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林 

院 
     

初
め
も
善
く 

中
も
善
く 

 
 

終
わ
り
も
善
か
れ 

 

釈
迦 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

善よ

く
死
ぬ
こ
と
は 

善
く
生
き
る
こ
と 

 

善
く
生
き
る
と
は 

今
を 

大
切
に
す
る
こ
と 

 

感
謝
の
心
を
持
ち 

懺
悔

さ
ん
げ

の
心
を
忘
れ
ず 

 

自
分
の
こ
と
よ
り 

他
人
の
こ
と
を
想
う
こ
と 
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第 67 号                 月    影                令和 2 年 9 月 

 
開
宗
八
五
〇
年 の

生
涯 

 
 

 
 

 

︻
四
︼ 

修
行
の
日
々

 
 

黒
谷
青
龍
寺
へ 

 

十
八
歳

法
然
上

人
は
︑
皇こ

う

円え
ん

の
も
と
を
離
れ
︑

比
叡
山
西
塔
の
黒
谷

く
ろ
だ
に

青せ
い

龍
寺

へ
向
か
い
ま
し
た
︒ 

黒
谷
は
当
時
︑
比
叡
山
に
お

い
て
特
に
厳
し
く
﹁
論
湿
寒
貧

︵
熱
心
に
仏
法
を
論
じ
︑
夏
の

湿
気
と
冬
の
寒
さ
に
耐
え
︑
清

貧
に
甘
ん
じ
る
こ
と
︶﹂
と
言

わ
れ
た
地
域
で
︑
自
分
の
利
益

を
求
め
ず
︑
真
剣
に
仏
道
を
追

求
す
る
修
行
僧
た
ち
が
集
ま

 

 

 

       
叡
空
に
弟
子
入
り 

 

こ
こ
黒
谷
で
法
然
上
人
は
︑

慈じ

眼げ
ん

房ぼ
う

叡え
い

空く
う

に
弟
子
入
り
し

ま
す
︒
叡
空
は
皇
族
や
貴
族
か

ら
も
尊
敬
さ
れ
る
学
識
豊
か

な
人
物
で
し
た
︒ 

法
然
上
人
の
名
﹁
法ほ

う

然ね
ん

房ぼ
う

源げ
ん

空く
う

﹂
は
︑
こ
の
叡
空
か
ら
授
け

ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

叡
空
の
も
と
で
︑
わ
き
目
も

ふ
ら
ず
修
学
に
励
ん
だ
法
然

上
人
は
︑
一
切
経
︵
経
典
な
ど

の
解
説
書
を
集
成
し
た
も
の
︶

を
五
度
も
読
破
し
ま
し
た
︒ 

学
ん
で
い
く
中
で
疑
問
が

出
て
く
る
と
︑
そ
の
疑
問
を
師

で
あ
る
叡
空
に
ぶ
つ
け
︑
時
に

は
︑
問
答
の
末
に
師
弟
が
意
見

を
曲
げ
ず
︑
論
争
に
な
る
こ
と

も
少

す
︒
あ
ま
り
に
激
し
い
論
争
の

末
に
︑
腹
を
立
て
た
叡
空
が
法

然
上
人
を
木
枕
で
打
ち
つ
け 

  

往
生
要
集

 
 

極
楽
と
地
獄 

 

 

平
安
時
代
の
天
台
宗
の
僧
︑

恵え

心し
ん

僧
都

そ
う
ず

が
浄
土
信
仰
の
代

表
的
な
典
籍
と
さ
れ
る
書
物

﹁
往
生
要
集
﹂
を
著
わ
し

た
の
も
こ
の
頃
で
す
︒ 

そ
の
内
容
は
︑
地
獄
や
極

楽
の
姿
を
詳
細
に
描
写
し
︑

人
々
に
極
楽
浄
土
へ
の
往
生

を
す
す
め
︑
そ
の
実
践
方
法

と
し
て
﹁
念
仏
﹂
を
説
く
と

い
う
も
の
で
し
た
︒ 

す
べ
て
の
人
を
対
象
に
し

た
﹁
念
仏
﹂
を
説
い
た
そ
の

教
え
に
︑
法
然
上
人
は
大
き

な
感
銘
を
受
け
ま
し
た
︒ 

 

と
は
い
え
︑
往
生
要
集
に

説
か
れ
て
い
る
念
仏
は
︑﹁
南

無
阿
弥
陀
仏
﹂
と
称
え
る
称

名
念
仏
よ
り
も
︑
心
を
静
め

て
極
楽
を
観
察
す
る
﹁
観
念

か
ん
ね
ん

の
念
仏
﹂
に
重
き
を
お
い
た

も
の
で
し
た
︒︵
つ
づ
く
︶ 

青龍寺 
（法然上人二十五霊場 hp より） 
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彩
寺
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八
月
十
六
日
︒
お
盆
の
最

後
の
行
事
で
あ
る
施
餓
鬼

せ

が

き

法
要

ほ
う
よ
う

を
勤
め
ま
し
た
︒ 

 

今
年
は
︑

ス
感
染
予
防
の
為
︑
例
年
と

は
違
う
形
で
勤
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
︒ 

     
 

    

      
  

例
年
は
︑
檀
信
徒
の
皆
様

に
本
堂
内
に
お
座
り
い
た
だ

き
︑
一
軒
ず
つ
読
経
し
︑
お

焼
香
を
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
し
た
︒ 

し
か
し
︑
今
年
は
本
堂
内

に
椅
子
は
置
か
ず
︑
檀
信
徒

様
に
は
本
堂
前
に
待
機
し
て

い
た
だ
き
︑
法
要
開
始
後
︑

本
堂
正
面
か
ら
入
堂
し
て
消

毒
︑
廊
下
か
ら
一
定
距
離
を

保
ち
な
が
ら
︑
順
次
︑
施
餓

鬼
棚
の
前
で
お
焼
香
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
︒ 

そ
し
て
施せ

餓が

鬼き

旗ば
た

を
お
取 

り
い
た
だ
き
︑
そ
の
ま
ま
退

堂
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し

ま
し
た
︒ 

 

僧
侶
は
住
職
︵
私
︶
と
組

寺
四
ケ
寺
︒
マ
ス
ク
を
着
用

し
て
読
経
し
︑
水
塔
婆
は
住

職
が
ま
と
め
て
回
向
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
︒ 

 

例
年
と
は
違
う
形
で
︑
大

き
な
戸
惑
い
と
寂
し
さ
を
感

じ
ま
し
た
が
︑
多
く
の
檀
信

徒
様
に
お
参
り
い
た
だ
き
︑

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の

お
陰
で
滞
り
な
く
勤
め
る
こ 

     

と
が
で
き
ま
し
た
︒
有
り
難
う 

ご
ざ
い
ま
し
た
︒ 

来
年
︑

の

感
染
状
況

る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
︑
そ

の
時
の
感
染
状
況
に
応
じ
て
︑

法
要
の
形
を
柔
軟
に
変
え
て

い
く
こ
と
で
︑
少
し
で
も
丁
寧

な
法
要
と
ご
先
祖
供
養
が
で

き
る
よ
う
に
努
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
︒ 

          

テープで印 

施餓鬼棚 

マスク着用で読経 
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仏
教
歳
時
記 

 

 

南
無

な

む

秋
の 
彼
岸

ひ
が
ん

の
入
日

い
り
び 

赤
々

あ
か
あ
か

と 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

宮
部
寸
七
翁 

 

秋
分
の
日
を
中
日
と
し
て
前
後
三
日
間
︑
合
わ
せ
て 

七
日
間
を
秋
彼
岸
と
い
い
ま
す
︒
単
に
彼
岸
と
い
え
ば 

春
彼
岸
の
こ
と
を
さ
し
ま
す
︒ 

 

煩
悩
多
い
こ
の
世
を
此し

岸が
ん

︑
悟
り
の
境
地
を
彼
岸
と 

い
い
ま
す
︒
お
彼
岸
の
期
間
は
︑
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
渡 

る
た
め
に
︑
心
の
修
養 

を
す
る
期
間
で
す
︒ 

そ
し
て
︑
ご
先
祖
供 

養
の
為
︑
お
墓
参
り
や 

彼
岸
会
の
法
要
に
参
詣 

し
て
供
養
し
ま
す
︒ 

 
 

                       d                      

                                                    

雑
記
抄 

出
口
の
光

 
 

信
州
の
善
光
寺
に
﹁
戒
壇
巡
り
﹂

が
あ
り
ま
す
▼
﹁
戒
壇
巡
り
﹂

と
は
︑
本
堂
内
の
階
段
を
降
り
︑

階
下
に
あ
る
回
廊
を
巡
る
の

で
す
︒
回
廊
の
途
中
︑

ど
ご
本
尊
の
真
下
に
あ
た
る

所
に
﹁
極
楽
の
錠
前ま

え

﹂
と
呼
ば

れ
る
錠
が
懸か

ま
す
︒

そ
の
錠
に
触
れ
る
こ
と
で
︑
ご

本
尊
と
仏
縁
が
結
ば
れ
極
楽

に
往
生
で
き
る
と
い
わ
れ
ま

す
▼
た
だ
し
︑
こ
の
回
廊
が
真

暗
闇
で
何
も
見
え
ま
せ
ん
︒

一
歩
踏
み
出
す
の
も
勇
気
が

い
る
暗
闇
で
す
︒
参
拝
者
は
壁

に
触
れ
な
が
ら
︑
恐
る
恐
る
進

ん
で
い
き
ま
す
︒
時
間
が
と
て

も
長
く
感
じ
ら
れ
︑
も
う
出
ら

れ
な
い
の
で
は
と
錯
覚
す
る

く
ら
い
不
安
に
襲
わ
れ
ま
す
︒

無
事
に
極
楽
の
錠
に
触
れ
︑
そ

し
て
︑
出
口
の
光
を
目
に
し
た

時
︑
大
き
な
安
心
感
と
光
の
あ

り
が
た
さ
を
感
じ
ま
す
▼
進

む
べ
き
方
向
が
分
か
ら
な
い
︒

今
ど
こ
を
歩
い
て
い
る
の
か

分
か
ら
な
い
︒
出
口
は
あ
る
の

だ
ろ
う
か
︒
そ
ん
な
状
況
に
お

か
れ
た
と
き
︑
人
は
強
い
不
安

を
感
じ
ま
す
︒
▼
今
︑
コ
ロ
ナ

で
世
界
中
に
大
き

な
不
安
が
広

い
ま
す
︒

い
つ
終
息
す
る
の
か
︒
感
染
し

た
ら
ど
う
し
よ
う
︒
考
え
出
す

と
不
安
は
大
き
く
な
る
ば
か

り
で
す
が
︑
今
は
耐
え
忍
び
︑

出
口
の
光
が
見
え
る
こ
と
を

待
ち
望
む
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒

必
ず
︑
始
ま
り
が
あ
れ
ば
終
わ

り
が
あ
り
ま
す
︒ 


