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現
代
人
の
葬
儀
に
対
す
る
意
識

が
変
化
し
て
き
て
い
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
中
に
は
、
葬
儀
そ
の

も
の
を
不
要
と
考
え
る
人
も
増
え

て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
実
際
に
は

一
〇
年
以
上
前
か
ら
既
に
問
題
視

さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
当
初
は
都
市
部
を
中
心
に
起

き
て
い
る
現
象
で
あ
っ
た
も
の
が
、

コ
ロ
ナ
禍
の
昨
今
、
全
国
的
な
波

と
し
て
押
し
寄
せ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。『
仏
教
企
画
通
信
』
で
は

葬
儀
へ
の
関
心
、
変
化
の
状
勢
を

テ
ー
マ
に
何
回
か
座
談
会
を
開
催

し
、
紙
上
に
発
表
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
以
前
か
ら
み
て

そ
の
問
題
が
改
善
の
方
向
に
向
か

っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
の
が

現
状
で
す
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、

葬
儀
に
関
す
る
座
談
会
記
事
を
ま

と
め
た
も
の
を
ご
紹
介
し
、
今
一

度
問
題
意
識
を
新
た
に
し
て
頂
く

機
会
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
し
た
。

元
に
な
る
記
事
は
弊
紙
第
14
、
15

号（
二
〇
〇
九
年
・
平
成
二
一
年
）に
掲

載
の「
対
談　
葬
儀
に
対
す
る
意

識
は
ど
う
変
化
し
て
い
る
の
か
」

（
前
後
編
）
で
す
。
弊
紙
の
ご
連
載

を
頂
い
て
お
り
ま
す
佐
々
木
宏
幹

先
生
、
椎
名
宏
雄
老
師
、
そ
し
て

宮
城
県
仙
台
市
清
水
寺
寺
族
、
大

友
淑
子
さ
ん
を
お
迎
え
し
て
の
対

談
で
す
。
尚
、
出
席
者
各
位
の
ご

発
言
、
肩
書
等
は
当
時
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

ま
た
本
文
中
に
登
場
す
る
別
の
号

の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
仏
教
企

画
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
よ
り
ご
参
照

く
だ
さ
い
。

佐
々
木　

今
日
の
対
談
の
き
っ
か

け
は
、
仏
教
企
画
通
信
十
三
号
に

載
せ
ら
れ
ま
し
た「
葬
儀
不
要
の

時
代
が
や
っ
て
き
た
」と
い
う
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
で
す
。
仙
台
市

の
清
水
寺
の
寺
族
・
大
友
さ
ん
か

ら
の
お
電
話
を
も
と
に
書
か
れ
た

記
事
で
し
た
が
、
私
は
、
こ
の
出

来
事
は
非
常
に
重
大
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
日
は
、

お
電
話
を
く
だ
さ
っ
た
大
友
さ
ん
、

そ
し
て
お
寺
の
住
職
と
し
て
ご
活

躍
さ
れ
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
な
問

題
に
も
非
常
に
意
識
的
な
椎
名
宏

雄
先
生
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
ず
は
お
二
人
の
自
己
紹
介

か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

椎
名　

私
は
、
椎
名
宏
雄
と
申
し

ま
す
。
千
葉
県
柏
市
の
龍
泉
院
と

い
う
寺
の
住
職
を
、
ち
ょ
う
ど
今

年
で
満
五
〇
年
や
っ
て
お
り
ま
す
。

は
じ
め
の
頃
は
檀
家
が
一
二
〇
〜

一
三
〇
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ま

現
在
、
ち
ゃ
ん
と
檀
家
と
し
て
い

る
も
の
は
、
三
一
〇
軒
。
こ
れ
は

私
の
力
と
い
う
よ
り
も
、
地
域
の

発
展
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で

す
。
そ
の
内
訳
は
、
昔
か
ら
の
も

の
が
中
心
と
し
て
一
七
〇
軒
、
そ

れ
か
ら
、
近
辺
の
都
市
化
し
た
と

こ
ろ
の
檀
家
が
一
四
〇
軒
前
後
と

い
う
数
に
な
っ
て
い
る
訳
で
ご
ざ

い
ま
す
。

昔
か
ら
の
地
元
の
檀
家
の
い
わ

ゆ
る
先
祖
か
ら
受
け
継
い
で
来
た

葬
祭
の
あ
り
方
も
、
か
な
り
変
化

し
て
お
る
こ
と
は
事
実
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
そ
れ
と
、
都
市
化
し
た

方
面
に
住
ん
で
い
る
檀
家
の
人
と

の
意
識
の
差
、
や
る
こ
と
の
違
い
、

そ
う
い
う
も
の
が
よ
く
把
握
で
き

る
と
い
う
、
あ
り
が
た
い
環
境
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

こ
と
で
何
か
お
役
に
立
つ
こ
と
が

あ
れ
ば
、
と
。

大
友　

宮
城
県
仙
台
市
清
水
寺
の

大
友
で
す
。
も
と
も
と
は
二
八
〇

く
ら
い
の
お
檀
家
さ
ん
。
そ
れ
が

二
倍
、
三
倍
と
増
え
ま
し
て
、
八

〇
〇
軒
近
く
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、

お
寺
に
は
ほ
と
ん
ど
来
ら
れ
な
い

檀
家
さ
ん
も
い
ま
す
。「
お
骨
を

預
け
た
ら
、
荷
物
預
か
り
所
じ
ゃ

な
い
ん
だ
よ
」っ
て
言
う
の
で
す

が
。
そ
う
い
う
方
も
い
て
、
本
当

の
と
こ
ろ
は
七
〇
〇
弱
ぐ
ら
い
で

す
。

佐
々
木　

そ
の
檀
家
さ
ん
の
中
で
、

遺
族
に
な
っ
た
お
嬢
さ
ん
が
、

「
私
も
母
も
無
宗
教
だ
か
ら
、
葬

儀
は
し
な
い
」の
一
点
張
り
だ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

す
ね
。
ま
ず
、
そ
の
辺
の
い
き
さ

つ
を
あ
ら
た
め
て
お
願
い
し
ま
す
。

大
友　

あ
る
時
、
葬
儀
屋
さ
ん
か

ら「
お
宅
の
檀
家
の
○
○
さ
ん
、

お
父
さ
ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た

よ
」と
お
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。

「
ま
ず
お
寺
に
来
て
く
だ
さ
る
よ

う
に
」と
言
い
ま
し
た
ら
、
ち
ゃ

ん
と
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

五
〇
歳
ぐ
ら
い
の
娘
さ
ん
と
、
優

し
そ
う
な
お
婆
ち
ゃ
ん
で
し
た
。

お
入
り
頂
い
て
お
話
を
し
た
ら
、

枕
経
を
頂
き
た
い
と
い
う
こ
と
で

「
で
は
何
日
に
お
伺
い
し
ま
す
ね
」

と
い
う
こ
と
で
、
行
き
ま
し
た
。

方
丈
さ
ん
が
枕
経
か
ら
帰
っ
て

き
て
、
お
葬
儀
を
す
る
も
の
だ
と

思
っ
て
い
た
ら
、
翌
朝
突
然
、
娘

さ
ん
か
ら
電
話
が
き
ま
し
て
、

「
あ
の
、
す
い
ま
せ
ん
奥
さ
ん
、

申
し
訳
な
い
ん
だ
け
ど
、
私
た
ち

無
宗
教
な
ん
で
す
」と
お
っ
し
ゃ

る
の
で
す
。

「
え
っ
、
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
、

お
寺
大
好
き
で
、
こ
こ
に
入
ろ
う

と
思
っ
て
お
寺
に
お
墓
を
建
て
て
、

ご
実
家
の
ご
先
祖
さ
ま
の
供
養
の

た
め
に
、
ち
ゃ
ん
と
お
写
経
な
さ

っ
た
も
の
が
、
お
墓
に
も
入
っ
て

る
ん
で
す
よ
。
お
母
さ
ん
は
ど
う

さ
れ
る
ん
で
す
か
、
仏
教
徒
だ
っ

た
の
に
」
っ
て
訊
く
と「
い
や
、

母
は
無
宗
教
な
の
で
、
清
水
寺
に

入
れ
て
し
ま
う
と
、
母
が
一
緒
に

入
れ
な
い
か
ら
、
市
民
墓
地
を
選

び
ま
し
た
」っ
て
言
う
ん
で
す
。

方
丈
さ
ん
も
、「
今
は
お
父
さ
ん

の
望
み
を
叶
え
る
の
が
親
孝
行
で
、

あ
な
た
の
時
代
が
来
て
、
あ
ら
た

め
て
無
宗
教
だ
っ
た
ら
親
を
連
れ

て
行
き
ま
す
っ
て
、
市
民
墓
地
へ

行
っ
て
も
、
決
し
て
遅
い
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
」っ
て
お
話
を

し
た
ん
だ
け
ど
、
か
た
く
な
に
拒

ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

終
わ
り
に
な
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
２
〜
３
ヵ
月
し
て
、

「
市
民
墓
地
が
当
た
り
ま
し
た
の

で
、
そ
こ
に
移
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
」っ
て
、
丁
寧
に
電
話
が
か

か
っ
て
き
ま
し
た
。
私
ち
ょ
っ
と

疑
問
を
持
っ
て
、
葬
儀
屋
さ
ん
に

訊
い
て
み
た
ら
、
火
葬
は
奥
さ
ん

と
娘
さ
ん
だ
け
で
、
妹
さ
ん
も
立

ち
会
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
お

父
さ
ん
の
兄
弟
に
も
、
何
も
言
わ

な
か
っ
た
み
た
い
で
す
。
そ
の
娘

さ
ん
だ
け
で
、
葬
儀
を
し
よ
う
と

し
た
よ
う
で
す
ね
。
今
ま
で
に
な

い
経
験
だ
っ
た
の
で
、
驚
き
ま
し

た
。

佐
々
木　

方
丈
さ
ん
が
行
っ
て
、

枕
経
ま
で
は
済
ん
で
い
る
の
で
す

ね
。
で
す
か
ら
最
初
か
ら
、
無
宗

教
で
お
寺
さ
ん
を
拒
否
す
る
な
ら
、

な
ん
で
枕
経
ま
で
や
っ
た
の
か
っ

て
こ
と
が
、
ひ
と
つ
よ
く
わ
か
ら

な
い
の
で
す
が
。
そ
し
て
、
こ
こ

の
中
で
は
、
そ
こ
の
費
用
の
問
題

が
、
そ
の
五
〇
歳
に
な
る
娘
さ
ん

の
頭
を
よ
ぎ
っ
た
か
ら
、
お
通
夜

か
ら
は
い
ら
な
い
っ
て
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
か
。
こ
う
い
う
現
象

は
、
初
め
て
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

大
友　

は
い
、
今
ま
で
一
度
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
立
て

続
け
に
あ
と
二
軒
、
同
様
の
こ
と

が
起
き
た
ん
で
す
。

ま
ず
一
軒
は
、
本
人
が
お
檀
家

さ
ん
だ
と
言
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
何

十
年
と
ち
ゃ
ん
と
護
寺
会
費
も
納

め
て
い
た
ご
本
人
が
、「
わ
し
は

無
宗
教
だ
ぞ
」っ
て
言
っ
て
い
た

ら
し
く
、
そ
れ
を
葬
儀
屋
さ
ん
に

言
っ
て
、
病
院
か
ら
す
ぐ
火
葬
場

に
行
っ
て
、
お
骨
に
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
奥
さ
ん
も
何

も
疑
問
を
持
た
な
い
で
、
納
骨
し

な
い
で
い
た
そ
う
で
す
。

そ
し
た
ら
長
男
の
お
嫁
さ
ん
が
、

「
あ
ら
、
ど
う
し
て
お
父
さ
ん
を

納
骨
し
て
あ
げ
な
い
ん
で
す
か
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
そ
こ
か
ら「
だ

め
で
す
よ
、
お
母
さ
ん
」と
な
っ

て
、
相
談
に
来
ら
れ
た
ん
で
す
。

そ
し
て
、「
あ
ま
り
お
布
施
を

包
め
な
い
」と
お
っ
し
ゃ
る
か
ら
、

「
い
い
ん
で
す
よ
」
と
本
堂
に
行

っ
て
、
須
弥
壇
に
ご
遺
骨
を
お
ま

つ
り
し
、
戒
名
つ
け
て
、
き
ち
ん

と
お
葬
儀
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
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佐々木宏幹氏

う
と
こ
ろ
か
ら
出
た
、
気
持
ち
の

問
題
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
気
持
ち
で

お
供
え
頂
く
も
の
だ
と
。

二
〇
〇
八
年
九
月
一
六
日
発
行

の
東
京
新
聞「
生
き
る 

心
の
ペ

ー
ジ
」に
お
き
ま
し
て
、
最
近
、

活
躍
し
て
お
ら
れ
る
宗
教
社
会
学

者
、
井
上
治
代
さ
ん
の「
家
族
葬 

墓
地
の
最
新
事
情
」と
い
う
記
事

が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
井

上
さ
ん
は
、「『
葬
儀
に
か
か
わ
る

費
用
等
調
査
報
告
書
』（
東
京
都
生

活
文
化
局
発
表
）
を
み
る
と
、
自
分

の
葬
儀
を『
親
し
い
人
と
こ
ぢ
ん

ま
り
と
し
て
ほ
し
い
』
と
す
る

人
々
が
、
二
〇
〇
一
年
調
査
で
全

体
の
葬
儀
の
約
六
割
あ
る
」と
書

い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に「『
葬
儀

を
行
な
っ
て
欲
し
く
な
い（
家
族

だ
け
で
埋
葬
）』
と
い
う
回
答
を
加

え
る
と
、
七
割
を
超
え
て
い
る
」

と
。
つ
ま
り
七
割
を
超
え
る
人
々

が
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
葬
式
を
し

て
も
ら
い
た
い
と
、
こ
う
言
っ
て

い
る
。
葬
儀
が
だ
ん
だ
ん
小
規
模

化
し
て
、
お
坊
さ
ん
も
一
人
で
い

い
、
と
い
う
時
代
が
来
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

さ
ら
に
、「
全
国
平
均
で
約
四

〇
万
円
か
か
る
戒
名
は
、
七
割
が

『
不
要
』と
答
え
た
」と
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
近
年
の
死
者
儀
礼
の

傾
向
を
、
井
上
さ
ん
は「『
私
化
』

お
よ
び『
個
人
化
』、
そ
し
て

『
脱
・
宗
教
化
』
と
捉
え
て
い
る
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
う

い
っ
た
私
化
し
た
葬
儀
が
増
え
て

き
て
い
る
の
か
。
そ
の
背
景
と
し

て「
戦
前
の『
家
』
は
、
家
族
員

で
あ
る
個
々
人
よ
り
も
、『
家
』

と
い
う『
集
団
』
が
単
位
と
な
っ

た
社
会
で
あ
っ
た
が
、
現
代
は

『
個
人
』
を
単
位
と
す
る
社
会
へ

移
行
し
た
」と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

か
つ
て
は
、
葬
儀
を
簡
略
化
す
る

よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
、
先
祖
が

我
々
を
恨
ん
だ
り
、
面
白
く
な
か

っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い

う
定
ま
っ
た
位
置
に
、
家
の
先
祖

が
あ
っ
た
。「
現
代
は
、
こ
う
い

っ
た
家
や
先
祖
を
中
心
と
し
た
考

え
が
希
薄
化
し
、
自
分
と
い
う

個
々
人
が
関
わ
り
を
も
っ
た
人
と

結
び
合
っ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

形
成
し
て
い
る
」
つ
ま
り「
個
人

化
し
た
社
会
の
到
来
で
あ
る
」と

井
上
さ
ん
は
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

さ
ら
に「
個
人
と
一
対
一
の
関
係

で
取
り
結
ば
れ
て
い
る
関
係
は
、

個
々
人
が
亡
く
な
れ
ば
、
集
団
が

単
位
で
あ
っ
た
時
代
の
よ
う
に
子

ど
も
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
な

く
、
そ
の
関
係
は
消
滅
す
る
の
で

あ
る
」と
。

こ
う
い
う
状
況
で
既
成
仏
教
は
、

ど
う
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
。
家

の
系
譜
尊
重
か
ら
、
個
人
の
意
志

尊
重
へ
と
変
化
し
て
き
た
。
そ
し

て
、
世
界
観
や
あ
の
世
観
や
死
者

を
ど
う
意
味
づ
け
る
か
と
い
う
死

者
観
が
変
化
し
て
き
た
。
こ
れ
と
、

既
成
仏
教
が
ど
う
対
応
す
べ
き
な

の
か
と
い
う
問
題
と
は
、
表
裏
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
を
め
ぐ
っ

て
、
お
ふ
た
方
の
ご
意
見
を
頂
戴

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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対
応
の
前
に
、
も
う
少
し

現
実
を
直
視
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
普
遍
的
な
社
会
現
象
と

い
う
も
の
は
、
葬
送
儀
礼
か
ら
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
至
る
ま
で
、
代
々

日
本
で
は
東
京
が
発
信
地
で
す
。

東
京
か
ら
関
東
へ
広
が
り
、
そ
れ

が
全
国
へ
波
及
し
て
行
く
と
い
う

の
が
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
だ
っ
た

ん
で
す
が
、
葬
儀
の
家
族
葬
と
い

う
形
態
は
、
京
都
が
発
信
地
で
あ

っ
て
、
大
阪
へ
広
が
っ
て
、
そ
れ

か
ら
東
京
へ
来
た
と
い
う
、
従
来

と
違
う
パ
タ
ー
ン
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
こ
の
話
を
こ
の
前
、
碑
文
谷

創
先
生
か
ら
承
り
ま
し
た
。
も
う

京
都
は
九
割
が
家
族
葬
で
、
大
阪

は
七
割
で
あ
る
と
。
東
京
は
ま
だ

五
割
に
満
た
な
い
が
、
ど
ん
ど
ん

増
え
て
い
る
と
、
こ
う
い
う
話
を

承
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。
今
で

は
、
も
う
五
割
を
超
え
て
い
る
と

思
う
ん
で
す
よ
。
ど
ん
ど
ん
そ
れ

が
関
東
圏
に
波
及
し
て
き
て
い
る
。

拙
寺
の
檀
家
で
も
、
最
近
三
軒
ほ

ど
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
家
族
葬
を
行
っ
た
方

に「
ど
う
で
し
た
？
」
っ
て
聞
き

ま
す
と
、「
心
か
ら
や
れ
た
こ
と

が
一
番
う
れ
し
か
っ
た
」と
、
こ

う
言
う
ん
で
す
。
日
本
人
は
近
年
、

「
心
か
ら
」
と
い
う
こ
と
を
非
常

に
重
ん
じ
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
れ
が
ま
さ
に
家
族
葬
を
肯
定
す

る
大
き
な
精
神
的
な
求
め
と
合
致

し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
個
人
を
単
位
と
す

る
社
会
に
あ
っ
て
、
こ
れ
は
一
つ

の
象
徴
的
な
現
象
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
ま
す
。

私
は
家
族
葬
が
だ
ん
だ
ん
と
地

方
に
波
及
し
て
行
く
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

地
方
で
は
も
う
、
自
宅
葬
が
急
激

に
減
っ
て
き
ま
し
て
、
斎
場
葬
が

圧
倒
的
で
す
。
そ
れ
が
家
族
葬
的

な
も
の
に
変
わ
っ
て
行
く
の
は
、

も
う
そ
ん
な
に
遠
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
急
速
に
波
及
し
て
行
く
の
で

あ
ろ
う
、
こ
れ
を
視
野
に
入
れ
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
思
っ
て

い
ま
す
。
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か
つ
て
は
地
縁
血
縁
で

成
り
立
っ
て
い
た
葬
儀
が
、
家

族
・
親
族
中
心
の
小
規
模
な
葬
儀

に
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

大
友　

そ
う
で
す
ね
。
仙
台
の
お

寺
さ
ん
で
も
結
構
個
人
葬
が
多
く

な
っ
た
と
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
さ
き
ほ
ど
の
ご
葬
儀
を
し
な

か
っ
た
檀
家
さ
ん
に「
ご
親
戚
に

報
告
し
な
い
ん
で
す
か
？
」と
申

し
上
げ
ま
し
た
ら
ね
、
煩
わ
し
い

の
で
参
列
を
お
断
り
し
た
の
だ
そ

う
で
す
。
故
人
の
ご
兄
弟
、
一
緒

に
育
っ
た
ご
家
族
に
お
別
れ
さ
せ

て
あ
げ
よ
う
と
い
う
、
情
が
希
薄

に
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
な
と
感

じ
ま
す
。

そ
れ
に
、
葬
儀
が
イ
ベ
ン
ト
的

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思

い
ま
す
。
葬
儀
屋
さ
ん
が
作
り
出

し
た
イ
ベ
ン
ト
に
一
般
の
方
が
乗

っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
僧
侶
が

食
い
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
僧
侶

が
も
っ
と
き
ち
ん
と
し
た
も
の
を

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん

だ
け
れ
ど
も
。
人
に
人
間
哲
学
を

教
え
る
僧
侶
が
そ
ん
な
こ
と
で
は

絶
対
に
ダ
メ
だ
っ
て
思
い
ま
す
よ
。

そ
の
辺
の
と
こ
ろ
の
怠
慢
さ
が
ツ

ケ
に
な
っ
た
ん
で
は
な
い
の
か
と

も
思
い
ま
す
。

あ
と
、
こ
の
頃
は
ね
、
な
く
な

っ
ち
ゃ
た
ん
で
す
、
水
子
供
養
し

て
く
だ
さ
い
っ
て
い
う
若
い
子
が
。

そ
れ
も
仏
教
離
れ
と
言
う
の
で
し

ょ
う
か
。
宜
保
愛
子
さ
ん
の
よ
う

な
方
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
こ
れ

が
な
く
な
っ
た
。
語
ら
な
け
れ
ば

ダ
メ
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う

も
の
だ
、
っ
て
こ
と
を
し
っ
か
り

言
っ
て
欲
し
い
で
す
。
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今
、
大
友
さ
ん
か
ら
非

常
に
重
要
な
指
摘
が
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
現
場
の
経
験
の
中
か
ら

帰
納
さ
れ
た
ご
意
見
だ
っ
た
と
思

う
の
で
す
が
、
ひ
と
つ
は
、
葬
儀

社
に
住
職
が
妥
協
し

て
使
わ
れ
て
い
る
と

い
う
問
題
。
葬
儀
社

を
善
導
し
て
い
く
の

は
僧
侶
で
あ
る
は
ず

な
の
に
、
も
っ
と
葬

儀
社
に
も
の
を
言
わ

な
い
と
い
け
な
い
の

で
は
な
い
か
。
反
面
、

「
檀
家
が
少
な
い
と

手
当
て
は
で
き
る
だ

ろ
う
け
ど
、
檀
家
が

多
い
と
こ
ろ
で
は
葬

儀
社
に
あ
る
程
度
乗

ら
な
い
と
仕
事
に
な

ら
な
い
」
と
お
っ
し

ゃ
る
寺
も
あ
る
。
こ

れ
は
非
常
に
危
険
な

考
え
方
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
、
私

は
あ
る
集
会
で
述
べ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

今
、
大
友
さ
ん
は
ズ
バ
リ
そ
こ
を

お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
ね
。
し
か

も
、
葬
儀
社
に
宗
教
性
と
か
仏
教

性
が
あ
っ
て
導
く
な
ら
い
ざ
し
ら

ず
、
僧
侶
の
方
が
そ
れ
に
乗
っ
か

っ
て
、
数
十
分
の
間
だ
け
衣
を
着

て
携
わ
る
っ
て
い
う
こ
と
で
は
、

影
が
だ
ん
だ
ん
薄
く
な
っ
て
い
き

ま
す
。

第
二
に
、
宜
保
愛
子
の
よ
う
に
、

水
子
が
、
親
の
恣
意
に
よ
っ
て
犠

牲
に
な
り
、
あ
の
世
に
行
っ
て
、

非
常
に
悲
し
ん
で
寂
し
が
っ
て
い

る
か
ら
、
あ
の
世
の
こ
と
を
慮
っ

て
も
っ
と
お
地
蔵
さ
ん
に
手
を
合

わ
せ
な
さ
い
と
か
、
供
養
し
な
さ

い
と
い
う
見
解
。
宜
保
さ
ん
的
な

も
の
を
我
々
は「
民
俗
」
と
呼
ん

で
い
る
。
日
本
社
会
や
文
化
の
底

辺
に
ず
ー
っ
と
あ
っ
た
原
初
か
ら

の
宗
教
性
み
た
い
な
も
の
で
す
。

お
坊
さ
ん
が
な
ぜ
必
要
か
と
い
う

理
由
に
は
、
き
ち
っ
と
し
た
葬
送

を
し
な
い
と
、
あ
の
世
に
行
っ
た

者
が
こ
の
世
に
対
し
て
仕
返
し
を

す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

す
。
こ
れ
は「
祟
り
」
と
か「
障

り
」と
言
い
ま
し
た
。
宗
門
や
仏

教
界
で
は
、
人
権
問
題
が
起
き
て

か
ら
そ
れ
を
説
け
な
く
な
っ
た
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

近
代
化
の
ひ
と
つ
で
す
が
。

代
わ
り
に
あ
の
世
観
を
述
べ
る

上
で
学
問
上
の
何
か
が
あ
る
の
か

と
い
う
と
、
な
い
。
そ
れ
で
、
お

坊
さ
ん
に
答
え
を
と
求
め
ら
れ
て

も
答
え
ら
れ
な
い
。
お
坊
さ
ん
の

大
部
分
は
大
学
教
育
を
受
け
た
イ

ン
テ
リ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、「
あ

の
世
っ
て
何
？
」と
い
う
こ
と
に

な
る
。
死
者
の
人
格
を
仮
に
霊
と

い
う
と
し
て
、「
霊
と
い
う
も
の

は
ど
う
い
う
も
の
か
？
」と
聞
い

て
も
、
答
は
出
て
こ
な
い
。
な
ぜ

し
た
。
そ
し
て
納
骨
も
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
、
ま
ず
は
終
わ
っ
た
の

で
す
。

も
う
一
人
の
方
は
、
ご
主
人
が

亡
く
な
た
と
き
に
奥
さ
ん
が
近
所

の
人
に
、「
葬
式
す
る
の
に
大
層

お
金
が
か
か
る
ん
だ
よ
」と
言
わ

れ
た
ら
し
い
で
す
。
跡
取
り
の
娘

さ
ん
ご
夫
婦
が
そ
の
話
を
聞
い
て
、

「
大
金
な
ん
か
用
意
で
き
な
い
か

ら
」っ
て
。
そ
れ
で
納
骨
し
な
い

で
放
っ
て
お
い
て
い
た
の
で
す
ね
。

で
も
や
っ
ぱ
り
、
こ
れ
は
葬
儀

し
な
き
ゃ
と
。
そ
れ
で
、
お
寺
の

世
話
人
さ
ん
と
こ
に
行
っ
て
、

「
一
〇
万
し
か
な
い
け
ど
も
、
和

尚
さ
ん
に
納
骨
し
て
も
ら
い
た
い

と
言
っ
て
も
ら
え
な
い
か
」と
伝

え
て
来
た
の
で
、「
直
接
い
ら
っ

し
ゃ
い
」と
伝
え
た
ら
、
今
度
は

お
嬢
さ
ん
と
二
人
で
い
ら
し
た
の

で
す
。

そ
し
て「
奥
さ
ん
、
お
金
な
い

ん
だ
け
ど
…
…
」っ
て
言
う
か
ら
、

「
い
つ
、
う
ち
で
大
き
な
お
金
が

必
要
な
ん
て
言
い
ま
し
た
か
。
お

布
施
は
自
分
の
経
済
と
こ
れ
か
ら

の
生
活
を
考
え
て
包
む
も
ん
だ
と
。

も
し
そ
の
中
で
余
裕
が
あ
っ
て
、

生
き
て
る
う
ち
に
、
あ
ぁ
、
あ
の

時
助
け
て
も
ら
っ
た
な
と
思
う
時

が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
時
に
何
か
し

て
く
れ
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す

か
」っ
て
。
そ
れ
で
後
か
ら
戒
名

を
つ
け
て
お
葬
儀
を
し
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
形
は
違
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
今
年
の
前
半
だ
け
で
、
葬

儀
し
な
か
っ
た
の
は
三
つ
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
。
そ
れ
で
、「
な
ん

な
ん
だ
ろ
う
、
こ
れ
は
」と
。
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は
い
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
い
ま
大
友
さ
ん
の

方
か
ら
三
つ
ぐ
ら
い
重
要
な
指
摘

が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ

は
い
ま
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た

よ
う
な
、
最
初
、
娘
さ
ん
が
お
父

さ
ん
の
葬
式
を
、
自
分
は
無
宗
教

だ
か
ら
、
っ
て
い
う
こ
と
で
断
っ

た
と
い
う
こ
と
。
続
い
て
葬
儀
や

納
骨
を
し
な
い
ケ
ー
ス
が
発
生
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の

傾
向
を
物
語
る
の
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
の
裏
づ

け
が
ど
う
も
お
布
施
の
金
額
と
関

係
が
あ
る
ら
し
い
と
。
噂
に
よ
る

と
、
仙
台
で
は
、「
い
く
ら
か
か

る
」と
噂
が
流
れ
て
い
る
。
私
も

宮
城
県
出
身
で
す
か
ら
、
多
少
は

聞
い
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
三
つ
目
、
こ
れ
は
、

世
代
間
に
よ
っ
て
で
す
ね
、
い
ま

ま
で
お
爺
ち
ゃ
ん
、
お
婆
ち
ゃ
ん

が
や
っ
て
来
た
っ
て
い
う
し
き
た

り
に
対
し
て
、
若
い
世
代
は
も
う
、

そ
れ
か
ら
脱
却
し
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
、
社
会
変
化
、
世
代
変
化

を
表
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
こ

れ
は
、
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま

す
ね
。
で
、
こ
れ
は
あ
と
で
ま
た

分
析
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
椎
名
先
生
、
柏
市
は
人

口
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
る
場
所

だ
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
お
話
を

聞
い
て
ど
う
い
う
ご
感
想
を
持
た

れ
た
の
か
、
何
か
事
例
が
あ
っ
た

ら
ご
披
瀝
い
た
だ
き
た
い
。
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今
ま
で
な
か
っ
た
こ
と

が
続
い
て
あ
っ
た

と
言
わ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
方
々
は
、

横
の
直
接
的
な
つ

な
が
り
は
、
ま
っ

た
く
な
い
の
で
す

ね
。

大
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は
い
。
み

な
さ
ん
お
知
り
合

い
じ
ゃ
な
い
で
す
。
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そ
う
し
ま

す
と
、
単
発
的
に
偶
然
三
つ
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ

大
事
な
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す

が
。
私
の
知
っ
て
い
る
範
囲
で
す

が
、
東
京
の
ご
寺
院
さ
ん
に
聞
き

ま
す
と
、
数
年
前
か
ら
い
わ
ゆ
る

『
直
葬
』
的
な
も
の
が
少
し
ず
つ

増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
ど

う
い
う
風
に
対
応
し
て
い
る
の
か
、

こ
こ
が
大
事
な
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。

あ
る
知
人
は
、「
儀
礼
を
ち
ゃ

ん
と
し
な
い
と
、
仏
さ
ん
に
な
れ

な
い
ん
だ
よ
。
仏
さ
ん
に
な
れ
な

い
と
ご
先
祖
さ
ま
と
し
て
浮
か
ば

れ
な
い
ん
だ
よ
」と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
い
く
ら
言
っ
て
も「
父
も

無
宗
教
だ
っ
た
し
、
自
分
も
無
宗

教
だ
。
だ
か
ら
そ
ん
な
こ
と
は
一

向
に
構
い
ま
せ
ん
、
た
だ
お
墓
に

入
れ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
で
す
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て

非
常
に
困
っ
て
し
ま
っ
た
と
。
な

ん
と
か
読
経
だ
け
は
し
て
、
お
授

け
的
な
も
の
だ
け
は
や
っ
て
、
お

戒
名
は
、
な
か
ば
強
制
的
に
つ
け

る
よ
う
に
し
た
、
と
聞
き
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
、
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。

私
の
と
こ
ろ
は
、
今
の
と
こ
ろ

「
直
葬
」
的
な
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
い
わ
ゆ
る「
家
族
葬
」
的

な
も
の
が
、
都
市
化
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
檀
家
で
は
増

え
て
き
て
お
り
ま
す
。
今
年
に
な

っ
て
、
も
う
三
軒
ぐ
ら
い
あ
り
ま

し
た
。
一
番
簡
単
な
の
は
、
一
緒

に
暮
ら
し
て
い
た
家
の
人
だ
け
と

い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

「
そ
れ
で
い
い
で
す
か
」
っ
て
聞

か
れ
た
の
で
、「
い
い
で
す
よ
、

そ
れ
は
あ
な
た
や
、
亡
く
な
ら
れ

た
方
の
問
題
な
ん
だ
か
ら
。
大
事

な
こ
と
は
儀
式
を
や
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
仏
さ
ん
に
な
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
だ
か
ら
、
い
い
で
す
よ
」

と
い
う
こ
と
で
認
め
て
お
り
ま
す

の
で
、
今
ま
で
儀
礼
な
し
の
も
の

は
ひ
と
つ
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

で
す
が
、
や
は
り
こ
れ
か
ら
は
、

増
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
寺
離
れ
と
い
う

現
状
は
、
や
は
り
ど
こ
で
も
同
じ

だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
と
こ
ろ
は

護
持
会
費
の
依
頼
を
施
食
会
の
案

内
と
同
時
に
す
る
ん
で
す
が
、
毎

年
、
滞
納
者
が
増
え
て
き
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
地
元
じ
ゃ
な
く
て
、

や
は
り
都
市
部
に
住
ん
で
い
る
人

で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
寺

離
れ
は
や
っ
ぱ
り
進
ん
で
お
り
ま

す
ね
。
寺
報
を
い
く
ら
送
っ
て
も
、

何
を
し
て
も
、
も
う
、
見
た
り
聞

い
た
り
す
る
耳
を
持
た
な
い
、
そ

う
い
う
人
が
も
う
、
都
市
に
住
ん

で
い
る
人
の
中
に
は
確
実
に
増
え

て
い
る
よ
う
で
す
。

佐
々
木　

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
東
京
近
郊
の
柏
市

で
な
に
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
、
か
い
つ
ま
ん
で
ご

説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
だ
仙

台
の
事
例
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ

っ
て
な
い
け
れ
ど
も
、
学
者
が
よ

く『
世
俗
化
現
象
』
と
言
い
ま
す

が
、
寺
だ
と
か
聖
な
る
も
の
に
あ

ま
り
神
経
を
使
わ
な
い
で
も
生
き

ら
れ
る
人
々
が
、
確
実
に
増
え
て

き
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う

予
測
で
し
た
。

全
国
の
、
特
に
都
市
部
に
は

「
新
興
住
宅
地
」
が
あ
り
ま
す
。

新
興
住
宅
と
い
う
の
は
マ
ン
シ
ョ

ン
や
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
、
伝
統

的
に
土
地
に
つ
い
た
先
祖
代
々
続

い
て
き
た
家
と
は
別
な
人
が
都
市

部
に
移
っ
て
き
て
、
そ
の
人
た
ち

の
価
値
観
で
あ
る
と
か
、
更
に
は

死
生
観
が
、
元
来
土
地
に
結
び
つ

い
て
永
く
住
ん
で
来
た
人
た
ち
と

か
な
り
違
う
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
椎
名
先
生
の
ご
指
摘

に
な
っ
た
こ
と
と
も
法
則
が
合
う

わ
け
で
す
。
ず
っ
と
土
地
に
住
ん

で
、
先
祖
代
々
の
し
き
た
り
や
価

値
観
も
共
有
し
て
き
た
人
た
ち
と
、

後
か
ら
流
れ
て
き
て
そ
こ
へ
集
ま

っ
た
人
た
ち
と
は
、
か
な
り
こ
れ

か
ら
違
っ
た
対
応
を
寺
が
と
ら
な

い
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
い

う
こ
と
を
示
唆
な
さ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

あ
と
で
問
題
に
な
り
ま
す
が
、

非
宗
教
化
、
世
俗
化
っ
て
い
う
の

が
全
国
的
に
進
ん
で
き
て
、
そ
こ

に
合
理
主
義
教
育
と
い
う
も
の
が

加
わ
り
、
理
に
合
わ
な
い
こ
と
に

は
お
金
を
使
わ
な
く
て
い
い
と
い

う
雰
囲
気
が
あ
る
よ
う
で
す
。
理

に
合
わ
な
く
て
も
お
金
を
使
い
な

さ
い
と
い
う
の
が
従
来
の
冠
婚
葬

祭
で
、
お
寺
さ
ん
で
も
、
神
社
で

も
、
あ
る
程
度
そ
う
い
う
習
わ
し
、

し
き
た
り
、
つ
ま
り
文
化
の
上
に

立
っ
て
運
営
を
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
が
現
在
に
な
っ
て
、
寺
院
と

檀
信
徒
を
つ
な
ぐ
そ
の
絆
に
い
ろ

い
ろ
な
問
題
が
出
て
き
て
、
今
、

若
い
世
代
に
、
そ
う
い
う
寺
に
と

っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
よ
う
な
雰

囲
気
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
問
題
を
椎
名
先
生
は
ど
う

い
う
風
に
ご
覧
に
な
り
ま
す
か
。

椎
名　

お
布
施
の
金
額
と
い
う
の

は
、
本
来
、
寺
側
か
ら
言
う
べ
き

こ
と
で
は
な
く
て
、
布
施
と
い
う

も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と

い
う
、「
布
施
の
本
質
」
を
示
す

と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
は

あ
る
は
ず
で
す
。
具
体
的
な
金
額

が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
檀
信
徒
の
側
が
、
喜
ん
で
あ

げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
こ
う
い

う
気
持
ち
で
い
て
い
た
だ
く
の
が

本
来
の
姿
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
、
私
は
昔
か
ら
、
ど

ん
な
法
事
で
あ
ろ
う
と
葬
儀
で
あ

ろ
う
と
、
棚
経
で
あ
ろ
う
と
、
私

の
方
か
ら
は
、
金
額
に
つ
い
て
口

に
だ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
少
し
し
か
あ
げ
ら
れ
な
い
ん
だ

け
ど
」
と
言
わ
れ
た
ら
、「
あ
ぁ
、

い
い
ん
だ
よ
。
気
持
ち
が
大
事
な

ん
だ
よ
」と
言
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
一
貫

し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
地
元
の
檀

家
の
人
は
布
施
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
聞
い
て
き
ま
せ
ん
。

た
だ
、
都
市
部
に
住
ん
で
い
る

方
は
、
仏
事
の
際
に「
ど
の
く
ら

い
お
包
み
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ

う
か
」と
訊
い
て
く
る
方
は
い
ま

す
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
今
申
し

た
こ
と
を
お
話
し
し
て
、「
そ
れ
は
、

故
人
に
対
す
る
供
養
の
気
持
ち
が

い
ち
ば
ん
大
事
な
ん
だ
か
ら
、
お

供
え
し
て
く
だ
さ
れ
ば
い
い
の
で

す
よ
」と
話
し
て
い
ま
す
。

佐
々
木　

椎
名
先
生
は
、
お
布
施

っ
て
い
う
の
は
、
住
職
の
ほ
う
か

ら
い
く
ら
と
言
う
ふ
う
な
問
題
じ

ゃ
な
く
、
檀
信
徒
の
信
仰
と
い
い

ま
す
か
、
お
寺
を
敬
愛
す
る
と
い
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大友淑子さん

椎名宏雄老師

曹
洞
宗
隆
盛
の
基
礎
づ
く
り
に
貢

献
し
た
瑩
山
禅
師
の
日
記「
洞
谷

記
」が
、
現
代
語
訳
と
詳
細
な
注

釈
、
さ
ら
に
図
解
や
系
図
、
有
識

者
か
ら
の
寄
稿
な
ど
を
含
め
た

『
現
代
語
訳 

瑩
山
禅
師『
洞
谷

記
』』（
春
秋
社
刊
。
以
下
、『
現
代
語
訳

版
』）
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

長
年
、
少
な
い
資
料
を
元
に
瑩
山

禅
師
を
研
究
し
て
こ
ら
れ
た
東
隆

眞
老
師（
大
乘
寺
）
の
総
監
修
の
元
、

続
く
世
代
を
中
心
と
し
た『
洞
谷

記
』研
究
会
の
賜
物
は
、
こ
れ
ま

で
降
ろ
さ
れ
て
い
た
ベ
ー
ル
を
開

け
、
新
し
い
史
実
を
届
け
て
く
れ

る
珠
玉
の
一
冊
で
も
あ
り
ま
す
。

本
書
の
制
作
に
多
大
な
貢
献
を
さ

れ
た
研
究
会
の
中
心
的
存
在
、
駒

沢
女
子
大
学
・
安
藤
嘉
則
学
長
と
、

同
じ
く
研
究
会
の
発
起
人
で
も
あ

る
善
福
寺（
山
口
県
）
住
職
・
大
野

徹
史
老
師
に
、
制
作
の
背
景
と
研

究
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
へ
の
思
い

を
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

『
洞
谷
記
』で 

瑩
山
禅
師
を
知
る
意
味

安
藤	

我
々
に
と
っ
て
道
元
禅
師

は
大
き
な
存
在
で
あ
り
、『
正
法

本
堂
の
掃
除
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
皆
さ
ん

が
灰
な
ら
し
か
ら
、
全
て
を
や
っ

て
く
れ
ま
す
。
で
も
須
弥
壇
上
に

は
方
丈
さ
ん
し
か
上
げ
ま
せ
ん
。

方
丈
さ
ん
が
自
ら
お
釈
迦
様
の
掃

除
を
し
ま
す
。
皆
さ
ん
は
そ
れ
を

補
佐
し
ま
す
。
そ
う
い
う
風
に
、

「
須
弥
壇
は
和
尚
さ
ん
し
か
上
が

れ
な
い
大
変
大
切
な
と
こ
ろ
」と

い
う
の
を
皆
さ
ん
に
自
覚
し
て
も

ら
え
ま
す
。
檀
信
徒
と
一
緒
の
行

動
を
し
て
、
で
も
そ
こ
に
き
ち
ん

と
し
た
尊
厳
を
見
せ
て
い
る
。
こ

う
い
う
こ
と
だ
よ
と
い
う
こ
と
を

位
置
づ
け
て
お
く
。
そ
う
い
う
形

に
自
分
で
な
り
た
く
て
な
る
ん
じ

ゃ
な
く
て
、
自
然
に
そ
う
な
っ
て

い
き
ま
す
。

そ
れ
に
、
悩
み
の
あ
る
人
は
必

ず
だ
い
た
い
覚
え
て
い
ま
す
。
嫁

と
喧
嘩
し
て
死
に
た
い
と
言
っ
て

来
た
婆
ち
ゃ
ん
が
い
た
ら
、
ま
ず

坐
ら
せ
と
い
て
、
そ
し
て
熱
い
お

茶
を
持
っ
て
来
て
、「
ど
う
し
た

の
？
」と
か
話
を
し
ま
す
。
そ
の

間
二
〜
三
時
間
、
う
ち
の
方
丈
は

一
歩
た
り
と
も
本
堂
に
入
り
ま
せ

ん
。「
ま
た
始
ま
っ
た
な
、
う
ち

の
お
母
ち
ゃ
ん
」っ
て
見
て
て
。

そ
こ
は
協
力
し
て
く
れ
て
い
て
、

そ
れ
で
檀
信
徒
さ
ん
と
の
心
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
ま
す
。

私
は
自
分
の
考
え
方
で
、
生
き

方
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て

き
ま
し
た
。
宗
教
と
か
そ
う
い
う

こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
人
間
対
人
間

と
し
て
、
そ
し
て
先
祖
を
預
か
る

側
と
、
預
け
る
側
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
。
そ
れ
を
形
式
ば
っ

た
も
の
じ
ゃ
な
く
、
も
っ
と
柔
ら

か
く
な
っ
て
い
く
と
い
い
の
か
な

あ
っ
て
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自

然
に
つ
い
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
っ
て
思
い
ま
す
。

佐
々
木　
「
こ
れ
か
ら
の
寺
院
仏

教
の
在
り
方
」と
い
う
、
大
き
な

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
が
、
今
の
話

で
、
清
水
寺
さ
ん
の
寺
族
と
い
う

か
、
奥
さ
ん
の
あ
り
方
は
、
大
変

参
考
に
な
り
ま
す
。
寺
族
が
出
す

ぎ
る
と
、
方
丈
さ
ん
の
影
が
薄
く

な
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
ん
だ
け

ど
、
ち
ゃ
ん
と
そ
こ
を
意
識
な
さ

っ
て
、
自
分
の
役
割
と
方
丈
さ
ん

の
役
割
を
、
き
ち
っ
と
分
け
て
考

え
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
大
事
な
点

は
、
方
丈
さ
ん
が
五
〇
歳
に
な
っ

て
か
ら
修
行
を
し
て
、
修
行
か
ら

帰
っ
て
来
た
ら
、
非
常
に
変
わ
っ

た
と
言
わ
れ
た
こ
と
。
須
弥
壇
上

に
あ
が
っ
て
本
尊
様
の
お
掃
除
を

す
る
の
は
、
な
ぜ
ご
住
職
で
な
く

て
は
い
け
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、

ま
さ
に
修
行
で
あ
り
、
そ
の
修
行

が
坐
禅
だ
と
す
れ

ば
、
坐
禅
か
ら
滲

み
出
す
、
禅
定
力

の
よ
う
な
も
の
が

存
在
す
る
か
ら
で

す
。
そ
の
禅
定
力

が
、
檀
信
徒
に
対

し
て
も
仏
教
の
核

心
を
突
く
よ
う
な

お
話
に
な
っ
て
い

き
、
そ
し
て
ま
た

イ
ン
テ
リ
た
ち
に
対
し
て
は
知
的

な
レ
ベ
ル
で
作
用
し
て
い
く
わ
け

で
す
。

こ
う
し
た
禅
定
力
と
寺
族
の
問

題
で
、
椎
名
先
生
、
最
後
に
ひ
と

こ
と
お
願
い
し
ま
す
。

椎
名　

禅
定
力
と
い
う
お
話
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
葬
祭
で
も
ご
祈
祷

で
も
、
ま
さ
し
く
そ
れ
が
一
番
大

事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
歴

史
的
に
見
て
も
、
禅
宗
の
お
坊
さ

ん
が
な
ぜ
民
衆
か
ら
信
用
さ
れ
て

き
た
か
、
何
を
し
て
一
人
前
の
資

格
を
得
て
き
た
の
か
と
い
え
ば
、

坐
禅
が
中
心
な
ん
で
す
。
そ
の
坐

禅
が
な
ぜ
、
今
は
行
わ
れ
て
い
な

い
寺
が
多
い
の
か
？ 

坐
禅
会
に
集
ま
っ
て
く
る
人
達

も
、
何
か
を
悟
る
た
め
じ
ゃ
な
い
、

何
か
力
を
持
つ
た
め
じ
ゃ
な
い
、

と
い
う
こ
と
だ
と
で
す
ね
、
目
標

が
定
ま
ら
な
い
。
私
は
そ
う
じ
ゃ

な
く
っ
て
、
坐
禅
を
し
抜
い
て
い

っ
た
先
に
は
み
ん
な
、
悟
り
と
ま

で
は
言
え
な
く
て
も
、
何
か
が
あ

る
ん
だ
、
具
わ
る
も
の
が
あ
る
ん

だ
、
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
宗
門
の
先
輩
方
、

偉
大
な
方
々
を
見
れ
ば
も
う
、
こ

の
通
り
だ
と
い
う
事
例
は
い
く
ら

で
も
指
摘
で
き
る
訳
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
れ
に
は
や
っ
ぱ
り
住
職
が

自
ら
坐
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な

ん
で
す
ね
。
人
が
来
て
も
来
な
く

て
も
坐
る
姿
勢
を
も
っ
て
。

私
は
、
寺
離
れ
は
必
ず
進
行
し

て
行
く
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

は
、
個
人
が
個
人
を
求
め
る
時
代

だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う

時
代
に
問
わ
れ
る
の
は
、
や
っ
ぱ

り
寺
院
住
職
の
力
量
で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
ね
。
民
衆
が
聖
な
る
僧

を
求
め
る
基
準
は
、
曹
洞
宗
の
場

合
は
禅
定
力
で
あ
ろ
う
と
。
こ
れ

を
具
え
て
い
る
者
が
求
め
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。
あ
の
人
は
坐
り
込

ん
で
る
か
ら
や
っ
ぱ
り
違
う
、
と

い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
自
然
淘
汰

さ
れ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、

こ
う
い
う
風
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
、
住
職
た

る
者
は
宗
教
者
と
し
て
の
力
を
発

揮
し
て
頂
き
た
い
で
す
ね
。

佐
々
木　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
今
、
椎
名
先
生
か
ら
、
今

日
も
中
心
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
お
寺
離
れ
現
象
は
今
後
、
ま
す

ま
す
進
む
で
あ
ろ
う
、
と
あ
り
ま

し
た
。
個
人
個
人
の
時
代
だ
か
ら
、

個
人
が
寺
を
選
び
、
住
職
を
選
ぶ

よ
う
な
時
代
が
到
来
す
る
と
。
そ

れ
で
、
修
行
を
積
ん
だ
尊
敬
さ
れ

る
よ
う
な
お
坊
さ
ん
と
、
そ
う
で

な
い
人
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
う

で
な
い
人
は
自
然
淘
汰
さ
れ
て
い

く
。
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
お
坊
さ
ん
ら
し
い
お

坊
さ
ん
と
い
う
の
も
原
点
は
ど
こ

か
と
い
う
と
、
曹
洞
宗
は
坐
禅
宗

で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
は
坐
禅
に

あ
る
と
。
と
に
か
く
坐
っ
て
い
る

と
い
う
迫
力
が
、
普
通
の
人
で
は

で
き
な
い
霊
界
の
存
在
を
成
仏
さ

せ
る
。
そ
れ
だ
け
の
力
が
坐
禅
す

る
身
に
は
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
と

い
う
言
葉
は
、
人
を
納
得
さ
せ
ま

す
。
力
の
原
点
は
坐
禅
に
あ
る
。

坐
禅
と
葬
儀
や
祈
祷
の
儀
礼
と
い

う
の
は
、
分
離
し
て
は
だ
め
だ
と

い
う
こ
と
を
椎
名
先
生
は
強
調
さ

れ
ま
し
た
が
、
私
も
そ
の
通
り
だ

ろ
う
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

今
日
は
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら

話
が
で
き
ま
し
た
こ
と
を
非
常
に

有
意
義
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
で
終
わ
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

な
ら
ば
、
そ
う
い
う

素
養
を
培
っ
て
こ
な

か
っ
た
。
大
学
で
も

僧
堂
で
も
。
死
者
を

供
養
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
お
布
施
も
入
っ

て
い
た
の
に
、
死
者

の
行
方
で
あ
る
と
か
、

死
者
と
は
何
ぞ
や
と

い
う
意
味
づ
け
に
つ

い
て
は
、
ど
の
教
団

で
も
そ
こ
は
欠
落
し

て
い
る
。
こ
れ
が
問

題
な
ん
で
す
よ
。

や
っ
ぱ
り
ベ
ー
ス

に
あ
る
の
は
、
霊
の

観
念
、
魂
の
観
念
、

あ
の
世
の
観
念
で
す
。

だ
か
ら
、
新
宗
教
で

あ
の
世
を
説
く
の
が

盛
ん
に
な
っ
て
き
て

い
る
し
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム

と
い
う
新
し
い
動
き
も
そ
こ
に
焦

点
を
お
く
の
に
、
実
は
そ
こ
に
乗

っ
か
っ
て
や
っ
て
き
た
仏
教
が
、

一
番
手
薄
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ

と
仏
教
は
高
度
な
も
の
で
あ
り
、

高
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
で

す
。
実
は
高
度
な
も
の
だ
か
ら
民

衆
に
な
か
な
か
直
接
に
結
び
付
け

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
を
支

え
て
く
れ
た
の
が
、
祈
祷
師
で
あ

る
と
か
宜
保
さ
ん
の
よ
う
な
、
イ

ン
テ
リ
か
ら
み
た
ら
眉
唾
も
の
の

人
々
が
民
衆
の
世
界
観
を
支
え
て

き
た
。
そ
う
い
う
人
が
い
な
く
な

っ
た
と
き
、
ま
と
も
に
お
坊
さ
ん

に「
あ
の
世
は
何
で
す
か
？
」
と

聞
い
て
も
、「 

い
や
我
々
は
無
記

だ
か
ら
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
」で
し

ょ
う
。「
答
え
ら
れ
な
い
の
に
、

な
ん
で
高
い
お
金
を
払
わ
な
く
ち

ゃ
な
り
ま
せ
ん
か
？
」 

と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
リ

ア
ル
な
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、
椎
名
先
生
、
そ
の
辺
い
か
が

で
す
か
？

椎
名　

は
い
。
ま
ず
最
初
の
葬
儀

社
の
問
題
。
こ
れ
は
各
寺
の
住
職

が
、
葬
儀
が
ど
こ
で
行
な
わ
れ
、

ど
ん
な
規
模
で
行
な
わ
れ
る
に
関

わ
ら
ず
自
分
が
主
宰
者
で
あ
る
、

と
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
い
か
な

い
と
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
私
は「
導
師
は
葬
儀
全
体
の

チ
ェ
ア
マ
ン
、
主
宰
者
で
あ
る
。

宗
教
的
な
チ
ェ
ア
マ
ン
で
あ
る
」

と
書
い
て
、
そ
の
都
度
、
葬
儀
社

に
印
刷
物
を
渡
し
て
お
り
ま
す
。

な
ぜ
チ
ェ
ア
マ
ン
な
の
か
と
か
、

施
主
は
こ
の
位
置
に
坐
っ
て
も
ら

う
と
か
、
そ
う
い
う
個
々
の
事
を

た
く
さ
ん
書
い
て
お
り
ま
す
。
遠

く
の
場
合
で
も
電
話
で
前
も
っ
て

ポ
イ
ン
ト
だ
け
を
い
く
つ
か
話
し

て
お
い
て
、
当
日
三
〇
分
前
に
は

遅
く
と
も
行
っ
て
打
ち
合
わ
せ
を

す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
徹

底
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が

や
っ
ぱ
り
大
事
で
は
な
い
か
と
思

う
ん
で
す
ね
。
ど
ん
な
規
模
で
あ

ろ
う
と
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い

ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
水
子
供

養
と
霊
の
問
題
で
す
ね
。
こ
れ
、

非
常
に
重
要
な
問
題
だ
と
思
い
ま

す
。
実
は
私
の
と
こ
ろ
で
毎
年
、

水
子
供
養
と
言
わ
な
い
で
、「
嬰

児
慰
霊
供
養
」を
、
春
、
三
月
の

末
か
四
月
の
初
め
の
土
曜
日
に
盛

大
に
や
っ
て
お
り
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
私
の
と
こ
ろ
に

は
赤
ち
ゃ
ん
専
門
の
お
墓
が
あ
る

ん
で
す
。
千
葉
県
で
は
五
〜
六
社
、

産
院
か
ら
早
流
産
等
の
嬰
児
を
引

き
取
る
業
者
が
あ
り
ま
し
て
、
自

分
た
ち
で
火
葬
場
を
持
っ
て
、
火

葬
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
う
ち

の
二
社
が
私
の
と
こ
ろ
に
入
っ
て

い
て
、
墓
地
に
施
設
を
作
っ
て
納

骨
し
て
い
ま
す
。
そ
の
業
者
が
、

納
骨
の
時
に
持
っ
て
く
る
埋
火
葬

許
可
証
を
見
る
と
、
半
分
以
上
は

両
親
の
名
前
が
あ
り
ま
せ
ん
。
お

母
さ
ん
の
名
前
だ
け
で
す
ね
。

そ
の
中
か
ら
厳
選
し
て
供
養
の

案
内
を
出
す
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

で
も
一
五
〇
〜
二
〇
〇
人
位
の
お

参
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
人

た
ち
に
対
し
て
、
私
は「
罪
」
と

い
う
も
の
の
意
味
を
お
話
し
し
ま

す
。
早
流
産
や
中
絶
し
た
赤
ち
ゃ

ん
を
、
余
計
な
も
の
が
出
来
ち
ゃ

っ
た
と
い
っ
て
、
引
き
取
り
も
し

な
い
で
業
者
任
せ
に
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
ヤ
レ
ヤ
レ
、
と
。
こ
う
い

う
よ
う
な
者
は
罪
を
背
負
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
今
日
お
い
で
に

な
っ
た
皆
さ
ん
は
、
逆
に
善
業
を

積
ん
で
い
る
。
あ
な
た
方
が
善
業

を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
赤
ち
ゃ

ん
の
霊
は
浮
か
ば
れ
る
、
成
仏
で

き
る
、
と
い
う
よ
う
な
施
食
会
と

同
じ
よ
う
な
意
味
の
説
明
を
い
た

し
ま
し
て
、
列
席
者
た
ち
が
、
宗

教
儀
礼
や
悼
む
心
は
大
切
な
ん
だ

と
い
う
こ
と
を
少
し
は
分
か
っ
て

も
ら
う
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
宗
教
的
な
契
機
を
与
え

る
努
力
が
住
職
の
大
事
な
つ
と
め

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
ま

た
、
亡
く
な
っ
た
人
は
見
え
な
い

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
存
続
し
て
い

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
葬
儀
の

場
で
も
嬰
児
供
養
の
場
で
も
努
め

て
お
話
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

佐
々
木　

こ
こ
が
ね
、
椎
名
先
生
、

教
養
の
あ
る
人
ほ
ど
言
え
な
く
な

っ
て
い
る
ん
で
す
。「
う
ち
の
霊

は
こ
れ
だ
け
の
葬
式
を
し
て
ど
う

な
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
？
」っ

て
言
う
と
、「
さ
ぁ
、
お
経
に
は

こ
う
書
か
れ
て
あ
る
」と
か
、「
先

生
か
ら
こ
う
教
え
ら
れ
た
か
ら
」

と
い
う
と
こ
ろ
で
止
ま
っ
て
し
ま

う
。
意
識
的
に
は
仏
教
は
空
無
を

説
く
宗
教
で
あ
っ
て
、
霊
や
魂
と

は
関
係
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
こ
を

肯
定
し
た
ら
、
後
ろ
め
た
さ
が
残

る
と
い
う
よ
う
な
、
知
的
な
も
の

が
お
坊
さ
ん
方
に
あ
っ
て
、
そ
れ

が
現
場
の
僧
侶
の
立
場
を
弱
め
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
に
も
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
や

展
開
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
日
本
仏
教

で
は
や
は
り
仏
様

の
力
に
よ
っ
て
亡

き
人
を
あ
の
世
で

浮
か
ば
せ
る
こ
と

が
大
切
な
役
割
を

果
た
し
て
き
ま
し

た
。
こ
こ
を
日
本

人
が
望
ん
だ
か
ら

こ
そ
、
仏
教
は
こ

れ
だ
け
民
衆
化
し
た
の
で
す
。
そ

し
て
浄
土
真
宗
で
あ
れ
、
法
華
宗

で
あ
れ
、
禅
宗
で
あ
れ
共
通
項
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
霊
を
ど
れ
だ

け
安
定
さ
せ
、
そ
し
て
守
護
神
化
、

守
護
仏
化
さ
せ
て
一
門
を
守
っ
て

く
れ
る
存
在
に
す
る
か
と
い
う
こ

と
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
の
と
こ
ろ
を
、
こ
れ
ま
で
学
問

は
強
調
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
の

で
す
。

ひ
と
口
に
仏
教
と
い
っ
て
も
た

い
へ
ん
大
き
な
概
念
で
あ
っ
て
、

お
釈
迦
さ
ん
の
教
理
、
両
祖
の
教

理
も
仏
教
で
す
が
、
私
は
そ
う
い

う
仏
教
を
、
教
義
仏
教
と
か
教
理

仏
教
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
教

理
仏
教
を
踏
ま
え
て
現
場
で
民
衆

と
接
す
る
と
こ
ろ
が
寺
院
仏
教
。

機
能
上
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
一
応

区
別
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
二
つ

は
重
な
っ
て
い
ま
す
。
教
理
仏
教

と
寺
院
仏
教
は
別
々
の
も
の
で
あ

っ
て
別
々
の
も
の
で
は
な
い
の
で

す
が
、
ど
う
も
仏
教
と
い
う
と
す

ぐ「
縁
起
で
す
」「
空
で
す
」と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ

を
求
め
て
檀
信
徒
は
寺
に
来
ま
す

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
を
求
め
て
来
る
人
も
い
ま

す
。
で
も
大
部
分
は
、
水
子
の
問

題
だ
と
か
、
施
食
会
は
ど
う
し
ま

し
ょ
う
と
か
の
用
事
で
来
て
い
る

わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
教
義
を
背

景
に
す
る
と
、
な
か
な
か
そ
れ
に

応
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
現
実

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
現
在
の

仏
教
環
境
、
宗
教
環
境
と
い
う
も

の
を
背
景
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
お

寺
さ
ん
は
ど
う
あ
れ
ば
い
い
か
と

い
う
こ
と
を
、
大
友
さ
ん
の
方
か

ら
問
題
提
起
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
。

大
友　

よ
く
お
檀
家
さ
ん
を
知
る

こ
と
、
そ
し
て
慕
わ
れ
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
寺
族
の
務

め
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
寺
族
は

や
っ
ぱ
り
お
寺
に
入
っ
て
、
方
丈

さ
ん
の
補
佐
を
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。
補
佐
と
い
う
言
葉
を

良
く
な
い
っ
て
い
う
人
も
い
る
け

れ
ど
も
、
私
は
補
佐
で
十
分
だ
と

思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
衣
を
着

て
引
導
を
渡
す
側
で
は
な
い
か
ら
。

方
丈
さ
ん
が
お
寺
を
き
ち
ん
と
守

っ
て
、
自
分
の
本
来
の
仏
教
を
き

ち
ん
と
語
っ
て
、
筋
を
通
し
て
く

れ
た
ら
、
寺
族
は
一
生
懸
命
そ
れ

の
お
手
伝
い
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

を
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

化
し
て
い
く
こ
と
が
寺
族
の
務
め

で
す
。

う
ち
の
方
丈
は
教
員
を
辞
め
て

か
ら
僧
堂
に
入
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
五
〇
歳
に
し
て
お
茶
を
出
す

こ
と
を
覚
え
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

ヨ
コ
の
も
の
も
タ
テ
に
し
な
か
っ

た
人
が
、
お
茶
を
出
す
こ
と
に
な

り
、
お
茶
碗
も
洗
え
る
よ
う
に
な

り
…
。
修
行
に
行
っ
て
か
ら
本
当

に
変
わ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
和

尚
さ
ん
の
修
行
っ
て
す
ご
い
な
ぁ

と
思
い
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
、
そ

う
い
う
こ
と
を
越
え
て
き
て
い
る

人
、
だ
か
ら
そ
れ
を
私
た
ち
が
補

佐
す
る
。

例
え
ば
、
婦
人
会
が
あ
っ
て
、

「仏門を目指し
勉学に励んでいる学生さんや

さまざまな活動をされている僧侶の方に
読んでほしい一冊です」

現代語訳	瑩山禅師『洞谷記』出版記念特別対談

駒
沢
女
子
大
学
学
長　

安
藤
嘉
則

大
乘
寺
専
門
僧
堂
後
堂　

大
野
徹
史

聞
き
手　

柳
澤
円
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駒沢女子大学

安藤嘉則師

大野徹史師

眼
蔵
』を
初
め
と
す
る
著
作
や
関

連
資
料
が
多
く
伝
え
ら
れ
、
お
寺

で
の
法
要
や
坐
禅
会
な
ど
で
は
、

『
修
証
義
』や『
普
勧
坐
禅
儀
』が

読
誦
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
道
元
禅

師
の
教
え
と
接
す
る
機
会
は
多
い

で
す
ね
。
一
方
、
瑩
山
禅
師
に
つ

い
て
は
、『
伝
光
録
』
な
ど
の
典

籍
は
残
さ
れ
ま
し
た
が
、
ご
自
身

の
こ
と
を
伝
え
る
歴
史
的
資
料
も

少
な
く
、
ま
た
、
ふ
だ
ん
瑩
山
禅

師
の
教
え
に
触
れ
る
機
会
も
少
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
で
昭
和
五
七
年
に
、

東
老
師
が
ご
自
身
の
研
究
結
果
を

『
洞
谷
記
に
学
ぶ
』（
曹
洞
宗
宗
務

庁
刊
）と
い
う
著
書
に
ま
と
め
て

く
だ
さ
り
、
そ
こ
で
瑩
山
禅
師
が

当
時
ど
の
よ
う
に
し
て
門
弟
を
育

成
し
人
々
を
教
化
さ
れ
て
い
た
か

を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
瑩
山
禅
師
の
実
像
を
知
る
の

に
ど
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
の
か

さ
え
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
大
野
さ
ん
も
ま
ず
初

め
に
、『
洞
谷
記
』
が
ど
う
い
う

も
の
か
定
義
づ
け
の
よ
う
な
作
業

を
さ
れ
ま
し
た
よ
ね
。

大
野	

そ
う
で
す
ね
。
ま
さ
に
最

初
の
発
願
は
、
瑩
山
禅
師
の
実
像

を
よ
り
は
っ
き
り
知
る
こ
と
で
し

た
。
そ
の
た
め
に『
洞
谷
記
』
に

関
す
る
こ
と
を
集
め
て
整
理
し
た

か
っ
た
。
い
つ
か
は
今
回
の『
現

代
語
訳
版
』の
よ
う
な
形
を
目
指

し
て
は
い
た
も
の
の
、
ま
ず
は
資

料
蒐
集
、
写
真
撮
影
な
ど
全
て
の

資
料
を
整
理
し
翻
刻
す
る
こ
と
か

ら
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
二
〇
一

五
年
に『
諸
本
対
校　
瑩
山
禅
師

『
洞
谷
記
』』（
以
下
、『
諸
本
対
校
』）

と
い
う
形
で
世
に
出
す
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
の
時
も
東
老
師
が

大
変
応
援
し
て
く
だ
さ
り
、
出
版

社
と
の
調
整
や
話
し
合
い
に
随
分

ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
当

初
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
に
役

立
て
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
、

写
本
を
全
て
カ
ラ
ー
写
真
で
掲
載

し
よ
う
し
た
ん
で
す
。
そ
の
た
め

に
ペ
ー
ジ
数
が
多
く
な
り
、
出
版

費
用
が
も
の
す
ご
く
高
額
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
結
果
的
に
は

活
動
を
応
援
く
だ
さ
っ
た
ご
寺
院

様
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
、

な
ん
と
か
提
示
さ
れ
た
金
額
を
集

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
ご

支
援
の
全
て
を
こ
こ
で
使
っ
て
し

ま
っ
て
は
、
現
代
語
訳
研
究
や
出

版
費
用
に
足
り
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
こ
で
東
老
師
に
相
談

し
て
構
成
を
変
更
し
、
出
版
社
さ

ん
に
も
大
変
な
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
し
て
、
費
用
を
か
な
り
抑
え
て

出
版
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の

現
代
語
訳
研
究
会
の
継
続
と
今
回

の
出
版
は
、
私
の
力
で
は
な
く
、

多
く
の
皆
様
の
お
気
持
ち
と
お
力

に
よ
る
も
の
な
の
で
す
。

安
藤	

東
老
師
が
最
初
の
一
里
塚

を
築
い
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
、

大
野
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
若
手

の
研
究
者
も
ど
ん
ど
ん
参
加
し
や

す
く
な
り
ま
し
た
よ
ね
。
私
が
研

究
会
に
参
加
し
た
の
は『
現
代
語

訳
版
』を
作
る
と
こ
ろ
か
ら
で
す

が
、
取
り
組
ん
で
い
る
と「
な
る

ほ
ど
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
」と
、

知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
ど
ん
ど
ん

わ
か
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
で

き
た
ら
す
ご
い
も
の
に
な
る
だ
ろ

う
な
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
今

回
こ
の
よ
う
な
形
に
ま
と
ま
っ
た

の
を
見
て
、
改
め
て
大
野
さ
ん
の

貢
献
は
本
当
に
大
き
い
と
思
い
ま

す
。

大
野	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
変
な
言
い
方
で
す
が
、

研
究
会
を
始
め
た
と
き
私
は
ま
だ

経
済
力
も
立
場
も
何
も
な
い
、
た

だ
気
持
ち
だ
け
で
動
い
た
よ
う
な

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
東
老
師
、
ご
紹
介
い
た
だ
い
た

研
究
者
や
有
識
者
の
方
と
の
ご
縁

に
支
え
て
い
た
だ
い
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。
不
思
議
な
も
の
で
、
皆

さ
ん
普
段
か
ら
と
て
も
お
忙
し
い

方
々
な
の
に
、
そ
の
時
だ
け
は

次
々
に
電
話
に
出
ら
れ
た
ん
で
す

よ
ね
。
す
ぐ
に
直
接
お
話
で
き
て
、

も
の
の
一
時
間
く
ら
い
で
全
員
に

ご
連
絡
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
安
藤
先
生
も
あ
の
時
、
お

電
話
し
た
ら
す
ぐ
に「
参
加
し
ま

す
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
れ
ま
し

た
ね
。
私
自
身
は
何
も
な
い
身
な

の
で
と
に
か
く
動
き
回
り
、
事
務

局
長
と
し
て
皆
さ
ん
へ
の
お
う
か

が
い
や
調
整
役
に
徹
し
ま
し
た
。

十
年
も
や
っ
て
る
と
皆
さ
ん
の
立

場
や
所
属
も
変
わ
る
た
め
、
東
京

で
一
回
会
議
を
し
よ
う
と
思
う
と

交
通
費
だ
け
で
も
相
当
な
経
費
に

な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
出
版

費
用
に
控
え
て
い
た
ご
支
援
に
は

手
を
付
け
ず
、
私
財
や
ら
を
手
放

し
な
が
ら
捻
出
し
て
ど
う
に
か
研

究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
に
何
も
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
勢

い
を
も
っ
て
や
り
遂
げ
ら
れ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
宗
門
、
本
山

や
大
学
の
お
力
を
借
り
な
い
単
独

の
研
究
会
運
営
と
出
版
活
動
は
、

他
の
方
か
ら
見
る
と
無
謀
に
見
え

た
か
と
思
い
ま
す
が
、
多
く
の
方

と
の
不
思
議
な
ご
縁
に
支
え
ら
れ

て
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
本
当
に
で
き
る
の
か
不

安
に
思
う
時
も
あ
り
ま
し
た
が
、

今
で
は
間
違
い
は
な
か
っ
た
と
感

じ
て
い
ま
す
。

大
野	

昭
和
五
七
年
に
東
老
師
が

『
洞
谷
記
に
学
ぶ
』
を
ま
と
め
ら

れ
た
時
は
、
元
の『
洞
谷
記
』
の

約
3
〜
4
割
が
対
象
で
し
た
。
ご

本
人
か
ら
お
聞
き
し
た
こ
と
で
す

が
、
そ
れ
は
解
読
が
難
し
か
っ
た

と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
時
の
焦
点

が
、「
道
元
禅
師
の
み
が
純
粋
な

仏
法
で
、
瑩
山
禅
師
は
道
元
禅
師

の
仏
法
を
堕
落
さ
せ
た
」と
い
う

よ
う
な
瑩
山
禅
師
へ
の
誤
解
を
解

く
た
め
の「
仏
祖
正
伝
の
正
法
」

に
あ
り
、
ペ
ー
ジ
数
の
制
約
や
、

ま
た
北
陸
の
風
習
や
他
宗
教
に
関

す
る
語
句
が
多
い『
洞
谷
記
』
に

更
な
る
誤
解
を
も
た
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
、
な
ど
の
意
味
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
も
メ
ー
ル
も
交
通
手
段
も
今
ほ

ど
整
っ
て
い
な
い

四
、
五
〇
年
前
の

こ
と
を
想
像
す
る

と
、
瑩
山
禅
師
に

対
す
る
誤
解
が
広

ま
っ
て
い
る
状
況

で
何
度
も
北
陸
に

現
地
調
査
に
入
ら

れ
、
資
料
を
集
め

ら
れ
た
東
老
師
が

い
か
に
ご
苦
労
さ

れ
た
か
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
東
老
師
は
、
こ
こ

ま
で
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た

と
い
う
姿
勢
を
も
っ
て
出
版
さ
れ
、

後
に
わ
た
く
し
が『
諸
本
対
校
』

を
作
り
た
い
と
相
談
し
た
時
は

「『
洞
谷
記
に
学
ぶ
』は
踏
み
台
だ

と
考
え
て
、
ど
う
ぞ
進
め
て
く
だ

さ
い
」と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
今
回『
現
代
語
版
』
ま
で
出

せ
た
こ
と
で
、
す
で
に
い
ろ
い
ろ

な
方
面
か
ら
反
響
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
同
じ
く
瑩
山
禅
師
の
研

究
を
す
る
方
か
ら
は「
今
ま
で
歯

が
立
た
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
読
め

た
」と
言
っ
て
も
ら
え
た
り
、
他

の
宗
派
の
方
か
ら
も「
瑩
山
禅
師

が
い
か
に
す
ご
い
人
か
よ
く
わ
か

っ
た
」と
お
礼
状
を
い
た
だ
い
た

り
し
て
、
そ
の
度
に「
あ
ぁ
、
や

っ
ぱ
り
や
っ
て
よ
か
っ
た
な
ぁ
」

と
感
じ
て
い
ま
す
。

安
藤	

私
も
最
初
に
研
究
会
の
お

誘
い
を
い
た
だ
い
た
際
は
、
ま
ず

研
究
者
と
し
て
、
非
常
に
魅
力
的

な
お
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。『
洞

谷
記
』の
写
本
な
ど
、
瑩
山
禅
師

の
第
一
次
資
料
に
接
し
な
が
ら
、

他
の
新
進
気
鋭
の
研
究
者
た
ち
と

意
見
交
換
で
き
ま
す
し
、
瑩
山
禅

師
以
降
、
大
き
く
発
展
し
て
い
く

曹
洞
宗
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
く

上
で
大
き
な
手
が
か
り
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

『
現
代
語
版
』を 

手
に
し
て
欲
し
い
人
と
は

安
藤 

ま
ず
は
大
学
な
ど
で
一
生

懸
命
に
仏
教
を
学
ん
で
い
る
学
生

の
皆
さ
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、

今
現
在
お
寺
で
檀
務
を
は
じ
め
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
お

坊
さ
ん
た
ち
に
読
ん
で
も
ら
い
た

い
で
す
ね
。
曹
洞
宗
の
教
え
を
学

ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
は
道
元

禅
師
の
本
を
読
み
ま
す
。
た
だ
お

寺
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
化
活
動
の

現
場
で
は
、
檀
信
徒
と
の
接
点
が

葬
儀
な
ど
仏
事
関
連
で
あ
る
場
合

が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、

そ
の
地
方
の
独
自
の
慣
習
へ
の
順

応
が
必
要
で
あ
っ
た
り
し
て
、
道

元
禅
師
の
本
で
扱
わ
れ
な
い
領
域

が
、
現
実
の
お
寺
で
教
化
活
動
の

メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
て
、
そ
う
し

た
道
元
禅
師
の
宗
旨
と
の
ギ
ャ
ッ

プ
に
戸
惑
い
を
感
じ
る
方
も
お
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
埋
め
る
一
つ
の
手
が
か
り
と

な
る
の
が『
洞
谷
記
』
だ
と
思
い

ま
す
。『
洞
谷
記
』
に
は
瑩
山
禅

師
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
永
光
寺
の

当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
化
活
動
が

記
さ
れ
、
ま
た
当
時
の
民
俗
風
習

な
ど
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
何
月
何
日
に
九
州
か
ら
会
下
の

大
智
禅
師
が
語
録
を
た
ず
さ
え
て

来
訪
し
た
、
な
ど
と
日
記
風
に
記

録
さ
れ
て
、
読
ん
で
い
る
と
瑩
山

禅
師
の
息
遣
い
ま
で
感
じ
ら
れ
る

よ
う
な
思
い
が
い
た
し
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の『
洞
谷
記
』
に
接
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
七
〇
〇
年
前

の
瑩
山
禅
師
の
教
化
活
動
と
、
現

在
の
私
た
ち
の
お
寺
で
の
教
化
活

動
と
の
繋
が
り
が
確
認
で
き
、
自

信
を
も
っ
て
お
寺
で
の
檀
務
に
向

き
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

大
野	

実
際
に
よ
く
聞
く
話
で
す

が
、
道
元
禅
師
の
お
示
し
さ
れ
た

書
物
な
ど
に
は
、
今
の
寺
院
で
日

常
的
に
行
な
っ
て
い
る
掃
除
、
法

事
、
御
祈
祷
な
ど
が
出
て
こ
な
い
。

一
般
の
人
か
ら
も「
葬
式
、
法
事

ば
か
り
し
て
い
て
僧
侶
は
そ
れ
で

よ
い
の
か
」な
ど
と
問
わ
れ
た
り

す
る
。
本
当
は
、
道
元
禅
師
も
法

事
、
御
祈
祷
や
地
道
な
社
会
活
動

を
さ
れ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
一

般
的
な
道
元
禅
師
の
解
説
本
に
は

ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
な
い
わ
け
で

す
。そ

こ
で
瑩
山
禅
師
を
知
る
こ
と

で
、「
自
分
は
今
、
手
前
勝
手
に

掃
除
を
し
て
る
の
で
は
な
く
、
道

元
禅
師
の
教
え
と
同
じ
こ
と
を
し

て
い
る
の
だ
」と
実
感
で
き
た
ら

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
道
元
禅
師
が

伝
え
た
坐
禅
の
功
徳
を
よ
り
多
く

の
人
に
届
け
る
た
め
に
も「
こ
の

掃
除
が
欠
か
せ
な
い
の
だ
」と
自

ら
の
行
動
を
信
じ
て
い
ら
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
掃
除
だ

け
で
は
な
く
、
履
物
を
揃
え
た
り

顔
を
洗
っ
た
り
歯
を
磨
い
た
り
、

日
常
生
活
全
て
に
お
い
て
共
通
し

て
い
る
の
だ
、
と
お
坊
さ
ん
た
ち

が
答
え
合
わ
せ
で
き
る
と
良
い
で

す
ね
。

安
藤	

曹
洞
宗
は
寺
院
数
が
約
一

万
５
千
ヶ
寺
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

数
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
懐
の
深

さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
坐
禅
修

行
に
専
念
し
純
粋
に
仏
道
を
極
め

て
い
く
お
寺
も
あ
れ
ば
、
各
地
域

で
菩
提
寺
と
し
て
人
々
の
ご
先
祖

の
ご
供
養
す
る
お
寺
、
あ
る
い
は

稲
荷
・
竜
神
・
火
防
の
神
等
を
お

祀
り
し
て
ご
祈
祷
で
ご
利
益
を

人
々
に
与
え
て
き
た
お
寺
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
う
し
た
お
寺

の「
多
様
性
」
も
曹
洞
宗
の
特
徴

で
あ
り
、
こ
の『
洞
谷
記
』
に
書

い
て
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
曹

洞
宗
の
お
寺
の
あ
り
方
の
方
向
性

を
示
す
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
野	

特
に
地
方
な
ど
で
は
、
小

さ
な
お
寺
で
檀
家
も
少
な
く
、
お

寺
の
こ
と
だ
け
で
は
生
活
が
成
り

立
た
ず
平
日
に
他
の
お
仕
事
を
し

て
い
る
方
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
よ

ね
。
そ
う
し
た
中
に
は
、
せ
っ
か

く
お
坊
さ
ん
に
な
っ
た
の
に
自
信

が
な
さ
そ
う
だ
っ
た
り
、
ど
こ
か

心
細
さ
を
抱
え
た
り
し
て
い
る
人

も
い
ま
す
。
道
元
禅
師
を
し
っ
か

り
勉
強
さ
れ
た
人
で
も
、
学
ん
だ

こ
と
が
発
揮
で
き
ず
に
い
る
自
分

へ
の
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
心

に
積
み
重
ね
て
し
ま
い
、
心
を
病

み
そ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
話
を
聞
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

で
も
そ
れ
で
は
、

お
寺
に
お
願
い
す

る
檀
家
さ
ん
た
ち

も
不
安
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
で
し

ょ
う
。
お
坊
さ
ん

た
ち
に
は
ど
う
か

自
信
を
も
っ
て
、

他
の
仕
事
を
含
め

今
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
な
修
行

な
の
だ
、
と
こ
の
本
を
通
し
て
伝

え
た
い
で
す
。

仏
の
ご
と
く
敬
う 

檀
那
の
こ
と

安
藤	

21
世
紀
は
地
方
の
村
落
共

同
体
が
弱
体
化
し
て
い
き
、
そ
れ

ま
で
そ
の
地
域
で
菩
提
寺
と
し
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
お

寺
も
そ
の
運
営
に
厳
し
さ
が
増
し

て
い
る
状
況
で
す
。
檀
那
の
方
々

や
地
域
の
方
々
に
と
っ
て「
お
寺

の
役
割
は
何
か
」と
自
問
す
る
と

き
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し

た
お
寺
の
原
点
を
考
え
る
上
で
も

『
洞
谷
記
』
は
意
義
あ
る
書
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
瑩
山
禅
師
は

地
域
や
自
分
を
支
え
て
く
れ
た
人

へ
の
感
謝
を
繰
り
返
し
残
し
て
、

檀
家
さ
ん
た
ち
を
う
ん
と
大
事
に

し
ま
し
た
。
は
っ
き
り
と
書
い
て

あ
り
ま
す
よ
、「
檀
那
を
仏
の
ご

と
く
敬
う
べ
し
」と
。
そ
れ
が
曹

洞
宗
を
大
き
く
し
た
こ
と
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
檀
信
徒

に
向
き
合
う
基
本
精
神
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
社
会
全
体
へ
そ
の
精
神

を
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で

す
。

大
野	

地
域
に
よ
っ
て
も
お
寺
が

抱
え
る
課
題
も
様
々
で
す
よ
ね
。

大
変
ご
苦
労
さ
れ
て
精
一
杯
の

方
々
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
。
瑩
山
禅
師
が
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
ご
自
分
の
能
力
を
余
す
こ
と

な
く
地
域
や
檀
家
さ
ん
の
た
め
に

使
う
こ
と
は
、
私
た
ち
僧
侶
の
役

割
だ
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
檀
家
さ
ん
が
公
的
書
類

の
作
成
に
困
っ
て
い
る
時
、
役
所

な
ど
で
公
務
員
を
さ
れ
て
い
る
僧

侶
の
方
な
ら
ば
的
確
に
助
言
で
き

る
で
し
ょ
う
し
、
草
刈
り
が
で
き

る
な
ら
ご
高
齢
者
に
代
わ
っ
て
草

刈
機
を
使
う
と
か
、
足
腰
の
弱
い

方
の
た
め
に
ゴ
ミ
の
収
集
日
に
は

自
分
の
ご
み
捨
て
の
つ
い
で
に
運

ん
で
あ
げ
る
こ
と
だ
っ
て
喜
ば
れ

る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
や
社
会
福
祉
事
業

へ
の
貢
献
も
同
様
で
す
。
檀
家
さ

ん
が
い
な
い
、
少
な
い
と
い
う
意

味
に
お
い
て
は
、
海
外
の
お
寺
で

も
同
じ
こ
と
を
聞
き
ま
す
。
海
外

の
お
寺
は
と
て
も
よ
く
坐
禅
修
行

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
檀

家
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寺
院
の
維
持

管
理
費
は
坐
禅
会
の
会
費
や
一
般

か
ら
の
寄
付
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

足
り
な
い
部
分
は
自
ら
が
外
に
働

き
に
出
か
け
費
用
を
工
面
し
て
る

の
で
す
。
地
域
文
化
に
合
わ
せ
た

坐
禅
会
、
寺
院
運
営
な
ど
を
工
夫

さ
れ
て
人
を
集
め
て
い
る
寺
院
も

あ
る
一
方
で
、
お
寺
を
支
え
る
方

の
獲
得
に
相
当
苦
労
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
本
質
的
に

は
、
日
本
国
内
の
お
寺
と
同
じ
悩

み
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
以
前
、

坐
禅
だ
け
で
は
思
っ
た
ほ
ど
人
が

集
ま
ら
な
い
の
で「
転
読
大
般

若
」の
祈
祷
太
鼓
の
叩
き
方
を
教

え
て
欲
し
い
、
梅
花
法
要
や
音
楽

法
要
の
や
り
方
を
教
え
て
欲
し
い
、

典
座
料
理
に
関
す
る
こ
と
を
教
え

て
欲
し
い
な
ど
、
海
外
の
お
寺
か

ら
様
々
な
要
請
を
受
け
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
坐
禅
の
功
徳
を
展
開

す
る
為
の
具
体
的
な
活
動
方
法
教

え
て
欲
し
い
と
助
け
を
求
め
て
い

る
お
寺
が
多
い
と
感
じ
ま
し
た
。

日
本
の
僧
侶
の
方
で
、
も
し
も
今

ご
自
分
の
才
能
や
こ
れ
ま
で
体
得

し
た
学
び
を
活
か
し
き
れ
て
な
い

と
感
じ
て
い
る
お
坊
さ
ん
が
い
た

ら
、
海
外
で
な
く
と
も
そ
う
し
た

と
こ
ろ
に
出
向
く
と
か
、
今
な
ら

オ
ン
ラ
イ
ン
だ
っ
て
様
々
な
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
ど
ん
ど
ん
貢
献

の
機
会
を
見
つ
け
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。
色
ん
な
仕
事
を
す
る
こ
と

で
見
え
て
く
る
世
界
は
必
ず
あ
る

は
ず
で
す
し
、
そ
れ
こ
そ
瑩
山
禅

師
は
坐
禅
を
中
心
と
し
て
い
く
つ

も
の
お
寺
や
僧
侶
を
手
助
け
し
た

人
で
す
。
も
ち
ろ
ん
瑩
山
禅
師
を

よ
く
知
ら
な
く
て
も
、
す
で
に
瑩

山
禅
師
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
僧
侶
も
た
く
さ
ん
い

ま
す
。
そ
う
い
う
方
が
も
っ
と
活

動
し
や
す
く
な
っ
た
り
、
同
じ
よ

う
に
積
極
的
な
社
会
活
動
を
始
め

る
お
坊
さ
ん
が
増
え
た
り
す
る
こ

と
も
曹
洞
宗
全
体
に
と
っ
て
大
切

で
す
。
実
際
、
曹
洞
宗
は
そ
の
団

体
の
大
き
さ
の
た
め
、
組
織
と
し

て
の
変
化
は
と
て
も
ゆ
っ
く
り
だ

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
で
も
個
人
の

活
動
の
集
合
体
で
も
あ
り
ま
す
よ

ね
。『

洞
谷
記
』が
示
し
た
も
の

安
藤	

「
私
が『
洞
谷
記
』を
読
ん

で
驚
い
た
こ
と
の
一
つ
に
、
瑩
山

禅
師
が
い
く
つ
も
の
重
大
な
決
断

を「
夢
」
に
出
て
き
た
こ
と
が
理

由
で
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
六
角
堂

夢
告
や
高
山
寺
の
明
恵
上
人
の

『
夢
の
記
』
も
有
名
で
す
が
、
中

世
の
仏
教
に
お
け
る「
夢
」
の
意

味
は
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

瑩
山
禅
師
が
夢
告
を
大
切
さ
れ
た

こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
今
後
も
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
お
釈
迦
様
は『
法
句

経
』
で「
も
の
ご
と
は
心
に
も
と

づ
き
、
心
を
主
と
し
心
に
よ
っ
て

つ
く
り
出
さ
れ
る
」と
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
、
目
に
見
え
て
い
る

こ
の
世
界
は
私
の
心
の
反
映
で
あ

る
、
と
。
だ
か
ら「
私
」
の
人
生

は「
私
」
の
認
識
そ
の
も
の
で
あ

り
、
い
わ
ば
わ
が
心
が
変
わ
る
と

世
界
が
変
わ
る
わ
け
で
す
。
自
分

の
世
界
の
ど
真
ん
中
に
主
人
公
と

し
て「
私
」
が
あ
る
こ
と
な
ん
で

す
ね
。
決
し
て
人
様
を
中
心
に
置

く
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
瑩
山
禅

師
に
お
け
る
夢
の
位
置
付
け
も
、

夢
が
わ
が
心
の
反
映
で
あ
る
こ
と

を
重
視
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

大
野	

奇
し
く
も
今
は
世
界
的
に

コ
ロ
ナ
禍
と
な
り
ま
し
た
が
、
鎌

倉
時
代
の
道
元
禅
師
は
、
当
時
の

生
活
様
式
に
衛
生
観
念
を
持
ち
込

ん
だ
人
物
で
し
た
。
特
に
修
行
道

場
で
は
大
勢
が
共
同
生
活
を
し
ま

す
か
ら
、
履
物
を
履
き
替
え
、
袈

裟
や
法
衣
を
脱
い
で
か
ら
お
手
洗

い
に
行
く
こ
と
な
ど
を
示
さ
れ
ま

し
た
。
一
〇
〇
年
後
の
瑩
山
禅
師

も
、
そ
れ
を
引
き
継
い
で
展
開
し

『
洞
谷
清
規(

瑩
山
和
尚
清
規)

』

を
書
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
は
朝
起
き
て
か
ら
寝
た
後
ま

で
の
日
分
、
ま
た
月
分
、
年
分
の

生
活
様
式
、
規
範
、
儀
式
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
建
物
の
大
き
さ
や
地

域
の
異
な
る
寺
院
に
対
し
て
も
絶

対
に
そ
れ
を
守
ら
せ
て
い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
や
状
況

に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
は
当
然

と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
す
。
た
だ

中
心
核
に
あ
る
も
の
を
示
す
こ
と

は
欠
か
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
心

を
し
っ
か
り
根
付
か
せ
て
、
同
時

に
裾
野
は
柔
軟
に
広
げ
る
と
い
う
、

曹
洞
宗
の
基
盤
に
繋
が
っ
て
い
る

こ
と
で
す
。
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８
月
12
日（
木
）
児
童
養
護
施

設「
手
ま
り
学
園
」
の
お
盆
の
お

参
り
を
し
た
。
ホ
ー
ル
棟
に
あ
る

仏
壇
に
３
ユ
ニ
ッ
ト
に
分
け
て
行

っ
た
。

①
静
座（
お
盆
の
回
向
も
入
れ
る
）

②
お
盆
の
話（
理
事
長
）　

③
一
行
詩
作
成（
園
長
）　

④
手
ま
り
学
園
の
お
約
束
三
原

則（
園
長
）　

⑤
静
座
の
約
30
分
で
あ
っ
た
。

一
人
一
人
に
ご
先
祖
が
い
ら
っ
し

ゃ
る
こ
と
を
伝
え
ご
先
祖
は
み
な

さ
ん
を
見
守
っ
て
い
ま
す
よ
と
話

し
た
。
駒
澤
大
学
の
児
童
教
育
部

に
所
属
し
て
い
た
の
で
４
年
間
の

日
曜
学
園
、
夏
の
全
国
巡
回
な
ど

が
役
立
っ
て
い
る
。
昭
和
年
代
に

児
教
は
な
く
な
り
、
お
寺
で
子
供

と
接
す
る
機
会
が
持
て
な
く
な
っ

た
の
は
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
子

ど
も
と
対
面
し
て
い
る
時
は
実
に

充
実
し
て
い
る
自
分
が
い
る
。
幸

い
に
曹
洞
宗
寺
院
で
は
夏
に「
緑

陰
禅
の
集
い
」が
企
画
さ
れ
て
い

る
。
子
ど
も
た
ち
が
お
寺
と
親
し

む
機
会
が
あ
る
こ
と
は
将
来
大
き

く
な
っ
て
そ
の
こ
と
が
よ
み
が
え

る
と
き
が
来
る
。
お
寺
の
思
い
出

は
と
聞
く
と
、
日
曜
学
園
に
行
っ

て
い
た
と
か
、
お
寺
の
境
内
で
盆

踊
り
を
し
た
と
か
、
ご
法
事
お
墓

参
り
に
行
っ
た
と
か
様
々
だ
が
お

寺
と
の
縁
は
多
く
あ
る
ほ
う
が
い

い
。
令
和
に
お
寺
は
ど
の
よ
う
な

思
い
出
を
子
ど
も
た
ち
に
残
せ
る

の
だ
ろ
う
か
。
都
会
の
人
口
は
こ

れ
か
ら
も
微
増
、
田
舎
は
減
少
、

伝
統
仏
教
に
と
っ
て
不
利
な
状
況

が
続
く
。

檀
信
徒
と
お
寺
と
の
付
き
合
い

方
が
昔
に
比
べ
て
大
い
に
変
化
し

て
来
て
い
る
。
宮
城
県
の
清
水
寺

さ
ん
の
例
は
全
体
か
ら
見
れ
ば
ま

だ
少
な
い
が
確
か
な
変
化
を
お
寺

側
は
見
逃
さ
な
い
こ
と
で
は
な
い

か
。根

っ
か
ら
の（
古
い
）
檀
家
か
ら

は
あ
ま
り
な
い
と
思
う
が
、
こ
れ

か
ら
は
そ
れ
す
ら
も
油
断
で
き
な

い
時
代
だ
。

次
世
代
に
宗
教
文
化
を
伝
え
る

こ
と
は
思
っ
た
よ
り
難
し
い
。
勤

め
に
行
っ
て
い
る
方
々
に
は
お
寺

に
お
参
り
す
る
習
慣
が
根
付
か
な

い
。
核
家
族
に
な
り
若
い
親
に
は

お
仏
壇
や
お
墓
、
年
会
法
要
、
お

寺
の
行
事
な
ど
が
し
っ
か
り
伝
わ

っ
て
行
か
な
い
面
も
あ
り
、
こ
の

問
題
を
ど
う
克
服
す
る
か
は
そ
れ

ぞ
れ
の
ご
寺
院
に
課
せ
ら
れ
た
テ

ー
マ
で
あ
る
。

清
水
寺
さ
ん
の
寺
族
は
檀
信
徒

を
ま
と
め
る
の
に
必
要
な
こ
と
を

実
に
見
事
に
こ
な
し
て
お
ら
れ
る
。

檀
信
徒
の
方
々
も
喜
ん
で
努
め
て

お
ら
れ
る
の
で
そ
の
組
織
の
作
り

方
に
は
感
心
す
る
。
そ
の
底
辺
に

は
檀
信
徒
さ
ん
の
ご
先
祖
に
対
す

る
思
い
の
深
さ
と
お
寺
側
の
日
頃

の
向
き
合
い
方
が
檀
信
徒
を
納
得

さ
せ
る
だ
け
の
内
容
が
あ
る
か
ら

だ
と
思
う
。

ご
法
事
一
つ
を
と
っ
て
も
場
所

は
お
寺
で
あ
っ
て
も
自
宅
で
あ
っ

て
も
ご
住
職
の
法
話
の
内
容
は
生

涯
こ
の
住
職
と
お
付
き
合
い
し
よ

う
と
思
わ
せ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら
の
お
寺
は
従
来
の
檀

信
徒
と
の
お
付
き
合
い
と
地
域
住

民
と
の
付
き
合
い
を
う
ま
く
か
み

合
わ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
何

宗
で
あ
れ
仏
教
哲
学
か
ら
出
て
く

る
教
え
の
普
遍
性
、
居
心
地
の
良

さ
な
ど
を
宗
派
意
識
に
と
ら
わ
れ

ず
に
持
ち
伝
え
た
い
も
の
だ
。
衆

生
と
共
に
歩
む
大
乗
仏
教
の
良
さ

を
各
宗
派
で
共
有
し
て
コ
ロ
ナ
禍

で
自
分
の
居
場
所
を
探
し
て
お
ら

れ
る
人
々
に
向
き
合
う
必
要
が
あ

る
。
で
な
い
と
人
々
が
あ
ら
ぬ
方

向
に
行
っ
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
。

よ
く
よ
く
周
囲
を
見
回
す
必
要
が

あ
る
。

所在地 寺院名（個人名） 金額
東京都 石井友子 5,000

神奈川県 青木義次（93） 10,000
東京都 小林俊孝 10,000
東京都 砂金智佐（113） 3,000
東京都 砂金智佐（114） 3,000
東京都 石井友子 5,000
新潟県 水野寿高 10,000

神奈川県 青木義次（94） 10,000
東京都 石井友子 5,000

神奈川県 青木義次（95） 10,000
合 計 71,000

手 ま り 学 園
寄附者御芳名

てまり学園にご支援をいただき
誠にありがとうございます。

Ｒ3.5.16～Ｒ3.8.1

〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5　※住所・FAX番号がかわりました
TEL: 042-703-8641　FAX: 042-782-5117　Email: fujiki@water.ocn.ne.jp

仏教企画

お申込み

※ご寺院名後の番号（3桁もしくは 4桁）がお客様番号（コード）になります。
　お申込みは　①ご寺院名　②お客様番号　③電話番号でも可能です。

インタビュアー│柳澤 円
まどか

2022冬・お正月号特集予告
2021年10月30日　発刊予定

『修証義』 解説　丸山劫外著  1,400円 ★

『うたい継ごうよ、子守唄』　長田暁二・西舘好子共著 1,200円 ★

『まんが問答一期一話』　文 平和宏昭　まんが 垣内敬遠 1,200円 ★

『葬送のしおり』　長井龍道著  30円

修証義読本 『生老病死』　須田道輝著 500円 ★

『曹洞宗檀信徒経典』　須田道輝解説  300円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『供養のすべて』　霊元丈法著 140円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『葬儀のすべて』　霊元丈法著 150円 ★

随想集　玉崎千鶴子　その永遠の世界を探って 500円

『観音の咒 大悲心陀羅尼』　渡辺章悟著 500円

（ ★ 部数により割引があります）　すべて税別価格です

 9部以下 200円
10部以上 150円に割引
20部以上 135円に割引
50部以上 130円に割引
100部以上 120円に割引
200部以上 110円に割引
300部以上 100円に割引
500部以上   90円に割引

春 彼岸号 2月10日
夏 お盆号 5月30日
秋 彼岸号 8月20日
冬 正月号 10月30日

1部 200円

発行日

曹洞禅グラフ 

仏 教 企 画 発 行 の 刊 行 物

＊『仏教企画通信』を10部以上購読希望の方は一部100円で頒布致します。同封はがきの空欄
にその旨をお書きください。（消費税、送料別）

編

集

後

記

藤
木
隆
宣

観音の咒
大悲心陀羅尼

渡辺章悟著

発行所：仏教企画
定価 :本体 500円＋税

お求めは下記お申込先までご連絡ください

に
し
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ら　

い
ち
ろ
う

１
９
４
９
年
高
知
県
生
ま
れ

公
益
財
団
法
人
生
協
総
合
研
究
所
を
定
年
退
職
後

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
。

２
０
１
２
年　

平
和
・
協
同
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
基
金
奨
励
賞
を
受
賞
。

『
広
島
・
被
爆
ハ
マ
ユ
ウ
の
祈
り
』他
著
書
多
数
。

フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
立
場
か
ら

平
和
活
動
を
続
け
る

西
村
一
郎
氏
の

仏
教
的
生
き
方
を
問
う


