
今
月
は
寺
報
八
月
号
に
続
き
、

七
高
僧
第
四
祖
「
道
綽
禅
師
」
を

ど
う
し
ゃ
く
ぜ
ん

じ

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

道
綽
禅
師
の
略
歴

道
綽
禅
師
は
西
暦
五
六
二
年
、

中
国
の
幷
州
汾
水
に
お
生
ま
れ
に

へ
い
し
ゅ
う
ふ
ん
す
い

な
り
ま
し
た
。
当
時
の
中
国
は
正

し
ょ
う

像
末
の
三
時
思
想
が
盛
ん
で
、
道

ぞ
う
ま
つ

さ
ん

じ

綽
禅
師
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
年

は
お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
ら
れ
て

一
五
一
二
年
で
、
末
法
の
世
に
入
っ

ま
っ
ぽ
う

て
十
一
年
目
だ
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
が
禅
師
の
教
義
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

十
四
歳
で
出
家
し
た
と
伝
え
ら

れ
、
は
じ
め
は
涅
槃
宗
に
入
り
、

ね

は
ん
し
ゅ
う

そ
の
教
義
を
ひ
ろ
め
て
お
り
ま
し

た
が
、
四
十
八
歳
の
時
、
曇
鸞
大

ど
ん
ら
ん

だ
い

師
の
旧
跡
で
あ
る
玄
忠
寺
で
大
師

し

げ
ん
ち
ゅ
う

じ

の
功
績
を
た
た
え
た
石
碑
の
文
を

読
み
、
大
い
に
感
ず
る
と
こ
ろ
が

あ
り
自
力
修
行
に
よ
っ
て
仏
の
さ

と
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
思
い

も
よ
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
浄

土
教
に
帰
依
さ
れ
ま
し
た
。

西
暦
六
四
五
年
八
十
四
歳
で
玄

忠
寺
に
て
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

ま
し
た
。

道
綽
禅
師
の
著
述
・

教
義
の
発
揮

道
綽
禅
師
の
著
述

『
安
楽
集
』
二
巻

あ
ん
ら
く
し
ゅ
う

『
安
楽
集
』
は
『
仏
説
観
無

量

ぶ
っ
せ
つ
か
ん

む

り
ょ
う

寿
経
』
（
以
下
『
観
経
』
）
の
全

じ
ゅ
き
ょ
う

か
ん
ぎ
ょ
う

体
の
意
味
に
つ
い
て
の
解
釈
で
、

当
寺
の
中
国
で
は
『
観
経
』
に
対

す
る
誤
解
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
誤

り
を
正
し
く
す
る
た
め
に
苦
労
さ

れ
た
著
述
で
す
。

道
綽
禅
師
の
思
想
の
中
心
は
末

法
思
想
で
す
。

末
法
思
想
と
は
お
釈
迦
さ
ま
が

亡
く
な
ら
れ
千
五
百
年
た
つ
と
、

お
釈
迦
さ
の
感
化
力
が
な
く
な
り
、

社
会
的
な
悪
が
多
く
な
り
悪
い
世

の
中
（
悪
時
）
に
な
る
と
い
う
思

あ
く

じ

想
で
す
。

道
綽
禅
師
は
悪
時
で
は
悪
人
で

も
行
う
こ
と
の
で
き
る
、
易
行
で

い

ぎ
ょ
う

な
け
れ
ば
仏
に
は
な
れ
な
い
立
場

ぶ
つ

に
立
っ
て
教
義
を
説
か
れ
ま
し
た
。

『
安
楽
集
』
で
「
聖

浄
二
門
」

し
ょ
う
じ
ょ
う

に

も
ん

と
い
う
教
判
を
説
か
れ
ま
し
た
が
、

き
ょ
う
は
ん

こ
れ
は
龍
樹
菩
薩
の
「
難
易
二
道
」

り
ゅ
う
じ
ゅ

な
ん

い

に

ど
う

の
教
判
、
曇
鸞
大
師
の
「
自
力
他

力
」
の
釈
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
を

綜
合
分
類
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の

で
す
。

聖
浄
二
門
判
と
は
一
代
仏
教
を

実
践
的
立
場
か
ら
聖
道
門
と
浄
土

し
ょ
う
ど
う
も
ん

門
と
の
二
大
分
野
に
分
け
ら
れ
ま

す
。こ

れ
は
龍
樹
菩
薩
の
難
易
二
道

判
、
曇
鸞
大
師
の
自
力
他
力
の
釈

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
前
述
し
ま
し
た
が
、
具
体

的
に
は
聖
道
門
と
い
う
の
は
、
自

力
に
よ
っ
て
難
し
い
行
（
難
行
）

な
ん
ぎ
ょ
う

を
修
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悟
り
に

い
た
る
法
門
を
い
い
、
こ
れ
は
こ

の
世
に
あ
っ
て
成
仏
す
る
難
行
道

の
教
え
を
い
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
浄
土
門
は
、
阿

弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
浄
土

に
往
生
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
果

（
成
仏
）
に
い
た
る
こ
と
を
教
え

た
法
門
を
い
い
、
私
た
ち
の
力
は

必
要
な
く
、
す
べ
て
仏
力
（
他
力
）

に
よ
る
救
い
、
す
な
わ
ち
易
行
道

の
教
え
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

道
綽
禅
師
の
思
想
の
中
心
は
末

法
思
想
に
あ
る
と
前
述
し
ま
し
た
。

末
法
の
世
で
は
悪
衆
生
が
多
く
、

あ
く
し
ゅ
じ
ょ
う

聖
道
門
の
教
え
は
道
理
が
深
く
、

悪
衆
生
は
理
解
力
が
か
す
か
だ
か

ら
悪
衆
生
に
は
修
め
に
く
い
道
で

す
。一

方
、
浄
土
門
の
教
え
は
、
本

願
力
（
他
力
）
に
よ
る
救
い
で
あ

り
、
私
た
ち
の
力
（
自
力
、
能
力

や
理
解
力
）
は
全
く
必
要
で
は
な

く
、
悪
衆
生
の
身
で
も
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
浄
土
に
救
わ
れ
て
仏
果

（
成
仏
）
を
い
た
だ
く
こ
と
の
で

き
る
道
と
明
ら
か
に
し
、
末
法
の

世
に
生
き
る
衆
生
は
た
だ
阿
弥
陀

さ
ま
の
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て

い
く
ほ
か
な
い
こ
と
を
お
示
し
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
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《
原

文
》

『
嘆
徳
の
文
』
に
、
「
以
て
弘
誓
に
託
す
」
と
申
す
こ
と
を
、
「
以
て
」
を
抜

た
ん
ど
く

も
ん

も
っ

ぐ

ぜ
い

た
く

も

う

も
っ

ぬ

き
て
は
よ
ま
ず
候
ふ
と
云
々
。

そ
う
ろ

う
ん
ぬ
ん

（
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』

二
百
七
十
五
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

『
嘆
徳
文
』
に「
以
て
弘
誓
に
託
す
」
と
あ
る
の
を
、
そ
の「
以
て」
を
抜
い
て

た
ん
ど
く
も
ん

も
っ

ぐ

ぜ
い

た
く

も
っ

ぬ

は
読
ま
な
い
の
で
あ
る
。

よ


