
金
剛
寳
戒
寺
便
り
七
月
一
日
発
行 

第
十
六
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
気
が
付
け
ば
一

年
も
半
分
が
過
ぎ
ま
し
た
。
も
う
一
度
、
元
旦
の
気

持
ち
を
取
り
戻
し
、
残
り
半
年
の
目
標
を
掲
げ
る
の

も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

昨
年
も
お
願
い
を
い
た
し
ま
し
た
が
盆
月
の
大
掃

除
を
行
い
ま
す
。
時
間
に
都
合
の
つ
く
方
は
ご
協
力

を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

平
成
二
十
七
年
八
月
二
日
（
日
曜
日
） 

朝
六
時
か
ら
約
一
時
間
程
度 

本
堂
の
掃
除
並
び
に
境
内
の
草
取
り
な
ど 

以
前
に
も
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
身
体
を
も
っ
て

の
お
布
施
を
「
身
施
」（
し
ん
せ
）
と
申
し
ま
す
。
普

段
な
か
な
か
お
目
に
掛
か
れ
な
い
ご
子
息
様
や
お
嫁

様
に
も
参
加
を
頂
け
る
と
幸
い
で
す
。
雨
天
時
は
本

堂
の
掃
除
の
み
を
行
い
ま
す
。 

六
月
八
日
に
は
一
回
目
の
座
禅
体
験
会
を
行
い
ま

し
た
。
小
雨
の
降
る
中
で
し
た
が
三
十
名
以
上
の
参

加
を
頂
き
ま
し
た
。
参
加
者
の
中
に
は
座
禅
に
対
し

て
堅
苦
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
の
方
も
多
か
っ
た

よ
う
で
す
が
、
無
理
の
な
い
呼
吸
法
と
無
理
の
な
い

姿
勢
で
各
々
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
中
に
は
気
分

が
良
く
な
り
眠
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
方
も
い
ま
し
た

が
、
お
線
香
の
香
り
と
本
堂
の
静
け
さ
と
に
、
普
段

に
は
な
い
時
間
を
体
験
し
て
頂
き
ま
し
た
。 

不
眠
症
等
に
精
神
安
定
剤
も
否
定
は
し
ま
せ
ん
が
、

薬
に
は
多
少
な
り
と
も
副
作
用
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

点
、
座
禅
や
瞑
想
に
は
ま
ず
副
作
用
が
あ
り
ま
せ
ん
。

即
効
性
の
効
き
目
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

客
観
的
に
自
分
を
見
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。
お

釈
迦
様
も
苦
行
の
末
に
菩
提
樹
の
下
で
座
禅
（
瞑
想
）

を
行
い
覚
り
を
開
か
れ
ま
し
た
。
「
継
続
は
力
な
り
」

で
す
。
子
育
て
や
会
社
勤
め
で
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て

い
る
方
に
も
お
勧
め
で
す
。
二
回
目
の
座
禅
会
は
七

月
八
日
（
水
曜
日
）
午
後
三
時
か
ら
に
な
り
ま
す
。
興

味
の
あ
る
方
は
ご
参
加
下
さ
い
。 

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
在
家
の
皆
さ
ま
が
お
唱
え

す
る
お
経
本
に
「
仏
前
の
お
つ
と
め
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
仏
前
の
お
つ
と
め
」
を
私
は
お

葬
式
の
後
、
七
日
毎
に
続
く
お
逮
夜
（
七
日
参
り
）
で

四
十
九
日
ま
で
の
間
、
遺
族
の
方
々
と
一
緒
に
お
唱

え
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
身
近
に
あ
る
「
仏
前
の
お

つ
と
め
」
を
数
回
に
渡
り
簡
単
に
ご
説
明
い
た
し
ま

す
。 「

仏
前
の
お
つ
と
め
」
は
お
寺
の
ご
本
尊
様
や
お

家
の
お
仏
壇
の
御
前
で
、
我
々
が
謹
ん
で
お
勤
め
を

す
る
た
め
の
お
経
本
で
す
。
普
段
の
忙
し
い
暮
ら
し

の
中
で
も
、
こ
の
次
第
に
沿
っ
て
仏
様
や
ご
先
祖
様
、

ご
家
族
様
に
感
謝
の
念
を
も
っ
て
勤
行
す
る
と
、
深

い
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
ば
か
り
で
な
く
、
家
庭
の
円
満

や
病
気
平
癒
、
商
売
繁
盛
な
ど
様
々
な
ご
利
益
も
頂

け
ま
す
。 

仏
様
や
ご
先
祖
様
は
、
い
ま
生
き
て
い
る
私
た
ち

を
慈
悲
の
ま
な
ざ
し
で
見
つ
め
、
生
き
る
た
め
の
智

恵
を
授
け
て
下
さ
い
ま
す
。
こ
の
事
を
絵
空
事
で
は

な
く
実
感
と
し
て
感
じ
る
た
め
に
も
、
生
き
る
姿
勢

を
正
し
、
心
ゆ
た
か
な
毎
日
を
送
り
た
い
も
の
で
す
。 

そ
の
仏
前
の
お
つ
と
め
は
懺
悔
文
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

我
昔
所
造
諸
悪
業 

皆
由
無
始
貪
瞋
痴 

従
身
語
意
之
所
生 

一
切
我
今
皆
懺
悔 

意
訳
す
る
と
、「
私
も
私
の
父
母
も
そ
の
祖
父
母
も

知
ら
ぬ
間
に
貪
瞋
痴
の
煩
悩
に
よ
り
身
と
口
と
心
に

よ
る
罪
を
作
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
そ
の
罪
を
反

省
い
た
し
ま
す
。」
と
な
り
ま
す
。
貪
瞋
痴
と
は 

貪→

ど
ん
よ
く
な
心 

瞋→

腹
を
立
て
や
す
い
心 

痴→

ぐ
ち
っ
ぽ
い
心 

の
事
で
三
毒
と
も
言
い
ま
す
。
こ
の
三
毒
は
明
る
く

な
い
の
で
無
明
（
煩
悩
）
と
も
言
い
ま
す
。
こ
の
煩
悩

は
「
身
体
と
言
葉
と
心
」
で
現
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
作

っ
た
大
小
様
々
な
罪
を
省
み
て
懺
悔
す
る
文
で
す
。 

普
段
、
な
に
げ
な
く
お
唱
え
し
て
い
る
偈
文
で
す

が
改
め
て
読
み
返
す
と
、
と
て
も
内
容
が
ふ
か
い
で

す
ね
。「
仏
前
の
お
つ
と
め
」
が
必
要
な
方
は
お
声
か

け
下
さ
い
。 

解
っ
た
様
に
説
明
を
し
て
い
る
私
で
す
が
、
自
分

が
出
来
て
い
る
か
と
言
う
と
、
決
し
て
胸
を
張
っ
て

の
返
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
し
か
し
一
日
の
う
ち
で
一

秒
で
も
一
分
で
も
そ
の
時
間
を
長
く
持
て
る
よ
う
に

は
心
が
け
て
い
ま
す
。
そ
の
心
掛
け
が
積
み
重
ね
に

な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
昨
日
よ
り
も
今
日
、
今
日

よ
り
も
明
日
で
す
。
始
め
る
の
に
年
齢
は
関
係
あ
り

ま
せ
ん
。
一
日
で
も
長
く
、
頭
も
心
も
身
体
も
健
康

で
あ
る
為
に
は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
？ 
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