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於

大

講

堂

一
、
参

さ
ん
に
ゅ
う入

一
、
集し

ゅ
う
え会

之
鐘	

①	

十
二
時
三
十
分

一
、
奉

ほ
う
し
ょ
う唱	

②	

十
二
時
四
十
五
分

一
、
会え

は
じ
め始

出
発	
③	

十
二
時
五
十
分

一
、
行
列
出
発	

	
一
時

一
、
大

た
い
し
ゅ
う衆

入
堂　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
、
講こ

う

ど

く

し

読
師
入
堂

一
、
勅ち

ょ
く
し
や
く

使
役
入
堂　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
惣そ

う

礼ら
い	

	

一
時
三
十
分

一
、
講
読
師
登
高
座

一
、
差さ

進し
ん

之
儀	

④　
　
　
　
　
　

二
、
四し

箇か

法ほ
う

要よ
う 

⑤

一
、
唄ば

い

一
、
散さ

ん
　
げ華

・
行

ぎ
ょ
う
ど
う道

一
、
梵

ぼ
ん
　
の
ん音

一
、
錫

し
ゃ
く
じ
ょ
う杖

三
、
講こ

う

問も

ん

論ろ

ん

義ぎ

一
、
表

ひ
ょ
う
び
ゃ
く

白	

⑥

一
、
勧

か
ん
じ
ょ
う請	

⑦

一
、
探た

ん

題だ
い

入
堂

一
、
経

き
ょ
う
じ
ゃ
く

釈	

⑧

一
、
揚

よ
う
き
ょ
う
だ
い

経
題	

⑨　

一
、
講
問
論
義	

⑩

一
、
講

こ
う
お
ろ
し下

之
鐘	

⑪

四
、
咒し

ゅ

願が
ん

、
行こ

う
く
ば
り香

之
儀

一
、
咒し

ゅ

願が
ん	

⑫

一
、
六ろ

く

為い

之の

磬け
い

一
、
勅
使
役
行
香
之
儀	

⑬　

五
、
番ば

ん

論ろ
ん

義ぎ

、
竪

り

ゅ

う

ぎ義

一
、
論

ろ
ん
じ
ょ
う匠

呼
び
出
し

一
、
番
論
義	

⑭

一
、
竪
義
（
競け

望も
う

者
無
し
の
年
、
不
執
行
）	

⑮

六
、
法ほ

う

ら

く楽
読
経	

⑯

『
金

こ
ん
こ
う
み
ょ
う
さ
い
し
ょ
う
お
う
き
ょ
う

光
明
最
勝
王
経
』
夢む

け

ん

こ

ん

く

さ

ん

げ

ぼ

ん

だ

い

し

げ

見
金
鼓
懺
悔
品
第
四
偈　
　

　
　
　

七
、
後ご

奏そ
う

之
儀
、
講こ

う
　
じ
　
の
　
き
ょ

師
之
挙

一
、
後
奏
之
儀	

⑰

　
　

並
び
に
「
十

じ
っ
ち
ょ
う
じ
ゅ
う
も
ん

聴
衆
文
」
進
上

一
、
講
師
之
挙
「
耳さ

さ
や
き語

之
作
法
」	

	

⑱

八
、
布ふ

施せ

之
儀

一
、
勅
使
役
布
施
之
儀
「
取と

り
は
て終

之
作
法
」	

⑲

一
、
惣
礼

一
、
退
堂　
　
　
　
　
　

	

三
時
三
十
分
頃
終
了

　
　
　
　

	

次 

第 

解 

説

①
集
会
之
鐘	

・
法ほ

う

え会
に
参
列
す
る
諸
役
の
僧
へ
、
控
え
所
に
参
集
す
る

こ
と
を
知
ら
せ
る
鐘
。

②
奉　
　

唱	

・
法
会
執
行
に
当
た
り
、
各
配
役
僧
の
出
仕
を
確
認
す

る
為
、
名
前
を
交
わ
し
て
（
交

き
ょ
う
み
ょ
う

名
）、
「
奉ほ

う

」
の
文
字
を

自
筆
で
書
き
判
を
取
る
作
法
。

③
会　
　

始	

・
会え

じ
ょ
う場

へ
準
備
・
荘

し
ょ
う
ご
ん

厳
の
確
認
に
向
う
行
列
。
堂
内
の
式
衆

の
統
監
役
「
都つ

維い

那な

」
と
、
法
会
の
記
録
と
指
揮
進
行

役
「
註ち

ゅ
う
き記

」
が
会
場
の
確
認
に
向
い
ま
す
。
侍
が
「
会え

始は
じ
め
だ
い
こ

太
鼓
」
を
打
っ
て
先
導
し
、
法
会
の
始
ま
り
を
知
ら

せ
ま
す
。

④
差
進
之
儀	

・
「
勅
使
役
」
が
先
の
奉
唱
に
親
し
く
目
を
通
し
て
、
法
要

を
差
し
進
め
る
「
差さ

進し
ん

」
（
催
行
）
を
促
し
ま
す
。

⑤
四
箇
法
要	

・
南
都
の
法
会
で
は
「
声

し
ょ
う
み
ょ
う

明
」
を
唱
え
ま
す
。
大
法
要

（
大だ

い

会え

）
は
い
わ
ゆ
る
「
四し

　
か箇

法
要
」
（
唄
、
散
華
、
梵
音
、

錫
杖
）
の
作
法
を
用
い
ま
す
。
唄
は
如
来
唄
（
梵ぼ

ん
ば
い唄

）

と
い
い
、『
勝

し
ょ
う
ま
ん
ぎ
ょ
う

鬘
経
』
の
偈げ

じ

ゅ頌
を
「
唄

ば
い
し
ょ
う

匠
」
が
諷ふ

う
え
い詠

し
ま
す
。

散
華
で
は
「
散
華
師
」
の
頭と

う

に
合
わ
せ
て
、
柄え

ご

う

ろ

香
炉
を

持
つ
侍
僧
を
先
頭
に
内
陣
を
一
周
し
ま
す
。
華
を
撒
き

会
場
を
浄
め
た
後
、
梵
音
を
唱
え
浄
土
の
世
界
を
表
現

し
、
錫
杖
を
振
り
魔
を
払
い
ま
す
。
こ
の
四
箇
法
要
の

声
明
に
合
わ
せ
雅
楽
が
奏
さ
れ
ま
す
。

⑥
表　
　

白	

・
法
会
の
主
人
公
で
あ
る
「
講こ

う

師じ

」
が
こ
の
法
儀
の
意
義

を
述
べ
た
「
表

ひ
ょ
う
び
ゃ
く

白
」
を
奏
上
し
ま
す
。

⑦
勧　
　

請	
・
会
場
に
諸
佛
諸
神
の「
来ら

い
り
ん
よ
う
ご
う

臨
影
向
」（
出
現
）を
願
い
、
諸
願

の
成
就
の
為
に
経
名
や
諸
尊
諸
佛
の
名
を
挙
げ
、
佛
法

の
功
徳
を
讃
嘆
し
ま
す
。

⑧
経　
　

釈	

・
講
問
の
主
題
の
経
論
を
「
講
師
」
が
解
釈
し
ま
す
。

⑨
揚	

経	

題	

・
主
題
の
経
論
の
題
目
を
「
読
師
」
が
唱
え
ま
す
。

⑩
講
問
論
義	

・
経
論
の
要
義
に
つ
い
て
、
聴
衆
の
代
表
者
「
会え

の
も
ん
じ
ゃ

問
者
」
が

質
問
し
、
講
師
が
答
え
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
講
師
が

経
論
の
内
容
を
解
説
し
て
い
く
形
式
と
な
り
ま
す
。

⑪
講
下
之
鐘	

・
講
問
論
義
の
終
り
を
知
ら
せ
る
鐘
。
講
師
、
読
師
の
下

高
座
を
促
し
ま
す
。

⑫
咒　
　

願	

・
寺
務
を
統
理
し
最
高
職
位
で
あ
る
「
別べ

っ

當と
う

」（
「
探た

ん
だ
い題

」
）
が

（
六
為
之
磬
）	

	

「
咒し

ゅ

が

ん

し

願
師
」
と
な
り
、
国
家
安
泰
、
世
界
平
和
、
国
民
豊

楽
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
ま
す
。

⑬
行
香
之
儀	

・
神
道
に
お
い
て
勅
祭
の
勅
使
作
法
の
中
心
は
「
奉ほ

う

幣へ
い

」

と
「
祭さ

い
も
ん文

」
で
す
が
、
佛
事
で
は
香こ

う

華け

の
供
養
を
し
ま
す
。

勅
使
行
香
は
、
中
国
・
後こ

う
し
ん秦

の
姚よ

う
こ
う
お
う

興
王
が
佛
事
を
行
っ

た
時
、
八
人
の
天
人
が
天
下
り
、
僧
衆
に
香
を
配
っ
た

こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
「
行
香
」
を
「
こ
う

を
く
ば
る
」
と
読
み
、
本
朝
に
お
い
て
は
公く

ぎ
ょ
う卿

が
上

じ
ょ
う
ろ
う臘

よ
り
八
人
の
僧
に
粉
香
を
配
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
施
主
で
あ
る
天
皇
の
名
代

と
し
て
参
向
し
た
勅
使
が
直
々
に
僧
侶
に
香
を
授
け
た

と
い
わ
れ
ま
す
。
雅
楽
が
奏
さ
れ
る
中
、
「
威い

儀ぎ

師し

」
と

「
従

じ
ゅ
う

儀ぎ

師し

」
の
案あ

な

い内
に
よ
り
、
式
衆
が
手
に
持
つ
柄え

香ご
う

炉ろ

に
上

じ
ょ
う
ろ
う臘

か
ら
順
に
香
が
薫
ぜ
ら
れ
、
本
尊
に
供
養
す
る

と
い
う
勅ち

ょ
く
え会

な
ら
で
は
の
作
法
と
い
え
ま
す
。
近
年
、「
公

益
財
団
法
人
お
香
の
会
」
の
事
務
局
が
薬
師
寺
に
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
最
勝
會
に
お
け
る
勅
使
役
を

香
道
の
宗
家
及
び
家
元
に
お
願
い
し
、
行
香
之
儀
が
復

興
さ
れ
ま
し
た
。
伝
統
儀
礼
の
復
興
と
共
に
、
香
道
文

化
の
継
承
と
発
展
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

⑭
番	

論	

義	

・
「
論

ろ
ん
じ
ょ
う

匠
」
に
よ
る
番ば

ん

之の

句く

と
呼
び
出
し
に
よ
り
、
番
論
義

が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
年
少
の
僧
の
試
験
で
あ
り
、

本
来
は
勅
使
に
対
す
る
饗
応
を
兼
ね
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
名
残
で
論
義
終
了
後
、
答た

っ
し
ゃ者

に
よ
り
勅
使
役
に
菊

の
造
花
が
献
ぜ
ら
れ
ま
す
。

⑮
竪　
　

義	

・
南
都
の
竪
義
は
「
研け

ん
が
く
り
ゅ
う
ぎ

学
竪
義
」
と
い
い
、
学
位
認
定
の
為

の
講
問
論
義
の
試
験
に
当
た
り
ま
す
。
竪
義
僧

を
「
竪り

っ
し
ゃ者

」
と
い
い
、
こ
の
竪
義
を
終
え
て
三さ

ん

會ね

(

御ご

さ

い

え

斎
會
・
維ゆ

い

ま

え

摩
會
・
最
勝
會)

の
講
師
を
勤
め
る
と
、

「
已い

講こ
う

」
と
い
う
学
位
を
得
、
や
が
て
僧そ

う

綱ご
う

に
任
ぜ
ら
れ

る
僧
官
の
登
竜
門
で
し
た
。
中
世
以
降
は
竪
義
を
終
え

る
と
、
権ご

ん

僧そ
う

正じ
ょ
う

の
階
位
と
紫
衣
の
着
用
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
。

⑯
法
楽
読
経	

・
法
会
の
終
り
に
読
経
や
雅
楽
な
ど
を
奏
し
、
本
尊
を
供
養

す
る
こ
と
を
法ほ

う
ら
く楽

と
い
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
『
金
光
明

最
勝
王
経
』
夢
見
金
鼓
懺
悔
品
を
出
典
と
す
る
「
懺
悔

の
偈
」
及
び
「
慈
悲
の
偈
」
を
皆
様
と
ご
一
緒
に
唱
和

致
し
ま
す
。

⑰
後
奏
之
儀	

・
法
会
の
終
了
に
際
し
改
め
て
、
出
仕
し
た
聴

ち
ゅ
う
じ
ゅ
う
き
ょ
う
み
ょ
う

衆

交

名

（
名
簿
）
や
竪
義
の
合
否
判
定
の
記
録
な
ど
を
勅
使
役

の
も
と
に
差
し
出
す
作
法
で
す
。
こ
の
文
書
に
は
国
家

的
な
祈
り
の
法
会
が
無
事
修
さ
れ
た
事
が
別
當
名
で
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
本
来
は
こ
れ
が
宮
中
に
持
ち
帰
ら
れ
、

後
に
勅
使
を
通
じ
て
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
後

奏
の
儀
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
「
十
聴
衆
文
」
と
は

明
年
の
聴
衆
の
名
を
別
當
名
で
朝
廷
に
申
請
し
た
交
名

（
名
簿
）
の
こ
と
で
す
。

⑱
講
師
之
挙	

・
奈
良
時
代
、
全
国
の
僧
尼
を
統
領
し
、
法
務
を
統
括
し

た
僧
官
職
を
「
僧そ

う
ご
う綱

」
と
い
い
ま
す
。
講こ

う

師じ

之の

挙き
ょ

と
は

僧
綱
が
明
年
の
講
師
に
推
薦
す
る
僧
侶
の
名
を
挙
げ
申

し
、
そ
れ
を
従
儀
師
が
取
り
次
い
で
，
勅
使
役
に
伝
え

る
作
法
で
す
。
本
来
は
こ
の
所
作
が
小
声
で
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
「
耳さ

さ
や
き語

之
作
法
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
か

つ
て
は
こ
の
推
挙
に
基
づ
い
て
、
朝
廷
よ
り
明
年
の
講

師
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

⑲
布
施
の
儀	

・
最
後
に
外げ

記き

役
が
内く

ら

り

ょ

う

蔵
寮
か
ら
の
俸
禄
や
布
施
料
（
奉ほ

う

ぐ供
）

を
記
し
た
「
布ふ

施せ

文も
ん

」
を
読
み
上
げ
ま
す
。
そ
の
折
に

勅
使
役
、
辧
役
は
正
面
に
用
意
さ
れ
た
拝
座
で
笏

し
ゃ
く

を
置

き
、
裾き

ょ

を
引
き
寄
せ
、
手
を
合
わ
せ
二
拝
し
ま
す
。
こ

れ
を
「
取と

り
は
て終

之
作
法
」
と
い
い
、
裾
を
引
き
寄
せ
る
所

作
は
宮
中
の
殿
上
作
法
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。


