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み
ず
の
え
と
ら

新
年
令
和
4
年
壬
寅
の
歳
を
迎
え
ま
し
た
。
本
年
が
皆

さ
ま
に
と
っ
て
良
い
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
、
心
か
ら

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

令
和
3
年
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
開
催
と
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
拡
大
の
中
、
難
し
い

判
断
が
迫
ら
れ
、
人
々
の
心
も
選
手
た
ち
を
応
援
す
る

延
暦
寺
会
館
よ
り
拝
す
る
ご
来
光
（
令
和
３
年
１
月
１
日
）

気
持
ち
と
、
感
染
の
広
が
り
に
心
配
な
気
持
ち
の
狭
間

で
矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま
、
苦
し
い
日
々
を
過
ご
し
ま
し

た
。延

暦
寺
で
も
伝
教
大
師
さ
ま
の
大
遠
忌
の
年
を
迎
え

て
、
計
画
し
て
い
た
法
要
や
行
事
は
中
止
や
縮
小
が
続

き
ま
し
た
。
6
月
3
日
か
ら
3
日
間
の
大
遠
忌
御
祥
当

法
要
は
山
内
の
出
仕
の
み
で
行
い
ま
し
た
が
、
法
要
の

化
も
見
ら
れ
、
ま
た
広
報
の
効
果
も
あ
っ
て
多
く
の
皆

さ
ん
の
参
拝
を
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

東
京
で
は
、
国
立
博
物
館
で
特
別
展
「
最
澄
と
天
台

宗
の
す
べ
て
」
が
開
催
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
マ
ス
コ
ミ

か
ら
の
情
報
発
信
も
多
く
な
さ
れ
ま
し
た
。
通
信
技
術

の
革
新
と
一
般
へ
の
普
及
が
加
速
的
に
す
す
む
中
、
私

た
ち
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
宗
祖
の
大
遠
忌
を
機
会

に
、
新
た
な
社
会
参
加
の
方
法
、
人
と
の
交
流
を
経
験

し
て
い
る
よ
う
で
す
。

新
し
い
年
、
令
和
4
年
は
ど
の
よ
う
な
年
と
な
る
の

で
し
ょ
う
。
天
台
宗
で
は
宗
祖
の
大
遠
忌
ま
で
の
10
年

間
の
大
法
会
期
間
を
コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
て
1
年
延
長
し

て
、
令
和
4
年
度
い
っ
ぱ
い
を
大
遠
忌
報
恩
の
期
間
と

し
て
い
ま
す
。
50
年
に
一
度
の
大
遠
忌
の
報
恩
の
参
拝

と
共
に
、
60
年
ぶ
り
の
総
本
堂
根
本
中
堂
の
大
改
修
の

様
子
も
見
届
け
て
頂
き
た
い
と
念
じ
て
お
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
予

断
を
許
し
ま
せ
ん
。
行
動
の
制
限
、
自
粛
も
必
要
で
し

ょ
う
。
し
か
し
辛
抱
し
た
り
我
慢
ば
か
り
で
は
続
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

菩
薩
の
修
行
は
六
波
羅
蜜
と
云
わ
れ
ま
す
。
そ
の
中

に
ん
に
く

は

ら

み
つ

に
忍
辱
波
羅
蜜
が
あ
り
ま
す
。
精
神
的
身
体
的
苦
痛
、

苦
難
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と
で
す
。
そ
の
苦
痛
は
、
人
か
ら

受
け
る
場
合
と
人
で
は
な
く
自
然
環
境
や
身
体
的
な
、

老
い
や
病
か
ら
の
苦
痛
も
あ
り
ま
す
。
菩
薩
に
は
、
そ

れ
ら
苦
痛
を
唯
々
堪
え
る
辛
抱
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
と
、そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

忍
に
は
認
め
る
、
認
め
て
確
か
に
知
る
こ
と
、
体
得
す

る
、
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
説
く
真
理
を

体
得
し
た
境
地
を
忍
と
云
い
、
そ
の
時
に
は
も
う
そ
こ

か
ら
退
き
戻
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
行
位
（
不
退
転

位
）
に
到
達
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。

忍
耐
が
欲
求
を
押
さ
え
つ
け
て
の
も
の
で
あ
れ
ば
、

何
ら
か
の
ひ
ず
み
や
無
理
が
生
じ
て
自
暴
自
棄
に
走
る

事
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
で
は
な
く
納
得
す
る
。
そ
れ

も
頭
だ
け
で
は
な
く
経
験
的
に
も
体
得
す
る
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
て
本
当
の
忍
波
羅
蜜
と
云
え
る
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
の
行
動
自
粛
の
辛
抱
は
ま
だ
続
き
ま
す
。
精

神
的
な
苦
痛
に
も
耐
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か

に
ゅ
う

わ

し
、
無
理
な
我
慢
で
は
な
く
、
し
な
や
か
な
忍
、
柔
和

に
ん
に
く

忍
辱
の
心
を
も
っ
て
冷
静
に
新
た
な
道
理
も
認
め
て
、

体
験
し
、
適
切
な
行
動
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
も
の

で
す
。

中
に
映
像
と
音
声
で
の
参
加
を
お
願
い
し
、
ま
た
法
要

の
映
像
を
同
時
配
信
し
て
全
国
の
方
に
ご
覧
頂
き
、
さ

ら
に
、
ネ
ッ
ト
上
で
い
つ
で
も
見
て
頂
け
る
と
い
う
今

ま
で
に
な
い
発
信
の
方
法
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
9
月
か
ら
は
、
伝
教
大
師
の
ご
遠
忌
に
相
応
し
く
、

大
師
の
想
い
の
深
い
戒
壇
院
と
法
華
総
持
院
東
塔
の
特

別
拝
観
を
実
施
し
、
特
に
10
月
以
降
は
感
染
症
の
沈
静
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伝教大師一千二百年大遠忌

大遠忌を記念し伝教大師１２００年魅力交流委員会（鳥井信吾委員長）が発足。大学
コラボプロジェクトでは、大学生が比叡山上山下で色々な体験や活動を行った

大
遠
忌
を
記
念
し
て
別
冊
太
陽
『
最
澄
と
天
台
宗
の
こ
こ

ろ
』
を
発
刊

昨年６月４日に厳修された伝教大師一千二百年大遠忌御祥当法要の様子

「
我
が
志
を
述
べ
よ
」

天
台
宗
内
で
よ
く
耳
に
す

る
こ
の
言
葉
は
、
宗
祖
伝
教

大
師
最
澄
の
弟
子
で
あ
る
別

当
大
師
光
定
が
記
し
た
『
伝

述
一
心
戒
文
』
の
中
に
出
て

き
ま
す
。

伝
教
大
師
は
ご
遷
化
さ
れ

る
際
に
「
我
が
為
に
仏
を
作

る
勿
れ
、
我
が
為
に
経
を
写

す
こ
と
勿
れ
、
我
が
志
を
述

べ
よ
」
と
遺
言
を
残
さ
れ
た

と
い
う
の
で
す
が
、
文
章
に

お
け
る
表
面
上
の
意
味
は
決

し
て
難
し
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
私
が
亡
く
な
っ
た
後
、

私
を
供
養
す
る
た
め
に
仏
像

を
造
る
必
要
は
な
い
。
私
の

供
養
の
た
め
に
経
典
を
書
写

す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、

私
の
志
を
実
践
し
て
後
世
に

伝
え
て
欲
し
い
」
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か

し
、
こ
れ
を
本
当
に
実
行
す

る
の
は
、
大
変
難
し
い
と
思

い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
伝
教

大
師
の
「
我
が
志
」
と
は
何

な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
山
修
山
学
」「
十
二
年

籠
山
」「
忘
己
利
他
」「
一
隅

を
照
ら
す
」「
菩
薩
僧
の
育

成
」「
法
華
一
乗
」「
国
家
の

安
寧
」
な
ど
、
伝
教
大
師
が

示
さ
れ
た
道
筋
は
数
多
く
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
理
念
を

真
摯
に
受
け
取
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
や
り
方
で
伝
教
大
師
の

想
い
を
紡
い
で
き
た
結
果
、

比
叡
山
延
暦
寺
・
天
台
宗
は

発
展
し
、
鎮
護
国
家
の
道
場

と
し
て
広
く
世
に
知
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
台
密

の
興
隆
、天
台
教
学
の
進
展
、

鎌
倉
期
に
お
け
る
祖
師
方
の

輩
出
な
ど
日
本
仏
教
に
大
き

な
足
跡
を
残
し
た
だ
け
で
な

受
け
継
が
れ
る
大
師
の
ご
精
神

現
代
に「
志
を
述
べ
る
」活
動
を
紹
介

昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
、
宗
祖
伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌
の
年
と
し
て
、
中
止
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
行
事
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
主
要
な
法
要
・
行
事
を
奉
修
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、

年
が
明
け
た
本
年
も
伝
教
大
師
の
精
神
を
後
世
に
伝
え
る
べ
く
、
様
々
な
取
り
組
み
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

進
行
し
て
お
り
ま
す
。
今
特
集
で
は
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
な
が
ら
、
宗
祖
伝
教
大
師
最
澄
上
人
が
述
べ

ら
れ
た
「
我
が
志
を
述
べ
よ
」
と
い
う
ご
遺
志
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
味
わ
い
た
い
と
思
い
ま
す

く
、
時
に
は
織
田
信
長
に
よ

る
焼
き
討
ち
や
明
治
維
新
期

の
神
仏
分
離
と
い
っ
た
危
機

も
乗
り
越
え
て
来
ま
し
た
。

様
々
な
時
代
背
景
や
民
衆
の

ニ
ー
ズ
に
影
響
を
受
け
な
が

ら
、
そ
の
当
時
の
方
々
が
一

寺庭婦人連合会役員による大遠忌報恩法要での宗歌の奉納

生
懸
命
に
考
え
、「
大
師
の

志
」
を
胸
に
抱
き
な
が
ら
邁

進
し
て
き
た
と
云
え
る
で
し

ょ
う
。

そ
の
薫
陶
は
今
で
も
生
き

て
い
ま
す
。
昨
年
の
一
千
二

百
年
大
遠
忌
に
際
し
、
宗
の

内
外
を
問
わ
ず
、
多
く
の
方

が
「
大
師
の
志
」
を
一
隅
か

ら
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

天
台
宗
内
で
は
、
６
月
３

日
〜
５
日
に
か
け
て
の
大
遠

忌
御
祥
当
法
要
、
１０
月
２１
日

の
寺
庭
婦
人
連
合
会
法
要
、

１１
月
１１
日
に
は
、
天
台
仏
教

青
年
連
盟
五
十
周
年
記
念
結

集
が
開
催
。
ま
た
、
１１
月
１７

日
に
は
、
天
台
宗
全
国
宗
務

所
長
会
に
よ
り
大
遠
忌
法
要

が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
芸
能

界
か
ら
は
比
叡
山
親
善
大
使

を
務
め
る
森
友
嵐
士
氏
が
、

比
叡
山
に
て
毎
年
開
催
し
て

い
る
「
祈
り
の
集
い
」
に
お

い
て
大
遠
忌
御
祥
当
に
合
わ

せ
作
成
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

奉
読
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
学
府
か
ら
は
大
久
保

良
峻『
伝
教
大
師
最
澄
』（
法

蔵
館
）、
久
保
智
康
・
宇
代

貴
文
『
も
っ
と
知
り
た
い

延
暦
寺
の
歴
史
』（
東
京
美

術
）、
木
内
堯
大
『
最
澄
「
守

護
国
界
章
」
全
訳
注

上

十
二
年
籠
山
行
を
修
す
る
僧
侶
と
市
川
氏

に
よ
る
鼎
談

祈
り
の
集
い
で
は
「
一
つ
ひ
と
つ
の
命
が
唯

一
無
二
の
存
在
」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
奉
読御祥当法要では歌舞伎俳優市川猿之助氏

によるメッセージも奉読された

次
の
1
0
0
年
に
む
け
て

研究の成果を次世代へ紡ぐ

全国から教区宗務所長と法流の代表者が総出仕で一
堂に会し、伝教大師に報恩の誠を捧げた

さ
ら
に
天
台
宗
外
に
お
い

て
も
、
前
川
健
一
『
現
代
語

訳

顕
戒
論
』（
公
益
財
団

法
人
東
洋
哲
学
研
究
所
）、

大
竹
晋
『
現
代
語
訳

最
澄

全
集
（
全
四
巻
）』（
国
書
刊

行
会
）、
師
茂
樹
『
最
澄
と

徳
一
』（
岩
波
書
店
）、
別
冊

太
陽
『
最
澄
と
天
台
宗
の
こ

こ
ろ
』（
平
凡
社
）、
等
が
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
現
在
ま
で
の

研
究
成
果
に
基
づ
い
た
も
の

で
あ
り
、
伝
教
大
師
の
お
考

え
や
天
台
宗
の
意
義
を
改
め

て
ふ
り
返
る
の
に
大
変
有
益

で
す
。
特
に
大
竹
晋
氏
の
お

仕
事
は
、
天
台
教
学
の
み
な

ら
ず
、
他
宗
の
教
義
を
踏
ま

え
た
上
で
伝
教
大
師
の
著
作

が
丁
寧
に
現
代
語
訳
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ

た
貴
重
な
資
料
集
と
云
え
ま

す
。ま

た
、
東
京
国
立
博
物
館

・
京
都
国
立
博
物
館
・
九
州

国
立
博
物
館
の
巡
回
展
で
開

催
さ
れ
て
い
る
伝
教
大
師
１

２
０
０
年
大
遠
忌
記
念
特
別

展
「
最
澄
と
天
台
宗
の
す
べ

て
」
で
は
、
伝
教
大
師
ゆ
か

り
の
様
々
な
仏
像
・
絵
画
・

資
史
料
や
、
大
師
の
ご
精
神

に
基
づ
き
具
現
化
さ
れ
、
各

地
で
大
切
に
守
り
継
が
れ
て

き
た
名
宝
を
目
に
す
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
様
々
な
活
動

は
、
ま
さ
に
大
師
が
望
ま
れ

た
「
我
が
志
を
述
べ
よ
」
を

実
践
し
て
い
る
証
で
あ
り
ま

す
。
伝
教
大
師
は
、
国
を
守

る
こ
と
・
人
々
が
幸
せ
に
な

る
こ
と
を
目
指
し
て
、
法
華

一
乗
の
理
念
を
体
現
化
す
る

人
材
育
成
シ
ス
テ
ム
と
し
て

比
叡
山
延
暦
寺
を
開
か
れ
ま

し
た
。そ
の
ご
生
涯
は
、人
々

の
心
の
安
寧
を
支
え
る
「
国

宝
」
と
な
る
人
材
を
未
来
へ

送
り
出
す
こ
と
に
、
最
後
ま

で
心
血
を
注
が
れ
ま
し
た
。

ご
遷
化
さ
れ
て
１
２
０
０

年
経
っ
た
今
、
こ
れ
ほ
ど
多

く
の
方
々
が
、
己
の
信
じ
る

や
り
方
と
、
己
の
出
来
る
範

疇
で
、
誠
心
誠
意
「
志
を
述

べ
て
い
る
」
姿
を
ご
覧
に
な

ら
れ
た
伝
教
大
師
は
、
一
体

何
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

今
大
遠
忌
を
経
て
、
次
に

我
々
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
次
世
代
へ
「
志

を
述
べ
る
」
姿
を
継
承
さ
せ

て
い
く
こ
と
で
す
。
大
師
の

一
千
三
百
年
大
遠
忌
ま
で
の

１
０
０
年
は
今
年
か
ら
始
ま

る
の
で
す
。

巻
』（
宗
教
工
芸
社
）、
天
台

学
会
編
『
平
安
・
鎌
倉
の
天

台
』（
山
喜
房
仏
書
林
）
が

上
梓
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他

に
も
音
声
に
よ
る
法
要
、
文

字
や
写
真
に
よ
る
著
書
、
と

表
現
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

り
ま
す
が
、
大
師
の
志
を
し

っ
か
り
と
述
べ
ら
れ
た
も
の

と
思
い
ま
す
。

一
方
、
天
台
宗
務
庁
祖
師

先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局
が

主
催
し
た
「
伝
教
大
師
最
澄

１
２
０
０
年
魅
力
交
流
大
学

コ
ラ
ボ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で

は
、
次
世
代
を
担
う
大
学
生

が
比
叡
山
や
天
台
宗
寺
院
を

中
心
に
参
拝
・
見
学
・
修
行

体
験
等
を
行
い
、
伝
教
大
師

の
ご
遺
志
を
学
び
な
が
ら
意

見
を
交
わ
し
合
い
ま
し
た
。

宗
外
か
ら
も
大
師
の
志
が

一
隅
か
ら
志
を
述
べ
る

天
台
宗
の
発
展
に
大
師
の
理
念




