
金
剛
寳
戒
寺
便
り
二
月
一
日
発
行 

第
十
一
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
一
年
で
一
番
寒

い
時
期
で
す
が
庭
の
梅
の
蕾
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
立
春
も
過
ぎ
る
と
陽
が
長
く
な
る
の

を
感
じ
ま
す
。
春
は
そ
こ
ま
で
来
て
い
ま
す
。 

三
月
二
十
一
日
は
何
の
日
だ
か
御
存
知
で
す
か
？

正
御
影
供
（
し
ょ
う
み
え
く
）
と
呼
ば
れ
、
お
大
師

様
、
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
が
高
野
山
の
奥
の
院
に
御

入
定
さ
れ
た
日
に
な
り
ま
す
。
高
野
山
で
は
毎
年
、

新
暦
と
旧
暦
の
二
回
に
わ
た
り
全
山
住
職
を
あ
げ
て

お
大
師
様
に
報
恩
を
捧
げ
る
事
か
ら
も
、
最
も
大
事

に
さ
れ
て
い
る
法
会
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

こ
の
日
に
は
お
大
師
さ
ま
の
身
代
わ
り
と
し
て
一

年
間
に
わ
た
り
高
野
山
の
重
要
な
法
会
の
御
導
師
を

お
勤
め
に
な
る
「
法
印
御
房
」
が
御
出
仕
な
さ
れ
、

信
者
の
方
も
大
勢
参
列
し
非
常
に
華
や
か
な
法
会
と

な
り
ま
す
。
御
影
供
は
お
大
師
さ
ま
が
御
入
定
さ
れ

て
七
十
六
年
目
の
延
喜
十
年
（
九
一
〇
年
）
三
月
二

十
一
日
、
京
都
の
東
寺
（
と
う
じ
）
に
あ
り
ま
す
「
潅

頂
院
（
か
ん
ぢ
ょ
う
い
ん
）」
と
い
う
お
堂
に
て
、
当

時
の
長
者
（
一
番
偉
い
方
）
観
賢
僧
正
（
か
ん
げ
ん

そ
う
じ
ょ
う
）
が
お
始
め
に
な
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、

高
野
山
で
は
そ
れ
よ
り
遅
れ
て
久
安
四
年
（
一
一
四

八
年
）
三
月
二
十
一
日
に
金
剛
・
胎
蔵
の
両
秘
法
を

修
法
し
て
報
恩
を
捧
げ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
現
在
で
は
御
衣
（
ぎ
ょ
い
）
の
お
寺
と
し
て
有

名
な
寶
龜
院
（
ほ
う
き
い
ん
）
様
よ
り
、
金
剛
峯
寺

へ
従
者
と
共
に
唐
櫃
に
て
「
御
衣
」
を
奉
持
し
ま
す
。

金
剛
峯
寺
で
は
本
山
の
重
役
を
初
め
、
執
行
代
（
し

ぎ
ょ
う
だ
い
）
と
呼
ば
れ
る
方
が
お
ま
ち
う
け
し
ま

す
。
金
剛
峯
寺
に
運
ば
れ
た
「
御
衣
」
は
一
端
持
仏

間
（
じ
ぶ
つ
＝
お
寺
の
先
住
様
の
ご
位
牌
や
仏
様
を

お
ま
つ
り
し
て
い
る
部
屋
）
の
前
の
浄
薦
の
上
に
蓋

を
開
け
て
置
か
れ
、
御
法
楽
（
仏
様
に
お
経
を
読
ん

で
捧
げ
る
）
を
し
ま
す
。
続
い
て
先
の
執
行
代
様
が

目
録
と
中
身
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
確
認
し
、
す
ぐ
に

寶
龜
院
様
と
先
の
従
者
と
共
に
奥
之
院
へ
向
か
い
ま

す
。
奥
之
院
に
着
け
ば
燈
籠
堂
正
面
に
唐
櫃
を
安
置

し
、
た
だ
ち
に
執
行
代
様
が
ご
供
養
の
た
め
に
一
座

の
修
法
を
さ
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
九
時
か
ら
引
き
続
い
て
本
番
の
「
正
御
影

供
」
を
執
行
し
、
懇
ろ
に
供
養
さ
れ
た
唐
櫃
の
中
の

「
御
衣
」
は
再
び
従
者
と
共
に
今
度
は
御
影
堂
（
み

え
ど
う
）
へ
向
か
い
ま
す
。
そ
う
し
て
御
影
堂
に
着

い
た
「
御
衣
」
は
御
影
堂
の
内
々
陣
（
お
堂
の
一
番

奥
の
と
こ
ろ
）
に
安
置
さ
れ
、
一
年
間
に
わ
た
り
供

養
が
続
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
御
衣
は
来
年
の
法
印
御

房
が
お
め
し
に
な
り
ま
す
。（
高
野
山
Ｈ
Ｐ
よ
り
抜
粋
） 

今
年
は
高
野
山
開
創
一
二
〇
〇
年
に
も
当
た
り
ま

す
の
で
例
年
以
上
の
参
拝
者
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

都
合
の
つ
く
方
は
是
非
お
参
り
し
て
み
て
下
さ
い
。 

因
み
に
二
月
十
五
日
は
お
釈
迦
様
が
入
滅
さ
れ
た

日
に
あ
た
り
涅
槃
会
（
ね
は
ん
え
）
と
呼
ば
れ
る
法

会
が
夜
通
し
で
行
わ
れ
ま
す
。「
涅
槃
」
と
は
悟
り
の

境
界
の
事
で
高
野
山
で
は
常
楽
会
（
じ
ょ
う
ら
く
え
）

と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、
釈
尊
の
徳
を
讃
え
る
法
要
で

す
。
何
も
不
自
由
の
な
い
釈
迦
族
の
王
子
と
し
て
生

ま
れ
た
お
釈
迦
様
は
二
十
九
歳
で
出
家
さ
れ
三
十
五

歳
の
時
に
菩
提
樹
の
木
の
下
で
悟
り
を
開
か
れ
て
、

そ
れ
か
ら
入
滅
さ
れ
る
八
十
歳
ま
で
の
間
、
悩
み
苦

し
む
民
衆
の
為
に
説
法
を
説
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
お

り
ま
す
。 

十
五
年
ほ
ど
前
ま
で
は
当
山
に
も
巡
廻
布
教
の
先

生
に
来
て
頂
き
説
法
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
。

か
ね
て
よ
り
希
望
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
本
年
よ

り
再
興
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
の
で
御
案
内
致
し

ま
す
。 日

に
ち 

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日
（
月
曜
日
） 

時 

間 

午
後
二
時
三
十
分
時
よ
り
約
一
時
間 

場 

所 

金
剛
宝
戒
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私
は
今
回
法
話
を
し
て
下
さ
る
、
長
尾
先
生
と
は

直
接
的
に
は
面
識
は
な
い
の
で
す
が
、
高
野
山
で
の

修
業
中
に
布
教
を
教
え
て
下
さ
っ
て
い
た
の
は
、
長

尾
先
生
の
お
父
様
で
し
た
の
で
、
時
間
の
流
れ
と
ご

縁
を
感
じ
ま
す
。
長
尾
先
生
は
昭
和
四
十
四
年
の
お

生
ま
れ
で
、
ま
だ
お
若
い
で
す
が
高
松
市
の
弘
憲
寺

の
第
十
七
世
住
職
と
し
て
、
ま
た
高
野
山
本
山
布
教

師
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
坊
で
は
悩
み

相
談
を
受
け
な
が
ら
ユ
ニ
ー
ク
な
行
事
も
さ
れ
て
お

り
、
地
元
西
日
本
放
送
ラ
ジ
オ
の
「
波
乗
り
ラ
ジ
オ
」

と
い
う
番
組
内
で
は
月
に
一
度
、
法
話
の
コ
ー
ナ
ー

を
担
当
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
今
回
は
御
法
話
の
み

で
す
の
で
四
時
に
は
解
散
と
な
り
ま
す
。
椅
子
席
も

用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
お
参
り
下
さ
い
。 

合
掌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


