
遍
照
山

彼
岸
に
心
見
直
し
て

今
年
の
夏
の
暑
さ
は
、
昨
年
よ
り
厳
し
か
っ
た
で
す
。

と
い
う
の
も
、
本
堂
前
に
あ
る
先
祖
の
火
の
ろ
う
そ
く

が
温
度
急
上
昇
し
て
、
ロ
ー
ソ
ク
が
倒
れ
ま
す
。
か
つ

て
設
置
し
た
と
き
に
は
ロ
ー
ソ
ク
が
倒
れ
る
こ
と
な
く
、

最
後
ま
で
つ
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
近
年
の
温

度
上
昇
に
は
驚
き
で
す
。
地
球
の
温
暖
化
に
よ
る
環
境

の
変
化
が
著
し
い
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。
こ

の
先
、
地
球
は
ど
う
な
る
の
か
心
配
で
た
ま
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
中
で
、
私
た
ち
の
子
ど
も
や
孫
た
ち
が
、

し
あ
わ
せ
な
暮
ら
し
を
出
来
る
よ
う
に
、
自
然
環
境
を

考
え
、
仕
事
に
見
合
う
収
入
が
で
き
る
社
会
、
即
ち
地

域
の
発
展
を
考
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
な
い
と
、
私
た
ち
の
住
む
地
域
に
人
が
い
な

く
な
り
、
豊
か
な
自
然
の
中
で
生
き
て
行
く
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
一
抹
の
不
安
を
感
じ
て
い
ま

す
。我

慢
す
る
心
が
、
人
々
に
は
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。「
子
ど
も
が
切
れ
る
」
と
言
う
言
葉
が
有
る
よ

う
に
、
子
ど
も
同
志
の
ケ
ン
カ
か
ら
取
り
返
す
こ
と
の

出
来
な
い
悲
惨
な
事
件
、
事
故
が
、
起
こ
り
続
け
て
居

ま
す
。
本
当
に
悲
し
い
こ
と
で
す
。
ど

う
か
命
を
大
切
す
る
心
を
培
い
た
い

も
の
で
す
。
慈
悲
心
と
不
借
身
命
が
、

お
経
の
中
に
有
る
こ
と
を
多
く
の

人
々
に
伝
え
、
誰
に
で
も
や
さ
し
い
社

会
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
は
、
八
十
歳
で
お
亡
く
な
り
に
な
る
間
際

に
お
弟
子
の
方
々
を
枕
元
に
集
め
ら
れ
て
、
最
後
の
説

法
を
さ
れ
ま
し
た
。
人
は
み
な
戒
め
に
し
た
が
っ
て
生

き
る
べ
き
」
と
示
さ
れ
ま
し
た
。

戒
め
は
、
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「
シ
ー
ラ
」
と
い
い
、

よ
き
習
慣
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、

罪
を
犯
し
た
ら
、
罰
則
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

他
か
ら
強
制
さ
れ
た
か
ら
と
言
う
こ
と
で
も
な
く
、
自

主
的
自
発
的
に
遵
守
す
べ
き
行
為
を
選
び
、
自
ら
実
践

し
習
慣
づ
け
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
在
家
の
人
々
に
示
さ
れ
た
戒
め
は
五
つ
あ
り
ま

す
。

①

不
殺
生

無
益
な
殺
生
を
し
な
い
。

➁

不
偸
盗

盗
み
を
し
な
い
。

③

不
邪
淫

邪
よ
こ
し
ま

な
男
女
の
交
わ
り
を
し
な
い
。

④

不
妄
語

う
そ
を
つ
か
な
い
。

⑤

不
飲
酒

迷
い
の
酒
や
思
想
に
及
ば
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
生
き
る
上
で
こ
れ
ら
五
つ
の
戒
を
守
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
盗
み
を
し
な
い
こ
と
と
、
男
女
の
邪
な

交
わ
り
を
し
な
い
こ
と
の
二
つ
の
戒
は
意
思
を
持
つ
こ

と
で
守
れ
ま
す
し
、
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
戒
で
す
。

ま
た
、
う
そ
を
つ
か
な
い
こ
と
は
、
実
際
の
暮
ら
し
の

中
で
は
難
し
い
。
う
そ
は
方
便
と
あ
る
よ
う
に
、
う
そ
を

つ
く
こ
と
で
相
手
を
生
か
し
、
励
ま
す
こ
と
も
あ
る
の
で
、

相
手
に
不
利
益
や
害
を
及
ぼ
す
う
そ
は
言
わ
な
い
。

酒
の
飲
み
方
を
誤
れ
ば
、
身
を
滅
ぼ
し
た
り

人
に
迷
惑

を
か
け
る
こ
と
が
あ
る
一
方
、
上
手
に
飲
め
ば
円
満
な
人

間
性
を
引
き
出
す
。
酒
は
「
百
薬
の
長
」
と
も
言
わ
れ
て
、

健
康
増
進
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
の
五
つ
の
戒
を
守
る
こ
と
が､

良
き
習
慣
を
見
に
つ
け､

幸

せ
に
生
き
る
道
で
あ
る
と
信
じ
て
実
践
す
れ
ば
き
っ
と
い
い
こ

と
が
あ
る
。

今
年
の
大
蔵
経
会
法
要
が
、
旧
高
島
町
の
永
田
区
内
の

長
盛
寺
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
壇
信
徒
十
四
戸
、
心
ひ
と
つ

に
な
っ
て
、
他
の
お
寺
に
負
け
じ
と
一
生
懸
命
、
境
内
地

と
本
堂
を
整
備
し
、
皆
様
を
お
迎
え
す
る
べ
く､

頑
張
っ

て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
是
非､

ご
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
き
、

お
参
り
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

開
催
日
時

十
月
十
六
日
（
日
）

午
前
八
時
半
よ
り
十
七
時

な
お
、
大
蔵
経
会
供
養
袋
を
各
壇
信
徒
に
配
布
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
出
来
ま
す
な
ら
、
一
千
五
百
円
程
度
、

少
額
で
も
結
構
で
す
の
で
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

お
互
い
日
々
の
生
活
の
中
で
様
々
な
困
難
に
出
遭
う
。

な
ぜ
こ
ん
な
目
に
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
心

暗
く
な
る
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん

な
苦
難
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
人
は
明
日
に
つ
な
が
る
希

望
つ
な
ご
う
と
す
る
。
今
日
辛
く
て
も､

我
慢
し
て
い
れ

ば
い
い
と
き
が
来
る
。
生
き
て
良
か
っ
た
と
思
う
日
が
き

っ
と
訪
れ
る
・
・
・
。

大
事
な
の
は､

困
難
が
過
ぎ
去
る
の
を
た
だ
耐
え
て
待

つ
の
で
は
な
く､

最
善
の
努
力
を
尽

く
し
て
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
。

そ
う
し
た
姿
勢
に
徹
し
て
試
練
と

向
き
合
い
、
克
服
し
て
い
っ
て
こ
そ
、

今
が
い
ち
ば
ん
い
い
と
い
う
人
生

を
お
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
い
つ
か
で
な
く
、
今
を
幸
せ
に

生
き
る
の
道
を
積
極
的
に
求
め
て
生
き
た
い
。

今
年
の
御
十
夜
は
、
土
曜
日
、
日
曜
日
に
開
催
し
た
い
の
で

す
が
、
既
に
埋
ま
っ
て
い
ま
す
。

従
い
ま
し
て
、
十
一
月
十
一
日
、
（
金
）
に
開
催
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

内
容
と
し
て
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に､

先
祖
様
に
感
謝
す
る

十
夜
袋
を
奉
納
し
て
い
た
だ
き
、
ご
詠
歌
で
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
そ
の
後
は
、
久
し
ぶ
り
に
落
語
会
を
し
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

そ
の
落
語
家
は
、
土
井
隆
君
（
こ
ま
ち
亭
ま
ん
ま
さ
ん
）
に

出
演
い
た
だ
け
る
よ
う
調
整
を
し
て
い
ま
す
。
こ
ま
ち
亭
ま
ん

ま
さ
ん
は
、
当
山
の
壇
信
徒
の
方
で
す
。
乞
う
、
ご
期
待
く
だ

さ
い
。

こ
の
度
、
中
村
甚
一
郎
様
が
、
今
年
四
月
、
総
代
の
任
を
終

え
ら
れ
ま
し
た
。

平
成
八
年
よ
り
二
十
年
あ
ま
り
、
総

代
と
し
て
ご
奉
仕
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
足
跡
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
二

十
六
世
晋
山
式
、
本
堂､

鐘
楼
堂
の
屋

根
葺
き
替
え
等
の
大
営
繕
事
業
の
成
就

に
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
人
徳
を
た

た
え
ま
し
て､

本
山
よ
り
、
感
謝
状
を
い

た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
九
月
十
日
に
玉

泉
寺
本
堂
で
中
村
様
に
感
謝
状
の
伝
達

式
を
行
わ
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
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今
が
い
ち
ば
ん

び
ん
ず
る
会
の
活
動

写
経
、
奉
仕
、
座
禅
を
し
て
、
心
の
修
養
を
し
ま
す

の
で
、
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
ま
す
。
参
加
し
て

み
よ
う
と
思
わ
れ
る
方
は
、
ご
一
報
下
さ
い
。

本
山
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中
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�
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毎月法話会

毎月十五日

に開催します。

本堂開けて

いますので、連

絡してね。

「玉泉寺住職

日記」のブログ

に毎日更新し

ていますので

ご覧ください。
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ホ
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ジ
「
滋
賀
高
島
石
仏
の
玉
泉
寺
」
と
「
玉

泉
寺
住
職
日
記
」
を
ご
ら
ん
下
さ
い
。

※
「
玉
泉
寺
住
職

記

の
ブ

グ

更
新
し
て
い

す
。

高
島
門
中
大
蔵
経
会
法
要
が

永
田
、
長
盛
寺
で
厳
修
し
ま
す
。

御
十
夜
の
ご
案
内


