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萬
福
寺
だ
よ
り

お
釈
迦
樣
は
「
慈
悲
心
」
と
は
四
つ
の
「
無
量
心
」

＝
限
り
な
く
豊
か
な
心
か
ら
成
り
立
つ
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。

「
慈じ

無む

量り
ょ
う

心し
ん

」
相
手
に
安
心
出
来
る
心
地
で
あ
る

「
楽
」
を
与
え
る
気
持
ち

「
非ひ

無む

量り
ょ
う

心し
ん

」
相
手
の
不
安
や
悲
し
み
の
元
で
あ
る

「
苦
」
を
抜
き
取
る
気
持
ち

「
喜き

無む

量り
ょ
う

心し
ん

」
相
手
の
「
楽
」
を
共
に
喜
ぶ
気
持
ち

「
捨し
ゃ

無む

量り
ょ
う

心し
ん

」
好
き
な
相
手
・
嫌
い
な
相
手
、
愛
憎

の
執
着
か
ら
離
れ
、
平
等
に
応
え
る
気
持
ち
。

こ
の
う
ち「
慈
」と「
非
」を
合
わ
せ
て
一
般
に「
慈
悲
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。
即
ち
「
慈
悲
」
と
は
「
自
他
を
区

別
す
る
事
な
く
、
苦
楽
を
共
に
す
る
事
」
だ
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。
苦
楽
を
共
に
す
る
事
で
共
に
喜
び
合

う
「
喜
」
の
心
が
育
ち
、
互
い
に
支
え
合
う
喜
び
は

分
け
隔
て
の
無
い
「
捨
」
の
心
に
繋
が
り
、
益
々
慈

悲
の
心
が
育
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
数
多
の

人
々
の
心
に
宿
っ
た
温
か
な
法
の
灯
火
こ
そ
が
、
世

を
照
ら
す
光
と
な
る
の
で
す
。

　
瑩
山
禅
師
が
御
活
躍
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
は
、
二
度

の
蒙
古
襲
来
や
相
次
ぐ
戦
乱
で
、
人
々
の
心
も
荒
れ

た
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
瑩
山
禅
師
ご
自
身
も

お
若
い
頃
は
ご
自
身
の
瞋し
ん

恚い

（
怒
り
や
す
い
・
激
し

や
す
い
心
）
を
持
て
余
す
事
も
あ
っ
た
様
で
す
。
で

す
が
、
そ
の
暗
い
世
相
に
も
自
分
自
身
の
性
分
に
も

負
け
る
事
無
く
、
瑩
山
禅
師
は
慈
悲
の
教
え
を
説
か

れ
ま
し
た
。

　
全
世
界
規
模
の
大
災
害
と
な
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
、
相

次
ぐ
テ
ロ
と
戦
乱
の
連
鎖
。
今
な
お
困
難
と
混
乱
の

絶
え
な
い
現
代
を
生
き
る
我
々
で
あ
る
か
ら
こ
そ

「
怒
り
」
と
「
憎
悪
」
で
は
無
く
瑩
山
禅
師
の
「
慈
悲
」

の
教
え
を
学
び
、
次
代
へ
の
灯
火
と
し
て
伝
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　
今
回
御
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た
「
太
祖
常
済
大
師
瑩

山
禅
師
讃
仰
御
詠
歌
」
は
、
瑩
山
禅
師
の
お
示
し
に

な
っ
た
教
え
と
御
遺
徳
を
仰
ぎ
讃
え
る
お
歌
で
す
。

御
詠
歌
の
意
味
は
次
の
通
り

『
瑩
山
禅
師
は
苦
し
み
や
悲
し
み
、
不
安
や
愚
痴
に

迷
う
人
々
の
心
に
永
久
な
る
法
の
灯
火
を
与
え
ら
れ

ま
し
た
。
禅
師
の
お
示
し
に
な
っ
た
慈
悲
の
教
え
は
、

こ
の
世
に
生
き
る
全
て
の
人
々
の
心
を
ど
こ
ま
で

も
、
い
つ
ま
で
も
照
ら
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
』

歌
詞
に
は
「
常
済
大
師
」
の
「
常
済
」
の
二
文
字
が

読
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。「
常
」
は
い
つ
ま
で
も
変
わ

ら
ず
に
、
永
遠
に
。「
済
」
は
川
や
難
路
を
無
事
に

通
れ
る
様
に
渡
す
、
苦
し
み
か
ら
の
救
済
を
意
味
し
、

仏
道
に
よ
っ
て
悟
り
に
導
く
事
を
意
味
し
ま
す
。

お
釈
迦
様
の
教
え
は
、
し
ば
し
ば
暗
い
夜
道
を
照
ら

す
明
か
り
に
例
え
ら
れ
ま
す
。
曲
名
の
「
法
灯
」
と

は
お
釈
迦
様
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
仏
法
の

光
で
煩
悩
の
闇
を
照
ら
し
、
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
様

を
表
し
て
い
る
の
で
す
。

　
歌
詞
に
も
あ
る
よ
う
に
、
瑩
山
禅
師
は
「
慈
悲
」

の
教
え
を
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
我
々
曹
洞
宗
で
は
、
宋
の
国
か
ら
正
伝
の
仏
法
を

伝
え
ら
れ
た
道
元
禅
師
を
「
高こ
う

祖そ

丞じ
ょ
う

陽よ
う

大だ
い

師し

」、
そ

の
教
え
を
広
く
日
本
全
国
に
伝
え
ら
れ
た
瑩
山
禅
師

を
「
太た
い

祖そ

常じ
ょ
う

済さ
い

大だ
い

師し

」
と
尊
称
し
、
曹
洞
宗
二
人

の
祖
と
し
て
お
釈
迦
様
と
御
一
緒
に
「
一い
ち

佛ぶ
つ

両り
ょ
う

祖そ

」

と
し
て
お
奉
り
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
御
詠
歌
で
詠

わ
れ
た
瑩
山
禅
師
は
曹
洞
宗
に
お
け
る
四
代
目
の
禅

師
様
で
、
能
登
の
總
持
寺
（
現
在
は
鶴
見
に
移
転
）

を
開
か
れ
た
禅
師
様
で
す
。

瑩
山
禅
師
は
日
本
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
開
祖
と
し

て
、
強
烈
な
存
在
感
を
放
つ
道
元
禅
師
と
は
少
し
異

な
る
方
向
性
な
が
ら
、多
く
の
優
秀
な
弟
子
を
育
て
、

多
数
の
優
れ
た
書
物
を
記
し
、
道
元
様
の
説
か
れ
た

教
え
を
出
家
僧
侶
に
限
ら
ず
広
く
在
家
信
者
に
も
広

め
ら
れ
ま
し
た
。
一
般
に
は
曹
洞
宗
興
隆
の
礎
を
築

か
れ
た
中
興
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
年
令
和
六
年
（
西
暦
二
〇
二
四
年
）
は
瑩
山
禅
師

が
お
亡
く
な
ら
れ
た
正
中
二
年（
西
暦
一
三
二
五
年
）

か
ら
七
百
年
目
の
回
忌
の
年
に
当
た
り
、
鶴
見
の
大

本
山
總
持
寺
に
お
き
ま
し
て
大
法
要
が
行
わ
れ
る
事

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　 

太た
い

祖そ

瑩け
い

山ざ
ん

禅ぜ
ん

師じ

讃さ
ん

仰ご
う

御ご

詠え
い

歌か

（
法ほ

う
と
う灯

）

　
常と

こ
と
わ

永
久
に
人
を
渡わ

た

し
て
今
も
な
お
　
　
　

　
　
　
　
禅
師
の
慈じ

ひ悲
は
世
を
照
ら
す
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
作
詞
：
久
我
尚
寬
　
作
曲
：
密
言
流
光
明

（上）『木像瑩山紹瑾坐像』：瑩山禅師とも縁深
い石川県永光寺に祀られている禅師の坐像
慈愛溢れる眼差しが印象深い
永光寺は萬福寺先住賢道和尚が若い頃学んだ
修行道場でもある
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☆
　
昨
年
久
し
ぶ
り
に
永
平
寺
へ
拝

登
し
て
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
影
響

も
あ
っ
て
六
年
ぶ
り
の
こ
と
で
し
た
。

伽
藍
や
周
り
の
山
々
の
佇
ま
い
は
、

静
寂
に
つ
つ
ま
れ
以
前
と
変
わ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

参
拝
者
の
賑
わ
い
は
以
前
と
は
比
べ

ら
れ
な
い
ほ
ど
少
な
く
な
っ
て
い
ま

し
た
。（
修
行
道
場
と
し
て
は
、
と
て

も
良
い
環
境
と
言
え
ま
す
が
）
そ
し

て
、
朝
の
お
勤
め
に
随
喜
し
て
ビ
ッ

ク
リ
し
ま
し
た
。
修
行
僧
の
数
が
極

端
に
少
な
い
の
で
す
。
聞
く
と
こ
ろ

に
よ
る
と
修
行
僧
の
数
は
百
五
十
人

程
だ
そ
う
で
す
。
因
み
に
私
が
修
行

し
て
い
た
五
十
年
前
の
半
分
の
人
数

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

☆
　
八
十
年
代
以
降
の
少
子
化
の
要

因
と
し
て
、
非
婚
化
・
晩
婚
化
・
晩

産
化
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
要
因
が
寺
院
後
継
者

の
減
少
に
も
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
修
行
僧
の
数
が
半
減
す
る

と
何
が
大
変
か
と
い
え
ば
、作
務
（
お

掃
除
）
を
は
じ
め
永
平
寺
の
維
持
が

難
し
く
な
る
こ
と
で
す
。
今
の
修
行

僧
は
、
私
達
の
時
代
の
倍
の
仕
事
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。（
大
変
ダ
ー
）

☆
　
少
子
高
齢
化
が
進
む
と
過
疎
化

に
繋
が
り
ま
す
。
過
疎
が
進
み
人
口

が
減
っ
て
く
る
と
、
お
檀
家
の
数
も

減
っ
て
き
ま
す
。
と
同
事
に
寺
院
の

後
継
者
も
減
っ
て
き
ま
す
。
そ
の

結
果
寺
院
の
廃
　
　

寺
や
合
併
が
既
に

現
実
の
問
題
と

し
て
生
じ
て
い

ま
す
。
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萬
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縄
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為
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村
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祖
代
々
菩
提
　
　
　

　
施
主
　
木
村
重
直
　
　
殿
　

お
大
師
さ
ま
頭
巾
・
前
掛
け
奉
納
　
　

　
施
主
　
檀
信
徒
有
志
の
皆
様

本
堂
・
山
門
外
壁
工
事
志

　
施
主
　
鈴
木
艶
夫
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
み
ち
子
　
殿

　
　
　
　
高
橋
亮
一
　
　
殿

米
寿
記
念
　
仏
具
料
奉
納

　
施
主
　
　
伊
藤
正
治
　
殿
　

月
例
行
事
の
ご
案
内

◇
坐
禅
会
◇

第
二
土
曜
日
午
後
五
時
半
よ
り

◇
お
写
経
会
◇

第
四
土
曜
日
午
後
一
時
よ
り
随
時

◇
御
詠
歌
会
◇

第
二
・
第
四
火
曜
日
午
前
十
時
よ
り

◇
ヨ
ー
ガ
教
室
◇

毎
週
木
曜
日
　
午
前
九
時
半
よ
り

◇
遊
書
の
会
◇

第
一
・
第
三
水
曜
日
午
前
十
時
よ
り

   

◇
通あ 

般と 

若が 

帳き

◇

☆
コ
ロ
ナ
禍
の
為
、
縮
小
開
催

し
て
お
り
ま
し
た

彼
岸
会
・
施
食
会
・
盂
蘭
盆
会

等
の
ご
法
要
を
、
本
年
よ
り
通

常
規
模
で
開
催
予
定
で
す
。

山
内
一
同
皆
様
お
揃
い
で
の
御

参
詣
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

☆
昨
年
令
和
五
年
夏
に
、
萬
福

寺
墓
地
奥
に
合
葬
墓
『
無む

量
り
ょ
う

寿じ
ゅ

苑え
ん

』
を
増
設
致
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
併
せ
て
墓
地
奥
本
堂
裏

手
側
に
水
屋
・
桶
置
き
場
を
新

設
致
し
ま
し
た
。
新
し
い
水
屋

は
高
さ
も
多
少
高
く
な
り
、
屈

ま
ず
と
も
ご
利
用
頂
け
る
様
に

な
り
ま
し
た
。

　『
願
わ
く
は
こ
の
功
徳
を
以
て

普
く
一
切
に
及
ぼ
し
　
我
等
と
衆

生
と
皆
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
事

を
』
こ
れ
は
「
普
回
向
」
と
言
う

回
向
文
（
読
経
・
修
行
で
積
ん
だ

功
徳
を
何
の
為
の
物
か
読
み
上
げ

る
文
）
で
、
境
内
観
音
様
前
の
鐘

台
に
も
刻
ん
で
あ
り
ま
す
。
功
徳

を
自
分
一
人
の
物
に
す
る
の
で
は

無
く
、
あ
ら
ゆ
る
命
に
捧
げ
、
共

に
悟
り
を
開
き
ま
し
ょ
う
と
い
う

意
味
合
い
の
回
向
文
で
す
。

　
瑩
山
禅
師
の
有
名
な
逸
話
で
こ

の
よ
う
な
物
が
あ
り
ま
す
。
禅
師

は
お
若
い
頃
、
生
真
面
目
の
故
か

カ
ッ
と
怒
り
や
す
い
所
が
有
り
ま

し
た
。
あ
る
時
修
行
僧
に
心
な
い

言
葉
を
掛
け
ら
れ
、
怒
り
に
駆
ら

れ
る
ま
ま
相
手
を
殴
り
つ
け
よ
う

と
し
た
時
、
あ
る
光
景
が
瞼
の
裏

に
浮
か
び
踏
み
止
ま
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
お
母
上
で
あ
る
懐
観
大
姉

が
、
観
音
様
に
一
心
に
お
祈
り
し

て
い
る
姿
で
し
た
。
怒
り
に
駆
ら

れ
て
の
暴
力
は
、
仏
教
の
戒
律
で

固
く
禁
じ
ら
れ
た
行
為
で
す
。
懐

観
大
姉
は
瑩
山
禅
師
の
激
し
い
気

性
を
心
配
し
、
毎
日
観
音
様
に
お

参
り
を
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の

お
姿
を
思
い
出
さ
れ
た
禅
師
は
、

こ
れ
よ
り
後
は
怒
り
に
惑
う
事

も
無
く
人
当
た
り
も
柔
ら
か
く
な

り
、
修
行
僧
達
か
ら
も
以
前
に
も

増
し
て
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
る
様
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
懐
観
大
姉
の
祈
り
の
姿
の
様

に
、
我
々
が
日
々
積
み
重
ね
た
功

徳
が
、
仏
教
徒
と
し
て
生
き
る
一

助
と
な
る
事
を
祈
り
、
御
挨
拶
と

代
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
◇
お
知
ら
せ
◇

☆
墓
地
お
供
物
に
つ
い
て
☆

　
当
山
萬
福
寺
墓
地
に
お
き
ま

し
て
は
、
墓
参
の
際
お
供
え
に

な
っ
た
菓
子
・
飲
料
品
等
を
、

お
参
り
後
に
お
持
ち
帰
り
頂
き

ま
す
よ
う
御
願
い
し
て
お
り
ま

す
。

そ
の
ま
ま
お
供
え
し
て
お
り
ま

す
と
カ
ラ
ス
・
鼠
等
が
墓
前
を

荒
ら
す
他
、
酷
暑
・
寒
冷
時
に

お
供
え
物
の
缶
が
破
裂
し
、
通

路
・
墓
石
を
汚
損
す
る
被
害
が

出
る
事
が
あ
り
ま
す
。

墓
地
の
清
潔
を
保
つ
為
、
何
卒

皆
様
の
御
協
力
・
御
理
解
を
御

願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　

（上）墓地奥に増設した合葬墓
（右）墓地奥に新設した水屋・桶置き場
奥の方の墓地の方以外でも、お盆中等水屋が
混み合う時にご利用下さい。


