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タイ

チ
ェ
ン
マ
イ

　

聖
地
ド
ォ
イ
ス
テ
ー
プ
山
を
西
に
望

み
、
母
な
る
大
河
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
の

源
流
ピ
ン
川
を
東
に
望
む
古
都
チ
ェ
ン

マ
イ
は
、
タ
イ
北
部
の
中
心
都
市
で
あ

り
、
歴
史
的
な
格
式
と
経
済
発
展
の
高

さ
か
ら
、
人
口
規
模
は
低
い
も
の
の
、

「
タ
イ
第
二
の
都
市
」と
も
言
わ
れ
る
。

　

タ
イ
北
部
に
は
、
十
三
世
紀
末
か
ら

十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
同
じ
タ
イ

族
系
の
王
朝
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
現

在
の
チ
ャ
ク
リ
ー
王
朝
（
バ
ン
コ
ク
王

朝
）
と
は
系
譜
を
異
に
す
る
王
朝
が
存

在
し
て
い
た
。
そ
の
国
の
名
は
「
ラ
ー

ン
ナ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
チ
ェ
ン

マ
イ
は
、
ラ
ー
ン
ナ
ー
を
建
国
し
た
マ

ン
ラ
ー
イ
王
に
よ
り
王
都
と
し
て
建
設

さ
れ
、
爾
来
王
国
の
栄
枯
盛
衰
と
と
も

に
、
独
自
の
文
化
を
育
み
つ
つ
、
そ
の

歴
史
の
歩
み
を
刻
ん
で
き
た
。

　

市
域
の
随
所
に
は
、
十
四
世
紀
後
半

か
ら
十
五
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
、

ラ
ー
ン
ナ
ー
文
化
の
隆
盛
期
に
創
建
さ

れ
た
荘
厳
な
大
寺
院
の
数
々
に
加
え
、

お坊さんと話そう!
― タイの古都チェンマイにおける
モンク・チャット（Monk Chat）の取り組み ― 古山　健一

チェディルアン寺の境内でのモンク・チャットの様
子。雨季で訪問者は少なかったが、参加者は熱心に
話をしていた

タ
イ
有
数
の
国
際
観
光
地
チ
ェ
ン
マ
イ
に
並
み
立
つ
古
き
寺
々
は
、
多

く
の
外
国
人
を
惹
き
寄
せ
る
観
光
の
目
玉
で
も
あ
る
。
同
地
で
は
、
寺

院
を
外
国
人
の
見
学
物
か
ら
、
僧
侶
が
外
国
人
に
仏
教
と
自
国
文
化
を

伝
え
る
場
と
し
て
い
こ
う
と
す
る
取
り
組
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

巻頭特集

�



崩
れ
か
け
た
城
壁
や
城
門
な
ど
、
か
つ

て
の
繁
栄
を
偲
ば
せ
る
歴
史
的
建
造
物

が
見
ら
れ
、
我
々
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を

か
き
立
て
て
止
ま
な
い
。
都
市
の
西
側

に
広
が
る
翠
嶺
の
景
観
も
見
る
者
の
心

を
魅
了
せ
ず
に
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う

に
豊
富
な
観
光
資
源
を
有
す
る
チ
ェ
ン

マ
イ
に
は
、国
内
・
国
外
よ
り
ひ
き
も
切

ら
ず
に
人
び
と
が
押
し
寄
せ
る
。
そ
の

数
は
現
在
、
年
間
五
三
〇
万
人
に
も
達

し
、
外
国
人
訪
問
者
の
数
は
一
八
〇
万

人
も
の
大
数
を
占
め
る
と
い
う
。

古
き
都
か
ら
の
新
た
な
取
り
組
み

　

チ
ェ
ン
マ
イ
で
は
、
こ
う
し
た
大
規

模
な
観
光
地
と
し
て
の
特
性
を
活
か
し

た
、
若
い
僧
侶
た
ち
に
よ
る
ユ
ニ
ー
ク

な
布
教
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
取
り
組
み
と
は
、
モ
ン
ク
・

チ
ャ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
外
国

人
が
多
く
訪
れ
る
有
名
な
観
光
寺
院
に

お
い
て
、
そ
の
境
内
の
一
画
に
テ
ー
ブ

ル
と
椅
子
を
並
べ
、
語
学
の
訓
練
を
積

ん
だ
若
い
僧
侶
が
座
り
、
訪
れ
た
人
び

と
が
僧
侶
ら
と
気
軽
に
会
話
で
き
る
よ

う
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
取
り
組
み
は
、
王
立
マ
ハ
ー

チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
仏
教
大
学
チ
ェ
ン

マ
イ
分
校
の
学
僧
プ
ラ
ー
・
サ
ネ
ー
・

ダ
ン
マ
ワ
ロ
ー
博
士
が
発
案
し
た
も
の

で
、こ
の
分
校
で
学
ぶ
僧
侶
ら
と
、チ
ェ

ン
マ
イ
旧
市
街
の
西
の
外
れ
に
あ
り
、

ラ
ー
ン
ナ
ー
王
国
の
王
族
の
墓
所
と
し

て
知
ら
れ
る
ス
ワ
ン
ド
ー
ク
寺
（
こ
の

寺
院
の
境
内
地
に
チ
ェ
ン
マ
イ
分
校
が

あ
る
）で
修
行
す
る
僧
侶
ら
を
中
心
に
、

二
〇
〇
〇
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
。

　

ダ
ン
マ
ワ
ロ
ー
師
は
、
僧
侶
に
は

（
一
）人
び
と
を
悪
行
か
ら
引
き
離
す
、

（
二
）人
び
と
に
善
行
を
勧
め
る
、（
三
）

親
切
な
気
持
ち
で
人
び
と
に
接
す
る
、

（
四
）人
び
と
が
知
ら
な
い
こ
と
を
教
え

る
、（
五
）人
び
と
が
持
つ
知
識
を
正
確

で
精
確
な
も
の
と
す
る
、（
六
）人
び
と

に
平
和
と
幸
福
へ
の
道
を
示
す
、
と
い

う
六
つ
の
社
会
的
な
務
め
（S

o
cial 

d
u
ties

）
が
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
は

師
の
仏
教
伝
道
に
お
け
る
理
念
で
も
あ

り
、
当
然
モ
ン
ク
・
チ
ャ
ッ
ト
の
活
動

に
も
そ
れ
が
底
流
し
て
い
る
。

　

現
在
、モ
ン
ク
・
チ
ャ
ッ
ト
は
、ス
ワ

ン
ド
ー
ク
寺
の
ほ
か
、「
イ
ン
タ
キ
ー

ン
」
と
呼
ば
れ
る
チ
ェ
ン
マ
イ
の
都
市

柱
を
祀
っ
た
旧
市
街
中
心
部
の
チ
ェ

デ
ィ
ル
ア
ン
寺
、
郊
外
に
あ
る
十
四

世
紀
創
建
の
瞑
想
道
場
ウ
モ
ー
ン
寺
、

ド
ォ
イ
ス
テ
ー
プ
山
の
ド
ォ
イ
ス
テ
ー

プ
寺
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
活
動
は
、
寺
院
ご
と
に
曜
日
と
時
間

帯
を
決
め
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
参
加

者
の
数
は
、時
季
や
場
所
に
も
よ
る
が
、

スワンドーク寺の本堂
と大仏塔。境内では少
年僧らの文化祭が開催
されていて、チェンマ
イ市内の各寺院から僧
侶が集っていた

チェディルアン寺の境内に建てら
れたモンク・チャットの案内板

モンクチャットを実施

チェンマイ

している主な寺院

�	 	№14�	 2008.	10



平
均
し
て
一
日
に
十
人
程
度
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
参
加
費
は
無
料
で
あ
り
、
活

動
に
要
す
る
資
金
は
種
々
の
喜
捨
で
ま

か
な
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
寺
院
で
は
、
目
に
付
く
と

こ
ろ
に
僧
侶
ら
の
手
製
の
英
文
案
内
表

示
を
掲
げ
、
訪
れ
た
人
び
と
を
勧
誘
し

て
い
る
（
以
前
は
日
本
語
の
も
の
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）。そ
こ
に
は
、「
仏

教
、
タ
イ
文
化
、
僧
侶
の
生
活
、
そ
の

他
な
ん
で
も
。
こ
こ
に
来
て
私
た
ち
と

一
緒
に
話
し
ま
し
ょ
う
。
見
た
だ
け
で

立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
て
は
残
念
に
思
い

ま
す
。
皆
さ
ん
が
懐
く
ど
の
よ
う
な
疑

問
で
も
、
私
た
ち
と
一
緒
に
議
論
し
ま

し
ょ
う
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。
と

に
か
く
一
緒
に
話
を
し
ま
し
ょ
う
と
、

外
国
人
観
光
客
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

モ
ン
ク
・
チ
ャ
ッ
ト
の

�

目
指
す
と
こ
ろ

　

こ
の
活
動
に
は
、
次
の
四
つ
の
目
的

が
あ
る
と
言
う
。

一
、	

外
国
人
に
対
し
て
、
一
般
的
な

話
題
に
つ
い
て
僧
侶
た
ち
と
う

ち
と
け
て
お
喋
り
す
る
機
会
を

提
供
す
る
。

二
、	

外
国
人
が
、
仏
教
の
基
本
的
な

考
え
方
に
つ
い
て
学
習
し
、
意

見
交
換
や
議
論
す
る
た
め
の
機

会
を
提
供
す
る
。

こころの時
と

代
き

にこころの旅
た び

を
国内団参・海外仏跡巡拝の事なら経験豊かなビーエス観光へお申し付け下さい。

ビーエス観光グループ

三
、	

異
な
る
文
化
や
信
仰
や
生
活

ス
タ
イ
ル
を
持
っ
た
人
び
と

と
仏
教
僧
ら
が
、
互
い
に
意

見
交
換
を
す
る
た
め
の
場
を

提
供
す
る
。

四
、	

う
ち
と
け
た
雰
囲
気
の
中
で
、

寺
院
の
来
訪
者
に
タ
イ
仏
教

の
正
し
い
情
報
を
伝
え
る
。

　

こ
の
モ
ン
ク
・
チ
ャ
ッ
ト
の
取
り

組
み
に
は
、
気
軽
な
お
喋
り
の
機
会

を
通
し
て
、
僧
侶
ら
が
外
国
人
観
光

客
（
そ
の
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で

あ
る
欧
米
人
）
に
タ
イ
仏
教
乃
至
タ

イ
文
化
に
関
す
る
種
々
の
知
識
・
情

報
を
伝
え
、
そ
の
理
解
を
深
め
さ
せ

よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
。モ
ン
ク
・

チ
ャ
ッ
ト
で
僧
侶
か
ら
法
話
を
聴
い

た
こ
と
で
、
仏
教
に
対
す
る
関
心
が

生
ま
れ
た
と
か
、
関
心
が
一
層
増
大

し
た
と
い
う
欧
米
人
も
多
い
と
聞

く
。
さ
ら
に
は
、
仏
教
に
改
宗
し
た

と
い
う
人
ま
で
い
る
そ
う
で
あ
る
。

モ
ン
ク
・
チ
ャ
ッ
ト
を
お
こ
な
う
寺

院
の
中
に
は
、
希
望
者
の
た
め
の
短

期
の
瞑
想
指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
英
語

で
指
導
）
を
併
設
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
僧
侶
と
の
お

喋
り
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
こ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
参
加
す
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
外
国
人
も
少
な
く
な

い
よ
う
で
あ
る
。

寺院の小堂で勉学
に励む僧侶

夕の勤行。昔から
の修行生活のいと
なみは今日も続く

隣国スコータイよ
り伝来の仏舍利を
祀るというスワン
ドーク寺の大仏塔

�



古
山　

健
一
（
ふ
る
や
ま 

け
ん
い
ち
）

　

一
九
七
二（
昭
和
四
七
）年
、
神
奈
川
県
生

ま
れ
。
現
在
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

宗
学
研
究
部
門
研
究
員
、
同
教
化
研
修
部
門

講
師
、
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
非
常
勤
講
師
、

本
誌
委
託
編
集
委
員
。
博
士（
仏
教
学
）。
福

井
県
霊
泉
寺
徒
弟
。
専
門
は
東
南
ア
ジ
ア
の

上
座
部
仏
教
の
歴
史
と
文
化
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
チ
ェ
ン
マ
イ
に
は

多
数
の
外
国
人
が
訪
れ
、
こ
う
し
た
観

光
地
と
し
て
の
地
域
の
特
性
を
う
ま
く

利
用
し
て
、
海
外
に
出
な
く
て
も
外
国

人
へ
の
布
教
活
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
、

あ
る
い
は
、
タ
イ
の
歴
史
と
文
化
を
外

国
人
に
知
ら
し
め
る
と
い
う
の
が
、
こ

の
モ
ン
ク
・
チ
ャ
ッ
ト
の
機
能
で
あ
る

と
い
え
る
。
こ
の
取
り
組
み
を
始
め
た

背
景
に
は
、
発
案
者
の
ダ
ン
マ
ワ
ロ
ー

師
を
は
じ
め
、
僧
侶
た
ち
の
自
国
の
文

化
と
仏
教
に
対
す
る
強
い
自
信
と
誇
り

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
師

は
、
こ
の
活
動
の
意
義
の
一
つ
と
し
て
、

「
仏
教
と
文
化
に
か
か
わ
る
観
光
を
推

進
し
て
い
る
タ
イ
政
府
の
施
策
を
手
助

け
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と

も
述
べ
て
お
り
、
こ
の
取
り
組
み
を
始

め
た
背
景
に
は
、
国
家
へ
の
貢
献
と
い

う
意
識
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
モ
ン
ク
・
チ
ャ
ッ
ト

に
は
、
僧
侶
ら
が
外
国
人
と
積
極
的
に

触
れ
合
う
場
を
設
け
る
こ
と
で
、
僧
侶

に
外
国
の
宗
教
・
文
化
に
つ
い
て
学
ぶ

機
会
を
持
た
せ
よ
う
と
い
う
意
図
も
見

え
る
。
こ
れ
も
ま
た
観
光
地
と
し
て
の

特
性
を
う
ま
く
利
用
し
た
も
の
で
、
海

外
に
行
か
な
く
と
も
僧
侶
の
外
国
事
情

研
修
や
宗
教
間
対
話
・
異
文
化
間
対
話

を
可
能
な
ら
し
め
る
機
能
も
そ
な
え
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
活
動
に
携
わ
ろ
う

と
す
る
僧
侶
は
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

外
国
語
の
能
力
を
身
に
つ
け
る
必
要
が

あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
外
国
人
に
仏
教

と
自
国
の
文
化
に
つ
い
て
話
し
、
種
々

の
質
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら

に
つ
い
て
の
確
固
と
し
た
知
識
も
身
に

付
け
る
必
要
が
あ
る
。モ
ン
ク
・
チ
ャ
ッ

ト
は
僧
侶
の
能
力
開
発
に
も
寄
与
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
タ
イ
の
僧

侶
た
ち
に
は
、
出
家
歴
が
長
い
者
で

あ
っ
て
も
、
将
来
的
に
は
還
俗
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
る
者
も
多
く
い
る
。
外

国
語
の
ス
キ
ル
が
あ
れ
ば
還
俗
後
の
生

活
の
心
配
も
少
な
く
な
る
。
こ
う
し
た

考
え
か
ら
、
こ
の
活
動
へ
の
参
加
を
通

し
て
外
国
語
の
学
習
に
熱
を
入
れ
る
僧

侶
も
少
な
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　文化祭でペットボトルのロケット発射実験を披露する少年僧たち
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全曹青インフォメーション

　

平
成
二
十
年
度
、
第
三
十
八
回
九
州

曹
洞
宗
青
年
会
総
会
熊
本
大
会
が
、
平

成
二
十
年
六
月
十
九
日
に
熊
本
市
ホ
テ

ル
キ
ャ
ッ
ス
ル
に
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

大
会
に
先
立
ち
執
行
部
会
、
理
事
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
九
州
曹

洞
宗
青
年
会
渕
会
長
が
導
師
を
務
め
、

各
県
曹
青
会
会
長
の
両
班
に
て
開
講
諷

経
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
、
松
田
副
会
長
よ
り
開

会
の
辞
が
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
渕
会
長

の
挨
拶
と
し
て
、
ま
ず
岩
手
・
宮
城
内

陸
地
震
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
サ
イ
ク
ロ
ン
災

害
、
中
国
四
川
大
地
震
な
ど
多
く
の
被

災
者
の
方
が
た
に
対
し
て
哀
悼
の
黙
祷

を
捧
げ
、
私
た
ち
は
多
く
の
犠
牲
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
を
自

覚
し
、
九
州
は
一
つ
と
し
て
共
に
研
鑽

す
る
場
に
し
た
い
旨
が
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
来
賓
の
全
国
曹
洞
宗
青

年
会
芳
村
元
悟
会
長
よ
り
祝
辞
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
長
選
出
に
よ
り
、
福
岡
曹

青
の
谷
山
隆
光
師
が
選
出
さ
れ
議
案
審

議
に
入
り
ま
し
た
。

　

第
一
号
議
案

　
　

平
成
十
九
年
度
事
業
報
告

　

第
二
号
議
案

　
　

平
成
十
九
年
度
会
計
報
告

　

第
参
号
議
案

　
　

平
成
十
九
年
度
会
計
監
査
報
告

　

第
四
号
議
案

　
　

平
成
二
十
年
度
事
業
計
画
案

　

第
五
号
議
案

　
　

平
成
二
十
年
度
予
算
案

　

第
六
号
議
案
と
し
て
は
、
会
を
よ
り

よ
く
運
営
す
る
た
め
九
州
曹
洞
宗
青
年

会
会
則
の
改
正
案
が
承
認
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
諸
連
絡
事
項
と
し
て
、
各

県
活
動
報
告
、
ま
た
、
全
国
曹
洞
宗

第
三
十
八
回 

九
州
曹
洞
宗
青
年
会
総
会 

熊
本
大
会
報
告

青
年
会
、
九
州
管
区
セ
ン
タ
ー
よ
り
あ

り
、
久
野
副
会
長
の
閉
会
の
辞
が
述
べ

ら
れ
、
第
三
十
八
回
九
州
曹
洞
宗
青
年

会
総
会
が
無
事
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
記
念
講
演
と
し
て
前

熊
本
県
知
事
、
熊
本
県
立
大
学
客
員

教
授
潮
谷
義
子
先
生
か
ら
「
３
Ｃ
を
自

分
の
物
と
し
て
」（ch

an
ge ch

an
ce 

ch
allen

ge

）
と
題
す
る
講
演
が
、
一

時
間
半
に
わ
た
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
内

容
は
、
自
然
災
害
や
縁
も
ゆ
か
り
も
な

い
人
殺
し
な
ど
、
か
つ
て
無
い
よ
う
な

時
代
で
あ
り
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る

ま
っ
た
だ
中
に
お
い
て
、
今
私
た
ち
が

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
何
を
な
す
べ

き
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
人
と
の

関
わ
り
合
い
の
中
か
ら
感
性
豊
か
な
人

間
性
へ
の
回
帰
が
必
要
で
、
人
間
の
歴

史
は
名
の
あ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
名

も
な
き
も
の
の
繋
ぐ
歴
史
で
あ
り
、
老

い
た
人
、
弱
き
人
を
知
り
、
差
別
の
な

い
社
会
を
作
る
事
の
大
切
さ
を
、
ご
自

身
の
経
験
か
ら
優
し
く
講
演
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
無
事

円
成
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
ろ
よ
り
参

加
者
の
皆
さ
ま
に
は
感
謝
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

ま
た
、
総
会
当
日
渕
会
長
の
発
案
の

も
と
、
会
場
に
災
害
被
災
者
へ
の
募
金

箱
が
設
け
ら
れ
、
皆
さ
ま
か
ら
募
金
の

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
日
、

集
ま
っ
た
募
金
八
万
五
千
六
百
七
十
二

円
は
、
八
月
十
一
日
付
け
で
「
日
本
赤

十
字
新
潟
支
部
」
へ
振
り
込
み
ま
し
た
。

新
潟
支
部
に
な
っ
た
理
由
は
、
締
め
切

り
の
関
係
で
新
潟
し
か
窓
口
が
残
っ
て

居
な
か
っ
た
た
め
で
す
。
ご
了
承
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
ろ
よ
く
募
金
に
、

ご
協
力
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ま
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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新

潟

県

曹
洞
宗
青
年
会

発　
　

足
：
昭
和
五
十
四
年

会　
　

長
：
佐
藤
英
俊

副 

会 

長
：
鷲
見
芳
正
・
竹
田
勝
映

　
　
　
　
　

五
十
嵐
英
紀

事
務
局
長
：
乙
川
文
英

事
務
局
次
長
：
小
池
宏
道
・
赤
羽
義
寛

会　
　

計
：
永
島
昌
英
・
笹
川
宗
行

会 

員 

数
：
正 

会 

員　

百
三
十
七
名

　
　
　
　
　

賛
助
会
員　

百
六
十
二
名

 

（
平
成
二
十
年
九
月
現
在
）

活動紹介

曹　洞
ユース

　

新
潟
県
曹
洞
宗
青
年
会
は
、
昭
和

五
十
三
年
十
一
月
、
県
内
各
地
の
青
年

会
代
表
が
集
ま
っ
て
発
足
し
た
連
絡
協

議
会
を
母
体
に
、
数
回
の
準
備
会
を
経

て
昭
和
五
十
四
年
四
月
に
設
立
さ
れ
ま

し
た
。

　

会
則
に
う
た
わ
れ
た
当
会
の
目
的
は

「
会
員
相
互
の
連
携
と
親
睦
の
中
に
洞

上
の
玄
風
を
学
び
、
教
化
の
指
針
を
探

り
、
実
践
活
動
を
通
し
て
健
全
な
社
会

づ
く
り
に
寄
与
す
る
」と
い
う
も
の
で
、

県
内
に
僧
籍
を
持
つ
四
十
五
歳
未
満
の

宗
侶
を
正
会
員
と
し
、
会
の
目
的
に
賛

同
し
協
力
し
て
下
さ
る
方
に
賛
助
会
員

と
し
て
御
支
援
い
た
だ
き
な
が
ら
活
動

し
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
、
当
会
が
定
例
行
事
と
し
て

行
っ
て
い
る
活
動
は
左
記
の
通
り
で
す
。

（
一
）
機
関
誌
『
海
潮
音
』
の
発
行

�

（
年
二
回
）

　

当
会
の
設
立
当
初
か
ら
継
続
し
て
発

行
さ
れ
て
お
り
、
正
会
員
・
賛
助
会
員

の
他
、
県
内
全
寺
院
に
配
布
さ
れ
て
い

ま
す
。
ペ
ー
ジ
数
は
十
二
ペ
ー
ジ
な
い

し
十
八
ペ
ー
ジ
で
、
四
年
ほ
ど
前
に
判

型
を
Ｂ
５
か
ら
Ａ
４
に
拡
大
、
最
近
、

表
紙
・
裏
表
紙
が
カ
ラ
ー
化
さ
れ
ま
し

た
。
内
容
は
、
青
年
会
の
活
動
報
告
や

会
員
の
動
静
に
加
え
、
県
内
・
県
外
の

御
老
師
方
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
特

集
記
事
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（
二
）
使
用
済
み
蝋
燭
回
収
事
業

　

平
成
十
三
年
よ
り
、
使
用
済
み
蝋
燭

の
回
収
を
行
っ
て
い
ま
す
。
回
収
し
た

蝋
燭
は
、
新
潟
市
内
の
知
的
障
害
者
授

産
施
設
に

提
供
し
、

そ
こ
で
行

わ
れ
て
い

る
キ
ャ
ン

ド
ル
生
産

作
業
の
原

料
と
な
り

ま
す
。

（
三
）
参
学
会

　

平
成
十
六
年
、
二
十
五
周
年
記
念
事

業
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
正
法
眼
蔵
参
学

会
」
が
三
回
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
、『
正
法
眼
蔵
』
の
講
義

提
唱
を
拝
聴
す
る
他
、拝
読
・
拝
書
（
対

象
と
な
る
巻
を
分
担
し
て
書
写
す
る
）

を
行
ず
る
こ
と
に
よ
り
、『
正
法
眼
蔵
』

に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
か
ろ
う
と
い
う
も
の

で
す
。
こ
の
参
学
会
が
会
員
に
好
評

だ
っ
た
た
め
、
翌
年
度
以
降
も
、
内
容

や
形
式
を
少
し
ず
つ
変
え
な
が
ら
、
毎

年
開
催
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

（
四
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
運
用

　

二
十
五
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し

て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
。

平
成
十
九
年
に
発
生
し
た
新
潟
県
中
越

沖
地
震
の
際
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
の
報
告
の
場
と
し
て
一
定
の
活
用
が

さ
れ
ま
し
た
が
、
最
近
は
更
新
が
滞
っ

て
お
り
、
継
続
し
て
運
用
す
る
こ
と
の

難
し
さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

h
ttp
://w
w
w
.n
iigataso

sei.jp
/

（
五
）
親
睦
ス
ポ
ー
ツ
大
会

　

県
内
の
各
地
域
青
年
会
が
中
心
と

な
っ
て
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
チ
ー
ム
を
作

り
、対
抗
戦
を
行
い
ま
す
。元
甲
子
園
球

児
を
擁
す

る
チ
ー
ム

が
あ
る
か

と
思
え
ば
、

他
チ
ー
ム

か
ら
助
っ

人
を
迎
え

て
よ
う
や

く
九
人
揃

う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
り
と
さ
ま
ざ
ま
で

す
が
、
チ
ー
ム
間
に
見
た
目
ほ
ど
の
実

力
差
は
な
い
よ
う
で
、
ど
の
試
合
も
見

応
え
の
あ
る
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
と
な
り

ま
す
。

（
六
）
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

　

歓
送
迎
会
を
兼
ね
た
ボ
ウ
リ
ン
グ
大

会
は
、
定
例
総
会
よ
り
も
大
勢
が
参
加

す
る
（
こ
れ
は
誇
る
べ
き
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
）
当
会
最
大
の
定
例
イ
ベ

ン
ト
で
す
。
こ
の
大
会
に
向
け
て
日
夜

練
習
に
励
み
、
マ
イ
シ
ュ
ー
ズ
、
マ
イ

ボ
ー
ル
持
参
で
試
合
に
臨
む
会
員
も
い

ま
す
が
、
こ
う
い
う
会
員
が
上
位
を
独

占
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
が
楽
し
い
と

こ
ろ
で
す
。

（
七
）
研
修
旅
行

　

約
二
年
に
一
度
、
国
内
外
各
地
へ
の

研
修
旅
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
年
は

大
本
山
總

持
寺
祖
院

に
拝
登
し
、

震
災
の
被

害
と
復
興

状
況
を
自

ら
の
目
で

確
認
し
ま

し
た
。

　

ま
た
、
境
内
整
備
の
進
む
御
誕
生
寺

を
訪
ね
、
板
橋
禅
師
様
に
親
し
く
お
言

葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
入
会
間
も
な

い
若
い
会
員
の
中
に
は
、
研
修
旅
行
で

先
輩
と
寝
食
を
共
に
し
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、
青
年
会
の
活
動
に
気
楽
に
参

加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
声
も
多

く
聞
か
れ
ま
す
。

（
八
）
周
年
事
業

　

五
年
に
一
度
、
周
年
事
業
を
行
っ
て

い
ま
す
。
平
成
十
六
年
度
に
は
二
十
五

周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
市
民
参
加
型

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「
ブ
ッ
ダ
」
を
制
作
・

上
演
し
た
他
、
前
述
の
「
正
法
眼
蔵
参

学
会
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
平
成

二
十
一
年
度
に
は
三
十
周
年
記
念
事
業

が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

新
潟
県
は
全
都
道
府
県
中
第
五
位
の

面
積
を
持
ち
、
端
か
ら
端
ま
で
移
動
す

る
に
は
高
速
道
路
を
利
用
し
て
も
三
時

間
以
上
か
か
り
ま
す
。
県
内
に
は
四
つ

の
宗
務
所
が
あ
り
、
四
宗
務
所
合
わ
せ

て
約
八
百
ヶ
寺
の
寺
院
が
あ
り
ま
す
。

面
積
も
広
く
、
宗
務
所
も
寺
院
数
も
多

い
た
め
、
県
内
全
域
の
宗
侶
が
と
も
に

活
動
す
る
と
い
う
機
会
は
ま
ず
あ
り
ま

せ
ん
。

　

そ
ん
な
中
、
宗
務
所
の
枠
を
超
え
て

集
う
こ
と
が
で
き
る
当
会
の
存
在
意
義

は
た
い
へ
ん
大
き
な
も
の
で
あ
る
と
自

負
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
、
県
内
の
青
年
宗
侶
が
お
互

い
に
つ
な
が
り
、
そ
の
絆
を
よ
り
強
く

で
き
る
よ
う
、
結
集
し
、
語
り
合
い
、

自
覚
し
つ
つ
着
実
に
活
動
し
て
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

使用済み蝋燭から作られたキャンドル

結跏趺坐で『正法眼蔵』を拝読

一球入魂御誕生寺にて板橋禅師様の御垂示を受ける

�



全曹青インフォメーション

　

佐
賀
県
曹
洞
宗
青
年
会
は
昭
和

四
十
一
年
か
ら
青
年
僧
に
よ
る
和
合
と

研
鑽
を
目
的
と
し
、
先
輩
諸
師
の
努
力

と
熱
意
に
よ
り
、
今
日
ま
で
受
け
継
が

れ
て
き
ま
し
た
。
翌
昭
和
四
十
二
年
七

月
に
は
、第
一
回
の「
緑
蔭
禅
の
集
い
」

が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
活
発
な
活
動
を

通
し
、
会
と
し
て
の
組
織
の
拡
充
、
運

営
の
基
盤
が
築
か
れ
ま
し
た
。
創
設
以

来
四
十
二
年
、
そ
の
間
の
「
緑
蔭
禅
の

集
い
」を
は
じ
め「
祖
録
を
繙
く
会
」「
托

鉢
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
と
も

に
行
わ
れ
た
各
種
行
事
や
活
動
は
、
先

輩
会
員
の
方
が
た
の
情
熱
と
想
像
力
の

結
集
で
あ
り
、
積
極
的
な
参
加
に
よ

り
、
そ
の
経
験
を
通
し
、
会
員
相
互
に

一
人
の
僧
侶
と
し
て
研
鑽
を
深
め
、
寺

佐

賀

県

曹
洞
宗
青
年
会

会　
　

長
：
廣
瀬
正
紹

副 

会 

長
：
平
川
康
喜
・
金
子
哲
之

　
　
　
　
　

板
橋
俊
道

事
務
局
長
：
川
崎
節
雄

会　
　

計
：
福
地
春
雄

会 

員 

数
：
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活動紹介

曹　洞
ユース

院
で
の
布
教
活
動
に
活
か
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
会
員
数
の
減
少
な
ど
時
代
の
変

化
と
と
も
に
い
く
つ
か
問
題
も
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
か
ら
も
積
極
的
な
活
動
を

続
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
会
員
は
六
十
名
、
佐
賀
県
と

い
う
地
理
的
な
優
位
性
（
端
か
ら
端
ま

で
行
っ
て
も
車
で
二
時
間
以
内
）
を
生

か
し
、
全
会
員
を
対
象
と
し
た
行
事
、

研
修
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

県
内
を
佐
賀
・
杵
藤
・
唐
松
伊
の
三

地
区
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
企
画

運
営
す
る
三
地
区
研
修
会
で
は
、
三
仏

忌
の
法
要
な
ど
、
そ
の
地
域
・
時
節
の

特
長
を
生
か
し
た
研
修
会
を
開
催
し
ま

す
。
昨
年
は
、
消
防
署
よ
り
講
師
を
お

招
き
し
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
っ
た
救
命
救
急

講
習
会
を
開
催
し
、
実
技
を
交
え
意
義

深
い
講
習
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
時

代
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
会
が
企

画
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
向

陽
園
」
の
訪
問
は
毎
月
の
恒
例
行
事
と

し
て
、
会
員
が
交
代
で
訪
問
し
、
法
要

と
法
話
、
そ
し
て
入
所
者
の
方
が
た
と

の
茶
話
会
を
通
し
、
布
教
伝
道
の
実
践

練
習
の
場
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
毎
年
三
月
に
は
施
食
会
、
そ
の

後
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
懇
親
会
を
開
き
交
流

を
深
め
て
い
ま
す
。

　

昭
和
五
十
六
年
に
第
一
回
が
開
催
さ

れ
た「
祖
録
を
繙
く
会
」で
は
先
学
の
ご

老
師
を
お
迎
え
し
、
我
々
僧
侶
の
規
範

と
な
る
祖
録
の
研
修
を
行
い
ま
す
。『
正

法
眼
蔵
』
な
ど
特
定
の
祖
録
に
限
定
せ

ず
、
そ
の
と
き
興
味
の
あ
る
祖
録
を
選

び
、
企
画
し
て
い
ま
す
。
今
回
二
十
六

回
目
の
開
催
と
な
る「
祖
録
を
繙
く
会
」

は
来
年
の
二
月
に
開
催
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。
内
容
は
「
お
袈
裟
に
つ
い
て

学
ぶ
」
と
題
し
、
お
袈
裟
に
関
す
る
祖

録
を
学
び
、
実
際
に
絡
子
を
縫
い
上
げ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
「
緑
蔭
禅
の
集
い
」
は
八
月
最
後
の

週
末
に
開
催
し
、
主
催
・
企
画
・
運
営

を
し
な
が
ら
参
禅
者
と
一
緒
に
坐
禅
を

始
め
と
し
た
行
持
を
行
じ
な
が
ら
、
自

ら
を
見
つ
め
な
お
す
研
修
の
場
で
あ
り

ま
す
。
昨
年
四
十
回
の
開
催
を
迎
え
、

今
年
八
月
三
十
日
に
は
四
十
周
年
記
念

講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
現
代
社
会

は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
、
そ
の
根

本
的
な
解
決
方
法
は
ま
だ
見
出
せ
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
方
で
仏

教
に
求
め
ら
れ
る
働
き
は
ま
す
ま
す
葬

式
・
法
事
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ

の
現
状
に
対
し
、
も
っ
と
仏
教
本
来
の

働
き
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
こ
ん
な

現
代
に
あ
っ
て
こ
そ
仏
教
本
来
の
働
き

こ
そ
有
効
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
情
報

と
し
て
発
信
し
た
い
と
の
強
い
思
い
か

ら
、
テ
ー
マ
を
「
こ
こ
ろ
の
予
防
接
種

～
今
、
あ
な
た
に
必
要
な
心
の
ワ
ク
チ

ン
～
」
と
し
、
講
師
に
長
崎
県
禅
心
寺

ご
住
職
、
金
子
眞
介
老
師
、
東
京
青
松

寺
サ
ン
ガ
所
属
で
、
ス
リ
ラ
ン
カ
国
籍

の
留
学
僧
ラ
ブ
ガ
マ
・
ナ
ー
ラ
ダ
師
を

お
迎
え
し
ま
し
た
。
仏
教
本
来
の
働
き

を
考
え
た
時
、
医
療
に
例
え
る
な
ら
そ

れ
は
ま
さ
に
ワ
ク
チ
ン
の
よ
う
な
働
き

で
は
な
い
か
、
特
に
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑

に
満
ち
た
現
代
に
あ
っ
て
は
、
初
め
て

目
の
当
た
り
に
す
る
諸
問
題
に
対
し
て

適
切
な
判
断
を
す
る
た
め
に
は
そ
れ
な

り
の
準
備
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

準
備
を
整
え
る
時
有
効
な
働
き
を
す
る

の
が
仏
教
と
い
う
ワ
ク
チ
ン
で
あ
り
、

現
代
に
あ
っ
て
こ
そ
必
要
な
機
能
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
日
の
様
子
に
つ

き
ま
し
て
は
、
当
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

四
十
一
回
目
の
開
催
は
暑
い
八
月
の
時

期
を
避
け
、
十
月
の
予
定
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
定
期
総
会
、
球
技
大

会
な
ど
の
行
事
を
通
し
青
年
僧
に
よ
る

和
合
と
研
鑽
を
深
め
、
僧
侶
と
し
て
そ

の
先
に
あ
る
仏
教
を
現
代
に
伝
え
、
後

世
へ
と
受
け
継
ぐ
た
め
、
そ
の
力
を
蓄

え
る
た
め
に
青
年
会
活
動
の
場
で
は
失

敗
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、と
も
に
経
験
・

智
慧
を
結
集
し
、
そ
し
て
共
有
し
活
動

で
き
る
会
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。�

合
掌

金子眞介老師

ラブガマ・ナーラダ師

40周年記念講演会

緑蔭禅の集い
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委
員
会
紹
介

法

式

委

員

会

　

我
々
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
法
式
委
員

会
で
は
、
第
十
五
期
に
現
行
の
委
員
会

名
に
改
め
ら
れ
て
か
ら
、毎
期
毎
に「
Ｄ

Ｉ
Ｇ
Ｉ
そ
う
せ
い
」
と
い
う
、
映
像
に

よ
る
法
式
の
資
料
を
頒
布
し
て
参
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
世
間
一
般
に
Ｄ
Ｖ
Ｄ

が
広
く
普
及
し
始
め
た
こ
と
を
鑑
み
、

今
後
は
、
差
定
集
や
音
声
に
よ
る
資
料

を
統
合
し
て
、
映
像
で
残
す
方
が
、
よ

り
伝
わ
り
や
す
く
、
ま
た
、
学
べ
る
こ

と
も
多
い
と
考
え
た
た
め
で
す
。ま
た
、

我
々
の
活
動
に
前
後
す
る
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
出
版
社
や
、
各
地
の
宗
務

所
・
青
年
会
な
ど
か
ら
も
、
映
像
に
よ

る
法
式
資
料
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
に
は
、
明
ら
か
に
我
々
の
用

い
た
技
法
が
応
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

見
る
に
付
け
、
決
し
て
無
駄
な
事
業
と

は
な
っ
て
い
な
い
と
確
信
を
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　

第
十
五
期
に
は
『
萬
燈
供
養
の
手
引

き
』、
そ
し
て
第
十
六
期
に
は
『
祈
祷

太
鼓
の
手
引
き
』
を
刊
行
・
頒
布
し
、

そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
皆
さ
ま
が
手
に
と
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
た
い
へ
ん
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
今
期

は
『
声
明
の
手
引
き
』
を
制
作
し
て
お

り
、
現
在
、
編
集
作
業
の
最
後
の
段
階

に
来
て
お
り
ま
す
。

　
『
声
明
の
手
引
き
』
は
、
監
修
と
し

て
大
本
山
永
平
寺
副
監
院
・
春
木
龍
仙

老
師
を
拝
請
し
、
御
老
師
に
は
合
わ
せ

て
、
声
明
を
お
唱
え
い
た
だ
き
、
そ
れ

を
練
習
用
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
収
録

し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
無
論
、各
地
域
や
、

あ
る
い
は
ご
自
分
が
お
就
き
に
な
っ
た

師
に
よ
っ
て
、
声
明
の
唱
え
方
も
相
違

し
て
い
る
こ
と
は
存
じ
て
お
り
ま
す

が
、
そ
う
い
う
習
学
機
会
を
得
る
こ
と

な
く
、
そ
し
て
、
今
後
自
坊
や
地
域
の

法
要
で
声
明
を
取
り
入
れ
た
い
と
思
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
多
少
な
り
と
も
そ

の
学
習
に
寄
与
す
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

現
行
の
宗
門
が
声
明
を
使
用
し
て
い

る
法
要
は
、
布
薩
・
懺
法
・
講
式
な
ど

が
あ
り
、
さ
ら
に
施
食
会
や
葬
儀
の
場

な
ど
で
行
わ
れ
る
念
誦
に
も
用
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
講
式
以
外
は
、
本
来
の
中

国
の
禅
宗
寺
院
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
、
例
え
ば
中
国
叢
林
の

作
法
を
お
伝
え
に
な
っ
た
道
元
禅
師
に

も
声
明
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
出

来
ま
す
。
ま
た
『
羅
漢
供
養
講
式
』
の

式
文
と
い
わ
れ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る

状
況
か
ら
は
、
当
時
の
日
本
で
天
台
宗

や
真
言
宗
が
行
っ
て
い
た
「
講
式
」
を

取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す

し
、「
或
は
施
主
巡
堂
の
あ
ひ
だ
、
梵

音
あ
り
。」（『
正
法
眼
蔵
』「
看
経
」
巻
）

と
い
う
記
述
か
ら
は
、
施
主
供
養
で
施

主
が
巡
堂
し
て
い
る
間
、
維
那
か
唄
師

が
僧
堂
に
い
て
、
声
明
を
用
い
て
供
養

文
な
ど
を
唱
え
て
い
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
ま
す
。

　

ま
た
、
瑩
山
禅
師
に
お
か
れ
ま
し
て

も
、
施
主
供
養
の
際
の
梵
唄
、
あ
る
い

は
僧
堂
で
喫
飯
す
る
際
の
後
唄
な
ど
、

体
系
化
さ
れ
た
形
で
叢
林
に
声
明
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
我
々
自
身
が
法

事
・
葬
儀
な
ど
施
主
の
供
養
に
お
い
て

声
明
を
用
い
る
こ
と
は
、
古
来
か
ら
等

し
く
修
行
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き

で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
各

地
域
で
熱
心
に
行
わ
れ
て
い
る
懺
法
や

歎
仏
な
ど
、
多
く
の
僧
侶
に
よ
っ
て
、

長
時
間
の
法
要
を
行
う
こ
と
は
、
布
教

教
化
に
お
い
て
重
大
な
意
義
が
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
し
、
ま
た
、
日
常
の
檀
務

に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
で
は
後
者
の

役
目
を
、
多
く
の
場
合
「
梅
花
流
詠
讃

歌
」
が
担
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思

い
ま
す
が
、そ
れ
に
合
わ
せ
て
声
明
も
、

諸
仏
の
勧
請
や
、
あ
る
い
は
式
文
に
節

を
付
け
て
詠
む
こ
と
で
、
ま
た
普
段
の

空
気
と
は
質
感
の
異
な
る
厳
粛
さ
を
醸

し
出
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ

こ
そ
、
古
来
の
式
文
詠
読
の
姿
で
も
あ

り
ま
す
。
今
後
、
必
要
と
さ
れ
る
法
式

Ｄ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
そ
う
せ
い 

『
声
明
の
手
引
き
』

春木副監院老師と桑山副委員長

壱岐歎仏のサンテン
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に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
今
回
は
新
潟
県
内
で
行
わ

れ
て
い
る
観
音
懺
法
の
一
例
と
い
う
こ

と
で
、
新
潟
県
内
で
の
撮
影
を
行
い
ま

し
た
。
ま
た
、
長
崎
県
壱
岐
島
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
壱
岐
歎
仏
に
つ
い
て
も
、

「
お
十
夜
」
と
呼
ば
れ
る
法
要
の
様
子

を
収
録
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
全
曹
青
と

し
て
、
全
国
の
行
持
作
法
を
収
録
す
る

の
は
、
勤
め
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。
合
わ

せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
委
員
長
と
し
て
個
人
的
に
心

残
り
な
の
は
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
な

宗
門
に
お
け
る
声
明
史
、
あ
る
い
は
法

要
の
歴
史
的
研
究
に
つ
い
て
、
今
期
の

活
動
で
ほ
と
ん
ど
踏
み
込
む
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
今
の
よ
う
な
現
場
の
技
術
を
重
視

す
る
傾
向
に
加
え
、
さ
ら
に
檀
信
徒
に

対
し
て
「
な
ぜ
、
こ
の
法
要
を
行
う
の

か
」
と
い
う
情
報
開
示
を
進
め
て
い
く

た
め
に
も
、
必
ず
や
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
今
回
は
我
々
の
力
及
ば

ず
、
中
途
半
端
な
成
果
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
懸
案
事

項
を
補
完
す
る
べ
く
、
当
委
員
会
主
催

で
「
声
明
講
習
会
」
を
行
い
、
講
師
の

先
生
に
そ
の
点
の
ご
説
明
な
ど
を
十
月

末
に
お
願
い
す
る
予
定
で
す
。
そ
の
詳

細
は
、
別
に
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
在
の
予
定
と
し
て
は
、『
声
明
の

手
引
き
』
は
次
回
の
評
議
員
会
を
も
っ

て
、
頒
布
の
募
集
を
開
始
し
、
年
度
内

に
は
皆
さ
ま
の
お
手
元
に
届
く
こ
と
を

目
標
に
し
て
お
り
ま
す
。
正
式
な
発
表

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ご
関
心
を
持
っ

て
い
た
だ
き
、
是
非
と
も
頒
布
事
業
に

ご
協
力
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で

す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

委 

員 

長
・
菅　

原　

研　

洲

�

（
宮
城
県
曹
青
）

今
回
の
「
声

明
」
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で

す
が
、
こ
れ
ま

で
の
「
萬
燈
供

養
」「
祈
祷
太
鼓
」
と
、
先
輩
方
が

作
り
上
げ
て
き
た
作
品
同
様
、
皆
さ

ま
の
お
役
に
立
て
る
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。

副
委
員
長
・
桑　

山　

良　

規

�

（
和
歌
山
県
曹
青
）

宗
門
の
声
明
を

参
究
す
る
と
と

も
に
、
法
式
委

員
会
で
は
、
次

世
代
に
向
け
て
の
新
た
な
展
開
可
能

性
を
も
念
頭
に
置
き
、
事
業
を
進
め

て
ま
い
り
ま
し
た
。
声
明
が
よ
り
広

く
身
近
に
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

会　
　

計
・
市　

川　

輝　

博

�
（
静
岡
県
第
一
曹
青
）

法
式
作
法
、
行

持
進
退
法
を
青

年
宗
侶
ら
し
い

も
の
の
見
方
で

と
ら
え
、
映
像
資
料
に
よ
っ
て
わ
か

り
や
す
く
体
得
で
き
る
よ
う
な
も
の

を
提
供
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

委　
　

員
・
光　

英　

覚　

法

�

（
福
島
県
曹
青
）

「
声
明
」
を
通

じ
て
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
を
学
ば

せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
の
ご
縁
を
大
切
に
微
力

な
が
ら
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

委　
　

員
・
永　

島　

昌　

英

�

（
新
潟
県
曹
青
）

こ
の
た
び
は
ご

縁
を
い
た
だ
き

法
式
委
員
と
い

う
役
に
当
た
ら

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
微
力
な

が
ら
全
力
で
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

委　
　

員
・
森　

永　

良　

徳

�

（
佐
賀
県
曹
青
）

私
が
、
法
式
委

員
と
し
て
の
活

動
で
、
主
に
勉

強
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
の
は
壱
岐
歎
仏
で
す
。
先

輩
の
方
が
た
が
若
い
僧
侶
に
鳴
ら
し

物
や
主
賛
の
や
り
方
を
惜
し
み
な
く

教
え
ら
れ
る
姿
に
感
動
し
、
改
め
て

自
分
が
青
年
僧
と
い
う
恵
ま
れ
た
立

場
に
い
る
事
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

講　　師：東京都永見寺住職・葛西好雄先生
日　　時：平成20年10月28日（火）14時から（90分程度）
場　　所：東京都港区２－４－７　青松寺様御山内
　　　　　交通アクセスなどは右のサイトをご参照下さい → http://www5.ocn.ne.jp/~seishoji/
費　　用：無　料
参加方法： 事前に資料などを作る関係から、出席希望の方はあらかじめご連絡下さい。下記の委員長の

連絡先、またはお知り合いの法式委員にお伝えください。
　　　　　　　電　話：０９０ー８７８２ー２６１７〈委員長・菅原研洲〉
　　　　　　　メール：tenjin95@mail.goo.ne.jp（同上）

声
明
講
習
会
の
お
知
ら
せ

各
委
員
コ
メ
ン
ト

観音懺法（新潟県の一例）の様子

全曹青インフォメーション
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渡
来

僧
が伝

えた明代の曹

洞
禅

そ
う
と う 衆 列

伝

山
忌
法
要
が
盛
大
に
営
ま
れ
る
と
い

う
。

　

参
考
資
料
に
は
浅
野
斧
山
編
『
東

皐
全
集
』
の
他
、
永
井
政
之
氏
の
論

攷
「
東
皐
心
越
研
究
序
説
」
等
が
詳

し
い
。
ま
た
、
杉
村
英
治
著
『
望
郷

の
詩
僧―

東
皐
心
越
』、
書
画
・
篆

刻
収
録
の
茨
城
県
立
歴
史
館
「
特
別

陳
列　

東
皐
心
越
」
な
ど
が
あ
る
。

　

昨
年
中
国
へ
赴
き
、
寿
昌
派
関
連

寺
院
を
訪
ね
る
機
会
が
あ
っ
た
。
南

京
の
天
界
寺
跡
は
幼
稚
園
と
な
っ
て

い
た
が
、
住
民
の
寺
院
復
興
の
強
い

願
い
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
西
湖
畔

の
永
福
寺
は
近
年
整
備
さ
れ
、
さ
な

が
ら
テ
ー
マ
パ
ー
ク
か
と
の
印
象
を

受
け
つ
つ
も
、
寺
院
復
興
を
眼
に
感

慨
一
入
で
あ
っ
た
。

に
は
現
在
の
群
馬
県
高
崎
市
に
少
林
山

達
磨
寺
を
開
創
、
東
皐
を
勧
請
開
山
と

し
た
。
な
お
、
こ
の
寺
で
有
名
な
「
縁

起
だ
る
ま
」
は
東
皐
の
達
磨
図
を
手
本

に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
天
徳
寺
は
、

第
四
世
大
寂
界
仙
の
代

に
寿
昌
山
祇
園

文 

・ 

小
早
川
浩
大（
こ
ば
や
か
わ 

こ
う
だ
い
）

一
九
六
八（
昭
和
四
十
三
）年
、
神
奈
川
生

ま
れ
。
駒
澤
大
学
博
士
後
期
課
程
単
位
取

得
満
期
退
学
。
現
在
、
曹
洞
宗
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
宗
学
研
究
部
門
研
究
員
。
神
奈

川
県
小
田
原
市
大
長
院
住
職
。

画 
・ 
山
田　

剛
弥（
や
ま
だ 

た
か
ひ
ろ
）

東と

う

皐こ
う

心し
ん

越え
つ

（
一
六
三
九
～
一
六
九
五
）

は
、
心し

ん

越え
つ

興こ
う

儔ち
ゅ
う

と
し
て
も
知
ら

れ
、
江
戸
初
期
に
曹
洞
宗
寿
昌
派
を
伝

来
し
、
後
に
寿
昌
派
の
祖
と
仰
が
れ
た

渡
来
僧
で
あ
る
。
寿
昌
派
は
明
代
の
無む

明
み
ょ
う

慧え

経き
ょ
う

を
派
祖
と
し
、
南
京
天
界
寺

覚か
く

浪ろ
う

道ど
う

盛せ
い

に
連
な
る
法
系
で
、
そ
の
派

名
は
江
西
省
建
昌
府
寿
昌
寺
に
由
来
す

る
。

　

明
崇
禎
十
二
年
、
浙
江
省
金
華
府

生
ま
れ
。
皐こ

う

亭て
い

山さ
ん

翠す
い

微び

寺じ

に
て
覚
浪
の

法は
っ

嗣す

濶か
つ

堂ど
う

大だ
い

文ぶ
ん

に
参
じ
三
十
二
才
で

得
法
、
杭
州
西
湖
畔
の
永
福
寺
に
住
し

た
。
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
三
十
九

才
の
時
、
長
崎
興
福
寺
第
四
世
澄ち

ん

一い

覚か
く

亮り
ょ
うの

招
し
ょ
う

聘へ
い

に
よ
り
来
朝
す
る
。
延
宝
八

年
の
『
日
本
来
由
両
宗
明
弁
』
に
は
、

明
末
の
兵
火
を
避
け
る
為
や
日
本
で

改
宗
を
迫
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ

る
。
長
崎
で
は
四
年
を
過
ご
し
、
京
都

宇
治
の
黄
檗
山
木も

く

菴あ
ん

性
し
ょ
う

瑫と
う

、
興
聖
寺

梅ば
い

峰ほ
う

竺じ
く

信し
ん

に
も
参
謁
し
た
。
天
和
元
年

（
一
六
八
一
）、
儒
学
者
朱し

ゅ

舜
し
ゅ
ん

水す
い

門
下

今い
ま

井い

弘こ
う

済さ
い

の
仲
介
に
よ
り
水み

戸と

光み
つ

圀く
に

に

招
か
れ
、
江
戸
の
水
戸
藩
別べ

っ

墅し
ょ

へ
と
移

る
。
積
極
的
に
異
文
化
を
取
り
入
れ
る

光
圀
の
姿
勢
が
こ
こ
に
窺
わ
れ
る
。
滞

在
中
は
独ど

く

庵あ
ん

玄げ
ん

光こ
う

、
天て

ん

桂け
い

伝で
ん

尊そ
ん

と
相
見

し
、
版は

ん

橈
ぎ
ょ
う

晃こ
う

全ぜ
ん

と
も
交
流
を
も
っ
た
。

天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
水
戸
へ
移

り
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
五
十
四

才
の
時
、
岱た

い

宗そ
う

山ざ
ん

天て
ん

徳と
く

寺じ

に
て
連れ

ん

山ざ
ん

交こ
う

易え
き

ら
の
参
列
の
も
と
に
開
堂
、
元
禄
八

年
（
一
六
九
五
）、
五
十
七
才
の
遷
化

ま
で
接
化
し
た
。
文
化
人
と
し
て
の
一

面
も
持
ち
、
書
画
や
篆
刻
が
多
数
現
存

し
、篆
刻
字
典『
韻
府
古
篆
彙
選
』

を
将
来
し
た
。
ま
た
、

寺
と
改
称
さ

れ
、
開
基
を

水
戸
光
圀
、
開
山
に
東
皐
を
迎
え
寿
昌

派
総
本
山
と
し
て
独
立
し
、
以
後
、
明

治
に
日
本
曹
洞
宗
所
属
と
な
る
ま
で
七

堂
伽
藍
に
五
つ
の
塔
頭
を
持
つ
中
国
曹

洞
禅
宣
揚
の
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
年
十
一
月
、
祇
園
寺
に
て
開

〒 ‐  札幌市北区北 条西 丁目 防災ビルB1
ＴＥＬ（011）716‐4813
ＦＡＸ（011）716‐4818

chuou-design@bz01.plala.or.jp

琴
や
琴
譜
を
将
来
、『
東
皐
琴

譜
』
を
撰
す
る
な
ど
「
琴
楽
の
再
興
」

と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

　

遷
化
後
、
明み

ん

音お
ん

に
よ
る
読
経
や
念
仏

併
修
と
い
っ
た
明
代
曹
洞
禅
は
会え

下か

へ

と
引
き
継
が
れ
た
。
法
嗣
天て

ん

湫
し
ゅ
う

法ほ
う

澧れ
い

は
師
の
行
法
を
『
寿
昌
清
規
』
と
し
て

編
集
し
、ま
た
、元
禄
十
年（
一
六
九
七
）

東
と う

 皐
こ う

 心
し ん

 越
え つ
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た
と
き
か
ら
で
し
た
。
寺
族
会
と
い

う
団
体
が
あ
る
の
も
こ
の
と
き
知
り

ま
し
た
。

　

添
削
さ
れ
て
戻
っ
て
く
る
レ
ポ
ー

ト
を
見
な
が
ら
義
母
は
、『
こ
れ
も

あ
な
た
の
沢
山
の
つ
な
が
り
の
一
つ

と
思
え
ば
力
も
抜
け
る
も
の
よ
』と
、

ま
た
素
敵
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
ま

し
た
。
そ
の
義
母
と
い
え
ば
お
寺
育

ち
で
な
ん
で
も
知
っ
て
い
る
、
尊
敬

す
べ
き
寺
族
の
先
輩
。
そ
し
て
多
趣

味
で
知
恵
袋
の
よ
う
な
女
性
で
す
。

　

も
と
よ
り
何
に
で
も
興
味
を
持
つ

私
で
し
た
の
で
、

義
母
と
と
も
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ま
っ

し
ぐ
ら
の
二
十
九

年
間
を
過
ご
し
て

き
ま
し
た
。

　

大
好
き
な
料
理

を
色
々
な
年
代
の

人
に
教
え
た
り
、

反
対
に
教
え
て
も

ら
っ
た
り
し
な
が

ら
、
檀
家
以
外
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
や

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と

も
友
達
に
な
り
ま

し
た
。

　

環
境
問
題
で
は

Ｅ
Ｍ
菌
（
有
用
性

微
生
物
群
）
を
利

用
し
て
水
環
境
の

浄
化
を
進
め
て
い
る
“
い
も
っ
こ
～

思
い
は
伊
勢
湾
に
、
行
動
は
台
所
か

ら
‼
～
”
に
共
感
し
、
今
で
は
小
学

校
の
環
境
学
習
に
入
り
子
ど
も
た
ち

と
も
楽
し
く
学
習
し
て
い
ま
す
。

　
「
お
誘
い
が
あ
る
と
き
が
一
番
な

ん
で
も
出
来
る
と
き
だ
よ
」

　

よ
く
義
父
が
言
っ
て
く
れ
た
言
葉

で
す
。

　

今
は
亡
き
義
父
で
す
が
、
義
父
が

背
中
を
押
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
今

の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

後
継
者
を
育
て
て
い
く
私
た
ち
寺

族
は
、
住
職
と
協
力
し
合
い
な
が
ら

男
女
の
違
い
に
関
係
な
く
、
お
互
い

を
一
人
の
尊
敬
す
べ
き
人
間
と
し
て

育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

今
、寺
族
と
し
て
、こ
う
し
て
育
っ

て
い
く
青
年
僧
の
た
め
に
も
寺
族
自

身
が
宗
制
の
中
で
の
寺
族
を
ま
ず
知

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
何

が
お
か
し
い
の
か
を
話
し
合
え
る
場

を
作
る
こ
と
で
す
。

　

不
平
不
満
の
毎
日
を
子
ど
も
達
に

見
せ
る
よ
り
、
自
分
の
思
い
を
し
っ

か
り
伝
え
て
、
反
対
に
、
寺
の
生
活

を
楽
し
む
方
法
を
見
つ
け
る
ほ
う
が
、

こ
れ
か
ら
育
っ
て
い
く
若
い
寺
族
の

た
め
に
も
な
る
と
思
う
か
ら
で
す
。

　
「
え
‼　
お
寺
だ
っ
た
ん
だ
‼
」

　

こ
れ
が
三
十
年
前
の
私
の
第
一
声

で
し
た
。

　

初
め
て
遊
び
に
行
っ
た
そ
こ
に

は
、
な
ん
と
立
派
な
山
門
が
あ
る
で

は
な
い
で
す
か
‼

　

私
が
危
惧
し
た
と
お
り
、
そ
こ
か

ら
家
族
の
結
婚
へ
の
反
対
の
声
が
起

こ
り
始
め
ま
し
た
。

　

自
衛
官
の
父
を
持
つ
家
族
に
育
っ

た
私
と
、
世
間
か
ら
見
れ
ば
し
き
た

り
や
お
付
き
合
い
に
厳
し
い
と
い
う

印
象
の
お
寺
へ
の
結
婚
は
わ
ざ
わ
ざ

苦
労
し
に
行
く
よ
う
な
も
の
。
こ
れ

が
家
族
の
言
う
反
対
の
理
由
で
し

た
。

　

家
族
の
言
う
よ
う
に
、
や
は
り
私

自
身
悩
み
ま
し
た
。
で
も
そ
の
悩
み

を
吹
き
飛
ば
し
て
く
れ
た
の
は
義
母

の
『
自
分
の
体
も
思
う
よ
う
に
な
ら

な
い
の
に
、
あ
な
た
の
気
持
ち
や
心

ま
で
私
の
思
う
よ
う
に
は
し
な
い
か

ら
、
今
の
あ
な
た
で
い
い
で
す
よ
』

と
い
う
、
こ
の
一
言
で
し
た
。

　

当
初
は
“
寺
族
”
と
い
う
言
葉
も

知
ら
な
い
在
家
か
ら
の
お
嫁
さ
ん
と

い
う
こ
と
で
、
檀
家
の
親
切
な
奥
さ

ん
達
が
、
私
が
お
墓
（
卵
塔
場
）
の

掃
除
を
し
て
い
る
の
を
見
計
ら
っ
て

は
や
っ
て
き
て
、
色
々
と
教
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

　

お
墓
で
の
人
と
の
出
会
い
は
、
私

に
と
っ
て
は
初
め
て
の
こ
と
だ
ら
け

で
と
て
も
楽
し
い
毎
日
で
し
た
。
辛

い
は
ず
の
お
寺
で
の
生
活
は
、
覚
え

る
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
る
充
実
し
た
も

の
に
な
り
ま
し
た
。

　

寺
族
を
意
識
し
始
め
た
の
は
、
父

が
申
し
込
ん
で
く
れ
た
曹
洞
宗
寺
族

の
た
め
の
通
信
教
育
の
教
材
が
届
い

お寺と私（寺族）を
思うとき
三重県 陽珠院寺族　江

いりえ
　　京子

小学生とEM菌の学習
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134 精 明 寺 様
143 瑞 応 寺 様
154 瑞 仙 寺 様
159 大 祥 寺 様
161 般 若 寺 様
島根県第一
285 永 昌 寺 様
島根県第二
1 松 源 寺 様
5 地 福 寺 様
32 宗 淵 寺 様
58 洞 光 寺 様
59 清 光 院 様
63 龍 覚 寺 様
105 東 白 寺 様
111 万 蔵 寺 様
117 神 光 寺 様
139 十 楽 寺 様
徳 島 県
17 江 音 寺 様
高 知 県
5 永 源 寺 様
愛 媛 県
1 高 昌 寺 様
14 安 楽 寺 様
24 宗 安 寺 様
91 安 楽 寺 様
116 法 龍 寺 様
福 岡 県
20 宝 林 寺 様
28 桂 木 寺 様
77 太 養 院 様
102 能 満 寺 様
103 天 聖 寺 様
158 報 恩 寺 様
大 分 県
24 海 門 寺 様
76 福 厳 寺 様
110 大 泉 寺 様
129 華 蔵 寺 様
147 有 近 寺 様
174 観 海 寺 様
長崎県第一
1 皓 臺 寺 様
2 菩 提 寺 様
8 円 福 寺 様
26 鏡 圓 寺 様
佐 賀 県
15 静 元 寺 様
18 久 善 院 様
76 長 興 寺 様
200 天 福 院 様
熊本県第一
3 報 恩 寺 様
13 浄 国 寺 様
59 円 通 寺 様
熊本県第二
73 遍 照 院 様
78 地 蔵 院 様
79 向 陽 寺 様

88 明 徳 寺 様
鹿 児 島 県
1 福 昌 寺 様
長野県第一
39 盛 伝 寺 様
108 源 真 寺 様
119 龍 洞 院 様
147 徳 応 院 様
205 善 應 寺 様
300 威 徳 院 様
306 城 光 院 様
314 桃 源 院 様
317 宗 心 寺 様
358 安 楽 寺 様
長野県第二
389 宗 福 寺 様
401 松 岳 寺 様
489 祥 雲 寺 様
541 観 音 寺 様
549 自 慶 院 様
福 井 県
69 龍 門 寺 様
108 玉 祥 寺 様
196 空 印 寺 様
269 御誕生寺様
石 川 県
101 千 光 寺 様
富 山 県
149 薬 王 寺 様
新潟県第一
3 瑞 光 寺 様
341 雙 善 寺 様
342 光 照 寺 様
346 繁 慶 寺 様
366 清 岩 寺 様
384 庄 川 寺 様
389 雲 居 寺 様
393 曹 源 寺 様
397 善 昌 寺 様
400 東 福 寺 様
408 昌 福 寺 様
418 定 正 院 様
450 西 福 寺 様
475 天 昌 寺 様
496 長 楽 寺 様
728 妙 喜 寺 様
新潟県第三
514 長 命 寺 様
563 龍 光 院 様
637 洞 泉 寺 様
646 名 立 寺 様
新潟県第四
70 永 谷 寺 様
82 養 廣 寺 様
86 頼 勝 寺 様
110 鑑 洞 寺 様
144 瑞 雲 寺 様
189 東 泉 寺 様
204 養 泉 寺 様
217 諸 善 寺 様

228 雲 泉 寺 様
236 東 岸 寺 様
255 龍 皐 院 様
259 長 楽 寺 様
265 東 林 寺 様
733 光 明 寺 様
809 霊 道 寺 様
福 島 県
14 円 通 寺 様
63 昌 源 寺 様
81 萬 休 院 様
101 成 林 寺 様
106 興 隆 寺 様
111 普 光 寺 様
123 金 剛 院 様
125 勝 音 寺 様
133 永 禄 寺 様
143 西 光 寺 様
226 常 隆 寺 様
227 龍 台 寺 様
231 円 通 寺 様
238 法 伝 寺 様
258 龍 昌 寺 様
278 淨 円 寺 様
314 隣 松 院 様
318 安 穏 寺 様
352 大 同 寺 様
369 正 法 寺 様
373 泰 雲 寺 様
401 常 楽 寺 様
446 天 宗 寺 様
宮 城 県
9 瑞 雲 寺 様
24 妙 心 院 様
32 永 昌 寺 様
35 龍 雲 院 様
46 宝 船 寺 様
50 道 安 寺 様
198 積 雲 寺 様
205 龍 川 寺 様
237 円 通 寺 様

258 陽 山 寺 様
271 願 成 寺 様
281 光 明 寺 様
289 前 谷 寺 様
292 永 巌 寺 様
293 梅 渓 寺 様
327 観 音 寺 様
427 双 林 寺 様
440 城 國 寺 様
446 柳 徳 寺 様
岩 手 県
21 恩 流 寺 様
25 寶 積 寺 様
100 福 蔵 寺 様
109 萬 松 寺 様
120 菅 生 院 様
216 善 龍 寺 様
233 玉 泉 寺 様
245 常 楽 寺 様
247 正 福 寺 様
278 宝 鏡 院 様
288 長 福 寺 様
304 柳 善 院 様
319 観 音 寺 様
青 森 県
15 梅 林 寺 様
17 普 門 院 様
43 夢 宅 寺 様
101 聖 福 寺 様
188 興 雲 寺 様
山形県第一
5 光 禅 寺 様
36 久 昌 寺 様
113 洞 興 寺 様
182 養 源 寺 様
208 普 門 寺 様
217 円 応 寺 様
241 福 昌 寺 様
山形県第二
417 繁 應 院 様

山形県第三
501 宝 伝 寺 様
623 歓 喜 寺 様
718 長 渕 寺 様
728 泉 宝 寺 様
738 善 応 寺 様
秋 田 県
17 補 陀 寺 様
30 嶺 徳 院 様
49 乗 江 院 様
95 蔵 昌 寺 様
116 龍 安 寺 様
144 霊 仙 院 様
160 雲 岩 寺 様
174 満 福 寺 様
206 松 雲 寺 様
281 月 宗 寺 様
284 善 徳 寺 様
292 常 光 寺 様
308 実 相 寺 様
311 全 應 寺 様
323 恩 徳 寺 様
北海道第一
5 大 泉 寺 様
18 高 聖 寺 様
65 法 輪 寺 様
78 正 林 寺 様
94 曹 源 寺 様
96 観 音 寺 様
北海道第二
171 開 原 寺 様
180 曹 光 寺 様
181 永 祥 寺 様
239 禅 昌 寺 様
304 永 昌 寺 様
北海道第三
146 晃 徳 寺 様
198 吉 祥 寺 様
204 開 法 寺 様
215 法 光 寺 様
224 禅 龍 寺 様
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東 京 都
60 陽 寿 院 様
86 天 徳 院 様
107 天 桂 寺 様
154 増 福 寺 様
166 慈 照 院 様
171 高 岩 寺 様
175 泰 宗 寺 様
177 清 巌 寺 様
179 大 林 院 様
199 大 松 寺 様
235 金 光 寺 様
258 東 光 寺 様
292 乾 晨 寺 様
294 観 栖 寺 様
356 宝 蔵 寺 様
380 萬 福 寺 様
389 立 川 寺 様
神奈川県第一
197 福 田 寺 様
264 慶 林 寺 様
352 吉 祥 院 様
358 城 願 寺 様
神奈川県第二
2 西 有 寺 様
14 傳 心 寺 様
16 正 観 寺 様
21 東 照 寺 様
74 観 音 寺 様
77 龍 宝 寺 様
111 福 泉 寺 様
126 常 泉 寺 様
131 乗 福 寺 様
158 龍 泉 寺 様
383 観 音 寺 様
埼玉県第一
3 円 通 寺 様
6 法 性 寺 様
16 慈 眼 寺 様
49 昌 福 寺 様
59 長 龍 寺 様

75 長 松 寺 様
92 浄 山 寺 様
93 光 秀 寺 様
99 常 源 寺 様
107 松 源 寺 様
116 梅 田 寺 様
138 心 鏡 院 様
151 医 王 寺 様
161 建 福 寺 様
166 全 龍 寺 様
394 香 林 寺 様
416 昌 福 寺 様
436 陽 雲 寺 様
441 金 剛 寺 様
埼玉県第二
238 松 林 寺 様
258 能 仁 寺 様
260 長 光 寺 様
283 長 泉 寺 様
325 金 澤 寺 様
331 曹 源 寺 様
345 成 安 寺 様
569 長 青 寺 様
群 馬 県
56 玉 泉 院 様
82 長 信 寺 様
83 常 仙 寺 様
89 龍 昌 寺 様
167 祥 雲 寺 様
194 善 宗 寺 様
223 龍 泉 院 様
309 永 福 寺 様
343 大 林 寺 様
栃 木 県
1 成 高 寺 様
51 豊 栖 院 様
99 長 泉 寺 様
105 大 雄 寺 様
119 宗 源 寺 様
125 長 興 寺 様

茨 城 県
32 龍 泰 院 様
57 常 安 寺 様
134 大 統 寺 様
197 長 龍 寺 様
千 葉 県
8 重 俊 院 様
59 宗 徳 寺 様
95 寶 應 寺 様
165 広 巌 院 様
247 東 照 寺 様
296 東 善 寺 様
山 梨 県
94 文 殊 院 様
115 海 潮 院 様
320 宝 泉 院 様
392 慈 照 寺 様
454 大 公 寺 様
558 安 福 寺 様
静岡県第一
2 瑞 光 寺 様
11 長 栄 寺 様
67 宝 寿 院 様
95 久 應 院 様
152 宝 持 院 様
165 光 明 寺 様
185 三 明 寺 様
401 旭 傳 院 様
421 盤 脚 院 様
461 心 岳 寺 様
静岡県第二
230 宗 徳 院 様
242 眞 珠 院 様
321 円 応 寺 様
325 海 蔵 寺 様
静岡県第三
585 成 因 寺 様
1185 満 願 寺 様
1242 寛 永 寺 様
静岡県第四
1095 天 林 寺 様

1106 大 厳 寺 様
1174 蔵 法 寺 様
1177 礼 雲 寺 様
愛知県第一
35 乗 円 寺 様
43 廣 徳 寺 様
48 昌 光 寺 様
58 聚 福 院 様
87 清 学 寺 様
91 法 持 寺 様
96 全 隆 寺 様
97 洗 月 院 様
156 地 蔵 寺 様
309 常 宿 寺 様
342 常 楽 寺 様
629 神 龍 寺 様
635 永 澤 寺 様
644 増 福 寺 様
652 龍 光 院 様
1119 松 月 寺 様
1124 春 日 寺 様
1140 恵 林 寺 様
1169 観 音 寺 様
1191 智 光 院 様
愛知県第二
684 花 井 寺 様
686 歓 喜 寺 様
818 楽 法 寺 様
877 霊 巌 寺 様
972 桂 昌 院 様
997 真 増 寺 様
愛知県第三
422 安 楽 寺 様
512 清 涼 寺 様
600 勝 楽 寺 様
1235 太 平 寺 様
岐 阜 県
74 観 修 寺 様
75 地 蔵 院 様
80 龍 泰 寺 様
102 桂 昌 寺 様
110 薬 師 寺 様
148 円 頂 寺 様
162 清 楽 寺 様
177 大 隆 寺 様
190 長 久 寺 様
三重県第一
31 永 源 寺 様
36 法 安 寺 様
37 四天王寺様
77 新 堂 寺 様
152 観 音 寺 様
165 陽 珠 院 様
240 安 心 寺 様
316 剣 光 寺 様
三重県第二
371 光 明 寺 様
377 海 禅 寺 様
392 大 義 院 様

滋 賀 県
10 青 龍 寺 様
38 仲 明 寺 様
160 長 谷 院 様
京 都 府
73 春 現 寺 様
123 普 済 寺 様
149 佛 名 寺 様
355 龍 献 寺 様
369 洞 養 寺 様
386 徳 運 寺 様
389 万 福 寺 様
大 阪 府
5 臨 南 寺 様
19 齢 延 寺 様
26 天 徳 寺 様
94 黄 梅 寺 様
奈 良 県
25 宝 泉 寺 様
兵庫県第一
287 向 榮 寺 様
324 願 成 寺 様
340 永 春 寺 様
353 泰 蔵 寺 様
兵庫県第二
121 徳 寿 寺 様
173 瑞 雲 寺 様
216 龍 雲 寺 様
225 大 雲 寺 様
244 善 応 寺 様
岡 山 県
131 済 渡 寺 様
広 島 県
7 伝 福 寺 様
13 延 命 寺 様
22 光 禅 寺 様
23 阿弥陀寺様
34 吉 祥 寺 様
46 雙 照 院 様
48 真 観 寺 様
60 香 積 寺 様
67 西 福 寺 様
88 運 西 寺 様
89 積 善 寺 様
102 潮 音 寺 様
152 雲 龍 寺 様
181 東 明 寺 様
185 明 福 寺 様
山 口 県
4 宝 蔵 寺 様
15 源 久 寺 様
120 長 徳 寺 様
138 善 福 寺 様
212 功 山 寺 様
249 福 田 寺 様
鳥 取 県
1 興 雲 寺 様
28 森 福 寺 様
70 隆 光 寺 様
81 大 岳 院 様
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苦
を
観
る
瞑
想
と
悟
り

地　

橋　

秀　

雄

「
禅
」知
識

ま
ん
だ
ら
２

　
「
瞑
想
中
に
経
験
さ
れ
る
苦
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と

問
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
真
意
は
、
原
始

仏
教
の
根
本
概
念
で
あ
る「
一
切
皆
苦
」

に
つ
い
て
で
す
。
苦
（
ド
ゥ
ッ
カ
）
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

現
象
世
界
の
す
べ
て
の
事
象
に「
苦
」

の
本
質
を
観
る
の
は
、
原
始
仏
教
の
き

わ
だ
っ
た
特
色
で
す
。
そ
も
そ
も
ブ
ッ

ダ
の
悟
り
は
苦
か
ら
の
解
脱
で
あ
り
、

苦
が
な
け
れ
ば
悟
り
も
解
脱
も
意
味
を

な
し
ま
せ
ん
。
原
始
仏
教
の
エ
ッ
セ
ン

ス
は〈
四
聖
諦
〉に
集
約
さ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
は「
苦
の
現
状
認
識
」に
始
ま
り
、

「
苦
の
原
因
」と「
苦
の
超
克（
＝
解
脱
）」

が
示
さ
れ
、
最
後
に
「
苦
を
超
克
す
る

方
法
論
（
八
正
道
）」
が
提
示
さ
れ
る

と
い
う
も
の
で
す
。

　

ブ
ッ
ダ
最
晩
年
の
言
行
録
で
あ
る

「
大
般
涅
槃
経
」に
は
、「
ス
バ
ッ
ダ
よ
、

ど
の
よ
う
な
教
え
や
戒
律
で
あ
っ
て
も

よ
い
。
八
正
道
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に

は
、
預
流
果
の
聖
者
、
一
来
果
、
不
還

果
、
阿
羅
漢
果
の
聖
者
が
現
れ
る
だ
ろ

う
」（
意
訳
）
と
述
懐
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
四
十
五
年
間
、
さ
ま
ざ
ま
な

ダ
ン
マ
を
説
い
て
き
た
ブ
ッ
ダ
が
、
最

後
に
述
べ
た
こ
と
は
、
八
正
道
が
あ
り

さ
え
す
れ
ば
未
来
に
も
悟
る
人
間
が
現

れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
言
明
で
し
た
。
私

自
身
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
比
丘
の

方
が
た
か
ら
八
正
道
の
厳
密
な
解
説
を

う
か
が
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
苦

を
超
克
す
る
方
法
論
が
段
階
的
か
つ
極

め
て
実
践
的
に
提
示
さ
れ
て
お
り
、
眼

か
ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち
る
よ
う
な
感
動
を

覚
え
た
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
す
べ
て
の
事
象
の
な
か
に

苦
（
ド
ゥ
ッ
カ
）
を
観
な
け
れ
ば
原
始

仏
教
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
苦
が
よ
く
わ
か
ら

な
い
、
と
疑
問
を
感
じ
る
方
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
も
、人
の
命
も
、

美
し
い
も
の
で
あ
り
、
存
在
の
世
界
は

肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。

な
ぜ
、一
切
皆
苦
な
の
か
…
…
と
、ヴ
ィ

パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
を
学
び
始
め
た
方
が

た
か
ら
同
じ
質
問
を
何
度
も
受
け
ま
し

た
。

　
「
病
気
や
災
害
、争
い
、失
恋
、離
婚
、

裏
切
り
、
死
、
戦
争
…
…
な
ど
、
こ
の

世
に
苦
が
満
ち
満
ち
て
い
る
こ
と
は
誰

で
も
納
得
し
て
い
る
し
、
疑
い
の
余
地

は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
苦
も
あ
る
が
、

幸
福
も
あ
る
で
は
な
い
か
。
苦
受
も
あ

れ
ば
楽
受
も
あ
る
の
に
、
な
ぜ
一
切
皆

苦
な
の
か
。
お
釈
迦
さ
ま
も
、
ア
ー
ナ

ン
ダ
よ
、ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
は
楽
し
い
。

ウ
デ
ー
ナ
霊
樹
は
楽
し
い
。
ゴ
ー
タ
マ

カ
霊
樹
は
楽
し
い
。
…
…
こ
の
世
界
は

美
し
い
も
の
だ
し
、
人
の
命
は
甘
美
な

も
の
だ
、
と
仰
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で

す
か
…
…
」

　

た
し
か
に
、
一
切
皆
苦
を
説
い
た
は

ず
の
ブ
ッ
ダ
が
最
晩
年
に
な
っ
て
、
謎

に
満
ち
た
矛
盾
の
言
葉
を
発
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
明
確
に
煩
悩
を

否
定
し
て
き
た
仏
教
が
、
最
後
の
土
壇

場
で
「
人
の
命
は
甘
美
な
も
の
だ
」
と

官
能
を
讃
美
し
、「
こ
の
世
界
は
美
し

い
も
の
だ
」
と
現
象
世
界
を
称
え
る
の

か
。
甘
美
な
命
の
い
と
な
み
を
賞
讃
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
命
を
生
み
出

す
愛
欲
も
、
生
存
欲
も
、
果
て
し
な
く

繰
り
返
さ
れ
る
輪
廻
も
、
肯
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
…
…
と
、

私
自
身
も
長
年
に
渡
っ
て
「
こ
の
世
界

は
美
し
い
も
の
だ
し
、
人
の
命
は
甘
美

な
も
の
だ
」
と
い
う
言
葉
に
惑
わ
さ
れ

続
け
て
き
ま
し
た
。

　

歳
月
が
流
れ
、や
が
て
こ
の
一
行
は
、

パ
ー
リ
語
の
原
典
に
は
存
在
せ
ず
、
後

世
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
付
加
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に

は
ガ
ー
ン
と
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
誰

が
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
だ
…
…
と
愕

然
と
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
原
始
仏
教

は
や
は
り
、
一
切
皆
苦
に
始
ま
り
、
八

正
道
の
実
践
に
よ
っ
て
苦
を
滅
ぼ
し
て

い
く
解
脱
の
シ
ス
テ
ム
な
の
だ
、
と
積

年
の
迷
い
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

さ
て
、
な
ぜ
、
一
切
皆
苦
が
わ
か
り

づ
ら
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ド
ゥ
ッ
カ

（
苦
）
を
整
理
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
仏
教
で
は
、
苦
を
三
層
構
造
で
理

解
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
苦
の

状
態
を
「
苦
苦
（
ド
ゥ
ッ
カ
・
ド
ゥ
ッ

カ
）」
と
言
い
ま
す
。
現
代
で
も
、
世

界
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
恐
ろ
し
い

ド
ゥ
ッ
カ
（
苦
）
に
呑
み
込
ま
れ
、
圧

倒
さ
れ
、
傷
つ
い
て
い
る
人
た
ち
が
お

り
ま
す
。
苦
を
乗
り
超
え
て
い
く
た
め

に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。

　

仏
教
が
明
確
に
提
示
し
て
い
る
の

は
、
悪
を
避
け
（
諸
悪
莫
作
）、
善
を
な

し
（
衆
善
奉
行
）、自
分
に
与
え
ら
れ
た

環
境
の
中
で
、
で
き
る
か
ぎ
り
徳
を
積

ん
で
い
く
こ
と
で
す
。
こ
の
倫
理
的
規

範
こ
そ
、
苦
を
滅
ぼ
す
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
仏
教
の
大
原
則
で
す
。

ブッダの瞑想
地橋秀雄 著

2006年 5 月発行
春秋社

￥2100＋税

瞑想クイック・マニュアル
地橋秀雄 著
2007年12月発行
春秋社
￥1600＋税

瞑
想
の
新
世
紀
、

今
、こ
こ
に
始
ま
る
。

…
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
世
界
。
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そ
の
「
苦
苦
」
を
完
全
に
乗
り
超
え

た
か
の
よ
う
な
人
も
い
ま
す
。例
え
ば
、

釈
迦
族
の
王
子
だ
っ
た
ブ
ッ
ダ
は
、
誰

も
が
憧
れ
る
諸
々
の
幸
福
の
条
件
を
す

べ
て
兼
ね
備
え
て
い
た
よ
う
に
見
え
ま

す
。
一
切
皆
苦
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の

は
、
そ
の
よ
う
な
幸
せ
に
満
ち
満
ち
た

人
た
ち
に
出
会
っ
た
と
き
で
す
。
果
た

し
て
彼
ら
に
も
苦
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　
「
幸
福
の
王
子
」
た
ち
に
も
、
次
元

の
異
な
っ
た
苦
が
存
在
す
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
楽
受
が
消
え
て
い
く
寂
し
さ

や
、
幸
福
が
変
滅
し
て
い
く
と
い
う
苦

し
み
で
す
。
愛
に
も
人
の
関
係
に
も
終

わ
り
が
や
っ
て
く
る
し
、
頂
点
に
達
し

た
快
楽
は
失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
ど
ん

な
に
美
し
い
人
も
歳
を
と
り
、
老
い
て

い
く
の
で
す
。
現
象
の
世
界
に
存
在
す

る
も
の
は
す
べ
て
無
常
の
法
則
に
貫
か

れ
、壊
滅
し
て
い
く
宿
命
に
あ
り
ま
す
。

「
無
常
」
そ
の
も
の
が
苦
な
の
で
す
。

こ
れ
を
「
壊
滅
苦
（
ヴ
ィ
パ
リ
ナ
ー
マ
・

ド
ゥ
ッ
カ
）」
あ
る
い
は
「
変
移
苦
」

と
言
い
ま
す
。

　

こ
の
段
階
の
苦
は
、
存
在
の
世
界
の

構
造
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

り
、
免
れ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
幸

福
は
存
在
す
る
が
、
崩
壊
し
て
い
く

…
…
。
命
あ
る
も
の
は
ひ
と
つ
の
例
外

も
な
く
、「
同
一
状
態
を
保
つ
こ
と
の

不
可
能
性
」
と
い
う
「
無
常
の
苦
」
に

直
面
す
る
定
め
な
の
で
す
。
も
し
か
り

に
幸
福
が
固
ま
っ
て
変
化
し
な
か
っ
た

と
す
る
と
、
そ
ん
な
状
態
に
は
す
ぐ
に

飽
き
飽
き
し
て
し
ま
う
の
が
人
の
心
で

す
。

　

…
…
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
出
家
を
決

意
し
た
若
き
ブ
ッ
ダ
の
出
発
点
に
近
づ

い
て
き
ま
す
。
幸
福
を
ど
こ
ま
で
極
め

て
も
苦
は
な
く
な
ら
な
い
こ
と
を
検
証

し
て
し
ま
っ
た
者
に
は
、
後
も
ど
り
の

で
き
な
い
解
脱
へ
の
道
が
残
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
す
。

　

一
切
の
苦
が
滅
ぼ
さ
れ
た
絶
対
的
な

安
ら
ぎ
の
世
界
は
な
い
も
の
か
。
無
常

の
苦
を
乗
り
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
か
…
…
。
こ
れ
は
、
現
象
世
界
そ
の

も
の
の
限
界
に
対
す
る
挑
戦
で
す
。
梵

我
思
想
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
や
タ
オ
イ
ズ
ム

の
道
（
タ
オ
）
の
よ
う
に
、
万
物
万
象

の
究
極
原
理
と
一
如
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
、
存
在
の
世
界
、
無
常
な
る
世
界
、

因
果
の
世
界
か
ら
出
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
凡
夫
も
聖
者
も
ネ
コ
も
ハ
ヤ
ブ

サ
も
、
肉
体
は
必
ず
劣
化
し
、
古
靴
の

よ
う
に
老
い
さ
ら
ば
え
て
い
く
の
を
い

か
ん
と
も
し
が
た
い
の
で
す
。
ブ
ッ

ダ
の
悟
り
が
、
こ
の
世
を
完
全
に
捨
て

き
っ
た
出
世
間
の
方
向
に
向
か
っ
て

い
っ
た
の
は
必
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

３
番
目
の
苦
は
、「
行
苦
（
サ
ン
カ
ー

ラ
・
ド
ゥ
ッ
カ
）」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

「
サ
ン
カ
ー
ラ
（
行
）」
と
は
、
多
く
の

力
が
集
ま
っ
て
新
し
い
も
の
を
作
っ
て

い
く
「
力
」
を
示
し
て
い
ま
す
。
同
時

に
そ
の
力
に
よ
っ
て
古
い
も
の
が
壊
さ

れ
て
い
く
の
で
「
壊
れ
る
」
意
味
も
含

ま
れ
て
お
り
、
現
象
世
界
を
展
開
さ
せ

て
い
る
根
本
の
働
き
が
サ
ン
カ
ー
ラ
と

考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。「
形
成
力
」

と
訳
さ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
五
蘊
（
色

受
想
行
識
）
の
「
行
」
の
場
合
に
は
、

怒
り
や
高
慢
や
嫉
妬
な
ど
、
諸
々
の
反

応
系
の
心
の
意
味
に
な
り
、
こ
の
場
合

に
は
、「
行
」
＝
「
業
」
に
な
り
ま
す
。

一
瞬
一
瞬
の
心
の
反
応
が
業
を
形
成

し
、
未
来
に
現
象
を
生
起
さ
せ
る
原
因

に
な
っ
て
い
く
の
で
「
現
象
生
起
力
」

と
訳
す
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
「
行
苦
」
と
は
、
現
象
世
界
を
展
開

さ
せ
て
い
る
根
本
の
働
き
に
は
「
苦
」

の
性
質
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
場
合
の
苦
は
、「
不
完
全

性
」「
不
安
定
性
」「
拘
束
性
」
な
ど
の

意
味
が
優
勢
で
す
。サ
ン
カ
ー
ラ
と
は
、

現
象
の
世
界
を
形
成
す
る
力
で
あ
り
、

壊
す
力
で
も
あ
り
、
一
瞬
一
瞬
の
心
の

反
応
が
出
力
す
る
業
の
力
で
も
あ
り
ま

す
。「
壊
滅
苦
」
の
無
常
性
や
、
あ
ら

ゆ
る
事
象
が
逃
れ
よ
う
の
な
い
因
果
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
織
り
な
さ
れ
て
い
る
拘

束
性
な
ど
、
諸
々
の
苦
の
要
因
が
包
含

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
観
察
モ
ー

ド
に
入
る
と
、
概
念
の
世
界
が
完
全
に

シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
、
見
た
ま
ま
、

聞
い
た
ま
ま
、
感
じ
た
ま
ま
に
、
す
べ

て
の
現
象
が
あ
り
の
ま
ま
に
意
識
に

焼
き
つ
い
て
い
き
ま
す
。
サ
テ
ィ
と

サ
マ
ー
デ
ィ
が
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な

が
ら
成
長
し
て
く
る
と
、
真
空
の
よ

う
な
明
晰
さ
で
対
象
が
知
覚
さ
れ
、

間
髪
を
入
れ
ず
突
き
刺
さ
っ
て
い
く

サ
テ
ィ
の
速
度
が
高
ま
り「
瞬
間
定
」

が
成
立
し
て
く
る
で
し
ょ
う
。
驚
く

べ
き
ス
ピ
ー
ド
に
サ
テ
ィ
が
高
速
化

し
て
い
く
と
、
事
象
が
生
起
し
て
く

る
一
瞬
と
サ
テ
ィ
と
と
も
に
滅
し
て

い
く
一
瞬
が
、
異
様
な
ま
で
の
明
晰

さ
で
ハ
ッ
キ
リ
と
覚
知
さ
れ
、
圧
倒

的
な
速
度
と
そ
の
壊
滅
性
に
打
ち
の

め
さ
れ
る
の
が
「
無
常
を
観
る
」
こ

と
で
し
た
。

　
「
行
苦
」
の
中
に
さ
ら
な
る
一
歩

を
踏
み
込
め
ば
、
無
常
の
苦
の
み
な

ら
ず
、
因
果
の
拘
束
性
と
い
う
恐
る

べ
き
ド
ゥ
ッ
カ
が
目
の
当
た
り
に

な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
次
の
瞬

間
、
心
が
何
を
と
ら
え
る
の
か
、
意

識
の
流
れ
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て

い
く
の
か
、
心
も
事
象
も
何
も
か
も

因
果
の
拘
束
性
の
な
か
で
刹
那
の
生

滅
を
無
意
味
に
く
り
返
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
そ
の
救
い
よ
う
の
な
い

ド
ゥ
ッ
カ
（
苦
）
に
圧
倒
さ
れ
る
と

き
、
も
は
や
こ
の
世
の
ど
こ
に
も
居

場
所
は
な
く
、否
も
応
も
な
い
力
で
、

た
だ
涅
槃
に
向
か
っ
て
い
く
し
か
な

く
な
る
の
で
す
。

地　
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）
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。
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。
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真
に「
ゆ
た
か
に
生
き
る
」

�

た
め
の
環
境
倫
理

　

環
境
問
題
は
地
球
温
暖
化
に
集
約

さ
れ
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
熱
狂
的

な
「
温
暖
化
バ
ブ
ル
」
と
で
も
言
い
た

く
な
る
よ
う
な
渦
の
中
で
、
生
物
多
様

性
問
題
や
、
廃
棄
物
対
策
な
ど
の
重
要

な
環
境
問
題
は
中
心
的
な
課
題
と
し
て

報
道
さ
れ
な
い
ま
ま
、
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ

ト
が
終
わ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
温
暖
化

に
お
い
て
さ
え
も
、
さ
し
た
る
成
果
も

な
い
ま
ま
、
い
ま
、
私
た
ち
は
立
ち
止

ま
っ
て
い
る
。
地
球
温
暖
化
は
炭
酸
ガ

ス
の
増
加
が
主
要
な
原
因
で
は
な
い
と

い
う
、「
懐
疑
論
」
は
、
十
年
前
に
は
、

ア
メ
リ
カ
の
石
炭
産
業
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
も
あ
っ
て
、
欧
米
で
は
盛
ん
に
行
わ

れ
た
が
、
当
時
は
日
本
で
は
、
そ
の
種

の
懐
疑
論
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
な

か
っ
た
。
日
本
で
は
地
球
温
暖
化
の
原

因
に
関
し
て
報
道
管
制
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
専
門
家
の
間
で
囁

か
れ
る
く
ら
い
不
気
味
な
状
況
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
欧
米
で
の
「
懐
疑
論
」

は
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
第
三
次
報
告
が
説
得

的
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど

な
り
を
ひ
そ
め
て
い
た
。そ
の
一
方
で
、

日
本
で
は
、
そ
の
「
懐
疑
論
」
が
昨
年

の
秋
か
ら
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
な
ん
と
も
奇
妙
な
状

況
に
な
っ
て
い
た
。
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト

の
後
は
、
そ
の
種
の
出
版
に
拍
車
が
か

か
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。「
温

暖
化
バ
ブ
ル
」
の
反
動
も
あ
る
の
だ
ろ

う
が
、
環
境
問
題
な
ど
気
に
せ
ず
に
資

源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
浪
費
的
な
生
活
を

送
っ
て
も
構
わ
な
い
と
も
言
わ
ん
ば
か

り
の
論
調
が
、
専
門
家
と
し
て
の
誇
り

と
矜

き
ょ
う

恃じ

も
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
の
お
ぞ
ま
し
い
形
で
繰
り
広

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
両
極
端
の

論
調
の
中
で
、
私
た
ち
は
何
が
正
し
い

か
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
右
往
左
往
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
「
環
境
問
題
」
を
考
え
る

際
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
膨
大
な
情
報

に
踊
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
真
に
本
質

的
で
重
要
な
問
題
が
何
か
を
見
て
取
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
環
境
の
問
題
を
、
根
本
の
原
理

か
ら
、
理
念
的
な
と
こ
ろ
で
考
え
、
そ

の
理
念
の
中
で
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て

展
開
さ
れ
て
い
る
環
境
問
題
を
き
ち
ん

と
位
置
づ
け
判
断
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
指
針
を
提
供
す

る
の
が
「
環
境
倫
理
」
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、「
環
境
倫
理
」
は
、
そ
も
そ
も
、

人
間
が
自
然
の
中
で
生
き
て
い
く
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
か
ら

問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

自
然
的
環
境
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
生
活

が
限
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
、
ま
た
、
私
た
ち
が
、
豊
か

な
（
生
物
多
様
性
の
高
い
）
自
然
の
さ

ま
ざ
ま
な
恵
み
（
前
回
に
述
べ
た
、「
生

態
系
サ
ー
ビ
ス
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
）

を
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

自
然
の
脅
威
と
恵
み
の
中
で
、
私
た
ち

は
「
ゆ
た
か
に
生
き
る
」
こ
と
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
よ
う
に
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
す

ぐ
に
分
か
る
よ
う
に
、
地
球
温
暖
化
ば

か
り
が
環
境
問
題
で
は
な
く
、
ど
う
い

う
形
で
あ
っ
て
も
炭
酸
ガ
ス
を
減
ら
せ

ば
問
題
の
解
決
に
な
る
と
い
う
単
純
な

も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
地
球
温
暖
化

の
主
要
な
原
因
が
炭
酸
ガ
ス
で
あ
ろ
う

と
な
か
ろ
う
と
、
近
代
以
後
続
い
て
い

る
、
資
源
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費
す
る

生
活
ス
タ
イ
ル
や
生
産
シ
ス
テ
ム
は
見

直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で

あ
る
。「
環
境
問
題
」
を
云
々
す
る
以

前
に
私
た
ち
は
既
に
そ
の
よ
う
な
「
時

代
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、

実
感
と
し
て
感
じ
取
っ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。

　

ま
た
、
か
つ
て
は
普
通
に
あ
っ
た
日

常
的
に
ふ
れ
あ
え
る
自
然
は
減
っ
て
き

て
し
ま
い
、
子
ど
も
た
ち
が
日
常
的
に

自
然
と
か
か
わ
れ
る
機
会
は
ま
す
ま
す

減
っ
て
い
る
。自
然
が
残
っ
て
い
て
も
、

外
来
種
の
動
植
物
が
跋ば

っ

扈こ

し
て
、
童
謡

や
文
学
に
出
て
き
た
り
、
四
季
折
々
の

自
然
に
根
ざ
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的

行
事
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
動
植
物
が
絶

滅
危
惧
種
に
な
り
、
い
な
く
な
っ
て
い

る
。春
の
小
川
に
普
通
に
い
た
、ド
ジ
ョ

ウ
や
フ
ナ
、
カ
エ
ル
た
ち
は
ど
こ
に

行
っ
た
の
か
。
秋
の
七
草
に
出
て
く
る

植
物
も
稀
少
種
と
な
り
正
月
の
七
草
粥

に
使
わ
れ
る
植
物
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は

あ
っ
て
も
、
日
常
世
界
か
ら
消
え
て
き

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
日
常
的
な

「
自
然
」が
失
わ
れ
て
き
て
、そ
も
そ
も
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
子
ど
も
が
健
や

か
に
育
て
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
方
も
少
な
く
な

い
の
で
は
な
い
か
。
若
い
と
き
に
は
活

気
の
あ
る
大
都
会
が
よ
く
て
も
、
あ
る

程
度
落
ち
着
き
、
結
婚
し
て
子
ど
も
を

育
て
よ
う
と
考
え
始
め
る
と
、
大
都
会

で
は
な
く
田
舎
の
方
で
育
て
た
い
と
思

う
人
た
ち
は
、
最
近
は
、
増
え
て
き
て

い
る
。
そ
う
思
っ
て
も
、
三
十
代
か
ら

四
十
代
の
人
た
ち
が
郷
里
に
帰
っ
て
も

第３回
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な
か
な
か
仕
事
が
な
く
や
む
な
く
諦
め

て
い
る
人
も
多
い
。

　

そ
の
よ
う
に
、
日
常
的
に
、「
自
然
」

が
な
く
な
り
、
精
神
的
に
豊
か
な
生
活

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
は
、
一
方
で
は
、
私
た
ち
が
、
近

代
以
後
、
日
本
に
お
い
て
は
特
に
高
度

経
済
成
長
期
以
後
、利
便
性
を
追
求
し
、

自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
経
済
的
豊

か
さ
を
守
ろ
う
と
し
て
や
っ
て
き
た
こ

と
が
深
く
関
係
し
て
い
る
。私
た
ち
は
、

電
気
や
工
業
製
品
な
ど
の
生
産
の
た
め

の
工
業
開
発
、
機
械
化
に
対
応
し
た
農

業
を
可
能
に
す
る
農
地
開
発
、
大
規
模

な
住
宅
開
発
や
道
路
開
発
、
さ
ら
に
は

リ
ゾ
ー
ト
な
ど
の
観
光
開
発
な
ど
に
よ

り
、
浜
や
干
潟
な
ど
の
里
海
を
埋
め
立

て
、身
近
な
森
で
あ
る
里
山
を
破
壊
し
、

治
水
や
都
市
の
水
資
源
確
保
の
た
め
に

ダ
ム
な
ど
の
構
造
物
を
造
っ
て
、
里
川

の
自
然
を
破
壊
し
て
き
た
。
利
便
性
や

経
済
的
豊
か
さ
を
守
る
こ
と
を
優
先
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
精
神
的

な
豊
か
さ
の
根
源
で
あ
る
身
近
な
「
自

然
」
を
犠
牲
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費

す
る
生
活
ス
タ
イ
ル
と
、
社
会
経
済
シ

ス
テ
ム
は
そ
の
こ
と
を
加
速
し
、
大
規

模
な
形
で
お
こ
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
に

環
境
問
題
の
原
点
が
あ
る
。

　

地
球
温
暖
化
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ

る
が
、い
く
ら
「
地
球
」
の
問
題
で
あ
っ

て
も
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
抱
か
れ
た
村
で
氷

河
の
加
速
的
融
解
に
よ
り
、
ま
た
、
島と

う

嶼し
ょ

国
で
海
面
上
昇
に
よ
り
、そ
れ
ぞ
れ
、

そ
の
地
の
身
近
な
自
然
や
生
活
そ
の
も

の
を
脅
か
し
て
い
る
、
地
域
的
な
環
境

問
題
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
。
ま
た
、
そ
の
主
要
な
原
因
と
さ
れ

て
い
る
炭
酸
ガ
ス
の
排
出
は
、
地
球
温

暖
化
の
主
要
な
原
因
で
あ
る
か
ど
う
か

に
関
わ
ら
ず
、
私
た
ち
が
そ
れ
だ
け
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
過
度
に
消
費
尽
く
し
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
身
近
な
自
然
も
含
め

て
、
地
域
の
自
然
的
な
条
件
の
中
に
限

定
づ
け
ら
れ
て
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い

私
た
ち
に
と
っ
て
、
異
常
な
状
況
で
あ

る
こ
と
は
、
十
分
に
認
識
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

十
七
世
紀
に
近
代
が
始
ま
り
、
十
八

世
紀
の
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
産

業
革
命
に
よ
っ
て
、「
自
然
」
を
効
率

よ
く
利
用
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い

く
術
を
私
た
ち
は
得
る
こ
と
に
な
っ

た
。
二
十
世
紀
は
、
二
つ
の
世
界
的
な

戦
争
を
経
て
、
科
学
技
術
は
大
規
模
な

国
家
的
な
推
進
体
制
の
中
で
、
自
然
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
合
理
的
に
利
用
し
尽

く
す
こ
と
が
で
き
る
と
幻
想
を
持
つ
よ

う
に
至
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
二
十
世

紀
の
末
か
ら
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
、

環
境
問
題
の
激
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
多

発
化
、
大
規
模
化
す
る
自
然
災
害
に
向

か
い
合
う
よ
う
に
な
っ
て
、私
た
ち
は
、

自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
、

根
源
的
に
、
原
理
的
に
で
き
な
い
こ
と

に
や
っ
と
目
覚
め
た
の
で
あ
る
。
私
た

ち
は
、
す
べ
て
予
測
可
能
で
確
実
な
科

学
知
識
を
も
と
に
、科
学
技
術
に
よ
り
、

自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う

こ
と
が
幻
想
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、

自
然
に
関
し
て
は
、
根
源
的
に
不
確
実

な
情
報
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
自
然
と

か
か
わ
り
、
私
た
ち
の
生
活
を
設
計
し

て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
改
め

て
自
覚
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会

で
、
与
え
ら
れ
た
自
然
的
な
条
件
の
中

で
、
し
か
も
、
不
確
実
な
情
報
を
前
提

に
し
て
、
自
然
と
う
ま
く
か
か
わ
り
あ

い
な
が
ら
、
持
続
的
に
利
用
で
き
る
あ

り
方
を
模
索
し
て
、
そ
の
よ
う
な
社
会

シ
ス
テ
ム
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
地
球
温
暖
化

の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
も
、
廃

棄
物
問
題
も
、
自
然
保
護
も
含
め
た
形

で
の
国
土
管
理
の
あ
り
方
を
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
グ

ロ
ー
バ
ル
な
環
境
問
題
も
ロ
ー
カ
ル
な

地
域
の
環
境
問
題
と
し
て
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
の
た
め
で

あ
る
。

　

私
た
ち
は
、
か
つ
て
、
自
然
の
脅
威

に
お
び
え
な
が
ら
も
、
豊
か
な
自
然
の

中
で
生
き
て
き
た
。
私
た
ち
の
生
活
を

過
去
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
か
つ
て
の
あ
り
方
を

今
一
度
見
直
し
、
地
域
に
蓄
積
さ
れ
て

い
る
さ
ま
ざ
ま
な
智
恵
を
掘
り
起
こ

し
、
自
然
の
根
源
的
な
不
確
実
性
の
中

で
、
自
然
を
不
確
実
な
ま
ま
管
理
（
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
）
し
て
い
く
あ
り
方
を
考

え
、
未
来
の
私
た
ち
の
あ
り
方
を
創
造

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

鬼
頭　

秀
一
（
き
と
う 

し
ゅ
う
い
ち
）

　

東
京
大
学
大
学
院
新
領
域
創
成
科
学
研
究

科
（
社
会
文
化
環
境
学
専
攻
）
教
授
。
専

門
は
、
環
境
倫
理
学
、
科
学
技
術
社
会
論
。

一
九
五
一
年
生
れ
。
名
古
屋
市
出
身
。
東
京

大
学
大
学
院
理
学
系
研
究
科
博
士
課
程
単
位

取
得
退
学
。
青
森
公
立
大
学
教
授
、
東
京
農

工
大
学
教
授
、
恵
泉
女
学
園
大
学
教
授
な
ど

を
経
て
現
職
。
白
神
山
地
や
諫
早
湾
な
ど
、

現
場
を
歩
き
な
が
ら
、
環
境
の
理
念
に
か
か

わ
る
問
題
を
「
環
境
倫
理
学
」
と
し
て
形
に

し
て
い
く
学
問
的
試
行
を
重
ね
、
社
会
的
リ

ン
ク
論
を
提
唱
し
て
い
る
。

　

最
近
で
は
、
生
物
多
様
性
保
全
や
自
然
再

生
の
現
場
で
、
生
態
学
者
と
積
極
的
に
対
話

を
行
い
つ
つ
、
人
文
社
会
科
学
的
寄
与
の
あ

り
方
を
模
索
し
て
い
る
。『
生
物
多
様
性
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
』
東
京
大
学
出
版
会
（
共
編
）、

『
環
境
の
豊
か
さ
を
も
と
め
て
』
昭
和
堂

（
編
）、『
自
然
保
護
を
問
い
な
お
す
』
ち
く

ま
新
書
、な
ど
。

「
環
境
倫
理
」
は
そ
の
た
め
の
道
筋
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
自
然
と
の
豊
か
な

か
か
わ
り
の
な
か
で
、「
ゆ
た
か
に
生

き
る
」
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
根

本
的
に
問
い
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。
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ネ
ッ
ト
で
愉
し
む

禅
籍
サ
ー
フ
ィ
ン

収
蔵
品
紹
介

�

『
正
法
眼
蔵
嗣
書
』

　

駒
澤
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
内
、
大
正
ロ

マ
ン
漂
う
耕
雲
館
（
東
京
都
歴
史
的
建

造
物
）
を
利
用
し
た
禅
文
化
歴
史
博
物

館
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
た
貴
重

な
写
本
の
ご
紹
介
で
す
。

道
元
禅
師
の
真
筆
類
に
つ
い
て

　

道
元
禅
師
の
真
筆
類
は
現
今
で
は
稀

少
で
あ
り
、
そ
の
真
偽
判
定
の
問
題
は

あ
る
も
の
の
、伝
承
さ
れ
て
い
る
筆
跡
・

断だ
ん

簡か
ん

類
な
ど
、
数
十
点
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
す（
主
要
参
考
文
献
参
照
）。

う
ち
『
正
法
眼
蔵
』
は
、ま
ず
『
嗣
書
』

の
巻
（
草
案
本
）
断
簡
十
四
点
、『
諸

法
実
相
』
の
巻
、
断
簡
十
二
点
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
元
来
一
つ
の

巻
で
あ
っ
た
も
の
が
、
長
い
歴
史
の
中

で
道
元
禅
師
を
慕
う
者
に
分
け
与
え
ら

れ
、い
わ
ゆ
る
「
切
」
と
な
っ
て
い
て
、

所
蔵
先
の
名
を
冠
し
て
「
永
平
寺
切
」

「
大
乗
寺
切
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

次
に
一
冊
の
体
を
成
す
も
の
と
し
て

の
伝
承
本
に
は
、『
行
持
下
』
の
巻
、『
山

水
経
』
の
巻
、『
祖
師
西
来
意
』
の
巻
、

『
嗣
書
』（
修
訂
本
） 

の
巻
な
ど
、
わ
ず

か
に
数
種
類
ほ
ど
で
す
。

『
嗣
書
』
伝
承
の
様
相

　

当
館
所
蔵
の
『
嗣
書
』
と
は
、
道
元

禅
師
修
訂
の
『
嗣
書
』
の
こ
と
を
指
し

ま
す
。『
嗣
書
』
に
は
断
簡
の
草
案
本

と
一
冊
本
の
修
訂
本
が
あ
り
、
草
案
本

は
仁
治
二
（
一
二
四
一
）
年
に
、
道
元

禅
師
が
山
城
興こ

う

聖
し
ょ
う

寺じ

（
京
都
市
伏
見

区
、
現
在
は
京
都
府
宇
治
市
に
移
転
）

で
著
し
た
草
稿
で
、
修
訂
本
は
寛
元
元

（
一
二
四
三
）
年
、
道
元
禅
師
が
永
平

寺
を
開
く
直
前
に
入
っ
た
越
前
吉
峰
寺

（
福
井
県
永
平
寺
町
）
に
お
い
て
、
そ

の
草
案
本
を
推
敲
修
訂
し
た
も
の
で
す
。

　

修
訂
本『
嗣
書
』は
、
の
ち
に
伊
予
西

条
藩
主
松
平
家
に
伝
来
し
、
大
正
十
三

（
一
九
二
四
）年
に
同
家
か
ら
売
立
に
出

さ
れ
、
京
都
の
古
美
術
商･

里
見
忠
三

郎
氏
の
所
蔵
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た

め「
里
見
氏
旧
蔵
本
」と
呼
ば
れ
て
も
い

ま
す
。
当
時
、
東
大
史
料
編
纂
所
に
勤

務
し
て
い
た
故
大
久
保
道
舟
氏
（
元
駒

澤
大
学
総
長
）
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
、

世
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦

後
に
里
見
氏
か
ら
売
り
に
出
さ
れ
、
以

来
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

以
後
修
訂
本
は
、
故
大
久
保
道
舟
氏

に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
写
真
が
、
文
末

に
記
し
た
主
要
参
考
文
献
な
ど
に
掲

載
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
原
本
の
行

方
は
不
明
の
ま
ま
で
し
た
。
平
成
十
九

（
二
〇
〇
七
）
年
、
実
に
五
十
数
年
ぶ

り
に
再
び
世
に
姿
を
現
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
草
案
本
『
嗣
書
』
が
断
簡
で

あ
る
の
に
対
し
、
本
書
は
冒
頭
か
ら
末

尾
ま
で
一
紙
も
欠
け
る
こ
と
の
な
い
完

本
と
し
て
極
め
て
貴
重
と
い
え
ま
す
。

『
嗣
書
』
の
添
付
資
料
紹
介

　

真
筆
本
の
価
値
は
金
銭
で
計
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
書
に
添
付

さ
れ
て
い
る
折
紙･

添
状･

差
紙
と
称
す

る
資
料
か
ら
、
江
戸
時
代
の
評
価
を
推

測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
れ
ら
は
、

江
戸
時
代
の
古
筆
鑑
定
家･

畠
山
牛
庵

（
随
世
）に
よ
っ
て
寛
文
三（
一
六
六
三
） 

年
に
記
さ
れ
、
本
書
の
鑑
定
書
の
よ
う

な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
の
添
状
に
は
、「
曹
洞
宗

開
山
道
元
和
尚
の
真
跡
な
り
」と
記
し
、

「
代
物
之
儀
、
不
案
内
に
御
座
候
共
、

弐
百
貫
程
に
仕
る
べ
く
候
」
と
あ
っ
て

価
格
的
に
は
二
百
貫
程
の
価
値
と
評
価

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
両
は
四
貫
な
の

で
、
二
百
貫
は
五
十
両
と
な
り
ま
す
。

よ
く
一
両
は
十
万
円
程
度
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
江
戸
時
代
の
貨
幣
価
値
は
米
相

場
を
基
準
に
変
動
し
て
い
た
の
で
、
一

両
が
現
在
の
何
円
と
表
現
す
る
の
は
困

難
で
す
が
、
寛
文
時
代
の
一
両
は
、
米

八
十
升
分
、
大
工
の
日
当
二
十
日
分
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
両
あ

れ
ば
庶
民
は
一
ヶ
月
生
活
で
き
、
十

両
盗
む
と
死
罪
（『
公く

事じ

方か
た

御お

定
さ
だ
め

書が
き

』

一
七
四
二
年
） 

と
さ
れ
て
い
た
の
で
、

五
十
両
の
価
格
が
ど
れ
程
の
も
の
か
が

推
し
測
れ
る
で
し
ょ
う
。
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嗣
書
授
受
の
重
要
さ
を
説
く
内
容
で

す
。
最
初
に
説
示
場
所
と
し
て
「
観
音

導
利
興
聖
宝
林
寺
」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
草
案
本
を
著
し
た
山
城
深
草

の
興
聖
寺
を
指
し
ま
す
。
以
後
、
一
行

当
た
り
十
七
～
十
八
文
字
、
一
頁
に
六

行
ず
つ
配
し
、
五
十
七
頁
に
渡
り
計

三
百
三
十
六
行
、
約
五
千
九
百
文
字
が

仮
名
交
じ
り
文
で
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

書
き
出
し
は
、「
仏
仏
か
な
ら
ず
仏

仏
に
嗣
法
し
、
祖
祖
か
な
ら
ず
祖
祖
に

嗣
法
す
る
」
す
な
わ
ち
仏
法
の
継
承
は

必
ず
仏
か
ら
仏
へ
、
祖
師
か
ら
祖
師
へ

と
伝
達
相
続
さ
れ
る
も
の
と
説
き
、
つ

い
で
、
釈
尊
以
来
脈
々
と
継
承
さ
れ
て

き
た
こ
と
、「
こ
の
仏
道
、
か
な
ら
ず

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
里
見
氏
宛
て
の
故

大
久
保
道
舟
氏
の
書
簡
（
昭
和
十
三
年

頃
）、
故
飯
田
利
行
氏
（
元
駒
澤
大
学

教
授
）
の
書
簡
（
昭
和
十
七
年
頃
）
な

ど
も
添
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
も
に
写

真
撮
影
に
対
す
る
礼
状
で
、
宗
門
学
者

に
よ
る
真
筆
本
へ
の
関
心
の
ほ
ど
が
う

か
が
え
ま
す
。

『
嗣
書
』
の
内
容

　

禅
宗
で
は
古
来
、
仏
法
を
継
承
す
る

「
嗣
法
」
の
証
と
し
て
、
釈
尊
以
来
の

系
譜
を
書
き
記
し
た
「
嗣
書
」
が
、
師

か
ら
弟
子
に
授
け
ら
れ
ま
し
た
。『
嗣

書
』
は
、
面
授
嗣
法
（
師
と
弟
子
と
の

仏
法
の
人
格
的
相
承
）
の
意
義
と
、

嗣
法
す
る
と
き
、さ
だ
め
て
嗣
書
あ
り
。

も
し
嗣
法
な
き
は
天
然
外
道
な
り
。」

と
、
嗣
法
と
嗣
書
の
一
如
な
る
こ
と
を

明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
真
義
に
反

し
て
、
近
年
で
は
、
実
際
に
師
よ
り
嗣

書
を
授
か
ら
ず
に
、た
だ
師
の
法
語（
仏

法
の
道
理
を
説
い
た
語
）
と
頂
相
（
肖

像
画
）
だ
け
を
手
に
入
れ
て
嗣
法
の
証

と
す
る
弊
風
が
あ
る
こ
と
を
批
判
さ
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
中
国
で
の
見
聞
を

も
と
に
、
禅
宗
諸
派
の
嗣
書
の
書
式
に

つ
い
て
、
そ
の
相
違
点
な
ど
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
白
絹
の
表

背
せ
る
に
か
く
。
表
紙
は
あ
か
き
錦
な

り
。
軸
は
玉

ぎ
ょ
く

な
り
。
長た

け

九
寸
ば
か
り
。

濶
ひ
ろ
さ

七
尺
余
な
り
。」
な
ど
、
当
時
の
嗣

書
の
裂
地
、
材
質
、
大
き
さ
な
ど
に
つ

い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
師
の
如
浄
と
交
わ
さ
れ
た

嗣
法
に
つ
い
て
の
問
答
を
記
し
、「
こ

の
と
き
道
元
は
じ
め
て
仏
祖
の
嗣
法
あ

る
こ
と
を
稟ぼ

ん

受じ
ゅ

（
受
け
る
）
す
る
の
み

に
あ
ら
ず
、
従
来
の
旧

き
ゅ
う

窠か

（
誤
て
る
考

え
）
を
も
脱
落
す
る
な
り
。」
と
、
如

浄
の
指
導
に
よ
り
嗣
法
の
真
義
に
得
心

さ
れ
た
心
境
を
述
べ
て
結
ん
で
い
ま

す
。

　

末
尾
に
は
、
仁
治
二
（
一
二
四
一
）

年
三
月
二
十
七
日
、
山
城
興
聖
寺
に
て

草
案
を
作
成
し
た
旨
の
自
署
と
、
寛
元

元
（
一
二
四
三
）
年
九
月
二
十
四
日
、

越
前
吉
峰
寺
に
て
修
訂
し
た
時
の
道
元

禅
師
の
花
押
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、曹
洞
宗
門
で
は
、こ
の『
嗣
書
』

の
教
え
を
受
け
、
嗣
書
は
師
か
ら
授
与

さ
れ
る
「
室
中
三
物
」（
嗣
書･

血
脈･

大
事
）
の
一
つ
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
嗣

法
の
証
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈
文
責駒

澤
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館

�

塚
田　

博
〉

《『
嗣
書
』（
修
訂
本
）
写
真
版
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
主
要
参
考
文
献
》

『
道
元
禅
師
全
集　

附　

道
元
禅
師
真

筆
集
成
』（
大
久
保
道
舟
編
、筑
摩
書
房
、

一
九
七
〇
年
）

『
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
別
巻　

道

元
禅
師
真
蹟
関
係
資
料
集
』（
大
修
館

書
店
、
一
九
八
〇
年
）

『
道
元
禅
師
七
五
〇
回
大
遠
忌
記
念
出

版　

道
元
禅
師
真
蹟
集
』（
大
修
館
書

店
、
一
九
九
九
年
）

修訂時の花押（31 葉表）

『
駒
澤
大
学
電
子
図
書
館
』

URL http://www.kom
azawa-u.ac.jp/

 
~toshokan/el/index.htm
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〈
お
詫
び
と
訂
正
〉

　

前
号
一
四
二
号
（
平
成
二
十
年
七
月
五
日
発
行
）
に
お

い
て
、
訂
正
箇
所
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
申
し
上
げ
ま
す
。

・
三
頁
左
側
日
程
表
中

　
　
（
誤
）「
御
挨
拶
：
大
本
山
永
平
寺
副
貫
主
」

　
　
　
　
　
　

↓

　
　
（
正
）「
御
挨
拶
：
大
本
山
永
平
寺
副
貫
首
」

＊そうせいサロン

哆 々 和 々

編 集 後 記

　

最
近
に
な
っ
て
ふ
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、「
伝
統
・

伝
承
」と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
な
の
で
す
が
、そ
の
言
葉
の
イ
メ
ー

ジ
に
は
、
格
式
で
あ
っ
た
り
封
建
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
い
て
い
て
、

自
分
的
に
は
少
々
閉
鎖
的
な
印
象
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
仏
教
、

即
ち
お
釈
迦
様
の
教
え
も
同
様
に
、
二
千
年
の
時
を
刻
み
続
け
て

い
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
伝
統
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
昔
か
ら

受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
を
手
か
ら
手
へ
と
渡
し
て
い
く
、
言
わ

ば
保
守
的
な
感
じ
が
し
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
私
は
、
そ
れ
と
は

違
う
も
の
ば
か
り
を
仏
教
に
見
出
そ
う
と
勤
め
て
き
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、こ
の
春
、東
大
寺
さ
ま
の
大
仏
殿
で
大
般
若
祈

祷
法
要
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
日
本
の
仏
教
の
オ
リ
ジ
ン
と

も
い
う
べ
き
場
所
で
、貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
際
、
大
勢
の
方
の
情
熱
と
手
に
よ
っ
て
面
々
と
受
け
継
が
れ

て
き
た
も
の
は
古
び
た
も
の
な
ん
か
で
は
な
く
、
そ
の
瞬
間
瞬
間

の
出
会
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
痛
感
い
た
し
ま
し
た
。

　

尽
き
る
こ
と
の
な
い
情
熱
と
行
い
が
な
け
れ
ば
、
幾
度
か
の
消

失
か
ら
の
復
興
は
あ
り
得
ず
、
そ
の
情
熱
の
源
は
仏
道
に
出
会
え

ば
こ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
積
み
か
さ
ね
た
も
の
の
重
さ
が
東

大
寺
を
満
た
す
荘
厳
さ
と
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

受
け
継
ぐ
こ
と
、そ
れ
は
新
た
な
自
分
に
出
会
う
こ
と
、新
た
な

自
分
に
な
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
訳
で
、
決
し
て
化
石
で
は
な
く

「
二
千
年
以
上
に
及
ぶ
仏
教
の
歴
史
は
目
映
い
ば
か
り
の
出
会
い

と
い
う
輝
き
の
連
な
り
」
と
気
づ
か
さ
れ
た
貴
重
な
時
間
で
あ
り

ま
し
た
。

　

今
、
私
は
仏
教
徒
と
し
て
、
お
釈
迦
様
の
教
え
の
中
で
何
と
出

会
い
、
何
を
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
自
問
自
答
の
時
間

を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
十
一
月
に
は
再
び
東
大
寺
さ
ま
に
て
文
字
通
り
「
千
僧
法

要
」
が
営
ま
れ
ま
す
。
ひ
と
え
に
「
世
界
平
和
」
を
願
う
唯
一

無
二
の
機
会
と
な
っ
て
く
れ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

　

ご
参
加
い
た
だ
け
る
皆
さ
ま
と
共
に
、
新
た
な
出
会
い
の
時

を
迎
え
ら
れ
る
機
会
に
し
た
い
と
心
か
ら
願
い
、
そ
し
て
努
力

す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

�

全
国
曹
洞
宗
青
年
会�

会
長　

芳　

村　

元　

悟

　
「
そ
う
せ
い
」
に
対
す
る
ご
意
見
・
ご
感
想
、
ま
た
、

発
送
部
数
に
関
す
る
ご
要
望
は
左
記
の
連
絡
先
ま
で
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

○
あ
て
先

　

〒
二
七
三
‐
〇
八
六
五

　

千
葉
県
船
橋
市
夏
見
六
‐
二
十
三
‐
三�

長
福
寺
内

�

そ
う
せ
い
サ
ロ
ン
係

　

Ｆ
Ａ
Ｘ�

（
〇
四
七
）四
三
六
‐
六
八
〇
八�

河
村
ま
で

　
「
環
境
問
題
の
ツ
ボ
」
の
連
載

を
担
当
し
て
い
ま
す
。
七
月
に
洞

爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
メ

デ
ィ
ア
で
も
大
々
的
に
報
道
さ

れ
ま
し
た
が
、
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
、
福
田
首
相
の
辞
任
な
ど
次
々
と

起
こ
る
出
来
事
に
か
き
消
さ
れ
る
か

の
よ
う
に
、
環
境
問
題
の
話
題
自
体

が
、
世
間
か
ら
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
の
よ
う

で
す
。

　

企
業
や
団
体
な
ど
の
集
団
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
環
境
対
策
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
以
前
と
比
べ
一
般
の

意
識
も
確
実
に
上
が
っ
て
き
て
い
ま

す
が
、
日
本
人
一
人
ひ
と
り
が
、
日

常
生
活
の
中
で
環
境
対
策
を
実
践
し

て
い
く
よ
う
に
な
る
に
は
、
ま
だ
時

間
が
か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
号
ま
で
に
、環
境
問
題
の
現
状
、

環
境
倫
理
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
次
号
で
は
地
域
に

お
け
る
寺
院
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論

じ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
た
と
え

地
球
温
暖
化
の
問
題
が
な
く
て
も
、

資
源
の
浪
費
自
体
は
そ
も
そ
も
仏
教

的
視
点
か
ら
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で

す
。

　

我
々
僧
侶
が
環
境
問
題
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
、
こ
の
連

載
を
担
当
し
な
が
ら
勉
強
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

�

広
報
委
員　

松
岡　

広
也
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食
欲
の
秋
こ
そ

�

飽
き
な
い〝
お
米
〟

文　

白
澤　

雪
俊 

（
し
ら
さ
わ 

せ
っ
し
ゅ
ん
）

昭
和
四
十
五
年
、
青
森
県
弘
前
市
生
ま
れ
。

十
八
歳
で
永
平
寺
別
院
に
安あ

ん

居ご

修
行
し
な
が

ら
、
駒
澤
短
期
大
学
（
仏
教
科
）
に
学
ぶ
。

卒
業
後
一
年
間
東
京
都
港
区
の
青
松
寺
に
随

身
（
住
職
に
お
仕
え
し
学
ぶ
修
行
僧
）
と
し

て
過
ご
し
た
後
、
福
井
県
曹
洞
宗
大
本
山
永

平
寺
に
て
、
七
年
間
安
居
修
行
を
す
る
。
こ

の
七
年
間
の
中
、
約
三
年
間
を
典
座
寮
に
配

役
さ
れ
る
。
永
平
寺
送
行
後
、
大
本
山
永
平

　

世
界
中
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
お
米

の
種
類
は
、
お
よ
そ
千
種
類
に
も
な

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
種

類
の
あ
る
中
で
、
お
お
き
く
三
種
類

の
分
類
と
な
る
。

①
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米

　

普
段
私
達
が
食
べ
て
い
る
日
本

の
稲
で
出
来
て
い
て
、
形
は
丸
く

て
短
く
炊
い
た
時
は
ね
ば
り
が
あ

り
、
日
本
人
好
み
の
米
で
あ
る
。

②
ジ
ャ
バ
ニ
カ
米

　

ジ
ャ
ワ
型
の
稲
で
、
種
類
の
中

で
は
一
番
大
粒
。
主
に
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
を
中
心
に
食
べ
ら
れ
て
い

て
、
ア
ジ
ア
の
熱
帯
高
地
や
ア
メ

リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
多
く
作

ら
れ
て
い
る
。

③
イ
ン
デ
ィ
カ
米

　

イ
ン
ド
型
の
稲
で
、
世
界
中
で

一
番
栽
培
さ
れ
て
い
る
種
類
に
な

り
、
形
は
長
細
く
粘
り
が
無
く
パ

サ
パ
サ
し
て
い
る
の
で
、
カ
レ
ー

や
ピ
ラ
フ
に
あ
う
米
で
す
。（
タ

イ
米
も
こ
の
一
種
）

寺
東
京
別
院 

長
谷
寺
副
典
と
し
て
再
安
居
。

現
在
、
青
森
県
弘
前
市
普
門
院
副
住
職
と
し

て
師
匠
を
補
佐
す
る
傍
ら
、
精
進
料
理
に
関

す
る
講
演
な
ど
の
布
教
活
動
に
務
め
る
。
第

十
七
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
青
少
年
教
化
委

員
会
副
委
員
長
。

著
書 

『
身
体
に
や
さ
し
い
料
理
を
つ
く
ろ

う
』（
ニ
ュ
ー
ト
ン
プ
レ
ス
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
://w

w
w
6.o
c
n
.n
e
.jp
/̃ya

m
a
ka
n
/

青森県田舎館村で毎年行っている「田んぼアート」です。 今年の題目は「恵比
寿様と大黒様」です。縦143メートル×横104メートル（平成20年 9 月筆者撮影）

毎
日
何
気
に
食
べ
て
い
て
も
、
飽
き
な
い
主
食
が
あ
る
。
そ
う
、
お
米
。

お
か
ず
（
副
食
）
は
、
品
を
替
え
て
飽
き
さ
せ
な
い
で
調
理
に
あ
た
る
が
、

こ
の
お
米
だ
け
は
、
毎
日
食
べ
て
も
飽
き
な
い
。
何
と
も
言
え
ぬ
存
在
感
の

主
食
、〝
お
米
〟
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
る
。

秋こそ混ぜご飯で楽しいひと時を

とろろ昆布とじゃこ、黒ごま塩とおかか、
白ごま塩と小梅、白ごまと醤油ダレ、
ひじきと紫蘇ごはんおむすび

　

水
田
に
お
米
の
元
と
な
る
稲
を
育

て
る
目
的
と
し
て
、
水
を
蓄
え
る
と

い
う
こ
と
に
は
普
段
実
感
と
し
て
な

い
が
、
こ
ん
な
恵
み
が
あ
る
。

　

大
雨
の
時
に
は
雨
水
を
蓄
え
て
、

洪
水
を
防
ぐ
機
能
が
あ
り
、
雪
解
け

水
や
梅
雨
の
雨
水
を
蓄
え
、
や
が
て

下
流
に
戻
す
働
き
が
あ
る
。

　

稲
と
水
田
は
私
達
の
食
糧
と
生
活

の
安
全
を
支
え
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。

　

秋
到
来
、
弁
当
を
持
っ
て
外
に
出

掛
け
る
人
あ
れ
ば
、
気
軽
に
サ
ラ
サ

ラ
茶
漬
け
を
好
む
人
も
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
毎
日
白
い
ご

飯
を
食
べ
ら
れ
る
事
に
有
り
難
さ
を

感
じ
る
。

�

合
掌
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長野県松本生まれ。尼寺育ち。看護師として
の経験を生かし、医療と宗教の領域を横断す
る“あまんず（amans＝ama〈尼〉＋ ns〈ナー
ス、看護師〉）"として活動中。

燦ホールディングス・グループ ㈱公益社『ひだまりの会』事務局

出
で
　口

ぐち
　久

ひさ
　美

み
　×　飯

いい
　島

じま
　惠

けい
　道

どう
1944年、愛媛県生まれ。専業主婦を経て、子育
て中に保育士となる。
1999年、公益社お客様サービス室の開設時か
ら関わり、6000人以上の遺族の生の声を聞く。
その経験を活かし、現在、ひだまりの会事務局
長としてグリーフケアに携わっている。

あまんずの
ダイアローグ ⑤ 死別の悲嘆に〝ひだまり〟を 前編

そ
れ
を
実
行
に
移
し
て
い
く
と
、
自
ず

と
企
業
と
し
て
の
成
果
も
出
て
く
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自
助

グ
ル
ー
プ
で
は
な
く
（
企
業
で
あ
る
）

葬
儀
社
が
運
営
し
て
い
る
の
が
、
こ
の

会
の
特
徴
で
す
ね
。

「
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
」に

�

変
え
た
電
話
に
よ
る
ケ
ア

出
口　

私
た
ち
が
『
ひ
だ
ま
り
の
会
』

に
取
り
組
ん
だ
五
年
前
に
は
前
例
が
な

か
っ
た
の
で
、
常
に
試
行
錯
誤
で
や
っ

て
参
り
ま
し
た
。

飯
島	

初
回
の
月
例
会（
二
〇
〇
三
年
）

は
数
十
人
の
参
加
者
が
あ
っ
た
の
に
、

二
回
目
に
な
っ
た
ら
十
名
ち
ょ
っ
と
ま

で
落
ち
込
ん
だ
。
そ
れ
で
出
口
さ
ん
は

一
名
一
名
、
初
回
の
月
例
会
に
参
加
さ

れ
た
方
に
お
電
話
を
さ
れ
た
そ
う
で
す

ね
。

出
口	

最
初
の
二
、三
ヶ
月
は
、「
何
故

来
て
い
た
だ
け
な
い
の
か
」
と
の
思
い

か
ら
、
再
度
コ
ー
ル
す
る
こ
と
に
徹
し

て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
月
例
会
だ

け
で
は
聴
け
な
い
会
員
の
本
音
が
聴
け

た
ん
で
す
ね
。そ
れ
か
ら「
見
守
り
コ
ー

ル
」
と
い
っ
て
、
そ
の
人
た
ち
を
電
話

で
ケ
ア
し
て
い
こ
う
と
思
い
立
っ
た
ん

で
す
ね
。
一
人
一
人
の
思
い
を
受
け
止

め
な
け
れ
ば
、
こ
の
活
動
は
私
た
ち
の

自
己
満
足
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
な
っ
て

思
い
ま
し
た
。
あ
の
時
期
が
な
け
れ
ば

今
も
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

飯
島	

お
電
話
は
出
口
さ
ん
が
お
一
人

　

残
暑
厳
し
き
八
月
下
旬
、『
ひ
だ

ま
り
の
会
』
と
い
う
遺
族
の
集
い
を

見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大

阪
の
葬
儀
社
が
主
催
す
る
会
合
で

す
。
私
は
午
後
の
部
か
ら
見
学
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
前
半
約
一

時
間
は
、
参
加
者
が
数
名
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
の
「
分
か
ち
合
い

の
集
い
」。
い
つ
も
は
テ
ー
マ
を
設

定
し
て
の
ト
ー
ク
だ
が
、
今
回
は
フ

リ
ー
ト
ー
ク
と
の
事
。
ラ
ン
ダ
ム
に

編
成
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
ゆ

え
、
初
め
て
会
話
を
交
わ
す
と
い
う

方
も
居
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
ど
の

グ
ル
ー
プ
も
、
膝
を
突
合
せ
て
「
旧

知
の
友
」
の
如
く
話
が
は
ず
ん
で
お

り
、
話
し
手
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
、

頷
き
、
相
槌
を
打
ち
、
時
に
は
笑
い

あ
い
。「
遺
族
」
と
い
う
言
葉
は
「
悲

し
み
く
れ
た
人
び
と
」
を
想
起
さ
せ

ま
す
が
、会
場
の
熱
気
と
明
る
さ
は
、

私
が
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
見
事

に
粉
砕
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

後
半
は
ハ
ワ
イ
ア
ン
コ
ン
サ
ー
ト
。

バ
ン
ド
演
奏
、
そ
こ
に
ヴ
ォ
ー
カ
ル

も
加
わ
っ
て
の
演
奏
。
そ
し
て
曲
に

合
わ
せ
て
フ
ラ
ダ
ン
ス
公
演
も
あ
り

ま
し
た
。
参
加
者
の
中
に
は
「
フ
ラ

ダ
ン
ス
を
習
っ
て
い
る
」
と
い
う
方

も
居
ら
れ
、
ダ
ン
サ
ー
の
動
き
に
合

わ
せ
て
体
を
動
か
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
心
か
ら
楽
し
ん
で
お
ら

れ
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ひ
だ
ま
り
の
会
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
の
は

出
口
久
美
さ
ん
。
彼
女
は
、
そ
こ
に

集
う
方
が
た
を
「
大
事
な
人
を
亡
く

し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
出
逢
わ
な

か
っ
た
人
び
と
」
と
表
現
さ
れ
ま
し

た
。
そ
こ
で
の
出
逢
い
を
ど
の
よ
う

に
し
て
悲
嘆
ケ
ア
に
繋
げ
て
い
く

か
。
そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
話

を
伺
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

	
葬
儀
社
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

飯
島	

以
前
、
日
本
ホ
ス
ピ
ス
・
在

宅
ケ
ア
研
究
会
の
飛
騨
・
高
山
大
会

（
二
〇
〇
七
年
）
に
伺
っ
た
時
に
、
初

め
て
出
口
さ
ん
を
お
見
か
け
し
て
、『
ひ

だ
ま
り
の
会
』
の
活
動
も
そ
の
時
お
聞

き
し
ま
し
た
。
今
回
、
改
め
て
『
ひ
だ

ま
り
の
会
』
の
会
報
（
年
二
回
発
行
）

を
送
っ
て
い
た
だ
い
て
拝
見
し
ま
し

て
、
グ
リ
ー
フ
（
遺
族
の
抱
え
る
死
別

の
悲
嘆
）
ケ
ア
に
特
化
し
た
た
い
へ
ん

す
ば
ら
し
い
活
動
を
さ
れ
て
い
る
な
と

思
い
ま
し
た
。

出
口	

葬
儀
社
と
ご
遺
族
っ
て
い
う
の

は
、
葬
儀
が
終
わ
れ
ば
ず
っ
と
距
離
感

が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
葬
儀
社

側
は
声
を
掛
け
た
い
っ
て
思
い
は
あ
っ

た
か
も
分
か
ら
な
い
け
ど
、
ご
遺
族
に

し
て
み
た
ら
「
何
か
余
計
に
求
め
ら
れ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
か
。
公
益
社
も

長
い
長
い
歴
史
の
あ
る
会
社
で
す
け

ど
、
や
っ
と
五
年
前
に
、
ご
遺
族
の
お

役
に
立
て
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
か
っ

て
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は
、
す
ば
ら
し

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

飯
島	

そ
う
で
す
ね
。
き
っ
か
け
が
や

は
り（
会
社
の
）上
の
方
が
、ご
遺
族（
の

悲
嘆
）
に
関
わ
っ
て
い
く
の
が
大
切
だ

と
見
方
を
変
え
て
か
ら
で
す
ね
。

出
口	

そ
う
で
す
ね
。
い
つ
も
何
か
行

動
を
起
こ
し
た
り
決
断
を
す
る
時
は
、

や
っ
ぱ
り
相
手
の
立
場
に
立
つ
こ
と

が
、
す
ご
く
大
切
だ
と
思
う
ん
で
す

ね
。
相
手
の
思
い
を
受
け
止
め
る
中
で
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で
掛
け
ら
れ
た
ん
で
す
か
？

出
口	
当
時
は
。
わ
た
し
も
未
熟
で
す

か
ら
良
い
コ
ー
ル
が
出
来
た
か
は
分
か

り
ま
せ
ん
け
ど
、（
月
例
会
で
）
一
度

お
目
に
か
か
っ
て
ま
す
の
で
、
そ
こ
に

は
少
し
信
頼
関
係
が
生
ま
れ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
本
当
に
色
ん
な
こ
と
を
仰
っ

て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
こ
も
正
に
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
の
現
場
で
し
た
よ
。
例
え

ば
、
初
め
て
来
ら
れ
た
時
に
、
私
に
す

が
っ
て
泣
い
た
方
が
い
た
ん
で
す
ね
、

私
と
同
年
輩
の
女
性
で
ね
。
当
時
の
彼

女
は
「
葬
儀
当
日
の
ト
ラ
ブ
ル
と
か
、

親
戚
の
何
気
な
い
一
言
と
か
の
た
め

に
、
自
分
は
お
父
さ
ん
の
死
に
十
分
関

わ
っ
て
な
か
っ
た
」
っ
て
い
う
色
ん
な

悔
い
が
出
て
き
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を

聞
き
取
る
中
で
、
生
前
の
ご
主
人
と
毎

日
、
淀
川
縁
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
さ

れ
て
い
た
お
話
が
出
て
、「
で
も
絶
対

に
行
け
な
い
。
思
い
出
の
場
所
だ
か

ら
」
っ
て
仰
る
ん
で
す
。「
で
も
、
ご

主
人
と
の
そ
ん
な
と
っ
て
も
良
い
思
い

出
が
残
っ
て
い
る
し
、
愛
情
一
杯
じ
ゃ

な
い
の
」
っ
て
話
を
し
て
い
く
中
で
、

私
が
「
一
度
、
淀
川
に
行
っ
て
み
な

い
？　

何
か
変
わ
る
か
も
分
か
ら
な
い

わ
よ
」
っ
て
何
気
な
く
言
っ
て
い
た
ん

で
す
。
す
る
と
、次
の
コ
ー
ル
で「
行
っ

て
み
た
」
っ
て
仰
っ
た
ん
で
す
。
そ
う

し
た
ら
、
今
ま
で
ご
主
人
と
歩
い
て
い

る
時
は
目
に
つ
か
な
か
っ
た
の
に
、
今

日
一
人
で
歩
い
て
み
た
ら
、
そ
こ
に

ず
っ
と
前
か
ら
咲
い
て
い
た
花
な
ん
だ

け
ど
、「
出
口
さ
ん
、
私
の
方
を
向
い

て
咲
い
て
く
れ
て
る
の
よ
」
っ
て
。
彼

女
は
そ
の
花
に
ご
主
人
の
名
前
を
付
け

て
、
そ
の
株
を
取
っ
て
き
て
マ
ン
シ
ョ

ン
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
育
て
て
、「
出
口
さ

ん
ま
た
今
年
も
咲
い
た
」
っ
て
コ
ー
ル

で
報
告
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
花
と
思
い

出
を
暮
ら
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

飯
島	
素
敵
な
お
話
で
す
ね
。
や
は
り

お
電
話
で
出
口
さ
ん
と
お
話
し
す
る
こ

と
で
、
時
間
を
か
け
て
少
し
ず
つ
少
し

ず
つ
、
心
の
中
で
整
理
が
出
来
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。

分
か
ち
合
い
、そ
し
て
自
立
へ

飯
島	

今
日
の
月
例
会
の
午
後
の
部
で

は
、
死
別
の
体
験
か
ら
結
構
時
間
の

経
っ
た
方
が
多
い
の
か
な
っ
て
思
っ
た

ん
で
す
け
ど
。

出
口	

大
半
は
三
回
忌
前
後
の
方
で
す

ね
。
初
め
て
月
例
会
に
参
加
す
る
方
も

こ
の
中
に
入
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
悲
嘆
に
対
す
る
温
度

差
は
、
非
常
に
あ
り
ま
す
。
で
も
、（
悲

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
特
化
し
た
す
ば
ら
し
い
活
動
で
す
ね
。（
飯
島
）

相
手
の
思
い
を
受
け
止
め
実
行
す
る
こ
と
が
、企
業
に
と
っ
て
も
大
切
で
す
。（
出
口
）

嘆
を
乗
り
越
え
た
経
験
と
し
て
）
一
歩

前
を
歩
い
て
い
る
方
と
お
話
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
癒
さ
れ
た
り
気
づ
か
さ
れ

た
り
、
ま
た
支
え
て
も
ら
え
る
こ
と
も

あ
る
ん
で
す
。

飯
島	

自
分
一
人
で
考
え
て
も
、
悲
し

み
の
堂
々
巡
り
で
す
も
の
ね
。
で
も
少

し
時
間
が
経
て
ば
、「
あ
あ
い
う
風
に

考
え
ら
れ
る
ん
だ
」
っ
て
い
う
の
が
分

か
る
と
、
や
っ
ぱ
り
励
み
に
も
な
り
ま

す
よ
ね
。
口
で
言
う
よ
り
も
そ
う
い
う

方
が
た
に
実
際
に
会
っ
て
い
た
だ
い

て
、
接
す
る
こ
と
が
大
き
い
こ
と
な
ん

で
す
ね
。
午
前
中
の
部
は
拝
見
出
来
な

か
っ
た
ん
で
す
が
、
悲
し
み
が
大
き
く

て
泣
か
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。

出
口	

（
参
加
回
数
が
）
四
回
く
ら
い

ま
で
は
午
前
中
の
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て

い
た
だ
く
ん
で
す
が
、
午
後
の
大
き
な

グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
た
だ
く
の
も
自

己
選
択
し
て
い
た
だ
く
ん
で
す
。
私
は

そ
こ
が
ま
た
ひ
と
つ
の
「
自
立
」
だ
と

思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
自
己
決
定
し
て

い
く
こ
と
が
、
人
生
を
丁
寧
に
生
き
る

こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
自
分
の
人
生
だ
か
ら
。
誰

も
決
め
て
く
れ
ま
せ
ん
。だ
か
ら
私
は
、

会
員
を
サ
ポ
ー
ト
出
来
る
と
思
っ
て
い

な
く
て
、
自
立
の
場
を
提
供
し
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

飯
島	

ス
タ
ッ
フ
の
方
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
す
か
？

出
口	

社
員
が
若
干
名
い
ま
す
。
あ
と

は
月
例
会
の
時
は
会
員
の
方
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
手
伝
っ
て
い
ま
す
。

飯
島	

今
日
も
前
で
司
会
を
さ
れ
て
い

た
の
は
会
員
の
方
で
し
た
ね
。
と
て
も

良
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
あ
ん
な
進
行
役

を
買
っ
て
出
る
心
境
に
な
る
ま
で
時
間

が
か
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。

出
口	

百
人
百
通
り
で
す
。
中
に
は
ど

う
し
て
も
大
き
い
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
な

い
人
も
い
て
、
そ
れ
も
含
め
て
自
己
選

択
な
ん
で
す
よ
ね
。

飯
島	

自
分
た
ち
で
率
先
し
て
何
か
や

ろ
う
っ
て
い
う
会
員
さ
ん
が
い
る
こ
と

は
参
加
者
と
し
て
も
張
り
合
い
に
な
り

ま
す
よ
ね
。自
立
し
た
姿
で
す
も
の
ね
。

	

（
つ
づ
く
）

『ひだまりの会』会員から出口さんに送られた
手作りの「感謝状」。出口さんへの人気と信頼
の高さが伺われる

ひ
だ
ま
り
の
会

創
業
昭
和
七
年
の
葬
儀
社
、
燦
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
（
東
証
・
大
証
一
部
上
場
）

グ
ル
ー
プ
・
㈱
公
益
社
（
本
社
・
大
阪
市
）

が
、
社
会
貢
献
活
動
の
一
環
と
し
て
、

二
〇
〇
三
年
十
二
月
か
ら
運
営
を
始
め
た

グ
リ
ー
フ
サ
ポ
ー
ト
の
会
。
講
演
会
や
会

員
に
よ
る
体
験
談
発
表
、
小
グ
ル
ー
プ
に

よ
る
「
分
か
ち
合
い
」
な
ど
が
行
わ
れ
る

月
例
会
（
毎
月
第
三
日
曜
日
）
や
、「
わ

い
わ
い
食
堂
」（
男
性
向
け
の
料
理
教
室
）

や
「
ひ
だ
ま
り
亭
」（
落
語
会
）
な
ど
、

会
員
有
志
に
よ
る
個
別
の
分
科
会
な
ど
の

活
動
を
行
っ
て
い
る
。
現
在
会
員
は
四
百

名
余
り
。

事
務
局

〒
五
三
〇
‐
〇
〇
四
一

大
阪
市
北
区
天
神
橋
四―

六―

四
十
二

�

扇
町
ビ
ル
二
階�

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
〇
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八
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一
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E
-m
a
il�

：hid
am
ari@

ko
e
kisha.co

.jp

25	 	№143	 2008.	10



高
台
寺
の
木
像
の
掛
絡（
二
）

愛
知
学
院
大
学
教
授　

川
口
高
風

　

高
台
寺
に
祀
ら
れ
て
い
る
北

き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ

政
所
、

木
下
家
定
、
そ
の
妻
お
あ
こ
の
木
像

の
掛
絡
を
背
面
か
ら
図
示
し
て
み
る
と

（
図
１
）
の
よ
う
に
な
る
。
北
政
所
と

家
定
夫
妻
の
二
本
の
棹さ

お

の
位
置
は
異
な

り
、
北
政
所
の
棹
は
、
マ
ネ
キ
の
上
部

が
外
側
に
、
下
部
が
内
側
に
な
っ
て
お

り
、
一
休
宗
純
の
大
掛
絡
と
は
反
対
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
棹
の
例
は

他
に
み
た
こ
と
が
な
い
。
と
も
に
寿
像

と
し
て
高
台
寺
の
曹
洞
宗
時
代
の
掛
絡

と
み
ら
れ
る
が
、
同
時
代
の
掛
絡
を
搭

け
た
曹
洞
宗
の
他
の
外
護
者
の
木
像
と

比
較
し
な
が
ら
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。

　

佐
賀
県
杵
島
郡
白
石
町
の
法
泉

寺
に
は
中
興
開
基
の
龍
造
寺
隆
信

（
一
五
二
九―

八
四
）の
掛
絡
を
搭
け

た
木
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。隆
信
は

掛
絡
を
搭
け
た
肖
像
画
も
宗
龍
寺（
佐

賀
市
水
ヶ
江
）に
あ
り
、扇
子
を
手
に
持

ち
侍

さ
む
ら
い

烏え

ぼ

し

帽
子
を
被
り
大だ

い

紋も
ん

姿
で
放ほ

う

埓ら
つ

た
る
髭
を
蓄
え
た
武
将
ら
し
い
姿
で
あ

る
。（
図
２
）

　

隆
信
は
薩
摩
の
島
津
氏
、
豊
後
の
大

友
氏
と
と
も
に
九
州
の
三
傑
と
い
わ
れ
、

享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
に
水
ヶ
江

の
龍
造
寺
周
家
の
嫡
子
と
し
て
生
れ
た
。

七
歳
の
時
出
家
し
た
が
、
龍
造
寺
家
兼

曹
洞
宗
の
袈
裟
に
学
ぶ�

第
7
回

が
没
し
た
た
め
還
俗
し
て
胤
信
と
名
の

り
家
督
を
継
い
だ
。
そ
の
後
、
守
護
の

大
内
義
隆
よ
り
「
隆
」
の
一
字
を
与
え

ら
れ
隆
信
と
改
称
し
た
。
肥
前
を
統
一

し
筑
後
、
筑
前
、
豊
前
、
肥
後
、
壱
岐
、

対
馬
を
攻
略
し
て
五
州
二
島
の
大
守
と

も
称
さ
れ
て
い
る
。

　

木
像
は
江
戸
初
期

の
も
の
と
推
定
さ
れ

て
お
り
、
像
の
右
手

が
欠
損
し
た
り
彩
色

の
剥は

く

落ら
く

も
著
し
い
。

剃
髪
し
掛
絡
を
搭
け

て
い
る
が
脇
差
を
さ

し
て
い
る
。
掛
絡
の

棹
は
少
し
長
め
で
、

木
下
家
定
夫
妻
の
木

像
と
同
じ
く
マ
ネ
キ

の
上
部
に
あ
る
棹
は

内
側
に
な
っ
て
環
が

つ
い
て
お
り
、
下
部

に
あ
る
棹
が
外
側
と

な
っ
て
い
る
。（
図

３
・
４
）
画
か
れ
た

環

田　　相

環

田　　相

図 1 　背面からみたマネキと棹

（木下家定、おあこ） （北政所）

図 2 　龍造寺隆信画像図 3 　龍造寺隆信木像図 4 　龍造寺隆信木像の背面

田
相
は
三
条
に
な
っ
て
い
る
が
、
比
較

的
大
き
い
と
こ
ろ
か
ら
左
右
に
タ
ッ
ク

を
施
し
た
状
態
で
あ
る
。

　

乾
坤
院
（
愛
知
県
知
多
郡
東
浦
町
）

は
文
明
七
年
（
一
四
七
五
）、
初
代
緒

川
城
主
水
野
貞
守
が
一
族
の
菩
提
寺
と

し
て
逆げ

き

翁お
う

宗そ
う

順じ
ゅ
ん（
一
四
三
三―

八
八
）

を
請
し
て
創
建
し
た
寺
で
あ
る
。
水
野

氏
の
外
護
の
下
に
知
多
、
三
河
に
門

葉
を
広
げ
、
境
内
に
は
水
野
氏
四
代

の
墓
所
や
水
野
氏
歴
代
の
位
牌
を
祀
っ

た
堅け

ん

雄ゆ
う

堂ど
う

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
掛
絡

を
搭
け
た
水
野
忠た

だ

政ま
さ

（
一
四
九
三―

一
五
四
三
）
と
水
野
忠た

だ

善よ
し

（
一
六
一
二

―

七
六
）
の
木
像
が
あ
る
。

　

堅
雄
堂
は
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）

に
岡
崎
城
主
水
野
忠
善
が
先
祖
の
供
養

と
曽
祖
父
の
忠
政
を
顕
彰
す
る
た
め
に

建
立
し
た
も
の
で
、
忠
政
の
木
像
と
自

分
の
木
像
も
安
置
し
た
。
忠
政
は
徳
川

家
康
の
母
於お

大だ
い

の
方
の
父
で
、
そ
の
子

孫
は
譜
代
の
名
門
と
し
て
江
戸
幕
府
の

要
職
に
就
く
者
も
多
か
っ
た
。

　

忠
政
は
坐
像
、
忠
善
は
胡
跪
像
で
二

人
と
も
刀
と
脇
差
を
さ
し
て
い
る
。
正

面
か
ら
み
る
と
剃
髪
し
た
か
の
よ
う
に

み
え
る
が
、
髷ま

げ

は
つ
い
て
い
る
。（
図

５
・
６
・
７
・
８
）

　

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
の
「
校
割

牒
」
に
よ
れ
ば
、
忠
政
は
木
扇
子
、
忠

善
は
如
意
を
持
っ
て
い
た
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
現
在
は
二
人
と
も
何
も
持
っ

て
い
な
い
。
忠
正
は
青
色
の
掛
絡
、
忠

善
は
朱
で
雲
が
画
か
れ
た
掛
絡
を
搭
け

高台寺の木像と他の木像との比較
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て
お
り
、
形
は
龍
造
寺
隆
信
木
像
と
同

じ
で
あ
る
。

　

同
時
期
を
生
き
ぬ
い
た
戦
国
武
将
に

織
田
有
楽
（
一
五
四
七―

一
六
二
一
）

が
い
る
。
名
を
長
益
と
い
い
号
を
如
庵
、

斎
号
を
有
楽
、
あ
る
い
は
有
楽
斎
と

い
っ
た
。
織
田
信
秀
の
十
一
番
目
の
子

で
、
信
長
の
弟
に
あ
た
る
。
本
能
寺
の

変
以
後
、
秀
吉
、
家
康
に
仕
え
、
千
利

休
の
弟
子
と
な
り
茶
人
と
し
て
余
生
を

送
っ
た
。

　

有
楽
は
生
前
中
、
自
分
の
木
像
を

彫
ら
せ
て
お
り
、
再
興
し
て
隠
居
所

と
し
た
建
仁
寺
塔
頭
の
正
伝
院
（
現

在
、
正
伝
永
源
院
）
に
安
置
し
た
。
同

院
に
所
蔵
す
る
古こ

澗か
ん

慈じ

稽け
い

が
元
和
八
年

（
一
六
二
二
）
に
賛
を
記
し
た
肖
像
画図 5 　水野忠政木像

図 6 　水野忠政木像の背面

図 7 　水野忠善木像

図 8 　水野忠善木像の背面

図 9 　織田有楽画像図10　織田有楽木像図11　織田有楽木像の背面

に
も
類
似
し
て
お
り
、
同
時
期
の
製
作

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（
図
９
）

　

右
手
に
中
啓
を
持
ち
、
左
手
を
膝
に

置
い
て
堂
々
と
し
た
風
貌
で
あ
る
。
金

襴
の
牡ぼ

丹た
ん

唐
草
模
様
の
あ
る
大
掛
絡
を

搭
け
て
お
り
、
向
っ
て
外
側
の
棹
が
太

く
、
田
相
は
左
右
に
タ
ッ
ク
が
施
さ
れ

て
い
る
。（
図
10
）
マ
ネ
キ
は
龍
造
寺

隆
信
や
水
野
忠
政
、
忠
善
と
同
じ
形

で
あ
る
が
横
長
に
な
っ
て
い
る
。（
図

11
）

　

以
上
、
曹
洞
宗
で
あ
っ
た
龍
造
寺
隆

信
、
水
野
忠
政
ら
の
掛
絡
と
臨
済
宗
の

織
田
有
楽
の
掛
絡
を
み
て
き
た
が
、
比

較
し
て
み
る
と
同
じ
よ
う
に
思
え
る
。

マ
ネ
キ
の
縫
い
取
り
は
な
い
。
武
将
の

木
像
の
掛
絡
か
ら
み
る
限
り
、
戦
国
期

よ
り
江
戸
初
期
の
掛
絡
は
曹
洞
宗
と
か

臨
済
宗
と
か
の
区
別
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
棹
の
太
さ
、
長
さ
に
違
い
は

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
禅
宗
と
し
て

同
じ
ス
タ
イ
ル
の
掛
絡
が
用
い
ら
れ
て

い
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
北
政
所
の
木
像
が
曹

洞
宗
時
代
の
高
台
寺
に
寿
像
と
し
て
祀

ら
れ
た
と
し
て
も
、
臨
済
宗
に
転
宗
し

て
か
ら
祀
ら
れ
た
遺
像
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
掛
絡
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
る
方
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
木
下
家
定
夫
妻
の
木
像
も
同

じ
で
あ
る
。

　

現
在
、
掛
絡
を
搭
け
た
武
将
な
ど
の

肖
像
画
を
リ
ス
ト
し
整
理
し
て
い
る
が
、

掛
絡
を
搭
け
た
木
像
は
な
か
な
か
み
つ

か
ら
な
い
。
肖
像
画
の
あ
る
武
将
に
木

像
が
存
在
す
る
か
は
調
査
中
で
あ
る
。

ま
た
、
掛
絡
を
搭
け
た
禅
僧
の
木
像
も

み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
発
見

に
よ
っ
て
木
像
が
製
作
さ
れ
た
時
代
の

掛
絡
の
実
体
を
明
ら
か
に
で
き
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。
掛
絡
を
搭
け
た
木
像

の
情
報
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸

甚
で
あ
る
。

　

高
台
寺
で
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
同

寺
執
事
後
藤
典
生
師
と
真
神
啓
仁
師
に

た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
織
田
有

楽
木
像
の
調
査
は
正
伝
永
源
院
住
職
真

神
仁
宏
師
の
お
取
り
計
ら
い
を
得
た
。

こ
こ
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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２０
謹啓 晩秋の候    

各会員様並びにご寺院様におかれましては、益々ご清祥の段大慶に存じ上げます。 
 平素より全曹青の活動に、ご理解とご賛助を賜り厚く御礼申し上げます。 

　この度、「平成20年度禅文化学林」を下記要領にて全日本仏教青年会主催の
　　「東大寺千僧法要」と併催することになりました。つきましては、諸事ご多繁の折
　　　　　　　　とは、 存じますが、是非ご参集賜りますようご案内申し上げます。

 謹白   

講師　 藤田 一照 老師          『伝承』    〜伝えること、築くこと〜

1954年愛媛県生まれ。 東京大学大学院教育学研究科教育心理学博士

課程中退(発達心理学専攻)後、曹洞宗紫竹林安泰寺にて得度。1987年

から 約18年間アメリカ東部 マサチューセッツ州 にあるヴァレー禅堂に住

持し近隣の大学や瞑想センターなどで禅の指導を行う。共著に『新こころ

のシルクロード』、 訳書に 『禅への鍵』、『ダルマの実践』、『フィーリング・

ブッダ』などがある。2005年 3 月に帰国。

【お問合せ先】 

事務局長 　　　高垣 晶敬 

北海道札幌市中央区南 4 条西27丁目 1 ‐ 1  龍興寺内 
Tel 011‐561‐6055 携帯 090‐1647‐5475 

総務委員長　　森  如謙 

岐阜県恵那市長島町正家265‐ 1  円通寺内 
Tel 0573‐26‐4884 携帯 090‐7852‐6117 

期日 

平成20年11月17日(月)

 場所 

奈良東大寺

禅文化学林講師 

藤田一照老師

 参加費 

千僧法要・禅文化学林登録料 2,000円

 レセプション 8,000円

 

 受付開始(新公会堂) 

  食事(弁当)・装束 

 集会 

 大仏殿へ行列出発 

大護摩供開式 

大護摩供終了、行道 

新公会堂到着 

  禅文化学林講演会 

 禅文化学林終了 

  レセプション 

閉式  

日 程 詳 細 

9 :30

10:30

11:30

 12:00

13:15

13:50

14:30

 15:30

 16:30

17:00

19:00

 

※法要には黒衣、袈裟(木蘭)、足袋、雪駄でお願いいたします。 

※昼食はお弁当をご用意いたします。 

※宿泊に関しましては、各自でお手配をお願い申し上げます。 

※参加費は、当日受付にてお支払い下さい。 

※駐車場がございませんので、公共の交通機関をご利用下さい。 

※11時半の集会までにはご参集下さい
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謹啓 晩秋の候

各会員様並びにご寺院様におかれましては、益々ご清祥の段大慶に存じ上げます。
平素より全曹青の活動に、 ご理解とご賛助を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、「平成20年度禅文化学林」を下記要領にて全日本仏教青年会主催の
「東大寺千僧法要」と併催することになりました。つきましては、諸事ご多繁の折とは、
存じますが、是非ご参集賜りますようご案内申し上げます。
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