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四
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二
月
一
日
発
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浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
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常 

林 
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無
く
て
も
と
も
と 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

手
に
入
れ
た
い
と 

必
死
に
な
り 

 

手
放
し
た
く
な
い
と 

必
死
に
な
る 

 

欲
に
終
わ
り
は
な
く 

決
し
て 

満
足
す
る
こ
と
は
な
い 

 

感
謝
の
心
が
な
い
か
ぎ
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第 75 号                  月    影             令和 4 年 12 月 

 

興福寺 

 
開
宗
八
五
〇
年 の

生
涯 

 
 

 
 

 
 

 

︻
十
二
︼ 

専
修
念
仏
糾
弾

 
 

興
福
寺
奏
状 

 

比
叡
山
の
僧
た
ち
が
延
暦

寺
で
集
会
を
開
き
︑
天
台
座ざ

主す

に
対
し
て
︑﹁
念
仏
停
止
﹂

を
訴
え
る
事
件
は
︑
や
が
て

仏
教
界
全
体
の
問
題
と
し
て

広

 

一
二
〇
五
年
︵
元
久
二
年
︶

奈
良
の
興
福
寺
の
高
僧
︑
貞

慶
が
朝
廷
に
対
し
て
︑
法
然

上
人
の
念
仏
禁
止
の
訴
え
を

申
し
入
れ
ま
し
た
︒
こ
の
訴

状
は
﹁
興
福
寺
奏
状
﹂
と
い

い
ま
す
︒ 

こ
の
﹁
興
福
寺
奏
状
﹂
の

主
な
内
容
は
︑
天
皇
の
許
可

を
得
ず
に
新
し
い
宗
派
を
立

て
た
こ
と
︒
お
釈
迦
さ
ま
や

日
本
の
神
々
を
軽
ん
じ
て
い

る
こ
と
︑
戒
律
を
破
る
僧
侶

が
増
え
︑
国
が
乱
れ
て
き
て

い
る
こ
と
な
ど
で
し
た
︒ 

さ
ら
に
興
福
寺
は
翌
年
︑

法
然
上
人
の
弟
子
︑
行
空
と

遵
西
を
名
指
し
で
批
判
し
︑

朝
廷
に
処
罰
を
要
求
し
ま
し

た
︒ そ

れ
を
受
け
て
朝
廷
は
︑

行
空
た
ち
を
配
流

は
い
る

す
る
と
し

て
い
ま
し
た
が
︑
の
ち
に
破は

門も
ん

と
い
う
処
分
を
下
し
ま
し

た
︒ 

 

朝
廷
の
対
応 

 

延
暦
寺
や
興
福
寺

た
既
存
の
仏
教
界
か
ら
の
圧

力
が
続
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
朝
廷
が
専
修
念
仏
の
弾

圧
に
あ
ま
り
力
を
入
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒ 

そ
れ
は
︑
九
条
兼
実
を
筆

頭
に
貴
族
な
ど
の
権
力
者
の

中
に
︑
法
然
上
人
の
専
修
念

仏
の
教
え
を
支
持
し
て
い
る

者
が
多

僧
侶
と
し
て
名
高
い
法
然
上

人
に
対
し
て
︑
尊
敬
の
念
を

持

考

え
ら
れ
ま
す
︒ 

 
 

苦
慮
す
る
朝
廷 

 
 ま

た
︑
朝
廷
は
念
仏
を
弾

圧

自

分
た
ち
の
身
の
上
に
︑
何
か

災
わ
ざ
わ

い
が
ふ
り
か
か
る
の
で

は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
と

い
う
面
も
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
︒ 

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
当
時
︑

朝
廷
の
実
権
を
握

後
鳥
羽
上
皇
が
専
修
念
仏
に

一
定
の
理
解

仏
教
界
で
起

一

連
の
問
題
が
早
く
治

ほ
し
い
と
願

い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
︒︵
つ
づ
く
︶ 
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中陰壇の一例 

 

  

葬
儀
式
㈥ 

 
 

 
  

中
ち
ゅ
う 

陰い
ん

（
二
） 

 

中
陰
の
間
︑
遺
骨
や
お
供

え
物
な
ど
は
︑
中
陰
壇
と

呼
ば
れ
る
白
木
の
仏
壇
に
祀

り
ま
す
︒ 

 

白
木
の
位
牌 

 

中
陰
中
の
位
牌
は
︑
塗
り

の
位
牌
で
は
な
く
白
木
の
位

牌
を
用
い
ま
す
︒
白
木
の
位

牌
を
用
い
る
理
由
は
︑﹁
あ

ま
り
に
突
然
の
こ
と
で
︑
塗

り
の
位
牌
を
用
意
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
﹂
と

い
う
意
味
合
い
か
ら
白
木
を

用
い
ま
す
︒ 

 
 

ま
た
︑
中
陰
壇
も
白
木
で

す
か
ら
︑
位
牌
と
同
じ
よ
う

に
︑
仏
壇
を
用
意
す
る
時
間

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︑
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
︒ 

白
木
の
位

牌
は
︑
塗
り
の
位
牌
が
で
き

る
ま
で
の
仮
の
位
牌
な
の
で

開
眼
供
養
︵
魂
入
れ
︶
は
し

ま
せ
ん
︒
満
中
陰い

ん

︵
四
十

九
日
︶
の
法
要
の
時
に
︑
塗

り
の
位
牌
の
開
眼
供
養
を
し

ま
す
の
で
︑
満
中
陰
ま
で
に

塗
り
の
位
牌
を
準
備
し
て
お

き
ま
す
︒ 

中
陰
壇
の
祀
り
方 

 

 

中
陰
中
は
︑
線
香
や

ソ
ク
を
絶
や
し
て
は
い
け
な

い
と
昔
か
ら
い
わ
れ
て
き
ま

し
た
が
安
全
第
一
で
す
︒
お

線
香
も
長
時
間
灯
す
こ
と
が

で
き
る
巻
線
香
や
︑

ク
型
の
電
灯
︵
Ｌ
Ｅ
Ｄ
な
ど
︶

を
使
用
す
る
こ
と
を
お
勧す

す

め

し
ま
す
︒ 

 

花
瓶

か
び
ん

に
は
樒

し
き
み

を
供
え
ま

す
︒
樒
の
水
は
変
え
ず
︑
枯

れ
た
ら
新
し
い
樒
に
変
え
ま

す
︒ 

 

水
は
中
陰
壇
の
前
に
座
る

た
び
に
新
し
い
水
に
変
え
ま

す
︒
中
陰
壇
の
横
に
や
か
ん

と
︑
ボ
ウ
ル
な
ど
の
水
を
捨

て
る
器
を
用
意
し
て
お
く
と

便
利
で
す
︒ 

お
膳
は
︑
ご
家
族
の
食
事

に
合
わ
せ
て
一
緒
に
用
意
し

ま
す
︒
た
だ
し
︑
肉
魚
な
ど

は
避

 

中
陰
壇
の
祀
り
方
や
作
法

は
︑
宗
派
や
地
方

様
々
で
す
︒
ま
ず
は
菩
提
寺

の
住
職
に
聞

ま
た
︑
そ
の
土
地
に
昔
か
ら

伝
わ
る
作
法
や
習
わ
し
が
あ

れ
ば
︑
そ
の
習
わ
し
も
参
考

に
す
る
と
い
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
︒ 
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雑
記
抄 

叶
う
願
い
と

 
 

新
年
を
迎
え
る
と
︑
多
く
の

人
が
神
社
や
お
寺
に
初
詣

は
つ
も
う
で

に

参
り
願
い
事
を
し
ま
す
▽
願

い
に
は
﹁
叶か

な

う
願
い
﹂
と

﹁
叶
わ
な
い
願
い
﹂
が
あ
り

ま
す
︒
小
さ
な
願
い
は
叶
い

や
す
く
て
も
︑
奇
跡
を
起
こ

す
よ
う
な
大
き
な
願
い
は
叶

う
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
す

▽
我
が
宗
派
の
派
祖
︑
西
山

せ
い
ざ
ん

上
人
が
こ
ん
な
こ
と
を

仰

ま
す
︒﹁
叶
う
事
を
ば

叶
う
と
知
り
︑
叶
は
ざ
る
事

を
ば
叶
は
ず
と
知
る
を
︑
真

実
と
言
う
な
り
﹂
︒
こ
れ
は

﹁
叶
う
こ
と
は
叶
う
︒
叶
わ

な
い
こ
と
は
叶
わ
な
い
︒
こ

れ
を
真
実
と
い
う
の
で
す
﹂

と
い
う
意
味
で
す
▽
西
山
上

人
は
︑
当
た
り
前
の
こ
と
を

仰

い
る
の
で
す
が
︑
人

は
そ
の
時
に
置
か
れ
た
状
況

︑
普
段
は
で
き
る

正
し
い
判
断
が
で
き
な
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
▽
例
え

ば
︑
物
事
が
上
手
く
い
か
な

病
気

り
︑
思
わ
ぬ
不
幸
が
続
く
と

心
は
弱
り
︑
何
か
に
す
が
り

た
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
︒

そ
し
て
︑
叶
わ
な
い
願
い
で

も
︑
も
し
か
す
る
と
叶
う
の

で
は
な
い
か
と
錯
覚
し
︑
良

く
な
い
方
へ
向
か

う
こ
と
も
起
こ
り
ま
す
▽
人

間
は
弱
い
も
の
で
す
︒
西
山

上
人
の
よ
う
に
︑
真
実
を
見

つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
心
と
︑

勇
気
を
持
ち
た
い
も
の
で
す
︒ 

 
仏
教
歳
時
記 

 
 

 
 

揉も

み
合
っ
て
堂ど

う

へ
な
だ
る
る
修
正
会

し
ゅ
し
ょ
う
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
々
木
経
子 

 

 

修し
ゅ

正
し
ょ
う

会え

は
︑
元
旦
か
ら
三
日
間
︑
あ
る
い
は
七
日
間 

勤
め
ら
れ
︑
世
の
中
が
平
和
で
あ
る
よ
う
に
︑
ま
た
五ご

穀こ
く 

豊
穣

ほ
う
じ
ょ
う

等
を
祈
願
す
る
た
め
に
︑ 

寺
院
で
勤
め
ら
れ
る
法
要
で
す
︒ 

当
寺
で
は
毎
年
一
月
二
日
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

修
正
会
を
勤
め
︑
檀
家
の
皆
様 

と
共
に
今
年
一
年
の
祈
願
を
し 

て
い
ま
す
︒
同
じ
趣
旨
で
二
月 

に
勤
め
ら
れ
る
法
要
の
こ
と
を 

修し
ゅ

二に

会え

と
い
い
ま
す
︒ 

 


