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令
和
三
年
十
月
一
日
発
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

常 

林 

院 
 

 
    

 

思
い
込
み
が 

道
を
閉
ざ
す 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

周
り
が
良
く
言
え
ば 

良
く
見
え
る 

 

周
り
が
悪
く
言
え
ば 

悪
く
見
え
る 

 

思
い
込
み
は 

真
実
を
見
失
う 

 

偏
か
た
よ

ら
な
い
心
が 

真
実
を
明あ

き

ら
か
に
す
る 

  
 

 

第 72 号 



第 72 号                  月    影             令和 3 年 10 月 

 
 

開
宗
八
五
〇
年 の

生
涯 

 
 

 
 

 
 

 

︻
九
︼ 

大
原
談
義

 
 

お
念
仏
の
広
ま
り 

 

当
時
の
世
は
︑
戦
争
︑
大

火
︑
大
地
震
や
飢
饉

き
き
ん

に
よ
り
︑

庶
民

死
﹂
は
︑

目
の
前
に
あ
る
恐
怖
で
し
た
︒ 

﹁
煩
悩

ぼ
ん
の
う

を
断
ち
切
れ
な
い
一

般
の
庶
民
で
も
︑
お
念
仏
を

称
え
れ
ば
必
ず
阿
弥
陀
様
が

極
楽
浄
土
へ
導
い
て
く
だ
さ

る
﹂
と
い
う
法
然
上
人
の
教

え
は
︑
死
と
隣と

な

り
合
わ
せ
の

日
々
を
生
き
る
人
々
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
︒ 

仏
教
界
の
反
応 

 

吉
水

よ
し
み
ず

で
布
教
を
初
め
て
十

年
が
経
ち
︑
京
都
中
に
法
然

上
人
の
教
え
の
評
判
は
高
ま

 

し
か
し
︑
そ
れ
に
伴

と
も
な

い

既
成

き
せ
い

教
団
か
ら
︑
お
念
仏
と

い
う
新
し
い
教
え
に
対
し
て

問
題
視
す
る
声
が
上
が
り
始

め
ま
し
た
︒ 

 

法
談
の
申
し
入
れ 

 

そ
ん
な
折
︑
後
に
天
台
座

主
と
な
る
顕け

ん

真し
ん

か
ら
法
然
上

人
に
法
談

ほ
う
だ
ん

︵
教
え
に
つ
い
て

の
討
論
会
︶
の
申
し
入
れ
が

あ
り
ま
し
た
︒
か
つ
て
顕け

ん

真し
ん

は
法
然
上
人
と
面
談
し
た
こ

と
が
あ
り
︑
改
め
て
法
然
上

人
の
教
え
を
請こ

い
た
い
と
書

き
送

 
 

大
原
の
勝
林
院 

 

こ
う
し
て
一
一
八
六
年
の

秋
︒
大
原
の
勝
林
院
に
て
︑

名
だ
た
る
学
僧
と
門
人
た
ち
︑

約
三
百
人
の
聴
衆
が
集
う
討

論
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒
こ

れ
を
﹁
大
原

お
お
は
ら

談
義

だ
ん
ぎ

︵
大
原
問

答
︶﹂
と
い
い
ま
す
︒ 

念
仏
の
教
え
と
は
ど
の
よ

う
な
教
え
な
の
か
︑
激
し
い

問
答
が
一
昼
夜

 

続
い
た
そ
う
で
す
︒ 

 
法
然
上
人
は
︑ 

﹁
こ
れ
ま
で
の
諸
宗
の
教
え

は
非
常
に
優す

ぐ

れ
た
も
の
で
す
︒

し
か
し
︑
私
の
よ
う
に
修
行

も
ま
ま
な
ら
な
い
愚お

ろ

か
な
者

は
悟
り
を
開
く
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
︒
だ
か
ら
阿
弥
陀
仏

に
す
が
り
︑
お
念
仏
を
称
え

て
浄
土
へ
往
生
す
る
道
を
選

ん
だ
の
で
す
﹂ 

自
ら
の
考
え
を
説
く
法
然

上
人
の
言
葉
に
聴
衆
の
多
く

は
心
服

し
ん
ぷ
く

し
︑
顕け

ん

真し
ん

は
本
尊
の

周
り
を
声
高
ら
か
に
お
念
仏

を
称
え
て
回
り
出
し
た
そ
う

で
す
︒
呼
応
し
た
聴
衆
も
お

念
仏
を
称
え
︑
三
日
三
晩
に

大
原
の
地
に
響
き

渡

 
 

︵
つ
づ
く
︶ 

     



第 72 号                  月    影             令和 3 年 10 月 

 

 

  

葬
儀
式
㈢ 

 
 

 
 

  

通 

夜 
 

通
夜

つ

や

は
︑
も
と
も
と
故
人

を
葬

ほ
う
む

る
前
に
︑
親
族
や
親

し
い
知
人
が
︑
夜
通
し
そ
の

人
を
見
守
り
︑
最
後
の
夜
を

共
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま

し
た
︒ 

     

通
夜
の
意
義 

 

通
夜
の
起
源
は
︑
お
釈
迦

さ
ま
が
入
滅
さ
れ
た
と
き
︑

悲
し
ん
だ
弟
子
た
ち
が
︑
お

釈
迦
さ
ま
を
見
守
り
な
が
ら
︑

死
後
七
日
間
︑
お
釈
迦
さ
ま

が
お
説

教
え
を

夜
通
し
お
互
い
に
聞
き
合

た
と
い
う
故
事
に
よ
る
も
の

で
す
︒ 

本
来
︑
通

夜
と
は
故
人
の
成
仏
を
祈

る
こ
と
で
は
な
く
︑
集

た
親
し
い
人
々
が
故
人
を
偲し

の

び
︑
思
い
出
話
を
語
り
合
う

こ
と
で
し
た
︒ 

 
 

現
代
の
通
夜 

 

時
代
が
移
り
変
わ
り
︑
通

夜
に
僧
侶
が
招
か
れ
読
経
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒ 

通
夜
で
は
︑
僧
侶
の
読
経

が
始
ま
る
と
︑
親
族
や
会
葬

者
が
順
次
お
焼
香
を
し
ま
す
︒ 

通
夜
が
終
わ
る
と
︑
故
人

と
最
後
の
食
事
を
す
る
と
い

う
意
味
で
﹁
通
夜
ぶ
る
ま
い
﹂

を
行
う
地
域
も
あ
り
ま
す
︒ 

   

夜
伽 

 

弔
問
客
が
帰

も
親
族
が
交
代
で
故
人
を
守

る
習
慣
は
見
ら
れ
︑﹁
夜
伽

よ
と
ぎ

︵
徹
夜
し
て
語
り
合
う
意
︶﹂

と
称
し
て
︑
明
朝
ま
で
共
に

過
ご
し
︑
ろ
う
そ
く
や
お
線

香
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
し

て
︑
故
人
を
見
守
る
の
で
す
︒ 

   

守
り
刀 

 

故
人
の
胸
元
に
置
く
短
い

刀
を
﹁
守
り
刀
﹂
と
い
い
ま

す
︒ こ

れ
は
︑
故
人
を
魔
物
な

ど
か
ら
守
る
魔
除
け
の
役
割

が
あ
り
ま
す
︒
ま
た
︑﹁
猫

よ
け
﹂
と
し
て
守
り
刀
を
置

く
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
︒

猫
は
憑つ

き
物
な
ど
の
類
と
さ

れ
て
い
た
た
め
︑
猫
が
嫌
が

る
光
る
も
の
︵
刀
︶
を
置
い

て
い
た
そ
う
で
す
︒ 

ち
な
み
に
︑
守
り
刀
を
置

か
な
い
宗
派
も
あ
り
ま
す
︒ 

  



第 72 号                  月    影             令和 3 年 10 月 

 

彩
寺
記

 

 

塀
の
耐
震
工
事 

 

当
寺
も
現
在
の
建
物
が
五
十 

年
以
上
経
ち
︑
補
修
が
必
要
な 

箇
所
が
色
々
と
出
て
き
ま
し
た
︒ 

墓
地
の
塀
も
老
朽
化
が
激
し 

く
︑
補
修
が
必
要
と
な
り
ま
し 

た
︒
総
代
会
︑
町
内
役
員
会
で 

協
議
し
︑
補
修
す
る
こ
と
が
決 

ま
り
工
事
を
開
始
し
ま
し
た
︒ 

 

耐
震
補
強
を
し
た
塀
は
︑
以 

前
よ
り
も
安
全
性
が
高
ま
り
安 

心
で
す
︒ 

お
寺
は
皆
様
に
支
え
ら
れ
て 

維
持
さ
れ
て
い
ま
す
︒
ご
理
解 

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま 

し
た
︒ 

 
 

 
 

工事前 工事後 

 
 

  
 

    
 

           

                     

雑
記
抄 

北
枕

 

 ﹁
北
枕

き
た
ま
く
ら

で
寝
る
と
縁
起

え
ん
ぎ

が
悪

い
﹂
昔
か
ら
い
わ
れ
て
い
ま

す
︒
し
か
し
︑
イ
ン
ド
人
は

北
枕
で
寝
て
い
る
そ
う
で
す

▽
イ
ン
ド
で
は
北
に
理
想
の

国
が
あ
り
︑
南
に
死
の
国
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑

イ
ン
ド
人

頭
を
北

に
向
け
て
寝
る
こ
と
は
生
活

習
慣
な
の
で
す
▽
﹁
涅
槃
経
﹂

と
い
う
お
経
に
お
釈
迦
さ
ま

が
ご
入
滅
さ
れ
る

が

記
さ
れ
て
い
ま
す
﹁
お
釈
迦

さ
ま
は
頭
を
北
に
向
け
て
︑

顔
を
西
に
向
け
︑
右
の
わ
き

腹
を
下
に
向
け
て
休
ま
れ
て

い
た
﹂
▽
こ
の
文
章
を
読
ん

だ
日
本
の
仏
教
学
者
が
︑
頭

を
北
に
向
け
て
寝
る
の
は
︑

人
が
亡
く
な
る
時
の
寝
方
だ

と
勘
違

か
ん
ち
が

い
し
て
日
本
に
伝
え

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
実

は
お
釈
迦
さ
ま
も
日
ご
ろ
か

ら
北
枕
で
寝
て
お
ら
れ
︑
亡

く
な
る
時
も

の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
▽
現
在
︑

日
本
で
人
が
亡
く
な
る
と
頭

を
北
に
し
て
寝
か
せ
る
の
は
︑

お
釈
迦
さ
ま
に

北

枕
に
し
ま
す
▽
﹁
友
引

と
も
び
き

﹂﹁
中

陰
の
三
月

み
つ
き

越ご

し
﹂
な
ど
︑
縁

起
が
悪
い
と
言
わ
れ
る
も
の

は
︑
実
は
誤
解

ご
か
い

や
語
呂

ご

ろ

合あ

わ

せ
な
ど
︑
根
拠
が
な
い
こ
と

が
多
い
の
で
す
︒
そ
れ
で
も

人
は
﹁
縁
起
が
悪
い
﹂
と
い

わ
れ
る
も
の
は
︑
で
き
る
だ

け
避
け
た
い
と
思
う
の
で
す
︒ 


