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き
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き
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い
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紅
葉
し
た
葉
は 

落
ち
葉
と
な
り 

土
に
還か

え

る 

 

姿
無
き
葉
は 

土
の
中
で 

そ
の
樹
の
栄
養
と
な
る 

 

浄
土
に
往
⽣
し
た
⼈
は 

神
通
⼒

じ
ん
つ
う
り
き

を
得
て 

再
び
こ
の
世
に
還か

え

る 

 

姿
無
き
⼈
は 

想
う
⼈
の
⼼
の
中
で 

共
に
⽣
き
続
け
る 
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開
宗
八
五
〇
年 

生
涯 

 
 
  

 
 
 
︻
五
︼ 

嵯
峨
清
凉
寺
へ

 

 

七
⽇
間
の
参
籠
 

 

⽐
叡
山
で
修
⾏
の
⽇
々
を

送
る
法
然
上
⼈
は
︑
学
べ
ば
学

ぶ
ほ
ど
疑
問
と
苦
悩
が
起
こ

り
︑
救
い
の
確
信
を
得
ら
れ
な

い
苦
し
み
が
増
し
て
い
ま
し

た
︒ ⼀

⼀
五
六
年
︒
法
然
上
⼈
は

⽐
叡
山
を
い
っ
た
ん
下
り
︑
嵯

峨
清
凉
寺
に
七
⽇
間
参
籠
さ

れ
ま
し
た
︒ 

嵯
峨
清
凉
寺
の
釈
迦
堂
に

安
置
さ
れ
て
い
る
ご
本
尊
は
︑

お
釈
迦
様
が
⽣
き
て
い
た
時 

 

の
姿
を
模
し
た
と
さ
れ
る

﹁
⽣
⾝

し
ょ
う
し
ん

の
釈
迦
像

し
ゃ
か
ぞ
う

﹂
と
い
わ

れ
︑
広
く
⺠
衆
の
信
仰
を
集
め

て
い
ま
し
た
︒ 

 

 

嘆
き
苦
し
む
⺠
衆
 

 

こ
の
年
は
︑
保
元
の
乱
が
起

こ
り
︑
京
都
は
戦
乱
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
ま
し
た
︒ 

嵯
峨
釈
迦
堂
に
は
︑
大
切
な

⼈
を
失
っ
た
⼈
︑
財
産
を
失
っ

た
⼈
な
ど
︑
⽼
若
男
⼥
を
問
わ

ず
苦
し
み
に
あ
え
ぐ
大
勢
の

⼈
々
が
参
っ
て
い
ま
し
た
︒ 

そ
ん
な
⼈
々
が
⼀
⼼
に
祈

っ
て
い
る
姿
を
目
の
当
た
り

に
し
て
︑
法
然
上
⼈
は
大
き
な

衝
撃
を
受
け
ま
し
た
︒ 

 

こ
の
⼈
々
を
救
う
こ
と
が
︑

仏
教
の
役
割
で
あ
り
︑
僧
侶
の

使
命
で
あ
る
と
改
め
て
⼼
に

刻
ま
れ
ま
し
た
︒ 

 

奈
良
へ

 

 

南
都
遊
学 

 

嵯
峨
清
凉
寺
で
感
じ
た
こ

と
を
胸
に
法
然
上
⼈
は
そ
の 

ま
ま
奈
良
へ
向
か
い
ま
し
た
︒ 

 
当
時
︑﹁
南
都

な
ん
と

﹂
と
呼
ば
れ
て

い
た
奈
良
は
︑
華
厳

け
ご
ん

・
三
論

さ
ん
ろ
ん

・

法
相

ほ
っ
そ
う

・
律り

つ

な
ど
の
学
派
が
あ
り
︑ 

⽐
叡
山
と
同
じ
く
仏
教
の
学

問
に
お
け
る
中
⼼
地
で
し
た
︒ 

 
法
然
上
⼈
は
︑
自
ら
の
学
識

を
深
め
る
た
め
に
︑
奈
良
の
⾼ 

 

 

僧
た
ち
を
訪
ね
歩
き
ま
す
︒
 
  

 

法
然
上
⼈
に
会
っ
た
⾼
僧

た
ち
は
︑
法
然
上
⼈
の
深
い
知

識
と
正
し
い
理
解
を
認
め
︑
ほ

め
た
た
え
ま
し
た
︒ 

 
法
然
上
⼈
は
⾼
僧
た
ち
と

の
対
話
を
重
ね
た
も
の
の
︑
す

べ
て
の
⼈
々
を
救
う
教
え
を

⾒
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
再

び
⽐
叡
山
に
戻
り
ま
し
た
︒ 

⽐
叡
山
に
帰
っ
た
法
然
上

⼈
は
︑﹁
報
恩
蔵

ほ
う
お
ん
ぞ
う

﹂
と
呼
ば
れ
る

経
蔵

き
ょ
う
ぞ
う

に
こ
も
り
︑
あ
ら
ゆ
る

経
典
を
読
み
︑
自
⾝
の
求
め
る

教
え
を
探
し
続
け
ま
し
た
︒ 

つ
づ
く

 

    



第 68 号                 月    影               令和 2 年 11 月 

 

    

    
    

十
夜 

      

十
夜

 

 
お
⼗
じ
ゅ
う

夜や 

と
呼
ば
れ
る
法

要
は
︑
正
式
に
は 

⼗
⽇

じ
ゅ
う
に
ち

⼗
夜
じ
ゅ
う
や

別
時
念
仏
会

べ
つ
じ
ね
ん
ぶ
つ
え

と
い
い 

こ
の

世
で
⼗
⽇
⼗
夜
善
い
こ
と
を

す
れ
ば
︑
仏
国
土
で
千
年
善
い

こ
と
を
し
た
こ
と
に
勝
る

と

い
う
︑
無
量
寿
経
の
教
え
を
も

と
に
︑
阿
弥
陀
様
の
法
恩
に
感

謝
し
︑
お
念
仏
の
尊
さ
を
感
得

す
る
法
要
で
す
︒
 

浄
土
宗
︑
天
台
宗
寺
院
に
と

っ
て
︑
年
中
⾏
事
の
中
で
も
大

切
な
法
要
で
す
︒
 

勤
め
る
時
期
は
︑
⼗
月
ま
た

は
十

一

月
に
勤
め
ら
れ
ま
す
︒

当
寺
で
は
︑
毎
年
十

一

月
⼗
四

⽇
に
勤
め
て
い
ま
す
︒
 

                                        

十
夜

    

    
今
か
ら
約
五
百
五
⼗
年
前
︒

足
利
義
教
公
の
執
権
職
を
し

て
い
た
平
貞
経
の
弟
で
あ
る

平
貞
国
が
︑
こ
の
世
の
無
常
を

感
じ
出
家
し
て
仏
道
に
⽣
き

よ
う
と
︑
京
都
の
真
如
堂
に
こ

も
っ
て
お
念
仏
の
⾏
を
さ
れ

ま
し
た
︒
 

 三
⽇
三
夜
の
⾏
が
終
わ
っ

た
ら
髪
を
落
と
し
て
出
家
し

よ
う
と
決
意
し
て
い
た
三
⽇

目
の
明
け
方
︑
貞
国
の
夢
枕
に

お
坊
さ
ん
が
現
れ
て 

阿
弥
陀
 

さ
ま
を
信
じ
る
気
持
ち
が
本

当
な
ら
︑
出
家
す
る
出
家
し
な

い
は
関
係
な
い
で
は
な
い
か
︒

出
家
す
る
の
は
待
ち
な
さ
い

と
お
告
げ
を
さ
れ
ま
し
た
︒
 

 貞
国
が
出
家
を
思
い
と
ど

ま
っ
て
家
へ
帰
っ
て
み
る
と
︑

兄
は
上
意
に
背
き
吉
野
に
謹

慎
処
分
︒
代
わ
り
に
貞
国
が
家

督
を
継
ぐ
よ
う
に
と
い
う
命

令
が
下
っ
て
い
ま
し
た
︒
 

貞
国
は

兄
は
謹
慎
処
分
︒ 

も
し
︑
私
が
出
家
し
て
い
た
ら

家
督
を
継
ぐ
者
が
い
な
く
な

っ
て
家
も
断
絶
し
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
は
阿
弥
陀

様
の
お
陰
だ

と
阿
弥
陀
様
に

報
恩
感
謝
し
︑
七
⽇
七
夜
お
念

仏
を
称
え
お
勤
め
し
ま
し
た
︒ 

三
⽇
三
夜
と
七
⽇
七
夜
︑
合
計

⼗
⽇
⼗
夜
お
勤
め
し
ま
し
た
︒

こ
れ
が
お
⼗
夜
の
始
ま
り
で

す
︒
 

真
如
堂
で
は
現
在
も
⼗
⽇

間
お
勤
め
さ
れ
て
い
ま
す
︒
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仏
教
歳
時
記 

 

 

⽣
き
て
⾝
を
 
は
ち
す
の
上
に
や
ど
さ
ず
ば
 

念
仏
も
う
す
 
甲
斐
や
な
か
ら
ん
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⻄
山

せ
い
ざ
ん

上
⼈

し
ょ
う
に
ん

 

  
十

一

月
九
⽇
は
︑
我
が
宗
派
の
祖
︑
⻄
山

せ
い
ざ
ん

上
⼈

し
ょ
う
に
ん

の
お
誕
⽣
 

を
祝
う
降
誕
会

ご
う
た
ん
え

が
本
山
永
観
堂
禅
林
寺
で
勤
め
ら
れ
ま
す
︒
 

法
然
上
⼈
の
弟
⼦
と
し
て
︑
 

⻑
い
間
︑
お
そ
ば
で
教
え
を
 

聞
い
て
お
ら
れ
た
⻄
山
上
⼈
︒
 

⾄
ら
な
い
私
が
︑
⾄
ら
な
 

い
ま
ま
救
わ
れ
る
有
難
さ
に
 

思
わ
ず
こ
ぼ
れ
出
る
お
念
仏
︑
 

よ
ろ
こ
び
の
お
念
仏

が
 

⻄
山
派
の
お
念
仏
で
す
︒
 

 
 

                     

                    

雑
記
抄

雑
記
抄

雑
記
抄

雑
記
抄
〜
災
難
に
遭
う
時
〜 

 

⼈
⽣
︑
自
分
の
思
う
通
り
に
は

い
き
ま
せ
ん
︒
お
釈
迦
さ
ま
は

﹁
こ
の
世
は
苦
で
あ
る
﹂
と
⾔

わ
れ
ま
し
た
︒
⽼
い
た
く
な
く

て
も
⽼
い
︑
病
気
に
な
り
た
く

な
く
て
も
病
気
に
な
り
︑
死
に

た
く
な
く
て
も
︑
い
つ
か
は
寿

命
が
や
っ
て
き
ま
す
︒
⼈
⽣
は

苦
し
み
と
共
に
あ
り
ま
す
▽

﹁
災
難
に
遭あ

う
時
節
に
は
遭

う
が
よ
く
候

そ
う
ろ
う

︒
死
ぬ
時
節
に

は
死
ぬ
が
よ
く
候
︒
こ
れ
は
こ

れ
災
難
を
の
が
る
る
妙
法

み
ょ
う
ほ
う

に

て
候
︵
災
難
に
遭
う
時
は
災
難

に
遭
い
︑
死
ぬ
時
は
死
を
受
け

⼊
れ
る
︒
こ
れ
が
災
難
か
ら
逃

れ
る
最
良
の
方
法
で
す
︶﹂
江

戸
時
代
の
僧
︑
良

り
ょ
う

寛
和

か
ん
お

尚
し
ょ
う

の

⾔
葉
で
す
▽
こ
の
⾔
葉
は
︑
良

寛
和
尚
の
友
⼈
で
俳
⼈
の
山

⽥
杜と

皐こ
う

が
︑
三
条
地
震
と
呼
ば

れ
る
大
地
震
で
⼦
を
亡
く
し

た
時
︑
良
寛
和
尚
が
杜
皐
に
送

っ
た
⾒
舞
い
の
⼿
紙
に
書
い

た
⾔
葉
で
す
▽
⼀
⾒

い
っ
け
ん

︑
冷
た
い

⾔
葉
に
感
じ
ま
す
が
︑
良
寛
和

尚
は
杜
皐
に
〝
⼈
間
の
⼒
で
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ

と
は
︑
ど
ん
な
に
⾟
く
て
も
︑

そ
れ
を
受
け
⼊
れ
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
︒
受
け
⼊
れ
た
時
︑

は
じ
め
て
苦
し
み
は
離
れ
て

い
く
の
で
す
〞
と
伝
え
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
▽
﹁
災
難
に
遭

う
時
節
に
は
遭
う
が
よ
く
候
﹂

と
い
う
⾔
葉
は
︑
コ
ロ
ナ
禍
の

現
在
︑﹁
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
﹂
と
⾔

え
ま
す
︒ 

永観堂禅林寺 


