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『
洗
心
』 

 
 

「
而 

今
」（
に
こ
ん
） 

令
和
三
年
の
新
し
い
年
が
明
け
ま
し
た
。

檀
信
徒
の
皆
々
様

に
は
、
ご
家
族
お

揃
い
で
、
新
年
を

お
迎
え
の
こ
と
と

お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。 

旧
年
中
は
、
何
か
と
林
陽
寺
の
護
持
に
ご

理
解
や
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
心
よ
り
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

年
頭
に
あ
た
り
、
今
年
は
『
而
今
』
と
い

う
禅
語
を
お
届
け
し
ま
す
。 

昨
年
来
世
界
は
コ
ロ
ナ
に
犯
さ
れ
安
心
安

全
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
類
が

時
に
犯
さ
れ
る
疫
病
の
大
流
行
。
歴
史
を
振

り
返
れ
ば
、
奈
良
時
代
の
聖
武
天
皇
の
御
代

大
仏
が
開
眼
さ
れ
た
の
も
疫
病
終
息
へ
の
願

い
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「
而
今
」
と
は
、「
今
」
こ
の
時
。「
今
」
こ

の
瞬
間
を
大
切
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。 

特
に
コ
ロ
ナ
の
時
代
、
明
日
で
は
な
く
、

今
を
大
切
に
を
特
に
思
う
こ
の
頃
で
す
。
ど

う
か
皆
様
も
希
望
あ
る
未
来
の
為
に
「
而
今
」

の
二
文
字
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
精
進
を 

・
・
・
。 
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林陽寺 

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

 

令
和
三
年
行
事
予
定 

一
月
一
日
～
三
日 

新
年
の
祈
祷
（
早
朝
） 

一
月
三
日
～
七
日 

 

ぎ
ふ
七
福
神
お
開
帳 

一
月
二
十
一
日 

 

大
般
若
祈
祷
会 

 

二
月
十
三
日 

 
 

涅
槃
会
・
婦
人
部
会 

三
月
十
七
日
～
二
十
三
日 

春
彼
岸
会 

三
月
二
十
八
日 

 

し
だ
れ
桜
コ
ン
サ
ー
ト 

四
月
八
日 

 
 
 

降
誕
会
（
花
ま
つ
り
） 

四
月
十
七
日 

 
 

弘
法
大
師
祥
当
接
待 

 

六
月
六
日 

 
 
 

奉
仕
作
業 

七
月
二
十
五
日 

 

子
ど
も
禅
の
集
い 

八
月
七
日 

 
 
 

山
門
施
食
会 

八
月
十
三
日
～
十
五
日 

お
盆
会 

八
月
二
十
四
日 

 

地
蔵
盆 

九
月
二
十
日
～
二
十
六
日 

秋
彼
岸
会 

十
月
二
日 

 
 
 

開
山
忌
・
先
祖
供
養 

十
月
五
日 

 
 
 

達
磨
忌 

十
一
月
二
十
三
日 

七
福
神
布
袋
尊
大
祭 

 
 

 
 

十
二
月
四
日 

 
 

成
道
会 

十
二
月
三
十
一
日 

除
夜
の
鐘 

 

お
経
の
会 

第
一
土
曜
日 

午
後
二
時
～ 

 
 

ヨ
ガ
の
会 
第
二
土
曜
日 

午
前
九
時
～ 

 
 

坐
禅
の
会 

第
二
日
曜
日 

午
前
八
時
～ 

 
 

写
経
の
会 

第
四
土
曜
日 

午
前
十
時
～ 

 
 

写経教室 距離を保っての坐禅 開山忌の本堂の荘厳 

 



伝
戒
大
師
鑑
真
和
上
来
日
に
命
を
か

け
た
美
濃
出
身
の
僧
「
榮
叡
」（
よ
う
え
い
） 

「
戒
律
」
と
は
、
各
自
が
自
分
で
心

に
誓
う
も
の
を
「
戒
」
、
僧
同
士
が
互

い
に
誓
う
教
団
の
規
則
を
「
律
」
と
い

う
。 

 

今
を
去
る
約
一
三
〇
〇
年
前
、
聖
武

天
皇
の
御
代
、
奈
良
時
代
初
期
、
日
本

の
仏
教
界
に
は
ま
だ
戒
律
が
な
く
、
僧

は
納
税
の
義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
て
仏
法
を
学
ぶ
姿
勢
も
な
い

僧
が
増
え
て
風
紀
は
乱
れ
、
朝
廷
は
頭

を
悩
ま
せ
て
い
た
。 

つ
ま
り
、
七
三
〇
年
頃
、
公
地
公
民

の
制
度
が
崩
れ
は
じ
め
、
重
税
を
の
が

れ
、
耕
地
を
捨
て
て
流
浪
の
民
と
な
る

農
民
が
増
え
は
じ
め
、
そ
の
内
の
相
当

数
は
寺
院
に
入
つ
て
僧
尼
と
な
り
、
課

税
を
逃
れ
る
と
い
う
動
き
が
盛
ん
に

な
っ
た
。
そ
れ
を
食
い
止
め
な
け
れ
ば

国
家
の
存
亡
が
危
う
く
な
る
た
め
、
戒

律
を
厳
し
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僧

尼
の
堕
落
を
正
す
必
要
が
生
じ
た
。 

 

当
時
、
仏
教
の
先
進
国
で
あ
っ
た
唐

で
は
、
新
た
に
僧
を
志
す
者
は
、
十
人

以
上
の
僧
の
前
で
「
戒
」
を
誓
う
「
授

戒
」
と
い
う
儀
式
を
経
て
、
正
式
に
僧

と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
制
度
が

と
ら
れ
て
い
た
。
国
家
が
認
め
た
伝
律

授
戒
の
師
か
ら
受
戒
し
た
も
の
だ
け

を
僧
に
公
認
す
れ
ば
、
一
気
に
僧
の
数

も
減
り
、
僧
個
々
の
質
も
高
く
な
る
。

そ
う
考
え
た
朝
廷
は
、
こ
の
制
度
を
日

本
に
導
入
す
る
た
め
、
授
戒
を
詳
し
く

知
る
名
僧
を
日
本
に
迎
え
る
べ
く
遣

唐
使
に
二
人
の
僧
を
随
伴
さ
せ
た
。
そ

れ
が
、
後
に
鑑
真
和
上
来
日
に
命
を
か

け
た
僧
と
し
て
名
高
い
、
奈
良
興
福
寺

の
僧
『
榮
叡
』
と
大
安
寺
の
僧
『
普
照
』

で
し
た
。 

 

日
本
の
仏
教
界
に
行
動
規
範
と
な
る

「
戒
律
」
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
節
度
あ

る
生
き
方
が
美
徳
と
さ
れ
、
朝
廷
に
も
、

ひ
い
て
は
社
会
に
も
良
い
影
響
が
広

が
る
は
ず‥

・
。 

 

し
か
し
、
こ
の
勅
命
は
容
易
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
、
遣
唐
使

は
文
字
通
り
命
が
け
の
事
業
だ
っ
た
。
。

派
遣
さ
れ
た
一
二
回
の
内
、
無
事
往
復

出
来
た
の
は
五
回
の
み
で
半
数
以
上

が
遭
難
。
さ
ら
に
唐
の
国
は
国
民
の
出

国
を
禁
じ
て
お
り
、
密
出
国
の
最
高
刑

は
死
罪
。
国
法
を
破
っ
て
、
命
を
か
け

て
ま
で
日
本
へ
渡
る
名
僧
な
ど
、
簡
単

に
は
見
つ
か
ら
ず
、
洛
陽(

河
南
省)

の

大
福
先
寺
で
修
業
に
励
む
傍
ら
伝
戒

の
師
を
求
め
て
遍
歴
。
そ
し
て
、
来
唐

九
年
目
の
七
四
二
年
、
陽
州(

江
蘇
省)

の
大
明
寺
に
唐
の
高
僧
鑑
真
和
上
を

訪
ね
、
日
本
へ
の
戒
律
伝
法
を
懇
請
す

る
。 二

人
の
熱
意
に
心
打
た
れ
、
思
案
の

挙
句
和
上
は
「
法
の
た
め
」
と
来
日
を

快
諾
。
と
こ
ろ
が
、
名
僧
と
し
て
名
高

い
が
故
に
、
時
の
皇
帝
や
弟
子
、
民
衆

な
ど
に
惜
し
ま
れ
、
ま
た
時
に
は
嵐
や

自
然
の
力
に
よ
り
、
鑑
真
の
渡
日
は
阻

ま
れ
続
け
た
。
挑
戦
と
挫
折
を
繰
り
返

す
こ
と
数
回
。
和
上
の
一
行
は
、
何
度

も
日
本
に
渡
ろ
う
と
し
た
が
失
敗
。
そ

の
後
、
七
四
八
年
に
五
回
目
の
出
航
を

果
た
す
が
、
ま
た
も
嵐
に
遭
い
、
十
四

日
間
漂
流
の
後
、
海
南
島(

海
南
省)

に

た
ど
り
着
く
。
そ
こ
で
、
し
ば
ら
く
滞

在
し
布
教
を
続
け
る
が
、
鑑
真
和
上
は

失
明
。
唐
の
揚
州
に
戻
る
途
中
、
七
四

九
年
榮
叡
は
度
重
な
る
苦
労
に
病
を

端
州(

現
広
東
省
肇
慶
市)

の
龍
興
寺

(

現
慶
雲
寺)

に
お
い
て
病
没
。
異
国
の

地
で
そ
の
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
榮
叡
来
唐
よ
り
一
五
年
。
誰
よ

り
も
鑑
真
来
日
に
力
を
尽
く
し
た
留

学
僧
は
、
つ
い
に
最
後
ま
で
祖
国
の
地

を
踏
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
榮
叡
の
遺
志
は
受
け
継
が
れ
、
五



度
目
の
挑
戦
時
に
鑑
真
は
目
の
病
に

よ
り
失
明
し
な
が
ら
も
、
再
び
渡
航
計

画
を
練
り
鑑
真
は
渡
日
に
成
功
し
た
。 

第
一
回
目
の
渡
日
計
画
か
ら
実
に

一
一
年
、
挑
戦
六
度
目
に
し
て
和
上
や

普
照
ら
は
日
本
の
都
に
立
つ
こ
と
が

で
き
た
。
そ
の
志
し
半
ば
に
し
て
、
異

国
の
地
に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
榮
叡

の
心
中
は
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
榮
叡
は
四
〇
歳
半
ば
と
思

わ
れ
る
。 

 

井
上 

靖
の
代
表
的
歴
史
小
説
「
天

平
の
甍
」
に
て
描
か
れ
、
国
交
回
復
後

『
天
平
の
甍
』
と
い
う
映
画
が
日
中
友

好
条
約
締
結
一
周
年
を
記
念
し
て
昭

和
五
四
年
（
一
九
七
九
）
に
撮
影
さ
れ

た
。
熊
井
啓
監
督
の
作
品
で
す
が
、
中

国
の
全
面
的
な
協
力
を
得
て
中
国
大

陸
で
ロ
ケ
を
行
っ
た
戦
後
初
の
日
本

映
画
。
昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
）
に

映
画
が
封
切
ら
れ
た
。
荒
れ
狂
う
大
海

を
越
え
て
唐
に
留
学
し
た
若
い
僧
た

ち
が
あ
っ
た
。
故
国
の
便
り
も
な
く
、

無
事
な
生
還
も
期
し
が
た
い
彼
ら
・
・

在
唐
二
〇
年
、
放
浪
の
果
て
高
僧
鑑
真

を
伴
っ
て
普
照
は
た
だ
ひ
と
り
故
国

の
土
を
踏
ん
だ
・
・
。
鑑
真
来
朝
と
い

う
日
本
古
代
史
上
の
大
き
な
事
実
を

も
と
に
、
極
限
に
挑
み
木
の
葉
の
よ
う

に
翻
弄
さ
れ
る
僧
た
ち
の
運
命
を
、
永

遠
の
相
の
下
に
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
定
着
さ
せ
た
画
期
的
な
歴
史
小

説
で
あ
り
映
画
で
あ
っ
た
。 

 

昭
和
五
八
年
中
日
友
好
協
会
の
招

き
で
、
岐
阜
県
日
中
友
好
協
会
が
訪
中
。

鑑
真
が
命
が
け
で
日
本
渡
航
を
決
意

す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
中
国
の
文
献

か
ら
、
榮
叡
・
普
照
の
た
び
重
な
る
懇

願
に
よ
る
も
の
と
の
記
載
が
あ
り
、
榮

叡
は
、
美
濃
の
国
の
出
身
、
奈
良
興
福

寺
の
学
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
。
時

至
っ
て
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
四
月

名
誉
県
民
（
県
会
議
員
）
で
あ
っ
た
古

田 

好
氏
は
帰
国
途
上
の
機
中
で
「
一

二
〇
〇
年
も
前
に
素
晴
ら
し
い
功
績

を
遺
し
た
榮
叡
大
師
が
未
だ
中
国
で

眠
っ
て
お
ら
れ
る
と
は
。
美
濃
の
国

(

岐
阜
県)

の
一
人
と
し
て
、
一
日
も
早

く
里
帰
り
を
実
現
し
な
け
れ
ば
」
と
心

に
誓
っ
た
。
帰
国
後
早
速
「
榮
叡
大
師

里
帰
り
実
行
委
員
会
」
を
結
成
し
、
経

済
界
他
多
く
の
方
々
の
支
援
を
得
て
、

四
体
の
榮
叡
大
師
の
坐
像
を
制
作
し
、

榮
叡
ゆ
か
り
の
奈
良
唐
招
提
寺
、
興
福

寺
、
榮
叡
大
師
記
念
碑
が
あ
る
岐
阜
市

の
真
福
寺
、
本
像
は
美
濃
加
茂
市
伊
深

の
正
眼
寺
に
安
置
し
、
大
師
の
里
帰
り

の
一
大
事
業
を
終
え
た
。 

 

そ
の
後
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）

四
月
に
「
榮
叡
大
師
奉
賛
会
」
が
設
立

さ
れ
、
一
一
月
六
日
「
榮
叡
大
師
一
一

二
五
年
座
像
奉
迎
慶
讃
大
法
要
」
が
営

ま
れ
、
翌
日
奈
良
唐
招
提
寺
に
て
一
二

五
〇
年
ぶ
り
に
師
弟
が
対
面
。
そ
の
折

に
当
時
の
遠
藤
證
園
長
老
が
「
私
た
ち

は
一
二
五
〇
年
の
間
、
鑑
真
和
上
の
お

像
を
お
守
り
し
て
き
ま
し
た
。
み
な
さ

ん
も
美
濃
の
お
像
を
し
っ
か
り
お
守

り
し
て
く
だ
さ
い
」
と
挨
拶
さ
れ
た
。 

 

こ
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
参
加
者
は

深
く
心
に
刻
み
、
末
永
く
お
守
り
し
て

い
く
こ
と
を
決
意
し
、
岐
阜
県
檀
信
徒

会
と
岐
阜
県
仏
教
会
を
中
心
に
「
榮
叡

大
師
奉
賛
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。 

平
成
二
三
年
一
月
に
「
榮
叡
大
師
お

里
帰
り
一
五
周
年
」
奉
賛
会
が
盛
大
に

開
催
さ
れ
、
来
年
二
五
周
年
を
迎
え
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
間
、
毎
年

正
眼
寺
に
お
い
て
榮
叡
大
師
顕
彰
法

要
が
営
ま
れ
て
い
る
。 

 

顕彰法要後の山川老師の法話の様子 



林
陽
寺
徒
弟 

岩
水
峰
雪 

 

師
匠
の
口
癖
は
「
こ
う
い
う
の
は
キ

ッ
チ
リ
し
な
い
と
い
か
ん
の
や
」
で
し

た
。 今

ま
で
何
と
な
く
聞
い
て
い
る
だ

け
だ
っ
た
の
で
す
が
、
可
睡
齋
（
か
す

い
さ
い
）
に
御
縁
が
あ
っ
て
上
山
さ
せ

て
頂
い
て
、
そ
の
意
味
を
少
し
ず
つ
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

元
々
は
在
日
外
国
人
の
支
援
を
す

る
仕
事
し
て
い
ま
し
た
。
師
匠
が
元
気

な
う
ち
に
、
次
の
事
を
考
え
て
い
く
と

い
う
中
で
、
三
人
姉
妹
の
末
っ
子
で
あ

る
私
が
出
家
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。 

多
く
の
ご
縁
や
ご
協
力
を
い
た
だ

い
て
可
睡
齋
に
来
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
の
で
、
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、

大
事
な
事
を
身
に
付
け
て
い
き
た
い

で
す
。 

今

ま

で

の

自

分

の

価

値

観

を

０

に

し

て
、
０
歳

の
よ
う
な
気
持
ち
で
、
精
進
し
て
い
き

ま
す
。 

お
檀
家
さ
ん
方
に
と
っ
て
も
お
寺

は
と
て
も
大
切
な
場
だ
と
思
い
ま
す

の
で
、
今
後
も
末
永
く
ご
縁
を
結
ん
で

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合 

掌 

 

お
庫
裏
の
ツ
ブ
ヤ
キ 

お
地
蔵
様
と
よ
だ
れ
か
け 

 
林
陽
寺
に
お
参
り
い
た
だ
く
と
、
門

前
に
狛
犬
さ
ん
、
弘
法
堂
の
中
に
三
体

の
お
地
蔵
様
、
観
音
像
の
隣
に
二
体
の

お
地
蔵
様
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の 

像
に
は
赤
い
よ
だ
れ
か
け
が
掛
け
ら

れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
だ
れ
か
け
は
、
お
檀
家
の
Ａ

さ
ん
が
三
〇
年
ほ
ど
続
け
て
作
っ
て

上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
主
人
が

病
床
に
あ
っ
た
時
は
、
「
そ
ろ
そ
ろ
お

地
蔵
さ
ん
が
寒
が
っ
て
ご
ざ
る
ぞ
。
」

と
、
催
促
さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

 

Ａ
さ
ん
が
高
齢
に
な
ら
れ
た
後
を
、

今
度
は
Ｂ
さ
ん
が
引
き
継
い
で
、
盆
と

正
月
前
に
届
け
て
い
た
だ
け
ま
す
。
ま

さ
に
お
二
人
が
積
ま
れ
る
功
徳
の
お

か
げ
で
お
地
蔵
様
も
気
持
ち
よ
く
盆

と
正
月
を
迎
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

お
地
蔵
様
は
、
代
受
苦
を
し
て
い
た

だ
け
る
お
方
で
あ
り
、
子
ど
も
を
守
っ

て
い
た

だ
け
る

方
で
も

あ
り
ま

す
。
ま

た
、
死

後
の
五

七
日
に

閻
魔
様

の
裁
判

を
受
け

る
際
に

「
い
や
い
や
こ
の
人
は
こ
ん
な
い
い

こ
と
を
し
て
い
ま
す
よ
。
」
と
、
口
添

え
も
し
て
い
た
だ
け
る
方
で
も
あ
る

そ
う
で
す
。 

 
こ
ん
な
こ
と
も
思
い
出
し
て
、
赤
い

よ
だ
れ
か
け
を
さ
れ
た
お
地
蔵
様
に

お
参
り
く
だ
さ
る
と
、
有
り
難
い
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合 
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第１５回 しだれ桜コンサ－ト 

令和２年３月２８日（日） 

林陽寺本堂 

午後１時００分～  （無料） 

しいの実 コンサ－ト 


