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速
報
の
感
想
・
坐
禅
会
減
少
原
因
の
考
察

　

安
逹
会
長
は
先
ず
「
な
ぜ
坐
禅
会
を
広
め
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
か
」を
捉
え
直
す
必
要
性
か
ら
切

り
出
し
ま
し
た
。
教
え
や
儀
礼
が
誇
り
で
あ
る
と

感
じ
、「
坐
禅
に
励
む
べ
き
」
と
い
う
数
字
も
74
％

あ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
思
う
の
か
を
私
た
ち
青
年
僧

侶
が
う
ま
く
説
明
で
き
る
の
か
考
え
た
い
と
述
べ

ま
し
た
。
昭
和
60
年
の
最
盛
期
に
は
バ
ブ
ル
期
と

い
う
世
情
の
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
、

以
降
の
減
少
傾
向
に
つ
い
て「
集
中
力
を
養
い
た

い
、
自
分
の
気
持
ち
を
整
理
し
た
い
、
生
活
や
仕

事
に
活
か
し
た
い
」
と
い
っ
た
参
加
者
の
求
め
る
も

の
の
多
様
化
と
開
催
側
の
意
識
の
間
に
ズ
レ
が
生

じ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
発
信
の
仕
方
が
不
十
分
だ
っ

た
の
で
は
と
推
察
し
ま
し
た
。

　

倉
島
副
会
長
は
、
坐
禅
会
を
開
催
す
る
青
年
僧

侶
の
役
僧
と
し
て
の
務
め
に
触
れ
ま
し
た
。
急
に

役
僧
が
入
っ
て
坐
禅
会
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
も

あ
り
、
副
住
職
が
坐
禅
会
を
二
番
目
、
三
番
目
に

位
置
付
け
て
い
く
。
そ
れ
が
開
催
の
減
少
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
は
と
い
う
寺
院
運
営
の
実
情
を

踏
ま
え
た
考
察
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

織
田
広
報
委
員
は
、
坐
禅
会
は
中
身
を
坐
禅
と

講
話
に
絞
っ
た
簡
単
な
内
容
に
し
な
け
れ
ば
長
期

開
催
が
辛
く
な
る
事
を
指
摘
し
、
ま
た「
た
と
え

人
が
集
ま
ら
な
く
て
も
や
り
続
け
る
、
門
戸
を
閉

ざ
さ
な
い
決
意
が
開
催
者
に
あ
れ
ば
結
果
も
違
っ

て
く
る
」と
僧
侶
の
意
識
に
目
を
向
け
ま
し
た
。

坐
禅
会
拡
大
の
方
策

　

安
逹
会
長
は
自
坊
の
坐
禅
会
を
例
に「
定
期
開

催
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
開
催
し
や
す
い
日
を
選
ぶ
」こ

曹洞宗参禅道場の会とは
　曹洞宗参禅道場の会は、宗旨の根幹たる只管打坐のす
ばらしさを檀信徒や一般の人びとに教化している参禅道
場主同志が情報交換や研修しあうことによって、世の中
に坐禅を広めることを目的に昭和56年に結成された、35
年の歴史を持つ会です。
　年2回の研修会開催と、機関紙『参禅の道』を年2回出し
ており、現在まで65号を発行するなど研鑽を重ねられて
います。会員数491人。

宗勢総合調査結果・坐禅について

　13,645カ寺からの回答があり、「曹洞宗の教えや儀礼は誇
りである」という問いに「そう思う」と答えた僧侶は88,5％
と全体の9割近くあり、「坐禅に励むべきである」という問
いに「そう思う」が74,3％、「あなたのお寺ではどのような教
化団体を主催しているか」は、「何もしていない」が32,2％、
梅花講が29,3％、坐禅会が19,9％であること、「昨年坐禅会
を何回開催したか」は、平均では3,9回、一回あたり平均
参加者数は14,1人、その参加者に檀信徒が占める割合は、
平均44,6％という結果が座談会の冒頭に紹介されました。
※坐禅会開催寺院の推移はグラフを参照。

「
坐
禅
会
を
開
催
す
る
寺
院
が
減
少
し
て
い
る
」

　

最
新
の
宗
勢
総
合
調
査
結
果
に
よ
る
寺
院
活
動
状
況
を

憂
慮
し
た
曹
洞
宗
参
禅
道
場
の
会
は
、
平
成
28
年
6
月
17

日
、
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
で
「
坐
禅
会
を
広
め
る
た
め
に
」

と
題
し
た
座
談
会
を
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
座
談
会
に
は
曹

洞
宗
参
禅
道
場
の
会
か
ら
井
上
光
典
会
長
、
松
倉
太
鋭
副

会
長
、
柴
田
芳
憲
編
集
部
長
の
3
人
と
元
総
研
講
師
の
中

野
東
禅
師
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
か
ら
は
安
逹
会
長
、
倉

島
副
会
長
、
織
田
広
報
委
員
が
招
待
さ
れ
、
計
7
人
で
全

国
的
に
減
少
傾
向
で
あ
る
と
い
う
坐
禅
会
を
拡
大
し
て
い

く
た
め
に
意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
の
一
端
を

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

※平成27年度　曹洞宗宗勢総合調査結果速報より
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と
で
継
続
の
負
担
が
軽
減
で
き
る
と
し
、
ノ
ウ
ハ

ウ
を
吸
収
す
る
た
め
に
積
極
的
に
他
の
坐
禅
会
に

参
加
し
て
運
営
方
法
を
見
る
こ
と
も
一
助
と
な
る

と
話
し
ま
し
た
。

　

倉
島
副
会
長
は
自
坊
の
坐
禅
会
が
毎
週
開
催
の

た
め
、
自
分
が
不
在
の
時
は「
参
禅
者
が
自
ら
鐘

を
鳴
ら
し
て
坐
り
、
作
務
を
し
て
お
茶
を
飲
ん
で

帰
る
」自
立
し
た
運
営
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
り
上
げ
た

経
験
を
語
り
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用

し
た
積
極
的
な
発
信
が
実
を
結
び
若
者
が
多
く
参

加
し
て
お
り
、
年
間
１
５
０
回
ほ
ど
開
催
す
る
中

で
、
参
加
者
は
延
べ
約
１
，２
０
０
人
。
そ
の
中
に

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
遠
方
か
ら
の
参
加
者

も
増
え
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
Ｉ
Ｔ
技
術
の
活
用

も
坐
禅
会
が
盛
り
上
が
る
一
つ
の
要
因
と
分
析
し

ま
し
た
。

　

中
野
老
師
は「
坐
中
口
宣
が
一
番
大
事
」
と
分
析

さ
れ
、
鈴
木
俊
隆
老
師
の『
禅
マ
イ
ン
ド
ビ
ギ
ナ
ー

ズ
・
マ
イ
ン
ド
』を
例
に
挙
げ
ら
れ
、
参
加
者
の
問

題
意
識
と
坐
禅
を
つ
な
げ
る
坐
中
口
宣
の
指
導
書

が
少
な
い
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

警
策
に
つ
い
た「
厳
し
さ
・
我
慢
」の
イ
メ
ー
ジ

　

元
来
は
激
し
く
叩
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず

の「
警
策
」
が
、
叩
か
れ
る
の
を
我
慢
す
る
の
が
修

行
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
過
ぎ
た
た
め
に
、
叩
か

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
に
は
全
員
が
共

感
し
て
い
ま
し
た
。

　

警
策
を
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
都
内
で
坐
禅

会
を
開
催
す
る
老
師
が
た
は「
激
し
い
競
争
社
会
の

中
で
、
自
分
を
叩
い
て
く
れ
る
体
験
を
欲
す
る
人
」

が
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
求
め
る
方

が
い
る
以
上
は
警
策
を
用
意
す
る
べ
き
だ
が
、
疲

れ
切
っ
て
眠
っ
て
い
る
参
加
者
に
対
し
て
は「
こ
こ

に
休
み
に
来
て
く
れ
た
」
と
の
思
い
で
接
す
る
べ
き

と
話
さ
れ
ま
し
た
。

坐
禅
会
を
聞
法
の
場
と
す
る

　
「
聞
法
が
な
け
れ
ば
参
加
者
の
仏
教
の
解
釈
が

自
己
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
語
る
中
野
老
師

は
、
最
も
簡
単
な
講
話
の
題
材
と
し
て『
般
若
心
経

解
説
』を
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
降
誕
会
な
ど
の

年
中
行
事
に
因
ん
だ
坐
禅
会
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

講
話
の
テ
ー
マ
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

意
見
が
挙
が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
安
居
者
対
象
の「
僧
堂
意
識
調
査
」で

の
設
問
「
重
点
的
に
や
っ
て
ほ
し
い
修
行
内
容
」の

結
果
第
１
位
が「
坐
禅
」
だ
っ
た
こ
と
、
参
禅
者
か

ら
の「
坐
禅
で
命
を
助
け
ら
れ
た
」
と
い
う
言
葉
、

そ
し
て
坐
禅
は
人
が
穏
や
か
に
生
き
て
い
く
た
め

の
道
だ
と
い
う
の
が
安
居
中
に
わ
か
っ
て
き
た
等

の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
語
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
安
居
か
ら
帰
っ
て
き
た
直
後
こ
そ
、
坐
禅

体
験
を
一
番
体
温
の
こ
も
っ
た
言
葉
で
語
れ
る
時

期
で
あ
り
、
熱
意
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
徒
弟
に

住
職
が
自
坊
の
布
教
活
動
の
一
つ
を
任
せ
て
ほ
し

い
、
未
熟
で
あ
っ
て
も
若
く
熱
い
気
持
ち
を
発
露

さ
せ
る
よ
う
な
後
押
し
を
、
と
の
意
見
が
挙
が
っ

て
い
ま
し
た
。

継
続
開
催
の
た
め
の
工
夫

　

若
い
世
代
に
対
象
を
絞
っ
た
簡
潔
な
新
聞
広
告

を
出
し
た
こ
と
で
参
加
者
が
増
え
た
こ
と
、
坐
禅

の
素
晴
ら
し
さ
を
毎
回
話
す
こ
と
、
講
話
を
連
続

し
た
話
と
す
る
こ
と
が
挙
が
り
ま
し
た
。
講
話
の

中
に
時
折「
修
行
の
思
い
出
話
」の
回
を
挟
む
こ
と

が
参
加
者
を
飽
き
さ
せ
ず
、
人
数
の
増
加
に
つ
な

が
っ
て
い
る
と
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　

安
達
会
長
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
）の
有
効
性
と
、
公
共
施
設
に
告

知
を
貼
る
効
果
を
例
に
挙
げ
ま
し
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
が
功
を
奏
し
て
お
り
、
県
外
か

ら
の
参
加
者
も
随
分
増
え
た
と
の
こ
と
。
ま
た
継

続
参
加
を
促
す
工
夫
と
し
て
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
を

作
り
、
10
ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
何
か
し
ら
差
し
上
げ

る
と
い
う
の
が
参
加
者
の
楽
し
み
と
な
り
、
更
に

参
加
者
の
手
元
に
カ
ー
ド
が
残
る
こ
と
で
継
続
参

加
を
促
進
し
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
寺
院
で
坐
禅
会
を
開
催
す
る
体
制
が
整

わ
ず
、
や
む
な
く
街
中
の
部
屋
を
借
り
て
開
催
し

て
い
る
と
い
う
知
人
の
話
か
ら「
場
所
が
駅
に
近
い

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
」と
の
意
見
、
都
市
部
で

は
夜
９
時
か
ら
の
坐
禅
会
が
盛
況
で
あ
る
事
例
の

話
に
及
び
ま
し
た
。

　

東
京
都
新
宿
区
で
、
多
い
時
に
は
１
０
０
人
超

の
参
加
者
を
相
手
に
坐
禅
会
を
継
続
し
て
い
る
松

倉
老
師
は
、
秘
訣
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
告

知
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
宗
務
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

内
「
坐
禅
の
で
き
る
寺
」
か
ら
の
リ
ン
ク
が
ほ
と

ん
ど
で
、
一
度
テ
レ
ビ
に
出
る
と
坐
蒲
が
足
り
な

い
程
の
参
加
者
が
集
ま
る
と
の
話
か
ら
、
あ
ら
た

め
て
世
間
の
坐
禅
へ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
わ
れ
ま

し
た
。

　

若
い
僧
侶
は
そ
れ
ぞ
れ
に
方
法
論
を
持
っ
て
特

徴
を
出
し
て
い
け
ば
良
い
と
い
う
意
見
の
後
、
外

国
人
観
光
客
が
禅
に
触
れ
る
縁
を
結
ぶ
場
所
作
り

座長を務めた柴田芳憲老師右から中野東禅老師、参禅道場の会井上光典老師、松倉太鋭老師
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の
た
め
に「
禅
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
坐
禅
の
で
き
る

と
こ
ろ
を
都
市
部
に
作
り
、
駅
の
近
く
で
指
導
し

て
く
れ
る
人
や
場
所
を
設
定
す
る
構
想
が
あ
る
こ

と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

只
管
打
坐
と
い
う
だ
け
で
は
継
続
参
加
に

つ
な
が
ら
な
い

　
「
只
管
打
坐
」が
究
極
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
数
回
の
参
加
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
宗
門
や

僧
堂
で
の
教
育
も
、
そ
の
境
涯
に
至
る
途
中
が
曖

昧
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
発
言
か

ら
様
ざ
ま
に
話
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

中
野
老
師
は
、
連
続
講
義
で
僧
侶
自
身
と
参
加

者
の
学
び
が
続
き
、
テ
キ
ス
ト
を
配
布
す
る
こ
と

で
参
加
者
は
連
続
し
て
来
る
と
し
て
、
講
義
と
テ

キ
ス
ト
作
成
の
重
要
性
を
強
調
し
ま
し
た
。
題
材

と
し
て『
般
若
心
経
』は
日
常
生
活
で
起
き
る
心
の

問
題
や
悩
み
の
根
本
を
説
き
明
か
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
二
つ
目
に「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
を
挙

げ
ま
し
た
。

　

ま
た
坐
禅
会
は「
諸
縁
を
放
捨
し
、万
事
を
休
息
」

す
る
時
間
、
日
常
か
ら
全
て
の
縁
を
一
旦
放
り
投

げ
る
時
間
を
過
ご
す
体
験
で
あ
り
、
日
常
生
活
の

中
で
は
切
り
離
す
こ
と
が
難
し
い
が
、
寺
院
へ
足

を
運
び
、
壁
に
向
か
っ
て
坐
る
こ
と
で「
能
動
的
に

日
頃
の
縁
と
一
旦
離
れ
る
」の
で
あ
り
、
こ
れ
は
お

寺
に
赴
い
て
初
め
て
可
能
な
こ
と
、
と
の
声
が
挙

が
り
ま
し
た
。

　

織
田
広
報
委
員
は
、
講
話
の
中
で
澤
木
興
道
老

師
の「
坐
禅
を
や
っ
て
も
何
に
も
な
ら
ん
」
と
い
う

言
葉
に
触
れ
た
経
験
か
ら
、『
何
に
も
な
ら
ん
』
と

仰
っ
た
の
は
、
社
会
的
な
成
功
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

に
は
直
結
し
な
い
と
い
う
現
世
利
益
否
定
の
意
味

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
坐
禅
ほ
ど
自
己
の
存
在
が
生

き
生
き
し
て
く
る
も
の
は
な
く
、
気
持
ち
も
穏
や

か
に
な
る
の
が
感
じ
ら
れ
、
人
間
の
根
の
部
分
か

ら
よ
く
な
っ
て
い
く
の
だ
と
説
き
続
け
て
い
き
た

い
と
語
り
ま
し
た
。

礼
拝
読
経
を
取
り
入
れ
る

　

中
野
老
師
は「
礼
拝
が
あ
る
方
が
、
人
間
が
柔

ら
か
く
な
る
」と
い
う
調
査
結
果
と
、
高
齢
の
参
禅

者
が「
や
っ
ぱ
り
お
経
を
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
有

り
難
い
」と
言
っ
た
と
い
う
話
を
紹
介
し
な
が
ら
礼

拝
読
経
を
取
り
入
れ
る
べ
き
と
提
言
さ
れ
ま
し
た
。

倉
島
副
会
長
は
、
災
害
発
生
後
は
坐
禅
会
に
物
故

者
供
養
を
取
り
入
れ
て『
般
若
心
経
』を
参
加
者
と

共
に
お
勤
め
し
な
が
ら
、
世
間
の
方
が
坐
禅
に
求

め
て
い
る
ス
ト
レ
ス
軽
減
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
と

い
っ
た「
精
神
面
へ
の
プ
ラ
ス
作
用
」
と
、
只
管
打

坐
の
教
え
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
な
が
ら
開
催
し
て

い
る
と
話
し
ま
し
た
。

参
禅
道
場
の
会
へ
の
要
望

　

参
加
者
が
坐
禅
会
に
求
め
る
厳
し
さ
や
健
康
上

の
利
益
と
、
開
催
す
る
側
の
只
管
打
坐
の
溝
を
解

消
す
る
た
め
に
、
只
管
打
坐
の
解
釈
を
平
易
な
表

現
で
説
い
た「
指
導
者
向
け
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作

り
」が
ま
ず
必
要
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
挙
が
り

ま
し
た
。

　

倉
島
副
会
長
は
、
初
心
者
に
配
慮
さ
れ
た
テ
キ

ス
ト
配
布
型
の
好
例
と
し
て「
五
観
の
偈
の
説
明
、

み
ん
な
で
歌
を
歌
い
ま
し
ょ
う
、
命
を
敬
い
ま
し
ょ

う
」
な
ど
全
編
を
と
お
し
て
平
易
な
表
現
が
貫
か

れ
て
い
る
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
師
の
僧
団
が
作

成
し
た
テ
キ
ス
ト
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

安
達
会
長
は
、
我
々
が
説
く
只
管
打
坐
と
、
一

般
の
方
の
ニ
ー
ズ
が
合
致
し
て
い
な
い
部
分
を
感

じ
る
と
し
、
坐
禅
会
に
一
般
の
方
が
何
を
求
め
て

い
る
か
探
っ
て
い
く
必
要
性
を
主
張
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
最
初
に
坐
禅
を
指
導
す
る
方
法
が
一
番

大
事
で
あ
り
、
何
の
た
め
に
坐
る
の
か
、
な
ぜ
こ

こ
に
来
て
坐
る
の
か
を「
坐
禅
会
を
主
催
す
る
者
の

テ
キ
ス
ト
」と
し
て
参
禅
道
場
の
会
に
求
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

中
野
老
師
も
調
身
・
調
息
・
調
心
の
鍛
錬
と
、

道
本
円
通
、
非
思
量
の
関
係
に
対
し
て
示
し
た
出

版
物
は
少
な
い
と
し
て
共
感
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
開
催
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
は「
坐
禅
会
は
和

尚
一
人
で
も
指
導
で
き
る
」
こ
と
を
大
事
に
し
て
、

人
手
が
な
け
れ
ば
開
催
で
き
な
い
坐
禅
会
で
は
な

く
、
続
け
る
た
め
に
な
る
べ
く
無
駄
な
こ
と
は
せ

ず
、
坐
禅
と
講
義
を
中
心
と
し
た
シ
ン
プ
ル
な
開

催
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

織
田
広
報
委
員
は
、
自
身
が
坐
禅
会
を
開
催
す

る
中
で
呼
吸
の
仕
方
に
つ
い
て
迷
っ
た
経
験
に
つ

い
て
、『
普
勧
坐
禅
儀
』で
は「
鼻
か
ら
微
か
に
通
ず
」

と
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
の
に「
お
腹
を
し
ぼ
る

呼
吸
を
十
五
分
以
上
継
続
す
る
」と
い
っ
た
別
の
情

報
を
見
続
け
る
中
で
次
第
に
迷
い
が
生
ま
れ
た
こ

と
を
話
し
、
指
導
者
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
作
り
に

期
待
を
寄
せ
ま
し
た
。

　

中
野
老
師
は
、
調
身
を
第
一
と
し
、
調
身
に
よ

り
丹
田
呼
吸
が
で
き
て
、
そ
し
て
な
る
べ
く
時
間

を
か
け
て
吐
く
、
吸
う
と
き
は
そ
の
反
発
で
吸
っ

て
と
い
う
正
し
い
呼
吸
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
、
新
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◆
曹
洞
宗
参
禅
道
場
の
会
編
集
部
長　

柴
田
芳
憲
老
師

　

昔
の
人
び
と
と
比
べ
現
代
人
の
生
活
は
豊
か
で
便
利
で
快
適
に
は
な
っ
た

が
、
人
間
の
苦
悩
は
減
少
し
た
と
は
言
え
な
い
。
自
然
災
害
、
自
然
破
壊
、

戦
争
不
安
、
貧
富
の
差
、
少
子
高
齢
化
、
老
後
死
後
の
不
安
な
ど
の
不
定

愁
訴
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
四
苦
八
苦
、
否
、
五
苦
十
苦
で
あ
る
。
２
，

５
０
０
年
前
、
生
老
病
死
の
四
苦
救
済
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
釈
尊
は
坐

禅
修
行
に
取
り
組
み
、
大
悟
し
、
真
実
の
平
安
を
得
ら
れ
た
。
そ
の
素
晴

ら
し
い
教
え
を
正
し
く
継
い
だ
両
祖
も
只
管
打
坐
の
坐
禅
を
宣
揚
し
た
。

　

こ
の
坐
禅
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
戦
後
の
禅
ブ
ー
ム
で
一
般
の
人
び
と
に
も

知
ら
れ
、
世
界
中
に
広
ま
っ
た
。
今
ま
た
、
禅
を
求
め
る
人
が
増
え
、
都
会

の
参
禅
会
に
は
老
若
男
女
が
集
ま
り
盛
況
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
宗
門

全
体
で
は
開
催
寺
院
の
減
少
と
い
う
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
る
。
参
加
者

は
、
悩
み
や
心
の
乱
れ
を
解
消
し
た
い
、
生
き
方
考
え
方
を
学
び
た
い
等
の

気
持
ち
で
坐
禅
会
に
参
じ
、
満
足
し
て
く
れ
る
。

　

昔
も
今
も
寺
の
活
動
は
葬
儀
法
事
が
中
心
で
あ
る
。
意
義
あ
る
葬
儀
の

導
師
は
、
坐
仏
を
行
じ
て
こ
そ
真
の
導
師
と
な
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か

ら
の
寺
の
あ
り
方
は
葬
儀
法
事
に
よ
る
檀
家
中
心
で
は
な
く
、
一
般
の
人
び

と
の
悩
み
や
不
安
に
寄
り
添
っ
て
や
れ
る
寺
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
誰
も
が

気
安
く
寺
に
来
ら
れ
る
よ
う
に
門
を
広
げ
、
敷
居
を
低
く
し
て
や
り
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
和
尚
は
宗
旨
の
根
幹
た
る
坐
禅
を
中
心
に
据
え
て
、
様
ざ

ま
な
企
画
を
考
え
る
。
そ
れ
が
和
尚
を
高
め
る
し
、
信
頼
さ
れ
る
和
尚
に

も
な
れ
る
。

◆
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
会
長　

安
逹
瑞
樹

　

私
た
ち
青
年
僧
侶
の
中
に
は
、
僧
堂
を
下
り
て
い
ざ
坐
禅
会
を
す
る
と

な
っ
た
時
、
ど
の
よ
う
に
開
催
す
れ
ば
良
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
も
そ
う
で
し
た
。
そ
れ
は
日
程
や
告
知
方
法
、

継
続
し
て
い
く
た
め
の
コ
ツ
、
そ
し
て
何
よ
り
も「
只
坐
る
」
と
い
う
坐
禅

の
魅
力
を
い
か
に
伝
え
、
足
を
運
ん
で
い
た
だ
く
か
で
す
。

　

そ
ん
な
中
で
、
私
が
考
え
る「
坐
禅
会
」
は
お
寺
を
地
域
の
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
て
開
催
す
る
こ
と
で
す
。
近
く
に
あ
る
お
寺
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ

く
。
先
日
、
北
米
各
地
の
禅
堂
を
拝
登
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
折
に
、
地
域
や

社
会
の
中
で
寺
院
の
あ
り
方
が
、
人
び
と
が
寄
り
添
う
と
い
う
場
な
の
だ

と
い
う
雰
囲
気
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。
国
内
の
寺
院
に
は
法
事
や
葬
儀
な

ど
、死
者
を
弔
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま
す
が
、

海
外
の
禅
堂
で
は
生
活
や
仕
事
に「
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」
を
活
か
そ
う
と
す
る
僧
侶
や

信
徒
の
方
が
た
の
努
力
が
、特
別
な
空
間
を
作
っ
て
い
ま
す
。敷
居
が
高
い
！

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
逆
に
お
寺
の
崇
高
さ
と
比
例
し
ま
す
し
、
そ
こ
を
う
ま

く
利
用
し
な
が
ら
坐
禅
会
と
い
う
特
別
な
時
間
を
地
域
の
皆
さ
ま
と
作
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
災
害
時
の
救
援
活
動
な
ど
他
の
活
動
で
も
お
寺
と
地

域
と
の
繋
が
り
が
益
ま
す
深
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
で

開
催
さ
れ
て
い
る
事
例
を
、
自
身
の
教
化
活
動
に
も
っ
と
活
か
す
こ
と
の
出

来
る
情
報
交
換
の
場
所
が
必
要
で
す
。
全
国
で
開
催
さ
れ
て
い
る
坐
禅
会

の
情
報
を
共
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当

会
と
し
て
も
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
副
会
長　

倉
島
隆
行

　

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
死
、
鬱
病
な
ど
ス
ト
レ
ス
社
会
に
生
き
る
現

代
人
に
我
わ
れ
曹
洞
宗
僧
侶
は
ど
の
よ
う
に
歩
み
寄
れ
ば
良
い
の
か
？
そ

れ
が
本
山
修
行
を
終
え
て
か
ら
の
私
の
一
大
事
で
す
。

　

そ
こ
で
始
め
た
日
曜
坐
禅
会
で
す
が
、
最
初
は
誰
も
来
な
い
か
、
１
～
２

人
程
度
で
開
催
し
て
お
り
ま
し
た
。
や
は
り
、
自
分
自
身
で
掲
げ
た
看
板

で
坐
禅
会
を
開
催
す
る
と
己
の
未
熟
さ
が
露
呈
し
て
き
ま
す
。
思
っ
た
よ
う

に
人
は
集
ま
ら
な
い
し
、
法
話
も
伝
わ
り
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
一
生
懸

命
に
坐
禅
会
を
継
続
し
、
諸
老
師
に
色
い
ろ
と
教
え
を
乞
う
と
こ
ろ
に
僧

侶
と
し
て
の
成
長
が
あ
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。
坐
禅
を
求
め
て
い
る
人
は

ど
の
地
域
に
も
必
ず
い
て
僧
侶
に
相
談
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
人
も
沢
山
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
思
い
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
共
に
端
坐
す
る
と
こ

ろ
に
曹
洞
宗
寺
院
と
し
て
の
輝
き
が
宿
る
の
で
は
な
い
か
。そ
れ
が
正
に
今
、

坐
禅
会
が
必
要
な
理
由
で
あ
り
ま
す
。

た
な
テ
キ
ス
ト
を
作
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
肯
定

さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
の
課
題

　

倉
島
副
会
長
は「
表
現
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し

て
い
く
」こ
と
を
青
年
僧
侶
が
担
う
課
題
と
し
て
挙

げ
ま
し
た
。
諸
先
輩
の
著
さ
れ
た
解
説
書
に
理
解

の
一
助
と
し
て
イ
ラ
ス
ト
を
入
れ
る
こ
と
、
ま
た

現
代
の
参
禅
者
が
求
め
て
い
る
、
自
死
問
題
や
精

神
的
な
病
気
へ
の
対
応
と
い
う
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
、

私
た
ち
が
ど
う
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
く
か
が
若
い
世

代
の
課
題
で
あ
る
と
し
、
青
年
会
と
い
う
組
織
を

活
用
し
て
全
国
展
開
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き

た
い
と
力
を
込
め
ま
し
た
。

　

織
田
広
報
委
員
は
坐
禅
会
を
途
切
れ
さ
せ
な
い

こ
と
を
第
一
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ま
し
た
。
自
分

の
生
活
圏
で
坐
禅
会
が
開
か
れ
て
い
る
の
と
、
坐

禅
を
し
た
く
て
開
催
情
報
を
調
べ
て
も
開
催
が
無

い
の
と
で
は
、
私
た
ち
に
向
け
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ

も
全
く
違
っ
て
く
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

　

安
逹
会
長
は
北
米
参
禅
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
時

の
経
験
か
ら
、
海
外
の
僧
堂
に
は
生
活
や
仕
事
に

禅
を
生
か
そ
う
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
今
は
そ
の

逆
輸
入
の
形
で
、
海
外
で
噛
み
砕
か
れ
た
部
分
を

こ
ち
ら
側
が
学
べ
る
部
分
も
多
く
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
語
り
ま
し
た
。
来
年
は
国
際
セ
ン
タ
ー
の

20
周
年
と
い
う
時
期
も
あ
り
、
海
外
か
ら
自
国
の

禅
を
見
つ
め
る
機
会
を
よ
り
多
く
作
り
、「
坐
り
た

い
」と
い
う
熱
意
に
満
ち
た
海
外
の
坐
禅
会
か
ら
学

ぶ
こ
と
、そ
し
て「
坐
禅
会
に
参
加
し
て
良
か
っ
た
」

と
い
う
、
参
加
者
の
ニ
ー
ズ
の
酌
み
取
り
を
行
っ

て
い
け
れ
ば
と
話
し
ま
し
た
。

今
、な
ぜ「
坐
禅
会
」な
の
か
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青
年
会
が
拓
く
、

新
た
な
坐
禅
会
の
か
た
ち

① 

京
都
か
ら
：
坐
禅
か
ふ
ぇ

　

平
成
28
年
10
月
３
日
、
知
恩
院
や
八
坂
神
社
に

も
近
い
円
山
公
園
隣
に
あ
る
、
京
都
府
京
都
市
の

喫
茶
店
「
大
正
ロ
マ
ン
亭
」
を
会
場
に
、
京
都
曹
洞

宗
青
年
会（
以
下
、京
都
曹
青
）主
催「
坐
禅
か
ふ
ぇ
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
一
般
の
方
に
気
軽
に
坐
禅

に
親
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
平

成
24
年
度
に
京
都
曹
青
50
周
年
を
記
念
し
て
始
め

ら
れ
た
こ
の
企
画
は
、
詩
仙
堂
丈
山
寺
様
や
、
こ

の
日
の
会
場
の
大
正
ロ
マ
ン
亭
様
で
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。
開
催
場
所
や
当
日
の
天
候
に
も
左
右
さ

れ
ま
す
が
、
平
均
で
40
人
ほ
ど
の
方
が
参
加
さ
れ

る
そ
う
で
す
。
京
都
曹
青
の
皆
様
も
、
毎
回
10
か

ら
15
人
が
集
ま
り
準
備
や
坐
禅
指
導
、
外
で
の
声

掛
け
な
ど
を
行
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

こ
の
日
の
京
都
は
雨
が
降
り
蒸
し
暑
い
生
憎
の

天
候
で
し
た
が
、
青
年
僧
に
声
を
掛
け
ら
れ
、
坐

禅
に
興
味
を
持
た
れ
た
13
人
の
方
が
参
禅
さ
れ
ま

し
た
。
参
加
者
は
観
光
に
来
ら
れ
た
方
、
会
社
勤

め
の
合
間
の
方
、
修
学
旅
行
生
、
外
国
の
方
と
そ

の
ご
友
人
の
日
本
の
方
な
ど
様
ざ
ま
。
２
階
の
小

部
屋
で
坐
禅
の
指
導
を
５
分
ほ
ど
受
け
た
後
、
10

分
ほ
ど
坐
禅
を
行
じ
、
そ
の
後
は
指
導
し
た
青
年

僧
と
と
も
に
１
階
の
カ
フ
ェ
で
抹
茶
と
お
菓
子
が

無
料
で
振
る
舞
わ
れ
、
10
分
か
ら
15
分
の
茶
話
を

行
じ
ま
す
。
初
め
て
の
坐
禅
に
、
作
法
や
足
の
組

み
方
に
悪
戦
苦
闘
さ
れ
る
方
、
ま
た
自
ら
合
掌
し

警
策
を
受
け
ら
れ
る
方
も
お
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

参
禅
を
楽
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
茶
話
で

は
正
式
な
抹
茶
を
初
め
て
飲
ん
だ
と
感
動
さ
れ
る

方
、
本
来
の
坐
禅
は
40
分
ほ
ど
だ
と
聞
い
て
驚
く

方
な
ど
、
色
い
ろ
な
話
を
し
て
青
年
僧
と
交
流
を

深
め
て
い
ま
し
た
。

　

京
都
曹
青
の
松
本
宣
雄
会
長
は「
詩
仙
堂
様
で

開
催
す
る
時
は
、
庭
園
を
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら

寺
院
内
を
移
動
し
、
大
正
ロ
マ
ン
亭
様
で
開
催
す

る
時
は
公
園
や
店
内
の
雰
囲
気
を
味
わ
い
、
京
都

の
風
情
を
肌
で
感
じ
つ
つ
、
坐
禅
に
親
し
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
期
一
会
の
ご
縁

を
大
切
に
し
な
が
ら
、
青
年
僧
に
と
っ
て
も
自
ら

の
研
鑽
の
場
と
し
て
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

れ
を
き
っ
か
け
に
本
格
的
な
参
禅
を
希
望
さ
れ
る

方
に
は
、
京
都
曹
青
発
足
時
か
ら
活
動
の
柱
と
し

て
続
け
て
い
る
、
一
泊
二
日
で
行
う『
緑
蔭
禅
の
集

い
』『
秋
冷
禅
の
集
い
』へ
の
参
加
を
お
勧
め
し
て
お

上／結跏趺坐について説明する松本会長
下／真剣に坐る修学旅行中の学生

青
年
僧
侶
か
ら
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ

座
談
会
の
中
で
「
若
い
人
が
ユ
ニ
ー
ク
な
こ
と
を
や
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
方
法
論
を
持
っ
て
特
徴
を

出
し
て
い
く
こ
と
」
と
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
る
坐
禅

を
中
心
と
し
た
教
化
活
動
の
中
で
、
特
徴
的
な
活
動
例
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
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子
ど
も
坐
禅
会
と

社
会
科
学
習

　

長
崎
県
の
西
方
寺
様
で
は
、
毎
週
土
曜
日
に
一

般
を
対
象
と
し
た
坐
禅
会
を
行
い
、
小
学
校
の
夏

休
み
期
間
に
は
子
ど
も
坐
禅
会
を
開
催
し
て
い
る

と
い
う
取
り
組
み
で
す
。

　

御
住
職
自
身
が
取
得
さ
れ
て
い
る
社
会
科
教
員

の
免
許
を
活
か
し
、
県
内
宗
門
寺
院
の
子
弟
教
育

を
兼
ね
て
地
域
の
子
ど
も
達
に
広
く
参
加
を
呼
び

か
け
、
夏
休
み
に
は
工
場
見
学
を
中
心
と
し
た
社

会
科
の
自
由
研
究
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

子
ど
も
達
に
目
の
前
の
宿
題
や
課
題
を
消
化
す

る
ば
か
り
の
目
先
の
み
を
考
え
た
学
習
で
は
な
く
、

見
学
を
通
し「
ど
う
い
う
仕
事
を
し
た
い
か
、
ど
う

い
う
大
人
に
な
り
た
い
か
」
と
い
う
将
来
へ
の
目
標

や
目
的
を
持
っ
た
上
で
、
日
日
の
学
習
に
役
立
て

て
い
た
だ
き
た
い
と
の
願
い
が
あ
り
、
ま
た
活
動

を
通
し
て
所
属
の
小
学
校
校
区
と
い
う
小
さ
な
世

界
を
越
え
、
も
っ
と
広
い「
地
域
や
郷
土
」
と
い
っ

た
視
野
や
繋
が
り
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
の
思
い
を

込
め
て
企
画
を
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

御
住
職
か
ら
は「
本
来
お
寺
の
役
割
と
は
寺
子

屋
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
子
弟
教
育
を
担
い
、

江
戸
か
ら
明
治
時
代
で
日
本
は
世
界
で
も
世
界
最

高
水
準
の
識
字
率
を
有
し
て
お
り
ま
さ
に
お
寺
の

寄
与
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
現
在
教
育
現
場
で
は

教
育
法
規
の
厳
守
や
生
活
指
導
、
学
校
行
事
ま

た
は
保
護
者
の
理
解
な
ど
、
教
員
が
時
間
に
追
わ

れ
思
う
よ
う
に
教
育
を
施
す
こ
と
が
で
き
な
い
状

況
に
あ
り
、
我
わ
れ
お
寺
の
役
割
は
子
弟
の
精
神

修
養
や
人
間
教
育
の
見
地
か
ら
ま
す
ま
す
重
要
に

な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
青
年
会
や
宗
務
所
が
協
働
で
開
催
す
る

「
子
ど
も
緑
蔭
禅
の
集
い
」
に
、
社
会
科
学
習
や
人

権
学
習
を
取
り
入
れ
て
お
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
す
。
事
前
学
習
や
事
後
の
話
し
合
い
を
僧
侶
と

子
ど
も
た
ち（
ま
た
は
一
般
参
加
）が
一
緒
に
行
い
、

共
に
学
ん
で
い
く
こ
と
で
、
新
た
な
気
付
き
や
親

近
感
が
育
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

り
ま
す
」と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
全
国
や
世
界
各
国
か
ら
観
光
に
訪
れ
る
方

が
多
い
京
都
で
開
催
さ
れ
る「
坐
禅
か
ふ
ぇ
」。
よ

り
一
般
の
方
に
近
づ
き
、
禅
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く

ス
タ
ン
ス
は
、
京
都
以
外
の
地
で
あ
っ
て
も
、
大
い

に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

文
／
広
報
委
員
長　

宮
入
真
道

② 

静
岡
か
ら
：
出
張
！
か
け
込
み
寺

　

昨
今
の
現
状
を
み
る
に
、
寺
院
と
一
般
の
方
と

の
間
に
は
少
し
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
我
わ
れ
曹
洞
宗
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青

年
会（
中
部
地
区
）は“
お
寺
に
人
を
戻
し
た
い
”と

い
う
想
い
を
起
点
に
、
一
般
の
方
と
お
寺
の
距
離

を
縮
め
る
方
法
を
考
え
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
は
先
ず
、
お
寺
と
は
何
か
？
と
い
う
こ

と
を
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
議
論

を
重
ね
辿
り
着
い
た
の
は
、
お
寺
を
魅
力
的
に
見

せ
る
も
の
は
、
伽
藍
や
沿
革
だ
け
で

は
な
く
「
そ
こ
に
い
る
僧
侶
に
魅
力

が
無
け
れ
ば
人
は
集
ま
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
」と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
の
為
、
我
わ
れ
僧
侶
の
魅
力
を

最
大
限
伝
え
ら
れ
る
よ
う
、
あ
え

て
お
寺
を
離
れ
、人
通
り
の
多
い“
駅

前
の
公
共
ス
ペ
ー
ス
”を
会
場
に『
出

張
！
か
け
込
み
寺
』と
題
し
、
参
禅

体
験
・
傾
聴
活
動（
寺
カ
フ
ェ
）
を

行
い
ま
し
た
。

　

昨
年
９
月
、
第
１
回
の
開
催
前

に『
坐
禅
か
ふ
ぇ
』を
主
催
さ
れ
て
い
る
京
都
曹
洞

宗
青
年
会
様
を
訪
ね
、
体
験
談
を
伺
い
参
考
に
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
手
探
り
の
中

開
催
当
日
を
迎
え
ま
し
た
。
予
約
制
で
は
な
い
た

め
不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
無
事
盛
会
の
内
に
幕

を
閉
じ
ま
し
た
。

　

平
成
28
年
10
月
１
日
。『
第
２
回　

出
張
！
か
け

込
み
寺
』を
開
催
。
前
回
は
、
全
て
イ
ス
坐
禅
で
し

た
が
、
今
回
は
床
に
赤
毛
氈
や
畳
の
パ
ネ
ル
を
敷

き
、
坐
蒲
を
用
い
た
本
格
的
な
坐
禅
と
イ
ス
坐
禅

が
選
べ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
時
間
が
短

か
っ
た
」
と
い
う
お
声
を
多
数
い
た
だ
い
た
の
で
、

説
明
を
含
め
約
30
分
間
に
設
定
。
坐
禅
部
屋
も
２

部
屋
に
増
や
し
、
法
話
も
行
い
ま
し
た
。
数
百
年

に
及
ぶ
歳
月
の
中
で
培
わ
れ
た
空
気
感
を
、
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
貸
し
会
議
室
の
中
に
再
現
す
る

と
い
う
の
は
不
可
能
で
す
が
、
そ
の
分
会
場
の
装

飾
や
照
明
、
威
儀
や
姿
勢
な
ど
は
特
に
気
を
配
り

ま
し
た
。

　

こ
の
参
禅
会
だ
け
で
諸
課
題
を
打
破
で
き
る
と

は
言
え
ま
せ
ん
が
、
本
当
の
危
機
と
は
憂
慮
す
べ

き
現
状
に
目
を
背
け
、
我
わ
れ
自
身
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
低
下
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

参
加
者
か
ら
激
励
の
言
葉
を
多
く
い
た
だ
い
た
こ

と
は
、何
よ
り
有
難
い
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
を
糧
に
、

現
代
に
生
き
る
禅
僧
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
人
び

と
に
寄
り
添
っ
て
行
け
る
よ
う
会
員
一
如
研
鑽
を

積
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

文
／
曹
洞
宗
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青
年
会　

丹
羽
崇
元

坐禅会で社会科見学

上／駅前の貸し会議室
下／装飾後の同部屋
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曹洞禅ナビ検索画面

坐禅アイコンの下「表示する」にチェックを入れるとナビに
検索されるようになる

宗
勢
総
合
調
査
結
果
速
報
で
減
少
傾
向
が
明
ら
か
と
な
っ
た
坐
禅
会
。
檀
信
徒
向
け
の
紙

媒
体
に
よ
る「
寺
報
」も
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
教
化
活
動
で
す
が
、
坐
禅
会
の
よ
う
な

一
般
の
方
を
対
象
に
し
た
活
動
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
宣
伝
が
大
き
な
力
を
発
揮
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
曹
洞
宗
が
現
在
行
っ
て
い
る
情
報
発
信
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

紙
媒
体
の
活
用

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
い
う
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
介
し
た
宣
伝
は
、
コ
ス
ト
を
ほ
ぼ
ゼ
ロ

に
し
な
が
ら
全
国
に
発
信
で
き
る
一
方
、
そ
の
分

野
に
興
味
の
あ
る
人
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
待
つ
形

態
と
な
り
ま
す
。
対
し
て
新
聞
広
告
や
チ
ラ
シ
な

ど
紙
媒
体
で
の
宣
伝
は
、
費
用
は
掛
か
り
ま
す
が

地
元
に
集
中
し
て
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
が

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
な
り
ま
す
。

　

坐
禅
会
の
開
催
地
域
に
集
中
し
て
告
知
す
る
と
、

友
人
同
士
誘
い
合
わ
せ
で
の
参
加
に
つ
な
が
り
参

加
者
増
が
見
込
め
そ
う
で
す
。

　

広
告
を
出
す
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
新

聞
社
様
に
画
像
と
掲
載
を
希
望
す
る
文
章
を
送
信

す
れ
ば
デ
ザ
イ
ン
は
し
て
い
た
だ
け
る
と
の
こ
と

で
す
。

※
新
聞
社
に
よ
り
、
掲
載
条
件
は
異
な
り
ま
す
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー

ビ
ス
）と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
利
用
者
が
日

常
で
の
出
来
事
を
文
章
や
写
真
で
投
稿
し
て
知
人

に
伝
え
た
り
、知
り
得
た
情
報
を
共
有
し
合
う
サ
ー

ビ
ス
で
す
。
数
あ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
中
で
世
界
的
に
利

用
者
が
多
く
、
情
報
の
拡
散
性
が
高
い
と
言
わ
れ

て
い
る
も
の
の
一
つ
が
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
す
。

　

曹
洞
宗
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
と
、
拡
散
性
を
抑

え
な
が
ら
写
真
の
画
質
に
特
化
し
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
「
イ

ン
ス
タ
グ
ラ
ム
」
を
併
用
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
で
は
、
曹
洞
宗
寺
院
の
建
築
に
施
さ
れ

た
意
匠
の
美
し
さ
を
伝
え
る
写
真
の
ほ
か
、
僧
堂

行
持
や
法
要
に
お
け
る
瞬
間
の
美
し
さ
を
高
精

細
の
画
像
と
し
て
切
り
取
り
、
説
明
を
排
し
た

簡
潔
さ
で
伝
え
て
い
ま
す
。

宗
門
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

曹
洞
禅
ナ
ビ

　

曹
洞
宗
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
曹
洞
禅
ネ
ッ

ト
」
で
は
、
坐
禅
の
で
き
る
寺
院
情
報
を
発
信
し

て
い
ま
す
。
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
か
ら
「
坐
禅
」
→
「
坐

禅
の
で
き
る
お
寺
」
へ
ク
リ
ッ
ク
し
て
い
く
と
、

全
国
の
曹
洞
宗
寺
院
を
検
索
で
き
る
「
曹
洞
禅
ナ

ビ
」
に
進
み
ま
す
。
検
索
し
た
い
都
道
府
県
を
選

択
し
坐
禅
の
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
検
索
を

押
せ
ば
、
坐
禅
会
を
開
催
し
て
い
る
寺
院
を
調
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

座
談
会
の
中
で
紹
介
し
た
通
り
、
参
禅
道
場
の

会
副
会
長
松
倉
太
鋭
老
師
の
坐
禅
会
は
、
宗
務
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
経
由
し
て
開
催
情
報
を
知
っ
た

方
が
非
常
に
多
く
参
加
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で

し
た
。
開
設
か
ら
間
も
な
い
サ
ー
ビ
ス
な
が
ら
情

報
発
信
に
効
果
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
「
坐
禅　

市
町
村
名
」
を
入
力
し
検
索
す
る
と
、
曹
洞
禅
ナ

ビ
は
検
索
結
果
の
上
位
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
宗
門
公
式
サ
イ
ト
と
い

う
信
頼
性
を
含
め
て
、
一
般
の
方
が
坐
禅
会
開
催

寺
院
を
探
す
に
あ
た
っ
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た

し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

残
念
な
が
ら
、
坐
禅
会
を
開
催
し
て
い
る
寺
院

は
多
く
が
曹
洞
禅
ナ
ビ
を
活
用
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
で
す
。
ナ
ビ
で
全
国
寺
院
の
開
催
情
報
を
検
索

す
る
と
、
全
国
１
４
，６
４
３
カ
寺
中
で
坐
禅
会

を
開
催
し
て
い
る
寺
院
は
３
２
６
カ
寺
し
か
表
示

さ
れ
ず
、
宗
勢
調
査
結
果
を
大
幅
に
下
回
る
「
２
．

２
％
」
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
す
。
元
も
と
認
可

参
禅
道
場
と
な
っ
て
い
る
寺
院
は
全
て
情
報
公
開

さ
れ
て
い
る
上
で
の
数
字
で
す
の
で
、
ナ
ビ
開
設

後
に
開
催
情
報
を
自
身
の
手
で
入
力
さ
れ
た
寺
院

は
極
め
て
少
数
で
あ
る
の
が
現
状
で
す
。

　

坐
禅
を
し
た
い
気
持
ち
を
持
っ
て
検
索
さ
れ
る

方
が
た
と
開
催
寺
院
を
つ
な
ぐ
た
め
に
は
、
開
催

寺
院
が
宗
務
庁
か
ら
送
ら
れ
て
い
る
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス

ワ
ー
ド
で
管
理
画
面
に
入
り
、
ア
イ
コ
ン
の
表
示

設
定
欄
で「
坐
禅
」の
表
示
を
オ
ン
に
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
僧
侶
に
対
し
て
は
、
特
に
今
年
度
、
宗
務

庁
教
学
部
長
の
定
め
る
現
職
研
修
の
研
修

要
綱
を「
坐
禅
会
を
始
め
る
た
め
に—

宗
門

の
坐
禅
を
ひ
ろ
め
よ
う
」
と
し
、
坐
禅
会
開

催
を
奨
励
す
る
研
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。

一
般
大
衆
へ
の
発
信
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特
集
内
容
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
安
逹
会
長
が

座
談
会
で
触
れ
た「
な
ぜ
坐
禅
会
を
広
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
」を
捉
え
直
す
必
要
性
が
あ
る
と
の

言
葉
を
私
た
ち
は
重
く
受
け
止
め
ま
し
た
。
そ
し

て
、
様
ざ
ま
な
青
年
僧
侶
の
視
点
か
ら
坐
禅
会
を

広
め
る
術(

す
べ)

を
模
索
し
て
み
ま
し
た
が
い
か
が

で
し
た
で
し
ょ
う
か
？
広
報
委
員
会
か
ら
は
他
に

も
、
坐
禅
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
事
例
が
報
告

さ
れ
ま
し
た
。

【
坐
禅
会
の
記
憶
】

　

坐
禅
会
は
、
私
た
ち
僧
侶
側
が
思
う
以
上
に
、

参
加
者
の
心
に
残
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

夏
休
み
の
１
週
間
、
毎
朝
お
寺
で
勤
め
ら
れ
て

い
た
坐
禅
会
。
午
前
６
時
か
ら
本
堂
で
坐
禅
、
６

時
30
分
か
ら
ラ
ジ
オ
体
操
、
再
び
本
堂
に
上
が
り
、

朝
の
お
つ
と
め
。
終
わ
っ
て
、
お
粥
の
朝
食
。
食

後
に
作
務
（
境
内
清
掃
）の
後
は
遊
び
時
間
。
お
昼

ま
で
皆
で
堂
内
や
境
内
で
遊
び
回
っ
た
思
い
出
は
、

大
人
に
な
っ
て
も
参
加
者
の
間
で
話
題
に
上
る
そ

う
で
す
。

　

小
学
生
の
男
の
子
が
坐
禅
会
の
時
に
住
職
か
ら

聞
い
た「
自
分
の“
名
前
”の
大
切
さ
」と
い
う
法
話

が
強
烈
に
印
象
に
残
っ
て
い
て
、
自
分
が
成
長
し

結
婚
し
子
ど
も
を
授
か
っ
た
時
、
自
分
が
親
と
し

て
名
前
を
付
け
る
尊
さ
を
感
じ
て
再
び
お
寺
を
訪

ね
て
き
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
入
社
１
年
目
の
新
人
研
修
の
一
環
と
し

て
行
わ
れ
て
い
る
坐
禅
会
。
住
職
の
講
義
（
法
話
）

は
、
仏
教
の
教
え
・
考
え
方
の
中
か
ら
特
に
こ
れ

か
ら
会
社
、
或
い
は
社
会
の
中
に
飛
び
込
む
若
い

人
た
ち
に
役
に
立
つ
よ
う
な
も
の
が
選
ば
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
坐
禅
や
精
進
料
理
に
親
し
ん
で
い

た
だ
く
こ
と
で
、
慌
た
だ
し
い
時
間
の
流
れ
か
ら

ほ
ん
の
少
し
離
れ
て
、
こ
れ
か
ら
会
社
員
と
し
て

生
き
て
い
く
中
で
仏
教
が
少
し
で
も
「
支
え
」
と
な

る
よ
う
に
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
研
修
を
受
け

た
若
者
た
ち
が
社
内
で
も
中
堅
や
ベ
テ
ラ
ン
と
な

り
、
研
修
と
し
て
の
坐
禅
の
思
い
出
を
語
っ
て
く

れ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

座
談
会
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

坐
禅
会
は
社
会
の
需
要
も
あ
っ
て
昭
和
60
年
代
に

大
き
な
流
行
を
迎
え
ま
し
た
が
、
そ
の
後
縮
小
の

一
途
を
辿
り
、
近
年
は
都
市
部
を
中
心
に
再
び
注

目
を
集
め
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
間
、
各
寺
院
・

宗
務
所
・
教
化
セ
ン
タ
ー
・
青
年
会
な
ど
様
ざ
ま

な
主
催
の
坐
禅
会
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
研
鑽
や

試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ご
紹
介

し
た
静
岡
の「
出
張
！
か
け
込
み
寺
」が
開
催
前
に

京
都
の「
坐
禅
か
ふ
ぇ
」に
学
ば
れ
た
よ
う
に
、
先

達
や
法
友
に
学
ぶ
こ
と
を
怠
ら
ず
、
更
に
ま
た
自

ら
の
思
い
や
工
夫
を
乗
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
百
尺
竿
頭
上
な
ほ
一
歩
を

進
む
」の
教
え
の
よ
う
に「
こ
れ
以
上
無
理
だ
ろ
う
」

「
他
に
出
来
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
思
う
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
の
先
を
目
指
し
て
参
禅
者
の
求
め
る

も
の
を
考
え
つ
つ
、
如
何
に
仏
祖
伝
来
の
坐
禅
を

伝
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
私
た
ち
一
人
一
人
が

今
一
度
参
究
す
る
べ
き
時
節
が
来
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。

　
「
坐
禅
会
の
記
憶
」に
挙
げ
た
事
例
は
、
必
ず
し

も「
坐
禅
・
参
禅
」
が
中
心
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
現
代
の
学
校
や
会
社
は「
ス
ク
ー

ル
カ
ー
ス
ト
」「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
い
じ
め
」「
パ
ワ
ハ
ラ
」「
ブ

ラ
ッ
ク
企
業
」と
い
う
言
葉
が
次
か
ら
次
へ
と
生
み

出
さ
れ
る
、
ス
ト
レ
ス
の
多
い
集
団
生
活
の
場
と

な
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
心
の

苦
に
満
ち
た
社
会
の
中
で
、
一
度
で
も
仏
様
の
教

え
や
坐
禅
、
仏
教（
禅
宗
）の
文
化
に
親
し
む
機
会

が
あ
れ
ば
、
ス
ト
レ
ス
か
ら
自
分
を
解
放
で
き
る

機
縁
と
な
る
人
が
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
、
ご

参
加
い
た
だ
い
た
方
の
中
で
ほ
ん
の
一
握
り
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
も
１
人
の
方
の「
救

い
」
と
な
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
参
禅
の
体
験
は

大
い
な
る
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

座
談
会
か
ら
示
唆
を
い
た
だ
き
、
坐
禅
会
を
始

め
よ
う
か
と
悩
ん
で
い
る
方
が
一
歩
を
踏
み
出
す

後
押
し
に
な
れ
ば
と
、
今
回
の
特
集「
坐
禅
会
の
ス

ス
メ
」を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。
先
ず
は
規
模
や
参

加
人
数
の
多
寡
は
さ
て
お
き
、
一
度
開
催
し
て
み

て
、
そ
こ
か
ら
内
容
や
広
報
に
つ
い
て
工
夫
を
重

ね
ら
れ
る
の
も
良
い
か
と
思
い
ま
す
。「
法
要
」「
法

話
」「
精
進
料
理
」「
イ
ス
坐
禅
」な
ど
と
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
も
選
択
肢
の
一
つ
で
す
。
お
寺
は
地
域
や

一
般
大
衆
に
開
か
れ
た
も
の
、
そ
し
て「
坐
禅
」は
、

仏
教
・
禅
宗
の
最
も
尊
ぶ
べ
き
教
え
の
ひ
と
つ
で

す
。
今
回
の
特
集
が
、
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
檀
信

徒
や
地
域
の
方
が
た
と
坐
禅
会
を
作
り
上
げ
て
い

た
だ
く
、
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

文
／
広
報
委
員
会
一
同

特集まとめ

ストレス社会の「救い」に
なるために
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『
第
５
回
こ
ど
も
自
然
ふ
れ
あ
い
広
場
in
徳
島
』

は
、
７
月
25
日
か
ら
28
日
ま
で
の
4
日
間
、
徳
島

県
海
部
郡
美
波
町
で
、
四
国
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

主
催
の『
こ
ど
も
禅
キ
ャ
ン
プ
』（
7
月
25
日
か
ら
7

月
27
日
）
と
併
催
さ
れ
ま
し
た
。
四
国
地
区
曹
洞

宗
青
年
会
で
は
、
福
島
の
子
ど
も
た
ち
に
自
然
を

満
喫
し
、
四
国
の
子
ど
も
た
ち
、
地
域
の
方
が
た

と
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
、
心
を
育
ん
で
い
た
だ

け
れ
ば
と
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
今
年
は
、
福
島

の
子
ど
も
た
ち
20
人
、
四
国
の
子
ど
も
た
ち
25
人

が
参
加
し
ま
し
た
。

　

１
日
目
、
福
島
を
出
発
し
て
、
午
後
に
は
徳
島

阿
波
お
ど
り
空
港
に
到
着
。
四
国
の
子
ど
も
た
ち

と
合
流
し
て
、
日
和
佐
総
合
体
育
館
で
開
会
式
を

行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
方
か
ら
、
よ

く
飛
ぶ
紙
飛
行
機
の
作
り
方
を
教
わ
り
、
悪
戦
苦

闘
し
な
が
ら
作
り
ま
し
た
。
実
際
に
高
い
と
こ
ろ

か
ら
飛
ば
し
、
誰
が
一
番
長
く
飛
ん
で
い
る
か
を

競
い
合
い
ま
し
た
。夕
方
に
は
、宿
泊
場
所
で
あ
る
、

国
民
の
宿
う
み
が
め
荘
に
到
着
。
夜
に
は
、
坐
禅

体
験
を
し
ま
し
た
。

　

2
日
目
、
朝
6
時
に
起
き
て
、
坐
禅
・
朝
の
お

つ
と
め
、
布
教
師
の
方
に
よ
る
お
話
、
朝
食
、
掃

除
を
行
い
ま
し
た
。

　

午
前
中
に
は
、
う
み
が
め
博
物
館
の
見
学
。
様

ざ
ま
な
ウ
ミ
ガ
メ
を

見
た
り
、
エ
サ
や
り

を
体
験
。
実
際
に
卵

の
殻
を
触
っ
た
り
と

興
味
深
く
見
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
長

い
階
段
を
上
り
四
国

霊
場
第
23
番
札
所
薬

王
寺
に
参
拝
。
お
遍

路
さ
ん
と
一
緒
に
お

経
を
お
唱
え
し
ま
し

た
。
午
後
か
ら
は
、

悪
天
候
の
た
め
、
浅

川
町
の
ま
ぜ
の
丘
屋

内
温
水
プ
ー
ル
に
移

動
し
て
、
和
尚
さ
ん
と
一
緒
に
泳
ぎ
ま
し
た
。

　

3
日
目
も
同
様
に
、
朝
6
時
に
起
き
て
、
坐
禅
・

朝
の
お
つ
と
め
、
布
教
師
の
方
に
よ
る
お
話
、
朝

食
、
掃
除
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
徳
島
市
の

阿
波
お
ど
り
会
館
で
、
阿
波
お
ど
り
会
館
専
属
連

「
阿
波
の
風
」
の
お
ど
り
を
鑑
賞
。
お
ど
り
と
楽

器
の
演
奏
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
圧
倒
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
実
際

に
指
導
し
て
い
た
だ
き
、
慣
れ
な
い
動
き
で
戸
惑

い
な
が
ら
も
阿
波
お
ど
り
を
体
験
し
ま
し
た
。
最

後
に
は
舞
台
で
、
円
を
描
き
な
が
ら
一
緒
に
お
ど

り
ま
し
た
。
昼
か
ら
は
、
四
国
の
子
ど
も
た
ち
に

見
送
ら
れ
、
鳴
門
に
移
動
。
プ
ー
ル
と
海
水
浴
に

分
か
れ
て
、
疲
れ
も
感
じ
さ
せ
ず
、
時
間
の
許
す

限
り
遊
び
ま
し
た
。

　

最
終
日
、
ホ
テ
ル
周
辺
を
朝
涼
し
い
中
散
歩
し

て
、
徳
島
阿
波
お
ど
り
空
港
へ
出
発
し
ま
し
た
。

親
御
さ
ん
や
友
達
へ
の
お
土
産
を
買
っ
て
、
子
ど

も
た
ち
は
、
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
期
間
、
食
事
の
前
に
五
観
の
偈
を
お
唱
え

し
ま
す
。
そ
の
際
に
和
尚
さ
ん
か
ら
、
食
事
の
大

切
さ
、
感
謝
の
心
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
が

話
さ
れ
ま
し
た
。
あ
い
さ
つ
、
お
礼
の
言
葉
が
自

然
と
で
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
ふ
れ
あ
い
広
場
に

多
く
の
人
が
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
、
感

謝
の
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
様
ざ
ま
な
ふ
れ
あ
い
を
通
し

て
、
心
を
育
ん
で
い
け
る
よ
う
、
今
後
も
活
動
し

て
い
く
所
存
で
す
。

　

ふ
れ
あ
い
広
場
の
事
業
に
ご
賛
助
い
た
だ
い
た

各
御
寺
院
、
各
団
体
、
個
人
ほ
か
多
く
の
皆
さ
ま

に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

文
／
四
国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会
会
長　
　

杉
生
和
之

第
５
回
こ
ど
も
自
然

ふ
れ
あ
い
広
場
in
徳
島
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８
月
１
日
か
ら
３
日
に
か
け
、
秋
田
県
男
鹿
市

で「
こ
ど
も
自
然
ふ
れ
あ
い
広
場　

男
鹿
な
ま
は
げ

教
室
２
０
１
６
」と
題
し
て
福
島
県
、
宮
城
県
、
岩

手
県
の
被
災
三
県
の
子
ど
も
達
を
招
待
し
、
東
日

本
大
震
災
に
よ
り
不
自
由
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
思
い
切
り
遊
ぶ
環
境
も
少
な
く
、
友
達
と
離

れ
ば
な
れ
に
な
る
な
ど
い
ま
だ
大
き
な
ス
ト
レ
ス
を

感
じ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
、
大
自
然
と
の
ふ
れ

あ
い
を
通
じ
て
身
心
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
し
て
交
流

を
深
め
て
も
ら
う
目
的
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

秋
田
に
到
着
し
た
子
ど
も
達
は
、
ま
ず
船
越

観
光
案
内
所
の
高
さ
15
ｍ
の
巨
大
な「
な
ま
は
げ

像
」
に
出
迎
え
ら
れ
、
男
鹿
半
島
の
寒
風
山
へ
向

か
い
ま
し
た
。
山
頂
に
あ
る
展
望
台
か
ら
は
周
囲

３
６
０
度
、
70
㎞
先
ま
で
見
渡
せ
る
回
転
展
望
台

で
遠
く
の
街
や
白
神
山
地
の
山
や
ま
、
広
大
な
海

や
空
を
眺
め
秋
田
の
絶
景
を
堪
能
し
て
い
ま
し
た
。

　

夜
に
は
、
東
京
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ム
で
解
説
の
仕
事

を
さ
れ
て
い
た
恩
徳
寺
副
住
職
の
岩
舘
裕
章
師
を

講
師
に『
テ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
』と
称
し
て
星
空
の
観

察
会
を
行
い
ま
し
た
。
お
寺
の
中
で
星
座
や
星
の

勉
強
を
し
た
後
、
外
に
出
て
夜
空
を
見
上
げ
、
澄

ん
だ
空
気
に
満
点
の
星
ぼ
し
、
そ
の
輝
き
に
歓
喜

し
胸
を
躍
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
境
内
で
花

火
を
楽
し
み
、
参
加
者
同
士
親
交
を
深
め
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
男
鹿
市
北
浦
、
雲
昌
寺
の
本
堂
と
位

牌
堂
に
布
団
を
敷
き
宿
泊
。
寺
泊
が
初
め
て
の
人

は
消
灯
後
怖
く
て
寝
ら
れ
な
い
子
が
い
た
り
、
皆

で
寝
る
の
が
楽
し
く
て
お
し
ゃ
べ
り
が
止
ま
ら
な

か
っ
た
り
と
わ
く
わ
く
の
夜
で
し
た
。

　

２
日
目
は
、
男
鹿
市
の
伝
統
行
事「
な
ま
は

げ
」
を
体
験
す
る
為
に「
な
ま
は
げ
館
」
を
訪
ね
、

１
０
０
体
を
超
え
る
な
ま
は
げ
の
像
の
見
学
の
後
、

本
物
の
な
ま
は
げ
と
対
面
し
ま
し
た
。「
う
ぉ
～
、

な
ぐ
子
は
い
ね
が
～
…
」と
大
き
な
声
で
威
嚇
さ
れ

る
と
、
子
ど
も
達
は
や
は
り
驚
い
た
様
子
。
勇
気

を
振
り
絞
り
、
な
ま
は
げ
の
身
体
か
ら
幸
せ
に
な

れ
る
と
い
う
言
い
伝
え
の
藁わ

ら

を
抜
き
取
っ
て
ガ
ッ
ツ

ポ
ー
ズ
を
す
る
子
も
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
一
番
楽
し
み
に
し
て
い
た
海
遊
び
で
す
。

五
里
合
海
岸
で
は
浮
き
輪
や
ビ
ー
チ
ボ
ー
ル
の
他

に
水
上
バ
イ
ク
や
パ
ド
ル
ボ
ー
ド
等
、
初
め
て
の

体
験
に
心
躍
ら
せ
な
が
ら「
海
初
め
て
！
」「
楽
し

い
！
」と
歓
声
を
上
げ
大
は
し
ゃ
ぎ
、
秋
田
の
海
を

楽
し
ん
で
く
れ
ま
し
た
、
そ
の
笑
顔
に
私
た
ち
が

パ
ワ
ー
を
貰
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

夕
食
の
後
は
、「
男
鹿
温
泉
郷
交
流
会
館
五
風
」で

手
品
等
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
し
、
ご
当
地「
な

ま
は
げ
太
鼓
」も
鑑
賞
し
ま
し
た
。
な
ま
は
げ
太
鼓

の
演
奏
は
、
ス
テ
ー
ジ
最
前
列
で
大
盛
り
上
が
り

で
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
の
宿
泊
は「
温
泉
旅
館
ゆ
も
と
」
で
す
。

2
日
間
の
疲
れ
を
癒
す
よ
う
に
ぐ
っ
す
り
寝
入
っ

て
い
ま
し
た
。

　

最
終
日
は
男
鹿
水
族
館
Ｇ
Ａ
Ｏ
で
、
水
族
館
係

員
が
餌
の
準
備
を
し
て
い
る
様
子
な
ど
、
一
般
客
が

入
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
の
貴
重
な
体
験
を
し

ま
し
た
。

　

最
後
は
、
入
道
崎
灯
台
の
下
で
記
念
写
真
を
撮

り
、
想
い
出
作
り
に
ス
ト
ラ
ッ
プ
の
手
作
り
に
も

挑
戦
し
ま
し
た
。

　

長
引
く
避
難
生
活
や
、
い
ま
だ
収
束
し
て
い
な

い
原
発
事
故
に
よ
る
閉
塞
感
で
、
被
災
地
の
子
ど

も
達
は
生
き
方
や
将
来
へ
の
不
安
を
抱
い
て
い
る
の

が
現
状
で
す
。
こ
の「
こ
ど
も
自
然
ふ
れ
あ
い
広
場
」

に
参
加
し
た
子
ど
も
達
の
心
に
、
ほ
ん
の
一
筋
で
も

光
を
感
じ
て
い
た
だ
く
事
が
で
き
た
と
す
る
な
ら

ば
、
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
の
一
員
と
し
て
大
変

う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　

各
方
面
よ
り
多
大
な
る
ご
協
力
、
ご
賛
助
を
い

た
だ
き
ま
し
た
事
を
、
紙
面
を
借
り
て
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

文
／
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
庶
務　

髙
栁
龍
哉

秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会

こ
ど
も
自
然
ふ
れ
あ
い
広
場

男
鹿
な
ま
は
げ
教
室
２
０
１
６
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平
成
28
年
9
月
6
日
午
後
1
時
30
分
か
ら
、
曹

洞
宗
檀
信
徒
会
館
4
階「
芙
蓉
の
間
」
で
執
行
部

会
、
翌
日
の
9
月
7
日
午
前
8
時
か
ら
同
会
場
で

理
事
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
各
委
員
会
か
ら
の

活
動
中
間
報
告
、
頒
布
物
の
新
企
画
や
傾
聴
研
修

会
開
催
に
つ
い
て
の
上
程
議
案
、
災
害
復
興
支
援

部
か
ら「
東
日
本
大
震
災
七
回
忌　

慰
霊
逮
夜
復

興
祈
願
イ
ベ
ン
ト
」「
各
地
台
風
被
害
に
つ
い
て
」

「
平
成
28
年
度
つ
る
み
夢
ひ
ろ
ば
」
に
つ
い
て
の
報

告
が
あ
り
、執
行
部
会
で
確
認・修
正
を
重
ね
た
後
、

　

平
成
28
年
９
月
２
日（
金
）午
後
１
時
30
分
か
ら
、

山
梨
県
甲
府
市
の
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

「
ぴ
ゅ
あ
総
合
」２
階
調
理
実
習
室
を
会
場
に
、
曹

洞
宗
山
梨
県
宗
務
所
主
催
の
精
進
料
理
教
室「
禅

の
食
育　

―
精
進
料
理
に
学
ぶ
―
」
が
開
催
さ
れ
、

山
梨
県
内
の
寺
族
の
方
が
た
16
人
が
参
加
さ
れ
ま

し
た
。

　

協
賛
と
し
て
、
山
梨
県
曹
洞
宗
青
年
会
の
会
員

と
共
に
、 
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
か
ら
も「
味
来
食

堂
」で
講
師
を
務
め
る
河
口
智
賢
師（
全
国
曹
洞
宗

青
年
会
教
化
法
式
委
員
長
）、 

山
﨑
元
道
師（
全
国

曹
洞
宗
青
年
会
教
化
法
式
委
員
）
が
参
加
い
た
し

ま
し
た
。

　

主
催
者
を
代
表
し
て
曹
洞
宗
山
梨
県
宗
務
所
の

堀
内
正
樹
所
長
老
師
か
ら
、 「『
お
寺
と
檀
家
』と
い

う
関
係
が
、『
お
寺
と
個
人
』と
い
う
関
係
に
変
化
し

つ
つ
あ
る
時
代
で
す
。
そ
ん
な
中
、『
禅
の
文
化
』が

今
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
精
進
料
理
と
は
何
な
の

か
、
禅
と
は
何
な
の
か
、
食
を
通
し
て
学
ぶ
機
会

を
増
や
し
て
い
き
た
い
と
思
い
、
こ
の
教
室
を
開

催
し
ま
し
た
」と
ご
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

講
師
は
前
述
の
河
口
師
、
山
﨑
師
と
、
伊
藤
知

範
師（
と
も
に
山
梨
県
曹
洞
宗
青
年
会
所
属
）が
務

め
ら
れ
ま
し
た
。

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
が
主
催
す
る「
味
来
食
堂
」

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
用
い
て
進
行
し
、 

先
ず
、
河
口
講

師
か
ら
精
進
料
理
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る「
三

徳
六
味
」
と「
三
心（
喜
心
・
老
心
・
大
心
）」
に
つ

い
て
の
講
義
が
あ
り
、
そ
の
後
、
調
理
の
基
本
と

な
る「
精
進
出
汁
」
に
つ
い
て
学
ん
で
か
ら
、
４
班

に
分
か
れ
実
際
に
精
進
料
理
を
参
加
者
が
作
り
ま

し
た
。
班
別
の
調
理
で
は
講
師
や
宗
務
所
諸
老
師
・

青
年
会
会
員
が
加
わ
り
、
調
理
指
導
や
精
進
料
理

に
つ
い
て
の
詳
細
な
お
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
の
精
進
料
理
は
全
４
品
。

　

・
枝
豆
の
白
和
え

　

・
梅
混
ぜ
ご
飯

　

・
揚
げ
茄
子
の
生
姜
醤
油
ジ
ュ
レ

　

・
長
芋
と
オ
ク
ラ
の
冷
た
い
お
吸
い
物

　

全
て
を
器
に
盛
り
付
け
た
後
、
全
員
で
合
掌
し

『
五
観
の
偈
』
を
お
唱
え
し
て
食
事
を
い
た
だ
き
、

食
後
は
再
び
全
員
で
合
掌
し『
普
回
向
』を
お
唱
え

い
た
し
ま
し
た
。

　

東
京
以
外
で
の
味
来
食
堂
の
協
賛
開
催
は
初
め

て
で
し
た
が
、
味
来
食
堂
を
展
開
す
る
教
化
法
式

委
員
会
の
河
口
委
員
長
が
曹
洞
宗
山
梨
県
青
年
会

所
属
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
曹
洞
宗
山
梨
県
宗
務
所
、

曹
洞
宗
山
梨
県
青
年
会
会
員
諸
師
に
よ
る
熱
い
思

い
と
ご
準
備
が
あ
り
、
こ
の
開
催
に
至
り
ま
し
た
。

　

大
き
な
教
室
に
集
ま
っ
た
16
人
の
参
加
者
は
精

進
料
理
や
禅
に
日
頃
接
し
て
い
る
寺
族
の
方
が
た
、

ま
た
ス
タ
ッ
フ
も
宗
務
所
・
青
年
会
で
多
く
お
ら

れ
た（
合
計
13
人
）こ
と
も
あ
り
僧
侶
だ
け
で
同
じ

メ
ニ
ュ
ー
を
作
っ
て
み
た
り
、
参
加
者
の
中
に
複

数
の
僧
侶
が
入
っ
て
調
理
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
り
と

普
段
の
味
来
食
堂
と
は
一
味
違
っ
た
、
味
来
食
堂

の
一
面
と
新
た
な
可
能
性
が
垣
間
見
え
た
思
い
で

し
た
。

執
行
部
会
・
理
事
会

右
／
宗
務
所
長
老
師
も
調
理
に
参
加

左
／
参
加
者
に
自
己
紹
介
す
る
講
師
陣 山

梨
で
「
禅
の
食
育
」に
参
加

味
来
食
堂
に
新
た
な
可
能
性

1
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翌
日
の
理
事
会
に
上
程
し
、
理
事
の
皆
様
に
審
議

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

各
委
員
会
の
活
動
中
間
報
告
の
中
で
は
、
従
来

の
活
動
を
踏
襲
し
つ
つ
新
し
い
試
み
の
報
告
や
準

備
も
報
告
さ
れ
、
特
に
教
化
法
式
委
員
会
で
は
、

一
般
の
方
、
ま
た
宗
務
所
や
青
年
会
か
ら
の
要
望

も
多
か
っ
た「
味
来
食
堂
」
の
地
方
開
催
、
ま
た
、

約
2
年
9
ヶ
月
振
り
と
な
るyoutube

で
の
新
作

動
画
公
開（
精
進
料
理
教
室『
味
来
食
堂
～
僧
食
を

学
ぼ
う
～
』PV

　

https://w
w

w
.youtube.com

/
w

atch?v=W
H

U
ukFc214Y

）
な
ど
が
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
9
月
7
日
正
午
か
ら
は
会
長
選
考
委
員

会
も
開
催
さ
れ
、
既
に
5
月
の
定
期
評
議
員
会
・

定
期
総
会
で
次
期
会
長
に
内
定
し
た
倉
島
隆
行
副

会
長
を
中
心
に
、
今
後
の
日
程
や
活
動
に
つ
い
て

意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
28
年
9
月
16
日（
金
）
午
後
1
時
30
分
か

ら
、
新
潟
県
長
岡
市
Ｊ
Ａ
越
後
な
が
お
か「
な
じ

ら
ー
て
東
店
」
店
内
の
市
民
交
流
施
設
調
理
実
習

室
を
会
場
に
、
新
潟
県
曹
洞
宗
長
生
青
年
会（
新

潟
県
長
岡
市
近
郊
の
青
年
会
）
主
催
の
精
進
料
理

教
室「
僧
食
を
学
ぼ
う
！ 
味
来
食
堂
」
が
開
催
さ

れ
、
15
人
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

共
催
と
し
て
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
が
展
開
す

る「
味
来
食
堂
」の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ご
利
用
い
た
だ
き
、 

地
元
か
ら
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
に
参
加
し
て
い
る

近
藤
師
が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

　

講
師
は
長
生
青
年
会
が
務
め
ら
れ
、
参
加
者
と

と
も
に
調
理
を
行
い
な
が
ら
、
１
時
間
30
分
と
い

う
限
ら
れ
た
時
間
の
為
、
メ
ニ
ュ
ー
に
よ
っ
て
は

僧
侶
の
み
で
作
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
日
の

為
に
事
前
に
試
作
を
行
い
、
時
間
配
分
な
ど
を
計

画
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
日
の
会
場
は
ガ
ラ
ス
張
り
の
部
屋

で
、
隣
接
す
る
直
売
施
設
「
な
じ
ら
ー
て
東
店
」の

レ
ジ
近
く
か
ら
中
の
様
子
が
見
え
る
こ
と
も
あ
り
、

多
く
の
買
い
物
客
が
興
味
深
げ
に「
味
来
食
堂
」の

様
子
を
覗
き
込
ん
で
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
の
精
進
料
理
は
全
６
品
。

　

・
じ
ゃ
が
い
も
ゆ
か
り
ご
飯

　

・
す
ま
し
汁

　

・
蓮
根
饅
頭
の
あ
ん
か
け

　

・
白
和
え

　

・
胡
麻
豆
腐

　

・
茹
で
な
す
の
刺
身
風

　

器
に
精
進
料
理
を
盛
り
付
け
て
い
る
間
に
近
藤

教
化
法
式
副
委
員
長
か
ら『
五
観
の
偈
』に
関
す
る

講
義
を
行
っ
た
後
、
全
員
で
合
掌
し『
五
観
の
偈
』

を
お
唱
え
し
て
食
事
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
精
進

料
理
や
修
行
に
つ
い
て
の
質
問
も
あ
り
、
丁
寧
に

講
師
や
参
加
ス
タ
ッ
フ
が
答
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

食
後
は
再
び
全
員
で
合
掌
し『
普
回
向
』を
お
唱
え

い
た
し
ま
し
た
。

　

山
梨
に
続
く
味
来
食
堂
の
協
賛
開
催
で
し
た
が
、

当
日
も
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
10
人
が
参
加
し
た
長
生

青
年
会
諸
師
が
事
前
に
入
念
な
準
備
を
さ
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
多
少
の
ト
ラ
ブ
ル
に
も
難
な
く

対
応
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
継
続
的

な
開
催
を
望
む
声
が
挙
が
り
、
会
場
外
か
ら
様
子

を
見
て
い
た
方
、
ま
た
終
了
後
に
チ
ラ
シ
を
見
た

方
か
ら
も
次
回
参
加
希
望
が
出
る
な
ど
非
常
に
反

響
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

山
梨
県
で
は
宗
務
所
主
催
に
よ
る
寺
族
対
象
、

新
潟
県
で
は
青
年
会
主
催
の
一
般
対
象
と
そ
れ
ぞ

れ
に
特
徴
の
あ
る
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

会
場
選
定
や
事
前
準
備
な
ど
大
変
な
面
も
あ
り
ま

す
が
、
参
加
者
の
反
響
は
非
常
に
大
き
く
、
開
催

さ
れ
た
両
県
と
も
、
十
二
分
に
手
応
え
を
感
じ
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
東
京
開
催
だ
け
、
ま
た

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
主
催
だ
け
で
な
く
、
開
催
地

の
特
色
や
特
産
品
を
食
材
に
用
い
な
が
ら
、
各
地

で
の
今
後
の
開
催
に
可
能
性
を
感
じ
る
両
開
催
で

し
た
。（

山
梨
・
新
潟
と
も
に
）文
／
広
報
委
員
長　

宮
入
真
道

上／蓮根饅頭をフライパンで焼く
下／食後の『普回向』

新
潟
で
「
味
来
食
堂
」開
催

継
続
開
催
を
望
む
声
挙
が
る
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災害復興支援部
　

平
成
28
年
６
月
23
日
午
後
１
時
か
ら
、
福

島
県
福
島
市
の
曹
洞
宗
東
日
本
大
震
災
復

興
支
援
室
分
室
を
会
場
に
、
全
国
曹
洞
宗
青

年
会
（
以
下
、
全
曹
青
）
災
害
復
興
支
援
部

会
議
を
行
い
、
復
興
支
援
室
分
室
か
ら
久
間

主
事
以
下
４
人
、
全
曹
青
か
ら
安
逹
会
長
以

下
８
人
が
出
席
し
ま
し
た
。
熊
本
地
震
に
つ

い
て
現
在
の
情
報
共
有
と
今
後
の
対
応
、 

東

日
本
大
震
災
七
回
忌
に
つ
い
て
地
元
寺
院
・

青
年
会
、
全
日
本
仏
教
青
年
会
の
慰
霊
法
要

の
動
向
確
認
と
七
回
忌
に
向
け
て
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
、
徳
島
と
秋
田
で
開
催
さ
れ

る
「
自
然
ふ
れ
あ
い
広
場
」
に
つ
い
て
検
討

し
ま
し
た
。

　

続
い
て
午
後
３
時
か
ら
復
興
支
援
室
分
室

を
会
場
に
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
会
議
を
行
い
、

全
国
５
カ
所
に
設
置
さ
れ
た
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー

ド
の
内
４
寺
院
の
皆
様
と
復
興
支
援
室
の
武

藤
係
長
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
支
援
部
会
議

参
加
者
と
と
も
に
議
事
を
検
討
し
ま
し
た
。

　

熊
本
地
震
の
初
期
対
応
で
は
、
各
地
の
ス

ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
か
ら
炊
き
出
し
器
材
セ
ッ
ト
、

発
電
機
、
非
常
用
備
蓄
食
料
が
搬
入
さ
れ
、

現
地
で
の
炊
き
出
し
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。 

　

設
置
初
期
に
は「
設
置
寺
院
周
辺
の
住
民

の
生
命
維
持
に
寄
与
す
る
」
こ
と
を
主
に
想

定
し
て
い
た
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
で
す
が
、「
遠

隔
地
で
の
大
規
模
災
害
の
救
援
活
動
に
寄
与

す
る
」
面
も
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
遠
隔
地

で
災
害
が
発
生
し
た
時
の
輸
送
方
法
、
ど
こ

に
何
が
あ
り
拠
出
で
き
る
か
な
ど
の
情
報
集

約
、
物
品
の
更
新
・
維
持
、
新
た
な
ス
ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
の
設
置
や
意
識
啓
発
・
情
報
提
供
、

他
宗
派
と
の
連
携
な
ど
、
様
ざ
ま
な
面
か
ら

設
置
寺
院
様
か
ら
も
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、

協
議
い
た
し
ま
し
た
。

　

熊
本
地
震
復
興
支
援
活
動
に
際
し
、
全
国

各
地
よ
り
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
て
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
熊
本
市
街
地
で

は
発
災
前
の
日
常
を
ほ
ぼ
取
り
戻
し
復
興
が

進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
震
源
地
の
益
城
・

阿
蘇
を
は
じ
め
と
し
た
熊
本
県
東
部
地
域
で

は
現
在
で
も
自
宅
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、

た
く
さ
ん
の
方
が
た
が
避
難
所
で
の
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

我
わ
れ
九
州
曹
洞
宗
青
年
会
は
夏
季
、
お

盆
の
時
期
を
挟
み
各
会
員
と
も
に
行
持
・
檀

務
が
続
き
、
大
幅
な
活
動
の
制
限
を
余
儀
な

く
さ
れ
思
う
よ
う
に
活
動
が
で
き
ず
、
大
変

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

９
月
か
ら
、
被
災
さ
れ
た
方
が
た
や
自
治

体
の
要
望
に
沿
っ
て「
食
事
の
炊
き
出
し
」
活

動
か
ら「
お
茶
会
」
活
動
へ
移
行
い
た
し
ま
し

た
。
今
後
は
お
茶
会
を
通
し
て
傾
聴
活
動
を

は
じ
め
と
し
た
心
の
ケ
ア
を
中
心
に
つ
と
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　

熊
本
復
興
は
道
半
ば
で
あ
り
ま
す
。
引
き

続
き
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

文
／
九
州
曹
洞
宗
青
年
会
会
長　

須
川
憲
司

　

平
成
28
年
８
月
30
日
夕
方
、
岩
手
県
大
船

渡
付
近
に
上
陸
し
た
台
風
10
号
に
よ
り
岩
手

県
内
、
北
海
道
内
で
河
川
の
氾
濫
や
土
砂
災

害
に
よ
っ
て
死
者
22
人
、
行
方
不
明
者
６
人

（
平
成
28
年
９
月
13
日
現
在
）と
い
う
尊
い
人

命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

　

全
曹
青
で
は
発
災
以
来
、
安
逹
会
長
の
元
、

冨
田
北
海
道
管
区
理
事
・
天
野
東
北
管
区
理

事
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
、
情
報
収
集
を
開

始
い
た
し
ま
し
た
。
岩
手
県
宮
古
市
内
の
宗

門
寺
院
で
は
、
土
砂
に
よ
る
一
時
孤
立
状
態

や
、
裏
山
の
土
砂
の
崩
落
に
よ
り
本
堂
裏
に

土
砂
が
流
出
し
た
な
ど
の
被
害
が
報
告
さ
れ
、

北
海
道
内
で
も
倒
木
に
よ
る
本
堂
屋
根
の
破

損
、
床
下
浸
水
の
被
害
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

岩
手
県
曹
洞
宗
青
年
会
・
北
海
道
第
二
宗

務
所
青
年
会
内
第
４
教
区「
照
心
会
」を
中
心

に
、
発
災
当
初
か
ら
寺
院
復
旧
作
業
・
一
般

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
・
支
援
物
資
を
配
給
す

る
な
ど
の
活
動
も
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

平成28年熊本地震 震災義捐金受付先
●名義：大分県曹洞宗青年会
　ゆうちょ銀行振込口座
　口座番号：01540-3-4527
● 名義：熊本県曹洞宗青年会
　ゆうちょ銀行振込口座
　口座番号：01760-0-117152

「震災義捐金として」と明記の上、必ず振込用紙でご送金
ください。尚、住所・氏名のご記入をお願い申し上げます。
匿名でのご送金はご遠慮ください。

平
成
28
年
熊
本
地
震

復
興
支
援
活
動
へ
の
御
礼

平
成
28
年
台
風
10
号

被
害
に
つ
い
て

復
興
支
援
部
会
議
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上／公園は、今もひび割れた泥が積もったまま
中／泥を一輪車に乗せては、屋外へ運び出す
下／泥の中からは、備品のテレビやストーブが

　

平
成
28
年
８
月
30
日
に
日
本
列
島
を
縦
断

し
た
台
風
10
号
は
、
東
北
地
方
や
北
海
道
に

大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
災
害
復

興
支
援
部
で
は
、
各
青
年
会
と
共
に
情
報
の

収
集
と
発
信
に
努
め
、
各
地
青
年
会
で
は
道

路
が
寸
断
さ
れ
て
い
た
初
期
段
階
か
ら
情
報

連
絡
や
支
援
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
中
で
、
９
月
26
日
に
岩
手
県
曹
洞
宗
青
年

会（
以
下
、
岩
曹
青
）の
活
動
に
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

前
日
に
岩
手
県
に
入
り
、
往
路
は
盛
岡
市

か
ら
閉
伊
川
沿
い
に
宮
古
市
に
向
か
う
ル
ー

ト
、
翌
日
の
復
路
は
岩
泉
町
か
ら
小
本
川
沿

い
に
盛
岡
市
に
戻
る
道
を
車
で
通
行
し
ま
し

た
。
両
河
川
と
も
氾
濫
の
痕
が
大
き
く
残
り
、

路
肩
が
削
ら
れ
片
側
交
互
通
行
に
な
っ
て
い

る
場
所
、
途
中
か
ら
流
さ
れ
て
無
く
な
っ
て

い
る
橋
、薙
ぎ
倒
さ
れ
た
電
柱
や
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
が
あ
り
、中
州
に
は
数
多
く
の
流
木
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。

　

９
月
26
日
午
前
、
岩
泉
町
小
本
防
災
セ
ン

タ
ー
に
は
岩
曹
青
会
員
の
他
に
、
曹
洞
宗
福

島
県
青
年
会（
以
下
、
曹
福
青
）の
４
人
の
方

も
合
流
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
へ
の
登

録
を
行
っ
て
か
ら
、
活
動
を
行
う
町
内
の「
中

里
地
区
交
流
セ
ン
タ
ー
」に
向
か
い
ま
し
た
。

　

こ
の
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、
堤
防
道
路
を
挟

ん
で
小
本
川
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
、
地
域
一
帯

を
覆
っ
た
泥
流
が
建
物
内
に
流
入
し
て
い
ま

し
た
。地
元
の
方
に
お
聞
き
す
る
と
、セ
ン
タ
ー

の
隣
に
あ
る
公
園
や
田
ん
ぼ
な
ど
に
も
泥
水

が
流
れ
込
ん
だ
そ
う
で
す
。
一
面
に
ひ
び
割
れ

た
泥
が
広
が
る
景
色
が
、
川
か
ら
溢
れ
た
泥

水
の
恐
ろ
し
さ
を
残
し
て
い
ま
し
た
。

　

岩
曹
青
で
準
備
い
た
だ
い
た
ス
コ
ッ
プ
や
手

押
し
車
、
更
に
地
元
の
方
か
ら
お
借
り
し
た

軽
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
を
使
い
、
建
物
内
の
堆
積

し
た
泥
を
屋
外
に
運
び
出
し
た
り
、
廃
棄
せ

ざ
る
を
得
な
い
も
の
を
集
積
所
ま
で
搬
出
し

ま
し
た
。
厚
さ
30
セ
ン
チ
ほ
ど
に
堆
積
し
た

泥
は
川
の
水
を
含
ん
で
非
常
に
重
く
、
ス
コ
ッ

プ
で
掬
っ
て
は
手
押
し
車
で
外
に
運
ぶ
作
業

を
合
計
13
人
で
繰
り
返
し
ま
し
た
。
朝
は
曇
っ

て
い
た
天
気
も
昼
に
は
日
差
し
も
出
た
こ
と

で
気
温
が
上
が
り
、
休
憩
を
挟
み
な
が
ら
室

内
の
運
び
出
し
も
汗
だ
く
で
作
業
を
続
け
ま

し
た
。
こ
の
日
は
建
物
内
の
泥
の
３
分
の
２
ほ

ど
を
屋
外
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

岩
曹
青
の
皆
様
は
、
久
慈
市
や
岩
泉
町
な

ど
計
十
数
回
の
支
援
活
動
を
行
っ
て
お
り
、

こ
の
日
の
よ
う
に
応
援
の
青
年
会
と
共
に
作

業
を
行
う
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。
曹
福
青

の
方
も「
来
て
み
な
け
れ
ば
こ
こ
ま
で
大
変

だ
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
」と
話
し
て
い
ま
し

た
。
被
害
が
大
き
い
為
に
一
日
で
は
終
わ
ら

な
い
作
業
も
多
く
、
今
回
の
中
里
地
区
交
流

セ
ン
タ
ー
も
、
そ
の
後
重
機
を
レ
ン
タ
ル
し

て
東
三
河
・
秋
田
・
山
形
の
各
曹
青
会
、
静

岡
第
二
宗
務
所
様
、
ま
た
地
元
中
学
生
の
応

援
を
得
て
周
辺
の
土
砂
の
撤
去
作
業
を
改
め

て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

交
通
孤
立
が
解
消
し
た
こ
と
で
物
資
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
は
入
っ
て
お
り
ま
す
が
、
復
旧

復
興
へ
の
道
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。

既
に
こ
の
日
の
曹
福
青
の
皆
様
の
よ
う
に
、

東
北
近
県
な
ど
多
く
の
青
年
会
の
皆
様
が
支

援
活
動
に
入
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
全
曹
青

も
引
き
続
き
情
報
の
発
信
に
努
め
つ
つ
、
支

援
活
動
の
マ
ッ
チ
ン
グ
な
ど
を
サ
ポ
ー
ト
し

て
ま
い
り
ま
す
。

文
／
広
報
委
員
長（
災
害
復
興
支
援
部
）　

　

宮
入
真
道

平
成
28
年
台
風
10
号

被
災
地
支
援
活
動
レ
ポ
ー
ト
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全 国 曹 洞 宗 青 年 会 の 活 動 は 皆 さ ま の 賛 助 費 に 支 え ら れ て お り ま す。
こ の 度 も ご 協 力 い た だ き 誠 に 有 難 う ご ざ い ま し た 。

226 常隆寺 様
263 慶徳寺 様
275 性源寺 様
276 龍雲寺 様
304 梵音寺 様
307 保福寺 様
311 長照寺 様
340 慶徳寺 様
400 定林寺 様
406 浄泉寺 様
449 松庵寺 様
461 正法寺 様

◆宮城県  
24 妙心院 様
59 清水寺 様
177 珠光寺 様
212 祥雲寺 様

308 洞仙寺 様

◆岩手県 
25 宝積寺 様
32 吉祥寺 様
120 菅生院 様
123 寶城寺 様
196 建高寺 様
232 龍昌寺 様
247 正福寺 様
269 龍泉寺 様

◆青森県  
19 宗徳寺 様
22 恵林寺 様
66 大慈寺 様
74 浮木寺 様
98 東光寺 様

100 澄月寺 様
105 東昌寺 様
158 見性寺 様
189 乘照寺 様

◆山形県第１  
36 久昌寺 様
52 栁澤寺 様
101 長泉寺 様
194 龍護寺 様
211 長泉寺 様
241 福昌寺 様
 
◆山形県第 2 
373 輪王寺 様
393 館山寺 様

◆山形県第３  
468 宗傳寺 様
734 東光寺 様
740 長應寺 様
 
◆秋田県 
10 歓喜寺 様
80 泉秀寺 様
83 大泉寺 様
85 寶圓寺 様
87 慶祥寺 様
165 能持院 様
174 満福寺 様
184 護昌寺 様
192 善福寺 様
209 満友寺 様
212 靈仙寺 様
216 向川寺 様

237 龍泉寺 様
261 見性寺 様
321 鏡得寺 様
343 松林寺 様

◆北海道第１  
482 龍仙寺 様
486 薬王寺 様
504 達磨寺 様

◆北海道第２ 
171 開原寺 様

◆北海道第 3 
195 定光寺 様
242 祗園寺 様
244 報國寺 様

東京都 青松寺 様
東京都 長泉寺 様
東京都 光寶寺 様
東京都 慈眼寺 様
東京都 松月院 様
東京都 梅岩寺 様
東京都 俊朝寺 様
東京都 泰宗寺 様
東京都 清巖寺 様
神奈川県 本覺寺 様
神奈川県 東照寺 様
埼玉県 醫王寺 様
群馬県 龍傳寺 様
群馬県 常仙寺 様
栃木県 傑岑寺 様
茨城県 定林寺 様
茨城県 龍心寺 様
茨城県 龍泉院 様
千葉県 中滝寺 様
千葉県 慶林寺 様
千葉県 観音寺 様
千葉県 満蔵寺 様
山梨県 宝鏡寺 様
静岡県 十輪寺 様
静岡県 宗心寺 様
静岡県 正泉寺 様
静岡県 福泉寺 様

静岡県 霊山寺 様
静岡県 盤龍寺 様
静岡県 宝持院 様
静岡県 福王寺 様
静岡県 林慶寺 様
愛知県 報恩寺 様
愛知県 全久院 様
愛知県 慈眼寺 様
愛知県 寶珠院 様
愛知県 成福寺 様
愛知県 洞牧寺 様
三重県 庭岩寺 様
三重県 宝泉院 様
三重県 安心寺 様
三重県 養泉寺 様
滋賀県 永寿院 様
京都府 善光寺 様
京都府 岩屋寺 様
京都府 苗秀寺 様
大阪府 臨南寺 様
兵庫県 三宝院 様
兵庫県 谷松寺 様
兵庫県 向榮寺 様
兵庫県 瑠璃持 様
広島県 龍仙寺 様
広島県 光禅寺 様
鳥取県 養光院 様

島根県 興源寺 様
島根県 藥師寺 様
島根県 完全寺 様
長崎県 鏡円寺 様
長崎県 智性院 様
佐賀県 元光寺 様
熊本県 地蔵院 様
熊本県 芳證寺 様
熊本県 神照寺 様
宮崎県 法泉寺 様
長野県 福泉寺 様
長野県 宗福寺 様
長野県 龍勝寺 様
長野県 向陽院 様
福井県 龍門寺 様
福井県 洞善寺 様
福井県 清福寺 様
新潟県 善昌寺 様
新潟県 花栄寺 様
新潟県 雲泉寺 様
福島県 石雲寺 様
福島県 慶徳寺 様
福島県 龍雲寺坐禅会  様
福島県 性源寺 様
福島県 長泉寺 様
福島県 長照寺 様
福島県 梵音寺 様

福島県 吉祥院 様
福島県 普光寺 様
福島県 正法寺 様
宮城県 清水寺 様
岩手県 宝積寺 様
岩手県 宝城寺 様
岩手県 正福寺 様
岩手県 菅生院 様
青森県 恵林寺 様
青森県 澄月寺 様
青森県 浮木寺 様
青森県 乘照寺 様
青森県 東光寺 様
山形県 宗傳寺 様
山形県 龍護寺 様
山形県 東光寺 様
山形県 久昌寺 様
秋田県 霊仙寺 様
秋田県 護昌寺 様
秋田県 歓喜寺 様
秋田県 泉秀寺 様
北海道 達磨寺 様
北海道 開原寺 様
北海道 定光寺 様

ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 感 謝 録
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◆東京都
3 俊朝寺 様
6 光寳寺 様
6 光寳寺 様
42 慈眼寺 様
90 梅岩寺 様
149 松月院 様
175 泰宗寺 様
177 清巖寺 様
239 宗保院 様

◆神奈川県第 1
312 保福寺 様
 
◆神奈川県第 2
1 本覺寺 様
10 隨流院 様
21 東照寺 様
394 長尾寺 様

◆埼玉県第 1
392 報恩寺 様
436 陽雲寺 様
 
◆埼玉県第 2  
280 醫王寺 様
 
◆群馬県  
83 常仙寺 様
99 龍傳寺 様
188 實相寺 様
194 善宗寺 様

◆栃木県  
52 傑岑寺 様
66 芳全寺 様
67 海潮寺 様
86 妙蕙寺 様

◆茨城県 
145 性山寺 様
160 定林寺 様
162 林翁寺 様
172 大聖院 様
182 龍心寺 様
197 長龍寺 様

◆千葉県  
7 満蔵寺 様
8 重俊院 様
25 萬福寺 様
29 慶林寺 様
45 大洞院 様
48 観音寺 様
90 等覚寺 様

194 中瀧寺 様
357 永福寺 様

◆山梨県  
59 信盛院 様
265 宝鏡寺 様

◆静岡県第 1 
4 大林寺 様
50 盤龍寺 様
152 宝持院 様
175 霊山寺 様
186 成安寺 様
391 十輪寺 様
463 栄昌寺 様
464 正泉寺 様
551 成道寺 様

◆静岡県第２  
259 常雲寺 様
362 福泉寺 様
363 観音寺 様
 
◆静岡県第３
678 宗心寺 様
988 福王寺 様

◆愛知県第１ 
28 長松院 様
82 成福寺 様
139 祇園寺 様
166 東陽寺 様
252 慈眼寺 様
313 長松寺 様
336 弥勒寺 様
375 春江院 様
607 林宗寺 様
635 永澤寺 様

◆愛知県第２  
813 全久院 様
872 傳法寺 様

◆愛知県第 3
428 寳珠院 様
431 報恩寺 様
525 極楽寺 様
557 楞厳寺 様

◆岐阜県 
162 清楽寺 様
182 光円寺 様
239 慈眼寺 様
240 林陽寺 様

◆三重県第 1
15 養泉寺 様
24 一心院 様
39 庭岩寺 様
83 凉泉寺 様
240 安心寺 様
246 寶泉院 様
269 大蓮寺 様

◆三重県第 2
371 光明寺 様
391 永明寺 様

◆滋賀県
186 三玄寺 様

◆京都府 
4 無学寺 様
26 岩屋寺 様
46 榮春寺 様
67 苗秀寺 様
166 龍澤寺 様
236 善光寺 様
378 徳昌寺 様
389 萬福寺 様

◆大阪府  
5 臨南寺 様
18 大倫寺 様
107 實相院 様
109 法蔵寺 様
 
◆兵庫県第１ 
9 三宝院 様
77 青龍寺 様
287 向榮寺 様
340 永春寺 様

◆兵庫県第２  
117 法円寺 様
121 德壽寺 様
134 谷松寺 様
160 瑠璃寺 様
173 瑞雲寺 様

◆岡山県  
3 長川寺 様
178 成興寺 様

◆広島県  
22 光禅寺 様
46 双照院 様
89 積善寺 様
158 西福寺 様

◆山口県  
25 弘済寺 様
72 真福寺 様
 
◆鳥取県  
139 養光院 様
143 瑞應寺 様
151 安国寺 様
158 補岩寺 様

◆島根県第 1  
332 興源寺 様

◆島根県第２  
18 萬松院 様
66 淨心寺 様
70 完全寺 様
119 常光寺 様
135 藥師寺 様
169 長安寺 様

◆愛媛県  
146 興雲寺 様

◆福岡県
28 桂木寺 様
117 長安寺 様
158 報恩寺 様

◆大分県
76 福厳寺 様
 
◆長崎県第１  
23 智性院 様
26 鏡圓寺 様
32 正應寺 様
78 宝泉寺 様

◆佐賀県
150 元光寺 様

◆熊本県第 1  
48 神照寺 様
60 含蔵寺 様

◆熊本県第 2  
78 地藏院 様
105 芳證寺 様

◆宮崎県  
6 祐國寺 様
35 法泉寺 様

◆長野県第 1 
12 松巖寺 様

38 耕雲庵 様
66 寶蔵院 様
105 福泉寺 様
121 浄光庵 様
130 福泉寺 様
346 向陽院 様

◆長野県第２ 
389 宗福寺 様
400 長久寺 様
491 龍勝寺 様
512 浄蓮寺 様
557 広正寺 様

◆福井県  
69 龍門寺 様
242 清福寺 様
265 西方寺 様
272 洞善寺 様
291 福聚寺 様

◆新潟県第１ 
390 東禅寺 様
397 善昌寺 様
496 長樂寺 様

◆新潟県第 2 
723 海潮寺 様

◆新潟県第３ 
530 花栄寺 様
580 賞泉寺 様
 
◆新潟県第４ 
23 観音寺 様
53 英林寺 様
228 雲泉寺 様
265 東林寺 様
749 蓬林寺 様
817 日照寺 様
 
◆福島県  
41 石雲寺 様
62 仙林寺 様
79 西松寺 様
94 松蔵寺 様
101 成林寺 様
103 小国寺 様
110 龍徳寺 様
111 普光寺 様
112 耕雲寺 様
121 長泉寺 様
133 永禄寺 様
173 長慶寺 様
209 吉祥院 様

平成28年7月1日〜平成28年9月30日取扱い分

賛 助 費 浄 納 御 芳 名 簿
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今
期
か
ら
新
た
に
発
足
い
た
し
ま

し
た
国
際
委
員
会
は
、
国
際
布
教
活

動
、
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
そ

し
て
国
際
交
流
活
動
の
３
つ
の
矢
を

基
に
活
動
し
て
お
り
ま
す
。
先
ず
国

際
布
教
活
動
と
は
、
曹
洞
宗
並
び
に

日
本
仏
教
界
が
こ
れ
ま
で
長
年
に
渡

っ
て
邁
進
し
て
き
た
海
外
で
の
布
教

活
動
を
修
学
す
る
と
と
も
に
、
日
本

に
い
る
多
く
の
外
国
人
に
対
し
、
日

本
仏
教
、
特
に
曹
洞
宗
へ
の
見
地
を

広
め
る
活
動
で
す
。
次
に
国
際
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
と
は
、
こ
こ
数
年
、

日
本
の
み
な
ら
ず
海
外
各
地
で
発
生

し
て
い
る
災
害
に
対
し
、
実
際
に
現

地
へ
赴
き
、
被
災
し
た
方
が
た
に
対

し
、
支
援
活
動
を
行
い
ま
す
。
最
後

に
国
際
交
流
活
動
と
は
、
今
ま
で
の

歴
史
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
第
21
期
の

『
笑
顔
の
君
と　

お
な
じ
空
を
見
上

げ
て
』
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、

全
世
界
の
青
年
仏
教
徒
と
の
交
流
を

深
め
、
仏
教
文
化
の
宣
揚
と
世
界
平

和
の
進
展
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、

日
本
仏
教
の
更
な
る
理
解
を
得
る
た

め
の
国
際
交
流
、
並
び
に
国
際
的
な

仏
教
活
動
へ
の
積
極
参
加
、
さ
ら
に
、

そ
の
活
動
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
、

次
世
代
を
担
う
人
材
の
発
掘
と
国
際

感
覚
を
備
え
た
人
材
の
育
成
を
目
指

し
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
数
年
、
社
会
で
は
ま
す
ま
す

国
際
化
が
進
み
、
ま
た
、
多
く
の
外

国
人
観
光
客
が
訪
日
し
て
お
り
、
仏

教
社
会
で
も
他
人
事
で
は
無
く
な
っ

て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
僧

侶
な
り
と
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
、

感
覚
を
持
つ
こ
と
が
必
要
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
国
際
委
員
会
と
し
て
は
、

今
後
と
も
出
来
る
限
り
様
ざ
ま
な
情

報
発
信
や
、
ま
た
海
外
活
動
を
考
え

て
お
り
ま
す
の
で
、
皆
様
に
も
ご
参

加
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま

す
。滋

賀
県
曹
洞
宗
青
年
会
か
ら
、
20

期（
国
際
特
別
委
員
）に
引
き
続
き
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

国
際
活
動
と
聞
く
と
言
語
の
違
い

や
文
化
の
違
い
に
戸
惑
う
事
も
あ
り

ま
す
が
、
接
す
る
方
が
た
は
皆
同
じ

仏
教
徒
で
あ
り
、
こ
の
絆
を
よ
り
多

く
の
僧
侶
そ
し
て
檀
信
徒
の
皆
様
と

共
有
出
来
る
よ
う
、
微
力
な
が
ら
精

進
い
た
し
ま
す
。

山
形
曹
洞
宗
青
年
会
か
ら
国
際
委

員
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。 

宗
門
の
国
際
布
教
は
予
て
よ
り
広

く
世
界
で
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
活
動
や
現
状
は
日
本
国
内
で
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
今

委
員
会
の
活
動
を
通
し
て
、
世
界
各

地
で
等
し
く
仏
教
や
曹
洞
禅
を
信
仰

す
る
方
が
た
と
の
交
流
を
図
り
、
そ

の
声
を
お
届
け
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

曹
洞
宗
愛
知
県
第
二
宗
務
所
青
年

会
か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
大
橋
康
道
と
申
し
ま
す
。 

栖
川
委
員
長
と
は
古
く
か
ら
付
き

合
い
が
あ
り
、
縁
あ
っ
て
国
際
委
員

と
し
て
活
動
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
、
光
栄
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

つ
な
が
り
を
大
事
に
し
、
精
一
杯
頑

張
っ
て
い
き
ま
す
。

 

京
都
曹
洞
宗
青
年
会
か
ら
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
尾
谷
弘

哉
と
申
し
ま
す
。

は
じ
め
て
の
経
験
で
至
ら
ぬ
処
も

多
多
ご
ざ
い
ま
す
が
、
力
の
限
り
努

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

国
際
委
員
会
紹
介

栖川直道
委員長

森　孝基
副委員長

松田英寿
委員

尾谷弘哉
委員

大橋康道
委員
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わ
た
し
た
ち
曹
洞
宗
の
僧
侶
が
仏
教
的
な
内
容

を
他
者
に
伝
え
る
と
き
、
何
か
特
別
な
こ
と
で
も

な
い
限
り
曹
洞
禅
を
ベ
ー
ス
に
し
た
物
言
い
に
な

る
。
こ
れ
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
聞
こ

え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
自
覚
し
て
い
な
い
と
足

も
と
を
す
く
わ
れ
る
結
果
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
曹
洞
宗
と
い
う
集
団
に
所
属
し

て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
私
た
ち
の
認
識
に
無
意

識
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
社
会
心
理
学
で
い
う

と
こ
ろ
の“
内
集
団
バ
イ
ア
ス
”
が
か
か
り
や
す
く

な
る
。
内
集
団
バ
イ
ア
ス
と
は
、「
自
分
が
所
属
し

て
い
る
集
団
ま
た
は
成
員
は
、
実
際
に
は
優
劣
の

差
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
集
団
と
比
べ
て

優
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
無
意
識
の
心
理
状
態
」の

こ
と
だ
が
、
我
わ
れ
に
置
き
換
え
て
考
え
て
み
る

と
、
自
分
た
ち
の
所
属
す
る
曹
洞
宗
を
無
意
識
の

う
ち
に
贔
屓
す
る
あ
ま
り
、
他
宗
派
・
他
宗
教
の

こ
と
を
軽
ん
じ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
軽
ん
じ
る
の
か
と
い
う
と
、

多
く
の
場
合
、
一
般
的
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
他
宗
派
・
他
宗

教
を
間
違
っ
て
理
解
し
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
そ

れ
以
上
の
関
心
を
持
て
な
く
な
る
の
で
、
こ
れ
に

関
し
て
思
考
停
止
し
て
し
ま
う
の
だ
。
ど
こ
の
誰

が
言
っ
た
か
も
分
か
ら
な
い「
○
○
宗
は
△
△
と
い

う
教
え
」と
い
う
言
説
を
、
自
分
で
精
査
す
る
こ
と

も
な
く
、
曹
洞
宗
の
宗
旨
と
の
比
較
の
中
で
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
に
語
ら
れ
る
様
子
を
実
際
に
見
聞
き
し
た

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

も
し
く
は
、
自
分
自

身
が
や
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

こ
れ
ま
で
、
た
く
さ
ん
の
僧
侶
と
話
を
し
て
き

て
、何
度
も
そ
う
い
う
場
面
に
出
く
わ
し
た
。ま
た
、

他
宗
の
人
か
ら
、
間
違
っ
た
曹
洞
禅
の
理
解
を
前

提
に
見
当
違
い
な
批
判
を
さ
れ
て
困
り
果
て
た
こ

と
も
あ
る
。
翻
っ
て
み
れ
ば
か
つ
て
の
わ
た
し
も
、

他
力
本
願
を
宗
旨
と
す
る
浄
土
真
宗
の
人
に
、知
っ

た
か
ぶ
り
を
し
て「
真
宗
さ
ん
は
他
人
任
せ
の
教
え

な
ん
で
す
よ
ね
？
」な
ど
と
勘
違
い
発
言
を
し
、
恥

を
か
い
た
経
験
が
あ
る
。
そ
う
い
う
経
緯
も
あ
っ

て
、
わ
た
し
は
ま
ず
他
宗
派
・
他
宗
教
の
信
仰
者

と
し
っ
か
り
と
し
た
対
話
を
通
し
て
、
理
解
を
深

め
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
、
道
元
禅

師
は『
弁
道
話
』の
中
で「
又
、
読
経
、
念
仏
等
の

つ
と
め
に
う
る
と
こ
ろ
の
功
徳
を
、
な
ん
ぢ
し
る

や
い
な
や
。
た
だ
し
た
を
う
ご
か
し
、
こ
え
を
あ

ぐ
る
を
仏
事
功
徳
と
お
も
へ
る
、
い
と
は
か
な
し
。」

と
否
定
し
て
お
り
、
道
元
禅
師
は『
正
伝
の
仏
法
』

と
し
て
の
坐
禅
を
重
ん
じ
た
の
だ
か
ら
、
他
宗
へ

の
理
解
を
深
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
方
も
お

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
正
伝
の
仏
法
』と
は
、

文
字
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
、
自
己
の
主
張

が
釈
尊
と
直
結
す
る
唯
一
無
二
の
正
当
性
を
担
保

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
榑

林
皓
堂『
道
元
禅
の
研
究
』に
い
う
「
教
禅
未
分
以

前
の
全
一
の
仏
法
」や「
諸
宗
派
を
分
流
発
展
せ
し

め
る
以
前
の
純
一
の
仏
法
」、
つ
ま
り
、
釈
尊
成
道

後
の
教
説
を
正
し
く
踏
襲
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

そ
も
そ
も
釈
尊
が
成
道
に
到
る
に
あ
た
っ
た
と
こ

ろ
の
純
一
な
る“
坐
禅
”
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
つ
ま
り
、
上
座
部
、
大
乗
関
係
な
く
釈
尊

成
道
後
の
全
て
の
教
え
の
元
と
な
っ
た“
坐
禅
”
を

指
す
わ
け
だ
か
ら
、
我
わ
れ
曹
洞
宗
侶
の
立
場
か

ら
い
え
ば
、
経
典
を
読
み
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念

仏
を
唱
え
る
こ
と
の
中
に
も
、『
正
伝
の
仏
法
』を
観

ず
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

有
り
難
い
こ
と
に
、
わ
た
し
は
10
年
以
上
前
か

ら
仏
教
系
ウ
ェ
ブ
マ
ガ
ジ
ン「
虚
空
山
彼
岸
寺
」
や

東
京
愛
宕
の
青
松
寺
で
開
か
れ
て
い
た「
ボ
ー
ズ
・

ビ
ー
・
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
」
な
ど
で
、
全
国
各
地
に
点

在
す
る
超
宗
派
の
僧
侶
た
ち
と
関
わ
る
機
会
を
得

て
い
た
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
各
宗
派
の
人
び
と
と

仏
教
に
つ
い
て
語
り
合
う
に
つ
れ
、
他
宗
の
思
想

に
つ
い
て
色
い
ろ
と
理
解
す
る
こ
と
も
増
え
、
何

よ
り
、
曹
洞
禅
に
つ
い
て
誤
解
を
取
り
除
く
良
い

機
会
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

　

知
り
も
し
な
い
で
他
の
思
想
を
否
定
す
る
の
で

は
な
く
、
し
っ
か
り
と
耳
を
傾
け
た
上
で
対
話
を

行
い
、
相
手
へ
の
理
解
を
深
め
、
自
分
の
こ
と
を

伝
え
て
い
く
中
で
、
曹
洞
禅
に
対
す
る
自
己
の
向

き
合
い
方
も
よ
り
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
曹
洞
禅
に
つ

い
て
学
び
続
け
る
の
は
当
然
の
こ
と
、
他
宗
派
・

他
宗
教
に
つ
い
て
も
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
が
大
切

で
は
な
い
か
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

宗
教
間
対
話
の

ス
ス
メ

連
載  

伝
え
方
の
デ
ザ
イ
ン

曹
洞
宗
八
屋
山
普
門
寺
副
住
職　
　
　

吉
村
昇
洋
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　夏が終わり、秋になりました。毎日の生活を大切に
していると思います。
　最近は、暗いニュースが多いです。特に地震が多い
のですが、日本は大丈夫なのかと思うことがあります。
だけど、暗いことばかり考えないで大切なことは、
笑顔を忘れないことです。
　笑顔になれば幸せな気持ちになれるし、まわりの人
も幸せに出来ます。笑顔は大切ですね。
　笑顔を忘れないということ、毎日を大切に生活をする。
それこそが一番、大切なことだと思います。
　誰かが言っていました。

「今日という日は、昨日亡くなった誰かが必死に生き
ようとした明日なんだ」

　この言葉を聞いて、何か感じる思いがありました。
今回の『SOUSEI』175号を見てもらった時に何かを
感じてもらえたらうれしいです。

文／広報委員　閑野文隆

　9月26日から30日にかけて、韓国・ソウルで世界仏
教徒青年連盟（WFBY）の第19回世界大会が開催され
ました。
　9月27日の本会議には12カ国から21団体が参加し、
2018年までの新執行部が選出され、全日本仏教青年
会からは村山博雅顧問が、世界仏教徒青年連盟会長
代行に選出されました。
　全国曹洞宗青年会は、全日本仏教青年会を通じて
世界仏教徒青年連盟に加盟しております。村山師は
現在、全国曹洞宗青年会の顧問もお務めいただいて
おります。また全国曹洞宗青年会からは、倉島副会長
が青少年教化委員会副委員長、松岡第19期会長がア
ドバイザーに就任されることとなりました。
　近年、世界情勢の不安だけでなく異常気象や自然
災害が多発する中で、宗派の垣根を超え、国の垣根
も超えて仏教を信仰する者が交流し団結する機運が
高まっております。当会としても引き続き、日本を代
表して世界で活躍される村山博雅会長代行と共に活
動してまいります。

日 時／ 平成29年2月16日（木）
 　12:30 受付
 　13:00 開講式・研修〜18:30
 2月17日（金）
 　 9:00 〜12:00 研修・散会
場 所／ ホテル サンルート広島
 （広島県広島市中区大手町3-3-1）

講　　師／ ・臨床心理士　近藤卓氏
　　　　　　（山陽学園大学生活心理学科教授・
  日本いのちの教育学会会長）
 ・全曹青『観世ふぉん』電話相談員　
参加定員／60人
参 加 費／7,000円
威　　儀／改良衣（受講中は作務衣も可）
持 ち 物／筆記用具等をお持ちください。
そ の 他／宿泊は参加者各自でお手配・ご支弁ください。
・お申し込みは氏名・寺院名・連絡先を明記の上、
　下記E-mailまたはFAXにお知らせください。
　　　　E-mail ／ mini-mikan@io.ocn.ne.jp
　　　　FAX ／ 089-907-9500（ともに担当:中川）
締 切 日／2月10日（金）
問 合 せ／電話 090-3461-8710（担当:中川）

　全国曹洞宗青年会では、『観世ふぉん』電話
相談事業等で現在まで培った傾聴に関する研
修プログラムを再構築し、『傾聴研修会』として
開催いたします。
　寺院の玄関先や檀務等の際、檀信徒および
一般の方がたと相対する中で、ともに向き合
うことが僧侶として大切な役目となっていま
す。相手の立場や想いを尊重し、一心に耳を
傾けます。その寄り添いの中で、悲しみや苦
しみで心が詰まっていた方が自然な流れで自
分の道を見出せるようになればと考えます。
傾聴する対象は特別な環境で苦しんでいる人
たちだけではなく、ごく当たり前の日常を生
きる方がたです。何とか力になりたい、支え
となりたいと想い寄り添う、その手段と姿勢
を学びます。
　今回、広島県広島市で開催する研修会では

“笑顔の君とおなじ空を見上げて”のテーマで
開催いたします。傾聴の実践を通して現代社
会で苦悩する人たちに笑顔が生まれる一助と
していただければと考えます。ご多忙中とは
存じ上げますが、是非ともご参集くださいま
す様、お願い申し上げます。

全国曹洞宗青年会
『傾聴研修会』のご案内

編集後記 WFBY 世界大会


