
七
歳
の
と
き

肥
後
国
の
大
慈

寺
に
入
り
、
道

元
禅
師
の
弟

子
、
寒
巌
義
尹

か
ん
が
ん
ぎ
い
ん

禅
師
に
つ
い
て

出
家
し
ま
し

た
。出

家
の
事
情

は
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
幼
い
頃
よ

り
仏
事
を
好
ん
だ
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
お
寺

の
小
僧
に
す
る
理
由
が

何
か
あ
っ
た
は
ず
で
す

が
。と

こ
ろ
で
そ
の
お
寺

に
寒
巌
禅
師
が
住
職
を

し
て
い
て
、
そ
の
教
育

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
萬
仲
少
年
に
と

ま
ん
ち
ゅ
う

っ
て
大
へ
ん
な
幸
せ
で

し
た
。
寒
巌
禅
師
は
後

鳥
羽
天
皇
の
皇
子
と
い

わ
れ
、
比
叡
山
に
学

ひ
え
い
ざ
ん

び
、
二
十
五
歳
の
と
き

宇
治
興
聖
寺
に
道
元
に

こ
う
し
ょ
う
じ

参
じ
て
仏
祖
正
伝
の
身

ぶ
っ
そ
し
ょ
う
で
ん

心
学
道
を
学
ん
だ
の
で

す
。
の
ち
に
二
度
に
わ

た
っ
て
入
宋
し
、
弘
安

六
年
、
肥
後
の
川
尻
に

大
慈
寺
を
開
き
、
そ
の

第
一
世
と
し
て
在
住
し

て
い
た
の
で
す
。

萬
仲
少
年
が
初
め
て

寒
巌
禅
師
に
会
っ
た
と

き
、
寒
巌
禅
師
は
萬
仲

が
普
通
の
子
ど
も
と
違

っ
て
い
る
様
子
に
気
が

つ
き
ま
し
た
。

み
ず
か
ら
近
く
の
菓
子

器
か
ら
饅
頭
を
と
っ
て

少
年
に
手
渡
し
、

「
そ
な
た
の
名
は
何
と

も
う
す
ぞ
」

「
は
い
、
萬
仲
と
も
う

し
ま
す
」

「
ほ
う
、
萬
仲
が
饅
頭

を
食
う
、
こ
れ
は
面
白

い
こ
と
じ
ゃ
の
う
」

「
そ
れ
は
、
あ
の
、
大

蛇
が
小
蛇
を
呑
む
よ
う

な
も
の
で
す
」

少
年
の
唐
突
で
ま
た

利
発
な
答
え
に
寒
巌
禅

師
は
感
じ
入
っ
て
つ
い

つ
い
ほ
ほ
え
ん
だ
そ
う

で
す
。

ま
た
大
智
と
い
う
名

に
関
し
て
、
次
の
よ
う

な
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。

寒
巌
禅
師
は
川
（
大

慈
寺
の
傍
を
流
れ
る
緑

川
）
を
指
差
し
て
言
い

ま
し
た
。

「
こ
の
川
は
ど
う
も
川

舟
の
往
来
が
激
し
く
騒

が
し
い
、
こ
の
場
で
舟

の
往
来
を
止
め
て
み
な

さ
い
」

萬
仲
は
す
っ
く
と
立

ち
上
が
り
、
川
を
望
む

側
の
障
子
を
閉
め
て
、

座
に
戻
っ
て
言
い
ま
し

た
。

「
こ
れ
で
舟
は
と
ま
り

ま
し
た
」
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7 月 1 日 （ 金 ）

大

智

祖

継

人
山
を
見

山
人
を
見
る

大
智
祖
継(

だ
い
ち
そ
け
い
）
【
一
二
九
〇
～
一
三
六
六
】

曹
洞
宗
。
肥
後(

熊
本
県)

宇
土
郡

（
現
熊
本
県
宇
城
市
不
知
火
町
）
の
生
ま

れ
。
七
歳
で
大
慈
寺
の
寒
巌
義
尹
に
つ
い
て
剃
髪
し
、
小
智
と
名
付
け
ら
れ
た
が
、

か
ん
が
ん
ぎ
い
ん

て
い
は
つ

大
智
と
改
め
て
も
ら
う
。
南
浦
紹
明
、
釈
運
な
ど
に
参
じ
た
後
、
加
賀
大
乗
寺
の

な
ん
ぽ
し
ょ
う
み
ょ
う

し
ゃ
く
う
ん

瑩
山
紹
瑾
の
門
に
移
り
、
本
来
の
仏
経
の
奥
義
に
接
す
。
二
十
四
歳
で
渡
海
し
、

け
い
ざ
ん
じ
ょ
う
き
ん

古
林
清
茂
、
雲
外
雲
岫
な
ど
を
歴
参
、
帰
国
後
明
峰
素
哲
の
法
詞
と
な
る
。
以
後

く

り

ん

せ

い

む

う
ん
が
い
う
ん
ち
ゅ
う

め
い
ほ
う
そ
て
つ

加
賀
吉
野
郷
に
祇
陀
寺
を
創
建
し
、
晩
年
は
肥
後
鳳
儀
山
聖
護
寺
、
広
福
寺
、
水

ぎ

だ

じ

ほ
う
ぎ
ざ
ん
し
ょ
う
ご
じ

月
山
円
通
寺
に
転
住
し
た
。

大智祖継禅師

大慈寺宇治 興聖寺

寒巌儀尹

( 8 )

春秋のお彼岸、夏のお盆の後、枯れた供花やお水・お茶をかたづけていま
す。遠方のみなさまには大変好評です。（本院墓地・金谷別院墓地）

本
院
・
別
院
春
も
よ
う



大
智
は
古
仏
な
り
、

古
仏
に
し
て
ま
た
古
仏

な
り
。

古
仏
の
中
の
古
仏
と

い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
に
ま
さ
る
尊
敬
の
言

葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。

祇
陀
寺
に
約
十
年
間
在

住
後
、
「
故
郷
忘
じ
が

た
く
し
て
、
瓢
然
と
生

ひ
ょ
う
ぜ
ん

国
肥
後
に
還
る
」
と
、

加
賀
の
祇
陀
寺
よ
り
肥

後
国
に
帰
り
ま
す
。

し
か
し
、
沢
木
興
道

老
師
の
夜
話
に
よ
れ
ば

「
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る

筈
は
な
い
」
。
出
家
し

は
ずて

禅
の
奥
義
を
極
め
た

古
仏
に
、
単
に
故
郷
忘

れ
が
た
く
、
と
い
う
よ

う
な
理
由
は
あ
り
得
な

い
。
故
郷
に
帰
っ
て
み

た
ら
菊
池
武
時
が
現
わ

た
け
と
き

れ
て
大
智
に
帰
依
し
た

と
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
恐
ら
く
そ

う
で
は
な
い
と
言
い
ま

す
。
武
時
が
大
智
を
慕

っ
て
、
切
に
請
う
て
肥

後
に
招
い
た
に
ち
が
い

な
い
と
い
う
の
が
本
当

の
と
こ
ろ
だ
と
言
う
の

で
す
。

と
に
か
く
出
生
国
肥

後
に
帰
っ
て
、
菊
池
郡

穴
郷
に
鳳
儀
山
聖
護
寺

ほ
う
ぎ
ざ
ん
し
ょ
う
ご
じ

に
住
持
し
て
、
永
平
の

禅
風
を
九
州
の
地
に
大

い
に
吹
か
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。

こ
の
と
き
の
大
檀
家

が
菊
池
武
時
で
あ
り
、

武
時
は
大
智
を
慕
い
、

全
生
命
を
打
ち
込
ん
で

大
智
に
参
禅
し
た
の
で

す
。後

の
世
に
、
大
名
な

ど
が
時
に
禅
者
を
訪
ね

て
教
え
を
受
け
た
な
ど

と
い
う
話
と
は
全
く
異

次
元
の
信
仰
な
の
で

す
。師

と
そ
の
弟
子
の
礼

を
と
っ
て
参
禅
し
、
弁

道
し
、
師
事
し
た
の
で

す
。
菊
池
の
一
門
も
多

く
の
者
が
参
禅
し
た
よ

う
で
、
こ
こ
に
も
一
筋

の
永
平
の
禅
風
が
吹
い

て
い
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
南
朝
の
忠

臣
、
菊
池
一
族
は
、
大

智
へ
の
参
禅
に
よ
っ
て

魂
の
成
長
を
成
し
遂
げ

た
の
で
し
た
。

大
智
は
こ
の
鳳
儀
山

に
入
り
二
十
年
、
た
だ

仏
祖
の
道
を
護
持
し
て

ひ
た
す
ら
に
坐
禅
弁
道

し
、
一
個
半
個
の
打
出

に
、
（
多
く
の
弟
子
を

育
て
る
こ
と
）
に
励
ん

だ
の
で
す
。

武
時
の
長
男
、
武
重

た
け
し
げ

も
大
智
に
師
事
し
ま
し

た
。
後
村
上
天
皇
の
正

平
六
年
（
一
三
六
五

年
）
、
武
重
は
玉
名
郡

石
貫
郷
に
紫
陽
山
広
福

し
よ
う
ざ
ん
こ
う
ふ
く

寺
を
建
立
し
て
、
大
智

じを
拝
請
し
て
開
山
と
し

ま
し
た
。

武
時
が
出
家
し
て
寂

阿
と
名
を
改
め
た
よ
う

に
、
武
重
も
出
家
し
て

寂
山
と
称
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
数
年
し
て

大
智
は
肥
前
の
国
の
高

来
郡
に
水
月
庵
を
建

て
、
こ
こ
を
終
焉
の
地

し
ゅ
う
え
ん

と
し
、
正
平
二
十
一
年

（
一
三
六
六
年
）
七
十

七
歳
で
入
寂
し
た
の
で

し
た
。

今
日
に
伝
わ
る
大
智

の
遺
作
に
『
大
智
偈

頌
』
、
『
大
智
禅
師
逸

偈
録
』
、
『
大
智
仮
名

法
語
』
、
『
十
二
時
法

語
』
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
う
ち
法
語
の

類
は
大
智
が
い
か
に
永

平
の
仏
祖
道
に
徹
し
て

い
た
か
、
い
か
に
高
徳

の
大
導
師
で
あ
っ
た
か

を
う
か
が
わ
せ
る
に
余

り
あ
り
ま
す
。
ま
た
偈

頌
は
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー

ン
に
お
い
て
、
格
調
に

お
い
て
、
い
か
に
独
歩

の
境
を
開
い
た
か
を
知

ら
し
め
ら
れ
ま
す
。

尚
、
『
大
智
禅
師
発

願
文
』
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
実
際

に
は
寒
巌
の
書
い
た
も

の
で
、
こ
れ
が
大
智
の

法
語
に
収
録
さ
れ
た
の

で
、
大
智
の
名
で
呼
ば

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も

の
で
す
。

こ
の
願
文
で
継
承
さ

れ
た
大
意
は
、
永
平
道

元
の
ま
た
大
智
の
悲
願

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

の
で
す
。
極
め
て
格
調

高
く
美
し
い
文
章
で

す
。
こ
の
願
文
か
ら
湧

き
い
ず
る
悲
願
が
、
人

々
を
教
化
し
、
果
て
は

愚
直
な
ま
で
忠
義
を
尽

く
す
、
菊
池
一
族
の
魂

の
も
と
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

大
智
禅
師
発
願
文

願
わ
く
は
、
我
れ
此

の
父
母
所
生
の
身
を

以
て
、
三
宝
の
願
海

に
回
向
し
、
一
動
一

静
、
法
式
に
違
せ

ず
、
今
身
よ
り
仏
身

に
至
る
ま
郝
で
、
そ

の
中
間
に
於
て
、
生

生
世
世
出
生
入
死
、

仏
法
を
離
れ
ず
、
在

在
処
処
、
広
く
衆
生

を
渡
し
て
疲
厭
を
生

ぜ
ず
、
或
は
剣
樹
刀

山
の
上
、
或
は
钁
湯
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で
あ
る
べ
き
日
と
定
め

ら
れ
、
特
に
生
あ
る
も

の
を
殺
さ
な
い
と
い
う

誓
い
で
す
。
「
な
が
く

禁
断
せ
し
む
べ
く
候
」

の
「
な
が
く
」
と
は
生

涯
と
か
生
々
世
々
と
か

の
意
味
を
持
っ
た
言
葉

で
、
強
い
決
意
の
程
が

う
か
が
え
ま
す
。

一
、
舎
兄
肥
後
守
子

々
孫
々
ま
で
、
い
ま

し
め
を
定
置
れ
候

て
、
正
法
護
持
之
志

至
誠
に
ま
し
ま
し
候

は
ば
、
武
茂
随
喜
仰

信
の
心
を
発
候
て
、

子
々
孫
々
ま
で
に
誡

を
定
置
候
て
、
且
為

君
為
家
、
真
俗
同
心

に
正
路
を
守
て
、
如

来
正
法
を
護
持
し
奉

べ
く
候
。

志
を
継
ぐ
と
い
う
こ

と
を
述
べ
た
も
の
で

す
。
永
平
道
元
の
い
わ

ゆ
る
「
嫡
々
相
承
」
が

て
き
て
き
そ
う
じ
ょ
う

こ
こ
に
生
き
て
い
る
の

で
す
。
為
君
と
は
当
然

朝
廷
の
為
で
す
。
菊
池

一
族
が
四
百
五
十
年
に

わ
た
っ
て
志
を
変
え
な

か
っ
た
の
は
、
先
に
掲

げ
た
「
発
願
文
」
に
あ

っ
た
よ
う
に
、
「
生
々

世
々
、
出
生
入
死
」
の

悲
願
に
よ
っ
て
永
く
醸

造
さ
れ
た
も
の
な
の
で

し
ょ
う
。

本
来
、
仏
法
は
世
法

と
は
全
く
違
う
も
の

だ
、
と
い
う
の
が
道
元

以
来
の
曹
洞
宗
門
の
宗

旨
で
あ
り
ま
し
た
。
た

だ
、
こ
の
世
法
に
非
ざ

る
仏
法
が
「
弓
箭
の

家
」
に
入
っ
て
、
国
体

の
守
護
並
び
に
志
の
継

承
と
い
う
面
で
、
想
像

も
及
ば
な
い
ほ
ど
の
働

き
を
実
現
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
見
過
す
こ
と
が

出
来
な
い
歴
史
上
の
事

実
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
大
智
禅

師
は
世
法
と
し
て
の
歴

史
の
世
界
に
は
い
な
か

っ
た
人
で
す
。
道
元
禅

師
と
同
じ
よ
う
に
「
世

俗
の
紅
塵
飛
ん
で
至
ら

こ
う
じ
ん

ず
、
深
山
雪
夜
草
庵
の

中
」
と
あ
る
通
り
、
世

外
の
人
で
あ
り
ま
し

た
。
世
外
の
大
智
禅
師

が
史
上
最
高
の
忠
節
の

鑑
、
菊
池
一
族
を
を
つ

く
り
あ
げ
た
の
で
す
。

左
記
の
偈
は
、
大
智

禅
師
が
聖
護
寺
に
山
居

さ
れ
た
頃
の
作
で
す
。

禅
師
は
こ
こ
に
二
十
年

間
も
住
ま
わ
れ
ま
し

た
。
四
十
七
、
ハ
歳
か

ら
六
十
七
、
八
歳
頃
ま

で
で
、
こ
の
山
居
中
の

作
が
八
篇
あ
り
、
こ
こ

に
引
用
す
る
も
の
は
そ

の
う
ち
の
代
表
作
で

す
。

万
像
之
中
独
露
身

更
於
何
処
著
根
塵

回
首
独
倚
枯
藤
立

人
見
山
兮
山
見
人

万
像
の
中
独
露
身

更
に
何
れ
の
処
に
於
て

か
根
塵
を
著
け
ん

首
を
回
ら
し
て
独
り
枯

こ
う
べ

藤
に
倚
っ
て
立
て
ば

よ

人
山
を
見
、
山
人
を
見

る
私
は
た
だ
一
人
、
枯

れ
た
蔦
に
寄
り
か
か
り

つ
た

な
が
ら
、
首
を
め
ぐ
ら

し
て
遠
近
の
山
々
を
見

渡
す
。
山
々
は
刷
毛
で

刷
い
た
水
墨
画
の
よ
う

だ
、
そ
の
山
ひ
だ
に
白

雲
が
し
ず
か
に
立
ち
渡

る
。
す
る
と
私
の
足
も

と
か
ら
も
白
雲
が
湧
き

あ
が
っ
て
、
私
も
ま
た

画
の
中
に
入
る
。
ふ
と

思
う
、
私
が
山
を
見
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
、
山

が
私
を
見
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
い
ま
、
確
か

に
山
々
と
私
と
が
一
緒

の
画
角
に
収
ま
っ
て
い

る
。あ

あ
、
こ
の
感
応
道

か
ん
の
う
ど
う

交
の
不
思
議
さ
よ
。
思

こ
うえ

ば
こ
の
肉
体
は
森
羅

万
象
の
中
に
す
っ
く
と

立
っ
て
全
体
露
現
、
独

立
無
伴
、
天
上
天
下
た

だ
一
人
、
最
尊
最
貴
の

真
実
人
体
で
あ
る
の

だ
。
塵
や
埃
の
付
着
は

全
く
無
く
、
本
当
に
ピ

ユ
ァ
な
も
の
だ
。

わ
れ
も
有
り
、
山
も

ま
た
有
り
。
だ
か
ら
こ

そ
山
と
人
と
の
こ
の
感

応
道
交
が
あ
る
の
だ
。

わ
れ
語
れ
ば
山
応
え
、

山
語
れ
ば
わ
れ
応
え

る
。い

ま
の
世
の
人
が

「
自
然
」
と
呼
ん
で
い

る
も
の
は
、
自
分
の
向

う
側
に
横
た
わ
る
客
観

世
界
で
す
。
人
が
山
を

見
、
人
が
山
に
登
り
、

人
が
山
を
描
き
、
人
が

山
を
測
量
す
る
。
人
か

ら
山
へ
の
一
方
通
行
に

な
っ
て
い
ま
す
。
山
は

何
も
し
な
い
。
何
も
し

な
い
で
横
た
わ
っ
て
い

る
対
象
物
に
す
ぎ
な
い

の
で
す
。

こ
の
一
方
通
行
が
山

を
無
機
質
な
も
の
に
変

え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

も
と
も
と
は
そ
う
で
な

か
っ
た
は
ず
で
す
。
人

々
は
大
自
然
と
話
を
か

わ
す
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
。
月
と
星
と
、
雲

や
虹
と
、
木
々
や
草
や

花
と
語
り
合
う
こ
と
も

で
き
た
の
で
す
。
人
と

自
然
と
は
一
方
通
行
で

な
く
、
た
が
い
に
感
応

し
た
も
の
で
す
。
そ
れ

は
近
代
に
な
る
ま
で
人

々
の
生
き
方
の
中
に
し

っ
か
り
と
引
き
つ
が
れ

て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
近
代
文
明

が
、
怒
濤
の
よ
う
に
襲

っ
て
き
て
猛
威
を
振
う
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