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昨
年
、
四
月
二
十
六
日
の
「
仏
法
興

隆
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
二
十
周
年
記
念

法
要
」（『
そ
う
せ
い
』
一
四
二
号
、
五

頁
参
照
）
に
続
き
、
十
一
月
十
七
日
に

奈
良
県
の
東
大
寺
に
お
い
て
、「
奈
良

千
僧
法
要
」
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
毎

年
恒
例
の
行
事
で
す
が
、
今
回
は
、
全

日
本
仏
教
青
年
会
の
創
立
三
十
周
年
記

念
、
並
び
に
、
第
十
五
回
世
界
青
年
仏

教
徒
連
盟
日
本
大
会
（
十
一
月
十
四
日

～
十
六
日
、
浅
草
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
に
て

開
催
）
の
慶
讃
も
兼
ね
て
行
わ
れ
ま
し

た
。「
奈
良
千
僧
法
要
」は
、
一
九
八
八

年
四
月
二
十
五
日
に
全
国
曹
洞
宗
青
年

会
及
び
、
南
都
二
六
会
の
企
画
に
よ
り

世
界
平
和
と
苦
悩
す
る
人
び
と
の
心
の

救
済
を
願
っ
て「
花
ま
つ
り
千
僧
法
要
」

と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
時
の
法

要
に
は
全
国
か
ら
宗
派
の
違
い
を
超
え

て
総
勢
千
七
百
余
名
が
集
ま
り
ま
し
た
。

今
回
の
法
要
で
は
、
世
界
八
カ
国
（
イ

ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
韓
国
、
ス
リ

ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
ネ
パ
ー
ル
、
バ
ン
グ

ラ
デ
シ
ュ
、
マ
レ
ー
シ
ア
）
か
ら
の
参

加
者
四
十
六
名
と
曹
洞
宗
か
ら
の
参
加

者
三
百
二
名
を
含
む
総
勢
千
百
九
十
二

名
の
僧
侶
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
「
奈
良
千
僧
法
要
」は
、
十
一
時
三
十

分
に
奈
良
県
新
公
会
堂
前
に
て
全
日
本

仏
教
青
年
会
の
樋
上
孝
教
事
務
局
長
の

司
会
で
集
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。
十
二

時
に
、
新
公
会
堂
前
を
法
螺
の
音
と
共

に
行
列
が
出
発
し
ま
し
た
。
十
二
時

二
十
分
に
先
頭
が
東
大
寺
本
坊
に
到
着

す
る
と
、
来
賓
、
楽
人
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
（
世

界
仏
教
徒
連
盟
）、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ（
世
界
仏

教
青
年
連
盟
）、
そ
し
て
幼
稚
園
児
と

合
流
し
て
大
仏
殿
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

十
二
時
三
十
分
に
加
盟
団
体
代
表
、

Ｗ
Ｆ
Ｂ
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
、
来
賓
、
園
児
ら
が

大
仏
殿
に
入
堂
し
て
盧
舎
那
仏
に
献
花

し
、蓮
台
上
に
上
っ
た
後
に
園
児
に
よ
る

賛
歌
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、「
大

仏
殿
蓮
華
台
上
法
要
」
が
営
ま
れ
ま
し

た
。
法
要
は
、Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

の
ギ
ャ
ナ
・
ラ
タ
ナ
氏
を
導
師
と
す
る

パ
ー
リ
語
経
典
読
誦
か
ら
始
ま
り
、
次

に
、
全
日
本
仏
教
青
年
会
の
五
條
良
知

理
事
長
を
導
師
に
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜

多
心
経
』
が
読
誦
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

間
に
、
代
表
以
外
の
僧
侶
は
蓮
華
台
上

に
の
ぼ
り
、
散
華
を
行
い
な
が
ら
右
回

り
に
行
道
し
、
大
仏
殿
を
出
堂
し
て
東

門
よ
り
ア
シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー
に
向
か
い
、
ア

シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー
宝
前
に
て
焼
香
を
行
っ

た
後
に
、大
護
摩
道
場
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

十
三
時
四
十
分
に
、
中
門
前
の
大
護

摩
道
場
に
て
、
五
條
理
事
長
を
導
師
と

し
「
採
燈
大
護
摩
供
」
が
厳
修
さ
れ
ま

し
た
。
樋
上
事
務
局
長
の
開
会
の
辞
の

後
、
導
師
に
よ
る
願
文
奉
読
が
行
わ
れ

点
火
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
読
経
が

始
ま
り
、「
世
界
平
和
祈
願
」と
書
か
れ

た
約
八
千
本
の
護
摩
木
が
、
次
々
と
大

き
な
炎
の
中
に
投
じ
ら
れ
、
集
ま
っ
た

参
拝
者
の
方
が
た
も
手
を
合
わ
せ
て
世

界
平
和
を
祈
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
読
経

は
、『
開
経
偈
』、
次
に
全
国
浄
土
宗
青

年
会
先
導
で『
無
量
寿
経
四
誓
偈
』、
金

峯
山
青
年
僧
の
会
先
導
で
『
妙
法
蓮
華

経
観
世
音
菩
薩
普
門
品―

第
二
十
五
』、

最
後
に
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
及
び
全
国

真
言
宗
青
年
連
盟
先
導
で
『
摩
訶
般
若

波
羅
蜜
多
心
経
』が
読
誦
さ
れ
ま
し
た
。

読
経
の
後
、
筒
井
寛
昭
東
大
寺
執
事
長

は
、「
多
く
の
青
年
僧
に
集
ま
っ
て
い

た
だ
い
て
、
と
て
も
有
意
義
な
法
要
で

し
た
。
こ
の
煩
悩
を
焼
き
尽
く
す
炎
が

天
を
尽
く
す
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
び

と
か
ら
苦
難
が
な
く
な
る
こ
と
を
お
祈

り
い
た
し
ま
す
」
と
挨
拶
さ
れ
、
続
い

て
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
会
長
の
ア
ニ
リ
ッ
ト
・
ボ

ン
バ
ー
ニ
ー
氏
は
、「
全
日
本
仏
教
青

年
会
創
立
三
十
周
年
の
記
念
法
要
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
は
、
二
十

カ
国
・
四
十
の
支
部
が
ご
ざ
い
ま
す
。

一
九
七
八
年
か
ら
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
と
全
日
本

仏
教
青
年
会
は
、
非
常
に
親
密
な
交
流

を
続
け
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
、
世
界

の
青
年
僧
が
固
く
手
を
携
え
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。
続
い
て
、
五
條
理
事
長
が
「
宗
派

や
国
を
超
え
て
多
く
の
方
が
集
ま
っ
て

い
た
だ
き
、
世
界
の
平
安
、
そ
し
て
皆

さ
ま
の
思
い
を
大
仏
様
に
聞
い
て
い
た

だ
け
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
護
摩
の
香

り
と
大
仏
様
の
御
威
光
を
お
持
ち
帰
り

下
さ
い
」と
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
五
條
理
事
長
よ
り
ボ
ン
バ
ー

ニ
ー
会
長
へ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
サ
イ
ク

ロ
ン
被
災
者
へ
の
義
援
金
が
贈
ら
れ
、

閉
式
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
十
五
時
三
十
分
よ
り
新
公

会
堂
の
能
楽
堂
で
、
藤
田
一
照
老
師
を

講
師
に
迎
え
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
主

催
「
平
成
二
十
年
度
禅
文
化
学
林
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。（
四
、五
ペ
ー
ジ
参
照
）

全
日
本
仏
教
青
年
会
主
催

奈
良
千
僧
法
要

�
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12：00 行列出発
12：20 南大門着
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平
成
二
十
年
度
禅
文
化
学
林
が
、平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日
に「
奈
良
千
僧
法
要
」

（
二
、三
ペ
ー
ジ
参
照
）
と
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
講
師
は
、
昨
年
度
の
国
際
交

流
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
坐
禅
指
導
を
し
て
い
た
だ
い
た
藤
田
一
照
老
師
で
す
。「
伝

承
～
伝
え
る
こ
と
、
築
く
こ
と
」
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
、「
只
管
打
坐
の
継
承
と
普

勧―

新
た
な
時
代
に
向
か
っ
て
」
と
題
し
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

単
伝
と
道

　

私
は
二
十
七
歳
の
時
に
坐
禅
と
出
会

い
ま
し
た
。
あ
る
方
に
勧
め
ら
れ
て
禅

の
摂
心
に
参
加
す
る
こ
と
で
「
道
」
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。「
道
」
は
日
本
文

化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
ま
す
。

仏
道
だ
け
で
な
く
武
道
や
茶
道
、華
道
、

書
道
な
ど
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
文

化
に
お
い
て
と
て
も
重
要
な
コ
ン
セ
プ

ト
で
す
。

　

例
え
ば
森
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
人
が

い
る
と
し
ま
す
。
さ
ま
よ
っ
て
い
る
う

ち
に
、
た
ま
た
ま
、
な
に
も
な
い
、
ず
っ

と
続
い
て
い
る
空
間
に
出
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
が
道
で
す
。
こ
の
道
を

た
ど
れ
ば
、
さ
ま
よ
う
こ
と
な
く
あ
る

方
向
に
向
か
っ
て
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
道
の
存
在
そ
の

も
の
が
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
や
維
持
し

て
き
た
人
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
自
分
自
身
も
こ
の
道
を
歩
く
こ
と

で
道
を
維
持
す
る
集
団
の
ひ
と
り
に
な

り
ま
す
。
自
分
の
後
に
そ
こ
を
歩
く
人

た
ち
の
役
に
立
ち
、
こ
の
道
に
縁
を
も

つ
過
去
・
現
在
・
未
来
の
人
び
と
と
繋

が
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。私
は
、

昔
か
ら
伝
え
ら
れ
維
持
さ
れ
て
き
た
禅

と
い
う
道
を
た
ど
れ
ば
、
方
向
性
と
繋

が
り
を
持
っ
た
生
き
方
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
た
の
で
す
。

　

曹
洞
宗
で
は
、
何
を
受
け
継
ぎ
伝
え

て
い
く
か
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
し
て
い

ま
す
。
道
元
禅
師
は
「
単
伝
」
や
「
正

伝
」
な
ど
と
い
う
ふ
う
に
「
伝
」
と
い

う
言
葉
を
し
ば
し
ば
使
わ
れ
ま
す
。
道

元
禅
師
は
「
正
伝
の
仏
法
」
と
い
う
こ

と
を
強
調
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
師
か

ら
弟
子
に
伝
わ
り
、
そ
の
弟
子
が
次
の

藤　田　一　照　（ふじた いっしょう）

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。2005年 3 月に帰国。共著に『新こころのシルクロード』、
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弟
子
へ
と
伝
え
て
い
く
、
こ
の
繰
り
返

し
で
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
と
い
う
こ
と

で
す
。
道
元
禅
師
は
『
坐
禅
箴
』
の
中

で
「
お
ほ
よ
そ
西
天
東
地
に
仏
法
つ
た

は
る
る
と
い
ふ
は
、
か
な
ら
ず
坐
仏
の

つ
た
は
る
る
な
り
。
そ
れ
要
機
な
る
に

よ
り
て
な
り
。
仏
法
つ
た
は
れ
ざ
る
に

は
、
坐
禅
つ
た
は
れ
ず
。」
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
正
伝
の
仏
法
は
坐
禅
抜
き

で
は
あ
り
得
な
い
。
坐
禅
が
は
っ
き
り

し
な
け
れ
ば
万
行
が
は
っ
き
り
し
な
い
、

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
『
坐

禅
箴
』
の
中
に
、「
お
ほ
よ
そ
仏
祖
の

児
孫
、
か
な
ら
ず
坐
禅
を
一
大
事
な
り

と
参
学
す
べ
し
。
こ
れ
単
伝
の
正
印
な

り
。」
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
曹
洞

宗
で
は
、
坐
禅
を
正
し
く
受
け
継
ぎ
次

に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
自
分
と
し
て

ど
う
受
け
止
め
る
か
が
一
番
大
切
で
す
。

そ
し
て
、
第
二
枢
軸
時
代
へ

　

私
は
、
ア
メ
リ
カ
で
“Z

azen
less 

Z
en

（
坐
禅
の
な
い
禅
）?

”
と
い
う

論
文
に
出
く
わ
し
ま
し
た
。
禅
宗
は
坐

禅
を
強
調
す
る
宗
派
の
は
ず
な
の
に
、

日
本
の
禅
宗
で
は
実
際
に
坐
禅
を
し
て

い
る
人
が
実
は
少
な
い
と
い
う
実
態
を

論
じ
た
も
の
で
す
。
仏
教
は
行
の
宗
教

で
あ
り
、
曹
洞
宗
の
行
は
坐
禅
で
す
。

で
す
か
ら
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
な
ん
と

し
て
も
“Z

azen
less Z

en

”
か
ら
”

Z
azen

fu
l Z

en

（
坐
禅
が
い
っ
ぱ
い

の
禅
）”
の
方
向
に
事
態
を
変
え
て
い

く
工
夫
・
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

坐
禅
は
幽
邃
（
言
葉
や
思
い
で
は
と

ら
え
き
れ
な
い
こ
と
）で
す
。
し
か
し
、

そ
こ
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
こ
と
な
く
、
言

い
得
な
い
も
の
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ

ま
で
言
い
表
す
努
力
を
す
る
こ
と
が
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
禅
宗
で
は
「
不
立

文
字　

教
外
別
伝
」
と
言
い
な
が
ら
、

実
際
に
は
禅
宗
の
文
献
は
膨
大
な
量
に

の
ぼ
り
ま
す
。そ
れ
は
幽
邃
な
も
の
を
、

そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
闊
達
に
表
現
し
て
き

た
た
め
で
す
。
道
元
禅
師
は「
非
思
量
」

や
「
身
心
脱
落
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
言

葉
で
坐
禅
の
幽
邃
さ
を
示
そ
う
と
し
て

い
ま
す
。
坐
禅
を
「
本
文
」
と
す
る
な

ら
、
私
達
は
先
人
が
残
し
た
坐
禅
に
つ

い
て
の
「
脚
注
」
だ
け
で
満
足
す
る
の

で
は
な
く
、現
代
に
合
っ
た
新
し
い「
脚

注
」
を
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
創
り
だ
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
幽
邃

な
坐
禅
を
外
か
ら
の
強
制
で
は
な
く
、

本
人
自
身
が
坐
禅
に
魅
力
を
感
じ
て
実

践
し
始
め
る
よ
う
な
開
か
れ
た
道
筋
を

開
拓
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

今
の
時
代
は
孔
子
、
ブ
ッ
ダ
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
と
い
っ
た
人
類
の
偉
大
な
教
師

た
ち
が
基
礎
を
つ
く
っ
た
「
第
一
枢
軸

時
代
」
が
終
焉
を
迎
え
「
第
二
枢
軸
時

代
」
へ
と
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
仏
教
は
第
一
枢
軸

時
代
の
産
物
で
し
た
。
時
代
が
第
二
枢

軸
時
代
に
移
り
つ
つ
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
多
く
の
宗
教
は
頑
な
に
前
の
時
代

の
形
態
を
守
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
は
伝
統
の
単
な
る
踏
襲
で
は
な

く
、
そ
れ
を
創
造
的
に
作
り
直
し
て
伝

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

沢
木
興
道
老
師
は
、「
出
家
者
と
は
自

己
の
生
活
を
創
造
し
発
明
す
る
人
で
あ

る
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
伝
統
を
そ

の
ま
ま
伝
え
る
だ
け
で
は
こ
の
意
味
で

の
出
家
者
の
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私

は
、
出
家
と
は
あ
ら
ゆ
る
パ
タ
ー
ン
化

か
ら
抜
け
出
す
努
力
だ
と
理
解
し
て
い

ま
す
。
第
一
枢
軸
時
代
か
ら
第
二
枢
軸

時
代
へ
の
転
換
期
に
即
応
し
た
坐
禅
の

理
解
や
指
導
の
あ
り
方
を
新
し
く
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

“T
h
in

k glo
b
ally act lo

cally

”

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
地
球
的
規

模
で
大
き
く
考
え
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
即
し
て
行
動
す
る
と
い
う
意
味

で
す
が
、
私
達
も
衆
生
無
辺
誓
願
度
と

い
う
大
き
な
願
を
立
て
つ
つ
、
今
い
る

所
で
具
体
的
に
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

私
は
、「
只
管
打
坐
」
と
い
う
行
は

ま
だ
ま
だ
正
し
く
十
分
に
は
理
解
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
細

か
な
指
導
法
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と

思
い
ま
す
。
坐
禅
は
、
例
え
て
言
う
な

ら
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
ま
だ
解
明
さ
れ

て
い
な
い
が
身
体
に
良
い
と
い
う
こ
と

は
体
験
的
に
わ
か
っ
て
い
る
玄
米
の
よ

う
な
も
の
で
す
。
玄
米
に
は
ま
だ
見
つ

か
っ
て
い
な
い
多
く
の
栄
養
素
や
働
き

が
あ
る
の
で
す
。
坐
禅
も
そ
れ
と
も
同

じ
よ
う
に
、
言
葉
に
で
き
て
い
な
い
奥

深
さ
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
の
で
す
。「
坐

禅
は
坐
れ
ば
そ
れ
よ
い
」
と
い
う
一
面

が
確
か
に
あ
り
ま
す
、
し
か
し
そ
れ
と

同
時
に
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
坐
蒲

に
坐
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
坐
禅
の
魅

力
と
奥
行
き
を
縦
に
も
横
に
も
自
在
に

説
い
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

宗
派
を
超
え
た
、
多
く
の
人
び
と
の
経

験
や
知
見
を
結
集
さ
せ
て
そ
れ
に
取
り

組
む
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
み
な

さ
ま
に
は
ぜ
ひ
、
実
践
を
通
し
て
坐
禅

を
新
鮮
に
と
ら
え
直
し
、
坐
禅
を
し
っ

か
り
と
受
け
継
ぎ
、
次
の
世
代
に
広
く

伝
え
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（『
奈
良
千
僧
法
要
・
大
護
摩
供
厳
修

／
禅
文
化
学
林
開
催
記
念
Ｄ
Ｖ
Ｄ
（
仮

称
）』
頒
布
の
ご
案
内
は
、
十
二
頁
に

ご
ざ
い
ま
す
。）
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謹
ん
で
新
年
の
お
よ
ろ
こ
び
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

一
昨
年
五
月
の
発
足
以
来
、
私
達
第

十
七
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
執
行
部
一
同

は
、
全
国
の
皆
さ
ま
・
青
年
会
員
の
皆
さ

ま
に
支
え
ら
れ
て
歩
ん
で
参
り
ま
し
た
。

　

特
に
こ
の
一
年
に
お
き
ま
し
て
は
、
春

の
東
大
寺
様
で
の
千
僧
法
要
、
定
期
総
会

初
の
試
み
と
な
り
ま
し
た
、
北
海
道
札

幌
市
中
央
寺
様
を
会
場
に
開
催
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
五
月
の
地
方
総
会
、
そ
し

て
全
日
本
仏
教
青
年
会
と
の
共
同
事
業
と

な
り
ま
し
た
、
十
一
月
の
奈
良
千
僧
法
要

と
平
成
二
十
年
度
禅
文
化
学
林
の
開
催
と
、

常
に
多
く
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
支
え
、

協
力
を
必
要
と
す
る
事
業
が
続
き
ま
し
た
。

　

お
陰
さ
ま
で
、
そ
の
ど
れ
も
が
私
達
の

予
想
を
大
き
く
上
回
る
果
実
と
な
っ
て
終

了
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と
、理
事
、

執
行
部
役
員
一
同
感
謝
の
念
の
尽
き
る
と

こ
ろ
を
知
り
得
ま
せ
ん
。

　

確
か
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
事
業
に
反
省

点
や
課
題
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

こ
そ
が
多
く
の
事
業
を
行
っ
て
き
た
一
番

の
産
物
で
も
あ
り
ま
す
し
、
多
く
の
仲
間

か
ら
い
た
だ
い
た
ご
厚
意
に
よ
っ
て
乗
り

切
る
こ
と
が
出
来
た
さ
ま
ざ
ま
な
瞬
間
に

も
た
ら
さ
れ
た
事
実
に
し
っ
か
り
と
目
を

向
け
、
次
の
「
笑
顔
」
に
向
け
て
自
分
た

ち
の
足
下
を
今
一
度
見
つ
め
直
し
、
整
理

す
る
こ
と
か
ら
次
の
可
能
性
は
見
い
だ
せ

る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

私
達
が
第
十
六
期
か
ら
バ
ト
ン
を
受
け

継
ぎ
、
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
か
ら
一
年
半

が
過
ぎ
平
成
二
十
一
年
の
幕
開
け
を
迎
え

ま
し
た
。
今
年
の
五
月
に
は
新
た
な
会
長

を
迎
え
第
十
八
期
の
全
国
曹
洞
宗
青
年
会

が
船
出
を
い
た
し
ま
す
。

　

第
四
コ
ー
ナ
ー
を
回
り
、
い
よ
い
よ
終

盤
へ
と
さ
し
か
か
っ
た
私
達
の
任
期
に
与

え
ら
れ
た
使
命
は
、
期
と
し
て
の
終
息
で

は
な
く
、
全
曹
青
の
可
能
性
の
発
掘
を
続

け
て
い
く
努
力
に
あ
る
と
信
じ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
成
果
と
し
て
第
十
八
期
全
曹
青

の
船
出
を
飾
る
こ
と
こ
そ
が
大
命
題
と
な

り
ま
す
。

　

私
達
第
十
七
期
全
曹
青
が
本
当
に
や
り

た
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
大
反
省
と
整
理

作
業
、
そ
し
て
新
た
な
る
可
能
性
の
発
見

で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
意
欲
的
に
取
り
組

み
、
成
功
を
結
論
と
せ
ず
、
失
敗
を
恐
れ

ず
、
反
省
す
る
た
め
の
耳
と
目
と
心
を
忘

れ
る
こ
と
な
く
執
行
部
一
同
、
今
年
も
歩

ん
で
参
り
た
い
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
同
様
、
今
年
も
皆
さ
ま
の
暖
か
い

言
葉
と
支
援
の
叱
咤
を
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
て
、
平
成
二
十
一
年
初
頭
に
当
た
り
ま

し
て
の
御
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

今
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

謹

賀

新

年

第
十
七
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会

�
会
長　

芳
村　

元
悟
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去
る
、平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日
・

二
十
二
日
の
両
日
、
第
三
十
一
回
中
国

曹
洞
宗
青
年
会
連
絡
協
議
会
広
島
大
会

を
、ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
福
山
に
於
い
て
、

「『
日
々
是
好
日
』
～
悠
々
「
寺
」
適
な

禅
寺
生
活
～
」
と
題
し
、
講
師
に
臨
済

宗
妙
心
寺
派
福
島
県
福
聚
寺
住
職
で
あ

り
、
第
百
二
十
五
回
芥
川
賞
を
受
賞
さ

れ
た
作
家
で
も
あ
る
玄
侑
宗
久
師
を
お

迎
え
し
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

午
後
二
時
か
ら
開
講
諷
経
を
修
行

し
、
続
い
て
中
国
曹
洞
宗
連
絡
協
議
会

会
長
宇
田
治
徳
師
よ
り
主
催
者
挨
拶
、

広
島
曹
青
野
上
厚
徳
よ
り
歓
迎
挨
拶
、

そ
の
後
、
ご
来
賓
の
金
子
清
学
宗
議
会

議
員
、
鴨
田
弘
道
広
島
県
宗
務
所
長
、

芳
村
元
悟
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
よ

り
の
祝
辞
を
賜
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
午
後
三
時
よ
り
「
地
蔵
と

観
音
の
こ
こ
ろ
」
と
題
し
て
講
演
を
拝

聴
い
た
し
ま
し
た
。
現
在
の
日
本
は
、

本
来
の
国
土
・
風
土
に
合
わ
な
い
制
度

が
横
行
し
て
い
る
。
先
の
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
の
が
当
た
り
前
の
は
ず
な
の
に

人
は
そ
れ
を
知
り
た
が
る
。
秩
序
で
覆

わ
ず
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
・
常
識
化
し
な

い
、
た
だ
今
日
の
な
す
べ
き
勤
め
を
す

る
、
先
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
生

き
る
強
さ
、
そ
れ
が
地
蔵
と
観
音
の
こ

こ
ろ
で
あ
る
と
講
演
下
さ
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
日
本
人
は
だ
ん
だ
ん
と
自
然

の
変
化
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
。
自
然
を
尊
重
す
る
の
が
仏
教
で

あ
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
な
い
自
然

を
あ
り
の
ま
ま
相
手
に
す
る
の
が
禅
で

あ
る
。
そ
れ
を
忘
れ
ず
、
心
の
活
発
さ

を
大
事
に
し
て
日
々
過
ご
す
よ
う
に
と

お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
午
前
九
時
よ
り
、
中
国
曹

青
会
員
を
は
じ
め
、
諸
老
師
・
寺
族
の

皆
さ
ま
よ
り
予
め
頂
戴
し
た
質
問
に
対

し
て
玄
侑
宗
久
師
に
お
応
え
い
た
だ
く

「
私
た
ち
も
悩
ん
で
る
⁉
」
と
題
し
た

研
修
会
を
催
し
ま
し
た
。
沢
山
の
質
問

を
お
預
か
り
し
た
中
よ
り　

一
、
僧
侶

の
現
状　

二
、
過
疎
地
域
の
寺
院
の
問

題　

三
、
寺
族
の
苦
悩　

四
、
後
継
者

問
題　

五
、
社
会
・
地
域
へ
の
関
わ
り

方　

六
、
今
後
の
教
化　

と
六
項
目
に

分
け
て
、
広
島
曹
青
顧
問
高
橋
道
英
師

の
司
会
に
よ
り
進
行
い
た
し
ま
し
た
。

僧
侶
の
質
の
向
上
に
つ
い
て
は
、
収
入

に
応
じ
た
見
え
る
支
出
（
車
・
衣
類
に

見
え
る
贅
沢
）は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
。

兼
業
の
た
め
、
ま
た
兼
務
寺
院
が
あ
る

た
め
に
法
務
が
出
来
な
い
こ
と
が
あ
る

と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
ご
自
身
の

現
況
も
踏
ま
え
て
、
信
頼
で
き
る
方
と

パ
ー
ト
ナ
ー
、
ま
た
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
組
ん
で
、
自
分
が
ど
う
し
て
も
お
勤

め
が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
方
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
大
丈
夫
だ
と
お
檀

家
さ
ん
に
も
安
心
し
て
も
ら
う
こ
と
、

そ
う
い
う
信
頼
を
築
い
て
お
く
こ
と
が

良
い
。
寺
族
の
用
心
と
し
て
は
、
自
分

が
お
茶
を
飲
む
前
に
、
自
分
が
ご
飯
を

食
べ
る
前
に
、
仏
様
に
供
え
る
こ
と
。

社
会
・
地
域
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、

現
在
役
所
等
で
行
う
こ
と
は
本
来
は
寺

院
で
行
っ
て
い
た
こ
と
だ
か
ら
、
地
域

に
と
け
込
む
活
動
を
行
う
べ
き
で
あ
る

な
ど
お
応
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
今
後
魅
力

の
あ
る
お
寺
・
僧
侶
の

あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

市
場
原
理
に
乗
ら
な
い

こ
と
、
読
経
料
・
祈

祷
料
と
称
し
て
そ
の
額

を
明
示
す
る
お
寺
が
あ

る
。
売
る
側
が
値
段
を

決
め
る
の
が
市
場
の
原

理
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

反
し
て
お
檀
家
さ
ん
に

お
布
施
を
決
め
て
い
た

だ
く
原
理
を
崩
さ
な

い
。
そ
れ
が
、
私
た
ち

が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
お
説
き
下

さ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
大
会
を
開
催
す

る
に
あ
た
り
、
全
国
曹

洞
宗
青
年
会
、
中
国
曹

洞
宗
青
年
会
連
絡
協
議

会
、
並
び
に
中
国
管
区

内
各
宗
務
所
様
よ
り
助

成
金
を
、
広
島
県
内
御

寺
院
様
よ
り
協
賛
金
を

賜
り
円
滑
に
企
画
・
準

備
が
出
来
ま
し
た
こ
と

『
日
々
是
好
日
』
～
悠
「々
寺
」適
な
禅
寺
生
活
～

平
成
二
十
年
度	

第
三
十
一
回
中
国
曹
洞
宗
青
年
会
連
絡
協
議
会
広
島
大
会

玄侑師講演

私たちも悩んでる!?

と
、
ご
参
加
下
さ
い
ま
し
た
中
国
曹
洞

宗
青
年
会
会
員
諸
師
の
ご
協
力
に
よ

り
、
計
画
通
り
無
事
円
成
出
来
ま
し
た

こ
と
を
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
曹
洞
宗
広
島
県
宗
務
所
青
年
会

 

会
長　

野
上　

厚
徳
）
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昨
年
十
月
二
十
八
日
、
平
成
二
十
年

度
・
第
三
十
三
回
曹
洞
宗
青
年
会
東
北

地
方
集
会
秋
田
大
会
が
『
小
さ
な
心
に

仏
の
種
を
～
「
童
心
」
か
ら
「
道
心
」

へ
～
』
を
テ
ー
マ
と
し
、
開
催
い
た
し

ま
し
た
。

　

幼
い
頃
か
ら
少
し
で
も
仏
の
種
（
教

え
）を
蒔
い
て
そ
の
芽
を
育
て
て
い
く
。

子
ど
も
の
持
つ
純
粋
無
垢
な
心
（
童

心
）
を
正
し
い
仏
の
道
（
道
心
）
に
導

く
。
そ
し
て
僧
侶
も
童
心
か
ら
道
心
を

学
ぶ
。
童
心
に
触
れ
て
道
心
を
新
た
に

す
る
こ
と
を
テ
ー
マ
の
趣
旨
と
し
て
お

り
ま
す
。

　

会
場
と
な
っ
た
秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ

テ
ル
に
は
、
御
来
賓
は
じ
め
東
北
各
県

青
年
会
員
が
約
百
五
十
名
参
集
い
た
し

ま
し
た
。

　

東
北
地
協
常
任
幹
事
会
に
続
き
、
秋

田
県
曹
洞
宗
青
年
会
設
立
三
十
周
年
記

念
講
演
が
行
わ
れ
、
初
め
に
秋
田
曹
青

亀
谷
隆
道
会
長
が
挨
拶
を
述
べ
、
引
き

続
き
三
名
の
講
師
よ
り
現
在
秋
田
曹
青

が
取
り
組
ん
で
い
る
テ
ー
マ
「
仏
教
に

よ
る
児
童
教
化
」
を
中
心
と
し
た
内
容

の
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
東
京
で
幼
稚
園
を
運
営
さ

れ
て
い
る
功
運
寺
住
職
・
佐
々
昌
樹
師

の
ご
講
演
。
幼
稚
園
の
現
状
、
子
育
て

の
現
状
が
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

食
事
の
挨
拶
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の

意
義
さ
え
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
時

代
、
生
命
を
尊
重
す
る
教
育
が
必
要

な
今
こ
そ
日
本
に
し
か
な
い
「
い
た
だ

き
ま
す
」
の
文
化
が
大
事
と
の
こ
と
。 

ま
た
、
最
近
は
少
な
い
動
物
飼
育
、
デ

ス
・
エ
デ
ュ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
教
育
が
、

子
ど
も
達
に
お
い
て
非
常
に
有
用
で
あ

る
と
師
の
取
り
組
み
を
紹
介
さ
れ
ま
し

た
。

　

次
に
、
寺
務
の
傍
ら
絵
本
・
紙
芝
居

の
制
作
を
な
さ
っ
て
い
る
新
潟
県
真
言

宗
豊
山
派
千
蔵
院
住
職
・
諸
橋
精
光
師

よ
り
「
く
も
の
糸
」
と
「
モ
チ
モ
チ
の

木
」
を
畳
ほ
ど
あ
る
超
大
型
紙
芝
居
で

実
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

圧
倒
的
な
迫
力
の
絵
と
、
情
緒
豊
か

な
声
と
バ
ッ
ク
に
流
れ
る
引
鏧
・
鼓
鈸

等
の
効
果
音
、
そ
し
て
紙
芝
居
な
ら
で

は
の
臨
場
感
に
会
場
は
深
く
引
き
込
ま

れ
、
感
動
で
涙
す
る
方
が
た
も
見
受
け

ら
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
夜
回
り
先
生
で
有
名
な
水

谷
修
氏
よ
り
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し

た
。
氏
は
夜
回
り
活
動
を
通
し
て
、
現

代
に
生
き
る
子
ど
も
達
と
の
関
わ
り
、

薬
物
中
毒
、
ひ
き
こ
も
り
、
自
傷
、
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
る
子
ど
も
達

と
、
一
人
一
人
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

自
分
の
命
は
自
分
の
物
だ
け
で
は
な

い
、自
分
の
命
は
た
く
さ
ん
の
人
か
ら
、

中
に
は
死
に
た
く
な
い
死
に
た
く
な
い

と
無
念
な
死
を
遂
げ
た
人
か
ら
、
託
さ

れ
て
い
る
命
な
の
で
す
。
過
去
の
人
た

ち
が
必
死
に
な
っ
て
守
っ
て
く
れ
た
命

の
つ
な
が
り
な
の
で
す
。
ど
う
し
て
粗

末
に
す
る
事
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
達
を
ほ
め
て
あ
げ
る
事
の
大
切

さ
、
ま
ず
は
多
く
の
挨
拶
が
笑
顔
を
生

み
、
地
域
を
明
る
く
す
る
事
。
そ
し
て

お
寺
を
子
ど
も
達
に
開
放
し
て
欲
し
い

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

一
般
来
場
者
も
含
め
約
五
百
名
の
会

場
は
、
水
谷
先
生
の
鮮
烈
な
経
験
談
に

涙
し
、
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
お
話
に
笑
い

が
こ
ぼ
れ
、
時
間
も
忘
れ
聞
き
入
っ
て

い
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
秋
田
曹
青
初
代
会
長
の
戸

部
英
二
老
師
に
ご
挨
拶
い
た
だ
き
記
念

講
演
を
閉
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
会
場
内
に
は
、「
ぼ
く
の 

わ

た
し
の 

ほ
と
け
さ
ま
」
と
題
し
、
県

内
の
幼
保
育
園
児
の
描
い
た
仏
画
を
展

示
。
そ
の
独
創
的
・
純
粋
無
垢
な
童
心

あ
ふ
れ
る
絵
は
、
来
場
者
の
心
を
和
ま

せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

講
演
後
、
記
念
式
典
が
行
わ
れ
、
仏

祖
諷
経
に
続
き
、
中
沢
宏
哉
大
会
会
長

（
東
北
地
協
会
長
）
の
挨
拶
。
秋
田
県

宗
務
所
長
・
全
曹
青
芳
村
元
悟
会
長
の

ご
両
師
に
祝
辞
を
い
た
だ
き
来
賓
紹
介

の
後
、
決
議
文
を
採
択
し
ま
し
た
。
決

議
文
で
は
、「
い
の
ち
の
尊
さ
、
人
と

の
つ
な
が
り
、
他
へ
の
思
い
や
り
」
を

伝
え
る
べ
く
、
青
年
僧
侶
が
児
童
教
化

を
推
進
す
る
事
が
重
要
で
あ
る
。
幼
少

期
に
仏
心
を
育
む
こ
と
は
、
菩
提
心
を

起
こ
さ
し
め
善
心
の
根
源
と
も
な
り
、

心
の
ふ
る
さ
と
に
成
り
得
る
。
今
後
、

寺
院
の
未
来
を
切
り
開
く
た
め
、
子
ど

も
達
と
の
つ
な
が
り
を
よ
り
深
め
よ
う

と
す
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

　

来
年
度
は
、
岩
手
県
で
の
開
催
が
発

表
さ
れ
、
絡
子
伝
達
を
受
け
た
岩
手
曹

青
平
栗
壽
隆
会
長
の
ご
挨
拶
を
最
後
に

式
典
を
終
え
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
懇
親
会
で
は
道
心
（
童

心
？
）
を
持
っ
た
、
秋
田
の
ヒ
ー
ロ
ー

「
超
神
ネ
イ
ガ
ー
」
の
登
場
で
熱
気
に

包
ま
れ
会
場
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
、

東
北
各
青
年
会
員
同
士
の
更
な
る
交
流

も
深
め
、
大
円
成
に
て
閉
会
い
た
し
ま

し
た
。

　

最
後
に
、
協
賛
御
寺
院
・
関
係
各
団

体
・
大
会
参
加
者
、
ま
た
大
会
開
催
ま

で
の
準
備
等
、
御
尽
力
い
た
だ
い
た
実

行
委
員
各
師
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ご

報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

（
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会

 

会
長　

亀
谷　

隆
道
）

小
さ
な
心
に
仏
の
種
を
～
「
童
心
」か
ら「
道
心
」へ
～

平
成
二
十
年
度	

第
三
十
三
回
曹
洞
宗
青
年
会
東
北
地
方
集
会
秋
田
大
会
報
告

大ホールいっぱいの参加者

佐々昌樹師

諸橋精光師

水谷修氏

式典風景
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全曹青インフォメーション

　

去
る
十
一
月
十
九
、二
十
日
の
両
日

に
わ
た
り
、
名
古
屋
市
内
会
場
に
お
い

て
、
第
三
十
二
回
東
海
管
区
曹
洞
宗
青

年
会
大
会
が
約
百
十
名
の
参
加
者
を
集

め
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
来
賓
に
は
地

元
愛
知
県
第
三
宗
務
所
所
長
の
日
比
野

道
英
老
師
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
会
長

の
芳
村
元
悟
老
師
、
知
三
会
会
長
の
丸

岡
昌
樹
老
師
、
元
全
国
曹
洞
宗
青
年
会

会
長
の
伊
藤
道
宣
老
師
の
ご
臨
席
を
賜

り
、大
会
は
盛
会
裡
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

大
会
の
冒
頭
、
東
海
管
区
曹
洞
宗
青

年
会
会
長
の
嶋
田
英
淳
師
よ
り
、
開
式

の
挨
拶
が
あ
り
、
引
き
続
き
、
講
演
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
講
師
に
東

京
浅
草
の
永
傳
寺
副
住
職
、
川
上
宗
勇

師
を
お
迎
え
し
、「
出
会
い
の
中
で
～

人
権
学
習
を
通
じ
て
～
」
と
い
う
演
題

で
、
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

川
上
師
は
平
成
二
年
に
永
平
寺
に
安

居
さ
れ
、
東
京
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
も

つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
は
曹
洞
宗

東
京
都
宗
務
所
布
教
師
、
曹
洞
宗
教
誨

師
な
ど
の
要
職
に
つ
い
て
お
ら
れ
ま

す
。
ま
た
「
川
上
学
校
」
な
る
学
習
会

を
自
ら
立
ち
上
げ
、人
権
問
題
を
始
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、
志
あ
る

方
と
共
に
、日
々
学
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

講
演
は
川
上
師
が
こ
れ
ま
で
取
り
組

ん
で
こ
ら
れ
た
人
権
学
習
の
活
動
の
様

子
を
、
パ
ソ
コ
ン
に
ま
と
め
ら
れ
、
ス

ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
映
像
を
見

な
が
ら
、
師
が
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹

介
す
る
形
で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
講
演

の
中
で
師
は
、
中
学
生
の
時
に
参
加
し

た
弁
論
大
会
や
、
永
平
寺
に
安
居
し
て

い
た
頃
の
人
権
学
習
を
き
っ
か
け
に
、

次
第
に
人
権
問
題
と
向
き
合
う
よ
う
に

な
り
、
そ
し
て
疑
問
を
持
つ
問
題
に
積

極
的
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
て
、
そ
の
人

物
の
話
を
直
接
聞
く
こ
と
で
、
そ
の
問

題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
る
の
だ

と
い
い
ま
す
。
例
と
し
て
部
落
解
放

同
盟
、
女
性
落
語
家
、
ハ
ン
セ
ン
病
療

養
所
、
犯
罪
被
害
者
遺
族
、
旧
日
本
軍

七
三
一
部
隊
の
元
少
年
兵
の
方
な
ど
、

実
に
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
方
が
た
と
交

流
を
持
ち
、
そ
の
出
会
い
触
れ
合
い
を

通
し
て
、
川
上
師
自
身
が
学
ん
だ
こ
と

な
ど
を
聞
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
師

は
人
権
学
習
を
通
し
て
、
①
沢
山
の
人

と
会
う
こ
と
で
和
尚
は
育
つ　

②
人
の

真
剣
な
る
熱
い
思
い
の
中
で
自
分
の
感

性
を
研
ぎ
澄
ま
す　

③
自
分
が
出
来
る

こ
と
か
ら
徐
々
に
広
げ
る
こ
と　

以
上

の
事
が
重
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
川
上
師
は
講
演
の
最
後

に
「
人
権
は
命
そ
の
も
の
だ
。
仏
教
は

生
死
を
説
い
て
い
る
。
生
死
を
問
え
る

我
々
僧
侶
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ

て
、
人
と
の
繋
が
り
の
必
要
性
を
訴
え

る
。
諦
め
ず
続
け
る
こ
と
が
大
事
、
一

緒
に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
。」
と
参
加

者
の
方
が
た
に
語
り
か
け
、
講
演
を
終

え
ら
れ
ま
し
た
。
講
演
の
あ
と
、
引
き

続
き
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
一
日

目
は
無
事
終
了
し
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
会
場
を
移
し
て
ス
ポ
ー
ツ

大
会
が
行
わ
れ
、
ボ
ー
リ
ン
グ
で
汗
を

流
し
て
、
交
流
を
図
り
ま
し
た
。
各

チ
ー
ム
と
も
猛
者
揃
い
の
中
、
優
勝
旗

は
三
重
県
曹
洞
宗
青
年
会
チ
ー
ム
に
わ

た
り
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
も
と
、
表

彰
式
は
終
了
し
、
大
会
は
無
事
円
成
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
会
を
開
催
す
る
に
当
た
り
ま
し

て
、
実
行
委
員
会
発
足
か
ら
約
二
年

近
く
に
わ
た
り
、
内
容
の
検
討
、
準
備

平
成
二
十
年
度	

第
三
十
二
回
東
海
管
区
曹
洞
宗
青
年
会
大
会
報
告

を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
回
テ
ー

マ
を
人
権
問
題
に
設
定
し
た
う
え
で
、

我
々
青
年
会
で
ど
の
よ
う
に
活
動
に
反

映
さ
せ
て
い
く
か
、
お
互
い
に
意
見
を

交
わ
し
な
が
ら
、
そ
の
過
程
の
中
で
人

権
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ
て
い
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
大
会
を
成
功

さ
せ
よ
う
と
い
う
会
員
一
人
ひ
と
り
の

思
い
が
一
つ
に
な
っ
た
、
支
え
合
う
こ

と
の
大
切
さ
、
有
り
難
さ
を
改
め
て
感

じ
る
こ
と
が
出
来
た
大
会
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
経
験
を
こ
れ
か
ら
の
青
年
会

活
動
や
日
々
の
教
化
に
活
か
し
て
い
き

た
い
と
存
じ
ま
す
。
今
回
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
多
く
の
方
が
た
に
、
心
よ
り

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
曹
洞
宗
愛
知
県
第
三
宗
務
所
青
年
会

�

会
長　

山
口　

哲
生
）

講
演
中
の
川
上
師

講
演
に
聞
き
入
る
参
加
者

熱
気
に
満
ち
た
会
場

ボ
ー
リ
ン
グ
で
交
流
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138 善 福 寺 様
158 泉 福 寺 様
189 海 潮 寺 様
261 常 安 寺 様
鳥 取 県
2 林 泉 寺 様
4 大 義 寺 様
5 殊 長 寺 様
22 隣 海 院 様
54 東 昌 寺 様
82 吉 祥 院 様
97 国 分 寺 様
126 圓 福 寺 様
143 瑞 応 寺 様
159 大 祥 寺 様
163 雲 光 寺 様
182 東 光 寺 様
島根県第一
304 自 徳 庵 様
島根県第二
19 常 福 寺 様
42 常 徳 寺 様
49 豊 竜 寺 様
63 竜 覚 寺 様
66 浄 心 寺 様
134 極 楽 寺 様
140 法 蔵 寺 様
141 本 願 寺 様
144 福 知 寺 様
177 梅 窓 院 様
187 養 善 寺 様
195 總 光 寺 様
203 玉 雲 寺 様
愛 媛 県
111 大 通 寺 様
131 久 昌 寺 様
141 瑞 応 寺 様
143 真 光 寺 様
157 明 光 寺 様
164 城 慶 寺 様
福 岡 県
5 妙 徳 寺 様
16 喜 久 寺 様
28 桂 木 寺 様
102 能 満 寺 様
123 常 徳 寺 様
140 千 光 寺 様
158 報 恩 寺 様
大 分 県
10 天 徳 寺 様
95 洞 昌 寺 様
134 長 安 寺 様
147 有 近 寺 様
166 正 興 寺 様

168 光 明 寺 様
長崎県第一
51 祥 雲 寺 様
長崎県第三
90 龍 蔵 寺 様
佐 賀 県
18 久 善 院 様
27 長 泉 寺 様
124 朝 元 寺 様
161 長 得 寺 様
169 善 祥 寺 様
熊本県第一
59 円 通 寺 様
60 含 蔵 寺 様
熊本県第二
75 金 性 寺 様
宮 崎 県
34 水 月 寺 様
長野県第一
38 耕 雲 庵 様
49 信 叟 寺 様
105 福 泉 寺 様
109 興 禅 寺 様
119 龍 洞 院 様
162 大 聖 寺 様
177 健 命 寺 様
227 岩 松 院 様
347 霊 泉 寺 様
372 長 昌 寺 様
587 観 音 庵 様
長野県第二
377 宝 勝 寺 様
419 宗 徳 寺 様
436 成 就 院 様
489 祥 雲 寺 様
495 桂 泉 院 様
553 弾 誓 寺 様
福 井 県
12 金 西 寺 様
197 洞 源 寺 様
283 城 腰 寺 様
石 川 県
109 守 禅 寺 様
富 山 県
185 竜 吟 寺 様
新潟県第一
313 楞 厳 寺 様
342 光 照 寺 様
366 清 岩 寺 様
394 常 安 寺 様
419 朝 日 寺 様
421 満 光 寺 様
427 慶 覚 寺 様
496 長 楽 寺 様

503 龍 源 寺 様
768 大 仙 寺 様
新潟県第三
541 善 福 寺 様
561 真 福 寺 様
571 転 輪 寺 様
581 大 安 寺 様
新潟県第四
36 吉 祥 寺 様
53 英 林 寺 様
89 安 穏 寺 様
147 延 命 寺 様
228 雲 泉 寺 様
239 千 眼 寺 様
283 耕 太 寺 様
304 東 泉 寺 様
754 地 蔵 院 様
福 島 県
14 円 通 寺 様
24 盛 林 寺 様
29 長 勝 寺 様
33 法 輪 寺 様
35 長 秀 院 様
74 洞 雲 寺 様
90 明 光 寺 様
101 成 林 寺 様
113 円 照 寺 様
143 西 光 寺 様
159 正 金 寺 様
165 月 心 院 様
173 長 慶 寺 様
174 龍 穏 院 様
180 蓮 蔵 寺 様
226 常 隆 寺 様
238 法 伝 寺 様
267 東 禅 寺 様
277 海 嶽 寺 様
324 松 泉 寺 様
宮 城 県
16 林 香 院 様
18 東 秀 院 様
59 清 水 寺 様
88 耕 田 寺 様
177 珠 光 寺 様
205 龍 川 寺 様
228 瑞 川 寺 様
237 円 通 院 様
252 福 厳 寺 様
293 梅 渓 寺 様
359 保 昌 寺 様
432 耕 田 寺 様
443 泉 昌 寺 様
446 柳 徳 寺 様

岩 手 県
31 喜 雲 寺 様
33 永 昌 寺 様
120 菅 生 院 様
139 宝 寿 寺 様
166 宝 泉 寺 様
194 藤 源 寺 様
232 龍 昌 寺 様
245 常 楽 寺 様
252 柳 玄 寺 様
290 長 泉 寺 様
295 東 海 寺 様
青 森 県
17 普 門 院 様
29 天 津 院 様
39 正 法 院 様
44 高 沢 寺 様
98 東 光 寺 様
176 海 昌 寺 様
185 観 音 寺 様
山形県第一
24 養 千 寺 様
73 正 光 寺 様
81 金 勝 寺 様
93 性 源 寺 様
97 巨 海 院 様
138 石 川 寺 様
山形県第二
329 高 国 寺 様
401 長 慶 寺 様
746 平 等 寺 様
山形県第三
466 禅 龍 寺 様
565 田 種 院 様
635 宝 護 寺 様
718 長 渕 寺 様
723 高 伝 寺 様

秋 田 県
8 天 龍 寺 様
79 東 林 寺 様
128 耕 伝 寺 様
136 長 谷 寺 様
181 黄 龍 寺 様
191 正 伝 寺 様
246 福 城 寺 様
260 松 庵 寺 様
272 徳 昌 寺 様
295 太 平 寺 様
296 新 田 寺 様
326 円 福 寺 様
341 金 浦 寺 様
北海道第一
37 法 徳 寺 様
65 法 輪 寺 様
87 龍 松 寺 様
94 曹 源 寺 様
257 高 台 寺 様
486 薬 王 寺 様
北海道第二
102 興 禅 寺 様
458 定 賢 寺 様
北海道第三
195 定 光 寺 様
224 禅 龍 寺 様
267 天 恵 寺 様
463 祈 願 寺 様
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東 京 都
79 保 善 寺 様
100 長 延 寺 様
107 天 桂 寺 様
111 寶 昌 寺 様
113 長 泉 寺 様
151 静 勝 寺 様
173 江 岸 寺 様
232 薬 師 寺 様
281 浄 泉 寺 様
302 桂 福 寺 様
312 光 明 寺 様
345 正 法 院 様
389 立 川 寺 様
神奈川県第一
230 自 徳 院 様
312 保 福 寺 様
371 長 安 寺 様
神奈川県第二
2 西 有 寺 様
12 西 福 寺 様
75 徳 善 寺 様
83 正 翁 寺 様
93 曹 源 寺 様
107 宝 泉 寺 様
110 興 全 寺 様
111 福 泉 寺 様
168 源 養 寺 様
383 観 音 寺 様
388 慈 照 寺 様

中野東禅様
埼玉県第一
32 東 光 寺 様
64 寿 楽 院 様

109 勝 林 寺 様
123 正 明 寺 様
181 長 光 寺 様
187 清 法 寺 様
395 觀 清 寺 様
418 全 久 院 様
埼玉県第二
213 泉 福 寺 様
228 法 心 寺 様
244 慈 眼 寺 様
256 豊 泉 寺 様
339 清 見 寺 様
470 源 蔵 寺 様
群 馬 県
3 龍 海 院 様
4 隆 興 寺 様
77 龍 門 寺 様
83 常 仙 寺 様
124 成 孝 院 様
217 正 泉 寺 様
308 仁 叟 寺 様
332 戒 禅 寺 様
333 大 雲 寺 様
栃 木 県
2 桂 林 寺 様
40 甘 露 寺 様
53 大 中 寺 様
57 満 福 寺 様
67 海 潮 寺 様
160 龍 雲 寺 様
161 東 陽 院 様
178 万 福 寺 様
茨 城 県
41 大 雄 院 様

92 宝 積 寺 様
108 海 禅 寺 様
千 葉 県
5 東 禅 寺 様
7 満 蔵 寺 様
8 重 俊 院 様
20 福 壽 院 様
28 長 福 寺 様
32 長 全 寺 様
45 大 洞 院 様
59 宗 徳 寺 様
94 長 興 院 様
104 松 林 寺 様
121 宝 林 寺 様
243 最勝福寺様
246 海 龍 寺 様
269 長 安 寺 様
296 東 善 寺 様
315 雲 龍 寺 様
357 永 福 寺 様
山 梨 県
115 海 潮 院 様
229 常 幸 院 様
288 法 雲 寺 様
457 正 福 寺 様
静岡県第一
6 瑞 龍 寺 様
61 長 光 寺 様
77 龍 泉 院 様
83 洞 福 寺 様
95 久 應 院 様
186 成 安 寺 様
202 先 照 寺 様
208 延 命 寺 様

460 宗 乗 寺 様
528 磐 石 寺 様
577 長 久 寺 様
静岡県第二
228 耕 月 寺 様
331 大 江 院 様
332 龍 雲 寺 様
339 龍 豊 院 様
361 広 台 寺 様
362 福 泉 寺 様
静岡県第三
739 世 楽 院 様
852 東 泉 寺 様
静岡県第四
1025 龍 谷 寺 様
1099 宿 蘆 寺 様
愛知県第一
5 功 徳 院 様
7 全 香 寺 様
43 廣 徳 寺 様
48 昌 光 寺 様
91 法 持 寺 様
101 成 福 寺 様
111 龍 興 寺 様
127 龍 潭 寺 様
165 慈 眼 寺 様
166 東 陽 寺 様
216 青 原 寺 様
249 安 祥 寺 様
252 慈 眼 寺 様
309 常 宿 寺 様
342 常 楽 寺 様
358 玉 泉 寺 様
612 廣 圓 寺 様
654 福 蔵 寺 様
660 宗 源 寺 様
愛知県第二
684 花 井 寺 様
愛知県第三
438 吉 祥 寺 様
岐 阜 県
106 円 通 寺 様
157 玉 泉 寺 様
219 勝 林 寺 様
三重県第一
33 宗 徳 院 様
181 観 音 寺 様
362 観 音 寺 様
364 観 音 寺 様
446 智 応 院 様
三重県第二
391 永 明 寺 様
滋 賀 県
10 青 龍 寺 様

61 永 福 寺 様
171 報 恩 寺 様
京 都 府
6 天 寧 寺 様
59 光 明 寺 様
73 春 現 寺 様
382 竜 雲 寺 様
389 万 福 寺 様
392 運 祥 寺 様
大 阪 府
11 昌 林 寺 様
27 崇 禅 寺 様
56 南 昌 寺 様
78 桂 林 寺 様
88 正 俊 寺 様
94 黄 梅 寺 様
98 吉 祥 院 様
100 南 詢 寺 様
奈 良 県
25 宝 泉 寺 様
和 歌 山 県
57 南 珠 寺 様
兵庫県第一
52 蓮 華 寺 様
315 長 松 寺 様
368 總 持 院 様
439 誕 生 寺 様
兵庫県第二
125 吉 祥 寺 様
135 弘 誓 寺 様
173 瑞 雲 寺 様
193 円 光 寺 様
224 善 勝 寺 様
228 豊 楽 寺 様
岡 山 県
6 禅 光 寺 様
31 瑞 雲 寺 様
41 吉 祥 寺 様
45 源 福 寺 様
127 慈 眼 寺 様
131 済 渡 寺 様
181 宝 樹 寺 様
広 島 県
3 養 徳 院 様
13 延 命 寺 様
34 吉 祥 寺 様
46 雙 照 院 様
55 米 山 寺 様
139 玉 泉 寺 様
山 口 県
13 龍 豊 寺 様
25 弘 済 寺 様
86 興 元 寺 様
137 安 禅 寺 様
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去
る
平
成
二
十
年
十
一
月
七
日
午
後

二
時
よ
り
、
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
五
階

研
修
道
場
に
於
い
て
、
会
員
諸
師
約

七
十
名
の
出
席
の
も
と
、
平
成
二
十

年
度
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
臨
時
評
議
員

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
中
村
嘉
秀
副

会
長
の
開
会
の
辞
に
始
ま
り
、
三
帰
礼

文
唱
和
の
後
、
芳
村
元
悟
会
長
よ
り
挨

拶
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
議
長
に
は
中

澤
宏
哉
東
北
管
区
理
事
が
選
出
さ
れ
、

迅
速
な
議
事
進
行
に
よ
り
、
左
記
の
議

案
が
賛
成
多
数
に
よ
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
午
後
三
時
半
に
、
長
井
峰
宗
副
会

長
の
閉
会
の
辞
を
も
っ
て
、
滞
り
な
く

無
事
に
閉
会
し
ま
し
た
。

第
一
号
議
案

　

�

各
委
員
会
等
活
動
経
過
報
告

　

総
務
委
員
会
・
広
報
委
員
会
・
青
少

年
教
化
委
員
会
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員

会
・
法
式
委
員
会
・
Ｉ
Ｔ
委
員
会
・
事

務
局
の
順
に
活
動
経
過
報
告
と
今
後
の

活
動
予
定
が
報
告
さ
れ
、
続
い
て
、
平

成
二
十
年
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

年
十
一
月
七
日
ま
で
の
会
計
中
間
監
査

報
告
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

第
二
号
議
案

　

特
別
委
員
会
活
動
経
過
報
告

一
、
全
曹
青
組
織
改
編
に
つ
い
て

　

委
員
会
機
能
を
確
認
し
た
結
果
、

重
複
す
る
各
委
員
会
の
事
業
を
整
理

し
、
来
期
は
現
状
の
六
委
員
会
を
次

の
四
委
員
会
に
統
合
し
名
称
を
変
更

す
る
。

・
総
合
企
画
委
員
会

　

花
ま
つ
り
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
禅

文
化
学
林
等
の
企
画
運
営
。

・
広
報
委
員
会

　

広
報
誌
の
発
刊
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
般
若
」の
運
営
。

・
法
式
委
員
会

　

宗
門
で
実
践
さ
れ
て
い
る
法
式

全
般
に
わ
た
る
参
究
。

・
基
幹
事
業
委
員
会

　

こ
れ
ま
で
の
青
少
年
教
化
委
員

会
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
期
を
通
し

て
当
委
員
会
を
中
心
に
執
行
部
全

体
で
一
事
業
に
取
り
組
む
。

・
事
務
局

　

会
議
の
運
営
、
発
送
業
務
、
会

計
の
補
佐
を
行
う
。
現
在
の
庶
務

に
明
確
な
役
割
分
担
を
し
、
円
滑

な
会
務
執
行
を
す
る
。

・
災
害
対
策
に
関
す
る
特
別
委
員
会

　

こ
れ
ま
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委

員
会
を
、
災
害
対
策
の
シ
ン
ク
タ

ン
ク
と
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い

た
特
別
委
員
会
と
す
る
。
構
成
委

員
は
管
区
理
事
、会
長
、副
会
長
、

事
務
局
長
を
基
本
と
し
、
必
要
に

応
じ
て
専
門
的
な
知
識
を
持
つ
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
を
加
え
る
。

　

ま
た
、
各
委
員
会
内
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ 

（In
form

ation
 C

om
m

u
n
ication

 

T
ech

n
ology

）担
当
委
員
を
置
き
、

技
術
や
ス
キ
ル
の
開
発
、
利
用
、
導

入
な
ど
を
行
い
た
い
。

二
、
前
回
の
評
議
員
会
に
お
い
て
提
案

し
た
『
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
執
行
部

の
選
考
に
関
す
る
規
定
』
の
改
訂
に

関
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
現

状
の
ま
ま
で
対
応
可
能
と
の
判
断
に

至
っ
た
。

そ
の
他
・
連
絡
事
項

・
全
日
本
仏
教
青
年
会
活
動
経
過
報
告

及
び
千
僧
法
要
の
詳
細
報
告
。（
中

村
嘉
秀
副
会
長
）

・
茨
城
県
曹
青
会
創
立
五
十
周
年
事
業

『
行
法
指
南
』（
本
四
冊
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
四

枚
・
Ｃ
Ｄ
一
枚
）
発
売
（
一
月
末
予

定
）
の
案
内
。（
全
曹
青
評
議
員
・

茨
城
曹
青　

吉
川
道
隆
師
）

・
平
成
二
十
年
度
四
国
地
区
曹
洞
宗
青

年
会
管
区
大
会
「『
こ
れ
か
ら
の
寺

院
の
か
か
え
る
諸
問
題
を
考
え
る
』

～
今
後
の
寺
院
運
営
と
後
継
者
育
成

に
つ
い
て
～
」（
平
成
二
十
一
年
一

月
二
十
七
日
）
開
催
の
案
内
。（
四

国
管
区
理
事　

伊
藤
和
人
師
）

臨
時
評
議
員
会
開
催
報
告

●内　容
　奈良千僧法要・大護摩供厳修　30分

　平成20年度禅文化学林記念講演　80分

●価　格
　一本 1,000円（ケース・DVD 1 枚）

●お支払方法
　 製品に同封された払込用紙でお支払いください。

●お届け方法
　 メール便、又は着払いにてお届けいたしますので送料

は、ご負担いただけますようお願いいたします。

●お届け時期
　平成21年 2 月下旬より順次発送予定。

●内容に関するお問い合わせ
　下記E-mail　広報委員会　河村　康仁 宛まで。

　　zenbunka@excite.co.jp

●申し込み方法
　 個人もしくは、各曹青会でまとめてご注文いただけま

すようお願い申し上げます。

　 〈 郵送・FAX・E-mailいずれかの方法にてお申し込

みください。〉

●申し込み先
　総務委員　山澤　顕雄 宛

　〒994‐0022　山形県天童市大字貫津15－ 1　昌林寺

　FAX 023－653－5839【受付時間は《 9 ～17時》】

　【E-mail】
　申し込み専用アドレス
　　sensouhouyou@yahoo.co.jp

　 または、全曹青HP『般若』の専用申し込みフォーム

よりお願いします。

●申し込み期限
　在庫が無くなり次第頒布を終了いたします。

ＤＩＧＩ
そうせい 頒布案内
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全曹青インフォメーション

　

こ
れ
ま
で
全
曹
青
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
で
は
、
被
災
さ
れ
た
地
域
の
方
が

た
の
一
刻
も
早
い
復
興
と
生
活
再
建
の

た
め
に
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
や
私
た
ち
が
行
う
べ
き
活
動
に
つ

い
て
模
索
し
、
私
た
ち
に
で
き
る
最
善

の
活
動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ

の
被
災
地
で
の
曹
青
会
員
に
よ
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
が
一
定
の
評
価
を
い
た

だ
き
、
今
後
も
災
害
復
興
支
援
活
動
で

は
大
き
な
期
待
を
担
っ
て
い
る
と
同
時

に
、
多
く
の
課
題
や
反
省
点
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
各
曹
青
会
と

全
曹
青
と
の
支
援
活
動
に
お
け
る
協

力
・
連
携
の
在
り
方
を
挙
げ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
災
害
は
い
つ
ど
こ
で
発

生
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
予
測
も
つ

か
な
い
事
態
に
発
展
す
る
こ
と
も
有
り

得
ま
す
。
そ
の
い
つ
ど
こ
で
発
生
す
る

か
わ
か
ら
な
い
災
害
に
備
え
、
各
曹
青

会
と
私
た
ち
全
曹
青
と
の
災
害
復
興
支

援
活
動
に
対
す
る
意
識
の
共
有
が
不
可

欠
と
な
る
と
私
た
ち
は
考
え
ま
す
。
私

た
ち
青
年
宗
侶
一
人
ひ
と
り
が
意
識
を

共
有
し
互
い
に
連
携
し
て
活
動
に
臨
む

こ
と
が
、
被
災
さ
れ
た
方
が
た
に
寄
り

添
う
支
援
活
動
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
今
後
復
興
支
援
活
動
に
参

加
さ
れ
る
方
が
た
に
と
っ
て
、
そ
し
て

災
害
の
現
場
と
な
り
う
る
か
も
し
れ
な

い
地
域
に
と
っ
て
災
害
復
興
支
援
活
動

を
イ
メ
ー
ジ
で
き
、
こ
れ
ま
で
の
災
害

復
興
支
援
活
動
に
用
い
ら
れ
た
ス
キ
ル

を
繋
げ
る
も
の
と
し
て
「
災
害
時
に
お

け
る
各
曹
青
会
と
全
曹
青
と
の
協
力
・

連
携
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を

作
成
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
多
く
の
方
が
た
に
ご
理
解
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
災
害
発
生
時
、
全
曹

青
と
被
災
地
や
当
該
地
区
の
各
曹
青
会

に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
支
援
が
全
曹

青
お
よ
び
他
地
区
の
曹
青
会
か
ら
必
要

な
の
か
、
ま
た
如
何
に
し
て
協
力
・
連

携
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
を

各
曹
青
会
の
代
表
の
方
が
た
と
共
に
考

察
し
て
い
き
た
く
、去
る
十
一
月
七
日
、

全
曹
青
臨
時
評
議
員
会
開
催
時
併
催
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会
を
開
催
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

研
修
会
の
講
師
と
し
て
、
日
本
Ｎ
Ｐ

Ｏ
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長
で
あ
り
ま
す
田

尻
佳
史
先
生
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し

た
。な
ぜ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
か
と
申
し
ま
す
と
、被

災
さ
れ
た
地
域
に
て
復
興
支
援
活
動
を

行
う
際
、
当
該
地
区
に
は
災
害
支
援
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
以
下
Ｖ
Ｃ
）

が
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多

く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。そ
の
Ｖ
Ｃ
は
、地

元
社
会
福
祉
協
議
会
と
災
害
復
興
支
援

活
動
の
経
験
が
豊
富
な
各
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体

の
方
が
た
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
Ｖ
Ｃ
に
、
私
た
ち
曹
青
会
も
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
登
録
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
お
り
ま

す
。Ｖ
Ｃ
で
は
、社
会
福
祉
協
議
会
の
方

が
た
と
各
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
の
方
が
た
と
の

連
携
の
も
と
、
状
況
把
握
や
ニ
ー
ズ
の

聞
き
取
り
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
・
派

遣
を
行
っ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、現
場

に
お
け
る
協
力
・
連
携
に
つ
い
て
Ｎ
Ｐ

Ｏ
団
体
の
方
よ
り
、
私
た
ち
青
年
宗
侶

に
ご
指
導
い
た
だ
き
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
時
の
協
力
・
連
携
に
つ
い
て
学
び

う
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考

え
、
日
本
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
よ
り
田
尻

佳
史
先
生
よ
り
ご
指
導
い
た
だ
く
こ
と

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

田
尻
先
生
は
、
高
校
生
時
代
よ
り
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
始
め
ら
れ
、
高
野

山
大
学
を
ご
卒
業
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
大
学
在
学
時
、
真
言
宗
の
僧
侶
を

志
す
学
生
さ
ん
方
と
共
に
学
ば
れ
た
こ

と
か
ら
、
青
年
僧
侶
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
は
、
特
に
関
心
を
持
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
に

は
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災　

被
災
地
に

人
び
と
を
応
援
す
る
市
民
の
会
」
の
立

ち
上
げ
と
共
に
、
現
地
の
責
任
者
と
し

て
ご
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ご
自
身

の
経
験
さ
れ
た
活
動
を
基
に
、
先
ず
、

支
援
の
在
り
方
に
は
三
通
り
あ
る
。
自

助
・
公
助
・
共
助
。
自
力
で
自
分
を
助

け
る
自
助
と
、
行
政
の
支
援
か
ら
な
る

公
助
。
そ
の
自
助
の
限
界
、
公
助
の
限

界
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
共
助
で
あ
る
こ

と
。
そ
し
て
現
在
の
支
援
に
お
い
て
は

共
助
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
説

明
い
た
だ
き
ま
し
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
の

行
動
原
理
は
「
共
感
」
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
支
え
合
い
の
共

助
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
は
じ
め
復
興
支
援
活

動
に
着
手
さ
れ
る
方
が
た
が
重
要
視
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
共
感
い
た

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
協
力
・
連
携
に
つ
い
て
「
共

感
」
の
原
理
で
活
動
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
は
、「
公
平
」
の
原
理
で
動
く
行
政
、

「
自
由
」の
原
理
で
動
く
民
間
企
業
、「
独

自
性
」
の
原
理
で
動
く
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
同

士
、「
地
域
性
」
の
原
理
で
動
く
地
縁

組
織
と
と
も
に
連
携
し
て
円
滑
な
活
動

を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
あ
ら
ゆ
る

組
織
の
特
徴
を
活
か
し
、
状
況
に
応
じ

て
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
活
動
を
行
う

こ
と
が
、
被
災
さ
れ
た
方
が
た
主
体
の

細
部
ま
で
行
き
届
く
活
動
へ
と
繋
が
っ

て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
の
現
場
の

状
況
を
私
も
思
い
描
き
な
が
ら
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
曹
洞
宗
青
年
会
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
期
待
す
る
も
の
と
し

て
、
私
た
ち
の
行
茶
活
動
に
つ
い
て
は

「
話
を
聴
く
こ
と
に
よ
り
自
分
自
身
で

決
断
す
る
こ
と
も
あ
る
。
鏡
に
徹
す
る

ス
タ
ン
ス
を
今
後
も
活
か
し
て
い
っ
て

ほ
し
い
」
と
い
う
先
生
の
一
言
が
私
に

と
っ
て
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

　

ま
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
も

「
作
成
す
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
こ

と
だ
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
通
り
に
は
実

際
は
中
々
い
か
な
い
も
の
。
活
動
の
度

に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
見
直
す
こ
と
に
よ

り
、
さ
ら
に
活
か
せ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

と
な
る
」と
ご
指
導
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
先
生
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

プ
ロ
で
は
な
い
。
自
分
自
身
に
出
来
る

自
発
的
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
発
揮

で
き
る
活
動
を
し
て
い
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
青
年
宗
侶
の
こ
れ
か
ら
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
と
っ
て
た
い
へ
ん

意
義
の
あ
る
講
演
と
な
っ
た
と
感
じ
て

い
ま
す
。
ご
指
導
い
た
だ
い
た
一
言
一

言
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
今
後
の
活
動

に
活
か
し
て
い
き
た
い
と
強
く
感
じ
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
研
修
会
で
し
た
。

　

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
田
尻
佳
史
先

生
に
は
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
を

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
当
日
お
忙
し
い
中
に
も
関
わ

ら
ず
、
ご
参
加
い
た
だ
い
た
評
議
員
の

皆
さ
ま
に
も
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

�

合
掌

�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
長　

瀬　

田　

啓　

道

平
成
二
十
年
度
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会
報
告

分かりやすく「自助」について説き示された、
日本ＮＰＯセンター事務局長・田尻佳史先生
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す
で
に
、
こ
の
『
そ
う
せ
い
』
誌
上

で
も
、
ご
案
内
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日
に
、
東
京

都
永
見
寺
住
職
・
葛
西
好
雄
先
生
を
講

師
と
し
て
拝
請
し
、
東
京
都
港
区
青
松

寺
様
を
会
場
と
し
て
、
法
式
委
員
会
主

催
の
「
声
明
講
習
会
」
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

法
務
ご
多
忙
の
時
節
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
参
加
者
は
、
北
海
道
・
宮
城
県
・

福
島
県
・
埼
玉
県
・
東
京
都
・
神
奈
川

県
・
静
岡
県
・
新
潟
県
・
長
野
県
・
兵

庫
県
・
佐
賀
県
［
順
不
同
］
の
各
地
か

ら
合
計
二
十
一
名
の
方
に
ご
参
集
い
た

だ
き
、
当
初
の
予
定
よ
り
も
か
な
り
の

盛
況
で
ご
ざ
い
ま
し
た
（
法
式
委
員
四

名
含
む
）。
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
さ

ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

講
義
の
内
容
と
し
て
、
葛
西
先
生
に

は「
声
明
の
伝
習
を
通
し
て
思
う
こ
と
、

期
待
す
る
こ
と
」
と
題
し
た
レ
ジ
ュ
メ

を
ご
用
意
い
た
だ
き
、
前
半
で
は
、

世
界
各
地
に
あ
る
民
族
音
楽
や
宗
教

音
楽
、
就
中
イ
ン
ド
に
於
け
る
『
リ
グ

ヴ
ェ
ー
ダ
』
な
ど
の
解
説
が
行
わ
れ
ま

し
た
。『
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
』に
つ
い
て
は
、

今
で
も
南
イ
ン
ド
の
一
部
に
、
古
い
音

を
伝
え
る
バ
ラ
モ
ン
が
い
る
ら
し
く
、

更
に
各
家
で
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
場

合
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
民
族
音
楽
の
多

く
に
使
わ
れ
る
音
階
の
〈
テ
ト
ラ
コ
ル

ド
〉の
説
明
な
ど
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

葛
西
先
生
か
ら
は
、
現
在
の
宗
門
の
声

明
が
、
本
来
の
形
を
見
失
い
、
伝
来
し

た
当
初
の
中
国
的
音
階
を
軽
視
し
、
ま

た
簡
略
化
さ
れ
て
き
た
事
実
が
指
摘
さ

れ
、
結
果
、
イ
ン
ド
や
世
界
各
地
で
行

わ
れ
て
い
る
「
民
族
音
楽
」
と
化
し
て

い
る
こ
と
へ
の
批
判
が
示
さ
れ
ま
し

た
。

　
「
声
明
」
と
い
う
語
句
は
、
国
立
劇

場
の
開
場
記
念
講
演
と
し
て
、
声
明
の

公
演
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
使
わ
れ
て
は

お
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
は
、
梵
讃
を
始
め

と
す
る
外
来
の
曲
を
指
す
用
語
が
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
宗
教
色

が
出
て
し
ま
う
こ
と
や
、
仏
教
の
声
楽

全
て
を
包
括
す
る
た
め
の
用
語
を
定
め

る
た
め
に
、
便
宜
的
に
作
ら
れ
た
も
の

と
の
こ
と
で
す
。

　
「
布
薩
」「
観
音
懺
法
」「
講
式
」
な

ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
出
自
の
異
な
っ
た
法

要
で
あ
る
こ
と
な
ど
と
い
っ
た
、
基
礎

的
な
知
識
に
つ
い
て
も
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。「
布
薩
」と
は
い
わ
ゆ
る「
説
戒
」

で
あ
り
、
出
家
者
が
戒
法
を
語
り
、
互

い
に
そ
れ
に
違
反
し
て
い
な
い
か
を
確

認
す
る
儀
式
で
し
た
。
起
源
は
イ
ン
ド

�

法
式
委
員
長　

菅　

原　

研　

洲

か
ら
に
な
り
ま
す
。「
観
音
懺
法
」は
、

結
跏
趺
坐
し
な
が
ら
身
心
を
集
中
し
、

三
宝
や
観
世
音
菩
薩
の
名
を
称
え
て
、

修
行
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
を
滅
除
す
る

法
要
で
す
。
発
祥
は
中
国
の
天
台
宗
に

な
り
ま
す
。「
講
式
」
は
、
日
本
語
で

作
ら
れ
た
式
文
に
節
を
付
け
て
唱
え
た

法
要
で
す
。
発
祥
は
、
日
本
の
天
台
宗

に
な
り
ま
す
。

　

後
半
は
、「
観
音
懺
法
」
を
使
い
な

が
ら
講
義
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
葛

西
先
生
が
収
集
さ
れ
た
、
江
戸
時
代
の

博
士
な
ど
を
典
拠
に
し
な
が
ら
、
現
在

の
『
声
明
軌
範
』
が
、
い
か
に
省
略
さ

れ
た
節
回
し
を
使
っ
て
い
る
か
が
証
明

さ
れ
、
ま
た
、
北
陸
地
方
の
老
僧
な
ど

が
伝
え
て
い
た
節
回
し
の
録
音
音
源

や
、
他
宗
派
（
特
に
臨
済
宗
な
ど
）
に

伝
わ
る
節
回
し
な
ど
を
採
り
上
げ
て
、

そ
の
違
い
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。実
際
、

そ
れ
ら
の
古
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
節

回
し
は
、
相
当
に
豊
潤
な
音
階
で
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
際
に
は
博
士
の
読
み
方

に
つ
い
て
も
、
改
変
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
、実
証
的
に
説
明
い
た
だ
き
、

参
加
者
の
一
部
は
「
二
の
尊
尼
」
の
節

回
し
を
実
際
に
唱
え
る
な
ど
し
て
い
ま

す
。
今
更
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
の
宗

門
で
も
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
熱
心
に

継
承
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
し
、
僧
堂

安
居
の
際
に
、
維
那
老
師
な
ど
か
ら
習

う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
声
明
が
本
来
、
口
授
伝
承
に
よ
る

継
承
を
基
本
に
し
て
い
る
こ
と
を
実
感

い
た
し
ま
し
た
。
一
度
の
み
な
ら
ず
、

何
度
で
も
参
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
。

　

当
初
は
九
十
分
程
度
の
講
義
時
間
を

予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
講
師
の
葛
西

先
生
に
は
、
そ
の
後
九
十
分
を
追
加
し

て
い
た
だ
き
、
約
三
時
間
に
及
ぶ
講
習

会
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
長
さ
の
み

な
ら
ず
、
内
容
も
た
い
へ
ん
に
充
実
し

た
講
習
会
で
、参
加
者
の
一
人
と
し
て
、

耳
目
を
新
た
に
す
る
機
会
を
得
た
こ
と

を
、素
直
に
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、

参
加
者
か
ら
は
、
次
の
講
習
会
の
機
会

を
求
め
る
声
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〒847‐0841 佐賀県唐津市朝日町990-5
TEL（0955）74－4444 FAX（0955）72－4437
Ｅ-mail：tiyoda-girei@rose.ocn.ne.jp

信頼･感動･満足をかたちに

ちよだ儀礼センター

　

な
お
、
主
催
者
と
し
て
切
に
願
う
こ

と
は
、
参
加
者
の
方
が
た
に
は
、
現
在

の
宗
門
が
唱
え
て
い
る
声
明
が
、
本
来

の
姿
か
ら
は
懸
け
離
れ
て
い
る
こ
と
を

自
覚
し
て
い
た
だ
き
、
出
来
る
こ
と
で

あ
れ
ば
復
古
の
運
動
が
起
こ
る
よ
う

な
、
そ
う
い
う
気
運
の
醸
成
な
ど
に
尽

力
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
期
待
し
て

お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
会
場
を
ご
提

供
い
た
だ
い
た
青
松
寺
様
、
そ
し
て
、

お
忙
し
い
中
、
た
い
へ
ん
に
重
厚
、
か

つ
貴
重
な
講
義
を
し
て
い
た
だ
い
た
葛

西
先
生
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し

て
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

�

合
掌

「
声
明
講
習
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

全曹青インフォメーション

実際に民族音楽を聞きながら、テトラコルドを
分かりやすく説明される葛西先生
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烈

僧
が貫

いた求道の軌

跡

そ
う
と う 衆 列

伝

は
な
か
ろ
う
か
。

　

慧
春
尼
を
出
家
に
導
い
た
原
因
は
何

で
あ
っ
た
か
史
伝
に
は
記
さ
れ
な
い

が
、
も
と
も
と
世
俗
の
こ
と
に
興
味
が

な
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

出
家
後
の
慧
春
尼
に
つ
い
て
は
、
い

く
つ
か
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

る
。
ひ
と
つ
に
円

覚
寺
の
僧
を
向
こ

う
に
し
て
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
。

あ
る
日
の
こ
と
慧

明
禅
師
は
、
円
覚

寺
に
用
事
が
あ

り
、
山
内
の
者
に

使
い
を
頼
も
う
と

し
た
。
し
か
し
、

円
覚
寺
に
は
使
い

の
者
を
や
り
こ
め

る
、
多
く
の
強
者

の
雲
水
が
安
居
し

て
い
て
皆
恐
れ
を

な
し
て
い
た
。
た

と
え
慧
明
禅
師
の

命
と
は
い
え
、
雲
水
た
ち
は
尻
込
み
し

て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
様
子
を
み

て
慧
春
尼
は
、「
尼
が
参
り
ま
し
ょ
う
」

と
名
乗
り
出
た
の
で
あ
る
。

　

機
鋒
鋭
い
と
噂
さ
れ
て
い
る
慧
春
尼

が
、
使
い
で
や
っ
て
来
る
と
い
う
知
ら

せ
が
円
覚
寺
に
届
い
た
。
円
覚
寺
の
雲

水
た
ち
は
、
慧
春
尼
を
や
り
こ
め
よ
う

と
手
ぐ
す
ね
引
い
て
待
っ
て
い
た
。
慧

春
尼
が
、
円
覚
寺
の
階
段
を
あ
が
っ
て

き
た
と
こ
ろ
、
そ
の
行
く
手
を
さ
え

ぎ
っ
て
一
人
の
僧
が
ぬ
っ
と
現
れ
た
。

そ
し
て
、
や
お
ら
衣
の
裾
を
ま
く
し
あ

　

と
こ
ろ
が
、
慧
春
尼
少
し
も
ひ
る
ま

ず
、「
尼
の
物
は
底
な
し
」
と
自
分
の

衣
の
裾
を
ひ
ょ
い
と
ま
き
あ
げ
て
み
せ

た
の
で
あ
る
。
円
覚
寺
の
雲
水
一
同
、

恐
れ
入
り
ま
し
た
、
と
頭
を
さ
げ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ま

だ
懲
り
な
い
雲
水
た
ち
は
、
住
職
と
相

し
ょ
う

見け
ん

し
て
い
る
慧
春
尼
の
前
に
、
今
度
は

洗
い
桶
を
捧
げ
持
っ
て
き
て
、

「
お
茶
を
ど
う
ぞ
」
と
差

し
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に

も
慧
春
尼
、
全
く

ひ
る
む
こ
と
な

く
「
こ
れ
は
和

尚
さ
ん
が
日
頃

お
使
い
の
お
茶

碗
の
よ
う
で
ご

ざ
い
ま
す
。
ど
う

ぞ
和
尚
さ
ん
、
飲
み

方
の
お
手
本
を
」
と
申

し
上
げ
た
。
こ
の
後
、
慧

春
尼
の
名
は
ま
す
ま
す
叢
林
に

響
き
渡
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
有
名
な
話
と
し
て

は
、
懸け

想そ
う

の
僧
へ
の
仕
打
ち
が
あ
る
。

慧
春
尼
と
情
を
通
じ
た
い
と
求
め
て
き

た
僧
が
い
た
。
そ
の
僧
に
対
し
て
、「
汝

と
私
は
僧
で
あ
る
か
ら
、
尋
常
の
と

こ
ろ
で
交
わ
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

私
が
よ
い
と
こ
ろ
を
考
え
ま
す
か
ら
、

文 

・ 

丸
山　

劫
外（
ま
る
や
ま 

こ
う
が
い
）

駒
澤
大
学
大
学
院
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
。

慧
春
尼
開
創
正
寿
庵
前
住
職
。

「
華
綾
慧
春
尼
さ
ま
の
足
跡
」（『
大
雄
』

六
十
九
号
七
十
号
掲
載
）

『
宗
教
の
風
光
ー
余
語
翠
巖
老
師
遺
稿
集
』

編
集
（
中
山
書
房
仏
書
林
、
平
成
十
二
年
）

『
訓
註
曹
洞
宗
禅
語
録
全
書
ー
器
之
為
璠
禅

師
語
録
外
集
』共
著（
四
季
社
、平
成
十
八
年
）

『
雲
と
風
と
月
と
ー
尼
僧
の
供
養
記
』（
中
央

公
論
事
業
出
版
、
平
成
二
十
一
年
二
月
十
四

日
発
売
予
定
）

画 

・ 

山
田　

剛
弥（
や
ま
だ 

た
か
ひ
ろ
）

華
綾
慧
春
尼
に
つ
い
て
の
史
伝
資

料
と
し
て
は
、『
重
続
日
域
洞
上

諸
祖
伝
』（
蔵
山
良
機
編
、
享
保
二
年

〈
一
七
一
七
〉）
が
あ
る
。
そ
の
記
述
を

も
と
に
し
て
、
慧
春
尼
の
行
状
を
探
っ

て
み
た
い
。

　

慧
春
尼
は
、
相
模
の
糟
谷
に
生
を

受
け
た
。
大
雄
山
最
乗
寺
の
ご
開

山
了

り
ょ
う

菴あ
ん

慧え

明
み
ょ
う

禅
師
（
一
三
三
七
～

一
四
一
一
）の
実
妹
と
い
わ
れ
て
い
る
。

三
十
才
を
過
ぎ
た
頃
、
出
家
の
意
志
を

懐
い
て
、
兄
慧
明
禅
師
を
大
雄
山
に
訪

ね
た
。
し
か
し
、「
出
家
は
男
の
す
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
女
子
ど
も
に
は
難
し

い
。
途
中
で
や
め
る
よ
う
な
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
も
し
簡
単
に
出
家
を
許
し

た
な
ら
、
法
門
を
汚
し
て
し
ま
う
者
が

多
く
な
る
だ
ろ
う
」と
、慧
明
禅
師
は
、

慧
春
尼
を
諭さ

と

し
な
か
な
か
出
家
を
許
さ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
し
て
慧
春
尼
は
、
史
伝
に
も
「
姿

色
人
を
絶
す
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
美
し
い
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
兄
で
な
く
て
も
容
易
に
は
出
家
の

願
い
を
聞
き
届
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
慧
春
尼
は
、
自
ら
の
顔

を
焼
け
火
箸
で
縦
横
に
焼
い
た
と
史
伝

に
伝
え
ら
れ
る
。
そ
こ
ま
で
出
家
の
意

志
が
堅
か
っ
た
の
で
あ
る
。
再
び
兄
の

も
と
に
出
家
を
願
い
出
た
慧
春
尼
の
顔

を
見
て
、
慧
明
禅
師
は
絶
句
し
た
の
で

げ
た
か
と
思
う
と
、「
老
僧
の
物
、三
尺
」

と
そ
の
一
物
を
見
せ
た
。
い
か
に
機
鋒

鋭
い
慧
春
尼
と
は
い
え
、
こ
れ
に
は
ひ

る
む
に
違
い
な
い
と
、
そ
の
僧
も
、
ま

た
隠
れ
て
成
り
行
き
を
見
て
い
た
他
の

僧
た
ち
も
た
か
を
く
く
っ
て
い
た
。

華
か

綾
り ょ う

慧
え

春
し ゅ ん

尼
に

 ①

そ
の
と
き
に
は
拒
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん

よ
」
と
告
げ
た
の
で
あ
る
。
僧
は
喜
ん

で
、
た
と
え
火
の
な
か
と
い
え
ど
も
拒

み
ま
せ
ん
、
と
そ
の
と
き
を
待
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
法
堂
で
居
並
ぶ
雲
水
た
ち

の
前
に
、
寸
糸
も
つ
け
な
い
慧
春
尼
が

あ
ら
わ
れ
、
懸
想
の
僧
に
「
汝
と
の
約

束
が
あ
り
ま
し
た
ね
、
さ
あ
、
私
の
後

に
つ
い
て
き
て
汝
の
欲
を
み
た
し
な
さ

い
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
に
そ

の
僧
は
山
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。�

（
つ
づ
く
）
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メ
ン
タ
ル
ケ
ア
の
方
法
と
し
て
の
坐
禅 

大
田　

健
次
郎

心
の
健
康
レ
ベ
ル
四
つ
の
段
階

　

心
の
健
康
の
段
階
を
４
つ
に
区
分
す

る
と
①
心
の
健
康
状
態　

②
心
の
不
健

康
状
態　

③
軽
症
の
心
の
病
気　

④
重

症
の
心
の
病
気
と
な
り
ま
す
。
こ
の

十
五
年
、
坐
禅
に
よ
っ
て
心
の
病
気
を

治
し
た
り
、
心
の
不
健
康
状
態
に
な
る

こ
と
を
予
防
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や

実
習
の
活
動
を
し
て
き
ま
し
た
。 

　

心
の
不
健
康
状
態
②
は
精
神
疾
患
の

診
断
基
準
に
該
当
し
な
い
け
れ
ど
、
心

が
穏
や
か
で
な
く
健
康
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
状
態
で
す
。
す
べ
て
の
人
が
陥

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
イ
ラ
イ
ラ
、

怒
り
っ
ぽ
い
、あ
せ
り
、不
満
不
機
嫌
、

あ
が
り
、
緊
張
、
意
欲
低
下
な
ど
が
起

こ
る
心
理
的
状
況
で
す
。
長
び
く
と
眠

れ
な
い
、
疲
労
感
、
食
欲
不
振
、
痛
み
、

コ
リ
、
種
々
の
内
臓
の
不
調
が
現
わ
れ

ま
す
。
心
の
不
健
康
状
態
か
ら
、
職
場

で
は
作
業
効
率
や
品
質
の
低
下
、事
故
、

ミ
ス
、
人
間
関
係
の
悪
化
な
ど
を
ひ
き

お
こ
し
が
ち
に
な
り
ま
す
。
家
庭
で
も

家
族
の
悩
み
を
き
く
余
裕
が
な
く
な
っ

た
り
心
配
さ
せ
た
り
し
て
、
家
族
を
心

の
不
健
康
状
態
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が

起
こ
り
ま
す
。 

心
の
不
健
康
状
態
②

が
さ
ら
に
進
行
す
る
と
軽
症
の
う
つ
病

③
や
心
身
症
（
胃
潰
瘍
、
十
二
指
腸
潰

瘍
、
自
律
神
経
失
調
症
な
ど
）
を
ひ
き

お
こ
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
職
場
や

学
校
に
行
く
こ
と
が
で
き
て
も
か
な
り

仕
事
や
勉
強
に
影
響
し
ま
す
。
重
症
④

に
な
る
と
仕
事
や
勉
強
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

坐
禅
か
ら
健
康
な
心
の
要
素
を
抽
出

　

最
近
ス
ト
レ
ス
が
強
く
て
心
の
不
健

康
状
態
や
心
の
病
気
に
な
り
か
ね
な
い

厳
し
い
環
境
に
あ
り
ま
す
が
坐
禅
の
用

い
方
次
第
で
種
々
の
社
会
問
題
の
改
善

に
貢
献
で
き
そ
う
で
す
。
メ
ン
タ
ル
ケ

ア
の
方
法
と
し
て
の
坐
禅
で
す
。
心
の

病
気
、
心
の
不
健
康
状
態
、
人
間
関
係

の
悪
化
な
ど
の
予
防
や
改
善
に
貢
献
で

き
る
よ
う
な
〈
健
康
な
心
の
要
素
〉
と

し
て
、
坐
禅
の
実
践
の
な
か
か
ら
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
（
自
覚
と
意
識
集
中
）

や
ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
（
受
容
）
を
抽
出

し
ま
し
た
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
現

在
の
自
己
の
心
に
起
き
て
い
る
こ
と
に

気
づ
き
自
覚
し
て
お
り
、
目
前
の
大
切

な
こ
と
（
価
値
・
願
い
の
実
現
）
に
意

識
を
注
ぎ
続
け
る
（
集
中
）
こ
と
が
で

き
る
動
的
な
心
の
ス
キ
ル
で
す
。「
正

念
」
に
近
い
で
し
ょ
う
。
も
う
一
つ
の

〈
健
康
な
心
の
要
素
〉
は
ア
ク
セ
プ
タ

ン
ス
で
す
。
ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
は
不
快

な
状
況
、
体
験
、
つ
ら
い
感
情
・
症
状

な
ど
が
あ
る
時
、
み
だ
り
に
嫌
悪
的
思

考
や
衝
動
的
行
動
に
移
ら
ず
、
そ
の
現

実
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
て
価
値
判
断
せ

ず
に
受
け
容
れ
、
価
値
・
願
い
を
崩
壊

さ
せ
な
い
行
動
を
選
択
で
き
る
心
の
ス

キ
ル
で
す
。〈
健
康
な
心
の
要
素
〉
は

自
覚
と
意
識
集
中
、
不
快
事
象
の
受
容

が
中
核
の
要
素
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
実

現
す
る
た
め
の
要
素
と
し
て
、
不
健
康

な
思
考
・
行
動
の
抑
制
、
無
評
価
で
の

動
的
観
察
、思
考
や
衝
動
執
着
の
解
放
、

感
情
の
動
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
建
設
的

な
行
動
選
択
、
連
鎖
解
消
な
ど
も
重
要

で
す
。
最
後
の
連
鎖
解
消
と
は
意
識
で

把
握
す
る
心
作
用
（
感
覚
、
思
考
、
感

情
、
身
体
反
応
、
症
状
な
ど
）
は
い
ず

れ
も
断
続
（
前
後
際
断
）
す
る
こ
と
を

自
覚
し
て
何
で
も
即
座
に
解
放
し
て
価

値
あ
る
行
動
に
意
識
を
向
け
る
動
的
な

ス
キ
ル
で
す
。

坐
禅
で
心
の
病
気
が
治
る

　

こ
う
し
た
坐
禅
の
長
所
を
利
用
し
た

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
療
法
が
ア
メ

リ
カ
で
は
盛
ん
に
な
っ
て
お
り
、
治
り

に
く
い
う
つ
病
や
不
安
障
害
を
治
し
て

い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
も
同

様
の
心
理
療
法
（
自
己
洞
察
瞑
想
療
法

と
よ
び
ま
す
）
で
う
つ
病
や
不
安
障
害

の
方
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
前
述
の〈
健
康
な
心
の
要
素
〉

を
お
り
こ
ん
だ
坐
禅
を
す
る
と
う
つ
病

や
不
安
障
害
が
改
善
し
ま
す
。
坐
禅
す

る
と
脳
神
経
生
理
学
的
に
良
好
な
変
化

が
み
ら
れ
る
こ
と
が
内
外
の
脳
科
学
の

研
究
者
か
ら
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

毎
年
自
殺
者
が
三
万
人
以
上
と
い
う

痛
ま
し
い
状
況
が
継
続
し
て
い
ま
す

が
、
多
く
の
人
が
う
つ
病
に
な
っ
て
い

て
自
殺
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
う

つ
病
は
人
生
上
の
種
々
の
思
い
ど
お
り

に
な
ら
な
い
出
来
事
が
起
き
た
時
に
心

理
的
ス
ト
レ
ス
を
う
ま
く
処
理
で
き
な

い
と
発
病
す
る
タ
イ
プ
が
多
い
と
推
測

さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
多
い
心
の

病
気
は
不
安
障
害
で
す
。不
安
障
害（
パ

ニ
ッ
ク
障
害
、
対
人
恐
怖
症
、
心
的
外

傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
な
ど
）
は
発
作
、

視
線
、
不
安
感
情
な
ど
が
起
き
る
場
面

を
嫌
悪
し
て
、
人
に
会
う
こ
と
や
種
々

の
場
所
に
行
く
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に

な
り
社
会
生
活
が
阻
害
さ
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
心
の
病
気
が
薬
物
療
法
で
治

ら
な
い
人
も
い
ま
す
が
坐
禅
を
利
用
し

た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
療
法
で
治

る
人
が
い
ま
す
。

「
禅
」知
識
ま
ん
だ
ら
２

メ
ン
タ
ル
ケ
ア
と
し
て
の

�

坐
禅
の
具
体
的
方
法

　

心
の
病
気
や
心
の
不
健
康
状
態
の
改

善
や
予
防
の
た
め
に
坐
禅
を
次
の
よ
う

に
活
用
し
て
い
ま
す
。
坐
禅
の
な
か
に

あ
る
健
康
な
心
の
使
い
方
を
習
得
で
き

る
よ
う
に
、
や
さ
し
く
わ
か
り
や
す
い

言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い

ま
す
。
面
接
指
導
の
時
に
三
十
分
く
ら

い
坐
禅
（
は
く
息
を
長
く
す
る
方
法
を

よ
く
用
い
ま
す
）
を
指
導
し
ま
す
。
坐

禅
を
す
る
時
に
自
覚
、
集
中
、
受
容
、

16



ま
す
。 

　

こ
れ
ま
で
難
治
性
と
思
わ
れ
て
い
た

心
の
病
気
や
問
題
で
も
本
人
が
坐
禅
を

す
れ
ば
改
善
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

も
と
も
と
人
は
み
な
自
分
で
救
わ
れ
る

も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
の
心
理
療
法

者
や
医
師
も
坐
禅
を
治
療
に
と
り
い
れ

る
こ
と
を
研
究
し
始
め
ま
し
た
。
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
療
法
は
坐
禅
か
ら

開
発
さ
れ
た
心
理
療
法
で
す
。
坐
禅
が

種
々
の
精
神
疾
患
や
社
会
問
題
に
貢
献

で
き
る
の
で
す
か
ら
、
坐
禅
が
盛
ん
な

日
本
で
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
と
し
て
の
坐
禅

は
今
後
大
き
く
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
で
し
ょ
う
。

連
鎖
解
消
な
ど
の〈
健
康
な
心
の
要
素
〉

の
訓
練
を
お
り
こ
み
ま
す
。

　

道
元
禅
師
は
坐
禅
に
つ
い
て
こ
う
述

べ
て
い
ま
す
。

　
「
諸
縁
を
放
捨
し
、
万
事
を
休
息
し

て
、
善
悪
を
思
わ
ず
、
是
非
を
管
す
る

こ
と
な
か
れ
。
心
意
識
の
運
転
を
や
め

念
想
観
の
測
量
を
や
め
て
、
作
仏
を
図

る
こ
と
な
か
れ
。
あ
に
坐
臥
に
か
か
わ

ら
ん
や
。」（『
普
勧
坐
禅
儀
』）

　

こ
の
坐
禅
の
心
の
使
い
方
を
メ
ン
タ

ル
ケ
ア
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
指
導
し

ま
す
。
坐
禅
す
る
時
に
は
仕
事
や
家

庭
・
個
人
生
活
な
ど
で
起
き
た
不
快
事

象
な
ど
す
べ
て
を
棚
上
げ
し
て
（
諸
縁

を
放
捨
し
万
事
を
休
息
し
て
）、
自
分

の
心
に
起
き
る
思
考
、
感
情
（
怒
り
、

不
安
、
嫌
悪
な
ど
）
や
病
気
の
症
状
な

ど
を
冷
静
に
自
覚
し
ま
す
。
価
値
・
願

い
を
崩
壊
さ
せ
る
思
考
や
行
動
を
し
て

い
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
、
価
値
実
現

の
行
動
（
坐
禅
の
時
は
呼
吸
や
感
覚
な

ど
）
に
意
識
を
集
中
す
る
よ
う
に
し
ま

す
。
不
快
事
象
が
意
識
さ
れ
た
時
、
無

評
価
で
観
察
す
る
（
善
悪
を
思
わ
ず
、

是
非
を
管
す
る
こ
と
な
か
れ
）
よ
う
に

助
言
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
呼
吸
を
観

察
し
た
り
見
え
る
も
の
聞
こ
え
る
音
や

病
気
の
症
状
な
ど
が
起
き
て
い
る
こ
と

を
自
覚
し
て
そ
の
ま
ま
無
評
価
で
観
察

し
て
も
ら
い
ま
す
。
み
だ
り
に「
嫌
だ
」

と
か
「
悪
い
」
と
い
う
判
断
、
思
考
に

移
ら
な
い
よ
う
に
（「
心
意
識
の
運
転

を
や
め
念
想
観
の
測
量
を
や
め
て
」
と

か
「
我
見
を
捨
て
る
」
に
相
当
）
助
言

し
ま
す
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
場
で
指

導
者
が
言
葉
で
ガ
イ
ド
し
な
が
ら
模
範

的
な
方
法
で
三
十
分
程
度
行
い
、
次
回

の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ま
で
に
自
宅
で
も

毎
日
二
、三
十
分
実
行
す
る
よ
う
に
助

言
し
ま
す
。

　

ま
た
坐
っ
て
行
う
坐
禅
だ
け
で
は
な

く
、
自
宅
や
職
場
で
の
行
動
中
に
も
で

き
る
だ
け
〈
健
康
な
心
の
要
素
〉
を
実

行
す
る
よ
う
に
（
あ
に
坐
臥
に
か
か
わ

ら
ん
や
）
課
題
・
宿
題
を
出
し
ま
す
。

職
場
で
も
家
庭
で
も
行
動
中
や
仕
事
の

時
は
目
前
の
こ
と
に
意
識
を
注
ぎ
続
け

て
み
だ
り
に
思
考
に
お
ち
な
い
よ
う
に

し
て
、
不
快
な
こ
と
（
感
情
、
症
状
や

他
人
の
言
動
な
ど
）
が
起
き
て
も
無
評

価
で
事
態
を
観
察
し
て
受
容
し
て
建
設

的
で
冷
静
な
反
応
を
す
る
よ
う
に
指
導

し
ま
す
。
こ
う
い
う
心
の
使
い
方
が
習

得
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

の
場
で
原
理
や
方
法
を
詳
し
く
説
明
し

ま
す
（
内
容
が
違
い
ま
す
が
説
法
、
聞

法
に
相
当
し
ま
す
）。
自
宅
で
実
行
す

べ
き
毎
日
の
課
題
（
坐
禅
や
行
動
時
の

実
践
な
ど
）
を
助
言
し
、
目
標
、
実
際

の
実
施
量
、
生
活
の
中
で
試
し
た
新
し

い
反
応
パ
タ
ー
ン
な
ど
記
録
し
て
次
回

の
面
接
時
に
提
出
し
て
も
ら
っ
て
実
行

状
況
を
点
検
し
助
言
激
励
し
ま
す
。
こ

う
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
繰
り
返
し
て

い
き
ま
す
と
、
悩
む
思
考
を
め
ぐ
ら
し

感
情
を
激
し
く
興
奮
さ
せ
る
こ
と
が
少

な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
否
定
的
で
矮

小
化
さ
れ
た
自
己
像
は
真
の
自
己
で
は

な
く
移
り
行
く
思
考
や
感
情
、
症
状
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
よ

う
に
な
っ
て
自
己
観
が
変
革
し
ま
す
。

こ
う
な
る
と
心
の
不
健
康
状
態
、
心
の

病
気
は
改
善
し
て
い
き
ま
す
。
最
近
、

う
つ
病
や
自
殺
が
増
え
て
い
る
の
は
自

然
や
大
き
な
も
の
に
ま
か
せ
る
宗
教
的

な
心
が
教
育
さ
れ
な
い
た
め
に
、
つ
ら

い
事
が
起
き
た
時
に
自
我
の
判
断
に

よ
っ
て
あ
え
ぐ
こ
と
も
一
つ
の
要
因
で

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

貢
献
で
き
る
領
域
の
拡
大

　

こ
の
よ
う
な
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
と
し
て

の
坐
禅
は
心
の
病
気
の
治
療
の
ほ
か
に

幅
広
い
領
域
で
貢
献
で
き
ま
す
。
病
気

レ
ベ
ル
の
治
療
法
と
し
て
の
坐
禅
だ
け

で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
人
が
心
の
病

気
や
心
の
不
健
康
状
態
に
な
ら
な
い
よ

う
に
予
防
す
る
た
め
に
坐
禅
を
す
る
こ

と
を
推
奨
で
き
ま
す
。
働
く
人
の
職
場

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
（
働
く
人
の

う
つ
病
、
心
の
不
健
康
状
態
の
予
防
の

た
め
）
と
し
て
就
業
時
間
前
後
や
就
業

時
間
中
に
短
時
間
の
坐
禅
（
は
く
息
を

長
く
す
る
呼
吸
法
で
よ
い
）
を
行
う
こ

と
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
高
齢
者
の
う

つ
病
の
予
防
、
が
ん
患
者
の
う
つ
病
予

防
な
ど
に
も
貢
献
で
き
ま
す
。
過
去
を

振
り
返
ら
ず
先
の
不
安
を
思
わ
ず
、
現

在
の
瞬
間
を
真
剣
に
生
き
る
動
的
な
心

の
ス
キ
ル
を
活
性
化
さ
せ
る
坐
禅
と
し

て
前
述
の
健
康
な
心
の
要
素
を
織
り
込

ん
で
毎
日
実
行
す
る
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
実
践
が
脳
神
経
生
理
学
的
に
良
い

変
化
を
起
こ
し
て
、
長
い
間
に
は
楽
に

健
康
な
心
の
状
態
を
維
持
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
心
の
不
健
康
状
態
や
病
気
を

予
防
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

　

坐
禅
の
心
を
活
用
し
た
心
理
療
法
は

活
用
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
応
用

で
き
る
領
域
は
幅
広
い
よ
う
で
す
。
ア

メ
リ
カ
の
心
理
療
法
者
は
う
つ
病
、
不

安
障
害
の
ほ
か
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障

害
、
薬
物
乱
用
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存

症
、
慢
性
疼
痛
な
ど
の
治
療
に
も
効
果

を
あ
げ
て
い
ま
す
。
私
の
場
合
も
相
談

者
が
新
し
い
問
題
を
持
っ
て
み
え
る
た

び
に
適
用
領
域
を
広
げ
て
き
ま
し
た
。

う
つ
病
か
ら
開
始
し
て
パ
ニ
ッ
ク
障

害
、
対
人
恐
怖
症
、
全
般
性
不
安
障
害

の
た
め
に
は
定
型
化
し
た
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
手
法
を
開
発
し
て
他
の
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
を
養
成
す
る
講
座
を
開
い
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
熟
練
す
る
と
非
定
型
う
つ

病
、
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ

Ｔ
Ｓ
Ｄ
）、
過
食
症
、
家
族
の
不
和
、

自
死
遺
族
の
苦
悩
、
不
登
校
の
生
徒
な

ど
の
治
療
や
助
言
で
貢
献
で
き
ま
す
。

が
ん
患
者
、
介
護
者
、
そ
し
て
す
べ
て

の
人
の
心
の
病
気
や
不
健
康
状
態
の
予

防
の
た
め
の
心
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
指

導
す
る
人
は
比
較
的
簡
単
に
養
成
で
き

大
田　

健
次
郎
︵
お
お
た 

け
ん
じ
ろ
う
︶

一
九
四
五
年
生
ま
れ
。一
橋
大
学
商
学
部
卒
。

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ（
株
）定
年
退
職
。
そ
の
後
、
花

園
大
学
大
学
院
修
士
課
程（
仏
教
学
）修
了
。

一
九
八
五
年
か
ら
坐
禅
を
始
め
、
一
九
九
三

年
以
来
坐
禅
を
用
い
て
う
つ
病
や
不
安
障
害

の
治
療
支
援
活
動
を
行
な
う
。
自
己
洞
察
瞑

想
療
法
士
。
埼
玉
メ
ン
タ
ル
・
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
協
会
代
表
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理

療
法
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
育
成
講
座
の

講
師
。
著
書
：
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理

療
法
と
は
」「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
療

法
の
基
本
」「
自
己
洞
察
瞑
想
療
法
の
理
念

と
概
念
」
な
ど
（
埼
玉
メ
ン
タ
ル
・
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
協
会
、
私
家
版
）
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「
切
れ
た
」関
係
を「
つ
な
ぐ
」

�

環
境
倫
理
と「
宗
教
」の
役
割

　

前
回
ま
で
書
い
た
よ
う
に
、人
類
は
、

二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
、
自
然
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
原
理
的
に
で
き

な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
現
在
、
根

源
的
に
不
確
実
な
情
報
の
中
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
社
会
で
、
与
え
ら
れ
た
自

然
的
な
条
件
の
中
で
、
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
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

が
急
務
に
な
っ
た
。
か
つ
て
の
人
間
の

自
然
と
の
関
係
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
、
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
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
の
道
筋
を
示
す
べ
き
、
環
境
倫

理
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
最
終
回
で
は
考

え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
前
回
述
べ
た

よ
う
に
、
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
し
て
み
る
こ
と
で
も
あ
る
。

環
境
倫
理
と
は
何
か

　

そ
も
そ
も
、
環
境
倫
理
と
は
、
人
間

が
「
環
境
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
か

か
わ
り
あ
う
べ
き
な
の
か
と
い
う
規
範

で
あ
る
。
規
範
と
言
え
ば
一
般
的
に
個

人
的
な
道
徳
的
な
問
題
に
限
定
さ
れ
て

考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。個
人
で
い
く
ら
が
ん
ば
っ
て
も
、

社
会
シ
ス
テ
ム
が
自
然
環
境
を
収
奪
し

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費
す
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
限
り
、
個
人
の
努
力
は
限
界
が

あ
る
し
、
そ
も
そ
も
人
間
が
「
環
境
」

に
対
し
て
か
か
わ
る
あ
り
方
は
、
社
会

的
な
も
の
で
も
あ
る
。
人
間
の「
環
境
」

と
の
関
係
は
、
経
済
活
動
も
含
め
た
さ

ま
ざ
ま
な
制
度
を
通
し
て
の
か
か
わ
り

ま
で
及
ぶ
。
と
り
わ
け
現
代
に
お
い
て

は
、
直
接
の
接
点
と
し
て
「
技
術
」
の

あ
り
方
が
大
き
い
。「
環
境
問
題
」
の

解
決
に
対
し
て
先
端
的
技
術
で
対
応
す

る
べ
き
な
の
か
、
伝
統
的
技
術
も
見
直

し
な
が
ら
考
え
て
い
く
の
か
、
技
術
の

選
択
の
際
に
も
、「
政
策
」
の
あ
り
方

が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
人
間
が

「
環
境
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
ふ
る

ま
う
べ
き
か
と
い
う
環
境
倫
理
の
課
題

は
、
個
人
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
社
会
的

な
選
択
の
あ
り
方
か
ら
、
経
済
政
策
も

含
め
た
政
策
の
あ
り
方
に
ま
で
及
び
、

さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
な
科
学
技
術
を
選

択
し
発
展
さ
せ
て
い
く
べ
き
か
と
い
う

こ
と
も
含
ま
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
「
環
境
問

題
」
が
一
般
的
に
語
ら
れ
る
中
で
は
、

「
環
境
」
は
「
自
然
的
環
境
」
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
人
間
と
自
然

と
の
共
生
と
い
う
形
で
捉
え
ら
れ
る
こ

と
も
多
い
。し
か
し
、「
環
境
」と
は
、「
取

り
囲
む
も
の
」
で
あ
り
、
主
体
と
し
て

の
人
間
に
と
っ
て
の
環
境
は
、
自
然
的

環
境
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
的
環
境
や
文

化
的
環
境
な
ど
、
精
神
的
環
境
も
あ
る

し
、ま
た
、社
会
的
環
境
も
あ
る
。
前
々

回
に
も
述
べ
た
が
、
そ
れ
ら
三
つ
の
環

境
は
相
互
に
関
係
し
て
い
る
の
で
、「
自

然
」、「
精
神
」、「
社
会
」
と
い
う
三
つ

の
諸
相
の
総
合
的
な
も
の
と
し
て
「
環

境
」
を
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
前

回
も
述
べ
た
よ
う
に
、
相
互
に
連
関
し

て
い
る
三
つ
の
諸
相
か
ら
自
然
的
環
境

だ
け
切
り
離
し
て
特
別
に
考
え
る
こ
と

こ
そ
、
現
在
の
「
環
境
問
題
」
に
対
す

る
解
決
を
皮
相
的
に
し
て
し
ま
っ
て
い

る
元
凶
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
三
つ
の
諸
相
を
統
合
的
に
捉
え

第４回

（全国曹洞宗法衣同業会会員）

〈本　社〉 〒460‐0011 名古屋市中区大須三丁目39番33号
（大須交差点東北側）

TEL（052）241－0901（代表） FAX（052）241－1904

る
視
点
が
、
自
然
と
人
間
、
自
然
を
前

に
し
た
人
間
と
人
間
の
あ
り
方
を
関
係

論
的
に
捉
え
る
捉
え
方
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
の
人
間
の
自
然
と
の
か
か
わ
り
の

あ
り
方
を
考
え
る
際
に
、
い
ま
ま
で
の

人
間
の
歴
史
の
中
で
、
人
間
が
自
然
を

利
用
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
の
意
味
を

き
ち
ん
と
踏
ま
え
る
こ
と
が
ま
ず
も
っ

て
必
要
で
あ
る
。
か
つ
て
の
利
用
の
あ

り
方
は
、
た
だ
単
に
、
人
間
が
自
然
を

支
配
し
、
収
奪
し
て
き
た
と
い
う
こ
と

だ
け
で
な
く
、
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の

念
な
り
、
も
っ
と
精
神
的
な
も
の
が
内

包
さ
れ
て
い
た
。さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
、

自
然
と
の
か
か
わ
り
、
自
然
の
利
用
に

関
連
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
祭
事
や
宗
教

儀
礼
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
。
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経
済
的
つ
な
が
り
（
リ
ン
ク
）
と

精
神
的
つ
な
が
り
（
リ
ン
ク
）
の

�
二
つ
の
社
会
的
リ
ン
ク
の
統
合

　

伝
統
社
会
に
お
い
て
は
、
自
然
の
利

用
と
い
う
社
会
経
済
的
な
営
み
は
、
宗

教
儀
礼
な
ど
の
精
神
的
な
か
か
わ
り
と

不
可
分
な
形
で
存
在
し
て
い
た
。
自
然

に
感
謝
し
、
畏
敬
の
念
を
持
つ
こ
と
が

裏
打
ち
さ
れ
て
、
始
め
て
「
利
用
」
と

い
う
こ
と
が
成
立
し
て
い
た
。そ
れ
は
、

特
に
、
狩
猟
を
生
業
と
す
る
マ
タ
ギ
の

人
た
ち
や
伝
統
的
な
捕
鯨
や
一
本
釣
り

の
漁
労
に
携
わ
っ
て
き
た
人
た
ち
の
よ

う
に
、
野
生
動
物
と
直
に
か
か
わ
り
の

あ
る
営
み
を
し
て
き
た
人
た
ち
の
中
で

顕
著
で
あ
り
、
殺
生
と
深
い
尊
敬
の
念

が
同
居
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
殺

生
の
あ
と
は
、
血
の
一
滴
も
無
駄
に
し

な
い
よ
う
な
利
用
を
し
て
き
た
わ
け
で

あ
り
、
そ
こ
に
人
間
の
自
然
の
利
用
の

仕
方
の
あ
り
方
の
原
点
が
あ
る
。
利
用

に
か
か
わ
る
経
済
的
つ
な
が
り
と
畏
敬

の
念
や
宗
教
的
儀
礼
と
い
う
精
神
的
つ

な
が
り
は
統
合
的
に
存
在
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
代
の
産
業
社
会
の
な

か
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
然
と
直
に

か
か
わ
る
よ
う
な
営
み
を
外
部
化
し

て
、
精
神
的
な
か
か
わ
り
抜
き
で
の
、

「
利
用
」
に
か
か
わ
る
経
済
的
つ
な
が

り
の
み
で
関
係
を
つ
な
ぐ
こ
と
と
な
っ

た
。
他
の
生
命
や
、
そ
の
生
命
が
育
ま

れ
て
き
た
自
然
、
そ
う
し
た
自
然
と
深

い
関
係
に
あ
る
風
土
や
、
そ
れ
ら
を
利

用
し
つ
づ
け
て
き
た
文
化
な
ど
の
、
精

神
的
な
も
の
ま
で
拡
が
り
が
あ
る
よ
う

な
、
自
然
と
の
深
い
か
か
わ
り
（
精
神

的
つ
な
が
り
）
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
食
べ
ら
れ
れ
ば
な
ん
で
も
い
い
」「
利

用
で
き
れ
ば
な
ん
で
も
い
い
」
と
い
う

よ
う
に
、「
利
用
」に
か
か
わ
る「
価
値
」

を
交
換
可
能
な
も
の
と
し
て
流
通
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
換
不
可
能
な
精

神
的
な
価
値
を
捨
象
し
て
き
た
。
人
間

と
自
然
と
の
関
係
を
経
済
的
つ
な
が
り

に
限
定
し
精
神
的
つ
な
が
り
を
切
断
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
熱
帯
林
の
破
壊
な

ど
の
「
環
境
問
題
」
や
、
地
球
温
暖
化

を
引
き
起
こ
し
た
大
量
生
産
、
大
量
消

費
、
大
量
廃
棄
社
会
の
根
源
に
は
、
こ

の
よ
う
な
、
経
済
的
つ
な
が
り
と
精
神

的
つ
な
が
り
の
切
断
と
い
う
根
本
的
な

問
題
が
あ
る
。

　

破
壊
さ
れ
た
自
然
の
回
復
、
再
生
に

は
、
人
間
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
回

復
と
、
そ
れ
を
支
え
る
人
間
と
人
間
の

か
か
わ
り
あ
い
の
取
り
戻
し
、
あ
る
い

は
再
生
が
必
要
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の

近
代
的
な
産
業
社
会
の
な
か
で
，
経
済

的
つ
な
が
り
か
ら
切
断
さ
れ
て
き
た
、

精
神
的
つ
な
が
り
を
取
り
戻
し
、
そ
の

二
つ
の
関
係
の
統
合
的
な
関
係
を
紡
ぎ

出
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「
生
業
」「
遊
び
仕
事
」「
遊
び
」
の

�

連
続
的
営
み
を
取
り
戻
す

　

も
と
も
と
わ
た
し
た
ち
は
自
然
の
な

か
で
生
き
て
い
る
し
、
わ
た
し
た
ち
の

生
は
、
人
間
の
歴
史
の
中
で
も
、
自
然

の
な
か
で
育
ま
れ
て
き
て
お
り
、
人
間

の
「
文
化
」
も
自
然
と
の
か
か
わ
り
、

自
然
の
利
用
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
と
の
か
か
わ

り
に
密
接
に
関
連
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
つ
く
ら
れ
、
人
間
と
人
間
の
か

か
わ
り
が
形
成
さ
れ
、
自
然
と
の
か
か

わ
り
を
支
え
て
き
た
。
そ
の
「
自
然
」

は
、
身
近
な
自
然
で
あ
っ
て
、
遠
い
自

然
で
は
な
い
。

　

人
間
は
、
歴
史
の
な
か
で
、
農
業
や

漁
業
、
林
業
な
ど
の
生
活
を
経
済
的
に

支
え
る
生
業
を
通
じ
て
自
然
と
か
か

わ
っ
て
き
た
だ
け
で
は
な
い
。
生
業
の

他
に
、山
菜
や
キ
ノ
コ
を
採
取
し
た
り
、

鮎
や
鮭
を
獲
っ
た
り
、
水
鳥
を
捕
っ
た

り
と
、実
に
多
彩
な
活
動
を
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
活
動
で
は
、
経
済
的
な
重
要

さ
よ
り
も
、
遊
び
に
通
じ
る
精
神
的
な

も
の
が
強
い
。実
際
、採
取
し
た
り
捕
っ

た
り
し
た
も
の
は
、
狭
い
意
味
で
の
経

済
的
な
交
換
で
は
な
く
、「
お
裾
分
け
」

的
な
形
で
、
地
域
社
会
で
分
配
さ
れ
る

の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

営
為
は
、
市
場
経
済
的
な
経
済
行
為
と

し
て
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
く
と
も
、

地
域
社
会
で
の
「
つ
な
が
り
」、
精
神

的
な
か
か
わ
り
と
い
う
点
で
は
重
要
な

営
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
営
み
を

「
遊
び
仕
事
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
生

業
の
営
み
と
遊
び
的
営
み
の
中
間
的
な

存
在
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。
子
ど
も

の
「
遊
び
」
も
、
か
つ
て
は
、
身
近
な

自
然
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
い
き
も

の
を
採
取
し
た
り
、
捕
っ
た
り
す
る
こ

と
が
常
で
あ
っ
た
。
春
に
な
る
と
つ
く

し
を
摘
み
、
川
や
湖
や
海
で
は
カ
ニ
や

エ
ビ
な
ど
を
捕
っ
た
。

　
「
遊
び
」
か
ら
「
遊
び
仕
事
」
を
通

じ
て
、
狭
い
意
味
で
の
「
生
業
」
に
い

た
る
、
幅
広
い
生
業
活
動
の
な
か
で
、

自
然
と
の
か
か
わ
り
が
続
け
ら
れ
、
そ

れ
に
応
じ
て
、
人
と
人
と
の
か
か
わ
り

が
つ
く
ら
れ
、
維
持
さ
れ
て
き
た
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
根
源

的
な
自
然
と
の
か
か
わ
り
を
、
現
代
の

「
里
山
」
の
保
全
や
ふ
れ
あ
い
活
動
に

求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
然
と
の
か
か

わ
り
は
、
か
つ
て
は
、
人
と
人
と
の
か

か
わ
り
に
支
え
ら
れ
、
わ
た
し
た
ち
は

さ
ま
ざ
ま
な
「
か
か
わ
り
」
の
な
か
で

生
き
て
き
た
。
し
か
し
、
近
代
の
産
業

社
会
の
な
か
で
、
高
度
経
済
成
長
の
な

か
で
、
わ
た
し
た
ち
は
「
里
山
」
な
ど

の
身
近
な
自
然
を
失
っ
て
き
た
だ
け
で

な
く
、
そ
こ
で
の
「
遊
び
」
か
ら
「
生

業
」
に
い
た
る
豊
か
な
自
然
と
の
か
か

わ
り
を
失
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
の
か
か
わ
り
を
支
え
て
い
る
人
と
人

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
。

と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
根
源
の
と
こ
ろ

で
失
っ
て
き
た
。

　

近
年
多
発
し
て
い
る
食
品
偽
装
の
問

題
に
見
ら
れ
る
、
根
源
的
な
「
食
」
に

対
す
る
不
安
、地
域
社
会
か
ら
、ま
た
、

地
域
の
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
き
た

子
ど
も
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
病
理
な

ど
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
然
と
の
か
か

わ
り
を
ど
の
よ
う
に
回
復
し
、
ま
た
、

「
つ
な
い
で
」
い
く
べ
き
な
の
か
、
考

え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。
い
ま
再

び
、わ
た
し
た
ち
は
、未
来
に
向
け
て
、

人
間
が
か
か
わ
り
の
な
か
で
生
き
て
き

た
こ
と
を
再
認
識
し
、
自
然
と
の
、
ま

た
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
の
中
で
も
、
地
域
社
会
と
の
つ
な

が
り
が
大
き
く
、
ま
た
、
精
神
的
な
つ

な
が
り
に
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
、
地

域
の
宗
教
的
な
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る

「
お
寺
」
が
現
代
の
環
境
の
時
代
に
お

い
て
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
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　今回の寺族のテラスでは、昨年 9 月29・30日に静岡県駿
東郡小山町興雲寺において開催された〝寺族安居〟という、
とてもユニークな研修会を紹介します。
　この全国にも例のない命名の研修会は、静岡県第一宗務
所が主催したもので、第 2 回目の今回は、19名の管内の寺
族の方がたが参加されました。宗務所のスタッフを始め管
内の御寺院、青年会員たち約20名の僧侶が裏方を務め、参
加者には文字通り一泊二日で〝安居〟していただき、坐禅・
諷経・僧堂飯台など僧堂の日分行持に準じた差定を修行し
ていただくという内容です。
　坐禅や読経の経験はあっても、応量器を用いた僧堂飯台

寺族安居研修会報告

�焼津市　蔵珠院寺族　杉山　勝美�さん
　昨年に続いて、２回目の参加でした。食事の作
法、坐禅、講義と、住職を補佐する寺族にとっては
どれも大切なものでした。応量器を使っての食事
作法は、真剣に長く続けたらきっと自分の中に大
事なものが見えてくる、もしかしたら本山修行の
中でこれが一番大切なものかもしれないと思いま
した。
　最後の中食は応量器からはなれ祝麺をいただき
ましたが、これがまた美味しくて、典座寮の皆さ
んの暖かさがお腹に沁みて、なによりも幸せに思
えた安居研修会でした。

で一日を過ごすことは、普段お寺を守っていることが多い
寺族の皆さまにとって、御住職が経験されてきた僧堂生活
や、将来安居されるお弟子さんのことを理解する上で特に
貴重な体験であったようです。
　参加者の皆さまには、この研修会を通して、寺院におけ
る寺族の権利と重要性を再認識していただくことによっ
て、今後ますます住職と寺族が一体となって寺院を守り、
布教していけるようなモチベーションを養っていただくと
いう、主催された宗務所の目的を無事達成し、〝安居〟終
了証の授与をもって閉講しました。

静岡市　龍津寺寺族　浅井　やゑ�さん
　当初はそのタイトルの響きに、躊躇、今更とい
う思いがしましたが、１回、２回と参加するなか
で、講義の内容、講師の先生方の熱意、応量器で
の食事作法、また坐禅と寺族としての在り方に大
いに指針を示していただきました。
　これからも、寺族としての意識の高揚に努め、日
常のなかに学んだことの一つ
でも生かしていけたらと思っ
ています。

毎食、応量器を展鉢しながらの僧堂飯台です 夜坐中の読経も一生懸命です

参加者の声

第�1�日目　�9�月29日
10：00 開講式
11：30 中食
13：00 講義⑴　行持作法について
 　　　　講師　碧雲寺住職　石上博國師
14：30 講義⑵　宗制（寺族規程）について
 　　　　講師　興雲寺住職　大嶽俊明宗務所長
16：15 晩課
16：50 薬石
18：00 夜坐
19：00 茶話会
20：00 入浴
21：00 開枕

第２回　寺 族 安 居 研 修 会 差 定 第�2�日目　�9�月30日
 5 ：30 振鈴
 6 ：00 朝課
 7 ：10 小食
 8 ：00 作務
 8 ：30 講義⑶　寺族に期待するもの
 　　　　講師　大泉寺住職　小島捷亮老師
 9 ：40 講義⑷　人権学習
 　　　　講師　貞心寺住職　坂本泰俊人権主事
10：50 講義⑸　寺族として一人一人ができること
 　　　　講師　阿弥陀庵住職　鈴木恵道師
12：00 中食
13：00 閉講式
14：00 解散
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ネ
ッ
ト
で
愉
し
む

禅
籍
サ
ー
フ
ィ
ン

収
蔵
品
紹
介

�

『
従
容
録
』

　

燕
京
（
現
在
の
北
京
市
）
に
あ
っ

た
報
恩
寺
内
、
従
容
庵
に
お
い
て
万ば

ん

松
し
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

秀し
ゅ
うが
、『
宏
智
頌
古
』に
評
唱
・

著
語
な
ど
を
付
し
、
一
二
二
四
年
に

刊
行
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
の
『
従
容

el/zen
b
u
ssh
o
1
.h
tm
l

）
と
い
う
文

献
資
料
も
収
蔵
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

併
せ
て
ご
覧
下
さ
い
。

　

別
の
見
方
と
し
て
、
遊
び
紙
や
裏
表

紙
に
は
古
い
紙
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
で

す
か
ら
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
内
容
な
ど

も
検
討
し
て
み
る
の
も
、
当
時
の
様
子

を
知
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
ら
面
白
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

『
駒
澤
大
学
電
子
図
書
館
』

URL http://www.kom
azawa-u.ac.jp/

 
~toshokan/el/index.htm

l

〒 ‐  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

録
』
で
す
。『
碧
巌
録
』
と
な
ら
ん

で
広
く
親
し
ま
れ
た
書
物
で
す
。

　

今
回
は
、
こ
の
『
従
容
録
』
の
広

い
世
界
を
サ
ー
フ
し
て
参
り
ま
し
ょ

う
。

　
『
従
容
録
』
の
現
存
し
て
い
る
最
古

の
版
は
、一
六
〇
七
年（
万
暦
三
五
年
）

に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
日
本
国
内
で

の
刻
本
は
一
六
五
四
年
（
承
応
三
年
）

の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

駒
澤
大
学
図
書
館
収
蔵
の
本
写
本

は
、
室
町
時
代
後
期
に
成
立
し
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
書
写
地
、
筆
写
者
の
記
述

は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
六
巻
一
冊
に
ま
と

め
ら
れ
、
全
部
で
四
八
丁
。
大
き
さ
は

縦
二
五
・
四
㎝
×
横
一
七
・
三
㎝
。
丁
度

大
学
ノ
ー
ト
く
ら
い
の
大
き
さ
と
思
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
。

　

画
像
か
ら
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
で
す

が
、
写
本
の
状
態
は
決
し
て
良
好
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
紙し

魚み

が
随
分

と
喰
っ
て
い
て
、
文
字
な
ど
は
し
っ
か

り
し
て
い
ま
す
か
ら
、
尚
の
こ
と
残
念

に
思
わ
れ
ま
す
。
本
文
の
傍
に
は
、
細

か
な
字
で
多
く
の
書
き
込
み
が
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
所
々
に
朱
書
き
や
本
文
訂

正
・
修
正
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ

の
写
本
を
所
有
し
て
い
た
往
時
の
参
学

者
の
気
概
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

筆
写
さ
れ
た
文
面
は
、
先
に
述
べ
た

日
本
で
の
初
刻
本
（
一
六
五
四
年
版
）

と
の
類
似
が
、
丸
山
劫
外
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。（
丸
山
劫
外

「『
宏
智
頌
古
』
の
テ
キ
ス
ト
及
び
注
釈

書―

『
従
容
録
』の
位
置
づ
け
を
ふ
ま

え
て
」『
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研

究
会
年
報
』
第
三
十
七
号
、
二
〇
〇
四

年
、
三
三―

五
四
頁
）
テ
ク
ス
ト
受

容
史
に
興
味
の
あ
る
方
は
ご
一
読
な

さ
っ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ま
た

そ
の
方
面
に
は
不
可
欠
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
『
従
容
録
抄
』（h

ttp
://w
w
w
.

ko
m
azaw

a-u
.ac.jp

/~to
sh
o
kan
/

駒澤大学図書館蔵

駒澤大学図書館蔵
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＊そうせいサロン

哆 々 和 々

編 集 後 記

　

昨
年
は
、一
年
を
通
じ
て「
平
和
」

に
近
づ
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
ど
か

し
さ
を
、
幾
度
と
な
く
感
じ
た
年
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

民
族
で
あ
っ
た
り
、
宗
教
で
あ
っ

た
り
、
文
化
で
あ
っ
た
り
、
犯
罪
で

あ
っ
た
り
…
一
口
に
世
界
と
い
っ
て

も
多
種
多
様
な
文
化
が
あ
る
わ
け
で

す
か
ら
一
つ
の
物
差
し
で
測
る
こ
と

こ
そ
が
無
謀
と
も
い
え
る
訳
な
の
で

す
。
で
も
、
身
近
な
こ
と
に
目
を
向

け
て
み
て
も
そ
の
過
ち
は
数
え
切
れ

な
い
ほ
ど
多
く
て
、
昨
今
の
国
内
で

発
生
す
る
犯
罪
・
事
件
の
中
に
も「
極

論
」
の
も
と
に
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
含
有
す
る
事
例
に
は
事
欠
き
ま
せ

ん
。

　

痛
ま
し
い
事
件
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ

に
は
、
必
ず
犠
牲
に
な
っ
た
尊
い
い

の
ち
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
い
の
ち
に

向
け
ら
れ
た
切
り
裂
か
れ
ん
ば
か
り

の
悲
し
み
が
あ
り
ま
す
。
と
き
に
は

そ
の
思
い
が
矛
先
を
求
め
、
新
た
な

痛
み
を
生
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

　

私
達
の
日
々
の
日
送
り
は
、
そ
ん

な
今
の
世
の
中
か
ら
一
人
で
も
多
く

の
人
の
悲
し
み
や
痛
み
を
和
ら
げ
て

あ
げ
る
こ
と
、
涙
を
流
し
た
顔
が

笑
顔
に
和
ら
ぐ
た
め
に
あ
り
た
い

と
、
そ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
私
達
の
求
め
願
う「
平
和
」

と
は
、
何
で
し
ょ
う
か
？

　

一
つ
の
統
一
見
解
や
、
ル
ー
ル

　
「
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

　

去
る
、
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日
～
十
月

十
四
日
ま
で
、
駒
澤
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館
に

お
い
て
、
駒
澤
大
学
仏
教
青
年
会
主
催
に
よ
る
、

「『
正
法
眼
蔵
袈
裟
功
徳
』
に
学
ぶ―

お
袈
裟
を
つ

く
る―

」
と
題
し
た
展
示
会
が
催
さ
れ
た
。
会
員

そ
れ
ぞ
れ
が
、
時
間
を
か
け
て
紡
が
れ
た
色
と
り
ど

り
な
糞
掃
衣
や
七
条
か
ら
二
十
一
条
ま
で
の
お
袈
裟

と
絡
子
な
ど
が
多
数
展
示
さ
れ
た
。そ
の
会
場
に
は
、

駒
澤
大
学
仏
教
青
年
会
様
か
ら
の
ご
要
望
に
よ
り
、

小
誌
『
そ
う
せ
い
』
の
連
載
記
事
、
川
口
高
風
先
生

の「
曹
洞
宗
の
袈
裟
に
学
ぶ
」を
展
示
し
、併
せ
て『
そ

う
せ
い
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
配
付
資
料
と
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
、
駒
澤
大
学
仏
教
青
年
会

の
益
々
の
発
展
を
祈
る
と
共
に
、
衷
心
よ
り
感
謝
を

申
し
上
げ
る
。

 

広
報
委
員
長　

河
村
康
仁　

合
掌

に
よ
っ
て
描
か
れ
る
べ
き
も
の
が
普

く
世
界
の
人
た
ち
に
と
っ
て
必
要
と

さ
れ
る
、
願
わ
れ
る
「
平
和
」
な
の

で
し
ょ
う
か
。

　

音
楽
の
世
界
に
は
「
変
奏
曲
」
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
呼
ん
だ
方
が
こ
の
場
合
は

理
解
し
や
す
い
譬
え
と
な
る
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
一
つ
の
主
旋
律
に
対

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
施
し
て
い

く
、
ど
れ
も
が
違
っ
た
顔
を
持
っ
て

い
た
り
、
音
色
を
持
っ
て
い
る
。
演

奏
す
る
楽
器
に
も
そ
れ
ぞ
れ
明
確
な

特
性
が
あ
り
ま
す
。
個
と
し
て
の
表

現
が
あ
り
、
複
数
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
音
色
が
あ
り
（
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
）、
時
に
は
声
も
性
質
の
違
う
も

の
同
士
だ
か
ら
こ
そ
成
立
し
得
る

モ
ノ（
ハ
ー
モ
ニ
ー
）に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
姿
は
決
し
て
一
様
で
は
あ
り

ま
せ
ん
、
否
、
一
様
で
な
い
こ
と
こ

そ
が
、こ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の「
い

の
ち
」
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
一

様
で
は
な
い
そ
れ
ら
の
旋
律
が
繰
り

返
し
奏
で
る
世
界
が
一
つ
の
メ
ロ

デ
ィ
ー
へ
と
導
か
れ
て
い
き
ま
す
。

　

自
分
た
ち
の
持
ち
合
わ
せ
た
認
識

や
価
値
観
の
み
に
依
存
し
て
、
世
界

を
観
て
し
ま
う
と
短
絡
的
な
概
念
と

し
て
の
一
つ
の
平
和
し
か
導
か
れ
て

は
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
こ
の
よ
う
に

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
、
そ
れ
が
「
平
和
」
と
い
う
も
の

な
の
だ
、
と
い
う
風
に
。

　

そ
し
て
、
そ
の
お
仕
着
せ
は
、
同

意
し
な
い
人
た
ち
に
対
し
て
強
制
を

働
き
ま
す
。

　

こ
の
世
界
に
暮
ら
す
誰
も
が
、「
笑

顔
で
暮
ら
し
た
い
」
そ
う
願
っ
て
い

る
は
ず
で
す
。
そ
の
暮
ら
し
は
そ
れ

ぞ
れ
に
違
う
も
の
で
す
。
笑
顔
で
暮

ら
す
日
常
へ
の
願
い
、
そ
の
願
い
を

主
旋
律
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
奏
で
る
変
奏
曲
が
文
化
で
あ
り
、

社
会
で
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
、
人
種
、
社
会

そ
れ
ぞ
れ
に
人
び
と
の
思
い
が
あ

り
、
そ
の
誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

で
「
平
和
」
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

私
達
が
昨
日
ま
で
も
、
そ
し
て
こ

れ
か
ら
も
な
す
べ
き
こ
と
は
、「
こ

の
よ
う
な
」
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ

る
形
と
し
て
の
平
和
で
は
な
く
、
多

く
の
方
達
が
そ
れ
ぞ
れ
に
望
む
平
和

へ
の
「
願
い
」
を
諦
め
な
い
こ
と
、

そ
の
「
願
う
」
行
為
を
妨
げ
な
い
こ

と
、
そ
し
て
自
ら
が
「
願
い
」
続
け

る
こ
と
に
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
に
よ
っ
て
世
界

と
い
う
ス
コ
ア
に
、「
平
和
」
と
い

う
名
の
変
奏
曲
が
記
さ
れ
て
い
く
、

そ
ん
な
一
年
に
し
て
い
く
た
め
に
努

力
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
強
く
願
う

新
年
で
あ
り
ま
す
。

　
　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会

 

会
長　

芳　

村　

元　

悟
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椀
盛 

注つ

ぎ
汁

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

　

そ
の
昔
、
大
勢
の
客
人
に
対
し
て
桶

に
入
れ
た
汁
を
給
仕
の
役
目
の
人
が
、

お
膳
に
座
る
方
が
た
に
「
注
ぎ
ま
わ
っ

た
」
と
こ
ろ
か
ら
、
椀
盛
の
ひ
と
つ

「
注つ

ぎ
汁
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

古
く
か
ら
修
行
道
場（
僧
堂
）で
は
、

食
事
（
僧
堂
飯
台
）
の
い
た
だ
き
方
・

お
給
仕
・
配
膳
の
仕
方
は
、『
赴ふ

粥
し
ゅ
く

飯は
ん

法ぽ
う

』
に
則
り
行
じ
ら
れ
て
き
た
。
今
で

も
、
ご
飯
か
ら
汁
物
・
お
か
ず
（
別べ
っ

菜さ
い

）
に
い
た
る
ま
で
、
お
給
仕
・
配
膳

役
（
浄
じ
ょ
う

人に
ん

）
が
飯
桶
・
汁
桶
・
お
盆
等

を
運
び
、一
人
一
人
に
よ
そ
っ
て
い
る
。

　

各
地
方
に
よ
っ
て
形
式
は
さ
ま
ざ
ま

だ
が
、
仏
・
菩
薩
の
逮た
い

夜や

（
忌
日
に
あ

た
る
前
晩
）
の
薬や
く

石せ
き

（
夕
飯
）
に
は
茶ち
ゃ

飯め
し

と
注つ

ぎ
汁
が
振
舞
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
き
っ
と
そ
の
忌
日
の
節
目
に
あ
た

る
、
こ
の
日
こ
の
時
を
偲
ぶ
と
の
思
い

で
献
立
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

～
お
椀
に
盛
ら
れ
た
中
身
～

　

作
り
方

◦
凡
そ
中
身
の
具
は
三
品
、
こ
れ
が
落

ち
着
き
が
あ
っ
て
宜
し
い
。

◦
あ
ら
か
じ
め
、
煮
汁
を
作
り
三
品
の

具
（
例
え
ば
結
び
昆
布
・
里
芋
・
薄

揚
げ
等
）
に
煮
物
を
炊
く
よ
う
に
味

を
含
ま
せ
て
煮
込
む
。（
具
は
大
き
く
、

煮
崩
れ
な
い
も
の
が
適
し
て
い
る
）

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
/

◦
汁
の
味
は
、
味
噌
仕
立
て
で
も
良

い
し
、
す
ま
し
仕
立
て
で
も
結
構
で

し
ょ
う
。

◦
味
が
し
み
込
ん
だ
具
を
お
椀
に
盛

り
、
召
し
上
が
る
人
が
席
に
着
い
て

か
ら
煮
汁
を
椀
に
よ
そ
う
。

　

立
ち
上
が
る
“
湯
気
”
も
ま
た
御
馳

走
と
な
る
。

～
よ
そ
い
方
と
装
い
～

　

調
理
を
終
え
た
な
ら
ば
、
皿
あ
る
い

は
お
椀
に
盛
り
つ
け
る
ま
で
が
料
理
と

な
る
。
こ
こ
で
肝
心
な
の
が
、
よ
そ
い

方
で
あ
る
。
運
ぶ
時
に
も
、
ま
た
お
汁

を
お
替
え
す
る
折
で
も
、
と
ぎ
れ
て
間

が
空
い
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
お
汁
を
お
椀
に
よ
そ
い
入
れ
る
時

間
が
か
か
り
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
の
だ

か
ら
、
お
た
ま
の
汁
が
お
椀
の
縁
に
か

か
る
と
、
そ
れ
を
拭
き
取
る
の
に
時
間

が
か
か
り
、
間
を
空
け
な
い
よ
う
に
と

一
杯
を
掬
い
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
八

分
目
を
掬
い
上
げ
る
の
が
コ
ツ
と
な

る
。
必
ず
つ
ゆ
が
し
た
た
り
落
ち
る
の

で
、
間
を
ね
ら
い
呼
吸
を
一
時
止
め
て

さ
っ
と
差
し
入
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
細
か
く
書
き
記
す
の
も
、

“
お
も
て
な
し
”
の
思
い
も
含
め
て
の

展て
ん

待た
い

で
あ
る
か
ら
だ
。
よ
そ
い
方
ひ
と

つ
で
、差
し
出
す
料
理
を
活
か
す
の
も
、

品
の
あ
る
装
い
に
な
る
こ
と
を
願
う
。

�

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 ⑥ 死別の悲嘆に〝ひだまり〟を 後編

か
ら
で
し
ょ
う
か
、
お
寺
は
一
歩
入
り

に
く
い
と
こ
ろ
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
何
か
門
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と

い
う
か
。
で
も
、
こ
れ
は
お
互
い
様
だ

と
思
う
ん
で
す
よ
、
私
た
ち
の
側
も
だ

ん
だ
ん
宗
教
観
が
薄
れ
て
来
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
会
員
さ
ん
も
「
う

ち
は
何
宗
だ
」
っ
て
誇
っ
て
い
る
人
っ

て
少
な
い
で
す
よ
ね
。

飯
島	

逆
に
、「
う
ち
は
こ
こ
の
檀
家

だ
」
っ
て
誇
ら
し
げ
に
語
る
方
が
い
て

下
さ
る
と
、
私
た
ち
は
あ
り
が
た
い
ん

で
す
け
ど
（
笑
）。

出
口	
地
方
か
ら
出
ら
れ
た
方
が
こ
ち

ら
で
菩
提
寺
を
探
す
と
な
る
と
、
難
し

い
問
題
が
出
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

特
に
大
阪
は
門
徒
さ
ん
（
浄
土
真
宗
）

が
六
割
以
上
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
他

の
宗
派
を
探
さ
れ
る
の
も
た
い
へ
ん

だ
っ
た
の
で
無
宗
教
に
し
た
っ
て
い
う

会
員
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の

他
に
も
墓
地
の
問
題
だ
と
か
。
そ
う
い

う
相
談
に
乗
っ
て
下
さ
る
方
が
身
近
に

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
い
ん
で
し
ょ
う
け

互
変
す
る「
宗
教
離
れ
」の
事
情

飯
島	

日
本
ホ
ス
ピ
ス
・
在
宅
ケ
ア
研

究
会
で
出
口
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
た
時

も
、
葬
儀
社
さ
ん
が
こ
う
い
う
活
動
を

さ
れ
る
こ
と
自
体
が
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た

よ
ね
。
余
計
お
寺
の
存
在
意
義
が
無
く

な
っ
て
い
く
よ
う
な
危
機
感
を
覚
え

ま
し
た
。『
ひ
だ
ま
り
の
会
』
の
会
報

を
拝
見
し
て
も
、「
本
来
は
お
寺
さ
ん

が
や
る
べ
き
こ
と
を
、
何
で
私
た
ち
が

す
る
の
か
」
っ
て
い
う
箇
所
が
、
や
っ

ぱ
り
響
き
ま
し
た
。
学
生
時
代
に
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
論
文
を
書
い
て
い
た
時

に
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア
っ
て
い

う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
で

は
宗
教
者
が
病
院
の
中
で
も
社
会
的
に

も
活
動
し
て
い
る
事
例
が
少
な
く
て
。

だ
か
ら
『
ひ
だ
ま
り
の
会
』
さ
ん
の
活

動
が
社
会
の
中
に
出
て
く
る
と
、
余
計

に
（
お
寺
の
存
在
が
）
薄
れ
て
い
く
ん

だ
な
あ
、
っ
て
。

出
口	

私
の
子
ど
も
の
頃
は
、
地
域
と

お
寺
さ
ん
は
非
常
に
密
着
し
て
い
ま
し

た
ね
。
何
か
あ
れ
ば
両
親
は
お
寺
さ
ん

に
相
談
し
て
い
ま
し
た
。
い
つ
の
時
代

れ
ど
。

飯
島	

お
寺
さ
ん
も
、
檀
家
さ
ん
側
の

悩
み
を
受
け
止
め
て
「
じ
ゃ
あ
一
緒
に

考
え
ま
し
ょ
う
」
で
は
な
く
っ
て
、「
う

ち
は
こ
う
こ
う
こ
う
だ
か
ら
」
っ
て
希

望
に
添
え
な
い
と
切
っ
ち
ゃ
う
こ
と
が

多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
の

が
お
寺
離
れ
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

出
口	

昔
は
学
校
の
先
生
と
か
宗
教
者

は
聖
職
だ
っ
て
い
う
考
え
が
あ
り
ま
し

て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
偉
い
方
な
ん

だ
っ
て
両
親
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
気
が

す
る
ん
で
す
ね
。
両
親
は
そ
う
い
う
方

と
す
れ
違
う
時
に
は
丁
寧
に
丁
寧
に
ご

挨
拶
し
て
い
ま
し
た
し
、
こ
の
人
た
ち

は
私
た
ち
と
違
う
の
か
な
っ
て
い
う
感

覚
を
子
ど
も
の
頃
か
ら
持
っ
て
い
ま
し

た
よ
ね
。
お
寺
に
遊
び
に
い
っ
て
も
、

履
物
は
ち
ゃ
ん
と
揃
え
て
上
が
っ
て
ま

し
た
。

飯
島	

や
は
り
生
活
の
中
で
親
か
ら
子

に
伝
え
ら
れ
て
、
あ
る
い
は
そ
こ
の
和

尚
さ
ん
か
ら
教
え
ら
れ
て
き
た
ん
で
す

ね
。よ

り
良
く
生
き
る
た
め
の

�

支
援
を

出
口	

本
当
に
時
代
が
急
激
に
変
化
し

た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
、
高
度
成
長

の
頃
か
ら
。
そ
の
中
で
置
き
去
り
に

な
っ
た
も
の
っ
て
い
う
の
は
結
構
あ
る

か
も
分
か
り
ま
せ
ん
ね
。

飯
島	

そ
ん
な
中
で
置
き
去
り
に
さ
れ

て
き
た
も
の
の
一
つ
が
、
ご
遺
族
に
対

す
る
ケ
ア
な
の
で
し
ょ
う
。

出
口	

終
戦
の
頃
に
は
、
大
切
な
人
を

失
っ
た
方
が
た
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
あ
の
時
代
、
遺
族
は

ど
の
よ
う
に
し
て
乗
り
越
え
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
大
家
族
で
、
明
日
の
食
料

の
調
達
な
ど
に
追
わ
れ
て
、
生
き
る
た

め
に
必
死
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ご
近

所
同
士
で
支
え
合
い
、
助
け
合
わ
れ
た

の
で
し
ょ
う
。
豊
か
な
時
代
に
な
っ

て
、
外
に
目
が
向
い
て
、
家
族
や
地
域

の
助
け
合
い
が
薄
れ
て
き
た
よ
う
で
す

ね
。
で
す
か
ら
私
達
の
よ
う
な
サ
ポ
ー

ト
活
動
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
会
は
悲
嘆
の
ケ
ア

だ
け
で
終
ら
な
い
、
そ
の
後
残
さ
れ
た

人
生
・
時
間
を
大
切
に
心
豊
か
に
過
ご

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー

ト
ま
で
目
指
し
て
き
ま
し
た
。

飯
島	

例
え
ば
葬
儀
っ
て
い
う
と

〝
死
〟
っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
ん
で
す

　

前
号
に
引
き
続
き
、〝
あ
ま
ん
ず
〟

飯
島
と
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
の
出
口
久
美
氏
と
の
対

談
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
葬
送
に

深
く
関
わ
る
両
者
が
見
る
、
現
代
人

の
心
象
風
景
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
し
ょ
う
か
？
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け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て

そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
〝
生
〟
の
支

援
で
す
ね
。

出
口	

そ
う
で
す
ね
。
大
切
な
人
を

亡
く
し
て
、皆
さ
ま
が
初
め
て〝
生
死
〟

に
つ
い
て
深
く
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自

分
自
身
が
ど
う
大
切
に
生
き
て
い
く
の

か
。
あ
ら
た
め
て
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。

伴
侶
と
の
死
別
を
超
え
て

飯
島	

（
月
例
会
の
う
ち
、
参
加
回
数

が
少
な
い
方
向
け
の
）
午
前
中
の
グ

ル
ー
プ
は
、
四
十
九
日
過
ぎ
た
く
ら
い

の
方
が
多
い
で
す
か
？

出
口	

早
く
て
百
ヶ
日
く
ら
い
で
す
ね
。

飯
島	

や
は
り
そ
れ
よ
り
前
は
、
足
を

運
び
難
い
の
で
し
ょ
う
か
？

出
口	

一
概
に
言
え
な
い
で
す
ね
。
大

体
一
周
忌
ぐ
ら
い
経
つ
と
、
仏
事
と
か

色
ん
な
も
の
が
片
付
い
て
行
き
ま
す
で

し
ょ
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
の
老
い
る

不
安
、
一
人
暮
ら
し
に
な
っ
た
不
安
、

家
族
と
の
問
題
と
か
色
々
持
ち
上
が
っ

て
く
る
。
で
も
地
域
は
関
係
性
が
希
薄

だ
し
、
家
族
も
離
れ
ば
な
れ
だ
し
、
何

か
相
談
出
来
る
場
所
が
な
い
ん
だ
な
っ

て
思
い
ま
す
ね
。
会
員
と
話
を
し
て
い

て
も
〝
心
の
飢
餓
状
態
〟
だ
っ
て
思
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

飯
島	

今
日
月
例
会
を
見
学
し
た
時

に
、話
し
か
け
て
下
さ
っ
た
方
が
い
て
、

浄
土
真
宗
の
門
徒
さ
ん
だ
っ
た
ん
で
す

け
ど
…
。

出
口	

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
在
家

得
度
を
さ
れ
た
方
で
す
ね
。

飯
島	

あ
、
在
家
得
度
を
さ
れ
た
方
で

す
か
。
あ
の
方
は
奥
さ
ん
を
亡
く
さ
れ

た
ん
で
す
か
？

出
口	

あ
の
方
は
お
母
さ
ま
で
す
。
こ

の
会
は
ご
両
親
や
ご
兄
弟
、
お
子
さ
ま

を
亡
く
さ
れ
た
方
は
少
数
で
、
ほ
と
ん

ど
が
パ
ー
ト
ナ
ー
、伴
侶
で
す
ね
。や
っ

ぱ
り
伴
侶
に
は
特
別
な
思
い
が
お
あ
り

で
す
よ
ね
。
今
の
中
高
年
っ
て
特
に
そ

う
だ
と
思
い
ま
す
。（
日
常
生
活
の
）

役
割
分
担
が
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
ま

し
た
か
ら
。

飯
島	

今
は
お
互
い
に
子
育
て
を
す
る

時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
け
ど
。

出
口	

特
に
男
性
は
伴
侶
を
亡
く
さ
れ

て
も
、
泣
け
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
孤
独

関
係
性
が
希
薄
で〝
心
の
飢
餓
状
態
〟だ
と
思
い
ま
す
。（
出
口
）

お
寺
も
ご
遺
族
の
悩
み
を
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
飯
島
）

感
は
深
い
ん
だ

け
れ
ど
も
、
泣

け
な
い
。
何
回

か
お
付
き
合
い

し
て
、
お
電
話

で
泣
か
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

何
か
愛
お
し
い
と
い
う
か
痛
々
し
い
と

い
う
か
。
だ
か
ら
男
性
会
員
を
も
っ
と

も
っ
と
増
や
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

飯
島	

会
員
や
月
例
会
に
出
ら
れ
る
方

は
中
高
年
の
方
が
ほ
と
ん
ど
の
よ
う
で

す
が
、
み
な
さ
ん
独
居
の
方
で
す
か
？

出
口	

ほ
と
ん
ど
そ
う
で
す
ね
。
今

日
の
月
例
会
で
私
「
介
護
付
シ
ニ
ア

マ
ン
シ
ョ
ン
の
見
学
に
行
き
ま
せ
ん

か
？
」
っ
て
声
を
か
け
ま
し
た
け
ど
、

独
居
だ
か
ら
こ
そ
、〝
終
の
住
処
〟
は

こ
こ
で
い
い
の
か
っ
て
、
逆
に
お
考
え

な
る
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
自
分
が
残
り

の
一
生
を
過
ご
し
て
も
良
い
ん
だ
ろ
う

か
？　

中
高
年
に
な
っ
て〝
終
の
住
処
〟

を
別
に
移
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
溶

け
込
め
る
だ
ろ
う
か
？　

我
が
身
を
考

え
て
も
、
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
高
齢
者

の
問
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

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
六―

六
八
八
二―

一
一
七
〇�

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
〇
六―

六
八
八
二―

一
一
九
七�

E
-m
a
il�

：hid
am
ari@

ko
e
kisha.co

.jp

月例会で参加者と交流する出口氏。死別の悲嘆を経験した参加者にとって、ここは悲嘆を
分かち合う、正に〝ひだまり〟。一様に見せる穏やかで前向きな表情が印象的だ。
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士
峰
宋
山
の
木
像
と
�

古
林
清
茂
の
大
掛
絡

愛
知
学
院
大
学
教
授　

川
口
高
風

曹
洞
宗
の
袈
裟
に
学
ぶ�
第
8
回

掛絡を搭けた木像と元時代の大掛絡の紹介

士
峰
宋
山
の
木
像

　

最
近
の
筆
者
の
調
査
に
よ
っ
て
新
た

に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
二
つ
紹
介

し
て
み
た
い
。
第
一
は
掛
絡
を
搭
け
た

禅
僧
の
木
像
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
禅
僧
の
頂
相
や
木
像
の
袈
裟
は
ほ

と
ん
ど
七
条
衣
以
上
で
、
そ
れ
が
正
式

の
威
儀
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
掛
絡
を

搭
け
た
木
像
は
存
在
し
な
い
も
の
と

思
っ
て
い
た
が
、
可
睡
斎
（
袋
井
市
久

能
）
十
三
世
の
士し

峰ほ
う

宋そ
う

山ざ
ん

（
一
五
四
三

─
一
六
三
五
）
の
木
像
は
掛
絡
を
搭
け

て
お
り
、
開
山
地
の
全
生
寺
（
静
岡
県

周
知
郡
森
町
）
と
伝
法
開
山
地
の
龍
泉

寺
（
浜
松
市
根
堅
）
の
開
山
堂
に
安
置

さ
れ
て
い
た
。（
図
１
・
２
・
３
・
４
）
と

も
に
徳
川
家
康
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
も
の

と
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

家
康
と
宋
山
の
関
係
は
、
家
康
す
な

わ
ち
当
時
の
竹
千
代
が
今
川
義
元
の
人

質
か
ら
逃
れ
て
岡
崎
へ
帰
る
途
中
、
宋

山
の
本
師
で
あ
る
仙
麟
等
膳
が
自
分
の

故
郷
で
あ
る
篠
島
に
迎
え
た
。
等
膳
は

妙
見
斎
と
名
づ
け
た
庵
室
を
結
び
、
家

康
を
守
っ
た
。
こ
の
庵
室
に
は
幼
少
の

小
僧
が
お
り
、
そ
れ
が
後
の
士
峰
宋
山

で
、
家
康
と
幼
な
友
達
で
あ
っ
た
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
等
膳
も
宋
山
も
伊
勢

国
篠
島
の
人
で
、
俗
姓
は
石
橋
氏
で
あ

り
、
伯
父
甥
の
間
柄
で
あ
っ
た
。

　

一
説
に
よ
れ
ば
、
家
康
の
父
松
平
広

忠
と
伯
父
の
松
平
信
定
ら
を
匿
か
く
ま

っ
た
網あ
み

元も
と

の
石
橋
氏
が
等
膳
の
父
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
信
長
の
命
に

よ
り
正
妻
築
山
殿
を
死
に
至
ら
し
め
た

こ
と
か
ら
、
築
山
殿
の
怨
霊
を
鎮
め
る

法
要
に
等
膳
と
弟
子
の
一
株
禅
易
、
宋

山
を
請
し
て
お
り
、
家
康
の
庇
護
を
受

け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。

　

家
康
は
天
正
十
一
年
（
一
五
八
七
）

十
一
月
、
可
睡
斎
の
等
膳
に
対
し
て
三

河
、
遠
江
、
駿
河
、
伊
豆
の
四
カ
国
の

曹
洞
宗
寺
院
を
支
配
す
る
僧
録
に
命
じ

て
お
り
、
等
膳
の
示
寂
後
に
禅
師
号
を

与
え
た
。

　

宋
山
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に

龍
泉
寺
よ
り
可
睡
斎
へ
昇
住
し
た
が
、

同
五
年
春
に
家
康
が
曹
洞
宗
の
名
僧
を

江
戸
城
中
に
集
め
て
法
戦
を
行
わ
せ

た
。
そ
の
時
、
家
康
は
宋
山
に
扇
子
を

与
え
て
法
問
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
同

十
七
年
に
も
駿
府
城
で
法
問
が
行
わ
れ

た
。『
可
睡
斎
由
緒
』
に
よ
れ
ば
、
そ

の
時
、
家
康
は
感
悦
し
て
崇
敬
の
余
り

宋
山
の
木
像
を
彫
刻
し
て
持
仏
堂
に
安

置
し
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
木
像
は
宋
山
が
隠
居
し
た

全
生
寺
に
寄
贈
さ
れ
、
曹
洞
宗
法
問
商

量
の
開
祖
で
御
前
法
問
の
像
と
い
わ
れ

た
。
そ
れ
以
来
、
江
湖
会
の
法
戦
は
掛

絡
に
上
げ
手
巾
し
て
中
啓
を
構
え
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

全
生
寺
と
龍
泉
寺
の
木
像
の
入
っ
て

い
る
厨ず

子し

は
両
寺
と
も
同
じ
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
全
生
寺
の
厨
子
は

平
成
十
二
年
に
新
し
く
か
え
ら
れ
、
龍

泉
寺
の
木
像
は
平
成
五
年
に
修
繕
し
て

塗
り
直
さ
れ
た
。
な
お
、
龍
泉
寺
の
厨

子
の
裏
に
は
「
可
睡
斎
什
物
」
と
記
し

て
あ
っ
た
よ
う
で
、
本
来
は
可
睡
斎
に

安
置
さ
れ
て
い
た
も
の
が
龍
泉
寺
に
移

さ
れ
て
安
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
の
詳

し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

木
像
の
大
き
さ
は
、
横
が
両
寺
と

も
二
十
三
セ
ン
チ
、
高
さ
は
全
生
寺

が
二
十
七
・
五
セ
ン
チ
、
龍
泉
寺
は

二
十
六
・
五
セ
ン
チ
、
奥
行
は
全
生
寺

が
二
十
八
・
五
セ
ン
チ
、
龍
泉
寺
が

十
九
セ
ン
チ
で
あ
る
。
サ
イ
ズ
が
異
な

る
の
は
修
繕
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う

か
。
環
の
大
き
さ
な
ど
は
ま
っ
た
く
同

じ
で
あ
る
。

　

全
生
寺
の
木
像
の
法
衣
は
紫
、
掛
絡

と
帽も
う

子す

は
朱
と
金
襴
の
花
柄
で
、
中
啓

の
柄え

は
金
色
で
あ
る
。
掛
絡
の
下
部
が

壊
れ
て
お
り
、
田
相
の
条
は
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
。
木
像
で
あ
る
が
漆し
っ

喰く
い

で

塗
ら
れ
て
い
る
。

図 1 　全生寺蔵の宋山の木像図 2 　宋山の木像の背面
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龍
泉
寺
の
木
像
の
法
衣
は
青
、
掛
絡

と
帽
子
は
朱
と
金
襴
の
花
柄
で
、
中
啓

の
柄
は
朱
で
あ
る
。『
龍
泉
源
皎
歴
志
』

の「
法
祖
士
峰
禅
師
伝
」に
よ
れ
ば
、「
紫

衣
で
深
紅
の
金
襴
の
五
条
衣
及
び
帽
子

を
つ
け
、
金
色
の
扇
を
持
っ
て
堂
々
と

端
座
し
て
い
る
」
と
い
う
。

　

こ
の
伝
記
に
該
当
す
る
木
像
に
な
る

と
、
全
生
寺
の
木
像
の
方
が
あ
っ
て
お

り
、
龍
泉
寺
の
木
像
は
色
が
変
え
ら
れ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　

何
れ
に
し
て
も
宋
山
の
掛
絡
は
、
腹

部
か
ら
下
半
身
に
搭
け
ら
れ
て
三
輪

（
臍へ
そ

か
ら
両
り
ょ
う

膝ひ
ざ

）
を
被
っ
て
い
る
大
掛

絡
で
あ
る
。
た
だ
し
、
田
相
に
左
右
よ

り
の
タ
ッ
ク
が
あ
る
か
は
、
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
。
棹
は
長
く
、
外
側
よ
り

内
側
の
方
が
細
い
。
環
は
大
き
い
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
は
織
田
有
楽
画
像
を

始
め
と
す
る
戦
国
期
の
臨
済
宗
の
掛
絡

と
似
て
い
る
。
そ
の
た
め
曹
洞
宗
の
掛

絡
は
臨
済
宗
と
同
じ
で
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
掛
絡
の
背
部
分

が
帽
子
で
被
わ
れ
て
い
る
た
め
、
マ
ネ

キ
や
そ
の
縫
い
取
り
が
ど
の
よ
う
で

あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
な

お
、
可
睡
斎
、
全
生
寺
、
龍
泉
寺
に
宋

山
が
使
用
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
掛
絡
は

所
蔵
し
て
い
な
い
。

古
林
清
茂
の
大
掛
絡

　

次
に
元
時
代
の
大
掛
絡
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
福

寺
（
京
都
市
右
京
区
梅
津
中
村
町
）

に
所
蔵
し
て
お
り
、
開
山
月げ
つ

林り
ん

道ど
う

皎こ
う

（
一
二
九
三―

一
三
五
一
）
が
元
亨
二

年
（
一
三
二
二
）
に
入
元
し
古く

林り
ん

清せ
い

茂む

（
一
二
六
二―

一
三
二
九
）
よ
り
拝
受

さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。

　

清
茂
は
臨
済
宗
楊
岐
派
の
禅
僧
で
、

景
定
三
年
（
一
二
六
二
）
に
温
州
（
浙

江
省
）
楽
清
県
に
生
ま
れ
、
十
三
歳
の

時
、
天
台
山
国
清
寺
の
孤
巌
啓
に
投
じ

て
出
家
し
た
。
横
川
如
珙
に
参
じ
て
法

を
嗣
ぎ
、
平
江
府
（
江
蘇
省
）
の
開
元

寺
な
ど
に
住
持
し
て
い
る
。『
宗
門
統

要
続
集
』二
十
二
巻
を
編
纂
し
て
お
り
、

天
暦
二
年
（
一
三
二
九
）
に
六
十
八
歳

で
示
寂
し
た
。

　

清
茂
に
参
じ
た
道
皎
は
京
都
の
人

で
、
中
納
言
久
我
具
房
の
子
と
も
い
わ

れ
る
。
幼
時
に
越
前
の
平
泉
寺
に
入
り

剃
髪
し
た
後
、天
台
教
学
を
修
め
鎌
倉
・

建
長
寺
の
高
峰
顕
日
や
京
都
・
大
徳

寺
の
宗
峰
妙
超
ら
に
も
参
じ
た
。
元
亨

二
年
に
元
へ
渡
り
清
茂
に
参
じ
た
後
、

法
を
嗣
ぎ
帰
朝
し
て
梅
津
清
景
の
帰
依

を
受
け
、
天
台
寺
院
を
改
め
て
長
福
禅

寺
と
し
て
開
山
と
な
っ
た
。
観
応
二
年

（
一
三
五
一
）
に
世
寿
五
十
九
歳
で
示

寂
し
て
い
る
。

　

清
茂
の
大
掛
絡
は
道
皎
が
元
か
ら

将
来
し
た
も
の
で
、
そ
の
他
に
道
具

衣
や
褊
衫
も
あ
っ
た
。
享
保
十
四
年

（
一
七
二
九
）
五
月
に
記
録
さ
れ
た
「
長

福
常
什
重
書
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
楊
岐

方
会
や
横
川
如
珙
の
袈
裟
も
所
蔵
し
て

お
り
、
や
は
り
道
皎
が
元
か
ら
将
来
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
掛
絡
や
道
具
衣
な
ど
は
、

井
筒
雅
風
氏
が
昭
和
四
十
一
年
四
月
に

調
査
し
て
お
り
、そ
の
著『
法
衣
史
』（
昭

和
四
十
九
年
六
月　

雄
山
閣
）
の
口
絵

で
紹
介
さ
れ
た
。（
図
５
）
私
は
『
法

衣
史
』
を
見
て
存
在
を
知
っ
た
の
で
あ

る
が
、
早
速
、
長
福
寺
に
問
合
わ
せ
て

み
る
と
、
大
掛
絡
を
始
め
法
衣
類
は
散

逸
し
て
し
ま
い
、
現
在
は
所
蔵
し
て
い

な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

井
筒
氏
の
報
告（
寸
法
は
曲か
ね

尺じ
ゃ
くに
よ
る
）

の
み
し
か
な
い
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ

て
大
掛
絡
の
形
態
を
み
る
と
、
黄
色
の

平
絹
で
作
ら
れ
て
お
り
、
田
相
の
縦
は

四
十
一
・
五
セ
ン
チ
、
横
は
一
〇
六
セ

ン
チ
で
、
左
右
に
タ
ッ
ク
が
施
さ
れ
て

い
る
。
上
部
は
狭
く
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
寸
法
は
不
詳
で
あ
る
。
紐
の
幅
は

一
寸
（
三
セ
ン
チ
）、
長
さ
は
五
尺
一

寸
五
分（
一
五
六
セ
ン
チ
）と
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
内
側
の
棹
の
幅
と
長
さ
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
外
側
の
棹
の
上
部
に
は

マ
ネ
キ
が
つ
い
て
お
り
、
本
連
載
第
一

回
で
紹
介
し
た
無
学
祖
元
（
一
二
二
六

―

一
二
八
六
）
の
大
掛
絡
と
寸
法
や
形

な
ど
は
似
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
無
学
祖
元
、
古
林
清

茂
の
大
掛
絡
に
よ
っ
て
南
宋
、
元
の
時

代
の
大
掛
絡
の
形
態
が
明
確
に
な
っ
た

と
い
っ
て
も
よ
い
。
今
後
、
渡
来
僧
の

住
持
し
た
寺
院
の
什
物
の
調
査
に
よ

り
、
同
じ
よ
う
な
大
掛
絡
が
新
た
に
発

見
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
発

見
に
よ
っ
て
、
大
掛
絡
が
よ
り
明
確
に

な
る
も
の
と
思
わ
れ
、
私
は
そ
の
調
査

に
期
待
し
て
い
る
。

図 3 　龍泉寺蔵の宋山の木像図 4 　宋山の木像の背面

図 5 　古林清茂の大掛絡
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岐阜県土岐市泉町久尻１２８２-１
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必要事項を記入の上、上記アドレスにお送りください。
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※ＨＰ申し込みフォーム
全曹青ホームページ「般若」
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数量限定製作ですので、無くなり次第終了します。
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負担願います。
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平成２１年１月中旬頃より順次発送予定。

お支払い方法
代金は、製品に同封された払い込み用紙で、
お支払いください。
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法式委員会　菅原研洲 まで。
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～真心の種をまきましょう～

全国曹洞宗青年会  

花まつりキャンペーン
 

 
●内容　
三仏忌の説明文を記載した新パッケージに、本物の
インドボダイジュを加工した葉脈、花の種、甘茶テ
ィーバッグを詰めて送付いたします。
●申し込み数量と費用
１部１３０円　※５０部単位でお申し込みください。
●申し込み方法　
郵送・ＦＡＸ・Ｅ‐ＭＡＩＬいずれかの方法にて、
お申し込みください。
●申し込み先
〒０８８‐１５１４
北海道厚岸郡浜中町霧多布東４条１丁目３３
祥雲寺内　加藤勤也　宛　
【ＦＡＸ】０１５３‐６２‐２７３３　
【Ｅ‐ＭＡＩＬ】hana@sousei.gr.jp 
または全曹青ＨＰ申し込みフォームより
●申し込み期限　
平成２１年３月末日
在庫が無くなり次第頒布を終了いたします
●発送予定
平成２１年２月上旬
●お届け方法
着払いにてお届けします。

花まつりキャンペーン申込書

宗務所名 寺籍番号 寺 院 名

名　　前 電話番号 申 込 数 部

ご 住 所
（〒　　　‐　　　　）

全曹青では、今年も花まつりの普及に継続して運動を展開いたします。
つきましては、下記の内容にて実費頒布いたします。ご希望の方は下記の要領にてお申し込みください。

パッケージ裏側。
プラスチック包装
紙に詰めてお届け

三仏忌の説明、
花の種、菩提樹の葉脈、
甘茶ティーバッグ
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