
松
原
玄
英
上
人
二
十
五
回
忌
法
要 

 
 

先
日
、
一
月
十
七
日
に
常
林
院

先
々
代
住
職
、
松
原
玄
英
の
二
十
五

回
忌
法
要
を
厳
修
致
し
ま
し
た
。 

当
日
は
、
観
音
講
さ
ま
に
御
詠
歌

を
勤
め
て
頂
き
、
そ
の
後
、
牛
ヶ
瀬

の
称
讃
寺
ご
住
職
お
導
師
の
も
と
、

組
寺
法
類
寺
院
、
そ
し
て
町
内
檀
家

の
皆
さ
ま
に
お
焼
香
を
し
て
頂
き
、

無
事
に
法
要
を
勤
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
玄
英
も
さ
ぞ
か
し
喜
ん

で
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

         

雑
記
抄 

～
祖
父
か
ら
師
匠
へ
～ 

 

常
林
院
先
々
代
住
職
、
松
原
玄
英

は
、
明
治
三
十
三
年
に
福
井
県
で
誕

生
し
、
福
井
県
の
安
養
寺
で
小
僧
時

代
を
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和

元
年
に
本
山
永
観
堂
か
ら
常
林
院

住
職
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。
以
来
、

昭
和
六
十
一
年
一
月
に
亡
く
な
る

ま
で
約
六
十
年
間
、
常
林
院
の
住
職

と
し
て
法
灯
を
守
り
続
け
て
き
ま

し
た
。 

 
月
日
の
経
つ
の
は
早
い
も
の
で
、

も
う
二
十
五
回
忌
を
勤
め
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。 

 

祖
父
玄
英
が
亡
く
な
っ
た
の
を

機
に
私
も
僧
侶
と
な
っ
た
の
で
、
残

念
な
が
ら
、
玄
英
か
ら
お
寺
の
こ
と

や
僧
侶
と
し
て
の
あ
り
か
た
等
を

直
接
教
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
お
経
の

テ
ー
プ
を
聞
い
た
り
、
書
き
記
し
た

資
料
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
な
が

ら
間
接
的
に
教
わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
気
が
つ

け
ば
私
に
と
っ
て
「
お
じ
い
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
存
在
だ
っ
た
玄
英
も
、

今
で
は
「
師
匠
」
と
い
う
存
在
へ
と

変
わ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

私
も
住
職
に
な
っ
て
八
年
が
経

と
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
師
匠
玄
英

に
直
接
聞
い
て
教
わ
り
た
い
こ
と

は
ま
だ
ま
だ
山
ほ
ど
あ
り
ま

す
・
・
・
。 

平
成
二
十
二
年
三
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 

本堂内陣 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
  

叶 か
な

ふ
事 こ

と

を
ば 叶 か

な

ふ
と
知 し

り 

 

叶 か
な

は
ざ
る
事 こ

と

を
ば 

叶 か
な

は
ず
と
知 し

る
を 

 

真
実

し
ん
じ
つ

と
い
う
な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

～
西
山

せ
い
ざ
ん

上
人
～ 

  

 

（
訳
） 

叶
う
こ
と
を
叶
う
と
知
り
、 

叶
わ
な
い
こ
と
は
叶
わ
な
い
と
知
っ
て
い
る
こ
と
を 

真
実
と
い
う 

 

人
間
の
心
と
い
う
も
の
は
と
て
も
弱
い
も
の
で
、
日
々
、 

健
康
で
順
調
に
生
活
で
き
て
い
る
と
、
正
し
い
見
き
わ
め
が

で
き
る
の
で
す
が
、
病
気
に
な
っ
た
り
、
物
事
が
う
ま
く
い

か
ず
に
気
が
滅
入
っ
て
し
ま
う
と
、
叶
わ
な
い
こ
と
を
叶
う

と
錯
覚
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

七
百
五
十
年
前
、
狐
狸
妖
怪
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
に 

西
山
上
人
は
、 

「
叶
う
こ
と
は
叶
う
が
、
叶
わ
な
い
こ
と
は
叶
わ
な
い
の
だ 

か
ら
、
あ
ま
り
加
持
祈
祷
（
か
じ
き
と
う
）
に
頼
り
す
ぎ
て 

叶
わ
な
い
こ
と
が
叶
う
と
錯
覚
し
て
は
い
け
な
い
ぞ
。」 

と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
現
代
の
世
も
同
じ
で
、
弱
っ
て

い
る
心
の
す
き
ま
を
見
つ
け
て
は
、
悪
人
が
近
づ
い
て
く
る

例
が
多
々
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
上
人
は
お
念
仏
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
人
間
と
い
う 

も
の
は
、
悩
み
苦
し
み
を
限
り
な
く
持
ち
合
わ
せ
た
煩
悩
多 

い
凡
夫
で
す
。
と
て
も
自
分
の
力
だ
け
で
は
極
楽
往
生
は
叶 

わ
な
い
と
見
き
わ
め
て
、 

「
一
人
も
も
ら
さ
ず
に
極
楽
へ
往
生
さ
せ
る
ぞ
」 

と
誓
わ
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
を
信
じ
て
、「
こ
ん
な
私
で
も
救

わ
れ
る
喜
び
」
を
お
念
仏
に
し
て
称
え
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
西
山
派
の
お
念
仏
は
「
願
う
」

念
仏
で
は
な
く
、「
喜
び
」
の
念
仏
な
の
で
す
。 

 
 

月 
 

影 
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～
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 

 

 

後
唄
（
ご
ば
い
） 

 
 

処
世
界
如
虚
空

し
ょ
せ
か
い
じ
ょ
き
ょ
ー
こ
う
ー 

如
蓮
華
不
著
水

じ
ょ
れ
ん
が
ふ
ぢ
ゃ
く
す
い 

心
清
浄
超
於
彼

し
ん
せ
い
せ
い
ち
ょ
う
よ
ー
ひ 

稽
首
礼
無
上
尊

け
い
し
ゅ
れ
い
ぶ
じ
ょ
う
そ
ん 

 

（
訳
）
こ
の
世
に
暮
ら
し
て
い
く
上
に
お
い
て
、
虚
空
の

よ
う
に
大
き
な
心
で
あ
り
た
い
。 

そ
し
て
水
に
着
か
ず
、
泥
水
に
染
ま
ら
な
い
で
い

る
蓮
華
の
よ
う
で
あ
り
た
い
。 

こ
の
よ
う
な
清
ら
か
な
心
を
も
っ
て
、
首
（
頭
）

を
地
に
つ
け
て
、
阿
弥
陀
如
来
を
敬
い
礼
拝
い
た

し
ま
す
。 

 

 

虚
空
・
・
・
空
間
。 

 

蓮
華
・
・
・
蓮
の
花
。 

 
 

  

 

後
唄
（
ご
ば
い
）
と
い
う
の
は
字
の
と
お
り
、
後
（
あ
と
）

の
唄
（
う
た
）
と
い
う
意
味
で
す
。
簡
単
に
言
う
と
、
お
経

を
ほ
め
た
た
え
る
詞
（
こ
と
ば
）
の
こ
と
で
す
。 

先
に
肆
誓
偈
（
し
せ
い
げ
）
と
い
う
お
経
を
読
み
終
え
ま

し
た
。
後
唄
は
こ
の
肆
誓
偈
を
ほ
め
た
た
え
る
詞
で
あ
り
、

感
謝
と
よ
ろ
こ
び
の
詞
が
唄
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
た
の
が
後

唄
な
の
で
す
。 

し
た
が
っ
て
、
お
経
の
後
に
は
必
ず
後
唄
を
称
え
ま
す
。

た
だ
し
、
お
経
の
種
類
に
よ
っ
て
後
唄
の
種
類
も
変
わ
っ
て

き
ま
す
。
後
唄
は
一
つ
だ
け
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん
の
種
類

が
あ
る
の
で
す
。 

さ
て
、「
虚
空
（
こ
く
う
）」
と
い
う
の
は
空
間
の
こ
と
で

す
。
こ
の
空
間
は
、
香
り
も
な
け
れ
ば
形
も
な
い
、
ま
た
こ

の
世
に
あ
る
嫉
妬
（
ね
た
み
）
や
憎
し
み
の
心
も
起
こ
さ
な

い
清
ら
か
な
空
間
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
清
ら
か

な
心
を
持
ち
た
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
泥
水
に
染
ま
ら
ず
に
き
れ
い
に
咲
く
蓮
の
花
の
よ

う
に
私
も
あ
り
た
い
、
そ
し
て
清
ら
か
な
心
と
身
体
を
も
っ

て
阿
弥
陀
さ
ま
を
敬
い
礼
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い

う
の
が
こ
の
後
唄
の
意
味
で
す
。 



 

永
観
堂
禅
林
寺
管
長 

 
 
 

 
小
木
曽
善
龍
法
主
が
退
山 

 
 

 永
観
堂
禅
林
寺
管
長
、
小
木
曽
善

龍
法
主
が
一
月
末
日
で
五
年
間
の

任
期
満
了
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
一
月
二
十
九
日
に
退
山
式
が

永
観
堂
で
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
最
後

の
挨
拶
に
立
っ
た
小
木
曽
法
主
は

「
振
り
返
る
と
、
こ
の
五
年
間
は
私

の
生
涯
の
中
で
最
も
充
実
し
た
、
有

意
義
な
、
し
か
も
楽
し
い
時
間
だ
っ

た
。」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。 

式
典
後
、
僧
俗
約
二
百
人
が
見
守

る
中
、
小
木
曽
法
主
は
退
山
さ
れ
ま

し
た
。
九
十
三
歳
と
い
う
高
齢
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
お
待
ち
受
け
法
要
な

ど
で
全
国
各
地
へ
出
向
き
、
宗
派
の

た
め
に
ご
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。 

二
月
に
入
り
、
姫
路
の
大
覚
寺
、

中
西
玄
禮
住
職
が
永
観
堂
禅
林
寺

新
管
長
と
し
て
入
山
さ
れ
ま
し
た
。 

           
法
然
上
人
八
百
回
大
遠
忌 

 
 

 
お
待
ち
受
け
法
要
（
滋
賀
） 

 

お
待
ち
受
け
愛
知
大
会 

 
 

 
 

去
る
一
月
二
十
三
、
二
十
四
日
の

二
日
間
、
滋
賀
県
の
三
ヶ
寺
で
、
お

待
ち
受
け
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
一
月
二
十
七
日
に
は
名

古
屋
市
芸
術
創
造
セ
ン
タ
ー
ホ
ー

ル
に
て
お
待
ち
受
け
法
要
愛
知
大

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
私
も
小
木
曽

管
長
と
共
に
、
本
山
法
事
部
と
し
て

出
仕
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

愛
知
大
会
で
は
、
愛
知
県
下
の
約

五
百
名
の
檀
信
徒
の
方
が
お
集
ま

り
に
な
り
、
ホ
ー
ル
内
は
熱
気
で
あ

ふ
れ
て
い
ま
し
た
。 

今
年
十
月
十
三
日
に
は
九
条
に

あ
る
テ
ル
サ
ホ
ー
ル
に
て
、
京
都
大

会
が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。 

  

 

本
堂
の
畳
を
新
調 

 
 

昨
年
十
二
月
末
に
、
本
堂
の
畳
を

新
調
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

か
な
り
古
く
な
っ
て
い
た
畳
が

き
れ
い
に
な
り
、
本
堂
内
も
明
る
く

な
り
ま
し
た
。 

費
用
は
皆
様
か
ら
積
立
て
て
頂

い
て
い
ま
す
維
持
費
か
ら
出
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に
有
り

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

小木曽管長と法事部の法要 

（愛知大会にて） 


