
金
剛
寳
戒
寺
便
り 

八
月
一
日
発
行 

第
五
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
つ
い
こ
の
前
お

正
月
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
も
う
お
盆
で
す
。
年
が
明

け
て
か
ら
こ
の
時
期
を
迎
え
る
の
が
年
々
早
く
な
っ

て
い
る
気
が
致
し
ま
す
。 

日
本
の
行
事
お
盆
の
起
源
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、

日
本
古
来
か
ら
あ
る
先
祖
を
敬
う
風
習
と
先
月
の
お

話
に
も
出
て
き
た
安
居(

あ
ん
ご)
の
最
後
の
日
、
旧

暦
七
月
十
五
日
を
盂
蘭
盆
と
呼
び
父
母
や
先
祖
の
霊

を
供
養
し
倒
懸
の
苦
か
ら
救
う
と
い
う
（
こ
れ
は
法

事
の
時
な
ど
に
行
う
施
餓
鬼
供
養
に
由
来
す
る
）
供

養
が
一
つ
に
な
っ
た
行
事
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

供
養
と
は
「
奉
仕
す
る
こ
と
。
も
ろ
も
ろ
の
物
を

供
え
て
回
向
す
る
こ
と
」
と
仏
教
大
事
典
に
は
あ
り

ま
す
。
私
は
皆
さ
ま
自
身
で
直
接
行
う
供
養
ほ
ど
功

徳
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
盆
の
お
墓

参
り
な
ど
は
親
御
様
だ
け
で
お
参
り
す
る
の
で
は
な

く
、
日
常
を
当
た
り
前
に
過
ご
せ
る
事
へ
の
感
謝
の

気
持
ち
を
持
っ
て
、
子
供
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
も
連
れ

添
っ
て
お
墓
な
ど
へ
お
参
り
下
さ
い
。 

金
剛
宝
戒
寺
で
は
毎
年
、
盆
月
の
八
月
二
十
一
日

に
千
巻
心
経
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
一
つ
の
珠
が
握

り
拳
ほ
ど
あ
る
大
き
な
お
念
珠
を
皆
さ
ん
で
般
若
心

経
を
あ
げ
な
が
ら
繰
り
ま
す
。
終
わ
っ
た
後
は
高
揚

感
も
あ
り
気
分
も
ス
ッ
キ
リ
し
ま
す
。
ま
だ
般
若
心

経
を
お
唱
え
出
来
な
い
方
も
大
丈
夫
で
す
の
で
安
心

し
て
ご
参
加
下
さ
い
。
私
の
子
供
も
参
加
さ
せ
て
頂

い
て
お
り
ま
す
。
時
間
は
夕
方
の
五
時
か
ら
で
す
。

（
例
年
は
七
時
か
ら
し
て
い
ま
し
た
の
で
気
を
つ
け

て
下
さ
い
） 

そ
し
て
千
巻
心
経
の
後
は
十
九
時
よ
り
お
寺
の
境

内
に
て
盆
踊
り
を
催
し
ま
す
。
盆
踊
り
の
前
に
は
略

施
餓
鬼
供
養
も
行
い
ま
す
の
で
、
特
に
今
年
初
盆
を

迎
え
る
方
は
お
位
牌
を
持
っ
て
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

き
っ
と
良
い
ご
供
養
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
子
供
さ

ん
達
に
も
お
菓
子
な
ど
の
粗
供
養
（
お
み
や
げ
）
が

用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。 

月
参
り
に
伺
っ
て
い
る
お
檀
家
様
は
ご
存
知
の
事

で
す
が
、
来
年
高
野
山
は
お
大
師
さ
ま
が
お
開
き
に

な
っ
て
千
二
百
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
ビ
ー

コ
ン
プ
ラ
ザ
で
の
声
明
演
劇
公
演
や
石
灯
籠
の
奉
納

な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
い
よ
い
よ
来
年
は
団

体
参
拝
を
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
期
日
は
平
成

二
十
七
年
四
月
二
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
四
月
二
十

五
日
（
土
曜
日
）
ま
で
の
四
泊
五
日(

う
ち
船
中
泊
二

日)

で
す
。
少
し
期
間
が
長
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
出
発
の
日
は
十
八
時
集
合
で
二
十
五
日

は
朝
の
八
時
に
は
解
散
と
な
り
ま
す
。 

今
回
の
団
参
は
大
分
か
ら
二
〇
〇
名
、
金
剛
宝
戒

寺
か
ら
は
三
十
五
名
の
参
加
者
を
募
っ
て
い
ま
す
。

残
り
六
名
の
枠
が
あ
り
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方

ご
縁
の
あ
る
方
は
お
寺
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
も
ち

ろ
ん
私
も
参
拝
致
し
ま
す
。
参
拝
旅
行
代
金
は
七
万

三
千
円
（
献
香
料
、
灌
頂
入
檀
料
、
観
心
寺
等
の
拝

観
料
込
み
）
で
す
。 

今
回
の
見
所
は
高
野
山
に
上
が
る
前
に
高
野
山
と

ゆ
か
り
の
あ
る
観
心
寺
と
丹
生
津
都
比
売
神
社
に
参

拝
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
柴
燈
護
摩(

火
渡
り)

を
行

い
、
体
を
清
め
て
か
ら
高
野
山
の
宿
坊
へ
と
向
か
い

ま
す
。
翌
日
は
秘
仏
薬
師
如
来
が
ご
開
帳
さ
れ
て
い

る
金
堂
に
て
法
要
、
結
縁
灌
頂
を
行
い
奥
之
院
参
拝

の
途
中
に
石
灯
籠
の
拝
観
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
終
日
は
有
馬
温
泉
に
宿
泊
を
し
て
大
阪
観
光
を
し

て
帰
路
と
な
る
予
定
で
す
。 

弘
法
大
師
様
に
よ
る
御
開
創
以
来
、
真
言
の
法
燈

は
連
綿
と
輝
き
檀
信
徒
様
の
信
仰
篤
く
、
平
成
十
六

年
に
は
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
と
し
て
世
界
文

化
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
、
広
く
世
界
の
仏
都
と
し
て

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
五
十
年
に

一
度
の
大
法
要
で
す
。
こ
の
千
載
一
遇
の
勝
縁
を
喜

び
、
心
か
ら
弘
法
大
師
の
御
遺
徳
を
顕
彰
し
、
甚
深

の
功
徳
を
積
ん
で
頂
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。 

昨
日
は
高
野
山
で
修
行
時
代
の
友
人
の
晋
山(

住

職
就
任)

祝
い
で
し
た
。
今
は
帰
り
の
新
幹
線
の
中
で

お
便
り
を
書
い
て
い
ま
す
。
心
許
せ
る
友
人
も
お
互

い
確
実
に
年
を
重
ね
会
話
の
内
容
も
変
わ
っ
て
き
ま

し
た
が
、
祖
山
を
憂
い
自
坊
を
思
う
気
持
ち
は
皆
同

じ
で
し
た
。
大
切
に
し
た
い
仲
間
た
ち
で
す
。 

九
月
は
秋
の
お
彼
岸
に
な
り
ま
す
。「
暑
さ
寒
さ
も

彼
岸
ま
で
」
と
言
い
ま
す
が
秋
の
風
が
待
ち
遠
し
い

で
す
。
お
彼
岸
の
お
参
り
の
確
認
は
十
日
頃
か
ら
お

願
い
致
し
ま
す
。
今
年
は
熱
中
症
の
被
害
も
多
く
も

聞
き
ま
す
。
夜
中
に
目
が
覚
め
る
か
ら
と
い
っ
て
水

分
補
給
を
減
ら
す
こ
と
な
く
、
こ
ま
め
に
お
茶
な
ど

を
飲
ん
で
し
っ
か
り
と
食
事
を
と
り
暑
い
夏
を
乗
り

切
り
ま
し
ょ
う
。 
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