
シ
リ
ー
ズ
で
、
お
経
・

偈
文
な
ど
の
意
味
を
少

げ

も

ん

し
ず
つ
解
説
し
て
き
ま

し
た
。

〝
「
赴
粥
飯
法
」
に
学

ぶ

「
五
観
の
偈
」
〞

は
、
前
回
で
終
了
致
し

ま
し
た
。
『
い
た
だ
き

ま
す
』
と
『
ご
ち
そ
う

さ
ま
で
す
』
そ
し
て
、

「
生
き
と
し
て
生
き
る

も
の
の
命
を
頂
戴
す
る

と
い
う
事
は
、
ど
う
い

う
こ
と
か
」
と
い
う
深

い
意
味
が
良
く
解
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
今
回
か
ら
は
、

表
題
に
も
あ
る
様
に
、

「
法
印
」
で
す
。
「
法

ほ

う

い
ん

印
」
と
は
仏
教
の
教
え

の
旗
印
あ
る
い
は
綱
領

（
ス
ロ
ー
ガ
ン
）
と
い

う
意
味
で
、
仏
教
を
仏

教
た
ら
し
め
る
根
本
的

教
説
を
い
い
ま
す
。
そ

の
教
説
が
三
つ
（
一
、

諸

行

無

常

・

二

、

し
ょ
う
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

諸

法

無

我

・

三

、

し

ょ

ほ

う

む

が

涅
槃
寂
静
）
で
、
「
三

ね
は
ん
じ
ゃ
く
じ
ょ
う

法
印
」
に
な
る
訳
で
す
。

こ
れ
に
、
（
一
切
皆
苦
）

い

っ

さ

い

か

い

く

を
入
れ
て
、
「
四
法
印
」

と
も
云
わ
れ
、
涅
槃
寂

静
の
代
わ
り
に
一
切
皆

苦
を
入
れ
て
三
法
印
と

す
る
説
も
あ
る
そ
う
で

す
。
な
る
べ
く
平
易
に

解
説
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
そ
ん

な
に
難
し
く
考
え
な
い

で
お
付
き
合
い
下
さ
い
。
。

ま
ず
最
初
に
「
三
法

印
」
に
入
る
前
に
、
お

釈
迦
さ
ま
が
悟
り
を
開

く
に
い
た
っ
た
過
去
世

の
因
縁
と
し
て
の
物
語

が
あ
り
ま
す
。
「
諸
行

無
常
偈
」
と
い
い
ま
す
。

あ
る
修
行
者
が
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
山
中
で
真
理
を

求
め
て
ひ
た
む
き
に
修

行
す
る
、
そ
の
真
摯
な

態

度

に

感

動

し

た

帝
釈
天
（
仏
法
の
守
護

た
い
し
ゃ
く
て
ん

神
）
は
、
悪
鬼
（
羅
刹
）

あ

っ

き

ら

せ

つ

の
す
が
た
に
身
を
か
え

て
修
行
者
の
前
に
あ
ら

わ
れ
た
。
そ
し
て
「
諸

行
無
常
、
是
生
滅
法
」

と
声
を
出
し
て
雪
山
偈

の
半
分
を
唱
え
た
の
で

し
た
。
修
行
者
は
初
め

の
「
諸
行
無
常
、
是
生

滅
法
」
の
二
句
を
聞
い

て
大
い
に
歓
喜
し
、
あ

と
の
二
句
も
聞
き
た
い

と
願
っ
て
鬼
に
話
し
か

け
た
。
「
今
の
言
葉
は

お
前
が
唱
え
た
の
か
。

も
し
そ
う
な
ら
ば
是
非

と
も
続
き
を
聞
か
せ
て

欲
し
い
」
鬼
は
答
え
た
。

「
そ
う
だ
、
ワ
シ
が
唱

え
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん

続
き
も
知
っ
て
い
る
が
、

腹
が
へ
っ
て
続
き
を
唱

え
る
こ
と
が
で
き
ん
」

と
い
い
う
の
で
あ
っ
た
。

修
行
者
は
「
そ
れ
で
は

お
前
の
食
べ
物
を
私
が

探
し
て
こ
よ
う
一
体
何

が
食
べ
た
い
の
だ
」
と

聞
く
と
、
「
人
間
の
血

と
肉
を
食
べ
た
い
」
と

言
う
。
そ
こ
で
修
行
者

は
、
真
理
を
求
め
る
た

め
に
命
を
捨
て
る
覚
悟

を
し
て
言
っ
た
。
「
そ

れ
で
は
私
の
身
体
を
あ

げ
る
か
ら
続
き
を
聞
か

せ
て
も
ら
い
た
い
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
鬼

は
残
り
の
こ
と
ば
を
唱

え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
鬼
か
ら
あ
と
の

二
句
を
聞
く
や
、
そ
れ

を
岩
に
刻
み
谷
底
に
身

を
投
じ
た
。
そ
の
瞬
間
、

鬼
は
帝
釈
天
の
姿
に
な
っ

て
、
や
さ
し
く
修
行
者

の
か
ら
だ
を
受
け
と
め

た
。
こ
の
修
行
者
と
い

う
の
が
前
世
で
修
行
し

て
い
る
時
の
釈
尊
で
あ
っ

た
、
と
い
う
の
で
す
。

あ
と
の
二
句
は
「
生
滅
々

己
、
寂
滅
為
楽
」
で
す
。

こ
の
四
句
を
諸
行
無
常

偈
と
い
い
、
土
葬
の
頃

は
葬
儀
幡
と
い
っ
て
四

枚
の
幡
に
書
い
て
行
列

を
し
た
ら
し
い
で
す
。

幡
は
仏
菩
薩
を
讃
え
る

ぶ

つ

ぼ

さ

つ

役
目
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。

こ
の
無
常
偈
は
、

修
行
中
の
釈
尊
を
雪
山

童
子
（
せ
っ
せ
ん
ど
う

じ
）
と
い
い
ま
し
た
の

で
、
雪
山
偈
と
も
い
い

ま
す
。

つ
づ
き
は

次
回
へ

今
年
は
四
年
に
一
度

の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年

で
、
後
半
に
入
り
ま
し

た
。
こ
の
記
念
す
べ
き

年
に
晋
山
式
を
す
る
と

い
う
事
は
、
忘
れ
ら
れ

な
い
年
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

日
本
国
中
か
ら
期
待

さ
れ
、
重
い
重
い
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
を
背
負
い
、
そ

れ
で
も
挑
ん
で
い
く
ア

ス
リ
ー
ト
達
、
す
ご
い
！
。

う
れ
し
い
メ
ダ
ル
、

悔
し
い
メ
ダ
ル
、
努
力

し
た
分
だ
け
、
勝
ち
負

け
よ
り
も
何
か
が
あ
る

は
ず
で
す
。

解
き
放
た
れ
た
の
で

し
ょ
う
、
競
技
終
了
後

の
、
勝
っ
て
も
負
け
て

も
あ
の
満
面
の
笑
顔
、

素
敵
で
し
た
。

愛
想
笑
い
で
も
な
く
、

含
み
笑
い
で
も
な
い
、

作
り
笑
い
で
も
な
い
、

本
物
の
笑
顔
の
似
合
う

人
に
な
り
た
い
も
の
で

す
。喜

怒
哀
楽
は
素
直
に

出
し
た
方
が
い
い
か
も

し
れ
な
い
・
・
・
小
坊

平
成
二
十
二
年
の

新
年
号
に
、

「
冷
め
な
いう
ち
に
」

ー
晋
山
式
ー

と
題
し
て
晋
山
式
を

三
年
後
ぐ
ら
い
に
は

や
り
た
い
と
み
な
さ

ん
に
知
ら
せ
て
か
ら
、

早
や
三
年
、
ま
だ
ま

だ

と

思

い

つ

つ

も

そ
の
三
年
目
に
な
り

・

・

ま
し
た
。

去
年
の
お
盆
前
に

は
位
牌
堂
、
物
置
が

完
成
し
、
年
末
に
は

位
牌
壇
が
は
い
り
ま

し
た
。
水
屋
（
流
し
・

花
瓶
置
き
場
）
も
作

り
、
本
堂
で
供
養
中

で
も
廊
下
側
か
ら
位

牌
堂
へ
ス
ム
ー
ズ
に

お
参
り
出
来
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

お
盆
に
は
是
非
ご

家
族
で
お
参
り
し
て
下

さ
れ
ば
ご
先
祖
さ
ま
も

喜
ぶ
事
だ
と
思
い
ま
す
。

さ

て
、

記
念

事
業

（
建
物
）
は
終
わ
り
ま

し
た
が
、
晋
山
法
要
は

上
に
も
大
き
く
有
る
よ

う
に
十
月
四
日
（
木
）

に
挙
行
す
る
事
に
決
定

い
た
し
ま
し
た
。
後
二
ヵ

月
切
り
ま
し
た
。
ご
縁

の
あ
る
寺
院
様
方
三
十

六
ヵ
寺
、
四
十
七
人
の

和
尚
様
方
に
案
内
状
を

出
し
ま
し
た
。

六
月
二
十
四
日
に
は
、

関
の
洞
円
寺
さ
ん
で
、

と

う

え

ん

じ

同
じ
様
な
法
要
（
晋
山
・

結
制
、
本
葬
）
が
有
り
、

参
加
し
ま
し
た
が
、
立

派
な
新
命
さ
ん
が
誕
生

し
、
先
住
（
父
親
）
の

本
葬
も
立
派
に
勤
め
あ

げ
て
お
り
ま
し
た
。

私
が
、
こ
の
寺
に
来

て
か
ら
六
年
目
に
な
り

ま
す
。
正
直
な
気
持
ち
、

こ
ん
な
に
早
く
晋
山
式

を
出
来
る
と
は
思
っ
て

も
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
も
ひ
と
え
に
檀

家
の
皆
さ
ん
の
ご
支
援
、

ご
理
解
が
有
っ
た
か
ら

こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
十
月
四
日

無
事
円
成

め
ざ
し
て
行
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
。

日
頃
か
ら
当
寺
に
対

し
ま
し
て
、
ご
支
援
ご

協
力
を
賜
り
ま
し
て
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。さ

て
、
平
成
二
十
二

年
よ
り
、
三
ヶ
年
に
亘
っ

て
の
寄
付
金
ご
協
力
の

お
願
い
し
て
来
た
訳
で

す
が
、
ま
だ
納
め
て
な

い
方
々
が
お
り
ま
す
。

今
年
の
お
盆
迄
に
と
の

お
願
い
で
し
た
の
で
、

何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。
日
に
ち

も
、
十
月
四
日
（
木
）

と
決
ま
り
、
い
よ
い
よ

と
い
う
気
持
ち
で
す
。

建
物
は
我
々
の
檀
信

徒
の
後
世
へ
の
財
産
で

す
。そ

し
て
晋
山
式
は
、

新
し
い
住
職
を
内
外
共

に
お
祝
い
し
、
寺
や
檀

信
徒
の
安
寧
を
祈
願
す

る
貴
く
、
大
変
有
難
い

儀
式
で
あ
り
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
仏
具
、
環

境
整
備
等
に
不
備
な
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
金

額
が
見
え
な
い
と
買
え

る
も
の
も
買
え
な
く
な

り
ま
す
。

法
要
に
支
障
を
き
た

さ
な
い
為
に
も
、
何
と

ぞ
、
速
や
か
に
ご
協
力

下
さ
る
様
、
こ
の
紙
面

を
借
り
ま
し
て
、
お
願

い
申
し
あ
げ
ま
す
。

護
持
会

会
長

小
島
敏
式

お
盆
を
迎
え
て

お
釈
迦
さ
ま
は

泥
の
中
か
ら
出
て

美
し
い
花
を

咲
か
せ
る

蓮
を

ど
の
よ
う
に

ご
覧
に

な
った
の
で
し
ょ
う

き
た
な
い
と
見
え
る

泥
水
も

美
し
い
花
を
咲
か
せ
る

蓮
も

み
な

そ
れ
ぞ
れ

お
互
い
に

生
か
し

生
か
さ
れ

生
き
て
ゆ
く

み
仏
の

は
た
ら
き
で
す
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十月四日（木）に決定！！

三
年
越
し
の
法
要

円
成
め
ざ
し
て



今
年
も
仏
教
行
事
の
最
大

の
イ
ベ
ン
ト
「
お
盆
」
が
や
っ

て
き
ま
し
た
。
都
会
へ
働
き

に
出
た
り
、
学
生
だ
っ
た
り

の
家
族
や
親
せ
き
の
皆
さ
ん

が
休
暇
を
と
り
、
ご
先
祖
さ

ま
に
会
い
に
帰
省
し
ま
す
。

こ
の
月
に
は
、
各
寺
で

「
施
食
法
要
」
が
行
わ
れ
ま

せ

じ

き

ほ

う

よ

う

す
。
お
盆
は
、
父
母
祖
先
に

対
す
る
孝
順
供
養
を
教
え
る

も
の
で
あ
り
、
施
食
は
無
縁

の
精
霊
に
供
養
す
る
慈
悲
行

の
大
事
な
事
を
教
え
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
古
代
イ
ン
ド

で
は
祖
先
の
霊
は
子
孫
が
食

べ
物
を
供
え
て
く
れ
る
こ
と

を
待
ち
望
ん
で
い
る
と
考
え

て
い
た
。
こ
の
観
念
が
仏
教

に
取
り
入
れ
ら
れ
飢
え
て
食

べ
物
を
待
っ
て
い
る
死
者
の

霊
に
食
べ
物
を
供
養
す
る
施

食
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
と
こ

ろ
で
霊
の
こ
と
を
中
国
で
鬼

お

に

と
い
う
の
で
、
飢
え
た
霊
が

餓
鬼
と
訳
さ
れ
た
。
鬼
と
い

が

き

う
字
自
体
日
本
人
に
は
い
い

感
じ
を
与
え
な
い
が
、
餓
鬼

と
な
る
と
い
か
に
も
響
き
が

悪
い
で
す
ね
。
子
供
の
事
を

餓
鬼
な
ど
と
い
う
の
は
、
い

く
ら
食
べ
て
も
満
足
す
る
と

こ
ろ
が
無
く
、
も
っ
と
も
っ

と
と
騒
ぎ
、
あ
れ
欲
し
い
こ

れ
欲
し
い
と
ね
だ
っ
た
り
す

る
所
か
ら
き
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
貪
欲
で
い
つ
も
イ
ラ
イ

ラ
、
ガ
ツ
ガ
ツ
し
て
い
る
人

の
こ
と
を
「
ま
る
で
餓
鬼
だ
」

な
ど
と
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜

生
の
三
悪
道
の
一
つ
と
み
て

い
ま
す
。
そ
ん
な
わ
け
で

施
餓
鬼
と
い
う
と
、
「
う
ち

せ

が

き

の
先
祖
は
餓
鬼
だ
と
い
う
の

か
」
な
ど
と
ク
レ
ー
ム
を
つ

け
る
人
が
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

人
権
・
差
別
な
ど
の
問
題
も

あ
り
「
施
食
」
と
改
称
さ
れ

せ

じ

き

ま
し
た
。
名
称
が
変
わ
っ
た

か
ら
と
言
っ
て
も
、
有
縁
無

縁
、
三
界
の
万
霊
に
供
養
す

る
法
要
の
内
容
が
変
わ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
す

で
に
子
孫
が
絶
え
て
供
養
し

て
も
ら
え
な
い
無
縁
の
精
霊

は
お
び
た
だ
し
い
数
に
な
る

か
と
思
い
ま
す
。
父
母
祖
先

に
対
す
る
と
共
に
そ
れ
ら
の

精
霊
に
供
養
す
る
こ
と
は
人

間
と
し
て
奥
ゆ
か
し
い
こ
と

で
あ
り
、
こ
の
供
養
の
心
が

あ
っ
て
こ
そ
慈
非
行
も
充
実

し
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
ど

う
か
、
ご
先
祖
か
ら
は
冥
土

め

い

ど

の
話
を
聞
き
、
私
達
は
、

こ
ち
ら
の
変
わ
り
様
を
、
ご

・

・

・

馳
走
を
食
べ
な
が
ら
お
話
し

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

毎
年
恒
例
の
草
刈
り
と

草
取
り
を
年
二
回
お
願
い
し

て
い
る
訳
で
す
が
、
今
年
の

当
番
は
、
６
月
に
下
本
村（
澤

田
道
憲
さ
ん
担
当
）
沼
ノ
久

保
、
別
当
沢
、
野
月
の
４
地
区

の
方
々
に
お
願
い
致
し
ま
し

た
。
ご
く
ろ
う
さ
ま
で
し
た
。

大
変
綺
麗
に
し
て
頂
き
ま
し

て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

二
回
目
は
、
8
月
６

日（
月
）
早
朝
６
時
よ
り
、

下
本
村
（
澤
田
良
實
さ
ん
担

当
）
武
士
沢（
小
笠
原
良
一
さ

ん
担
当
）武
士
沢（
澤
山
栄
一

さ
ん
担
当
）の

各
地
区
に
お

願
い
致
し
ま

し
た
。
大
変

ご
苦
労
様
で

し
た
。

前
に
「
得
度
式
」
と

と

く

ど

し

き

「

晋
山
式
」
の
説
明
を

し

ん

さ

ん
し
き

致
し
ま
し
た
が
少
し
づ

つ
意
味
が
解
っ
て
来
た

か
と
思
い
ま
す
。

今
回
か
ら
ー
法
戦
式
っ

ほ

っ

せ

ん
し
き

て
な
あ
に
ー
の
説
明
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

曹
洞
宗
の
お
坊
さ
ん
は
、

得
度
の
後
、
修
行
を
積

み
重
ね
て
く
る
と
、
皆

さ
ん
が
次
の
学
校
へ
と

進
学
す
る
よ
う
に
お
坊

さ
ん
と
し
て
の
段
階
が

上
が
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
次
の
段
階
へ
の
関

門
と
い
え
る
儀
式
が
、

今
回
お
話
し
す
る
「
法

戦
式
」
で
す
。

さ

て

、

最

初

に

「
法
戦
式
」
と
い
う
名

ほ

っ

せ

ん
し
き

前
の
由
来
に
つ
い
て
述

べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
は
文
字
通
り
、
教

え
、
（
法
）
に
つ
い
て

ほ

う

の
激

し

い
や

り

と
り

（
戦
い
）
を
行
う
の
で
、

「
法
の
戦
い
」
と
い
う

名
が
つ
け
ら
れ
た
の
で

す
。
ま
た
、
質
問
と
答

え
を

繰

り
返

す

の
で

「
問
答
」
と
も
い
わ
れ

も

ん

ど
う

ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
で

こ
の
式
に
出
た
事
の
あ

る
人
は
、
大
き
な
声
で

元
気
よ
く
問
答
を
戦
わ

せ
て
い
る
姿
を
覚
え
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
法
戦
式
」
が
、
い
つ

行
わ
れ
る
か
と
い
う
と
、

お
坊
さ
ん
が
集
ま
っ
て

修
行
す
る
「
結
制
」
と

け

っ

せ
い

呼
ば
れ
る
時
に
行
わ
れ

ま
す
。
結
制
と
は
、
修

行
道
場
に
お
い
て
夏
と

冬
の
年
に
二
回
、
三
ヶ

月
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ

ま
す

そ
の
結
制
期
間

中
に
集
ま
っ
た
お
坊
さ

ん
の
中
か
ら
、
修
行
の

仲
間
を
導
い
て
い
く
リ
ー

ダ
ー
の
僧
（
首
座
）
を

し

ゅ

そ

決
め
ま
す
。
「
首
座
」

と
い
う
の
は
、
も
と
も

と
は
坐
禅
堂
で
の
一
番

上
の
席
（
座
）
の
こ
と

で
す
。
転
じ
て
、
こ
こ

に
す
わ
り
、
修
行
僧
の

先
頭
に
立
つ
僧
の
役
名

に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
首
座
は
、
多
く

の
お
坊
さ
ん
の
修
行
を

ひ
っ
ぱ
っ
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

起
床
の
時
間
も
一
番
早

く
、
儀
式
の
と
き
も
坐

禅
の
時
も
、
さ
ら
に
掃

除
の
時
さ
え
も
先
頭
に

立
っ
て
、
全
体
の
手
本

と
な
る
よ
う
な
厳
し
い

姿
勢
で
の
ぞ
み
ま
す
。

こ
の
首
座
の
役
に
つ
い

た
お
坊
さ
ん
が
、
住
職

に
代
わ
っ
て
修
行
僧
達

と
「
問
答
」
し
て
、
ど

れ
ほ
ど
仏
教
を
理
解
し

て
い
る
か
を
試
す
の
が

「
法
戦
式
」
で
す
。
以

上
の
よ
う
に
首
座
に
な

る
に
は
、
長
い
修
行
を

経
て
、
よ
く
勉
強
し
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

得
度
を
し
て
お
坊
さ
ん

に
な
っ
て
か
ら
何
年
か

し
て
よ
う
や
く
首
座
に

な
れ
る
の
で
す
。
さ
て
、

一
般
の
寺
院
で
は
、
年

に
二
回
の
「
結
制
」
を

必
ず
行
っ
て
い
る
訳
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
は
、
皆
さ
ん
の
お
寺

で
い
つ
「
法
戦
式
」
が

行
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う

か

。
そ

れ
は

、

主
に

「
晋
山
式
」
と
い
う
重

要
な
儀
式
の
時
に
併
せ

て

行
わ

れ
る

の

で
す

「
晋
山
式
」
と
は
、
お

寺
に
住
職
が
新
し
く
入

ら
れ
る
時
の
儀
式
で
す
。

で
す
か
ら
、
法
戦
式
は

そ
の
お
寺
に
と
っ
て
何

年
か
に
一
度
、
も
っ
と

い
え
は
何
十
年
に
一
度

し
か
行
わ
れ
な
い
よ
う

な
大
変
な
儀
式
な
の
で

す
。
一
般
寺
院
で
の
首

座
の
役
は
、
今
回
お
話

し
す
る
「
法
戦
式
」
だ

け
の
た
め
の
よ
う
に
見

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ

う
な
、
修
行
道
場
の
首

座
と
同
じ
責
任
と
心
構

え
が
必
要
と
さ
れ
る
の

で
す
。
さ
て
こ
の
式
は
、

ほ
か
の
法
要
の
開
始
の

仕
方
と
は
異
な
り
、
首

座
は
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら

さ
れ
る
中
、
住
職
や
法

要
に
参
加
す
る
お
坊
さ

ん
達
と
と
も
に
本
堂
に

入
っ
て
来
る
の
で
す
。

こ
れ
を
「
大
擂
上
殿
」

だ
い
ら
い
じ
ょ
う
で
ん

と
い
い
ま
す
。
大
擂
と

は
、
雷
の
音
を
あ
ら
わ

し
た
も
の
で
、
竜
が
登

場
し
て
く
る
場
面
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。

中
国
の
伝
説
に
、
コ
イ

が
そ
の
激
流
を
登
る
と

竜
に
な
る
と
い
う
大
き

な
関
門
の
話
が
あ
り
ま

す

。

こ

の

関

門

を

「
登
竜
門
」
と
い
う
の

と
う
り
ゅ
う
も
ん

で
す
。
法
戦
式
は
、
お

坊
さ
ん
に
と
っ
て
次
の

段
階
へ
上
が
る
た
め
の

関
門
で
あ
り
、
ま
さ
に

「
登
竜
門
」
と
い
う
べ

き
儀
式
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
「
大

擂
上
殿
」
の
太
鼓
の
ひ

び
き
は
、
こ
れ
か
ら
竜

と
な
る
首
座
の
登
場
を

表
し
て
い
る
の
で
す
。

い
よ
い
よ
本
番

第９号 林 泉 寺 だ よ り 平成２４年８月６日（月） 第９号 林 泉 寺 だ よ り 平成２４年８月６日（月）

３ ２

６
月
と
８
月
の

境
内
草
刈
り

施
食
会
の
ご
案
内

八
月
十
四
日
（
火
曜
日
）

午
前
十
一
時
よ
り

当
寺
本
堂
に
於
い
て
ご
供
養
し
ま
す
。

供
養
料

一
千
円

同
封
の
申
し
込
み
用
紙
に

お
名
前
を
記
入
し

供
養
料
を
添
え
て

当
日
本
堂
受
付
ま
で

お
持
ち
く
だ
さ
い
、

※

尚
、
当
日
お
出
で
に
な
れ
な
い
方
は

前
も
っ
て
、随
時
受
付
い
た
し
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
三
年

六
月
二
十
六
日
よ
り

平
成
二
十
四
年

六
月
二
十
五
日
ま
で

逝
去

さ
れ
た
方
で
す
。
〈
お
盆
（
八

月
十
三
日
）
ま
で
に
四
十
九
日

を
終
え
ら
れ
た
霊
位
で
す
〉

今
年
の
初
盆
の
方

施
餓
鬼
？

施
食
？

せ

が

き

せ

じ

き

盂

蘭

盆

会

法

要


