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伝
来
し
た
中
国
の
仏
教

誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、

仏
教
は
北
イ
ン
ド
で
誕
生
し
た
宗

教
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
伝
播
し
て

い
く
過
程
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
独
自
の
仏
教
が
生
ま
れ
て
い

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
に
は
共

通
性
も
あ
る
け
れ
ど
、
キ
リ
ス
ト

教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
な
世
界

宗
教
と
し
て
の
統
一
性
は
極
め
て

薄
い
。

日
本
に
は
５
０
０
年
代
前
半
に

仏
教
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
仏
教
は
中
国
で
再
創
造
さ
れ

た
、
い
わ
ば
中
国
仏
教
と
で
も
い

う
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
中
国
仏

教
は
一
方
で
は
儒
教
と
融
合
し
て

国
家
護
持
の
仏
教
と
し
て
定
着
し

た
。
儒
教
に
は
国
家
、
国
王
が
存

在
し
て
こ
そ
、
社
会
も
人
々
の
暮

ら
し
も
成
立
す
る
と
い
う
考
え
方

が
あ
る
か
ら
、
こ
の
宗
教
で
は
国

家
護
持
が
中
心
的
な
課
題
に
な
る
。

こ
の
役
割
を
仏
教
も
内
蔵
す
る
か

た
ち
で
中
国
仏
教
は
定
着
し
た
。

他
方
で
中
国
仏
教
は
道
教
と
も

融
合
し
た
。
道
教
は
清
貧
に
暮
ら

し
、
自
然
と
と
も
に
生
き
る
こ
と

に
よ
っ
て
不
老
長
寿
を
獲
得
し
、

仙
人
に
な
る
こ
と
に
理
想
を
み
い

だ
す
考
え
方
を
も
っ
て
い
る
。
仙

人
に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
い

わ
ば
超
能
力
を
獲
得
し
て
、
病
気

を
治
し
た
り
社
会
か
ら
厄
災
を
取

り
除
く
こ
と
も
で
き
る
。
道
教
は

病
気
治
癒
に
漢
方
薬
を
用
い
る
こ

と
も
多
か
っ
た
が
、
災
難
を
と
り

の
ぞ
く
た
め
に
邪
気
を
払
う「
祈

禱
」、
呪
術
も
お
こ
な
う
。
ゆ
え

に
道
教
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
中
国
仏
教
は
国
家
護
持
の

「
祈
禱
」、
呪
術
だ
け
で
は
な
く
、

病
気
治
癒
や
厄
災
除
去
の
た
め
の

「
祈
禱
」、
呪
術
も
お
こ
な
う
よ
う

に
な
っ
た
。

こ
の
仏
教
が
日
本
の
古
代
政
権

の
元
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
古
代
の
権
力
者
た
ち
に
と

っ
て
は
、
仏
教
は
呪
術
的
な
力
を

も
つ
国
家
護
持
の
宗
教
で
あ
り
、

同
時
に
自
分
た
ち
の
病
気
を
治
し

た
り
、
自
然
災
害
や
疫
病
の
流
行

か
ら
社
会
を
守
る
呪
術
的
な
力
を

も
つ
宗
教
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

た
。
５
０
０
年
代
前
半
に
公
式
に

仏
教
が
伝
来
し
た
と
よ
く
言
わ
れ

る
が
、
そ
れ
は
公
権
力
に
伝
来
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
公
式

の「
正
し
い
」
仏
教
が
伝
来
し
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
伝
来
し

た
の
は
中
国
仏
教
だ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
国
で
も
、

「
正
し
い
」
仏
教
を
学
び
深
め
よ

う
と
す
る
人
々
は
存
在
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
玄げ

ん

奘じ
ょ
う

三さ
ん

蔵ぞ
う（

６
０
２
〜
６

６
４
年
）
は
イ
ン
ド
に
渡
っ
て
多

く
の
経
典
を
集
め
、
帰
国
後
に
そ

れ
ら
を
漢
訳
し
な
が
ら
、
大
乗
仏

教
の
核
心
的
思
想
だ
と
い
っ
て
も

よ
い
法
相
教
学
の
確
立
に
努
め
て

い
る
。
日
本
か
ら
も
道
昭
が
遣
唐

使
と
し
て
中
国
に
渡
り
、
玄
奘
か

ら
直
接
法
相
教
学
を
学
ん
で
帰
国

し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
研
鑽
を

内
在
さ
せ
な
が
ら
も
、
中
国
仏
教

は
儒
教
、
道
教
と
習
合
し
な
が
ら
、

中
国
特
有
の
仏
教
と
し
て
定
着
し

た
。調

和
す
る
仏
教

仏
教
に
は
こ
の
よ
う
な
変
容
が

た
え
ず
発
生
し
て
い
る
。
ア
シ
ョ

カ
王
の
時
代
に
ス
リ
ラ
ン
カ
に
伝

わ
り
、
そ
の
後
南
ア
ジ
ア
に
広
が

っ
て
い
く
南
伝
仏
教
と
、
大
乗
仏

教
と
し
て
広
が
っ
た
北
伝
仏
教
と

に
は
多
く
の
相
違
が
あ
る
し
、
大

乗
仏
教
で
も
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
中

国
仏
教
、
朝
鮮
仏
教
、
日
本
仏
教
、

ベ
ト
ナ
ム
仏
教
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独

自
の
展
開
を
遂
げ
て
い
る
。
日
本

で
は
葬
儀
や
法
事
が
僧
侶
の
大
事

な
役
割
と
し
て
定
着
し
た
が
、
仏

教
経
典
を
読
ん
で
も
そ
こ
に
仏
教

の
役
割
が
あ
る
よ
う
な
記
述
は
ど

こ
に
も
な
い
。
経
典
原
理
主
義
の

立
場
に
立
て
ば
、
日
本
の
仏
教
も

ま
た「
逸
脱
し
た
」
仏
教
と
し
て

日
本
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
私
は
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
批
判
し
よ
う
と
し
て
、
い
ま
述

べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
、

そ
の
こ
と
の
な
か
に
こ
そ
仏
教
の

本
質
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

神
を
も
つ
宗
教
は
、
こ
の
世
界

は
神
が
創
っ
た
も
の
だ
と
教
え
る
。

だ
か
ら
、
神
の
教
え
に
従
う
の
が

正
し
い
生
き
方
な
の
だ
と
。
と
こ

ろ
が
仏
教
は
創
造
主
を
も
た
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
誰
も
が
悟
り
を
開

き
、
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
と
教
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
南
伝

仏
教
で
は
悟
り
を
開
く
た
め
に
は

出
家
し
て
娑
婆
と
の
関
係
を
断
た

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
娑
婆
の
身
の

ま
ま
で
誰
も
が
悟
り
の
世
界
に
い

け
る
と
考
え
る
大
乗
仏
教
と
の
間

に
は
開
き
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ

で
も
誰
に
も
仏
の
道
を
歩
む
可
能

性
が
あ
る
と
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。す

な
わ
ち
神
が
主
体
な
の
で
は

な
く
、「
我
々
」
が
主
体
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の「
我
々
」
は
、

現
実
の
世
界
の
な
か
で
生
き
て
い

る
。
風
土
、
歴
史
、
文
化
、
日
々

の
営
み
な
ど
が
結
び
合
っ
て
い
る
、

「
我
々
」
に
と
っ
て
は
唯
一
無
二

の
世
界
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
我
々
」
が
生

き
て
い
る
世
界
と
調
和
す
る
仏
教

を
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
生
み
だ

す
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
に
伝
わ

り
、
し
か
も
民
衆
の
信
仰
と
し
て

定
着
す
る
と
、
民
衆
が
も
っ
て
い

た
自
然
信
仰
や
祖
先
供
養
、
死
者

供
養
の
信
仰
と
習
合
し
、
日
本
仏

教
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
風
土
の
信
仰
に
合
わ
せ
た
仏

教
と
し
て
再
創
造
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
を
と
お
し
て
民
衆
の
宗
教
に

な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
仏
教
の

本
質
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

だ
か
ら
、
た
と
え
ば
中
期
密
教

は
中
国
真
言
宗
の
密
教
を
学
ぶ
か

た
ち
で
導
入
さ
れ
た
が
、
現
在
密

教
を
存
在
さ
せ
て
い
る
の
は
日
本

と
チ
ベ
ッ
ト
だ
け
で
あ
る
。
中
国

の
密
教
は
道
教
に
吸
収
さ
れ
る
か

た
ち
で
消
え
て
い
る
。
日
本
の
密

教
が
生
き
残
っ
た
の
は
、
日
本
の

人
々
の
伝
統
的
な
自
然
信
仰
と
結

び
つ
き
、
ま
た
修
験
道
と
も
つ
な

が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
風

土
と
と
も
に
展
開
す
る
密
教
を
展

開
さ
せ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
チ
ベ

ッ
ト
で
は
独
特
の
輪
廻
転
生
観
を

も
つ
チ
ベ
ッ
ト
の
人
々
と
一
体
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
チ

ベ
ッ
ト
密
教
を
つ
く
り
だ
し
た
。

チ
ベ
ッ
ト
密
教
と
日
本
密
教
で
は

そ
の
思
想
は
大
き
く
異
な
る
の
だ

が
、
そ
の
相
違
を
問
題
視
す
る
必

要
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
共

通
の
経
典
を
も
ち
な
が
ら
も
、
宗

教
と
し
て
定
着
し
た
と
き
に
は
、

そ
の
風
土
の
な
か
で
生
き
る
人
々

の
仏
教
と
し
て
再
創
造
さ
れ
て
い

く
。
そ
れ
が
仏
教
だ
か
ら
で
あ
る
。

多
様
な
民
衆
の
仏
教
へ

20
年
ほ
ど
前
、
私
は
フ
ラ
ン
ス

の
地
中
海
に
近
い
高
原
地
帯
に
滞

在
し
て
い
た
と
き
が
あ
っ
た
。
主

に
羊
を
飼
う
酪
農
地
帯
で
、
小
さ

な
村
々
が
点
在
し
て
い
る
。
あ
る

日
の
こ
と
、
村
人
が
数
人
集
ま
っ

て
立
ち
話
を
し
て
い
た
。「
今
年

こ
そ
み
ん
な
で
聖
地
を
訪
れ
た
い

ね
」、
そ
ん
な
会
話
が
聞
こ
え
て

き
た
。
私
が
近
く
に
い
る
の
に
気

づ
い
て
、
村
人
が
私
を
話
の
輪
に

入
れ
て
く
れ
た
。「
聖
地
っ
て
ど

こ
に
行
く
の
。
ロ
ー
マ
？
」そ
う

聞
く
と
村
人
た
ち
は
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑

い
出
し
、「
な
ん
で
あ
ん
な
と
こ

ろ
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん

で
す
」と
言
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は

カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
だ
か
ら
私
は
そ

う
言
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
村
人
の

反
応
を
見
て
こ
の
辺
り
は
昔
、
キ

リ
ス
ト
教
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ア
派
の
強

い
地
域
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し

た
。
確
か
16
世
紀
く
ら
い
だ
っ
た

仏
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天神堂　改築　1977年7月25日

椎名宏雄　新建成った本堂の前で（石井紋四郎氏より）　1986（昭和61）年1月5日

龍泉院前の畑の状況　道路は舗装となっていますが、畑は今も不変の状況です。
1957（昭和32）年5月4日

に
先
述
の
諸
点
を
綴
っ
て
み
る
。

①
庫
裡

庫
裡
は
⑥
の
本
堂
と
共
に
、
寺

の
再
中
興
和
尚
で
あ
る
象ぞ

う

山ざ
ん

湛た
ん

龍り
ゅ
う

代
に
苦
心
惨
憺
の
末
に
享
保
18

（
１
７
３
３
）
年
か
ら
同
19
年
に
か

け
て
再
興
し
た
古
建
築
で
あ
っ
た
。

令
和
の
今
日
ま
で
は
す
で
に
２
９

０
年
を
経
て
い
る
か
ら
、
す
で
に
、

昭
和
時
代
で
も
古
く
老
朽
し
て
使

用
に
耐
え
難
く
、
何
度
も
檀
家
の

会
合
に
話
を
出
し
て
い
た
の
が
漸

く
功
を
奏
し
て
の
改﹅

修﹅

。

②
井
戸
館

や
か
た

こ
ち
ら
も
古
く
、
井
戸
の
左
側

に
あ
り
、解
体
し
た
時
に「
嘉
永
」

と
書
い
た
板
切（
棟
銘
）が
あ
っ
た

か
ら
、
当
時
す
で
に
１
０
０
年
以

上
を
経
て
い
た
。（
拙
著『
続
沼
南
の

宗
教
文
化
誌
』90
頁
参
照
）。

③
天
神
堂

低
地
を
越
え
た
飛
地
で
あ
る
菅す

が

谷た
に

不
動
堂
の
真ま

後う
し
ろ

に
、
こ
れ
も
古

く
か
ら
建
っ
て
い
た
も
の
。
昭
和

８
年
に「
天
神
堂
奉
祀
さ
る
」
と

原
本
未
詳
の
記
録
が
あ
る
。
総
代

―
世
話
人
を
通
し
て
地
元
檀
家
に

勧
化
帳
を
廻
し
、
低
額
で
あ
っ
た

為
に
直
ぐ
集
金
さ
れ
、
昭
和
52

（
１
９
７
７
）
年
７
月
25
日
、
遷
座

式
を
挙
行
。
因
み
に
大
工
は
落
合

新
蔵（
重
好
の
父
）。
天
神
は
学
問

振
興
の
神
で
あ
る
か
ら
、
習
字
や

漢
字
に
尽
力
し
た
二
十
九
世
大
由

が
、
こ
の
堂
宇
を
建
て
、
本
堂
内

部
と
と
も
に
両
所
に
奉
祀
し
た
と

思
い
き
や
、
基
礎
工
事
を
し
た
時
、

地
下
か
ら「
太
子
宮
」
そ
の
他
の

石
塔
が
出
土
し
て
い
る
か
ら
、
こ

の
天
神
堂
の
歴
史
は
よ
り
古
い
よ

う
で
、
古
い
書
付
の
二
十
六
世
隠い

ん

山ざ
ん

顕け
ん

之し

和
尚
の
欄
に「
待
道
堂 

天
神
堂
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の

様
々
な
功
労
を
遺
し
た
隠
山
さ
ん

の
時
代
に
創
建
さ
れ
た
も
の
と
見

ら
れ
る
。
建
物
内
部
は
９
尺
四
方

を
二
分
し
、
左
側
に
天
満
宮
が
安

置
さ
れ
、
香
燭
が
供
え
ら
れ
る
よ

う
に
し
た
だ
け
の
至
っ
て
質
素
な

堂
宇
で
あ
る
。
菅
谷
不
動
は
昭
和

29
年
に
全
焼
し
て
い
る
か
ら
、
こ

の
天
神
堂
の
記
録
も
そ
の
際
に
失

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
昔
、
正
月

25
日
に
は
お
団
子
が
沢
山
供
え
ら

れ
て
い
た
。

④
庫
裡

こ
ち
ら
は
木
造
瓦
葺
き
で
①
の

改
修
。
六
間
×
四
間
で
全
て
和
風
。

壁
は
泥
土
に
小こ

舞ま
い

を
か
け
て
白
い

漆し
っ

喰く
い

を
上
塗
り
し
た
古
風
な
造
り
。

だ
か
ら
壁
の
厚
み
は
30
㎝
も
あ
る

頑
丈
な
も
の
。
私
は
永
年
居
住
し

て
い
た
が
、
例
の
３
・
11
の
大
揺

れ
で
も
ビ
ク
と
も
し
な
か
っ
た
。

今
は
次
の
ご
住
職
が
居
住
し
て
い

る
。
本
尊
に
は
珍
し
く
毘
沙
門
天

を
祀
っ
て
い
る
。

⑤
客
殿

檀
信
徒
の
法
事
の
際
の
控
所
・

休
憩
室
と
し
て
建
立
し
た
も
の
で

あ
り
、
別
に
お
庭
ら
し
い
お
庭
も

な
く
、
立
派
な
ト
イ
レ
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
で
も
ト
イ
レ
は
必

要
で
あ
る
か
ら
、
本
堂
へ
の
登
り

口
に
一
応
洋
式
の
も
の
を
付
設
し

て
は
あ
る
が
、
男
性
用
３
、
女
性

用
２
だ
け
の
小
さ
な
も
の
。〝
登

り
〞と
い
っ
た
よ
う
に
、
本
堂
と

高
低
差
が
３
尺
ほ
ど
あ
り
、
こ
の

階
段
用
の
木
材
は
、
昔
か
ら〝
開

山
松
〞と
称
し
て
い
た
樹
齢
何
百

年
か
の
黒
松
が
数
年
前
に
枯
死
し

て
お
り
、
そ
の
中
間
部
分
を
何
か

に
利
用
す
べ
く
保
管
し
て
あ
っ
た

も
の
を
用
い
た
。
故
に
、
こ
れ
は

厚
み
も
巾
も
立
派
で
あ
る
。
こ
の

松
材
を
階
段
と
、
本
尊
背
後
の
位

牌
堂
上
部
に
用
い
た
か
ら
、
開
山

様
も
き
っ
と
お
喜
び
で
あ
ろ
う
。

⑥
本
堂

元
は
①
で
述
べ
た
庫
裡
と
同
時

期
一
連
の
建
物
で
、
木
造
萱か

や

葺ぶ

き
。

庫
裡
と
は
鉤か

ぎ

の
手
の
形
に
繋
が
っ

て
い
た
。
毎
年
の
よ
う
に
萱
の
葺

き
替
え
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

維
持
管
理
は
大
変
で
あ
っ
た
。
幾

度
と
な
く
役
員
会
を
開
い
た
結
果
、

漸
く
昭
和
末
年
の〝
バ
ブ
ル
経
済
〞

の
時
期
到
来
に
よ
り
、
裏
山
の
先

方
約
８
反
部（
約
２
４
０
０
坪
）
の

売
却
金
約
１
億
２
千
万
を
基
金
に
、

檀
信
徒
約
２
５
０
戸
か
ら
の
寄
附

金
約
６
千
万
円
な
ど
に
よ
り
、
一

応
従
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
立

派
な
銅
板
葺
き
の
本
堂
が
完
成
し

た
。
当
時
は
入
金
を
預
金
し
て
お

く
と
、
す
ぐ
に
何
十
万
も
利
息
が

つ
く
時
代
で
、
今
日
で
は
考
え
ら

れ
な
い
金
員
の
動
向
で
あ
っ
た
。

建
設
委
員
は
総
員
22
名（
地
元
20
、

遠
方
２
）、
委
員
長
は
総
代
の
旧
家

で
あ
る
長
妻
量
平
氏
、
設
計
士
は

松
戸
市
の
中
村
詔の

り

雄お

氏
、
施
工
は

東
京
の
有あ

り

井い

建
設
。
５
社
の
入
札

に
よ
り
有
井
建
設
と
決
ま
っ
た
が
、

こ
の
業
者
は
明
治
神
宮
の
お
抱
え

業
者
的
な
立
場
に
あ
り
、
明
治
神

宮
の
多
く
の
建
造
物
を
手
掛
け
て

い
た
。
建
築
工
事
は
昭
和
56
年
か

ら
始
ま
り
、
現
坐
禅
堂
付
近
に
飯は

ん

場ば

を
設
け
、
大
勢
の
大
工
・
鳶と

び

た

ち
が
２
年
近
く
泊
ま
り
込
み
で
業

務
に
当
た
っ
た
。
土
木
工
事
か
ら

加
工
・
組
立
・
造
作
す
べ
て
を
同

会
社
の
人
々
の
協
力
で
仕
上
げ
た
。

上
棟
に
は
揃
い
の
法は

っ

被ぴ

を
着
用
し
、

諸
儀
式
を
如に

ょ

法ほ
う

の
如
く
行
い
、
建

造
物
の
上
に
は
高
く
上う

わ

屋や

を
掛
け

て
、
完
工
す
る
ま
で
は
徒
に
立
ち

入
り
で
き
な
か
っ
た
。
故
に
昭
和

57
年
の
盆
施
餓
鬼
は
当
山
始
ま
っ

て
以
来
、
前
庭
に
天
幕
を
巡
ら
し

て
行
い
、
無
事
に
完
遂
で
き
た
。

そ
の
梗
概
は
本
堂
前
に
立
つ

「
殿
堂
建
立
記
念
碑
」に
詳
し
い
他
、

16
㎜
フ
ィ
ル
ム
、
各
種
の
写
真
や

諸
道
具
・
記
録
類
は
す
べ
て
宝
蔵

内
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
寺
号
額

は
時
の
永
平
寺
貫
首
、
奏
慧
玉
禅

師
に
書
い
て
頂
い
た
。
昭
和
57
年

３
月
の
完
成
引
渡
し
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
約
２
５
０
年
ぶ
り
の

本
堂
完
工
を
機
と
し
て
、
火
災
保

険
・
火
災
報
知
機
の
設
置
を
本

堂
・
客
殿
・
観
音
堂
な
ど
に
施
し
、

災
害
に
備
え
た
。

⑦
観
音
堂（
大
悲
殿
）

正
面
額
に
二
十
九
世
大
由
が
大

正
頃（
多
分
、
大
正
５
年
）に
揮
豪
し

た「
大
悲
殿
」
の
能
筆
が
あ
る
の

で
、
地
元
民
で
も
両
様
に
呼
称
し

て
い
る
。
こ
の
堂
宇
に
は
、
昔
、

松
戸
の
椎
橋
利
助
と
い
う
石
工
の

名
工
が
、
秩
父
、
西
国
、
坂
東
の

各
三
十
三
観
音
、
計
百
観
音
と
そ

の
他
の
石
仏
計
１
２
０
体
を
雕ち

ょ
う

造ぞ
う

し
て
奉
っ
た
も
の
で
、
県
下
で

は
他
に
例
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。

造
立
主
は
二
十
五
世
正し

ょ
う

珠じ
ゅ

鉄て
つ

眼げ
ん

で
、

当
時
は
火
防
か
ら
の
発
願
で
あ
り
、

近
在
24
ヵ
村
の
有
力
者
に
よ
る
造

立
で
あ
っ
た
。（
拙
著『
沼
南
の
宗
教

文
化
誌
』
41
頁
以
下
参
照
）。
老
朽
し

た
の
で
堂
宇
の
改
修
を
企
り
、
檀

信
徒
や
参
禅
会
員
有
志
な
ど
３
０

０
名
以
上
の
方
か
ら
約
３
千
万
円

の
寄
進
に
よ
り
和
装
に
改
修
し
、

平
成
４
年
に
落
慶
入
仏
と
な
っ
た
。

な
お
本
堂
と
離
れ
て
い
て
は
不
便

な
の
で
、
直
後
に
渡
り
廊
下
を
付

と
思
う
が
、
ロ
ー
マ
法
王
は
ア
ル

ビ
ジ
ョ
ア
派
を
異
端
と
認
定
し
、

各
国
に
十
字
軍
の
派
遣
を
命
じ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
異
端
は
火
あ

ぶ
り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
焼
き
殺

さ
れ
た
人
た
ち
は
、
５
万
人
と
も
、

20
万
人
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
大

量
虐
殺
が
お
こ
な
わ
れ
、
こ
の
地

域
は
パ
リ
の
政
権
に
併
合
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
こ
の

地
は
フ
ラ
ン
ス
に
な
っ
た
歴
史
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
村
人
た

ち
が
行
き
た
い
聖
地
は
ロ
ー
マ
で

は
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
の
巡
礼
の
道

だ
っ
た
。

仏
教
の
歴
史
に
は
こ
の
よ
う
な

も
の
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
教
団
間

の
対
立
、
抗
争
が
発
生
す
る
こ
と

は
あ
っ
た
が
、
か
な
り
平
和
な
信

仰
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ

れ
は
仏
教
は
風
土
と
結
ば
れ
て
再

創
造
さ
れ
、
多
様
な
か
た
ち
で
存

在
す
る
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
多

様
で
あ
る
こ
と
が
仏
教
の
本
質
な

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
多
様
性

は
、
教
義
理
解
の
多
様
性
だ
け
で

は
な
く
、
民
衆
信
仰
と
し
て
定
着

し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
土
地
の

仏
教
と
し
て
再
創
造
さ
れ
る
が
ゆ

え
の
多
様
性
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
奥
に
は
、
神
が
主
体
で
は
な
く
、

「
我
々
」
が
仏
に
な
る
主
体
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
思
想
が

あ
る
。「
我
々
」
が
主
体
の
信
仰

で
あ
る
以
上
、「
我
々
」
の
多
様

性
を
認
め
る
ほ
か
な
い
。

仏
教
に
は
た
え
ず
二
つ
の
世
界

が
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

つ
は
仏
教
思
想
を
よ
り
深
く
と
ら

え
て
い
こ
う
と
す
る
仏
教
。
こ
の

仏
教
は
学
僧
の
仏
教
と
い
っ
て
も

よ
い
し
、
そ
れ
は
龍
樹
や
世
親
、

さ
ら
に
は
各
宗
門
の
開
祖
な
ど
を

生
み
だ
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
仏

教
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
仏
教
が
あ

る
。
そ
れ
は
教
義
で
は
な
く
、
自

分
た
ち
の
生
き
る
世
界
で
得
心
で

き
る
よ
う
な
仏
教
で
あ
る
。
そ
こ

に
民
衆
仏
教
の
定
着
が
あ
り
、
そ

れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
る
世
界
で

多
様
に
展
開
す
る
。
し
か
も
こ
の

民
衆
と
し
て
の「
我
々
」
こ
そ
が

仏
に
な
る
主
体
だ
と
考
え
る
の
が

仏
教
思
想
で
あ
る
以
上
、
学
僧
の

仏
教
も
ま
た
民
衆
仏
教
が
成
立
し

う
る
根
拠
を
提
示
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け

大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
で
あ
る
。

こ
う
し
て
大
乗
仏
教
で
は
如
来

蔵
思
想
や
阿
頼
耶
識
の
発
見
、
す

べ
て
の
生
類
の
解
放
を
願
う
初
発

の
願
い
が
す
べ
て
だ
と
す
る
即
身

成
仏
思
想
な
ど
が
生
ま
れ
て
く
る
。

や
は
り
主
体
は
す
べ
て
の

「
我
々
」
な
の
で
あ
る
。
仏
教
は

神
の
よ
う
な
唯
一
の
真
理
を
も
た

ず
、
す
べ
て
の
生
類
が
成
仏
す
る

思
想
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
し
て

そ
れ
が
ゆ
え
に
多
様
な
仏
教
の
世

界
を
生
み
、
自
分
と
は
異
な
る
仏

教
を
認
め
る
信
仰
世
界
を
つ
く
り

だ
し
た
。
そ
れ
は
本
質
的
に
平
和

を
内
蔵
さ
せ
た
信
仰
だ
っ
た
。

私
の
先
師
は
富
山
県
の
寒
村
生

ま
れ
で
あ
っ
た
。
ま
だ
元
気
で
あ

っ
た
頃
、
よ
く「
富
山
は
な
ぁ
、

田
舎
な
も
ん
で
、
寺
は
み
ん
な
小

さ
く
て
、
尼
さ
ん
が
多
か
っ
た
が
、

皆
こ
ま
め
に
よ
く
働
い
て
お
っ
た

ぞ
」と
口
癖
の
よ
う
に
い
っ
て
い

た
。確
か
に
宗
門
の『
寺
院
名
鑑
』

で
見
る
と
、
誠
に
失
礼
で
は
あ
る

が
、
富
山
県
は
概
し
て
級
階
は
低

く
、
準
法
地
の
割
合
は
高
い
。
近

年
ま
で
尼
僧
堂
が
置
か
れ
て
い
た

の
も
宜む

べ

な
る
か
な
と
思
わ
せ
る
も

の
が
あ
る
。
だ
が
、
か
か
る
地
域

こ
そ
、
日
常
は
行
持
綿
密
に
努
め
、

地
元
の
地
域
住
民
か
ら
は
広
く
深

い
信
奉
を
集
め
て
い
た
の
が
、
ま

た
宗
門
の
持
つ
素
晴
ら
し
い
長
所

で
あ
っ
た
。

富
山
に
縁
の
深
い
駒
大
某
教
授

が
、「
富
山
の
宗
門
は
真
宗
の
お

こ
ぼ
れ
を
頂
戴
し
て
い
る
の
さ
」

と
い
っ
て
い
た
が
、
な
る
ほ
ど
真

宗
寺
院
も
数
は
多
い
が
、
多
く
の

小
ぶ
り
の
寺
々
が
多
面
的
に
活
動

し
て
い
る
状
況
を
知
れ
ば
、「
お

こ
ぼ
れ
」ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
宗

派
を
越
え
て
長
所
を
範
と
し
合
い
、

互
い
に
良
い
点
を
協
力
し
合
い
、

共
存
共
栄
を
は
か
っ
て
い
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

だ
か
ら
私
が
今
こ
こ
で
、
頭
書

の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
で
経
緯
を
書

く
の
は
、
一
面
、
地
域
や
背
景
を

無
視
し
た
自
慢
話
と
受
け
取
ら
れ

る
恐
れ
を
杞し

ん

憂ぱ
い

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
あ
く

ま
で
千
葉
県
下
と
い
う
、
葬
斎
だ

け
に
は
熱
意
を
上
げ
る
が
、
戒
会

や
三
仏
忌
な
ど
は
極
端
に
少
な
く
、

曹
青
活
動
も
停
滞
、
歳
末
助
け
合

い
托
鉢
な
ど
も
尻
つ
ぼ
み
、
と
い

う〝
無
仏
法
地
帯
の
千
葉
県
曹
洞

宗
〞と
い
う
マ
イ
ナ
ス
的
な
面
を

基
準
と
し
て
の
記
載
で
あ
る
こ
と

を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。

千
葉
県
龍
泉
院
の
建
物

ま
ず
、
私
が
63
年
間
住
職
を
し

て
い
た
旧
沼
南
町
の
町
勢
を
述
べ

て
お
く
。
町
は
す
で
に
合
併
し
て

消
え
た
が
、
平
成
17
年
３
月
に
柏

市
と
合
併
す
る
以
前
は
、
面
積
約

１
０
０
㎢
、
人
口
４
万
８
千
人
で

発
展
途
上
に
あ
っ
た
。
た
だ
龍
泉

院
の
居
住
地
は
鉄
道
か
ら
は
遠
く
、

交
通
は
一
日
に
1
、
2
本
の
路
線

バ
ス
が
あ
る
の
み
で
、
利
用
者
は

高
校
生
ぐ
ら
い
ま
で
の
児
童
生
徒

と
病
院
通
い
の
高
齢
者
が
ほ
と
ん

ど
。若

者
と
壮
年
ま
で
の
人
達
は
、

４
、
５
㎞
離
れ
た
国
道
ま
で
出
れ

ば
、
大
都
会
さ
な
が
ら
の
大
商

店
・
ホ
テ
ル
・
病
院
あ
り
な
の
で
、

車
の
運
転
だ
け
で
バ
ス
な
ど
は
利

用
し
な
い
。
だ
か
ら
高
齢
者
で
昔

か
ら
の
住
民
が
細
々
と
田
畑
を
耕

作
し
て
い
る
と
い
う
、
全
国
的
に

少
子
高
齢
化
で
農

山
村
疲
弊
の
典
型

的
状
況
が
龍
泉
院

の
客
観
的
な
背
景

で
あ
っ
た
。

ま
た
地
形
的
に

は
、
田
、
畑
、
山

林
の
み
が
続
く
平

坦
地
で
あ
り
、
高

山
も
深
川
も
皆
無

で
肥
沃
な
土
壌
に

恵
ま
れ
、
北
側
の

手
賀
沼
方
面
か
ら

幾
条
か
の
細
谷や

津つ

と
小
さ
な
流
れ
が

入
り
込
ん
だ
、
変

化
の
な
い
地
形
で

あ
る
。
こ
の
よ
う

な
地
理
の
中
に
、

龍
泉
院
は
境
内
地

約
１
、
０
０
０
坪
、
山
林
約
３
、

０
０
０
坪
、
畑
約
５
０
０
坪
ほ
ど

擁
し
て
い
る
。

私
の
長
い
住
職
時
代
に
新
改
築

し
た
建
物
を
古
い
順
に
挙
げ
て
お

こ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
順
に
建
築

の
状
況
・
経
費
・
経
過
・
良
否
・
管

理
・
運
用
・
問
題
点
な
ど
を
叙
述

し
た
い
。

①
庫
裡　
②
井
戸
館　
③
天
神

堂　
④
庫
裡　
⑤
客
殿　
⑥
本
堂

　
⑦
観
音
堂（
大
悲
殿
）　
⑧
珠
算

塾　
⑨
外
部
ト
イ
レ　
⑩
物
置　

⑪
菅
谷
不
動
堂　
⑫
客
殿　
⑬
山

門　
⑭
六
地
蔵
堂　
⑮
大
師
堂　

⑯
墓
地
水
舎　
⑰
坐
禅
堂　
⑱
稲

荷
・
妙
見
堂　
⑲
車
庫　
⑳
宝
蔵

　
㉑
東
堂　
㉒
大
師
堂（
菅
谷
不
動

堂
横
）、
㉓
永
代
供
養
墓（
庭
中
）　

㉔
待
道
堂

以
上
の
様
に
書
き
上
げ
る
と
、

数
だ
け
は
多
く
、
流
石
に
我
な
が

ら
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
次

内
山
　
節（
う
ち
や
ま
・
た
か
し
）

哲
学
者
。
１
９
７
０
年
代
か
ら
東

京
と
群
馬
県
上
野
村
の
二
拠
点
生

活
。
元
立
教
大
学
21
世
紀
社
会
デ

ザ
イ
ン
研
究
科
教
授
。
近
著
に

『
内
山
節
著
作
集
』（
全
15
巻
、
農

文
協
）『
半
市
場
経
済 

成
長
だ
け

で
な
い「
共
創
社
会
」
の
時
代
』)

（
角
川
新
書
）他
多
数
。

千葉県柏市　龍泉院東堂

椎名宏雄

貧寺で二十棟も
建てた経緯

前編
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「きれい」「きたない」などの思いは自分の心が作り出す幻影に過ぎない。
病から解き放たれ、各地の旅を楽しむ著者。

不
思
議
な
響
き
を
持
つ 

般
若
心
経

私
が
般
若
心
経
に
初
め
て
触
れ

た
の
は
、
ま
だ
幼
い
頃
で
し
た
。

家
族
は
仏
教
に
深
い
信
仰
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
法
事
の
度
に
そ
の
読
経
が
響

く
と
、
心
の
奥
深
く
に
そ
こ
は
か

と
な
い
安
寧
を
覚
え
ま
し
た
。
ご

住
職
の
口
か
ら
、
低
い
声
で
発
せ

ら
れ
る
そ
の
お
経
の
音
韻
が
な
ん

と
も
不
思
議
な
呪
文
の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
、
意
味
も
わ
か
ら
な
い
ま

ま
、
親
族
一
同
で「
般
若
心
経
」

を
口
ず
さ
ん
だ
も
の
で
す
。
私
は

そ
の
響
き
の
陰
に
こ
も
っ
た
よ
う

な
美
し
い
調
べ
に
魅
了
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
私
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
儀
式
の

一
部
で
あ
り
、
そ
の
深
い
意
味
を

理
解
す
る
に
は
程
遠
い
も
の
で
し

た
。そ

れ
か
ら
数
十
年
が
過
ぎ
、
社

会
人
に
な
っ
て
何
年
か
経
つ
と
、

自
分
自
身
と
の
大
き
な
戦
い
を
経

験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
強

迫
神
経
症
│
│
そ
の
病
名
を
知
る

前
か
ら
、
私
は
こ
の
病
に
苦
し
ん

で
い
ま
し
た
。
特
に
、
世
の
中
の

「
汚
れ
」に
対
す
る
過
剰
な
意
識
は
、

私
の
日
常
を
支
配
し
て
い
ま
し
た
。

不
衛
生
な
環
境
に
対
す
る
嫌
悪
感
、

感
染
症
へ
の
強
い
恐
怖
心
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
繰

り
返
す
手
洗
い
や
除
菌
。
清
潔
で

あ
り
た
い
と
い
う
願
望
が
、
い
つ

し
か
恐
怖
へ
と
変
貌
し
て
、
私
の

行
動
を
縛
る
鎖
と
な
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。

感
染
症
へ
の
恐
怖
と 

手
洗
い
の
果
て
に

強
迫
神
経
症
に
悩
む
日
々
は
、

他
者
に
は
理
解
さ
れ
に
く
い
孤
独

と
の
戦
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
一

日
に
呆
れ
る
ほ
ど
手
を
洗
い
、
洗

っ
た
直
後
に
ま
た
手
が
汚
れ
て
い

る
と
感
じ
て
し
ま
う
。
汚
れ
の
な

い
生
活
を
追
い
求
め
る
あ
ま
り
、

外
出
が
億
劫
に
な
り
、
以
前
の
よ

う
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
は
活
動
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。
周
囲
か
ら
見

れ
ば「
少
し
神
経
質
な
人
」
に
映

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の

内
心
は
常
に
不
安
と
自
己
嫌
悪
で

い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
ふ
と
書
棚
に

あ
っ
た「
般
若
心
経
」
の
一
冊
を

手
に
取
っ
た
こ
と
が
転
機
と
な
り

ま
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
馴
染
み
の

あ
っ
た
経
典
で
し
た
が
、
そ
の
と

き
は
ま
る
で
初
め
て
目
に
す
る
よ

う
な
気
持
ち
で
、
経
文
を
読
み
は

じ
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
目
に
留

ま
っ
た
の
が「
不
垢
不
浄
」
と
い

う
言
葉
で
し
た
。

不
垢
不
浄
の
意
味 

と
の
出
会
い

「
不
垢
不
浄
」、
つ
ま
り「
汚
れ

も
な
く
、
清
ら
か
で
も
な
い
」と

い
う
教
え
。
こ
の
言
葉
が
私
の
胸

に
深
く
刺
さ
り
ま
し
た
。
汚
れ
も

清
ら
か
さ
も
、
人
間
が
勝
手
に
意

味
付
け
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際

に
は
そ
の
よ
う
な
二
元
論
的
な
区

別
は
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
は
空く

う

、

つ
ま
り
実
体
を
持
た
な
い
も
の
だ

と
い
う
の
で
す
。

こ
の
考
え
に
触
れ
た
と
き
、
私

の
中
で
何
か
が
訪
れ
ま
し
た
。
清

潔
へ
の
執
着
、
そ
れ
は
自
分
自
身

が
作
り
出
し
た「
汚
れ
」
と
い
う

幻
想
に
縛
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の

幻
想
を
追
い
続
け
る
限
り
、
ど
れ

だ
け
手
を
洗
っ
て
も
、
不
安
は
消

え
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
気
づ
き
を
経
験
し
た
後
、

私
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
般
若
心
経

の
解
説
書
を
読
み
漁
り
ま
し
た
。

い
ま
で
も
そ
の
本
質
は
ま
だ
ま
だ

理
解
で
き
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
私

の
中
で「
汚
れ
」
に
つ
い
て
の
と

ら
わ
れ
が
氷
解
し
て
い
く
体
験
が

深
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

般
若
心
経
は
私
に「
物
事
の
本

質
を
見
な
さ
い
」と
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。
自
分
が
感
じ
る
不
安
や

恐
怖
の
根
本
に
は
、
自
ら
の
思
い

込
み
や
価
値
観
が
あ
る
。
そ
れ
を

取
り
除
く
こ
と
で
、
心
は
自
由
に

な
れ
る
と
。
こ
の
気
づ
き
は
、
私

に
と
っ
て
ま
さ
に
光
明
の
は
じ
ま

り
で
し
た
。

成
長
と
と
も
に 

味
わ
う
般
若
心
経
の
深
み

般
若
心
経
は
、
私
が
若
い
頃
か

ら
常
に
そ
ば
に
あ
っ
た
も
の
で
す

が
、
自
分
の
成
長
に
伴
い
、
そ
の

意
味
合
い
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

特
に
、
強
迫
神
経
症
と
向
き
合
う

過
程
で
、こ
の
経
典
が
持
つ「
空
」

の
教
え
は
何
度
も

私
を
支
え
て
く
れ

ま
し
た
。「
執
着

を
手
放
し
な
さ

い
」
と
語
り
か
け

る
よ
う
な
そ
の
言

葉
は
、
私
の
心
に

深
く
染
み
入
り
ま

し
た
。

日
常
生
活
で
般

若
心
経
の
言
葉
を

思
い
返
す
た
び
に
、

私
は
少
し
ず
つ
自

分
を
許
せ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

手
洗
い
を
や
め
る

こ
と
に
は
数
年
が

か
か
り
ま
し
た
が
、

「
不
浄
を
恐
れ
な

く
て
も
よ
い
」と
い
う
心
の
変
化

が
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
一
歩
と

な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の

変
化
は
周
囲
と
の
関
係
に
も
影
響

を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
心
の
重
荷
を

下
ろ
す
こ
と
で
、
家
族
や
友
人
、

社
会
と
の
絆
を
取
り
戻
す
こ
と
が

で
き
た
の
で
す
。

還
暦
を
迎
え
た 

法
事
の
席
で

還
暦
を
迎
え
た
昨
年
、
家
族
の

法
事
で
ご
住
職
が
唱
え
る
般
若
心

経
を
聞
き
な
が
ら
、
私
は
こ
れ
ま

で
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
い
ま
し

た
。
若
い
頃
の
苦
し
み
、
そ
し
て

般
若
心
経
と
の
出
会
い
。
そ
の
す

べ
て
が
つ
な
が
り
、
今
の
自
分
を

形
作
っ
て
い
る
の
だ
と
気
づ
き
ま

し
た
。

ご
住
職
の
声
が「
不
垢
不
浄
」

を
唱
え
た
瞬
間
、
私
は
し
み
じ
み

と
来
し
方
を
振
り
返
り
ま
し
た
。

般
若
心
経
は
私
の
中
で
、
た
だ
の

経
典
か
ら
、
生
き
方
そ
の
も
の
を

示
す
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
た
の

で
す
。
そ
の
教
え
が
な
け
れ
ば
、

私
は
今
で
も
強
迫
神
経
症
に
苦
し

み
、
自
分
を
責
め
続
け
て
い
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

不
思
議
な
も
の
で
、
長
年
お
世

話
に
な
っ
て
い
る
ご
住
職
も
お
歳

を
召
さ
れ
て
声
量
も
や
や
小
さ
く

な
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は

そ
れ
で
味
わ
い
深
い
も
の
で
し
た
。

私
も
歳
を
と
り
、
ご
住
職
も
歳
を

と
り
ま
し
た
。
少
年
時
代
か
ら
の

お
付
き
合
い
で
す
が
、
般
若
心
経

を
介
し
て
、
私
た
ち
は
ず
っ
と
長

い
こ
と
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
こ

と
を
思
う
と
、
お
経
の
す
ば
ら
し

さ
が
ひ
と
き
わ
輝
い
て
見
え
る
の

で
す
。

還
暦
を
過
ぎ
た
今
、
私
は
般
若

心
経
の
深
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ

て
い
ま
す
。
こ
の
教
え
が
私
の
人

生
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
感
謝
し

な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
智
慧

を
日
々
の
生
活
に
生
か
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
世
の
中
に
は

多
く
の
苦
し
み
を
抱
え
る
人
が
い

ま
す
が
、
般
若
心
経
の
教
え
が
み

な
さ
ま
に
も
届
く
こ
と
を
願
わ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

け
、
使
用
勝
手
を
良
く
し
た
。
こ

の
時
、
⑤
の
本
堂
を
建
立
し
た
際

の
青
森
の
材
木
商
が
僅
か
１
千
万

円
の
予
算
で
、
す
で
に
伐
採
制
限

と
な
っ
て
い
た「
青
森
ヒ
バ
」
を

送
っ
て
下
さ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
経

緯
も
諸
記
録
が
宝
蔵
中
に
保
管
さ

れ
て
い
る
。

⑧
珠
算
塾

ほ
と
ん
ど
拙
妻
の
功
労
に
よ
っ

て
成
っ
た
よ
う
な
建
築
物
で
あ
る
。

拙
妻
は
昭
和
42
年
４
月
に
当
山
へ

嫁
し
て
来
た
が
、
婚
礼
の
時
に

「
も
と
三
井
銀
行
の
行
員
で
珠
算

は
１
級
」と
い
う
披
露
を
聞
き
知

っ
た
近
所
の
児
童
が
、
そ
の
翌
日

か
ら「
珠
算
を
教
え
て
く
れ
」
と

ゾ
ロ
ゾ
ロ
や
っ
て
来
た
。
止
む
を

え
ず
当
時
は
享
保
の
古
本
堂
に

次
々
と
蛍
光
灯
を
増
や
し
て
使
っ

て
い
た
が
、
や
が
て
数
十
名
と
も

な
る
と
、
机
や
ト
イ
レ
に
困
り
果

て
て
、
遂
に
庫
裡
の
背
後
に
２
階

建
瓦
葺
き
の
建
物
を
新
築
し
た
。

間
口
8
間
、
奥
行
6
間
の
大
き
な

も
の
で
、
そ
こ
に
ト
イ
レ
と
玄
関

も
付
設
し
た
。
大
工
は
地
元
の
石

井
某
。
経
費
は
私
の
管
轄
外
で
あ

る
か
ら
明
確
で
は
な
い
。
寄
付
な

ど
は
一
銭
も
受
け
ず
、
家
内
は
さ

ぞ
か
し
身
を
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
階
の
教
場
に
は
、
細
長
い
昔

式
の
飯
台
を
置
き
、
壁
面
は
書
棚

と
し
て
児
童
書
を
満
載
さ
せ
た
。

子
供
好
き
な
拙
妻
は
、
塾
の
方
は

特
訓
に
特
訓
、
児
童
書
は
読
み
教

え
を
常
に
し
て
い
た
か
ら
、
多
い

時
に
は
１
０
０
名
も
の
児
童
で
溢

れ
て
い
た
。
帰
り
の
バ
ス
が
な
く

な
っ
た
子
は
、
二
人
で
手
分
け
し

て
車
で
送
り
届
け
た
。
ま
た
こ
の

教
場
は
、
後
に
観
音
堂
を
開
い
て

い
た
参
禅
会
の
提て

い

唱し
ょ
う

会
場
代
わ
り

や
、
本
堂
が
落
慶
し
私
の
結け

っ

制せ
い

集

会
の
際
は
随
喜
寺
院
の
控
室
に
と
、

多
角
的
に
用
い
ら
れ
て
役
に
立
っ

た
。
拙
妻
の
努
力
で
得
た
珠
算
関

係
の
賞
状
・
カ
ッ
プ
の
類
は
、
現

在
こ
の
塾
中
に
は
所
狭
し
と
安
置

さ
れ
て
い
る
。
塾
の
教
え
子
は
、

も
う
孫
持
ち
の
年
配
者
も
居
る
が
、

皆
が
昔
を
懐
か
し
ん
で
い
る
。
当

時
は
最
も
喜
ん
だ
の
は
親
達
で
あ

っ
た
が
、
学
校
の
教
員
か
ら
も

「
社
会
福
祉
」
の
面
ま
で
お
世
話

に
な
っ
て
と
、
何
度
も
謝
礼
を
い

わ
れ
た
。

⑨
外
ト
イ
レ

以
前
か
ら
境
内
の
諸
方
に
あ
っ

た
が
、
今
回
は
観
音
堂
の
南
側
に

９
尺
×
2
間
の
ト
タ
ン
葺
き
で
簡

素
な
も
の
を
改
築
。
男
２
・
女
２

の
小
さ
な
建
物
で
、
石
井
造
園
業

の
施
工
で
あ
る
か
ら
、
排
水
は
南

側
の
低
地
ま
で
太
管
を
延
長
し
て

自
然
排
水
。
自
治
体
で
ま
だ
給
排

設
備
を
し
て
い
な
い
の
で
止
む
を

得
ぬ
措
置
だ
っ
た
。

（
後
半
は
、
次
号
に
掲
載
予
定
で
す
）

行
政
書
士
の
笠
井
そ
の
美
で
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
の
た
び
は
、
東
京

都
の
永
正
寺
様
と
福
井
県
の
日
庭

寺
様
の
合
併
手
続
き
を
代
行
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
き

ま
し
て
大
変
に
あ
り
が
た
く
感
じ

て
お
り
ま
す
。
全
国
の
お
寺
様
で
、

同
様
の
お
手
続
き
な
ど
で
お
困
り

の
方
に
何
か
お
役
立
て
い
た
だ
け

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
大
変

に
僭
越
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
自

己
紹
介
と
と
も
に
合
併
手
続
き
ま

で
の
経
緯
な
ど
を
ご
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

新
宿
区
西
新
宿
で
行
政
書
士
事

務
所
を
開
業
い
た
し
ま
し
て
８
年

目
と
な
り
ま
す
。
主
に
相
続
や
遺

言
の
作
成
、
各
種
許
認
可
に
関
す

る
お
手
伝
い
な
ど
を
手
掛
け
て
お

り
ま
す
。

永
正
寺
様
と
は
直
接
の
ご
縁
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
私
の
祖
母
が
亡
く
な
っ
た

際
、
供
養
に
い
ら
し
て
い
た
だ
い

た
ご
住
職
が
曹
洞
宗
の
方
で
、
私

の
母
校
で
あ
る
駒
澤
大
学
の
先
輩

で
し
た
。
そ
の
方
か
ら
藤
木
ご
住

職
と
の
ご
縁
を
繋
い
で
い
た
だ
い

た
の
で
す
。
相
模
原
市
の
日
庭
寺

様
で
の
お
地
蔵
様
祭
り
、
永
正
寺

様
で
の
写
経
・
写
仏
教
室
、
年
末

の
餅
つ
き
大
会
な
ど
の
行
事
に
楽

し
く
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
前
は
、
永
正
寺

様
で
遺
言
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。今

回
は
、
東
京
都
永
正
寺
様
と

福
井
県
日
庭
寺
様
の
合
併
手
続
き

と
い
う
大
仕
事
で
し
た
が
、
と
て

も
や
り
が
い
の
あ
る
ご
依
頼
で
し

た
。
昨
年
の
７
月
に
文
化
庁
か
ら

の
認
証
を
受
け
ま
し
た
が
、
時
間

が
か
か
り
、
な
か
な
か
大
変
な
業

務
で
し
た
。

同
じ
都
道
府
県
の
中
の
ご
寺
院

様
の
合
併
で
す
と
、
そ
の
所
在
す

る
都
道
府
県
の
管
轄
で
す
が
、
今

回
は
県
を
ま
た
い
だ
た
め
管
轄
が

文
化
庁
と
な
り
、
よ
り
複
雑
な
業

務
で
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

ま
た
、
曹
洞
宗
内
部
で
の
提
出

書
類
も
多
数
あ
り
、
や
り
取
り
に

苦
労
い
た
し
ま
し
た
。
認
証
が
出

て
か
ら
も
不
動
産
の
名
義
変
更
な

ど
の
必
要
が
あ
り
、
す
べ
て
完
了

し
た
の
は
昨
年
末
と
な
り
ま
し
た
。

藤
木
ご
住
職
か
ら
ね
ぎ
ら
い
の

お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
時
は
本
当

に
う
れ
し
く
、
感
動
い
た
し
ま
し

た
。以

上
の
よ
う
に
複
雑
な
業
務
で

し
た
が
、
合
併
手
続
き
を
滞
り
な

く
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の

は
、
藤
木
ご
住
職
を
は
じ
め
、
宗

教
法
人
の
役
員
の
皆
様
の
お
か
げ

で
す
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。さ

て
、
こ
こ
か
ら
は
少
し
私
の

仕
事
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

主
な
業
務
は
最
初
に
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
通
り
、
遺
言
・

相
続
・
各
種
許
認
可
に
関
す
る
お

手
伝
い
で
す
。
私
の
活
動
の
一
環

と
し
て
異
業
種
交
流
会
に
も
所
属

し
て
お
り
、
税
理
士
・
司
法
書

士
・
弁
護
士
等
の
士
業
、
不
動
産

会
社
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ

ン
ナ
ー
な
ど
の
金
融
関
係
、
変
わ

っ
た
と
こ
ろ
で
は
古
物
商（
鑑
定

団
の
よ
う
な
目
利
き
）
な
ど
の
職
種

の
方
々
と
つ
な
が
り
を
持
ち
、
意

見
交
換
を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

上
記
の
メ
ン
バ
ー
と
は
、
区
民
会

館
・
区
役
所
な
ど
の
公
的
な
場
所

で
の
相
続
セ
ミ
ナ
ー
や
相
談
会
な

ど
の
開
催
に
力
を
入
れ
て
お
り
、

毎
度
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
今
年
も
定
期
的
に
開
催
予
定

で
す
。

永
正
寺
様
で
も
今
後
、
ご
住
職

の
お
力
を
お
か
り
い
た
し
ま
し
て
、

ご
寺
院
様
を
会
場
と
し
た
新
し
い

イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

 

現
在
、
超
高
齢
化
社
会
と
な
り
、

遺
言
・
相
続
な
ど
の
業
務
は
増
え

て
い
く
一
方
と
思
わ
れ
ま
す
。
相

談
会
・
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
集
ま
り

は
ま
す
ま
す
盛
況
に
な
る
と
予
想

さ
れ
ま
す
。

「
寺
院
」は
近
隣
の
住
民
か
ら
の

信
頼
度
が
高
く
、
こ
う
し
た
相
談

会
・
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を
開
催
す
る

場
所
に
適
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ

て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

今
後
の
寺
院
運
営
に
も
お
役
立
て

い
た
だ
け
る
と
思
い
、
私
が
少
し

で
も
そ
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
事
が
で
き
ま
し
た
ら
幸
い

で
す
。

行
政
書
士
が

ご
寺
院
様
と
の
ご
縁
で

で
き
る
こ
と

般
若
心
経
と
と
も
に

ひ
と
り
の
信
徒
と
し
て

椎
名
宏
雄（
し
い
な
・
こ
う
ゆ
う
）

龍
泉
院（
千
葉
県
柏
市
）前
住
職
。

駒
澤
大
学
大
学
院
博
士
課
程
満
期

退
学
後
、
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
研

究
員
、
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
委
員
、

柏
市
文
化
財
保
護
委
員
会
会
長
、

駒
澤
大
学
大
学
院
非
常
勤
講
師
等

を
兼
務
し
な
が
ら
一
九
五
八
年
よ

り
龍
泉
院
住
職
。『
宋
元
版
禅
籍

の
研
究
』（
大
東
出
版
社
）、『
や

さ
し
く
読
む
参
同
契
・
宝
鏡
三
昧
』

（
大
法
輪
閣
）、『
沼
南
町
の
宗
教

文
化
誌
』（
た
け
し
ま
出
版
）な
ど

著
書
・
共
著
と
も
に
多
数
。

執
筆
│
柊 

憩（
ひ
い
ら
ぎ
・
い
こ
い
）

一
九
六
四
年
生
ま
れ
。
筑
波
大
学

卒
業
後
、
出
版
社
数
社
を
経
て
独

立
。
ラ
イ
タ
ー
兼
編
集
者
と
し
て
、

書
籍
・
雑
誌
の
制
作
に
携
わ
っ
て

い
る
。 笠井行政書士事務所

行政書士　笠井その美

〒160-0023東京都新宿区西新宿7-10-17 
新宿ダイカンプラザB館1002号
TEL .......... 03-6279-2476
FAX ......... 03-6279-2478
E-Mail ... info@kasai-gyosei.com
HP ............ kasai-gyosei.com



7 6第79号令和7年 （2025年）3月1日 令和7年 （2025年）3月1日第79号仏 教 企 画 通 信 仏 教 企 画 通 信

書院玄関　龍墨展のポスター　「入口」は住職の揮毫

展示風景　床の間側より
写真中央、最奥にある書は「虎」の草書体（寅年に住職が揮毫）。虎は龍の対語である

能登總持寺独住3世　西
有穆山（1821-1910）。「龍
に日々四海の水を献ず」

越後大栄寺13世　無学絶宗
（1709-1795）「龍」。絶宗の墨
跡は火防の効果があると信ぜ
られ多くの人に尊重された

※１　特に禅僧の記した筆跡をさす。
書道の古典のような優美さや繊細さと
は異なり、その人の精神性を露わに写
し、重厚さ、時には良く研がれた刃物
のような鋭さを備えている書のこと。

永平寺77世　丹羽簾芳
「龍天白山護法善神」。修
行僧の守り神（龍天軸）

大雄山最乗寺360世　活
山太愚「龍」（一字）。昇り
龍のイメージ

龍のタペストリー（平成24年作成）。
お袈裟の刺繍職人に依頼したもの

世田谷　豪徳寺22世　巨海
東流（1780-1853）「龍・家在壬
癸神」（家に壬癸神在り）。壬癸
神は水の神＝火防の言葉

人
間
は「
安
定
」を
求
め
ま
す
。

昨
日
と
同
じ
環
境
や
境
遇
を
維

持
す
る
こ
と
に
執
着
し
ま
す
。
そ

れ
は
人
間
の
本
能
の
な
せ
る
技
で

し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
人
類
の
進
化
と
い
う

も
の
は
、
突
然
や
っ
て
き
た「
異

分
子
」に
よ
っ
て
、
世
界
が
大
き

く
変
化
し
て
い
く
こ
と
で
生
じ
る

こ
と
が
多
い
で
す
。

こ
れ
を
受
け
入
れ
る
人
と
、
受

け
入
れ
た
く
な
い
人
が
い
る
の
は

当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
社
会
は

同
じ
条
件
で
動
く
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
政
治
、
経
済
か
ら
介
護
、
子

育
て
ま
で
、
時
代
の
変
化
に
即
し

た
対
応
が
必
要
に
な
る
の
も
ま
た

事
実
で
す
。

こ
れ
は
仏
教
活
動
に
つ
い
て
も

同
様
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
は
時
代
と
と
も
に
そ
の
顔

つ
き
を
変
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

は
時
代
の
要
請
と
い
っ
て
も
い
い

で
し
ょ
う
。

過
去
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト	

か
ら
学
ぶ
こ
と

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
」と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
と
は
、
あ

る
分
野
や
社
会
で
長
い
間
当
た
り

前
と
さ
れ
て
い
た
考
え
方
や
枠
組

み（
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
が
、
画
期
的
な

発
見
や
変
化
に
よ
っ
て
大
き
く
覆

さ
れ
、
新
し
い
枠
組
み
に
変
わ
る

こ
と
を
指
し
ま
す
。
身
近
な
例
を

い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
す
。
科
学

界
な
ら
、
天
動
説
か
ら
地
動
説
へ

の
移
行（
天
文
学
の
基
礎
的
な
考
え
方

が
変
わ
っ
た
）。
技
術
な
ら
、
フ
ィ

ル
ム
カ
メ
ラ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
へ
の
転
換（
写
真
撮
影
の
方
法
と
産

業
構
造
が
変
わ
っ
た
）。
社
会
的
に
い

え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及

に
よ
る
情
報
流
通
の
革
命（
情
報

の
入
手
方
法
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
激

変
）。
つ
ま
り「
根
本
的
な
考
え
方

や
仕
組
み
の
大
転
換
」と
考
え
る

と
わ
か
り
や
す
い
で
す
。

仏
教
の
歴
史
を
紐
解
く
と
、
既

存
の
様
式
や
教
理
を
覆
し
、
新
た

な
考
え
を
提
唱
す
る
こ
と
が
幾
度

も
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
変
革
は
、
当
時
の
教
団
や
信
者

に
と
っ
て
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら

し
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
仏
教

の
進
化
に
寄
与
し
、
現
代
の
私
た

ち
に
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
仏
教
史
に
お

け
る
代
表
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ

ト
を
５
つ
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
仏

教
界
に
も
た
ら
し
た
事
実
と
現
代

へ
の
示
唆
に
つ
い
て
考
察
し
ま
す
。

１	

大
乗
仏
教
の
誕
生
─
─
普
遍
的

救
済
の
理
念

紀
元
前
３
世
紀
の
部
派
仏
教
時

代
、
仏
教
は
個
々
人
の
解
脱
を
目

的
と
し
た
修
行
を
中
心
に
据
え
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ナ
ー
ガ
ー

ル
ジ
ュ
ナ（
龍
樹
）
は「
空
の
思

想
」を
も
と
に
、
大
乗
仏
教
の
新

た
な
価
値
観
を
打
ち
立
て
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
全
て
の
人
々
を
救
済
す

る「
菩
薩
道
」
の
実
践
で
す
。
こ

の
転
換
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
個
人

の
修
行
を
超
え
、
社
会
全
体
に
普

及
す
る
道
を
切
り
開
き
ま
し
た
。

こ
の
理
念
は
、
仏
教
を
一
部
の
出

家
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
万

人
が
恩
恵
を
受
け
る
宗
教
へ
と
昇

華
さ
せ
ま
し
た
。

２	

禅
宗
の
実
践
主
義
─
─
経
典
か

ら
行
動
へ

中
国
で
発
展
し
た
禅
宗
は
、
経

典
中
心
主
義
に
異
を
唱
え
ま
し
た
。

達
磨（
ボ
ー
デ
ィ
ダ
ル
マ
）は
、
文
字

や
理
論
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
瞑

想
や
師
弟
間
の
直
接
的
な
対
話
を

通
じ
て
悟
り
を
得
る
道
を
説
き
ま

し
た
。
こ
の
教
え
は
、
日
本
で
は

道
元
を
は
じ
め
、
臨
済
に
よ
っ
て

武
士
階
級
や
庶
民
に
も
広
ま
り
、

現
実
的
で
実
践
的
な
仏
教
の
形
を

確
立
し
ま
し
た
。
禅
宗
は
仏
教
を

日
常
生
活
の
中
で
実
践
す
る
意
義

を
示
し
、「
生
き
た
仏
教
」
と
し

て
の
新
た
な
価
値
を
打
ち
立
て
ま

し
た
。

３	

密
教
─
─
視
覚
と
儀
礼
の
宗
教

密
教
の
登
場
は
、
仏
教
に
神
秘

性
と
現
世
利
益
を
加
え
ま
し
た
。

特
に
空
海
が
日
本
に
も
た
ら
し
た

真
言
密
教
は
、
曼
荼
羅
や
儀
式
を

通
じ
て
仏
と
人
間
の
つ
な
が
り
を

強
調
し
ま
し
た
。
こ
の
視
覚
的
・

儀
礼
的
要
素
は
、
庶
民
や
貴
族
の

間
で
仏
教
を
広
め
る
の
に
大
き
く

貢
献
し
ま
し
た
。
密
教
は
単
な
る

哲
学
で
は
な
く
、
人
々
の
心
を
つ

か
む
芸
術
的
で
実
践
的
な
仏
教
と

し
て
発
展
し
ま
し
た
。

4	

浄
土
宗
─
─
救
済
の
平
等
主
義

日
本
の
平
安
時
代
、
法
然
が
始

め
た
浄
土
宗
は
、「
南
無
阿
弥
陀

仏
」と
い
う
念
仏
だ
け
で
救
わ
れ

る
と
い
う
平
等
主
義
を
提
唱
し
ま

し
た
。
親
鸞
の「
悪
人
正
機
説
」

は
さ
ら
に
こ
の
思
想
を
深
化
さ
せ
、

ど
ん
な
人
で
も
救
わ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
と
説
き
ま
し
た
。
こ
の
教

え
は
、
修
行
や
学
問
に
縁
の
な
か

っ
た
庶
民
に
も
仏
教
の
扉
を
開
き
、

仏
教
の
大
衆
化
を
進
め
る
大
き
な

原
動
力
と
な
り
ま
し
た
。

5	

日
蓮
宗
─
─
個
人
信
仰
と
社
会

運
動

鎌
倉
時
代
に
日
蓮
は
、
唯
一
の

真
理
と
し
て「
法
華
経
」
を
掲
げ
、

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
唱
題
を

中
心
と
し
ま
し
た
。
日
蓮
の
活
動

は
庶
民
へ
の
積
極
的
な
布
教
と
社

会
批
判
を
伴
い
、
仏
教
が
個
人
の

精
神
的
支
柱
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

社
会
運
動
や
改
革
の
一
翼
を
担
う

可
能
性
を
示
し
ま
し
た
。
彼
の
思

想
は
、
日
本
の
宗
教
文
化
や
社
会

運
動
に
長
い
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し

た
。寺

院
が
果
た
す
べ
き	

現
代
的
役
割

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
仏
教
の

進
化
は
既
存
の
教
理
に
対
す
る
大

胆
な
挑
戦
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
変
革
は
、
仏
教
の
普
遍
性
を
高

め
、
庶
民
に
寄
り
添
う
宗
教
と
し

て
の
側
面
を
強
化
し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
事
例
が
示
す
の
は
、
仏

教
が
常
に
社
会
や
人
々
の
ニ
ー
ズ

に
応
じ
て
変
化
し
、
新
し
い
価
値

を
生
み
出
す
宗
教
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

現
代
の
日
本
に
目
を
向
け
る
と
、

と
も
す
れ
ば
、
寺
院
が
檀
家
中
心

の
活
動
に
力
を
注
ぐ
あ
ま
り
、
地

域
社
会
全
体
と
の
関
わ
り
が
限
定

的
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
、
仏
教
は
そ
の
時
代
ご
と

の
人
々
の
生
活
や
価
値
観
に
応
じ

て
姿
を
変
え
、
地
域
社
会
に
根
付

い
て
き
ま
し
た
。
現
代
に
お
い
て

も
、
寺
院
が
単
に
仏
事
を
行
う
場

所
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
地
域
社

会
全
体
に
貢
献
す
る
存
在
へ
と
変

わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
高
齢
化

社
会
の
中
で
の
福
祉
拠
点
、
多
文

化
共
生
を
促
進
す
る
場
の
提
供
な

ど
、
寺
院
が
社
会
に
果
た
す
べ
き

役
割
は
広
が
っ
て
い
ま
す
。

宗
派
を
超
え
た	

協
力
の
必
要
性

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
仏
教
界

全
体
が
宗
派
の
枠
を
超
え
て
協
力

し
、
社
会
参
加
を
果
た
し
て
い
く

こ
と
で
す
。
仏
教
に
は
多
様
な
教

え
が
存
在
し
ま
す
が
、
そ
の
根
底

に
あ
る「
人
々
を
救
済
す
る
」
と

い
う
目
的
は
共
通
し
て
い
ま
す
。

宗
派
の
違
い
を
乗
り
越
え
、
共
通

の
価
値
観
に
基
づ
い
て
協
働
す
る

こ
と
で
、
仏
教
は
よ
り
大
き
な
社

会
的
影
響
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
と
え
ば
、
環
境
問
題
や
貧

困
、
心
の
健
康
と
い
っ
た
現
代
的

課
題
に
対
し
て
、
仏
教
界
が
一
丸

と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
そ
の
影
響
力
は
計
り
知
れ

ま
せ
ん
。

仏
教
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
変
化
と
協
力
は
仏
教
の
発

展
を
支
え
て
き
た
要
因
で
す
。
現

代
の
仏
教
界
が
そ
の
精
神
を
受
け

継
ぎ
、
宗
派
を
超
え
た
協
力
を
通

じ
て
社
会
に
積
極
的
に
関
与
す
る

こ
と
は
、
未
来
の
仏
教
を
形
作
る

鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
実
際
に
、
若
手
の
僧
侶
を
中

心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
試
み

が
各
地
で
芽
生
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
活
動
に
懐
疑
の
目
を
向

け
る
の
は
簡
単
で
す
が
、
彼
ら
が

目
指
す
本
質
を
温
か
い
目
で
見
守

り
、
応
援
す
る
こ
と
も
、
仏
教
を

よ
り
世
の
中
に
浸
透
さ
せ
る
一
助

と
な
り
そ
う
で
す
。

※
次
号
よ
り
次
の
世
代
を
担
う
若

き
僧
侶
の
皆
さ
ま
や
各
種
団
体

の
リ
ー
ダ
ー
の
方
々
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
掲
載
予
定
で
す
。

秋
彼
岸
会
、
埼
玉
県
曹
源
寺
で

は
書
院
を
開
放
し
、
不
定
期
で
何

か
し
ら
の
展
示
を
企
画
し
て
い
る
。

お
彼
岸
の
お
参
り
で
曹
源
寺
を
訪

れ
る
方
々
に
「
寺
院
」
を
場
と
し

て
提
供
す
る
こ
と
で
、
仏
教
や
寺

院
の
持
つ
豊
か
な
歴
史
・
文
化
に

も
触
れ
て
も
ら
う
こ
と
を
企
図
し

て
い
る
と
い
う
。

２
０
２
４
年
の
期
間
中
に
は
、

干
支
に
因
み
龍
に
ま
つ
わ
る
掛
軸

な
ど
を
展
示
。
書
院
に
は
、
著
名

な
僧
に
よ
る
書
や
、
味
わ
い
深
い

筆
運
び
の
文
字
、
現
代
の
職
人
の

技
が
光
る
作
品
が
所
狭
し
と
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。

展
示
会
の
チ
ラ
シ
の
題
字
は
住

職
の
手
に
よ
る
も
の
。
自
身
も
師

に
つ
き
書
を
学
ん
で
い
る
と
い
う

住
職
の
中
村
瑞
峰
師
に
お
話
し
を

伺
っ
た
。

当
山
で
は
40
年
前
よ
り「
秋
の

彼
岸
展
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

什
物
で
あ
る
書
画
や
仏
像
等
を
展

示
し
て
、
お
墓
参
り
の
際
に
鑑
賞

で
き
る
よ
う
参
拝
者
に
公
開
し
て

い
ま
す
。
当
山
所
蔵
の
も
の
だ
け

で
な
く
、
知
人
の
仏
師
や
画
家

（
洋
画
・
日
本
画
）、
陶
芸
家
や
檀
家

な
ど
の
方
々
に
お
借
り
し
て
展
示

す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

令
和
6
年
度
は
辰
年
で
し
た
の

で
、
平
成
24
年
以
来
２
度
目
の

「
龍
墨
展
」と
な
り
ま
し
た
。

「
龍
墨
」
と
は
禅
僧
が
書
い
た

「
龍
の
字
の
墨
跡
※
１
」
の
事
で
、

略
し
て「
龍
墨
」と
し
ま
し
た
。

今
回
展
示
し
た
龍
墨
は
、
当
山

所
蔵
の
江
戸
時
代
か
ら
現
代
ま
で

の
30
点
ほ
ど
で
、
ほ
と
ん
ど
が

「
火ひ

防ぶ
せ

」や「
雨
乞
い
」の
御
札
と

し
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

「
龍
」は
草
書
体
で
筆
を
強
く
叩

き
つ
け
、
恰
も
絵
の
如
く
表
さ
れ

て
い
ま
す
。

他
に
小
さ
く「
日
献
四
海
水
」

（
龍
に
日
々
清
ら
か
な
東
西
南
北
の
水
を

献
ず
）・「
家
に
壬じ

ん

癸き

神し
ん（

水
の
神
）

在
り
」と
書
か
れ
た
軸
も
あ
り
ま

す
。

「
龍
」は
古
代
よ
り
海
を
住
処
と

し
て
水
を
自
由
自
在
に
操
り
、
十

二
支
の
中
で
唯
一
の
架
空
の
動
物

で
、
威
厳
や
神
秘
性
を
備
え
た

「
聖
獣
」
と
さ
れ
、
神
通
力
で
人

間
の
災
い
を
除
き
福
を
も
た
ら
す

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
代
で
も
洪
水
や
干
ば
つ
、
山

火
事
な
ど
の
自
然
災
害
は
後
を
絶

ち
ま
せ
ん
。

「
龍
墨
」を
観
て
い
る
と
、
先
人

た
ち
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
自

然
の
象
徴
で
あ
る〝
龍
〞
に
畏
怖

の
念
を
持
ち
な
が
ら
、
災
い
が
無

き
よ
う
切
に
願
っ
た
姿
が
思
い
浮

か
び
ま
す
。

変
化

こ
そ
が

世
界
を

変
え
て
い
く

日
本
の
伝
統
文
化
を
　
　
活
か
す
場
所
と
し
て
　
　
の
寺
院

「安定」を求める人間、
「変化」を求める「世界」

執
筆
│
柊 

憩（
ひ
い
ら
ぎ
・
い
こ
い
）

一
九
六
四
年
生
ま
れ
。
筑
波
大
学

卒
業
後
、
出
版
社
数
社
を
経
て
独

立
。
ラ
イ
タ
ー
兼
編
集
者
と
し
て
、

書
籍
・
雑
誌
の
制
作
に
携
わ
っ
て

い
る
。

題字：曹源寺住職
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こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
は

１
月
27
日（
月
）の
早
朝
。
本
誌
の

編
集
後
記
は
私
の
担
当
な
の
で
読

者
諸
氏
に
は
申
し
訳
な
い
が
お
付

き
合
い
を
頂
い
て
い
る
。 

12
月
26
日
は
世
田
谷
区
北
沢

に
あ
る
本
務
地
小
庵「
永
正
寺
」

で
餅
つ
き
会
が
あ
っ
た
。
都
会
地

な
の
で
ス
タ
ッ
フ
が
そ
ろ
う
か
心

配
し
て
い
た
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で「
永
正
寺
こ
ど
も
お
と
な
食

堂
」の
メ
ン
バ
ー
の
石
川
さ
ん
が

シ
モ
キ
タ
商
店
街
に
メ
ー
ル
で
協

力
方
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
振
興

組
合
理
事
長
の
長
沼
さ
ん
か
ら
ご

連
絡
が
あ
り
、
説
明
を
聞
き
た
い

と
の
こ
と
で
早
速
お
会
い
し
て
お

願
い
し
た
と
こ
ろ
、
下
北
沢
商
店

街
に
は
い
く
つ
か
の
商
店
街
が
あ

り
理
事
長
が
声
を
か
け
て
く
だ
さ

り
、
餅
つ
き
会
は
１
０
０
名
を
超

え
る
方
々
の
ご
参
加
が
あ
り
無
事

終
わ
っ
た
。
永
正
寺
の
餅
つ
き
会

は
４
回
目
で
ま
だ
ま
だ
至
ら
な
い

こ
と
が
あ
り
反
省
会
で
も
ご
意
見

が
出
て
来
年
に
生
か
す
こ
と
に
な

っ
た
。

１
月
５
日（
日
）
は
午
前
８
時

か
ら
永
正
寺
の
坐
禅
会
の
日
、
第

１
日
曜
日
が
定
例
に
な
っ
て
い
る
。

い
つ
も
は
４
人
〜
５
人
な
の
で
そ

の
つ
も
り
で
い
た
ら
、
午
前
８
時

前
に
６
人
の
新
し
い
方
が
参
加
さ

れ
て
慌
て
た
。
狭
い
本
堂
で
と
に

か
く
坐
れ
る
よ
う
に
し
た
。
ま
ず

は
坐
禅
の
仕
方
を
簡
単
に
説
明
、

後
は
慣
れ
て
ほ
し
い
と
お
願
い
す

る
。
そ
し
て
曹
洞
宗
で
は
椅
子
坐

禅
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
の

説
明
も
す
る
。 

ま
ず
は
20
分
の
坐
禅
、
経
行
、

２
回
目
の
坐
禅
20
分
、
後
曹
洞
宗

宗
務
庁
か
ら
出
て
い
る「
坐
禅
作

法
・
食
事
作
法
」
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
そ
の
意
味
を
話
す
。
そ
の

後
曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
禅
師
、
広

め
ら
れ
た
瑩
山
禅
師
、
永
平
寺
、

總
持
寺
の
両
本
山
の
こ
と
な
ど
を

説
明
し
て
、
全
員
で「
修
証
義
」

第
１
章
総
序
を
読
み
、
仏
教
企
画

か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る『
修
証
義

読
本
・
生
老
病
死
│
運
命
を
ど
う

生
き
る
』を
参
考
に
し
な
が
ら
お

経
を
読
む
意
味
な
ど
を
説
明
し
１

時
間
20
分
ぐ
ら
い
の
時
間
を
過
ご

す
。次

に
い
つ
も
の
よ
う
に
私
が
用

意
し
た
お
か
ゆ
と
簡
単
な
精
進
料

理
を「
五
観
の
偈
」
を
唱
え
て
頂

く
。
い
つ
も
の
人
数
し
か
用
意
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
べ
て
が
足

り
な
か
っ
た
の
で
す
が
全
員
が
少

し
ず
つ
分
け
て
頂
い
た
。
参
加
の

理
由
を
聞
く
と
ヨ
ガ
を
や
っ
て
お

ら
れ
る
よ
う
で
そ
の
関
心
か
ら
Ｈ

Ｐ
を
見
て
来
ら
れ
た
よ
う
だ
。
い

ず
れ
も
都
内
の
方
た
ち
だ
っ
た
。

10
日
は
相
模
原
市
緑
区
城
山

に
あ
る
分
院
日
庭
寺
の
定
例
の
写

経
写
仏
の
日
で
、
こ
の
会
は
い
つ

も
の
方
々
が
先
生
を
含
め
て
６
人

の
参
加
で
あ
っ
た
。

写
経
写
仏
の
会
で
は
永
正
寺
で

も
同
じ
流
れ
が
あ
り
、
ご
本
尊
に

礼
拝
と
般
若
心
経
も
し
く
は
修
証

義
を
読
誦
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

１
月
は
新
年
な
の
で
お
経
中
に
ご

焼
香
を
し
て
い
た
だ
く
。

そ
の
後
１
時
間
30
分
写
経
も
し

く
は
写
仏
三
昧
の
時
間
に
な
る
。

終
わ
っ
て
お
茶
を
頂
き
な
が
ら
の

茶
話
会
に
な
る
。
こ
の
日
は
お
ひ

と
り
87
歳
の
男
性
の
方
の
初
参
加

が
あ
っ
た
。
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営

さ
れ
て
い
る
娘
さ
ん
が
連
れ
て
来

ら
れ
横
浜
市
に
住
ん
で
い
た
が
、

娘
さ
ん
が
引
き
取
り
一
緒
に
住
ん

で
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
足
元

も
し
っ
か
り
し
て
お
ら
れ
、
よ
く

お
話
に
な
ら
れ
る
の
で
続
け
て
来

ら
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
た
次
第
。

宗
教
法
人
曹
洞
宗
が
抱
え
て
い

る
様
々
な
課
題
は
待
っ
た
な
し
で

あ
る
。
①
は
寺
院
の
後
継
者
問
題
。

②
は
寺
院
を
支
え
る
方
々
の
数
が

激
減
し
て
い
く
こ
と
。
③
は
曹
洞

宗
の
組
織
を
今
後
ど
う
展
開
す
る

か
な
ど
で
あ
り
、
一
言
で
か
た
づ

け
ら
れ
な
い
大
問
題
ば
か
り
で
あ

る
。
宗
門
の
一
部
の
人
た
ち
で
議

論
す
る
の
で
は
な
く
宗
門
人
一
人

一
人
の
多
く
の
ご
意
見
が
反
映
さ

れ
る
方
策
が
な
い
か
で
あ
る
。

各
県
の
宗
務
所
で
議
論
し
て
頂

い
た
見
解
を
宗
務
庁
に
集
計
し
て

そ
の
中
か
ら
対
策
が
講
じ
ら
れ
な

い
か
と
か
曹
洞
宗
青
年
会
の
方
々

の
ご
意
見
が
反
映
さ
れ
な
い
か
で

あ
る
。

今
後
は
青
年
僧
に
ゆ
だ
ね
な
け

れ
ば
い
け
な
い
案
件
で
も
あ
る
か

ら
で
あ
る
。 

藤
木
隆
宣
九
拝

所在地 寺院名（個人名） 金額

静岡県 龍雲寺 5,000
秋田県 円通寺 10,000
神奈川県 宗泉寺 10,000
群馬県 祥雲寺 10,000
東京都 篠原東一 10,000
東京都 高崎宗倫 100,000
神奈川県 青木義次（133） 5,000
神奈川県 青木義次（134） 5,000
鳥取県 林泉寺 10,000
岩手県 大光寺 10,000
山口県 久屋寺 10,000

合 計 185,000
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誠にありがとうございます。

R6.10.4～R6.12.12

〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
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。

2025夏・お盆  特集予告

173
号

2025年5月31日　発刊予定 

『修証義』 解説　丸山劫外著  1,400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 ★

俳句随想　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

『宗教人類学の地平』　佐々木宏幹編著 2,300円

『仏教人類学の諸相』　佐々木宏幹著  2,300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31日
秋 彼岸号 8月20日
冬 正月号 10月31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）
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見
え
な
い
壁
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る
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小林幸一郎　
こばやし　こういちろう
1968年東京都に生まれ16歳
でフリークライミングに出会
う。
28歳で網膜色素変性症の診
断を受け、その後光を失うが、
パラクライミングの世界選手
権など国内外の多くの大会で
優勝し、55歳で現役を引退。
選手として活躍していた37
歳の時に障害者クライミング
の 普 及 活 動 を 推 し 進 め る
NPO法人モンキーマジック
を設立。
障害者と晴眼者がともに活動
することで、多様性を認めあ
えるより成熟した「真のユニ
バーサル社会」を実現させる
ことを目的に活動している。

編
集
後
記

藤
木
隆
宣


