
金
剛
寳
戒
寺
便
り
三
月
一
日
発
行 

第
十
二
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
よ
う
や
く
春
め

い
て
来
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
寒
い
日
も
有
り
ま
す
が

朝
晩
の
鐘
つ
き
を
し
て
い
ま
す
と
、
陽
が
長
く
な
っ

た
の
を
感
じ
ま
す
。
花
粉
症
の
方
に
と
っ
て
は
辛
い

季
節
で
す
が
、
早
め
の
対
策
が
一
番
効
果
が
あ
る
そ

う
で
す
。 

さ
て
、
い
よ
い
よ
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。
来
月
は

高
野
山
開
創
千
二
百
年
記
念
大
法
会
団
体
参
拝
で
す
。

募
集
を
お
願
い
し
た
時
に
は
随
分
と
先
の
事
の
様
に

思
い
ま
し
た
が
、
準
備
は
着
実
に
進
ん
で
い
ま
す
。

四
月
号
で
の
報
告
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
て
下
さ
い
。 

二
月
の
上
旬
に
福
岡
青
年
教
師
会
の
御
祝
い
が
あ

り
久
々
に
福
岡
へ
行
っ
て
来
ま
し
た
。
道
中
か
ね
て

よ
り
行
っ
て
み
た
か
っ
た
観
世
音
寺
に
お
参
り
し
て

来
ま
し
た
。
観
世
音
寺
は
太
宰
府
に
あ
る
天
台
宗
の

お
寺
で
す
が
、
天
智
天
皇
が
母
親
の
斉
明
天
皇
の
追

善
供
養
の
た
め
に
七
世
紀
後
半
に
建
て
ら
れ
た
お
寺

で
す
。
奈
良
の
東
大
寺
、
栃
木
の
下
野
薬
師
寺
と
共

に
「
天
下
三
戒
壇
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
九

州
で
も
有
数
の
古
刹
で
す
。
現
在
残
る
建
物
は
近
世

の
再
建
で
昔
の
面
影
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
宝
物

館
に
安
置
さ
れ
て
い
る
寺
宝
は
当
に
圧
巻
で
す
。
奈

良
の
古
寺
に
も
負
け
な
い
作
風
で
本
当
に
感
動
し
ま

し
た
。
遣
唐
使
船
で
帰
朝
し
た
お
大
師
様
が
滞
在
し

て
居
ら
れ
た
の
も
納
得
出
来
ま
す
。
太
宰
府
天
満
宮

か
ら
も
遠
く
有
り
ま
せ
ん
の
で
是
非
行
か
れ
て
み
て

下
さ
い
。 

ま
た
、
す
ぐ
傍
に
あ
る
九
州
国
立
博
物
館
で
あ
っ

た
「
古
代
日
本
と
百
済
の
交
流
」
展
に
も
立
ち
寄
り

ま
し
た
。
昨
今
で
は
朝
鮮
半
島
、
中
国
と
の
国
交
が

上
手
く
い
っ
て
ま
せ
ん
が
、
改
め
て
日
本
文
化
へ
の

影
響
の
大
き
さ
を
再
確
認
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
素

晴
ら
し
い
展
示
品
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中

で
も
印
象
的
だ
っ
た
の
が
金
、
銀
、
銅
で
出
来
た
三

種
類
か
ら
な
る
三
重
構
造
の
「
舎
利
容
器
」
で
し
た
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
舎
利
と
は
お
釈
迦
様
の
お
骨
の

こ
と
で
す
。
容
器
は
と
て
も
小
さ
く
シ
ン
プ
ル
で
し

た
が
美
し
く
均
整
の
と
れ
た
作
品
で
し
た
。
お
釈
迦

様
の
入
滅
後
千
年
以
上
経
っ
て
の
宝
物
で
す
が
、
舎

利
を
ど
れ
だ
け
大
切
に
さ
れ
て
い
た
の
か
、
名
も
な

き
作
者
の
気
品
と
思
い
入
れ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

我
々
が
お
骨
を
大
切
に
す
る
ル
ー
ツ
も
こ
こ
に
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
他
に
も
念
持
仏
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
端
正
な
お
姿
の
如
来
像
な
ど
も
拝
観
出
来
、

と
て
も
有
意
義
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。 

今
月
末
に
は
布
教
研
修
会
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。

九
州
各
県
が
持
ち
回
り
で
当
番
に
な
る
の
で
す
が
、

今
年
は
大
分
が
担
当
で
別
府
で
あ
り
ま
し
た
。 

初
日
の
講
演
は
南
こ
う
せ
つ
さ
ん
の
お
兄
さ
ん
で

も
あ
る
、
南
慧
昭
和
尚
と
音
楽
療
法
士
の
黒
田
恵
子

さ
ん
、
古
江
範
子
さ
ん
で
し
た
。
南
さ
ん
は
「
歌
説

法
」
と
い
う
独
自
の
講
演
で
有
名
で
す
の
で
ご
存
じ

の
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
流
石
に
歌
が
お

上
手
で
し
た
。 

音
楽
療
法
と
は
「
音
楽
の
持
つ
生
理
的
、
心
理
的
、

社
会
的
働
き
を
心
身
の
障
害
の
回
復
、
機
能
の
維
持

改
善
、
生
活
の
質
の
向
上
、
行
動
の
内
容
な
ど
に
向

け
て
、
意
図
的
計
画
的
に
行
わ
れ
る
治
療
方
法
」
だ

そ
う
で
す
。
効
果
と
し
て
は
①
回
想
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
促
進
②
誤
嚥
予
防
③
発
生
・
発
語
の
訓

練
④
発
散
⑤
脳
の
活
性
化
。
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

実
際
に
歌
な
ど
を
歌
い
な
が
ら
実
習
を
受
け
た
の
で

す
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
効
用
を
感
じ
ま
し
た
。
希

望
者
が
多
け
れ
ば
当
山
で
も
講
演
を
し
て
頂
こ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

二
日
目
は
二
十
代
と
三
十
代
の
若
手
青
年
僧
に
よ

る
布
教
実
習
で
し
た
。
お
坊
さ
ん
の
前
で
法
話
を
す

る
と
い
う
の
が
一
番
緊
張
す
る
の
で
す
が
、
額
に
汗

を
か
き
な
が
ら
、
持
ち
時
間
一
杯
、
一
生
懸
命
に
話

を
す
る
姿
に
は
胸
を
打
た
れ
、
初
心
の
大
切
さ
を
痛

感
致
し
ま
し
た
。
私
も
も
っ
と
精
進
し
よ
う
と
胸
に

誓
い
ま
し
た
。 

四
月
八
日
は
お
花
ま
つ
り
で
す
。
当
山
で
は
旧
暦

で
行
い
ま
す
が
、
お
釈
迦
様
は
生
ま
れ
て
直
ぐ
に
七

歩
歩
い
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
言
わ
れ
た
そ

う
で
す
。
訳
す
の
で
あ
れ
ば
「
大
宇
宙
で
我
々
人
間

だ
け
に
、
た
っ
た
一
つ
の
尊
い
使
命
、
目
的
が
あ
る
」

（
私
た
ち
人
間
だ
け
が
果
た
せ
る
尊
い
使
命
目
的
が

あ
る
の
だ
）
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
一
人

一
人
の
使
命
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？ 

昨
今
、
悲
惨
な
事
件
、
社
会
問
題
が
勃
発
し
て
い

ま
す
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

相
手
を
認
め
合
い
、
違
い
を
理
解
し
あ
う
多
神
教
の

仏
教
の
思
想
を
も
っ
と
広
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
布
教
研
修
の
中
で
思
い
ま
し
た
。 

合
掌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


