
栖雲寺たより

天 目

臨済宗建長寺派 天目山 栖雲寺 住職 青柳真元

〒409-1201 山梨県甲州市大和町木賊１２２

TEL 0553ｰ48-2797 URL http://www.tenmokusan.or.jp

発行日 平成２１年１０月１日

発行者 天目山栖雲寺

第２号

無
功
徳
（
む
く
ど
く
）

お
正
月
や
選
挙
の
時
な
ど
に
、
縁
起
物
と
し
て
よ
く
見
る
置
き
物
の
ダ
ル
マ
さ
ん
。
正
式
に
は

菩
提
達
磨
大
師
（
ぼ
だ
い
だ
る
ま
だ
い
し
）
と
い
っ
て
イ
ン
ド
に
い
た
お
坊
さ
ん
で
、
お
釈
迦
様

の
教
え
を
受
け
継
い
だ
二
十
八
代
目
の
継
承
者
で
す
。
禅
を
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
伝
え
た
こ
と

で
、
中
国
禅
宗
の
初
祖
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
中
国
は
梁
の
時
代
。
そ
の
権
力
者
、
武
帝
は
達
磨
大
師
の
渡
来
を
歓
迎
し
ま
す
。
首
都

南
京
に
招
か
れ
た
達
磨
大
師
は
武
帝
か
ら
質
問
を
受
け
ま
す
。
「
私
は
多
く
の
寺
院
を
建
て
、
多

く
の
僧
侶
に
供
養
し
、
布
施
も
し
、
写
経
も
し
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
善
い
行
い
を
し
た
功
徳
は

ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
す
か
？
」
す
る
と
、
達
磨
大
師
は
た
っ
た
一
言
「
無
功
徳
」
（
功
徳
な
ん
て

何
も
無
い
）
と
答
え
ま
し
た
。
武
帝
は
納
得
が
い
か
ず
に
「
こ
れ
だ
け
仏
教
の
た
め
に
力
を
尽
く

し
て
き
た
の
に
何
で
功
徳
が
な
い
の
だ
？
」
と
怒
り
な
が
ら
問
い
返
し
ま
し
た
。
達
磨
大
師
は

「
ど
ん
な
に
善
い
こ
と
を
し
て
も
、
そ
れ
は
他
人
が
褒
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
分
か
ら
あ
ん
な

こ
と
も
し
た
、
こ
ん
な
こ
と
も
し
た
と
自
慢
し
、
尊
敬
さ
れ
よ
う
と
期
待
し
た
の
で
は
な
ん
に
も

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
功
徳
で
は
な
い
の
で
す
。
」
と
教
え
ま
す
が
、
武
帝
に
は
そ
の
心
が
伝
わ

ら
ず
、
せ
っ
か
く
招
い
た
達
磨
大
師
を
追
い
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

武
帝
の
こ
の
お
話
し
、
皆
さ
ん
に
も
多
少
の
心
当
た
り
は
な
い
で
す
か
？
善
い
こ
と
を
し
た

後
、
そ
れ
を
知
人
に
自
慢
し
た
覚
え
は
？
聞
か
さ
れ
る
側
も
、
立
派
だ
と
同
調
し
て
い
る
様
に
見

え
て
、
実
は
い
い
気
分
は
し
て
い
な
い
は
ず
で
す
。

他
人
の
為
に
、
ま
た
は
社
会
の
為
に
「
あ
ん
な
善
い
こ
と
を
し
て
あ
げ
た
」
と
恩
を
着
せ
た
り

誇
っ
た
り
し
て
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
「
善
い
行
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、
そ
し
て
功
徳
を

積
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
」
と
感
謝
を
す
る
こ
と
が
仏
教
の
精
神
で
、
そ
の
行
い
を
自
ら
明
ら
か
に

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
た
だ
無
心
に
善
行
を
重
ね
る
の
で
す
。
そ
れ
が
「
徳
を
積
む
」
と
い
う
こ
と
。

栖
雲
寺

青
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真
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恐
怖
「
歩
く
お
地
蔵
さ
ん
」

棚
経
（
お
盆
の
お
経
廻
り
）
で
横
須
賀
の
街
を
歩

い
て
い
る
時
の
事
で
す
。
２
０
人
程
の
お
散
歩
中
の

幼
稚
園
児
と
す
れ
ち
が
っ
た
の
で
す
が
、
園
児
の
一

人
が
私
を
指
差
し
「
あ
ー
、
お
地
蔵
さ
ん
だ
」
と
ま

じ
め
な
顔
で
言
う
の
で
す
。
す
る
と
周
り
の
み
ん
な

も
「
ほ
ん
と
だ
ー
、
お
ー
い
お
地
蔵
さ
ー
ん
」
と
大

合
唱
に
な
り
、
（
石
の
お
地
蔵
さ
ん
が
街
を
歩
い
て

た
ら
不
気
味
だ
ろ
）
な
ど
と
思
い
な
が
ら
、
ど
う
教

え
て
あ
げ
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
か
考
え
て
い
る
と
、

引
率
の
先
生
が
「
お
地
蔵
さ
ん
じ
ゃ
な
く
て
お
坊
さ

ん
で
す
よ
」
と
あ
っ
さ
り
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
今

の
子
は
お
地
蔵
様
も
知
ら
な
い
の
か
と
少
し
寂
し

い
気
も
し
ま
し
た
が
、

同
時
に
純
粋
な
子
ど
も

の
言
動
に
思
わ
ず
笑
顔

も
こ
ぼ
れ
、
心
が
和
ん

だ
瞬
間
で
し
た
。

お
わ
り
に

住
職
の
私
事
で
恐
縮
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
七
月
二
十

日
（
海
の
日
）
に
長
男
が
誕
生
し
ま
し
た
。
修
業
道
場
で

禅
僧
と
し
て
の
基
本
は
体
得
し
て
き
た
つ
も
り
で
す
が
、

父
親
と
し
て
は
初
心
者
で
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
人
生

の
大
先
輩
と
し
て
ご
指
導
、
そ
し
て
ご
慈
愛
を
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
御
礼

栖
雲
寺
で
た
よ
り
を
見
て
い
た
だ
い
た
東
京
都

在
住
の
方
が
快
く
お
受
け
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
環
境
が
あ
る
方
は
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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当
山
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
小
林
様
、
薄
井

様
、
中
村
様
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
は
ま
だ
公
開
し
た
ば
か
り
で
、
決
し
て
充
実

し
た
内
容
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
今
後
は
多
く
の

方
に
閲
覧
し
て
も
ら
い
参
拝
い
た
だ
け
る
よ
う

な
、
魅
力
あ
る
内
容
に
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

虚
空
蔵
菩
薩
画
像
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ

当
山
所
有
の
掛
け
軸
が
、
最
近
の
研
究
で
中
国

の
元
王
朝
時
代
の
貴
重
な
宗
教
美
術
品
（
景
教
の

聖
像
画
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
来
秋
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
展
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
向
け
て
、
た
だ

今
修
理
の
真
っ
最
中
で
す
が
、
海
を
渡
る
前
に
栖

雲
寺
で
の
一
般
公
開
も
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

知

っ

て

い

ま

す

か
？

「精
進
料
理
」の
こ
と

肉
と
魚
を
使
わ
な
い
、
野
菜
や
豆

腐
だ
け
の
料
理
を
精
進
料
理
と
言
い

ま
す
が
、
仏
教
の
正
式
な
料
理
と
か
、

僧
侶
が
普
段
食
べ
る
料
理
と
思
っ
て

い
る
方
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。

遠
い
昔
に
イ
ン
ド
で
で
き
た
料
理
な
の
で
す
が
、
仏

教
が
起
源
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
で
は
、
動
物
も
植

物
も
命
の
重
さ
は
平
等
だ
と
教
え
ま
す
。
し
か
し
、
動

物
や
魚
は
け
が
れ
て
い
て
、
そ
の
肉
を
食
べ
る
と
人
間

に
も
け
が
れ
が
移
っ
て
し
ま
う
、
だ
か
ら
け
が
れ
て
い

な
い
植
物
を
食
べ
る
の
だ
、
と
い
う
仏
教
と
は
異
な
る

宗
教
観
か
ら
生
ま
れ
た
差
別
の
料
理
な
の
で
す
。

時
代
が
経
つ
と
精
進
す
る
修
行
僧
が
贅
沢
を
避
け

て
野
菜
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
殺
生
を
戒
め
る

仏
教
の
教
え
と
も
重
な
り
、
仏
教
に
も
取
り
込
ま
れ
ま

し
た
。
「
お
坊
さ
ん
は
肉
も
魚
も
食
べ
な
い
の
で
す

か
？
」
と
い
う
質
問
を
よ
く
受
け
ま
す
。
私
も
修
行
道

場
で
は
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
在
は
は
っ
き
り
と

「
食
べ
ま
す
よ
」
と
答
え
ま
す
。
事
実
、
お
釈
迦
様
も

肉
は
食
べ
て
い
ま
し
た
。
本
当
に
い
け
な
い
の
は
、
肉

や
魚
を
食
べ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
食
べ
物
を
粗
末
に

す
る
こ
と
で
す
。
動
物
も
植
物
も
我
々
人
間
と
同
じ
命

あ
る
生
き
物
で
す
。
私
た
ち
人
間
は
自
分
の
命
を
保
つ

た
め
に
そ
れ
ら
の
命
を
殺
し
て
い
た
だ
だ
い
て
い
る

の
で
す
。
つ
ま
り
食
べ
物
を
粗
末
に
す
る
人
は
、
命
を

粗
末
に
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。
日
本
人
は
食
事
の

前
に
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
命

を
い
た
だ
き
ま
す
、
と
い
う
仏
教
徒
の
作
法
で
す
し
、

生
き
て
い
る
こ
と
、
食
べ
ら
れ
る
こ
と
に
感
謝
を
す

る
た
め
の
言
葉
な
の
で
す
。

最
近
の
大
食
い
ブ
ー
ム
。
飽
食
の
時
代
と
は
い

え
、
自
分
の
命
を
保
つ
為
に
本
当
に
あ
れ
だ
け
の
量

が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？
命
を
い
た
だ
い
て
い

る
と
い
う
感
覚
は
全
く
見
受
け
ら
れ
ず
、
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
先
行
で
謙
虚
や
遠
慮
の
か
け
ら
も
な
い
、
命

を
軽
視
し
た
行
い
に
見
え
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
お
宅

で
は
「
い
た
だ
き
ま
す
」
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
を
心

か
ら
言
え
る
食
卓
に
し
ま
し
ょ
う
。


