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徳と

っ

香こ

う

流
布

る

ふ 
 

        

 

 

良
い
香
り
は
 

人
を
明
る
く
 

穏
や
か
に
す
る
 

 

徳
の
あ
る
人
は
 

人
を
清
ら
か
に
 

正
し
い
方
へ
と
導
く
 

 

徳
の
香
り
は
 

風
に
流
さ
れ
ず
 

周
り
の
人
た
ち
に
 

静
か
に
 

広
が
っ
て
い
く
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開
宗
八
五
〇
年 の

生
涯 

 

宗
祖

し
ゅ
う
そ

法 ほ
う

然 ね
ん

上
人

し
ょ
う
に
ん

は
、
一
一

七
五
年
に
浄
土
宗
を
開
か
れ

ま
し
た
。
五
年
後
の
令
和
六
年

（

二
0
二
四
年
）

に
は
、
浄
土

宗
を
開
か
れ
て
八
五
〇
年
を

迎
え
ま
す
。
 

開
宗

か
い
し
ゅ
う

八
五
〇
年
と
い
う
大

き
な
節
目
を
迎
え
る
に
あ
た

っ
て
、
法
然
上
人
の
生
涯
を
改

め
て
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
で
、

今
日
ま
で
八
五
〇
年
も
の
長

い
間
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

き
た
上
人
の
教
え
に
触
れ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

   

誕
 
生

 

  

 
混
乱
の
世
 

 

平
安
時
代
末
期
。
貴
族
が
治

め
る
世
か
ら
、
武
士
が
治
め
る

世
へ
、
権
力
闘
争
に
よ
っ
て
大

き
く
変
化
す
る
混
乱
の
時
代

が
始
ま
り
ま
し
た
。
 

 
 

 法
然
上
人
誕
生
 

 

一
一
三
三
年
の
四
月
七
日
。

現
在
の
岡
山
県
久
米
群
久
米

南
町
に
住
む
、
父
、
漆
間
時
国

（

う
る
ま
と
き
く
に
）

と
母
、

秦
氏
（

は
た
う
じ
）

の
間
に
、

法
然
上
人
は
誕
生
さ
れ
ま
し

た
。
 

 
勢
至
菩
薩
の
よ
う
に
智
慧

の
あ
る
子
に
育
っ
て
ほ
し
い

と
、
勢
至
丸
（

せ
い
し
ま
る
）

と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
 

 

伝
 
説
 

  
夫
婦
は
長
い
間
、
子
宝
に
恵

ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
あ
る

夜
、
母
、
秦
氏
が
剃
刀
（

か
み

そ
り
）

を
の
む
夢
を
見
て
、
ご

懐
妊
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
 

 
剃
刀
は
僧
侶
に
な
る
時
、
頭

を
剃
る
た
め
に
使
う
道
具
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
父
、
時
国
は

生
ま
れ
て
く
る
子
が
将
来
僧

侶
に
な
る
こ
と
を
予
言
し
て

い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
ま
た
、
誕
生
さ
れ
た
時
。
ど

こ
か
ら
と
も
な
く
二
流
れ
の

白
い
幡
（

は
た
）

が
飛
ん
で
き

て
、
漆
間
家
の
庭
の
椋
の
木
の

こ
ず
え
に
舞
い
降
り
、
美
し
い

調
べ
を
響
か
せ
な
が
ら
七
日

間
と
ど
ま
っ
た
あ
と
飛
び
去

っ
た
と
い
う
話
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
 

  

両
幡
両
幡
両
幡
両
幡
（（（（

ふ
た
は
た

ふ
た
は
た

ふ
た
は
た

ふ
た
は
た
））））

のののの    

天
降
天
降
天
降
天
降
り
ま
す

り
ま
す

り
ま
す

り
ま
す
椋椋椋椋
のののの
木木木木
はははは    

世
々
世
々
世
々
世
々
にににに
朽朽朽朽
ち
せ
ぬ

ち
せ
ぬ

ち
せ
ぬ

ち
せ
ぬ
法法法法
のののの
師師師師
のののの
跡跡跡跡    

    

熊
谷
直
実

熊
谷
直
実

熊
谷
直
実

熊
谷
直
実    

  

誕
生
寺
 

 
 

 
現
在
、
法
然
上
人
が
お
生
ま

れ
に
な
っ
た
住
居
は
誕
生
寺

と
い
う
お
寺
が
建
立
さ
れ
て

い
ま
す
。
法
然
上
人
の
弟
子
の

熊
谷
直
実
が
、
上
人
が
彫
っ
た

仏
像
を
託
さ
れ
、
両
親
の
墓
前

を
弔
う
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た

こ
と
が
誕
生
寺
建
立
の
き
っ

か
け
に
な
り
ま
し
た
。
 つ

づ
く
 



第 64 号                 月    影               令和元年 6 月 

 

御忌会  

永
観
堂

永
観
堂

永
観
堂

永
観
堂
だ
よ
り 

 

 

 

 
 

総
本
山
永
観
堂
禅
林
寺
に

お
い
て
、
今
年
も
四
月
二
十
二

日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
法
然

上
人
の
御
命
日
の
法
要
「

御
忌

会
」

が
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。
 

 
四
日
間
、
晴
天
に
恵
ま
れ
、

暑
い
日
も
あ
り
ま
し
た
が
、
た

く
さ
ん
の
参
詣
者
が
お
参
り

さ
れ
る
中
、
最
終
日
の
満
座
を

迎
え
ま
し
た
。
 

 
今
年
は
、
初
日
に
始
経
師

（

し
き
ょ
う
し
）

と
い
う
役
に

任
命
さ
れ
ま
し
た
。
始
経
師
と

は
、
法
要
中
、
お
経
を
言
い
出

す
役
目
で
す
。
 

雅
楽
が
流
れ
る
中
、
内
陣
の

中
央
へ
進
み
、
管
長
様
の
前
に

あ
る
礼
盤(

ら
い
ば
ん)

と
い

う
台
に
、
決
め
ら
れ
た
作
法
を

し
て
座
り
読
経
を
始
め
ま
す
。 

法
要
が
終
わ
っ
て
、
大
役
を

無
事
に
務
め
る
こ
と
が
で
き

て
安
堵
し
ま
し
た
。
 
 

我
が
宗
派
で
は
、
五
年
後
、

開
宗
八
五
〇
年
を
迎
え
ま
す
。

法
然
上
人
が
浄
土
宗
を
開
か

れ
て
八
五
〇
年
の
記
念
の
年

で
す
。
本
山
の
準
備
委
員
会
も

動
き
出
し
ま
し
た
。

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

彩彩彩彩
寺寺寺寺
記記記記    

 
 

おおおお
盆盆盆盆 ぼ

ん

のののの
準
備
準
備
準
備
準
備
 

 
 
 毎

年
、
五
月
頃
に
な
る
と
、
お
盆
に
向
け
て
、

色
々
な
準
備
を
始
め
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、
檀
家

の
皆
様
に
お
渡
し
す
る
水
塔
婆
を
用
意
す
る
こ
と

で
す
。
過
去
帳
を
見
な
が
ら
、
各
家
の
ご
先
祖
様

の
戒
名
を
水
塔
婆
に
書
い
て
い
き
ま
す
。
 

八
月
に
な
る
と
、
檀
家
の
皆
さ
ん
が
水
塔
婆
を

取
り
に
来
ら
れ
ま
す
。
水
塔
婆
は
一
度
ご
自
宅
に

持
ち
帰
っ
て
お
仏
壇
に
供
え
ら
 

れ
、
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
さ
れ
 

ま
す
。
 

そ
し
て
、
八
月
十
六
日
の
盆
 

施
餓
鬼
（

ぼ
ん
せ
が
き
）

の
法
 

要
で
、
水
塔
婆
回
向
を
す
る
た
 

め
に
、
再
び
水
塔
婆
を
お
寺
に
 

預
け
に
来
ら
れ
る
の
で
す
。
 

  

水塔婆  
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仏
教
歳
時
記 

 

  

菩
提
樹

ぼ

だ

い
じ

ゅ

の 

花
さ
し
の
ぞ
く 

写
経

し
ゃ
き
ょ
う

台だ
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 金

子
篤
子
 

 
 

菩
提
樹
は
仏
教
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
樹
で
す
。
 

そ
の
昔
、
お
釈
迦
さ
ま
が
、
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
 

開
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

樹
は
十
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
な
 

り
、
六
月
頃
に
淡
い
黄
褐
色
の
小
 

さ
な
花
を
咲
か
せ
、
秋
に
は
球
形
 

の
黒
い
実
を
つ
け
ま
す
。
 

種
子
は
、
数
珠
の
原
料
に
も
 

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雑
記
抄

雑
記
抄

雑
記
抄

雑
記
抄
 
～
一
日
一
生
～
 

  
「

一
日
一
生
」

と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
一
日
を
一
生
と
考

え
る
の
で
す
▼
朝
、
目
が
覚
め

た
時
が
、
こ
の
世
に
誕
生
し
た

時
。
そ
し
て
、
夜
眠
る
時
、
命

が
終
わ
り
、
一
生
が
終
わ
る
時
。

次
の
日
の
朝
、
ま
た
新
し
い
自

分
に
生
ま
れ
変
わ
る
▼
今
日
、

起
こ
っ
た
良
い
こ
と
も
悪
い

こ
と
も
、
す
べ
て
そ
の
日
で
終

わ
る
と
考
え
、
次
の
日
の
朝
、

新
し
い
自
分
に
生
ま
れ
変
わ

る
。
そ
う
や
っ
て
朝
が
来
る
た

び
に
、
新
し
い
自
分
に
生
ま
れ

変
わ
り
、
新
し
い
一
生
が
始
ま

る
の
だ
と
思
っ
て
過
ご
す
の

で
す
▼
考
え
て
み
る
と
、
一
生

と
い
う
の
は
、
一
日
一
日
が
積

み
重
な
っ
て
で
き
て
い
ま
す
。

一
日
一
日
を
大
切
に
過
ご
す

こ
と
は
、
一
生
を
大
切
に
過
ご

す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く

の
で
す
▼
漢
字
の
「

朝
」

を
よ

く
見
て
み
る
と
、
四
つ
の
漢
字

が
隠
れ
て
い
ま
す
。
「

月
」

、

「

日
」、
そ
し
て
「

十
」

が
二
つ
。

こ
れ
を
並
び
変
え
る
と
、
「

十

月
十
日
（

と
つ
き
と
お
か
）

」

に

な
り
ま
す
。「
十
月
十
日
」

と
は
、

赤
ち
ゃ
ん
が
こ
の
世
に
誕
生

す
る
ま
で
の
間
、
お
母
さ
ん
の

お
な
か
の
中
で
過
ご
す
月
日

の
こ
と
で
す
▼
毎
日
迎
え
る

朝
を
、
い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い

平
凡
な
朝
と
思
わ
ず
、
十
月
十

日
を
経
て
、
こ
の
世
に
誕
生
し

た
朝
な
の
だ
と
思
う
こ
と
で
、

見
る
も
の
聞
く
も
の
が
、
い
つ

も
よ
り
新
鮮
に
感
じ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
 


