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前
々
回
か
ら
真
言
宗
の
「
三
密
加
持
」
の
教
え
に
つ
い
て
連
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
身
密
と
口
密
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
た
が
、

今
回
は
意
密
に
つ
い
て
。
心
を
ど
の
よ
う
に
仏
さ
ま
の
心
境
と
し
て

整
え
る
か
に
つ
い
て
の
お
話
で
す
。

　
「
三
密
」
と
は
、
仏
さ
ま
の
身
体
の
行
為
（
身
密
）、
仏
さ
ま
の
言

葉
（
口
密
）、
仏
さ
ま
の
心
の
あ
り
よ
う
（
意
密
）
の
こ
と
で
あ
り
、

私
た
ち
の
身
体
・
言
葉
・
心
の
持
ち
方
を
、
仏
さ
ま
の
三
密
に
合
わ

せ
て
い
く
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
普
段
の
行
為
を
、
仏
さ
ま
の
行
為

と
し
て
い
く
こ
と
を
三
密
加
持
と
い
い
ま
す
。

　
「
加
持
」
と
は
、
仏
さ
ま
の
大
い
な
る
力
が
、
私
た
ち
に
与
え
ら

れ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
私
た
ち
が
仏
さ
ま
を
理
想
的
な
人
格
者
と

し
て
理
解
し
、
そ
の
理
想
を
目
指
し
て
行
為
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち

は
仏
さ
ま
に
加
持
さ
れ
、
そ
の
不
思
議
な
力
を
与
え
て
く
だ
さ
る
の

で
す
。
そ
の
時
に
、
真
言
宗
の
大
切
な
教
え
で
あ
る
「
即
身
成
仏
」

が
開
顕
し
ま
す
。

　
「
成
仏
」
と
は
、
人
生
の
悩
み
や
苦
し
み
を
離
れ
、
心
安
ら
か
な

境
地
に
至
る
こ
と
。
死
後
に
安
ら
か
な
境
地
に
逝
く
こ
と
も
ま
た
成

仏
と
い
い
ま
す
が
、
真
言
宗
で
は
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
、
こ
の

人
生
の
中
で
、
こ
の
身
こ
の
ま
ま
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
説
か
れ

ま
し
た
。

１

　
真
言
宗
の
根
本
本
尊
で
あ
る
大
日
如
来
さ
ま
は
、
宇
宙
全
体
の
働

き
を
仏
さ
ま
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
す
。
私
た
ち
の
生
命
も
宇
宙

の
一
部
と
理
解
で
き
れ
ば
、
宇
宙
（
大
日
如
来
）
と
、
私
た
ち
の
生 私たちは大日如来と本来一体です

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心
を
三
摩
地
に
住
す
る

　
　
　—

意い

み

つ密
の
お
は
な
し—
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命
は
、
最
初
か
ら
一
体
で
あ
り
、
私
た
ち
と

仏
さ
ま
は
、
最
初
か
ら
繋
が
っ
て
い
る
と
い

え
ま
す
。

　
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
こ
の

身
こ
の
ま
ま
仏
に
な
る
と
い
う
の
は
、
身
体

と
言
葉
と
心
の
三
密
加
持
を
と
お
し
て
、
次

第
に
私
た
ち
も
仏
さ
ま
と
し
て
行
為
で
き
る

よ
う
に
な
る
か
ら
な
の
で
す
。

　
お
大
師
さ
ま
は
、
意
密
加
持
に
つ
い
て

は
、「
心
を
三
摩
地
（
さ
ん
ま
じ
）
に
住
す

る
」
と
説
か
れ
ま
し
た
。「
三
摩
地
」
と
は
、

イ
ン
ド
の
言
葉
「
サ
マ
ー
デ
ィ
ー
」
を
音
写

し
た
も
の
で
「
三
昧
（
さ
ん
ま
い
）」
と
も

音
写
さ
れ
ま
す
。

　
サ
マ
ー
デ
ィ
ー
（
三
昧
）
と
は
、
読
書
三

昧
、放
蕩
三
昧
な
ど
の
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、

無
我
夢
中
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
す
。
少
し

難
し
い
言
い
方
を
す
る
と
、「
主
観
と
客
観

が
一
体
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
す
。

　
例
え
ば
花
を
見
る
と
い
う
行
為
は
、
花
を

見
て
い
る
私
と
、
見
ら
れ
て
い
る
花
が
あ
り

ま
す
。
で
も
三
摩
地
の
心
境
に
入
れ
ば
、
見

　
弘
法
大
師
ご
生
誕

　
千
二
百
五
十
年
記
念
法
要

即
身
成
仏
（
心
や
す
ら
か
な
人
生
）
に
至
る

方
法
な
の
で
す
。

　
日
々
の
生
活
の
中
で
も
、
お
仏
壇
の
前
に

立
つ
と
、
私
た
ち
は
自
然
に
手
を
合
わ
せ
ま

す
（
身
密
）。
そ
し
て
、
お
経
や
真
言
を
お

唱
え
し
ま
す
（
口
密
）。
ご
真
言
や
ご
宝
号

を
お
唱
え
し
て
い
る
時
は
、
仏
さ
ま
や
ご
先

祖
さ
ま
に
心
が
向
い
て
い
ま
す
（
意
密
）。

　
そ
の
瞬
間
（
三
密
加
持
）
は
、
余
計
な
こ

と
は
考
え
ず
、
自
分
は
仏
と
な
り
、
仏
さ
ま

は
私
と
な
り
、
一
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
そ
う
し
た
毎
日
の
実
践
の
中

で
、
自
ら
の
内
側
に
あ
る
仏
さ
ま
と
出
会
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
の
区
別
は
な

く
な
り
ま
す
。

　
花
を
見
る
こ
と
に
夢
中
に
な
る
と
、
い
つ

の
間
に
か
、
自
分
を
忘
れ
、
頭
の
中
が
見
て

い
る
花
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

　
花
だ
け
に
意
識
が
集
中
し
て
、そ
こ
に
は
、

も
う
自
分
が
い
る
と
い
う
認
識
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
瞬
間
を
切
り
と
っ
て
み
る
と
、
見

て
い
る
花
が
、
ど
ん
な
形
で
、
何
と
い
う
名

前
の
花
か
と
認
識
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
い
る

瞬
間
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
瞬
間
に
は
自
分
が
花
、
花
が
自
分
と

な
っ
て
い
る
。
見
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
て

い
る
も
の
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
意
密
加
持
と
は
、
仏
さ
ま
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
三
摩
地
で
す
。
仏
さ
ま
に
一
心
に
祈
る
こ

と
を
と
お
し
て
、
心
は
仏
さ
ま
の
三
摩
地
に

住
す
る
の
で
す
。

　
お
大
師
さ
ま
が
説
か
れ
た
三
密
加
持
の
実

践
は
、「
手
に
印
契
を
な
し
、
口
に
真
言
を

誦
し
、
心
を
三
摩
地
に
住
す
る
」
と
い
う
も

の
で
し
た
。　
そ
の
実
践
を
続
け
る
こ
と
が

　
去
る
３
月
25
日
に
弘
法
大
師
ご
生
誕

１
２
５
０
年
記
念
法
要
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
極
楽
寺
で
は
、今
年
の
記
念
年
に
向
け
て
、

足
掛
け
７
年
に
わ
た
り
境
内
整
備
事
業
を
進
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雨
の
た
め
、
稚
児
行
列
は
本
堂
内
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
が
、
子
ど
も
た
ち
は
煌
び
や
か

な
衣
装
を
ま
と
い
、
ご
家
族
の
方
と
他
に
は

な
い
記
念
の
写
真
を
撮
る
こ
と
が
で
き
、
行

列
を
楽
し
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

　
弘
法
大
師
ご
誕
生
１
２
５
０
年
記
念
慶
讃

法
要
の
当
日
は
大
雨
と
な
り
ま
し
た
。
行
事

の
遂
行
は
難
渋
し
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
さ
ま

が
生
ま
れ
た
そ
の
日
は
、
甘
露
の
雨
が
降
っ

た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
雨
は
慶
事
に

ふ
さ
わ
し
い
天
気
で
す
。
当
日
は
子
ど
も
た

ち
に
よ
る
稚
児
行
列
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
無
縁
墓
地
の
整
理
、
参
道
の
新
設
、
山
容

の
整
備
で
す
。そ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
、

鐘
楼
堂
の
建
設
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

雨でしたが稚児たちは
行列を楽しんでくれました

新設された参道。境内の風景も一新しました

　　　新設された鐘楼

本堂前に弘法大師ご生誕 1250年記念の
回向塔婆を建立しました。年内建立の予定です

　
足
掛
け
７
年
に
わ
た
る
事
業
も
、
振
り
返

れ
ば
あ
っ
と
い
う
間
で
し
た
。
先
の
見
え
な

い
未
来
も
、
確
固
た
る
目
標
を
持
っ
て
、
前

を
向
い
て
さ
え
い
れ
ば
、
協
力
し
て
く
だ
さ

る
方
と
出
会
い
、
少
し
ず
つ
良
い
方
向
に
向

　
こ
の
記
念
事
業
に
あ
た
り
、
総
事
業
費
は

お
よ
そ
４
千
万
円
と
な
り
ま
し
た
が
、
延
べ

２
９
５
人
の
方
か
ら
の
１
７
２
８
万
７
千
円

の
ご
寄
付
を
賜
り
、
お
か
げ
さ
ま
で
滞
り
な

く
事
業
が
満
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

重
ね
て
御
礼
も
う
し
あ
げ
ま
す
。
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伊
藤
新　
得
度
し
ま
し
た

　
僧
侶
と
な
る
た
め
の
最
初
の
儀
式
に
「
得

度
式
」
が
あ
り
ま
す
。

　
得
度
の
「
度
」
と
は
「
わ
た
る
」
こ
と
。

迷
い
の
世
界
か
ら
、
悟
り
の
世
界
へ
と
渡
る

意
味
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
一
般
生
活
か

ら
、
仏
門
修
行
に
入
る
た
め
の
入
門
の
儀
式

で
す
。
智
山
派
で
は
、
６
歳
か
ら
入
門
資
格

が
あ
り
ま
す
。

　
７
歳
に
な
っ
た
法
資
の
伊
藤
新（
あ
ら
た
）

が
、
こ
の
た
び
総
本
山
智
積
院
で
開
催
さ
れ

た
得
度
式
に
参
加
し
ま
し
た
。

　
得
度
式
に
は
、
小
学
生
か
ら
大
人
ま
で
全

国
か
ら
二
十
数
名
の
新
発
意（
し
ん
ぽ
っ
ち：

出
家
を
志
す
人
の
こ
と
）が
集
ま
り
ま
し
た
。

か
い
、
良
い
結
果
に
結
実
す
る
こ
と
を
実
感

し
た
次
第
で
す
。

　
法
要
で
は
、
有
縁
の
僧
侶
が
集
ま
り
、
法

要
の
参
列
者
と
と
も
に
、
お
大
師
さ
ま
の
ご

宝
号
、「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
を
心
を
込

め
て
お
唱
え
し
ま
し
た
。

　
お
大
師
さ
ま
の
教
え
を
胸
に
、
檀
信
徒
の

皆
さ
ま
と
ご
先
祖
さ
ま
が
安
ら
げ
る
菩
提
寺

と
な
る
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

   　
今
年
の
施
餓
鬼
法
要

　
今
年
の
極
楽
寺
施
餓
鬼
法
要
は
コ
ロ
ナ
以

前
の
形
式
に
戻
し
、
８
月
27
日
10
時
か
ら
開

催
さ
れ
ま
す
。
先
祖
代
々
供
養
の
施
餓
鬼
塔

婆
の
お
申
し
込
み
も
受
け
付
け
て
お
り
ま

す
。
今
年
の
夏
は
格
別
な
暑
さ
で
す
。
ど
う

か
暑
さ
対
策
に
ご
留
意
の
上
、
ご
参
列
く
だ

さ
い
。

　
得
度
式
に
際
し
て
剃
髪
し
、
総
本
山
智
積

院
道
場
に
て
智
山
派
管
長 

布
施
浄
慧
猊
下

か
ら
お
坊
さ
ん
と
し
て
の
誓
い
を
授
か
り
ま

す
。
一
連
の
儀
式
を
終
え
、
得
度
し
た
こ
と

が
証
明
さ
れ
る
と
、
僧
名
と
い
う
、
お
坊
さ

ん
と
し
て
の
名
前
を
授
か
り
ま
す
。新
は「
尚

新
（
し
ょ
う
し
ん
）」
と
い
う
僧
名
を
授
か

り
ま
し
た
。

　
子
供
の
成
長
は
早
い
も
の
で
す
。
も
う
数

年
す
れ
ば
、
法
要
の
手
伝
い
も
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
一
人
前
の
僧

侶
に
な
れ
る
よ
う
、精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

得度式では、儀式の中で左右のもみあげの髪を剃り落とし
ます。僧侶としての戒めを授かり、得度が証明されます。


