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今
年
も
年
の
瀬
を
迎
え
ま
し
た
。
仕

事
納
め
の
前
に
片
付
け
て
お
か
な
け
れ

ば
と
仕
事
に
励
む
人
や
、
家
庭
で
は
掃

除
や
正
月
を
迎
え
る
準
備
で
忙
し
く
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
除

夜
の
鐘
が
聞
こ
え
て
く
れ
ば
、

あ
ぁ
新
し
い
年
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
る
な
あ
と
つ
く
づ
く
思

わ
れ
ま
す
。

　
さ
て
、
新
年
を
迎
え
れ
ば
多

く
の
皆
さ
ん
が
神
社
に
初
詣
を

さ
れ
ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
、
感

謝
祭
と
い
ろ
い
ろ
な
行
事
に
参

加
さ
れ
た
人
た
ち
も
、
正
月
は

晴
れ
着
を
着
て
神
社
に
詣
で
る

の
が
昔
か
ら
の
習
慣
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
神
社
に
詣
る
ま

え
に
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
の

が
、
我
が
家
の
お
仏
壇
に
手
を

合
わ
せ
る
こ
と
で
す
。

　
今
日
こ
こ
に
こ
う
し
て
、
新

し
い
年
を
家
族
そ
ろ
っ
て
迎
え

る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
そ
れ

は
た
だ
の
偶
然
で
は
な
く
、
は

る
か
昔
か
ら
、
途
絶
え
る
こ
と
な
く
生

命
の
火
を
灯
し
つ
づ
け
て
来
て
く
れ

た
、
何
代
に
も
わ
た
る
ご
先
祖
様
の
お

か
げ
で
あ
り
、
そ
う
思
え
ば
、
こ
う
し

て
人
と
し
て
生
ま
れ
、
生
き
て
い
る
こ

と
を
（
そ
こ
に
は
色
々
つ
ら
い
こ
と
、

苦
し
い
こ
と
が
あ
る
に
せ
よ
）、
深
く

感
謝
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
ま
た
現
在
の

生
活
は
、
実
に
多
く
の
人
々
の
労
働
と

智
恵
の
お
か
げ
だ
と
い
う
こ
と
に
も
思

い
至
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
仏
壇
の
前
で
手
を
合
わ
す
の
は
、
何

か
を
お
願
い
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
感
謝
の
気
持
ち
を
、

合
掌
と
い
う
形
で
表
す
の
で
す
。

　
ま
た
、
今
で
は
深
い
山
の
な

か
に
お
墓
が
あ
る
と
い
う
お
家

は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
雪
も

な
く
足
下
が
良
け
れ
ば
、
ど
う

ぞ
お
墓
に
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。

盆
や
彼
岸
だ
け
で
は
な
く
、
家

族
揃
っ
て
無
事
に
新
年
を
迎
え

る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
を
、
ぜ

ひ
墓
前
で
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
う
す
れ
ば
、
新
春
ら
し
い
晴

れ
や
か
な
気
持
ち
に
な
る
も
の

で
す
。

　
お
子
さ
ん
た
ち
に
、
小
さ
い

う
ち
か
ら
感
謝
し
手
を
合
わ
せ

る
習
慣
を
つ
け
て
お
く
と
、き
っ

と
心
の
優
し
い
人
に
育
つ
と
思

い
ま
す
。

初
詣
は
我
が
家
の
仏
壇
か
ら
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山
陰
東
教
区
花
園
地
方
大
会
が
10
月

18
日
（
土
）、
朝
来
市
和
田
山
町
の
幸

徳
殿
を
会
場
に
開
催
さ
れ
、
当
寺
か
ら

は
総
代
の
平
石
義
信
さ
ん
、
福
田
春
夫

さ
ん
が
出
席
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
午

前
10
時
か
ら
は
寺
院
役
員
研
修
と
し
て

秋
期
特
別
布
教
を
、
午
後
か
ら
は
一
般

会
員
を
対
象
に
し
た
花
園
地
方
大
会
と

い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
し
た
。
午
前
、
午

後
い
ず
れ
も
約

140
人
の
参
加
で
、
延
べ

出
席
者

280
人
と
い
う
盛
会
ぶ
り
で
し

た
。

　
午
前
の
部
で
は
、
教
区

第
一
部
の
花
園
会
会
長
・

椿
野
昌
氏
（
青
蓮
寺
総
代
）

が
開
式
を
宣
言
、
続
い
て

読
経
及
び
回
向
、
教
区
宗

務
所
長
・
濟
東
英
師
（
神

照
院
）、
教
区
花
園
会
長
・

黒
田
亮
氏
（
寳
積
寺
総
代
）

が
挨
拶
を
述
べ
、
教
区
第

四
部
花
園
会
長
・
筧
修
氏

（
廣
徳
寺
総
代
）
が
閉
会

と
布
教
師
の
紹
介
を
行
い

ま
し
た
。

　
引
き
続
き
、
本
派
布
教

師
で
あ
る
森
哲
外
師
に
よ

る
「
請
う
、
そ
の
本
を
務

め
よ
　
ど
う
活
か
す
わ
た

し
の
い
の
ち
」
と
題
し
て
の
法
話
が
あ

り
ま
し
た
。

　
午
後
か
ら
は
「
求
め
ら
れ
る
寺
院
と

花
園
会
員
と
し
て
の
喜
び
と
お
勤
め
」

を
テ
ー
マ
に
山
陰
東
教
区
花
園
地
方
大

会
を
開
催
し
ま
し
た
。
開
式
行
事
の
な

か
で
本
山
花
園
会
本
部
長
の
一
色
宏
襄

師
が
御
宸
翰
奉
読
（
ご
し
ん
か
ん
ほ
う

ど
く
）、
引
き
続
き
本
派
管
長
さ
ん
の

総
裁
御
垂
訓
を
代
読
さ
れ
、『
脚
下
照

顧
』
と
題
し
て
大
会
テ
ー
マ
を
説
か
れ

ま
し
た
。

　
ま
た
、
教
区
人
権
擁
護
推
進
委
員
の

小
西
景
久
師
（
正
音
寺
）
が
『
昨
今
の

人
権
問
題
に
つ
い
て
』
を
報
告
、
続
い

て
高
橋
乾
峰
（
松
禪
寺
）
が
50
年
前
の

遠
諱
法
要
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
『
開

山
無
相
大
師
の
ご
一
生
』
の
紙
芝
居
を

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
上
映
し
ま
し
た
。

　
本
山
と
末
寺
や
花
園
会
員
と
の
絆
を

強
め
、
さ
ら
に
は
開
山
様
の
教
え
を
学

ぶ
機
会
と
し
て
の
役
割
も
こ
の
大
会
に

は
あ
り
、
花
園
会
員
と
し
て
報
恩
の
心

を
一
つ
に
し
て
己
事
究
明
に
努
め
た
一

日
で
し
た
。

　
山
陰
東
教
区
花
園
地
方
大
会
を
開
催

報
恩
の
心
を
一
つ
に
し
て
研
修

▲但馬、鳥取から延べ 280 人もの花園会員が結集した
花園地方大会＝ 10 月 18 日、和田山

　
か
ね
て
よ
り
豊
岡
市
に
申
請
し
て

お
り
ま
し
た
墓
地
経
営
許
可
及
び
農

地
転
用
が
、
11
月
20
日
付
け
で
許
可

が
お
り
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
工
事
を

着
工
し
て
お
り
ま
す
が
、
年
末
で
業

者
も
多
忙
を
極
め
て
お
り
、
区
画
工

事
な
ど
が
完
了
す
る
の
は
一
月
末
頃

に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ご
予

約
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
皆
様
に

は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま

す
が
、
何
卒
ご
理
解
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
な
お
、

区
画
工
事
が
完
了
次
第
、
予
約
者
の

皆
様
を
対
象
に
説
明
会
を
開
き
ま
す
。 

松
禪
寺
霊
園
と
し
て
認
可
降
り
る

▲区画工事が進む霊園



3

第 33 号　　　　　　　　石室山松禪寺　　　　　　　　2008 年（平成 20 年）12 月 25 日

　
禅
宗
の
第
一
祖

で
あ
る
達
磨
大
師

の
法
要
を
11
月
3

日
、
松
禪
寺
檀
信

徒
皆
さ
ん
と
一
緒

に
執
り
行
う
と
共

に
、
併
せ
て
松
禪

寺
の
開
山
忌
を
営

み
ま
し
た
。
午
前

8
時
半
か
ら
は
当

番
さ
ん
た
ち
が
集

ま
っ
て
、
お
昼
に

参
拝
者
に
お
出
し
す
る
食
事
作
り
が
始

ま
り
、
ふ
だ
ん
静
か
な
お
寺
も
活
気
が

増
し
ま
す
。

　
午
前
11
時
半
か
ら
本
堂
に
お
い
て
法

要
を
執
り
行
い
、
続
い
て
住
職
か
ら
松

禪
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
お
話
し
を
し
ま

し
た
。
松
禪
寺
の
前
身
で
あ
る
松
葉
庵

は
郷
路
岳
に
あ
り
ま
し
た
が
、
い
つ
か

ら
寺
が
開
か
れ
た
の
か
は
不
明
で
す
。

現
在
地
に
移
転
し
て
き
た
の
が
寛
文
4

年
、
ち
ょ
う
ど
江
戸
幕
府
が
寺
請
制
度

を
制
定
し
た
頃
に
な
り
ま
す
。
そ
の
寺

の
檀
家
と
し
て
今
も
皆
さ
ん
と
の
つ
な

が
り
が
脈
々
と
続
い
て
い
る
こ
と
に
お

互
い
が
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　
そ
の
後
は
斎
座
で
す
。け
ん
ち
ん
汁
、

ふ
ろ
ふ
き
大
根
、
白
和
え
、
黒
豆
の
炊

い
た
ん
、
さ
し
み
こ
ん
に
ゃ
く
な
ど
、

当
番
さ
ん
手
作
り
の
ご
馳
走
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
食
事
が
終
わ
っ
て
、「
開
山
様
の
ご

一
生
」
の
ス
ラ
イ
ド
も
上
映
し
、
来
た

る
平
成
21
年
の
開
山
無
相
大
師
六
五
〇

達
磨
忌
と
當
山
開
山
忌
を
執
行

お
斎
（
と
き
）

は
け
ん
ち
ん
汁
な
ど
手
作
り
料
理
で  

年
遠
諱
団
参
へ
の
参
加
も
お
願
い
し

ま
し
た
。

　
こ
の
行
事
は
二
祖
忌
と
い
っ
て
、

禪
寺
で
は
と
て
も
大
切
な
も
の
で

す
。
達
磨
大
師
の
寂
年
は
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
禅
寺
で
は
10

月
5
日
を
忌
日
と
し
て
い
ま
す
。
当

山
で
は
昔
か
ら
一
月
遅
れ
の
こ
の
時

期
に
営
ん
で
き
ま
し
た
。
禅
宗
の
初

祖
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
報
恩
の
行

事
が
全
国
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、来
年
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
日
は
西
谷
の
桂
昌
寺
で
も

達
磨
忌
を
、
午
後
6
時
か
ら
営
み
ま

し
た
。

↓
自
然
の
恵
み
を
活
か
し
た
手
作
り

料
理
、
ご
馳
走
様
で
し
た
。

　
但
東
町
出
身
者
な
ど
が
集
う
神
戸
但

東
会
の
会
員
さ
ん
13
人
が
11
月
19
日
の

午
後
、当
山
へ
お
越
し
に
な
り
ま
し
た
。

突
然
の
来
訪
で
し
た
の
で
十
分
な
説
明

も
お
持
て
成
し
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
薬
師
堂
と
本
堂
を
そ
れ
ぞ
れ
拝
観

さ
れ
ま
し
た
。
但
東
に
縁
の
あ
る
方
や

出
身
の
方
々
で
す
か
ら
、
懐
か
し
い
話

に
も
花
が
咲
き
ま
し
た
。
こ
の
後
、
皆

さ
ん
は
宿
泊
先
で
あ
る
「
や
ま
び
こ
」

へ
移
動
さ
れ
、
夜
は
地
元
の
方
も
加

わ
っ
て
の
交
流
会
が
催
さ
れ
た
よ
う
で

す
。 神

戸
但
東
会
の

皆
さ
ん
が
来
山
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◇
役
員
任
期
満
了
に
つ
い
て

　
本
年
末
日
を
も
っ
て
総
代
（
花
園
会

役
員
）
の
任
期
５
年
が
満
了
と
な
り
ま

す
。
総
代
６
名
は
各
集
落
か
ら
檀
信
徒

の
推
薦
な
ど
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
住
職

が
任
命
す
る
よ
う
規
則
に
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
護
持
運
営
の
た
め
に
是
非
と

も
選
出
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
万
事
円

満
に
進
み
ま
す
よ
う
全
檀
信
徒
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
選
出
に
あ
た
り
留
任
の
妨
げ
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
評
議
員
（
14
名
）
に
つ
い
て

は
一
年
で
交
代
さ
れ
る
地
区
が
多
い
の

で
す
が
、
新
た
に
評
議
員
と
な
ら
れ
た

方
の
お
名
前
の
報
告
を
速
や
か
に
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
評
議
員
総
会
は
、
明

年
２
月
中
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

◇
年
頭
に
つ
い
て

　
正
月
2
日
よ
り
年
頭
に
各
檀
家
さ
ん

を
回
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
2
日
は

但
東
町
内
を
回
り
、
そ
れ
以
外
は
3
日

に
回
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

◇
松
禪
寺
霊
園
に
つ
い
て

　
本
紙
2
面
に
も
掲
載
し
ま
し
た
と
お

り
、
松
禪
寺
霊
園
と
し
て
の
認
可
を
受

け
て
総
代
会
で
は
霊
園
墓
地
管
理
使
用

規
則
及
び
施
行
内
規
を
定
め
ま
し
た
。

新
た
に
墓
地
を
求
め
て
お
ら
れ
た
り
移

転
を
考
え
て
お
ら
れ
る
檀
信
徒
の
方
が

　
平
成
21
年
（
二
〇
〇
九
年
）
に
年
忌

法
要
を
迎
え
る
故
人
の
歿
年
度
は
左
記

の
と
お
り
で
す
。
法
要
の
実
施
日
に
つ

い
て
は
、
な
る
べ
く
早
め
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
年
忌
正
当
年
に
あ
た
ら
れ
る

ご
先
祖
様
が
お
ら
れ
る
か
の
確
認
は
、

寺
へ
電
話
で
お
尋
ね
く
だ
さ
る
か
、
年

忌
操
出
（
ね
ん
き
く
り
だ
し
）
を
本
堂

に
張
り
出
し
て
い
ま
す
の
で
、
寺
に
お

越
し
の
際
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

年
明
け
に
は
個
別
に
通
知
を
差
し
上
げ

ま
す
。

【
平
成
21
年
度
年
回
表
】

●
一
周
忌
　
　
　
平
成
20
年
沒

●
三
回
忌
　
　
　
平
成
19
年
沒

●
七
回
忌
　
　
　
平
成
15
年
沒

●
十
三
回
忌
　
　
平
成
9
年
沒

●
十
七
回
忌
　
　
平
成
5
年
沒

●
二
十
五
回
忌
　
昭
和
60
年
沒

●
三
十
三
回
忌
　
昭
和
52
年
沒

●
五
十
回
忌
　
　
昭
和
35
年
沒

●
百
回
忌
　
　
　
明
治
43
年
沒

  

平
成
二
十
一
年
度

年
忌
法
要

ご
案
内
　

　
行
く
年
来
る
年
、
大
晦
日
は
除
夜
の

鐘
を
撞
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
今
年
も
大

晦
日
に
は
、
お
参
り
の
皆
さ
ん
に
よ
っ

て
除
夜
の
鐘
が
撞
か
れ
ま
す
。
除
夜
と

は
、除
日
（
じ
ょ
じ
つ
）
の
夜
と
い
い
、

旧
年
を
除
く
日
と
辞
書
に
は
あ
り
ま

す
。そ
の
夜
に
鳴
ら
す「
除
夜
の
鐘
」は
、

年
を
越
す
に
あ
た
り
人
の
心
に
あ
る

百
八
つ
の
煩
悩
を
清
ら
か
な
鐘
の
響
き

で
鎮
め
、
新
し
い
気
持
ち
で
新
年
を
迎

え
よ
う
と
す
る
仏
事
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
12
月
31
日
（
水
）
の
午
後
11
時
45
分

頃
か
ら
撞
き
始
め
る
予
定
で
す
。本
堂
、

薬
師
堂
へ
の
お
参
り
も
で
き
ま
す
。
温

か
い
飲
み
物
な
ど
も
用
意
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

   

除
夜
の
鐘

　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
十
一
時
四
十
五
分
頃
撞
き
始
め

お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
松
禪
寺
霊
園

で
の
建
立
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
詳
細

に
つ
い
て
総
代
か
お
寺
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

お
知
ら
せ

＆
お
願
い


