
 
 

  

  
 
 

             
 

  

西
山

せ
い
ざ
ん

上

人

し
ょ
う
に
ん

降
誕
会

ご
う
た
ん
え 

 
 

 

毎
年
十
一
月
九
日
は
本
山
永
観
堂
に
お
い
て
、
西
山
上

人
の
ご
誕
生
を
祝
う
降
誕
会
（
ご
う
た
ん
え
）
法
要
が
厳

修
さ
れ
ま
す
。
十
四
歳
で
法
然
上
人
の
弟
子
と
な
り
、
以

来
法
然
上
人
が
ご
入
滅
さ
れ
る
ま
で
の
二
十
三
年
間
、
上

人
の
お
そ
ば
に
お
仕
え
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
法
然
上

人
の
教
え
を
受
け
継
ぎ
西
山
派
の
祖
と
し
て
、
お
念
仏
の

み
教
え
を
多
く
の
人
々
に
布
教
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
降
誕
会
に
は
、
全
国
か
ら
僧
侶
、
檀
信
徒
が
参
詣

に
来
ら
れ
ま
す
。 

西
山
上
人
降
誕
会 

日
時 

十
一
月
九
日
（
日
） 

午
後
十
二
時
十
分 

お
説
教 

午
後
一
時 

 
 

 

法 

要 

 
 

場
所 

総
本
山
永
観
堂
禅
林
寺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
発
行 

浄
じ
ょ
う

土 ど

宗
し
ゅ
う

西 せ
い

山 ざ
ん

禅 ぜ
ん

林 り
ん

寺 じ

派 は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

常 

林 

院 

 

 
  

寺
宝
展 

 

永
観
堂
の
重
文
・
寺
宝
な
ど
展
観 

十
一
月
八
日
（
土
）
～
十
二
月
七
日
（
日
） 

 

拝
観
時
間 

午
前
九
時
～
午
後
四
時 

 

拝
観
料 

 

一
般
千
円 
小
中
学
生
六
百
円 

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ 

本
堂
拝
観
と
本
尊
み
か
え
り
阿
弥
陀
如
来
参
拝 

十
一
月
八
日
（
土
）
～
十
一
月
三
十
日
（
日
） 

 

拝
観
時
間 

午
後
五
時
半
～
午
後
九
時 

 

拝
観
料 

 

一
般
（
中
高
生
以
上
）
六
百
円 

 
 

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

池 い
け

の
水 み

ず 
 

 
 

人 ひ
と

の
心

こ
こ
ろ

に 
似 に

た
り
け
り 

 

濁 に
ご

り
澄 す

む
こ
と 

 
 

 

定 さ
だ

め
な
け
れ
ば 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法 ほ
う 

然 ね
ん 

 
 

 

地
獄
極
楽
は
ど
こ
に
あ
る 

江
戸
時
代
に
白
隠
禅
師
（
は
く
い
ん
ぜ
ん
し
）
と
い
う

有
名
な
お
坊
さ
ん
が
お
ら
れ
ま
し
た
。 

あ
る
日
の
こ
と
、
一
人
の
武
士
が
白
隠
禅
師
の
と
こ
ろ

へ
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
き
な
り 

「
禅
師
、
地
獄
と
極
楽
は
ど
こ
に
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」 

 

と
た
ず
ね
ま
し
た
。 

有
名
な
お
坊
さ
ん
と
し
て
名
の
知
れ
た
白
隠
禅
師
を
か

ら
か
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。 

す
る
と
白
隠
禅
師
は 

「
あ
ん
た
も
地
獄
極
楽
を
気
に
す
る
と
は
、
見
か
け
に
よ

ら
ず
気
が
小
さ
い
者
よ
の
ぉ
。」
と
言
い
ま
し
た
。 

武
士
は
ム
ッ
と
血
相
を
か
え
、 

「
こ
の
く
そ
坊
主
め
が
、
こ
の
俺
を
バ
カ
に
す
る
と
は
け

し
か
ら
ん
。
一
刀
両
断
に
し
て
や
ろ
う
か
。」 

と
怒
り
ま
し
た
。 

そ
れ
を
見
て
白
隠
禅
師
は
、 

「
そ
れ
そ
れ
、
今
の
そ
の
心
が
地
獄
と
い
う
も
じ
ゃ
。」 

と
言
う
と
、
武
士
は
ハ
ッ
と
自
分
の
心
に
気
づ
き
、 

「
こ
れ
は
失
礼
つ
か
ま
つ
っ
た
。
な
に
と
ぞ
お
ゆ
る
し
下

さ
れ
。」
と
素
直
に
あ
や
ま
り
ま
し
た
。 

す
る
と
白
隠
禅
師
は
す
か
さ
ず
、 

「
そ
れ
そ
れ
、
今
の
そ
の
心
が
極
楽
と
い
う
も
の
じ
ゃ
。」 

と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。 

地
獄
と
極
楽
は
、
あ
の
世
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
心
の
中
に
も
あ
る
の
だ
と
教
え
て
い
ま
す
。 

 

 
 

月 
 

影 
 
 
 
 
 

 

第 26 号 



 

～
何
が
書
い
て
あ
る
の
？
～ 

浄

土

宗

じ
ょ
う
ど
し
ゅ
う

西
山

せ
い
ざ
ん

勤

行

式

ご
ん
ぎ
ょ
う
し
き

（
赤
本
）
解
説 

 

 

肆
誓
偈

し

せ

い

げ

（
二
） 

 
 

我 が

至 し

成
じ
ょ
う

仏 ぶ
つ

道 ど
う 

名

声

超

十

方

み
ょ
う
し
ょ
う
ち
ょ
う
じ
っ
ぽ
う 

究
竟
靡
所
聞

く

き

ょ

う

み

し

ょ

も

ん 
誓 せ

い

不 ふ

成
じ
ょ
う

正
し
ょ
う

覚 が
く 

離 り

欲 よ
く

深 じ
ん

正
し
ょ
う

念 ね
ん 

浄
慧
修
梵
行

じ
ょ
う
え
し
ゅ
う
ぼ
ん
ぎ
ょ
う 

 

志
求
無
上
道

し

ぐ

む

じ

ょ

う

ど

う 

為 い

諸 し

ょ

天 て

ん

人 に

ん

師 し 

 

（
訳
） 

 
 

さ
と
り
へ
の
道
を
成
し
遂
げ
た
な
ら
ば
、
私
の
名
前

は
あ
ら
ゆ
る
世
界
を
超
え
て
響
き
渡
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

も
し
、
す
み
ず
み
ま
で
響
き
渡
ら
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、

誓
っ
て
仏
と
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 
 

さ
ま
ざ
ま
な
欲
を
離
れ
、
深
く
正
し
く
物
事
を
考
え
、

智
慧
を
磨
い
て
清
浄
な
生
活
を
実
践
し
、
最
高
の
さ
と

り
を
求
め
、
天
人
や
人
々
を
導
く
者
と
な
り
ま
し
ょ
う
。 

  

 

煩
悩
（
ぼ
ん
の
う
）
か
ら
離
れ
る 

 

肆
誓
偈
は
、
阿
弥
陀
仏
に
な
る
前
の
法
蔵
菩
薩
が
、
あ

ら
ゆ
る
人
々
を
救
う
た
め
に
誓
っ
た
四
十
八
の
誓
い
を
、

四
つ
の
要
旨
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
す
。 

今
回
は
第
三
、
第
四
の
誓
い
で
す
。 

「
名
声
超
十
方
」
の
十
方
（
じ
っ
ぽ
う
）
と
は
、
東
西

南
北
と
そ
の
中
間
の
八
方
に
上
下
を
加
え
て
「
十
方
」
と

い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
」「
あ
ら
ゆ
る

世
界
」
と
い
う
意
味
で
す
。 

「
離
欲
」
の
欲
と
は
、
煩
悩
（
ぼ
ん
の
う
）
の
こ
と
と

言
え
ま
す
。
煩
悩
と
は
、
心
の
奥
に
存
在
し
身
心
を
悩
乱

さ
せ
る
も
の
で
す
。
人
間
に
は
た
く
さ
ん
の
煩
悩
が
あ
り

ま
す
。
大
晦
日
に
除
夜
の
鐘
を
、
一
〇
八
つ
く
の
も
、
煩

悩
の
数
が
一
〇
八
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
で
す
。 

 
 

煩
悩
の
中
で
も
、
特
に
貪
り
（
む
さ
ぼ
り
）、
瞋
り
（
い

か
り
）、
愚
痴
（
ぐ
ち
）
の
三
つ
は
も
っ
と
も
基
本
の
煩
悩

と
い
わ
れ
、
そ
の
中
で
も
、
つ
い
つ
い
こ
ぼ
し
て
し
ま
う

愚
痴
は
煩
悩
の
根
本
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

法
蔵
菩
薩
は
、
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
か
ら
離
れ
、

さ
と
り
を
得
て
、
人
々
を
導
い
て
い
き
た
い
と
誓
っ
て
い

ま
す
。 



   
く
し
ゃ
み 

 
 

あ
る
時
、
お
釈
迦
さ
ま
が
く
し
ゃ

み
を
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
弟
子
た

ち
が
一
斉
に
「
ク
サ
ン
メ
」
と
唱
え

ま
し
た
。「
ク
サ
ン
メ
」
と
は
古
代

イ
ン
ド
語
で
「
長
寿
」
と
い
う
意
味

で
す
。
イ
ン
ド
で
は
く
し
ゃ
み
を
す

る
と
命
が
縮
ま
る
と
い
っ
て
「
ク
サ

ン
メ
」
と
唱
え
て
長
寿
を
祈
る
風
習

が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

こ
の
ク
サ
ン
メ
は
、 

「
休
息
万
命
（
く
そ
く
ま
ん
め
い
）」

「
休
息
万
病
（
く
そ
く
ま
ん
び
ょ

う
）」
と
漢
字
に
音
訳
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
早
口
で
何
度
も
言
う
と
、

「
ク
サ
メ
」
に
な
り
、
ク
サ
メ
が
な

ま
っ
て
「
く
し
ゃ
み
」
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。 

  

 

問
）
友
引
、
仏
滅
な
ど
は
ど
う
し
て
決

ま
っ
た
の
で
す
か
？ 

答
）
一
ヶ
月
を
五
分
割
す
る
と
六
日
の

周
期
が
で
き
ま
す
。
こ
の
六
日
に
つ
け

た
名
が
、
先
勝
、
友
引
、
先
負
、
仏
滅
、

大
安
、
赤
口
で
、
六
曜
と
か
六
曜
星
、

六
輝
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
六
曜

は
足
利
時
代
に
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ

っ
た
「
諸
葛
孔
明
六
任
時
課
（
し
ょ
か

つ
こ
う
め
い
ろ
く
じ
ん
と
き
う
ら
な

い
）」と
い
う
時
刻
の
吉
凶
占
い
を
日
に

転
用
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
旧
暦
の

一
日
を
次
の
よ
う
に
定
め
ま
し
た
。 

正
月
一
日
・ 

七
月
一
日 

 

先
勝 

二
月
一
日
・ 
八
月
一
日 

 

友
引 

三
月
一
日
・ 
九
月
一
日 

 

先
負 

四
月
一
日
・ 

十
月
一
日 

 

仏
滅 

五
月
一
日
・
十
一
月
一
日 

 

大
安 

六
月
一
日
・
十
二
月
一
日 

 

赤
口 

 

つ
ま
り
、
旧
暦
の
一
月
一
日
は
毎
年

先
勝
、
二
日
は
友
引
、
三
日
は
先
負
と

続
き
、
二
月
一
日
は
い
か
な
る
順
で
も

友
引
に
な
り
、
三
月
一
日
は
必
ず
先
負

と
い
う
ふ
う
に
続
い
て
い
き
ま
す
。 

 

今
日
、
多
く
の
人
は
こ
の
六
曜
に
い

ろ
ん
な
意
味
づ
け
を
し
て
生
活
上
の
行

動
に
制
約
を
し
て
い
ま
す
。
友
引
の
葬

式
は
友
を
引
い
て
よ
く
な
い
と
し
、
大

安
は
大
き
な
安
ら
ぎ
を
え
て
、
万
事
に

よ
ろ
し
い
と
し
、
仏
滅
は
終
日
悪
い
、

と
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、も
と
を
た
だ
せ
ば
友
引
は
、

進
み
も
引
き
も
し
な
い
勝
負
の
つ
か
な

い
日
の
意
味
で
、
仏
滅
は
初
め
「
空
亡
」

と
あ
り
、
こ
れ
が
虚
亡
→
物
滅
→
仏
滅

と
変
化
し
た
も
の
で
、
仏
教
と
は
関
係

の
な
い
単
な
る
当
て
字
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
六
曜
の
示
す
日
の
吉

凶
は
意
味
の
な
い
も
の
で
す
が
、
六
曜

で
仕
事
の
段
取
り
を
つ
け
た
り
、
行
事

の
目
安
を
つ
け
た
り
し
て
生
活
し
て
い

る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
生
活
上
、
便
利

な
決
め
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。 


