
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
発
行

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派

常

林

院

父
に
酒

母
に
お
は
ぎ
の

彼
岸
か
な

悩
み
苦
し
み
が
あ
る

こ
の
世
は
此
岸
（
し
が
ん
）

悩
み
苦
し
み
が
な
い

お
浄
土
は
彼
岸
（
ひ
が
ん
）

自
分
を
想
う
よ
り

他
人
を
想
い

他
人
を
想
う
た
め
に

自
分
を
想
う

自
他
を
大
切
に
想
う
と
き

心
は
満
た
さ
れ

彼
岸
に
到
る
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白
い
象
に
座
る
菩
薩

白
い
象
に
座
る
普
賢

菩
薩
（
ふ
げ
ん
ぼ
さ
つ
）

は
、
獅
子
に
の
る
文
殊

菩
薩
（
も
ん
じ
ゅ
ぼ
さ
つ
）

と
と
も
に
、
お
釈
迦
様

の
脇
侍
を
務
め
る
菩
薩

で
す
。

サ
マ
ン
タ
ブ
バ
ド
ラ

を
漢
訳
し
て
普
賢
（
ふ

げ
ん
）
と
い
い
、
普
遍

の
法
門
（
仏
法
の
教
え
）

と
い
う
意
味
で
す
。

行
の
菩
薩

「
智
慧
」
の
文
殊
菩

薩
に
対
し
、
「

行

」

ぎ
ょ
う

の
普
賢
菩
薩
と
い
わ
れ
、

「
智
慧
」
と
「
行
」
両

方
が
そ
ろ
っ
て
仏
教
の

理
想
が
実
現
す
る
と
考

え
ら
れ
ま
し
た
。

普
賢
菩
薩
は
、
時
を

選
ば
ず
あ
ら
ゆ
る
場
所

に
あ
ら
わ
れ
て
、
人
々

に
仏
法
の
教
え
を
説
き
、

自
分
の
行
い
を
悔
い
改

め
る
者
を
救
い
、
法
華

経
の
信
者
を
守
る
菩
薩

で
す
。

普
賢
菩
薩
の
姿

多
く
は
白
い
象
の
上

の
蓮
の
台
に
座
り
、
合

掌
し
て
い
る
姿
で
あ
ら

わ
さ
れ
ま
す
。

法
華
経
を
信
仰
す
る

人
々
が
拝
む
仏
像
の
他
、

釈
迦
如
来
像
の
脇
侍
菩

薩
と
し
て
文
殊
菩
薩
と

と
も
に
造
ら
れ
る
こ
と

が
多
く
あ
り
ま
す
。
脇

侍
菩
薩
の
時
は
、
合
掌

し
て
い
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。

女
性
の
信
仰
集
め
る

「
法
華
経
」
に
、
六
本

の
牙
（
き
ば
）
を
も
っ

た
象
に
乗
っ
た
普
賢
菩

薩
が
大
勢
の
菩
薩
を
連

れ
て
信
者
の
前
に
現
れ

て
、
利
益
を
授
け
た
と

あ
り
ま
す
。
法
華
経
は

女
人
往
生
を
説
い
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
安

時
代
以
降
、
女
性
の
信

仰
を
集
め
ま
し
た
。

十
羅
刹
女

普
賢
菩
薩
の
信
仰
の

一
つ
と
し
て
、
十
羅
刹

女
（
じ
ゅ
う
ら
せ
つ
に

ょ
）
の
信
仰
が
あ
り
ま

す
。
羅
刹
（
ら
せ
つ
）

と
は
鬼
の
こ
と
で
、
十

人
の
鬼
の
女
を
意
味
し

ま
す
。
も
と
も
と
人
を

喰
ら
う
悪
い
鬼
だ
っ
た

の
が
、
仏
教
に
深
く
帰

依
し
善
神
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。
普
賢
菩
薩
が

十
羅
刹
女
を
と
も
な
っ

た
図
や
彫
像
が
多
く
造

ら
れ
ま
し
た
。
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永
観
堂

永
観
堂
だ
よ
り

だ
よ
り

入

山

式

に
ゅ
う
ざ
ん
し
き

去
る
六
月
七
日
。
永

観
堂
禅
林
寺
第
九
十
一

世
、
久
我
儼

昭
管
長

く

が

げ
ん
し
ょ
う

猊
下
の
入
山
式
が
厳
修

げ

い

か

さ
れ
ま
し
た
。

入
山
式
の
「
山
」
は
、

お
寺
の
意
味
で
す
。
つ

ま
り
、
管
長
と
し
て
永

観
堂
に
入
る
儀
式
の
こ

と
で
す
。

当
日
は
、
永
観
堂
近

く
の
役
宅
か
ら
総
門
を

く
ぐ
ら
れ
、
ご
本
尊
み

か
え
り
阿
弥
陀
如
来
様

が
お
ら
れ
る
阿
弥
陀
堂

ま
で
行
道
さ
れ
ま
し
た
。

阿
弥
陀
堂
で
読
経
し

た
あ
と
大
殿
へ
移
動
し
、

入
山
の
疏
を
拝
読
さ
れ

入
山
の
決
意
を
表
明
さ

れ
ま
し
た
。

関
係
寺
院
、
御
親
族

が
見
守
る
中
、
滞
り
な

く
式
を
終
え
ら
れ
ま
し

た
。十

月
に
は
、
晋
山
式

が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

宗
派
内
の
寺
院
・
総
代
、

ま
た
、
他
宗
派
寺
院
な

ど
、
多
数
出
席
さ
れ
る

予
定
で
す
。
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常
林
院
だ
よ
り

彩
寺
記

お
施
餓
鬼

せ

が

き

八
月
十
六
日
。
お
盆
最
後
の
行
事
で
あ
る
「
お
施

餓
鬼
」
の
法
要
を
勤
め
ま
し
た
。

法
要
前
に
突
然
の
夕
立
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
が
、

多
く
の
方
に
お
参
り
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
申
し

込
み
さ
れ
た
方
、
永
代
祠
堂
・
永
代
供
養
を
あ
げ
て

お
ら
れ
る
方
、
初
盆
を
迎
え
ら
れ
た
方
の
水
塔
婆
回

向
を
し
て
、
皆
さ
ん
に

お
焼
香
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

今
年
も
参
詣
者
の
皆

様
と
共
に
ご
先
祖
さ
ま

を
再
び
お
浄
土
へ
お
送

り
し
、
お
盆
の
行
事
が

終
わ
り
ま
し
た
。

施餓鬼法要中

阿弥陀堂での法要



雑
記
抄

～
紅
葉
の
条
件
～

彼
岸
が
過
ぎ
る
と
、
暑

さ
も
落
ち
着
き
、
そ
ろ

そ
ろ
紅
葉
の
話
題
が
出

る
頃
で
す
▽
綺
麗
に
紅

葉
す
る
に
は
三
つ
の
条

件
が
い
る
そ
う
で
す
。

①
日
中
天
気
が
い
い
こ

と
。
赤
い
色
素
と
な
る

糖
分
は
光
合
成
に
よ
っ

て
作
ら
れ
ま
す
②
雨
や

水
分
が
適
度
に
あ
る
こ

と
。
乾
燥
し
す
ぎ
る
と

葉
が
紅
葉
す
る
前
に
枯

れ
て
し
ま
い
ま
す
③
昼

と
夜
の
寒
暖
差
が
あ
る

こ
と
。
夜
の
気
温
が
高

い
と
昼
間
作
っ
た
赤
い

色
素
に
な
る
糖
分
を
使

っ
て
活
動
す
る
の
で
赤

く
な
り
ま
せ
ん
。
昼
と

夜
の
寒
暖
差
が
あ
る
方

が
糖
分
を
使
わ
ず
綺
麗

に
紅
葉
し
ま
す
。
最
低

気
温
が
八
度
以
下
に
な

る
と
紅
葉
が
始
ま
り
、

朝
の
最
低
気
温
が
五
度

以
下
の
日
が
続
く
と
、

最
も
美
し
い
紅
葉
が
見

ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
▽
こ
の
三
つ
の
条

件
に
よ
っ
て
、
綺
麗
に

紅
葉
す
る
か
ど
う
か
が

決
ま
る
そ
う
で
す
。
モ

ミ
ジ
も
良
い
ご
縁
（
条

件
）
に
め
ぐ
り
合
う
こ

と
が
大
切
な
の
で
す
。

平成30年9月 月 影 第62号

仏
教
歳
時
記

秋
彼
岸

母
の
遺
せ
し

鯨
尺

の

こ

く
じ
ら
し
ゃ
く

藤
井
達
男

※
鯨
尺
（
く
じ
ら
し
ゃ
く
）･･･

和
裁
用
の
も
の
さ
し

ご
先
祖
を
想
う
お
彼
岸

秋
分
の
日
を
中
日
と
し
て
、
前
後
三
日
間
の

一
週
間
を
秋
彼
岸
と
い
い
ま
す
。
春
分
の
日
を

中
日
と
し
た
一
週
間
は
春
彼
岸

と
呼
び
ま
す
。

「
彼
岸
」
と
い
う
言
葉
は
、

悟
り
の
世
界
を
意
味
し
ま
す
。

寺
院
で
は
彼
岸
会
の
法
要
が

営
ま
れ
、
お
墓
参
り
を
し
て

ご
先
祖
供
養
を
行
い
ま
す
。


