
金
剛
寳
戒
寺
便
り
十
一
月
一
日
発
行 

第
八
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
秋
も
す
っ
か
り

深
ま
り
、
朝
晩
の
鐘
つ
き
の
時
間
も
暗
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
日
中
と
の
気
温
差
も
大
き
い
で
す
が
体
調

を
崩
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。 

さ
て
、
先
月
ご
紹
介
し
ま
し
た
高
野
山
結
縁
行
脚

の
詳
細
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
改
め
て
ご
報
告
い
た

し
ま
す
。 

日
に
ち 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日
（
水
曜
日
） 

時 

間 

午
後
一
時
三
十
分
よ
り
四
時
頃
ま
で 

場 

所 

金
剛
寳
戒
寺 

本
堂
に
於
い
て 

 

内
容
は
「
お
大
師
様
～
弘
法
大
師
空
海
一
代
記
～
」

の
深
見
博
さ
ん
に
よ
る
紙
芝
居
。「
祈
念
三
鈷
本
尊
」

と
、
高
野
山
の
霊
木
を
彫
っ
た
全
長
一
メ
ー
ト
ル
の

大
三
鈷
杵
（
さ
ん
こ
し
ょ
う
）
｛
撫
で
三
鈷
｝
そ
し

て
奥
之
院
で
永
き
星
霜
を
護
り
続
け
る
「
不
滅
の
聖

燈
」
を
お
迎
え
し
て
の
「
千
巻
心
経
」
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
夕
方
四
時
に
は
終
了
の
予
定
で
す
。 

 

一
応
こ
こ
ま
で
を
高
野
山
結
縁
行
脚
の
法
要
と
し

て
終
わ
り
ま
す
が
、
お
題
目
に
も
有
る
よ
う
に
「
行

脚
」
で
す
の
で
次
の
会
所
と
な
る
荷
揚
町
の
福
寿
院

ま
で
希
望
者
の
方
と
約
四
キ
ロ
の
道
の
り
を
行
脚
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
強
制
で
は
有
り
ま
せ
ん
し
、

途
中
ま
で
で
も
結
構
で
す
の
で
興
味
の
あ
る
方
、
少

し
迷
っ
て
い
て
当
日
の
体
調
で
決
め
た
い
方
な
ど
は

歩
き
や
す
い
靴
と
服
装
で
い
ら
し
て
下
さ
い
。
き
っ

と
良
い
記
念
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
日
中
の
法

要
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
日
の
天
候
に
よ
っ
て
は
気

温
が
さ
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
温
か
い
服
装

で
お
参
り
下
さ
い
。
本
堂
に
は
ス
ト
ー
ブ
と
椅
子
席

も
用
意
す
る
予
定
で
す
。
お
檀
家
様
に
限
り
ま
せ
ん

の
で
沢
山
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

尚
、
高
野
山
結
縁
行
脚
は
平
成
二
十
六
年
四
月
六

日
の
北
海
道
を
皮
切
り
に
平
成
二
十
七
年
四
月
二
日

の
高
野
山
開
創
法
会
開
白
ま
で
全
国
を
行
脚
し
て
お

り
、
そ
の
様
子
は
各
支
所
ご
と
に
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

で
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
出
来
る

環
境
に
有
る
方
は
『
高
野
山
結
縁
行
脚
』
で
検
索
し

て
み
て
下
さ
い
。
お
迎
え
の
仕
方
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す

が
雰
囲
気
が
伝
わ
る
と
思
い
ま
す
。 

ち
な
み
に
三
鈷
杵
と
は
密
教
法
具
の
一
つ
で
金
剛

杵
の
一
種
で
す
。
も
と
も
と
は
イ
ン
ド
で
の
狩
猟
の

時
に
使
わ
れ
る
武
器
で
し
た
が
「
強
い
も
の
」
「
堅

固
な
も
の
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
魔
を
打
ち

砕
く
武
器
。
悟
り
を
妨
げ
る
も
の
を
払
う
と
い
う
意

味
に
転
じ
、
法
具
と
な
り
ま
し
た
ま
し
た
。
こ
れ
を

持
て
ば
障
難
を
防
ぎ
祈
願
を
成
就
出
来
る
と
説
か
れ

密
教
で
は
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。 

月
参
り
に
伺
っ
て
い
る
と
お
墓
の
卒
塔
婆
を
お
焚

き
上
げ
し
て
欲
し
い
と
お
願
い
さ
れ
る
事
が
有
り
ま

す
。
以
前
は
二
、
三
カ
月
に
一
度
は
卒
塔
婆
の
お
焚

き
上
げ
や
供
花
な
ど
を
お
墓
の
入
り
口
で
燃
や
し
て

い
た
の
で
す
が
、
自
然
環
境
へ
の
懸
念
や
御
近
所
へ

の
配
慮
か
ら
小
ま
め
に
お
焚
き
上
げ
を
し
難
い
状
態

に
な
っ
て
い
ま
す
。
十
二
月
三
十
一
日
の
除
夜
の
鐘

つ
き
の
折
に
は
市
役
所
等
に
も
通
知
を
出
し
て
「
ど

ん
と
焼
き
」
を
し
ま
す
。
そ
の
時
に
今
ま
で
に
た
ま

っ
た
御
札
や
卒
塔
婆
も
お
経
を
あ
げ
て
お
焚
き
上
げ

し
ま
す
の
で
も
う
暫
く
お
墓
に
置
い
と
い
て
下
さ
い
。

ま
た
、
除
夜
の
鐘
つ
き
の
時
に
は
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
御
本
尊 

大
日
如
来
様
も
御
開

帳
さ
れ
ま
す
の
で
お
参
り
に
い
ら
し
て
下
さ
い
。 

早
い
も
の
で
来
月
は
師
走
で
す
。
厄
除
け
星
祭
り

の
お
札
を
お
配
り
す
る
の
は
二
月
で
す
が
御
札
書
き

は
年
明
け
の
一
月
か
ら
始
め
ま
す
。
子
供
さ
ん
お
孫

さ
ん
が
生
ま
れ
た
、
結
婚
さ
れ
た
な
ど
変
更
が
有
る

方
は
早
め
に
教
え
て
下
さ
る
と
助
か
り
ま
す
。
来
年

の
厄
年
等
は
来
月
の
お
便
り
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

す
。 夜

長
の
秋
に
竹
内
信
夫
著
書
の
「
空
海
の
思
想
」

と
い
う
本
を
手
に
し
て
み
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
文

学
・
思
想
を
専
門
に
研
究
さ
れ
て
い
る
東
京
大
学
大

学
院
教
授
の
筆
者
が
、
こ
れ
ま
で
の
信
仰
と
し
て
「
お

大
師
様
」
の
側
面
で
は
な
く
学
術
の
面
か
ら
「
空
海
」

の
思
想
を
説
い
て
お
り
、
興
味
深
く
久
し
ぶ
り
に
本

を
読
ん
で
い
ま
す
。 

毎
日
の
お
勤
め
で
は
必
ず
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」

と
御
唱
え
し
ま
す
が
、
皆
さ
ん
は
「
お
大
師
様
」
の

事
を
ど
の
位
ご
存
知
で
す
か
？
結
縁
行
脚
で
の
紙
芝

居
は
高
野
山
高
校
の
宗
教
行
道
部
の
部
員
が
作
成
し

た
も
の
を
大
人
の
鑑
賞
に
も
堪
え
得
る
内
容
に
編
集

し
、
侮
る
事
の
出
来
な
い
出
来
栄
え
に
な
っ
て
お
り

こ
れ
ま
で
の
講
演
で
も
大
変
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
童
心
に
帰
り
ご
覧
下
さ
い
。 

 
 
 

合
掌 


