
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
。

前
回
は
お
釈
迦
さ
ま

が
お
悟
り
を
開
く
に
至
っ

た
「
雪
山
偈
」
と
い
う

せ

っ

せ

ん

げ

因
縁
の
お
話
を
し
ま
し

た
。今

回
興
味
深
い
の
は
、

こ
の
三
法
印
の
和
訳
が

「
い
ろ
は
歌
」
だ
と
い

わ
れ
て
い
る
事
で
す
。

面
白
い
事
に
な
り
そ
う

で
す
。

い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち

り
ぬ
る
を
わ
か
よ
た
れ

そ
つ
ね
な
ら
む
う
ゐ
の
・
・
・

と
い
う
、
ひ
ら
が
な
を

重
ね
字
な
く
並
べ
て
読

み
こ
ん
だ
四
十
七
字
の

歌
を
「
い
ろ
は
歌
」
と

い
い
ま
す
。
昔
は
手
習

い
の
手
本
や
カ
ル
タ
遊

び
の
読
み
札
と
し
て
用

い
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
戦
後
の
国

語
教
育
で
は
、
「
ゐ
」

や
「
ゑ
」
と
い
う
字
が

使
わ
れ
な
く
な
り
、
教

え
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
こ
の
歌
を
知

る
若
者
も
少
な
く
な
り
、

ま
し
て
意
味
を
知
る
人

も
減
る
一
方
で
す
。
け

れ
ど
も
『
涅
槃
経
』
の

四
句
を
和
訳
し
た
仏
教

的
人
生
訓
な
の
で
す
。

弘
法
大
師
の
作
と
も
伝

え
ら
れ
ま
す
が
、
は
っ

き
り
し
た
こ
と
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
そ
の
真
偽

は
と
も
か
く
、
す
ご
い

意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
。い

ろ
は
に
ほ
へ
と

ち
り
ぬ
る
を

わ
か
よ
た
れ
そ

つ
ね
な
ら
む

う
ゐ
の
お
く
や
ま

け
ふ
こ
え
て

あ
さ
き
ゆ
め
み
し

ゑ
ひ
も
せ
す

こ
の
ま
ま
で
は
意
味
が

わ
か
り
に
く
い
の
で
、

漢
字
を
あ
て
は
め
て
み

る
と
、

色
は
匂
へ
ど

散
り
ぬ
る
を

…
諸
行
無
常
…

我
が
世
誰
ぞ
…

常
な
ら
む

…
是
生
滅
法
…

有
為
の
奥
山

今
日
越
え
て

…
生
滅
滅
巳
…

浅
き
夢
見
じ

酔
い
も
せ
ず
し
た
、

…
寂
滅
為
楽
…

と
な
り
ま
す
。

「
色
は
匂
え
ど
散
り
ぬ

る
を
」
花
は
爛
漫
と
咲

き
乱
れ
て
い
て
も
、
や

が
て
散
っ
て
し
ま
う
よ

う
に
、
人
も
寿
命
が
く

れ
ば
必
ず
死
ん
で
い
く
、

す
べ
て
の
存
在
は
う
つ

り
か
わ
る
。
我
が
世
と

青
春
と
肉
体
を
謳
歌
し

て
い
て
も
、
月
日
の
た

つ
の
は
実
に
早
い
も
の

で
す
。

「
我
が
世
誰
ぞ
常
な
ら

む
」
こ
の
世
に
存
在
す

る
も
の
は
生
滅
す
る
法

（
真
理
）
で
す
。
釈
尊

は
一
切
の
も
の
は
無
常

で
あ
る
。
諸
法
は
無
我

で
あ
る
。
故
に
す
べ
て

の
存
在
し
て
い
る
も
の

に
は
永
遠
不
滅
な
る
も

の
な
ど
は
内
在
し
な
い

と
宣
言
な
さ
れ
た
の
で

す
。

「
有
為
の
奥
山
今
日
越

え
て
」
生
滅
へ
の
と
ら

わ
れ
を
滅
し
尽
く
し
て
、

そ
れ
を
超
え
て
と
は
、

因
縁
の
道
理
を
知
る
、

真
実
の
道
理
に
目
覚
め

る
こ
と
で
す
。
有
為
と

は
為
す
有
り
で
す
。
人

間

の
は

か

ら
い

と
は

「
人
生
と
は
ど
う
し
た
っ

て
有
為
な
ん
だ
」
と
い

う
の
で
し
ょ
う
が
、
無

為
と
い
う
の
は
、
為
の

無
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
こ
と
に
一
生
懸
命

に
は
勤
め
る
が
、
こ
う

や
っ
た
ら
こ
う
な
る
だ

ろ
う
と
い
う
ア
テ
を
作

ら
な
い
こ
と
。
ア
テ
を

作
る
と
み
ん
な
、
必
ず

手
前
み
そ
に
な
る
ん
で

す
。

「
浅
き
夢
見
じ
酔
い
も

せ
ず
」
寂
滅
を
も
っ
て

楽
と
為
す
ー
有
為
の
奥

山
を
超
え
て
見
た
な
ら

ば
「
浅
い
夢
の
よ
う
な

も
の
」
で
あ
り
「
酔
っ

ぱ
ら
っ
て
い
た
」
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
「
寂

滅
」
と
は
や
す
ら
ぎ
と

い
う
こ
と
で
す
。
我
が

滅
し
ら
れ
、
煩
悩
の
火

ぼ

ん

の
う

が
吹
き
消
さ
れ
た
状
態

で
、
や
す
ら
ぎ
、
悟
り

の
境
地
を
い
い
ま
す
。

一
切
の
も
の
ご
と
へ

の
こ
だ
わ
り
や
、
と
ら

わ
れ
の
心
が
無
く
な
っ

た
状
態
で
す
。

少
し
難
し
い
よ
う
で

す
が
、
な
ん
と
な
く
理

解
出
来
た
か
と
思
い
ま

す
。
後
は
、
「
次
回
の

こ
こ
ろ
ダ
ー
！
」
。

何
か
を
め
が
け
て
無

我
夢
中
に
突
っ
走
っ
て

行
く
と
、
め
が
け
た
も

の
に
到
達
し
た
の
か
、

ま
だ
な
の
か
、
そ
れ
と

も
通
り
過
ぎ
た
の
か
、

良
く
分
か
ら
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私

だ
け
で
し
ょ
う
か
。
晋

山
・
結
制
、
庫
裡
落
慶

法
要
も
い
つ
の
間
に
か

終
わ
り
、
な
ん
か
力
が

抜
け
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
で
も
、

こ
れ
か
ら
、

こ
れ
か
ら
・
・
・
。

小
坊

謹
ん
で
新
春
の
お
慶

び
を
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
皆
さ
ま
の
ご

繁
栄
と
ご
多
幸
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。さ

て
、
去
年
の
十
月

四
日
に
は
、
三
年
越
し

の
晋
山
・
結
制
、
庫
裡

落
慶
法
要
に
、

ご
本
寺

名
川
の
法
光
寺
様
を
は

じ
め
、
西
堂
の
階
上
町

応
物
寺
様

師
匠
の
八

戸
市
新
井
田
の
對
泉
院

様
、
教
区
・
近
隣
の
ご

寺
院
様
方
総
勢
四
十
六

人
に
お
い
で
頂
き
、

無

事
円
成
さ
せ
て
頂
き
ま

し
て
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

新
位
牌
堂
、
新
水
屋
、

物
置
（
倉
庫
）
、
庭
園

の
完
成
も
見
る
事
が
出

来
ま
し
た
。

昨
今
の
経
済
事
情
も

顧
み
ず
に
寄
付
金
を
お

願
い
し
、
ご
協
力
を
頂

き
ま
し
た
事
に
対
し
ま

し
て
も
、

深
く
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。

晋
山
開
堂
の
須
弥
壇

上
で
の
問
答
で
「
こ
れ

か
ら
ど
の
様
な
お
寺
に

し
て
行
き
た
い
の
か
？
」

の
問
に
対
し
て
「
門
戸

解
放
、
往
来
自
由
、
そ

し
て
、
バ
リ
ア
・
フ
リ
ー
！
」

と
答
え
ま
し
た
。
「
誰

も
が
自
由
に
出
入
り
し
、

入
り
や
す
い
、
親
し
み

の
あ
る
お
寺
に
し
て
い

き
た
い
」
と
い
う
事
で

す
。更

に
、
息
子
の
法
戦

式
で
の
祝
語
は

「
林
間
に
湧
く
泉

又

一
つ
増
え

普
く
大
道

あ
ま
ね

の
門
を
開
き

檀
徒
の

枯
渇
を
潤
す

是
を
言

こ

か

つ

う
や

至
祝
万
歳
」

し

し

く

ば

ん

ぜ

い

と
い
う
も
の
で
「
林

泉
寺
に
新
た
に
後
継
ぎ

が
で
き
、
き
っ
と
檀
家

さ
ん
の
期
待
に
答
え
ら

れ
る
は
ず
だ
、
何
と
、

め
で
た
い
事
か
」
と
い

う
事
で
す
。

気
持
ち
も
新
た
に
、

今
年
か
ら
が
本
当
の
住

職
と
し
て
の
、
ス
タ
ー

ト
だ
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。檀

家
の
皆
さ
ん
と
共

に
、
林
泉
寺
の
発
展
、

興
隆
の
為
に
勤
め
て
参

り
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
今
後
も
ご
協
力
、

ご
支
援
の
ほ
ど
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。合

掌

飯
原

啓
誠

拓
郎

絹
子

平
成
二
十
四
年

正
月

昨
今
の
不
安
定
な
社

会
情
勢
か
ら
か
、
毎
日

の
よ
う
に
犯
罪
や
い
じ

め
の
報
道
が
な
さ
れ
る

な
ど
、
人
び
と
の
こ
こ

ろ
の
問
題
が
と
り
立
た

さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教

に
は

、

「
諸

悪
莫

作

し

ょ

あ

く

ま

く

さ

衆
善
奉
行

自
浄
其
意

し

ゅ

ぜ

ん

ぶ

ぎ
ょ
う

じ

じ

ょ

う

ご

い

是
諸
仏
教
」
と
い
う

ぜ

し

ょ

ぶ

っ

き
ょ
う

こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。

「
悪
い
こ
と
を
せ
ず
、

良
い
こ
と
を
し
、
自
ら

の
心
を
清
め
よ
。
こ
れ

が
諸
仏
の
お
し
え
で
あ

る
」
と
い
っ
た
意
味
で

す
。当

た
り
前
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
実
際
に
は
な
か
な

か
実
践
し
づ
ら
い
こ
と

で
す
。
日
頃
無
意
識
に

行
っ
て
い
る
こ
と
は
、

果
た
し
て
正
し
い
こ
と

で
し
ょ
う
か
？
他
人
の

目
の
無
い
と
こ
ろ
で
、

楽
を
し
よ
う
と
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
？

自
ら
が
、
良
い
こ
と
か
、

悪
い
こ
と
か
？
常
に
自

覚
を
持
ち
、
そ
れ
が
仏

の
行
い
に
沿
っ
て
い
く

よ
う
、
日
々
励
む
こ
と

が
仏
道
で
あ
り
、
お
釈

迦
さ
ま
の
み
教
え
な
の

で
す
。
と
い
っ
た
様
な

答
え
を
出
し
、
最
後
に

「
誰
も
が
仏
な
り
、
己

の
心
の
奥
に
い
る
、
ほ

と
け
を
ほ
ど
け
！
」
と

説
破
し
ま
し
た
。

禅
宗
で
は
「
直
心
是

道
場
」
と
い
う
こ
と
ば

も
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。

「
ま
っ
す
ぐ
な
心
が
あ

れ
ば
、
そ
こ
が
修
行
道

場
で
あ
る
」
と
い
っ
た

意
味
で
す
。

年
頭
に
あ
た
り
気
持

ち
を
新
た
に
、
正
し
い

道
を
歩
ん
で
い
き
た
い

も
の
で
す
。
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１ ４

も
う
一
つ
の
晋
山
問
答

ー
如
何
な
る
か
仏
道
？
ー

オ
ン

ロ
ケ
イ
ジ
ン
バ
ラ

キ
リ
ク

ソ
ワ
カ

十
一
面
観
世
音
菩
薩

オ
―
ン
！

私
があ

ら
ゆ
る

も
の
を
も
見
逃

さ
ず
に
見
、

す
べ
て
の

人
び
と
を
救
っ

て

あ
げ
よ
う

「

三

法

印

」

諸
行
無
常（
し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う
）

諸
行
は
無
常
で
あ
る

是
生
滅
法（
ぜ
し
ょ
う
め
っぽ
う
）

是
が
こ
の
生
滅
す
る
世
界
の
法
で
あ
る

生
滅
々
已
（し
ょ
う
め
つめ
っち
）

生
滅
への
と
ら
わ
れ
を
滅
し
尽
く
し
て

寂
滅
為
楽
（じ
ゃ
く
め
つい
ら
く
）

寂
滅
を
も
って
楽
と
為
す

「

三

法

印
（
三
つの
真
理
）

」

さ

ん

ぼ

う

い

ん



い
よ
い
よ
法
戦
式

首
座
、

弁
事
、
大
衆
入
堂

「
私
に
代
わ
っ
て
大
衆
を
説

破
し
て
み
な
さ
い
」

「
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
は
じ

め
る
ぞ
！

」

少
し
緊
張

今
回
の
落
慶
式
に
併
せ
て

予
算
に
入
れ
た
「
大
般
若
波

羅
蜜
多
経
六
百
巻
」
で
す
。

だ
い
た
い
一
人
で
ニ
十
巻

ず
つ
転
読
す
る
。

南
部
住
建
さ
ん
は
、
「
庫
裡

建

設

」

橋

本

静

一

さ

ん

（

み

ち

の

く

庭

園

）

は

「
環
境
整
備
（
庭
）
」
、

椛
木
レ
ツ
さ
ん
は
「
柱
掛
」
、

上
戸
石
材
店
さ
ん
は
「
寺
号

標
」
写
真
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

九
月
二
十
九
日
に
亡
く
な
っ

た
田
沼
義
三
さ
ん
は
「
撞
幡

一
対
」
ほ
ん
と
う
に
有
り
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
開
静
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平

成

二

十

四

年

十

月

三

日
午
後
三
時
、

入

寺

式

、

本

則

行

茶

法

要

の

為

に

、

ご

本
寺
並
び
に
西
堂
老

師
が
五
鏧
三
拝
と
い
う

ご
挨
拶
の
お
拝
を
な
さ

れ
ま
し
た
。

入
寺
式
は
僧
堂
（
座

禅
堂
）
で
行
う
為
に
、

出
家
者
し
か
入
れ
ず
一

般
の
方
は
入
れ
ま
せ
ん
。

本
則
行
茶
は
、
四
日

の
法
戦
式
に
先
立
ち
住

持
に
代
わ
っ
て
大
衆
の

法
問
に
答
え
る
座
を
首

座
に
与
え
る
儀
式
、
そ

の
あ
と
お
茶
を
ふ
る
ま

う
習
わ
し
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
。

平
成
二
十
四
年
十
月

四
日
朝
八
時
、
護
持
会

会
長
小
嶋
敏
式
家
（
安

下
処
）
に
於
い
て
出
発

の
お
勤
め
を
し
ま
し
た
。

小
雨
の
中
、
錦
幡
と
共

に
上
山
の
行
列
。

山
門
頭
で
の
香
語
。

住
職
辞
令
授
与

役
員
・
総
代
か
ら

の
お
祝
い
の
お
袈

裟
を
頂
戴

須
弥
檀
上
で
の
香
語

若
和
尚
と
の
問
答

師
匠
か
ら
祝
辞
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３ ２

晋
山
式
及
び

開
堂

入

寺

式

及

び

本

則

行

茶

首

座

法

戦

式庫
裡
落
慶
大
般
若

檀
家
総
供
養

大
導
師
・
西
堂
老
師
ご
到
着

首座を勧請する為の拝

首座 拓郎上座

曹洞宗 普門山

林泉寺

入寺式

ご本寺 法光寺様西堂 応物寺様

五鏧三拝 五鏧三拝

ご本寺 法光寺様

八戸市 對泉院様

「説破を挙せよ、看ん！」

問答開始

弁
事

龍
川
寺
孫

亨
明
沙
彌

首
座

拓
郎
上
座

終了のお礼

「ありがとうごがいました！」

十
巻
ず
つ
に
な
っ
て
い
る

新品なので

「魂入れ」をする

感
謝
状
授
与


