
金
剛
寳
戒
寺
便
り 

十
月
一
日
発
行 

第
七
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
春
が
来
た
。
夏

が
来
た
。
冬
が
来
た
と
は
言
い
ま
す
が
、
秋
が
来
た

と
は
言
い
ま
せ
ん
ね
。
秋
が
来
た
。
は
夏
が
終
わ
っ

た
で
代
用
さ
れ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
？
お
寺
は
虫
の

音
が
代
わ
り
金
木
星
が
香
り
、
芙
蓉
が
彩
り
を
添
え

て
く
れ
て
い
ま
す
。
季
節
の
移
り
変
わ
り
の
あ
る
日

本
は
幸
せ
で
す
ね
。 

金
剛
宝
戒
寺
の
北
西
に
衣
ケ
池
と
呼
ば
れ
る
池
が

あ
る
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？
今
で
は
畳
三
畳
も

な
い
程
の
大
き
さ
の
池
で
す
が
、
先
代
の
住
職
が
小

さ
か
っ
た
頃
は
泳
ぐ
事
が
出
来
る
ほ
ど
大
き
か
っ
た

そ
う
で
す
。
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
池
で
す
が
、

ど
ん
な
に
渇
水
に
な
っ
て
も
池
の
水
が
枯
れ
た
事
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
池
が
「
衣
ケ
池
」
と
呼
ば
れ
る

ゆ
え
ん
は
、
そ
の
昔
お
大
師
様
。
弘
法
大
師
空
海
が

そ
の
池
の
水
で
衣
を
洗
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。 

お
大
師
様
が
活
躍
さ
れ
た
の
は
今
か
ら
お
よ
そ
一

二
〇
〇
年
前
の
平
安
時
代
で
す
。
今
の
よ
う
に
飛
行

機
や
新
幹
線
、
高
速
道
路
も
無
い
時
代
で
す
が
全
国

各
地
に
お
大
師
様
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
歴
史
的
に
は
そ
こ
の
場
所
に
お
大
師
様
は

立
ち
寄
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
？
と
思
わ
れ
る
所
に

も
多
く
の
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

お
大
師
様
が
太
宰
府
に
滞
在
さ
れ
た
の
は
歴
史
的

事
実
で
す
が
豊
後
の
国
を
訪
れ
た
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
。
で
も
一
二
〇
〇
年
前
に
お
大
師
様
が
私
た
ち
の

お
寺
に
も
お
立
ち
寄
り
に
な
り
、
衣
を
洗
っ
た
と
聞

く
と
、
普
段
私
た
ち
が
お
参
り
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て

い
る
御
本
尊
様
に
も
お
大
師
様
は
き
っ
と
手
を
合
わ

せ
た
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
ふ
と
そ
の
情
景

を
目
に
想
い
浮
か
べ
る
だ
け
で
ロ
マ
ン
を
感
じ
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。
今
と
な
っ
て
は
史
実
を
確
か
め
る
方

法
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
九
州
滞
在
中
に
お
大
師
様
が

お
寺
の
門
を
く
ぐ
ら
れ
た
と
願
い
た
い
も
の
で
す
。 

高
野
山
に
も
多
く
の
伝
承
が
あ
る
の
で
す
が
、
高

野
山
の
伽
藍
内
、
金
堂
と
御
影
堂
の
間
に
「
三
鈷
の

松
」
と
呼
ば
れ
る
松
の
木
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
逸

話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

密
教
を
学
ぶ
た
め
に
遣
唐
使
船
に
乗
り
中
国
へ
留

学
さ
れ
て
い
た
お
大
師
様
が
、
唐
よ
り
帰
国
さ
れ
る

折
、
明
州
の
浜
よ
り
真
言
密
教
を
ひ
ろ
め
る
に
ふ
さ

わ
し
い
場
所
を
求
め
る
た
め
、
日
本
へ
向
け
て
三
鈷

杵
（
さ
ん
こ
し
ょ
う
）
と
呼
ば
れ
る
法
具
を
投
げ
た

と
こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
紫
雲
（
し
う
ん
）
た
な
び
き
、

雲
に
乗
っ
て
日
本
へ
向
け
て
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。

後
に
お
大
師
さ
ま
が
高
野
山
近
辺
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、

狩
人
か
ら
夜
な
夜
な
光
を
放
つ
松
が
あ
る
と
の
こ
と

を
聞
き
。
早
速
そ
の
松
へ
行
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は
唐
よ
り
お
大
師
様
が
投
げ
た
三
鈷
杵
が
引
っ
か
か

っ
て
お
り
、
お
大
師
さ
ま
は
こ
の
地
こ
そ
密
教
を
ひ

ろ
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
土
地
で
あ
る
と
決
心
さ
れ
弘

仁
七
年
（
八
一
六
）
六
月
十
九
日
、
修
禅
の
道
場
と

し
て
高
野
山
の
下
賜
を
嵯
峨
天
皇
に
請
い
、
七
月
八

日
に
は
、
高
野
山
を
下
賜
す
る
旨
勅
許
を
賜
り
伽
藍

の
建
立
に
着
手
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
松
は
三
鈷
杵
と
同
じ
く
三
葉
の
松
で
あ
り
、

「
三
鈷
の
松
」
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在

で
は
参
詣
者
の
方
々
が
、
縁
起
物
と
し
て
松
の
葉
の

落
ち
葉
を
持
ち
帰
り
、
お
守
り
と
し
て
大
切
に
さ
れ

て
い
ま
す
。 

来
年
一
二
〇
〇
年
を
迎
え
る
高
野
山
御
開
創
の
礎

と
な
る｢

飛
行
三
鈷
杵｣

の
伝
承
は
、
今
日
も
後
人
弟

子
達
に
よ
っ
て
大
切
に
語
り
継
が
れ
て
お
り
、
お
大

師
さ
ま
が
念
じ
ら
れ
る
御
開
創
の
目
的
と
な
る
祈
り

が
続
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
三
鈷
杵
を
模
し
た
「
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
（
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
」
が
高
野
山
結
縁
行
脚

と
し
て
全
国
を
廻
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
年
末
の
十

二
月
三
日
に
金
剛
宝
戒
寺
に
も
お
立
ち
寄
り
に
な
る

こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。
地
方
寺
院
に
て
結
縁
行
脚

を
お
迎
え
出
来
る
お
寺
は
多
く
有
り
ま
せ
ん
の
で
、

こ
れ
を
記
念
し
て
例
年
は
十
二
月
二
十
一
日
に
行
っ

て
い
ま
す
千
巻
心
経
を
こ
の
日
に
合
わ
せ
て
行
い
た

く
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

来
年
の
四
月
に
団
体
参
拝
で
高
野
山
に
上
が
れ
な

い
方
も
高
野
山
の
霊
木
「
撫
で
三
鈷
」
に
触
れ
て
高

野
山
と
の
ご
縁
、
お
大
師
様
と
の
ご
縁
を
結
ん
で
頂

き
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

お
檀
家
様
か
ら
ご
要
望
の
多
い
納
骨
堂
の
建
設
を

検
討
し
て
お
り
ま
す
。
ご
意
見
、
御
希
望
、
質
問
な

ど
有
り
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
下
さ
る
と
幸
い
で
す
。 
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掌 


