を
豊
に
、
春
の
花
咲
く

淑
子

ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
、
参
考
ま
で
に
︱
。

*

　
京
都
の
龍
安
寺
に
も
、こ
の｢

足
を
知
る｣

の
、

石
が
あ
り
ま
す
。

　  

そ
の
石
は
、
寝
せ
て
あ
り｢

口｣

の
、
字
の

箇
所
に
は｢

な
み
な
み
と
し
た
水｣

が
、
入

れ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
石
は｢

レ
プ
リ
カ｣

で
す
。

*

　
本
物
は｢

徳
川
光
國｣

（
テ
レ
ビ
で
は･

水

戸
光
國
公
）
が
、
寄
進
さ
れ
た
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。

 

　 

お
茶
室
の
脇
に
置
い
て
あ
り
、非
公
開
で
す
。

*

　
龍
安
寺
の
、
あ
の
整
然
と
し
た
お
庭
に
は
、

大
小
合
わ
せ
て
、
十
五
個
の
石
が
置
か
れ
て

お
り
ま
す
。

*

　
清
貧
︱
こ
と
さ
ら
、
富
を
求
め
な
い
で
、
行

い
が
淡
泊
で
、
貧
乏
に
安
ん
じ
て
い
る
こ
と

（
︱
に
甘
ん
じ
る
）

矢
野
淑
子
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ご
紹
介

　
こ
れ
か
ら
約
三
年
前
、
坐
禅
会
に
参
加
さ
れ
て
い
た
田
中
伴
子
さ
ん
が
、
禅
昌
寺

の
檀
信
徒
に
成
り
た
い
と
云
わ
れ
た
と
き
、
私
は
と
て
も
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

　
長
年
に
亘
り
東
堂
さ
ん
と
共
に
坐
禅
を
組
ま
れ
、
私
が
住
職
す
る
と
共
に
檀
信
徒

に
な
ら
れ
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
の
励
み
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
大
掃
除
の
時
や

お
寺
で
行
事
が
あ
る
時
な
ど
率
先
し
て
お
手
伝
い
を
し
て
下
さ
り
大
変
助
か
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
こ
に
田
中
さ
ん
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
　

禅
昌
寺
さ
ん
と
人
と
の
出
会
い

　

五
十
代
の
頃
五
月
初
め
、
禅
昌
寺
さ
ん
の
門
を
く
ぐ
り
、
坐

禅
と
人
と
に
出
会
い
、
毎
週
金
曜
日
婦
人
坐
禅
会
に
参
加
さ
せ

て
も
ら
い
、
今
七
十
八
歳
に
な
り
ま
し
た
。

　

呉
の
老
婦
人（
四
十
年
余
り
の
付
き
合
い
）に
、
あ
る
時
「
あ

ん
た
、
こ
の
頃
い
い
顔
に
な
っ
た
ね
」
と
云
わ
れ
た
の
が
坐
禅

会
に
参
加
し
て
四
、五
年
位
経
っ
た
頃
か
と
思
い
ま
す
。

　

色
々
な
事
が
あ
り
ま
し
た
が
苦
労
と
思
わ
ず
ガ
ム
シ
ャ
ラ
に

過
ご
し
て
き
ま
し
た
が
、
身
体
に
顔
に
出
し
て
、
キ
ツ
イ
お
ば

さ
ん
の
顔
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

い
い
顔
と
云
わ
れ
感
じ
た
の
は
、
坐
禅
の
あ
と
お
茶
を
い
た

だ
き
乍
ら
、
東
堂
さ
ん
、
方
丈
さ
ん
が
、
些
細
な
事
で
も
何
か

あ
れ
ば
「
こ
の
お
寺
に
捨
て
て
お
帰
り
な
さ
い
」
と
云
わ
れ
、

私
の
様
な
者
で
も
今
日
ま
で
い
い
顔
に
少
し
は
な
れ
た
と
感

謝
、
感
謝
、
健
康
で
過
ご
さ
せ
て
も
ら
い
、
自
分
に
出
来
る
範

囲
の
事
を
こ
な
せ
る
よ
う
更
に
精
進
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

田
中
伴
子

ご
報
告

　
十
五
年
の
長
き
に
亘
り
、
禅
昌
寺
の
境
内
や
墓
地
の
管
理
清
掃
に
従
事
し
て
下
さ
っ

た
松
浦
利
昭
さ
ん
が
十
二
月
末
日
を
も
っ
て
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
松
浦
さ
ん
は
禅
昌
寺

の
檀
信
徒
と
し
て
利
他
行
の
精
神
を
も
っ
て
、
長
年
に
亘
り
当
山
の
護
寺
護
法
に
ご
貢

献
ご
努
力
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
禅
昌
寺
を
代
表
し
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
後
は
、
八
月
か
ら
五
ヶ
月
ほ
ど
松
浦
さ
ん
の
ご
指
導
を
受
け
た
、
同
じ
く
檀
信
徒

の
水
越
健
次
さ
ん
が
引
き
継
が
れ
ま
し
た
の
で
、
皆
様
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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退
任
の
ご
挨
拶

　

小
生
、
松
浦
利
昭
は
平
成
十
年
一
月
十
日
で
マ
ツ
ダ
株
式
会
社

を
退
職
し
、
春
先
ま
で
ブ
ラ
ブ
ラ
し
て
い
ま
し
た
。

　

我
家
の
前
の
道
路
で
竹
箒
を
片
手
に
一
息
入
れ
て
い
た
時
、

ご
近
所
の
三
浦
さ
ん
宅
へ
月
命
日
と
し
て
来
ら
れ
た
東
堂
さ
ん

（
前
方
丈
さ
ん
）に
声
を
掛
け
ら
れ
、
禅
昌
寺
へ
手
伝
い
に
行
く
事

に
な
り
、
先
輩
の
為
岡
さ
ん
の
指
導
を
六
ヶ
月
間
受
け
ま
し
た
。

　

一
人
で
仕
事
を
や
る
様
に
な
っ
て
、
自
分
な
り
に
工
夫
し
て

ゴ
ミ
集
め
か
ら
お
参
り
の
人
が
第
一
に
目
に
留
ま
る
所
、
場
所
を

重
点
的
に
清
掃
す
る
様
に
心
掛
け
ま
し
た
。
こ
れ
を
水
越
さ
ん
に

も
実
践
し
て
戴
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
十
五
年
余
り
勤
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
、私
自
身
健
康
的
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
、お
寺
へ
行
っ

て
清
掃
を
行
う
事
を
時
間
通
り
熟
す
事
で
す
ご
く
健
全
な
生
活

が
出
来
た
と
思
い
ま
す
。

　

退
職
し
て
か
ら
の
仕
事
と
し
て
は
最
適
な
お
寺
で
し
た
。

　

何
か
の
ご
縁
が
あ
っ
た
の
か
判
り
ま
せ
ん
が
、
小
生
が
生
ま
れ

育
っ
た
お
寺
も
曹
洞
宗
（
正
法
寺
）
で
、
共
に
繁
栄
し
て
も
ら
い

た
い
で
す
。
甚
だ
簡
単
な
文
章
に
て
、
悪
し
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

松
浦
利
昭
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● 

年
頭
坐
禅
会

・
正
月
元
旦
　
午
前
八
時
よ
り

　
五
名
程
度
の
参
加
者
で
し
た
が
、
清
々
し
い
念
頭

と
な
り
ま
し
た
。

● 

新
年
修
正
会
（
大
般
若
祈
祷
会
）

・
正
月
元
旦
　
午
前
十
時
よ
り

　
厳
し
い
冷
え
込
み
の
中
、
大
勢
の
参
拝
者
で
賑
わ

い
、
家
内
安
全
、
災
障
消
除
、
諸
縁
吉
祥
を
お
祈

り
い
た
し
ま
し
た
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
二
月
二
十
八
日
（
木
）

　
正
法
眼
蔵
四
摂
法
巻
の
御
提
唱

　
七
十
名
ほ
ど
の
参
加
者
が
あ
り
、　
皆
さ
ん
と
共

に
法
悦
に
浸
り
ま
し
た
。

● 

彼
岸
会
法
要
・
護
持
会
総
会

・
三
月
十
七
日
（
日
）
午
前
十
時
半
よ
り

　
百
五
十
名
ほ
ど
の
参
拝
者
が
あ
り
、
例
年
通
り
彼

岸
会
法
要
引
き
続
き
、
護
持
会
総
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

● 

第
二
回  

北
陸
三
十
三
カ
所
観
音
霊
場
巡
り

・
四
月
十
八
日
（
木
）
～
二
十
日
（
土
）

　
第
十
五
番
總
持
寺
祖
院
（
石
川
県
）
か
ら
第

二
十
四
番
国
泰
寺
ま
で
十
个
寺
を
十
九
名
の
参
加

者
と
共
に
巡
り
ま
し
た
。
温
泉
に
浸
か
り
な
が
ら

北
陸
の
豊
か
な
自
然
を
楽
し
み
ま
し
た
。

● 

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

・
七
月
二
十
八
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り

　
三
十
名
程
の
ご
奉
仕
に
よ
り
一
時
間
半
で
終
わ
り

ま
し
た
。
ご
奉
仕
の
皆
様
お
疲
れ
様
で
し
た
。

● 
盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日
（
火
）
午
前
十
時
半
よ
り

　
例
年
同
様
約
百
五
十
名
の
参
拝
者
で
賑
わ
い
ま
し

た
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
九
月
三
十
日
（
月
）

　
正
法
眼
蔵
四
摂
法
巻
の
御
提
唱

　
七
十
名
ほ
ど
の
参
加
者
が
あ
り
、
大
変
分
か
り
易

い
老
師
の
お
話
を
聞
き
、
皆
が
法
悦
に
浸
り
ま
し

た
。

◆
行
事
報
告
◆

（
平
成
二
十
五
年
一
月
～
十
二
月
）

● 

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト

・
十
月
十
九
日
（
土
）
午
後
十
八
時
半
よ
り

  

今
年
は
、
大
代
啓
二
先
生
の
お
力
添
え
に
よ
り
、

箏
奏
者
と
し
て
世
界
的
に
活
動
な
さ
っ
て
お
ら
れ

る
沢
井
一
恵
先
生
を
再
び
お
迎
え
す
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。

  

大
代
先
生
の
フ
ル
ー
ト
と
沢
井
先
生
の
箏
、
そ
し

て
沢
井
先
生
の
お
弟
子
さ
ん
達
も
加
わ
っ
た
箏
五

重
奏
に
、　
三
百
名
を
超
え
る
参
加
者
は
魅
了
さ

れ
、
深
い
感
動
を
味
わ
い
ま
し
た
。

● 

第
三
回  

北
陸
三
十
三
カ
所
観
音
霊
場
巡
り

・
十
一
月
十
四
日
（
木
）
～
十
六
日
（
土
）

  

第
二
十
五
番
蓮
華
寺
（
富
山
県
）
か
ら
第
三
十
三

番
法
福
院
（
富
山
県
）
ま
で
九
个
寺
と
永
平
寺
を

二
十
二
名
の
参
加
者
が
東
堂
夫
妻
と
共
に
巡
り
ま

し
た
。

● 

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日
（
日
）
～
八
日
（
日
）

例
年
通
り
坐
禅
会
の
皆
さ
ん
と
共
に
坐
ら
せ
て
い

た
だ
き
、
誠
に
有
り
難
い
摂
心
で
し
た
。
途
中
住

職
が
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
し
ま
い
、
ご
迷
惑
を
お

掛
け
し
ま
し
た
。

● 

年
末
諸
堂
大
掃
除

・
十
二
月
八
日
（
日
）
午
後
一
時
よ
り

二
十
名
程
の
ご
奉
仕
に
よ
り
一
時
間
半
で
終
わ
り

ま
し
た
。
ご
奉
仕
の
皆
様
お
疲
れ
様
で
し
た
。

北陸三十三ヵ所観音霊場第15番總持寺祖院にて　写真中央今村老師
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◆
行
事
案
内
◆

（
平
成
二
十
六
年
一
月
～
十
二
月
）

● 

年
頭
坐
禅
会

・
正
月
元
旦
　
午
前
八
時
よ
り

● 

新
年
修
正
会
（
大
般
若
祈
祷
会
）

・
正
月
元
旦
　
午
前
十
時
よ
り

新
年
の
ご
祈
祷
会
で
す
。

家
内
安
全
、
災
障
消
除
、

諸
縁
吉
祥
等
を

ご
祈
祷
い
た
し
ま
す
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
二
月
二
十
八
日
（
金
）

正
法
眼
蔵
四
摂
法
巻
の
御
提
唱

　
午
前
の
部
　
十
時
半
～
十
二
時

　
午
後
の
部
　
一
時
半
～
三
時

　
参  

加  

費
　
午
前
午
後
　
各
千
円

　
昼  

食  

代
　
一
人
　
　
百
円

＊
坐
禅
を
さ
れ
る
方
は
九
時
よ
り

＊
昼
食
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
予
め
電
話

に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

● 

彼
岸
会
法
要
・
護
持
会
総
会

・
三
月
十
七
日
（
月
）
午
前
十
時
半
よ
り

例
年
通
り
、
彼
岸
会
法
要
引
き
続
き
護

持
会
総
会
を
開
催
致
し
ま
す
。
お
弁
当

と
お
茶
を
準
備
し
て
お
待
ち
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

● 

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

・
七
月
二
十
七
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り

お
子
さ
ん
お
孫
さ
ん
と
ご
一
緒
に
ご
参
加

下
さ
い
。
二
時
間
ほ
ど
で
終
わ
り
ま
す
。

お
昼
を
準
備
し
て
お
待
ち
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

● 

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日
（
水
）
午
前
十
時
半
よ
り

法
要
引
き
続
き
法
話
が
ご
ざ
い
ま
す
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
九
月
三
十
日
（
火
）

正
法
眼
蔵
四
摂
法
巻
の
御
提
唱

　
午
前
の
部
　
十
時
半
～
十
二
時

　
午
後
の
部
　
一
時
半
～
三
時

　
参  

加  

費
　
午
前
午
後
　
各
千
円

　
昼  

食  

代
　
一
人
　
　
百
円

＊
坐
禅
を
さ
れ
る
方
は
九
時
よ
り

＊
昼
食
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

　
予
め
電
話
に
て

　
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

● 

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト

・
十
月
四
日
（
土
）
～
予
定
～

＊
現
在
、
内
容
や
日
程
に
つ
い
て
調
整
中
。

● 

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日
（
月
）
～
八
日
（
月
）

午
前
　
五
時
半
よ
り
六
時
十
分
ま
で

午
後
　
七
時
　
よ
り
八
時
半
ま
で

＊
年
内
の
坐
禅
会
は
、

　
八
日
の
早
朝
坐
禅
を
も
っ
て

　
お
休
み
し
ま
す
。

● 

年
末
諸
堂
大
掃
除

・
十
二
月
七
日
（
日
）
午
後
一
時
よ
り

お
子
さ
ん
お
孫
さ
ん
と
ご
一
緒
に
ご
参
加

下
さ
い
。
二
時
間
ほ
ど
で
終
わ
り
ま
す
。

お
茶
と
お
菓
子
を
準
備
し
て
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、

趣
味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構

で
す
。
お
寄
せ
下
さ
い
。
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毎
月
定
例
行
事

● 

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
　
第
四
金
曜
日
午
後
一
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ

も
り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

● 

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招

い
て
練
習
　
昼
ま
で

◎
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講

師
の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、

電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

毎
週
定
例
行
事

● 

暁
天
坐
禅
会
　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
毎
朝
午
前
五
時
半
～
六
時
十
分
ま
で

● 

水
曜
坐
禅
会
　
午
後
七
時
よ
り

　
坐
禅
・
茶
話
会
　
終
了
八
時
半

● 

婦
人
坐
禅
会
　
毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
終
了
三
時

（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の
後
、
写
経･

茶
話
会
）


