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　「
禅
」に
興
味
を
持
つ
人
が
国
内
外
に
増

え
て
い
ま
す
。
今
号
で
は
海
外
か
ら
見
る

「
禅
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
肌
で
感

じ
る
べ
く
、
世
界
か
ら
修
行
僧
を
受
け
入

れ
て
い
る
岡
山
県
の
洞
松
寺
様
を
訪
ね
ま

し
た
。
前
半
部
で
は
同
寺
堂
頭
の
鈴
木
聖

道
老
師
と
修
行
僧
の
お
二
方
と
の
鼎
談
を

通
し
て
、
異
文
化
か
ら
見
た「
禅
」
を
考
え

ま
す
。
特
集
の
後
半
で
は
洞
松
寺
で
の
修

行
体
験
の
様
子
を
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

特
集異

文
化
と
し
て
の

禅
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─
無
住
で
あ
っ
た
洞
松
寺
を
復
興
し
、
僧
堂
を
開

か
れ
た
き
っ
か
け
と
は
？

鈴
木
堂
頭
／
こ
こ
洞
松
寺
は
前
住
の
赤
松
月
船
老

師
の
後
、
長
ら
く
無
住
で
廃
墟
の
よ
う
に
な
っ
て

お
り
ま
し
た
。
当
時
の
私
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国

し
て
愛
媛
県
の
瑞
應
寺
に
入
り
、
修
行
後
は
法
事

の
最
初
と
最
後
に
5
分
間
の
坐
禅
を
取
り
入
れ
た

り
、
坐
禅
堂
の
建
立
に
も
励
ん
で
お
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
折
、
洞
松
寺
の
住
職
に
と
い
う
お
話
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
初
は
お
断
り
し
て
い
ま
し

た
が
、
実
際
に
伽
藍
の
様
を
見
て
迷
っ
た
末
に
、

な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
と
決
心
し
た
の
が
復
興
の

き
っ
か
け
で
す
。

　

当
初
は
梁
が
禅
堂
の
屋
根
を
突
き
破
っ
て
い
て
、

コ
ウ
モ
リ
ま
で
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
先
ず

は
掃
除
に
通
う
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
最
初
の

３
カ
月
は
コ
ウ
モ
リ
と
一
緒
に
坐
禅
を
し
て
お
り

ま
し
た
。
そ
の
後
に
遠
縁
の
和
尚
さ
ま
と
二
人
で

住
む
よ
う
に
な
り
、
災
害
時
用
の
ガ
ス
缶
で
お
粥

を
炊
い
て
参
禅
の
方
々
と
共
に
食
べ
た
も
の
で
す
。

　

も
う
10
年
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
頃
か
ら
今
も

毎
朝
坐
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
や
、
町
の
役
場
の

職
員
さ
ん
方
な
ど
も
坐
り
に
こ
ら
れ
ま
す
。
私
は

何
も
せ
ず
、
た
だ
坐
っ
て
い
た
だ
け
で
す
が
、
門

葉
の
寺
院
の
皆
様
や
13
軒
の
檀
信
徒
の
皆
様
、
参

禅
の
皆
様
に
背
中
を
押
し
て
い
た
だ
い
て
、
こ
う

し
て
復
興
で
き
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

─
縁
の
繋
が
り
か
ら
今
の
形
に
整
っ
て
き
た
と
？

鈴
木
堂
頭
／
そ
う
で
す
ね
。
先
住
地
で
海
外
の
方

の
坐
禅
も
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
、
最
初
は
そ
の
延

長
で
し
た
。
だ
か
ら
僧
堂
に
な
る
前
か
ら
外
国
の
方

も
来
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
平
成
21
年
に
正
式
に
開

単
し
、
そ
こ
か
ら
は
よ
り
本
格
的
に
外
国
の
方
の
受

け
入
れ
も
始
め
、
平
成
26
年
に
曹
洞
宗
宗
務
庁
か

ら
お
話
を
い
た
だ
き
、
宗
立
専
門
僧
堂
が
併
設
さ

れ
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
ま
た「
輪
」
が
広
が
っ
て
さ
ら
に

沢
山
の
方
が
修
行
に
こ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
入
制（
特
別
な
修
行
期
間
）の
頃
に
は
20
人
前

後
に
な
り
ま
す
の
で
、
行
持
を
全
て
経
験
で
き
ま

す
し
、僧
堂
で
の
食
事
も
行
い
ま
す
。
縁
の
繋
が
っ

た
形
で
す
か
ら
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

─
無
門
師
の
上
山
の
き
っ
か
け
は
？

無
門
師
／
私
は
10
代
の
頃
に
本
を
読
ん
で「
禅
」に

興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
日
本
文
化
に
興
味
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
空
手
と
坐
禅
に
取
り
組
ん
で
い
ま

堂
頭 

鈴
木
聖
道
老
師

鼎
談
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し
た
が
、
い
つ
し
か
お
坊
さ
ん
に
な
り
た
い
と
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

１
９
９
０
年
に
チ
リ
人
の
師
匠
と
出
会
い
、

１
９
９
２
年
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
出
家
し
ま
し
た
。

そ
し
て
日
本
で
の
修
行
の
た
め
に
６
年
前
に
こ
の

洞
松
寺
に
送
っ
て
も
ら
い
、
今
に
至
り
ま
す
。

─
出
家
に
ま
で
至
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

無
門
師
／
生
と
死
に
つ
い
て
考
え
る
中
で
、
そ
こ

に
答
え
を
出
す
た
め
に
は
余
計
な
も
の
を
捨
て
、

ひ
た
す
ら
に
坐
り
、
自
己
と
向
き
合
う
こ
と
が
必

要
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
た
し
か
に
坐
禅
は
出

家
し
な
く
て
も
で
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
趣
味
の
ま

ま
で
は
納
得
の
い
く
答
え
に
は
辿
り
着
け
な
い
と

思
い
、
出
家
を
決
意
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
、
も
う
一
つ
僧
侶
を
目
指
す
理
由
が

あ
り
ま
す
。
日
本
に
来
て
東
北
の
震
災
を
知
っ
た

時
、
僧
侶
と
し
て
誰
か
の
支
え
に
な
り
た
い
と
思
っ

た
の
で
す
。
自
分
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
誰
か

の
助
け
に
も
な
れ
る
僧
侶
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

─
靖
史
師
は
無
門
師
の
よ
う
な
海
外
か
ら
の
出
家

者
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
は
？

靖
史
師
／
そ
う
で
す
ね
。
坐
禅
に
対
す
る
姿
勢
を

外
国
の
方
か
ら
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
多
い

で
す
。
私
は
お
寺
で
生
ま
れ
ま
し
た
か
ら
、
や
は

り
職
業
と
し
て
の
「
お
坊
さ
ん
」
が
認
識
に
あ
る

の
で
、
生
き
方
と
し
て
の
「
お
坊
さ
ん
」
を
突
き

詰
め
て
真
摯
に
取
り
組
む
無
門
師
の
姿
に
ハ
ッ
と

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

─
外
国
の
方
が
多
い
僧
堂
を
選
ん
だ
理
由
は
？

靖
史
師
／
父
と
兄
も
瑞
應
寺
で
修
行
し
て
い
た
の

で
、
同
寺
に
お
ら
れ
た
堂
頭
老
師
が
新
た
に
僧
堂

を
開
か
れ
て
、
外
国
の
方
々
を
大
勢
受
け
入
れ
て

い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
外
国
の
方
が
沢
山
い

ら
っ
し
ゃ
る
環
境
は
自
分
に
と
っ
て
良
い
経
験
に

な
る
と
思
い
、
こ
の
洞
松
寺
を
選
び
ま
し
た
。

─
言
葉
や
文
化
の
違
い
に
不
安
は
な
か
っ
た
？

靖
史
師
／
皆
さ
ん
優
し
そ
う
で
不
安
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
実
際
に
上
山
し
て
自
分
の

甘
さ
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
電
話
の
対
応

な
ど
、
少
な
い
日
本
人
と
し
て
率
先
し
て
動
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
場
面
も
多
い
で
す
か
ら
。

　

言
葉
は
久
し
ぶ
り
に
単
語
帳
を
開
い
て
挑
戦
し

ま
し
た
。
こ
れ
を
い
い
機
会
と
考
え
て
、
も
う
一

度
基
本
か
ら
や
り
直
そ
う
と
い
う
気
持
ち
で
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

─
無
門
師
が
実
際
に
上
山
し
て
驚
い
た
こ
と
は
？

無
門
師
／
そ
れ
は
経
験
す
る
物
事
、
全
部
で
す
！ 

故
郷
に
い
た
時
は
坐
禅
し
か
し
な
い
環
境
で
し
た

か
ら
、
坐
る
こ
と
以
外
は
全
て
初
め
て
の
驚
き
で

し
た
。
法
要
も
托
鉢
も
、
毎
日
の
お
勤
め
全
て
が

驚
き
で
す
。

靖
史
師
／
大
根
を
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

と
呼
ぶ
の
で
、
食
べ
た
こ
と
あ
る
？ 

と
海
外
僧
の

方
に
聞
い
て
み
る
と
、「
い
や
食
べ
た
こ
と
無
い
」と

の
答
え
が
返
っ
て
き
た
り
。「
君
た
ち
に
と
っ
て
の

当
た
り
前
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
全
て
驚
き
だ

よ
」と
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

外
国
か
ら
来
ら
れ
た
方
に
と
っ
て
は
、
本
当
に

『
全
部
』が
新
し
い
驚
き
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

─
共
同
生
活
を
送
る
上
で
お
互
い
に
気
を
つ
け
て

い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

無
門
師
／
こ
れ
に
つ
い
て
も
全
部
で
す
！ 

初
め
て

の
こ
と
ば
か
り
で
す
か
ら
、
何
に
で
も
気
配
り
が

必
要
で
す
。

　

し
か
し
、
仏
道
の
ル
ー
ル
を
第
一
に
尊
重
し
て

生
活
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
を
基
本
に
お
い
て
、

ど
う
し
て
も
と
な
る
部
分
を
尊
重
し
合
え
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
化
の
違
い
が
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

靖
史
師
／
食
べ
る
と
ア
レ
ル
ギ
ー
症
状
が
出
る
も

の
は
、
食
べ
ら
れ
る
人
が
食
べ
ま
す
。
他
に
も
故

郷
の
食
文
化
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
苦
手
な
物

も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
無
門
さ
ん
は
ワ
カ
メ
が

食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。

無
門
師
／
ワ
カ
メ
と
、
海
苔
や
海
藻
が
苦
手
で
す
。

あ
と
納
豆
も
苦
手
で
す
ね
…
。

靖
史
師
／
納
豆
の
時
は
印
象
的
で
、
ト
ラ
イ
す
る

人
も
い
れ
ば
断
念
す
る
人
も
い
て
、
な
ん
だ
か
ホ
ー

ム
ド
ラ
マ
の
コ
メ
デ
ィ
シ
ー
ン
の
よ
う
で
し
た
。

　

そ
ん
な
色
ん
な
こ
と
に
挑
戦
し
な
が
ら
の
生
活

で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
と
な
る
部
分
を
無
理
に

強
制
す
る
の
で
は
な
く
て
、
苦
手
な
物
も
認
め
合

う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
学
び
ま
し
た
。

修
行
僧 

無
門
師 Savoy alejandro
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─
僧
堂
全
体
で
気
を
遣
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
？

鈴
木
堂
頭
／
や
は
り
言
葉
が
問
題
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
最
初
慣
れ
る
ま
で
は
気
を
つ
け

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
慣
れ
て
く
る
と

言
葉
の
問
題
は
些
細
な
も
の
だ
と
気
付
き
ま
す
。

修
行
は
黙
っ
て
行
う
こ
と
で
す
か
ら
。

靖
史
師
／
今
も
フ
ラ
ン
ス
語
は
大
丈
夫
だ
け
ど
英

語
は
あ
ま
り
と
い
う
方
が
い
ま
す
。
分
か
る
方
に

フ
ラ
ン
ス
語
を
英
語
に
通
訳
し
て
も
ら
い
、
さ
ら

に
英
語
を
日
本
語
に
通
訳
し
た
り
し
て
い
ま
す
ね
。

─
一
般
の
参
禅
の
方
も
多
い
よ
う
で
す
ね
。

鈴
木
堂
頭
／
こ
こ
で
出
家
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

参
禅
し
て
い
る
者
が
今
も
お
り
ま
す
。
古
い
衣
や

法
具
を
宗
務
庁
様
や
全
国
の
御
寺
院
様
か
ら
い
た

だ
い
て
、
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。
海
外
で
は

売
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
日
本
で
買
う
と
高
価
で
す

か
ら
。
皆
様
の
ご
支
援
も
あ
っ
て
、
参
禅
者
も
僧

侶
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

─
観
光
で
外
国
の
方
が
お
寺
に
訪
ね
て
く
る
こ
と

も
増
え
、
戸
惑
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

ど
ん
な
お
寺
が
増
え
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
か
？

無
門
師
／
原
点
に
帰
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
時

代
や
場
所
に
よ
っ
て
ス
タ
イ
ル
は
変
わ
っ
た
と
し

て
も
、「
禅
」を
求
め
る
人
が
い
る
こ
と
は
変
わ
り
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
原
点
の「
禅
」
を
時
代
に
合
わ

せ
た
形
で
大
切
に
し
、
そ
の
上
で
先
ず
は
し
っ
か

り
と
坐
禅
を
実
践
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

靖
史
師
／
も
っ
と
大
ら
か
に
な
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
の
僧
堂
生
活
で
、
は
ね
つ
け
る
よ
り
受
け
入

れ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
ま
し
た
。「
今
ま
で
」に

固
執
す
る
こ
と
な
く
、
世
情
の
変
化
も
良
い
こ
と

も
悪
い
こ
と
も
先
ず
は
受
け
入
れ
、
そ
こ
か
ら
適

し
た
形
に
整
え
て
い
く
。
堂
頭
老
師
が
そ
ん
な
お

方
な
の
で
私
も
そ
う
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

─
堂
頭
老
師
か
ら
み
て
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

鈴
木
堂
頭
／
私
は
海
外
か
ら
の
僧
侶
も
日
本
の
僧

侶
も
分
け
隔
て
無
く
考
え
て
い
ま
す
。
皆
が
同
じ

よ
う
に
修
行
出
来
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

国
も
文
化
も
言
葉
も
違
う
僧
が
集
ま
り
和
合
す

る
。
皆
で
や
る
か
ら
良
い
の
で
す
。
確
か
に「
違
い
」

か
ら
く
る
難
し
さ
は
有
る
。
し
か
し
そ
こ
に
囚
わ

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら
、
ど
ん
な
寺
院
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と

で
、
特
別
に
考
え
過
ぎ
な
い
こ
と
で
す
。
来
ら
れ

た
方
を
特
別
扱
い
せ
ず
に
、
あ
く
ま
で
そ
こ（
一
般

寺
院
）は
修
行
の
場
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
だ
か
ら

坐
禅
も
し
て
い
た
だ
い
た
ら
良
い
で
す
ね
。

─
ど
の
お
寺
も
「
修
行
道
場
」
た
る
自
覚
を
持
つ
べ

き
だ
と
？

鈴
木
堂
頭
／
え
え
。
で
も
厳
し
く
す
れ
ば
良
い
と

い
う
も
の
で
も
な
い
。
住
職
さ
ん
は
皆
そ
れ
ぞ
れ

堂
頭
老
師
で
す
。
だ
か
ら
集
ま
っ
た
人
達
そ
れ
ぞ

れ
の
長
所
と
短
所
を
よ
く
理
解
し
て
、
そ
の
人
に

合
っ
た
指
導
を
し
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

そ
こ
が
正
に
修
行
力
が
表
れ
る
所
で
す
よ
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
衣
を
脱
が
な
い
こ
と
で
す
。

最
近
は
町
を
法
衣
で
歩
く
方
も
減
り
ま
し
た
。
で

も
僧
侶
を
見
か
け
る
だ
け
で
人
は
悪
心
が
あ
っ
て

も
良
心
に
変
わ
る
も
の
で
す
よ
。
全
国
の
僧
侶
が

法
衣
を
着
て
市
中
を
歩
い
て
み
れ
ば
ど
れ
だ
け
の

人
の
心
を
照
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
か
、
き
っ
と
世

の
中
に
灯
り
を
と
も
す
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
。

─
道
に
お
地
蔵
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
も
同
じ
よ

う
な
意
味
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

鈴
木
堂
頭
／
そ
の
通
り
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は

無
く
て
、
良
い
縁
を
結
ぶ
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す

よ
。
良
い
お
香
の
香
り
で
す
ね
と
よ
く
声
を
か
け

ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
話
が
始
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
良
い
縁
に
な
っ
た
り
も
す
る
の
で
す
。

　

そ
う
し
て
言
葉
よ
り
何
よ
り
「
行
ず
る
」こ
と
が

本
当
に
大
切
で
す
。
そ
う
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
う

ち
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

─
こ
こ
で
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
本
当

に
垣
根
が
無
い
こ
と
、
日
本
人
も
外
国
人
も
一
緒

だ
と
感
じ
ま
し
た
。

鈴
木
堂
頭
／
そ
う
で
す
。
皆
同
じ
で
大
差
は
な
い

の
で
す
。alm

ost!（
些
細
な
差
で
す
！
）

無
門
師
／
私
は
ま
だ
修
行
中
の
身
で
人
に
禅
を
教

え
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
苦
し

む
人
に
寄
り
添
う
こ
と
は
出
来
ま
す
。「
私
自
身
が

先
ず
は
し
っ
か
り
と
行
じ
て
い
き
、
そ
し
て
い
ず

れ
は
誰
か
と
一
緒
に
禅
に
取
り
組
む
」そ
ん
な
思
い

で
こ
れ
か
ら
も
こ
こ
で
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

修
行
僧 

長
曾
靖
史
師
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平
成
29
年
９
月
21
日
・
22
日

洞
松
寺
修
行
体
験
記
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『
洞
松
寺
』と
は Tosh

o
ji tem

p
le

　

岡
山
県
、
小
田
郡
矢
掛
町
の
山
の
麓
、
舟
木
山

洞
松
寺
は
静
か
に
そ
こ
に
佇
ん
で
い
ま
す
。
梅
花

流
詠
讃
歌
（
以
下
、
梅
花
） 

、
約
３
分
の
１
に
あ

た
る
35
曲
の
作
詞
者
、
詩
人
赤
松
月
船
老
師
の
在

任
地
で
あ
り
、
梅
花
の
聖
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る

こ
の
寺
院
は
、
長
ら
く
無
住
の
時
間
を
経
て
、
現

在
は
鈴
木
聖
道
堂
頭
老
師
（
以
下
、
鈴
木
堂
頭
）

の
元
、
洞
松
寺
専
門
僧
堂
と
し
て
復
興
し
、
曹
洞

宗
宗
立
専
門
僧
堂
が
併
設
さ
れ
、
国
内
外
か
ら
の

多
く
の
修
行
僧
や
参
禅
者
を
迎
え
育
成
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
梅
花
の
聖
地
と
し
て
外
国
人
四
級
師
範
を

輩
出
し
、
梅
花
の
ピ
ア
ノ
ア
レ
ン
ジ
や
、
梅
花
の

テ
ン
ポ
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
着
目
し
た
梅
花
オ
ル

ゴ
ー
ル
の
作
成
で
音
楽
と
し
て
の
可
能
性
を
広
げ

る
な
ど
、「
禅
」を
次
世
代
の
広
い
世
界
へ
と
伝
え

て
い
く
寺
院
と
し
て
、
大
衆
和
合
に
日
々
の
修
行

に
打
ち
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

『
食
』に
つ
い
て M

ea
l

　

共
同
生
活
に
食
の
問
題
は
つ
き
も
の
で
す
。
こ

の
洞
松
寺
で
も
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
や
、
育
っ
た
国

の
文
化
に
よ
っ
て
口
に
合
わ
な
い
食
べ
物
等
の
問

題
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え

食
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
物
で
も
忌
避
し
て
捨
て

て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
食
べ
る
こ
と
が
出
来
る

人
間
が
分
け
合
っ
て
必
ず
食
べ
る
よ
う
心
懸
け
、

食
材
の
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
の

気
持
ち
を
大
切
に
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

食
事
が
出
来
上
が
れ
ば
、
修
行
僧
が
、
敬
意
を

込
め
て
食
事
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
願
い
を
韋
駄

天
様
に
託
す
、
僧
食
九
拝
と
い
う
お
拝
を
行
い
ま

す
。
続
い
て
食
事
を
い
た
だ
く
部
屋
へ
と
運
び
、

全
員
が
作
法
に
則
り
応
量
器
を
丁
寧
に
扱
い
「
食

材
の
命
を
奪
う
の
で
は
な
く
、
い
た
だ
く
」
と
い

う
気
持
ち
で
食
事
を
受
け
取
り
ま
す
。

道心ある者には国籍を問わず開かれている山門

朝食。作法に則り食事をいただく「応量器」を並べる修行僧朝食。作法に則り食事をいただく「応量器」を並べる修行僧
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そ
ん
な
真
剣
に
食
事
に
向
き
合
う
姿
を
拝
見

し
、
改
め
て
私
た
ち
も
修
行
僧
の
皆
さ
ん
と
同
じ

よ
う
に
食
材
に
感
謝
し
、
美
味
し
く
食
事
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

『
諷
経
』 Su

tra

　

毎
日
変
わ
る
こ
と
な
く
朝
課
諷
経
、
日
中
諷
経
、

晩
課
諷
経
を
お
勤
め
さ
れ
ま
す
。
正
座
の
文
化
の

無
い
国
で
育
っ
た
外
国
人
修
行
僧
の
方
々
も
、
し
っ

か
り
と
正
座
で
お
勤
め
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
頃

の
生
活
の
中
で
坐
蒲
な
ど
を
脚
に
挟
み
正
座
し
、

徐
々
に
慣
れ
て
い
き
な
が
ら
長
時
間
の
お
勤
め
に

も
正
座
で
臨
め
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

ふ
と
皆
さ
ん
が
開
い
て
い
る
経
本
を
見
る
と
、
日

本
人
修
行
僧
は
日
本
語
の
経
本
、
外
国
人
修
行
僧

は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
経
本
を
そ
れ
ぞ
れ
開
い
て
い

ま
し
た
。
初
め
て
見
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
経
本
に

大
変
興
味
が
湧
き
、
後
ほ
ど
改
め
て
見
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
経
本
に
は
単
語
毎
に
き
ち
ん
と
区
切

り
が
有
り
、
単
な
る
音
で
は
な
く
一
言
の
言
葉
と
し

て
発
声
で
き
る
よ
う
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
経
本
を
開
き
、
お
勤
め
さ
れ
る
修
行
僧
の

皆
さ
ん
の
姿
を
思
い
出
す
と
、
言
葉
と
し
て
お
経
と

真
剣
に
向
き
合
お
う
と
す
る
信
念
が
見
え
る
気
が

し
ま
し
た
。

『
坐
禅
』 Za

zen

　

私
た
ち
が
伺
っ
た
夜
に
は
、
僧
堂
で
鈴
木
堂
頭

よ
り
『
大
智
禅
師
偈
頌
』
の
提
唱
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

日
本
語
と
英
語
を
交
互
に
用
い
な
が
ら
語
り
か

け
る
鈴
木
堂
頭
は
、
見
た
目
や
肉
体
と
い
う
入
れ

物
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
中
身
を
見
る
こ
と

の
大
切
さ
を
重
ね
て
説
か
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

感
じ
ま
し
た
。
そ
ん
な
言
葉
に
日
本
人
修
行
僧
も

外
国
人
修
行
僧
も
同
じ
よ
う
に
静
か
に
聞
き
入
り
、

学
ぶ
姿
を
拝
見
す
る
と
、
言
葉
と
い
う
入
れ
物
は

そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
と
し
て
も
、
肝
心
な
の
は
そ
の
中

に
あ
る
、
ま
さ
に
中
身
な
の
だ
と
実
感
し
ま
す
。

　

翌
朝
は
４
時
に
起
床
し
、
前
夜
の
提
唱
よ
り
長

い
２
炷
（
約
２
時
間
）
の
暁
天
坐
禅
で
、
壁
に
向

か
い
只
管
（
た
だ
ひ
た
す
ら
）
に
坐
禅
に
没
頭
し

ま
し
た
。

　

自
分
よ
り
大
柄
な
外
国
の
方
が
坐
ら
れ
て
い
る

の
を
見
る
と
、
日
本
人
と
比
べ
て
と
て
も
大
き
な
そ

の
背
中
に
迫
力
を
感
じ
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
で「
禅

と
い
う
の
は
言
栓
不
及（
言
葉
で
は
真
理
を
説
明

で
き
な
い
）で
あ
る
。
や
る
か
や
ら
な
い
か
だ
」と
、

昨
夜
に
鈴
木
堂
頭
か
ら
い
た
だ
い
た
提
唱
の
言
葉

を
思
い
出
し
ま
し
た
。　

　

い
ま
眼
前
に
並
び
坐
禅
に
打
ち
込
む
方
々
は
、

生
ま
れ
も
育
ち
も
性
別
も
皆
違
い
ま
す
。
し
か
し

そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
全
員
が
一
様
に

「
や
る
か
や
ら
な
い
か
」の「
や
る
」
を
選
び
、
こ
の

場
に
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
思
う

と
、
大
き
な
背
中
に
同
じ
目
的
を
持
つ
人
へ
の
親
し

み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
自
分
の
無
意

識
の
色
眼
鏡
で
、
目
の
前
が
正
し
く
見
え
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

毎日のお勤めでローマ字表記の経典を読む海外僧
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『
作
務
』 W

ork

　

洞
松
寺
に
着
い
て
、
最
初
に
日
本
人
修
行
僧
と

話
し
た
際
、「
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
ミ
ー
や
、
気
軽
に

ハ
ー
イ
で
も
良
い
。
と
に
か
く
話
し
掛
け
て
み
れ

ば
後
は
簡
単
な
英
単
語
と
身
振
り
手
振
り
で
伝

わ
る
の
で
、
英
語
を
喋
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
も

大
丈
夫
で
す
」と
伺
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
身
振
り
手
振
り
を
交
え
、
な
ん
と
か

作
務
に
参
加
し
た
い
旨
を
伝
え
よ
う
と
し
ま
し

た
が
、
中
々
意
思
が
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
考
え
あ

ぐ
ね
た
末
に「
ア
イ 

ウ
ォ
ン
ト 

作
務
！
」と
申
し

ま
し
た
と
こ
ろ
、「O

K
 let's  go

!

」と
の
ご
返
事

が
。
笑
顔
で
快
く
作
務
に
混
ぜ
て
い
た
だ
け
た
の

で
し
た
。

　

作
務
で
は
瓦
畳
の
隙
間
の
埃
ま
で
取
り
除
き
、

丁
寧
に
掃
除
に
取
り
組
む
姿
が
印
象
的
で
、
庭
に

は
少
し
の
雑
草
も
残
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
目
の
不
自
由
な
方
に
代
わ
っ
て
玄
米
の

籾
殻
取
り
を
皆
で
行
う
な
ど
、
年
齢
や
性
別
、
そ

れ
ぞ
れ
の
体
力
面
の
事
情
や
向
き
不
向
き
も
考

え
な
が
ら
行
動
さ
れ
て
い
て
、
各
々
が
自
分
に
出

来
る
や
り
方
で
山
内
を
よ
り
良
く
し
よ
う
と
さ

れ
て
お
り
、
積
極
的
に
動
く
修
行
僧
の
心
懸
け
が

目
に
見
え
て
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
し
た
。

『
生
活
』 Life

　

洞
松
寺
に
は
、
全
員
が
同
じ
よ
う
に
修
行
生
活

に
臨
む
た
め
の
様
々
な
工
夫
が
あ
り
ま
す
。
予
定

を
記
載
す
る
ボ
ー
ド
や
設
備
の
看
板
、
入
浴
前
に

お
唱
え
す
る
偈
文
の
書
か
れ
た
札
な
ど
、
ど
ん
な

物
に
も
日
本
語
だ
け
で
な
く
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の

表
記
が
添
え
ら
れ
、
皆
が
同
じ
よ
う
に
修
行
生
活

を
送
れ
る
よ
う
に
と
の
心
配
り
が
随
所
に
感
じ
ら

れ
ま
し
た
。

　

工
夫
は
設
備
だ
け
で
は
な
く
、
大
衆
の
皆
さ
ん

の
心
の
中
に
も
あ
る
よ
う
で
し
た
。
鈴
木
堂
頭
の

説
法
を
真
剣
に
聞
く
姿
や
、
午
後
の
行
茶
の
時
間

暁天坐禅。早朝から坐と親しむ

鈴木堂長の一言一言が堂内に浸透していく



10

に
皆
が
集
ま
り
、
和
や
か
に
談
笑
す
る
様
子
を
拝

見
し
て
い
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
ま
れ
た
時
か
ら

親
し
ん
で
使
っ
て
き
た
言
葉
が
通
じ
な
い
共
同
生

活
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
で
相
手
の
言
い
た
い
こ

と
を
理
解
し
よ
う
と
１
人
１
人
が
努
力
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　

同
じ
言
語
同
士
の
会
話
で
は
、
つ
い
言
葉
の
表

面
の
意
味
だ
け
で
理
解
し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な

り
が
ち
で
す
が
、
洞
松
寺
で
は
お
互
い
が
言
葉
の

み
に
頼
ら
ず
に
意
思
疎
通
を
は
か
る
こ
と
で
、
言

葉
以
上
に
心
根
の
と
こ
ろ
を
理
解
し
、
深
い
一
体

感
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
努
力
の
姿
勢
こ

そ
和
合
の
空
気
を
作
る
一
番
の
工
夫
な
の
だ
と
分

か
り
ま
し
た
。

修
行
体
験
を
終
え
て

　

今
回
は
１
泊
２
日
と
い
う
短
い
時
間
で
は
あ
り

ま
し
た
が
、
洞
松
寺
の
皆
様
に
は
快
く
私
達
の
滞

在
を
お
許
し
い
た
だ
き
、 

そ
の
中
で
多
く
の
工
夫

や
皆
様
の
強
い
信
念
を
感
じ
ま
し
た
。
志
を
同
じ

く
す
る
僧
侶
の
一
人
と
し
て
沢
山
の
発
見
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

修
行
体
験
を
終
え
て
の
下
山
時
、
空
は
生
憎
の

雨
模
様
で
し
た
が
、
皆
様
全
員
で
山
門
ま
で
お
見

送
り
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
相
手
に
対
す
る
ど
こ
ま

で
も
真
摯
な
姿
勢
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
名
残

惜
し
い
気
持
ち
で
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

食べる前に食事を韋駄尊天に供えて拝をする

行持の合図は鳴らし物にて告げられる取材班も作務に混ぜていただきました
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今
期
ス
ロ
ー
ガ
ン『
禅
を
世
界
へ
、
そ
し
て
未

来
へ
』
が
発
表
さ
れ
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
た
め

に
何
が
出
来
る
か
考
え
た
時
、
先
ず
お
寺
に
来
ら

れ
る
海
外
か
ら
の
観
光
の
方
々
の
こ
と
を
思
い
出

し
ま
し
た
。

　

日
々
の
檀
務
の
合
間
、
稀
に
観
光
の
外
国
人
の

方
が
本
堂
に
向
か
い
手
を
合
わ
せ
て
下
さ
る
の
を

お
見
か
け
し
ま
す
。
田
舎
の
方
に
も
興
味
を
持
っ

て
や
っ
て
く
る
観
光
の
方
が
増
え
た
の
だ
な
と
、

話
し
か
け
て
み
よ
う
な
ど
と
は
考
え
も
せ
ず
、
今

ま
で
一
礼
し
て
見
送
る
ば
か
り
で
し
た
。

　

そ
ん
な
外
国
の
方
た
ち
と
交
流
す
る
に
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。
そ
う
思
っ
た
こ
と
が
今

回
の
特
集
へ
と
繋
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

実
際
に
海
外
の
方
と
接
す
る
と
言
葉
に
頼
ら
な

い
意
思
疎
通
の
難
し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
簡
単

な
英
単
語
と
思
っ
て
も
咄
嗟
に
は
中
々
浮
か
ば
な

い
も
の
で
す
。
な
ら
ば
身
振
り
手
振
り
を
と
思
っ

て
も
そ
れ
も
上
手
く
い
く
時
も
あ
れ
ば
、
伝
わ
ら

な
い
こ
と
も
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
言
葉
に
頼
れ
な
い
状
況
だ
か
ら
こ
そ
気

付
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
自
身
の
言
い
た
い

こ
と
が
相
手
に
伝
わ
っ
た
の
だ
と
分
か
る
の
は
、

相
手
が
笑
顔
を
見
せ
て
く
れ
た
時
で
す
。
そ
し
て

逆
の
立
場
に
な
っ
て
も
、
外
国
の
方
が
何
と
か
伝

え
よ
う
と
し
て
く
れ
た
意
思
を
理
解
で
き
た
時
、

そ
れ
が
嬉
し
く
て
自
分
が
自
然
に
笑
顔
に
な
る
こ

と
に
も
気
付
き
ま
し
た
。

　

会
話
、
意
思
疎
通
で
は
た
だ
言
語
を
理
解
す
る

だ
け
で
な
く
、
相
手
の
意
思
を
理
解
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
洞
松
寺
の
皆
様
は
段
々
と
意
思
疎
通

は
慣
れ
て
く
る
と
仰
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
き
っ

と
英
語
や
日
本
語
の
言
葉
に
慣
れ
る
の
で
は
な
く
、

相
手
の
気
持
ち
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
に
慣

れ
て
い
く
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
重

要
な
の
は
言
葉
が
通
じ
よ
う
と
通
じ
な
か
ろ
う
と
、

理
解
し
合
お
う
と
す
る
心
懸
け
な
の
だ
と
国
際
交

流
の
中
で
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
国
際
交
流
に
学
ぶ
機
会
は
特
別
な
こ

と
で
は
な
く
、
昨
今
の
観
光
客
の
増
加
と
と
も
に

全
国
各
地
で
増
え
て
い
ま
す
。
岐
阜
県
旧
街
道
沿

い
に
あ
る
寺
院
で
は
実
際
に
外
国
か
ら
の
観
光
の

方
が
訪
れ
、
坐
禅
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

訪
れ
た
方
の
大
半
は
日
本
語
も
英
語
も
通
じ
な

い
方
で
、
畳
に
座
る
と
い
う
文
化
の
な
い
国
か
ら

の
訪
問
者
で
し
た
。
中
に
は
胡
坐
で
坐
る
こ
と
の

出
来
な
い
方
も
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
最
初
は

椅
子
で
の
坐
禅
を
希
望
し
て
い
ま
し
た
。
初
め
て

の
坐
禅
に
緊
張
し
て
い
る
方
も
多
い
だ
ろ
う
と
思

い
、「
先
ず
は
坐
禅
の
真
似
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
」と

互
い
に
知
っ
て
い
る
僅
か
な
英
単
語
を
用
い
な
が

ら
身
振
り
手
振
り
で
説
明
を
し
て
い
き
ま
し
た
。

す
る
と
少
し
づ
つ
坐
蒲
に
坐
っ
て
脚
を
組
み
た
い

と
い
う
人
が
増
え
て
い
き
、
静
か
に
坐
り
終
え
た

後
に
は
、
こ
こ
で
も
沢
山
の
笑
顔
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

言
葉
に
頼
ら
ず
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
は
難
し

い
で
す
。
し
か
し
そ
こ
に
お
互
い
の
伝
え
た
い
気

持
ち
と
理
解
し
た
い
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、
言
葉
で

伝
え
る
よ
り
も
っ
と
深
く
意
思
を
理
解
し
合
え
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
気
持
ち
を
伝
え

ら
れ
た
時
、
そ
こ
に
は
相
手
と
理
解
し
合
え
た
喜

び
が
笑
顔
と
な
っ
て
表
れ
ま
す
。
言
葉
に
頼
る
こ

と
な
く
実
相
を
見
つ
め
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
は
そ
れ
そ
の
も
の
が
禅
と
な
り
え
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

日
本
語
で
あ
ろ
う
と
外
国
語
で
あ
ろ
う
と
も
、

言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
心
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
言
葉
の
壁
も
文
化
の

壁
も
越
え
て
禅
は
世
界
に
広
が
り
、
和
合
の
空
気

が
流
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
僧
侶
も
、

先
ず
は
身
振
り
手
振
り
で
も
何
で
も
良
い
の
で「
一

緒
に
坐
禅
を
し
ま
せ
ん
か
」と
い
う
気
持
ち
を
伝
え

る
こ
と
が
和
合
の
第
一
歩
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

取
材
・
文
／
広
報
委
員　

菅　

悠
生

広
報
委
員　

井
口
昭
典

　

取
材
で
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
沢
山
の
写
真

を「
洞
松
寺
取
材
写
真
集
」
と
し
て
全
曹
青
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ『
般
若
』、
ア
プ
リ
ソ
ウ
セ
イ
、Y

ouT
ube

で
公
開
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

特
集
の

終
わ
り
に

禅
の
和
合
は
言
語
を
越
え
て
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第
６
回
子
ど
も
自
然
ふ
れ
あ
い
広
場 

Ｉ
Ｎ
徳
島

　

平
成
29
年
７
月
25
日
か
ら
28
日
に
か
け
て
徳
島

県
美
波
町
及
び
鳴
門
市
で「
子
ど
も
自
然
ふ
れ
あ
い

広
場
Ｉ
Ｎ
徳
島
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

宮
城
県
・
福
島
県
の
小
学
生
22
人
、
四
国
の
禅

キ
ャ
ン
プ
の
小
学
生
20
人
、
合
わ
せ
て
42
人
の
子

ど
も
た
ち
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

今
年
行
わ
れ
た
の
は
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
さ
ん
の
紙
飛
行

機
教
室・プ
チ
修
行
体
験・地
元
阿
波
踊
り
団
体「
う

し
お
連
」さ
ん
指
導
で
の
阿
波
踊
り
体
験
・
う
み
が

め
博
物
館
見
学
・
海
水
浴
・
御
詠
歌
体
験
・
第
一

次
世
界
大
戦
で
の
ド
イ
ツ
人
捕
虜
収
容
所
跡
の
ド

イ
ツ
館
見
学
な
ど
様
々
な
企
画
で
し
た
。

　

プ
チ
修
行
体
験
の
あ
と
、
伊
藤
正
賢
老
師（
曹

洞
宗
特
派
布
教
師
・
高
知
県
浄
貞
寺
住
職
）の
法

話
で
の「
い
つ
も
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
物
事
に
対

し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て『
あ
り
が
と
う
』と

言
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
」と
い
う
言
葉
に
子

ど
も
た
ち
は
真
剣
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
後
、
す
ぐ

に
実
行
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
キ
ャ
ン
プ
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
そ

れ
ぞ
れ
が
何
か
を
つ
か
ん
で
成
長
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
し
た
。

文
／
庶
務　

本
土
悠
悟

子
ど
も
自
然
ふ
れ
あ
い
広
場Ｉ

Ｎ
宮
崎
の
海

　

平
成
29
年
７
月
25
日
か
ら
27
日
の
３
日
間
「
子

ど
も
自
然
ふ
れ
あ
い
広
場
Ｉ
Ｎ
宮
崎
の
海
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

25
日
の
朝
５
時
に
福
島
県
南
相
馬
市
の
原
ノ
町

駅
集
合
。
宮
崎
県
の
「
青
島
青
少
年
自
然
の
家
」

へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
野
外
炊
飯
、浜
辺
で
坐
禅
、

ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン
、
サ
ー
フ
ィ
ン
体
験
、
海
水
浴
、

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
、鵜
戸
神
宮
参
拝
を
行
い
ま
し
た
。

　

宮
崎
の
暑
さ
の
中
を
全
力
で
遊
び
、
宮
崎
の
温

か
い
人
々
と
触
れ
合
い
、
た
く
さ
ん
の
笑
顔
を
見

せ
て
く
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
「
何
か
や
る

こ
と
あ
り
ま
す
か
？
」
と
自
ら
行
動
し
た
り
、
帰

り
の
新
幹
線
の
お
弁
当
の
際
に
は
「
五
観
の
偈
を

唱
え
て
も
い
い
で
す
か
？
」と
聞
い
て
き
た
り
と
、

そ
の
自
発
性
に
驚
か
さ
れ
、
学
ん
で
い
ま
す
。

　

本
事
業
に
携
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
皆
様
、

色
々
準
備
を
し
て
く
れ
て
温
か
く
子
ど
も
た
ち
と

接
し
て
く
れ
た
宮
崎
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

文
／
庶
務　

原
田
恵
一

阿波踊り団体「うしお連」の皆様に阿波踊りを
教えていただいたときの集合写真（徳島）

ビーチサーフィンを習う子どもたち（宮崎）
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味
来
食
堂
×
禅
の
食
育
Ｉ
Ｎ
山
梨

笛
吹
川
フ
ル
ー
ツ
公
園
で
開
催

　

平
成
29
年
７
月
６
日
に
「
味
来
食
堂
×
禅
の
食

育
」
と
題
し
た
精
進
料
理
教
室
が
、
山
梨
県
の
笛

吹
川
フ
ル
ー
ツ
公
園
内
の
ク
ッ
キ
ン
グ
教
室
に
お

い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
師
は
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
の
河
口
副
会
長

ら
３
人
が
務
め
、
参
加
者
は
定
員
を
上
回
る
27
人

に
も
の
ぼ
り
、
精
進
料
理
に
対
す
る
関
心
の
高
さ

を
窺
わ
せ
ま
し
た
。

　

最
初
に
全
員
で
５
分
間
の
い
す
坐
禅
を
体
験
し

た
後
、
調
理
を
開
始
し
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
今

回
特
に
講
師
が
力
を
入
れ
て
い
た
精
進
出
汁
に
興

味
津
々
の
様
子
で
し
た
。
最
初
は
や
や
緊
張
し
て

い
た
参
加
者
の
方
々
も
、
次
第
に
打
ち
解
け
、
和

や
か
な
雰
囲
気
で
進
行
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
綺
麗
に
盛
り
付
け
を
し
、
全
員
で
五
観

の
偈
を
唱
え
た
後
、
料
理
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
精
進
出
汁
を
使
っ
た
料
理
に
好
評

価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

食
材
を
大
切
に
生
か
す
心
、
た
だ
「
食
べ
る
」

の
で
は
な
く
感
謝
の
気
持
ち
で
「
い
た
だ
く
」
心
、

そ
う
い
っ
た
精
進
料
理
の
心
が
参
加
者
の
方
々
に

伝
わ
り
、
ご
家
庭
で
実
践
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と

を
願
い
ま
す
。

文
／
広
報
委
員　

武
田
信
光

僧
食
を
学
ぼ
う
！
味
来
食
堂

新
潟
県
曹
洞
宗
長
生
青
年
会
が
開
催

　

平
成
29
年
9
月
29
日
に
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「
ｅイ

ー

ネ

-

ｎ
ｅ
」調
理
実
習
室
を
会
場
に
、

新
潟
県
曹
洞
宗
長
生
青
年
会
（
以
下
、
長
生
青
年

会
）
主
催
・
全
曹
青
共
催
の
精
進
料
理
教
室
「
僧

食
を
学
ぼ
う
！
味
来
食
堂
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
長
生
青
年
会
に
も
所
属
し
て
い
る
近
藤
真

弘
教
化
委
員
長
の
挨
拶
か
ら
始
ま
り
、
今
回
の
講

師
で
あ
る
長
生
青
年
会
の
安
藤
亮
英
師
と
高
野
道

弘
師
の
指
導
の
下
、
２
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

て
調
理
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
お
粥
、
飛
竜
頭
と
季
節

野
菜
の
生
姜
あ
ん
か
け
、
イ
ン
ゲ
ン
と
人
参
の
胡

麻
和
え
、
手
作
り
く
ず
餅
、
漬
物
の
五
品
で
す
。

終
始
和
や
か
な
雰
囲
気
で
し
た
が
、
そ
の
中
で
も

皆
様
は
真
剣
に
メ
モ
を
取
り
、
講
師
の
方
々
に
調

理
の
こ
と
以
外
に
も
、
様
々
な
質
問
が
飛
び
交
っ

て
い
ま
し
た
。

　

盛
り
付
け
が
終
わ
り
近
藤
委
員
長
よ
り
精
進
料

理
の
心
得
、
そ
し
て
食
事
の
作
法
の
説
明
を
受
け

全
員
で
五
観
の
偈
を
唱
え
た
後
、
料
理
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
参
加
者
の
皆
様
か
ら
、「
と
て
も
勉
強

に
な
っ
た
。
次
回
も
ぜ
ひ
参
加
し
た
い
」
と
い
っ

た
声
が
聞
か
れ
、
最
後
に
全
員
で
普
回
向
を
唱
え

閉
会
と
な
り
ま
し
た
。文

／
広
報
委
員　

大
菅
哲
哉
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7
月
5
日
、
九
州
北
部
に
於
い
て
未
曾
有
の
雨

が
降
り
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
佐
賀

県
曹
洞
宗
青
年
会
は
、
7
月
10
日
よ
り
被
災
地
で

あ
る
福
岡
県
朝
倉
市
に
入
り
情
報
収
集
並
び
に
、

各
避
難
所
へ
伺
い
ま
し
た
。
大
量
の
土
砂
や
木
材

が
街
に
流
れ
、
多
く
の
家
屋
や
農
地
、
道
路
等
が

被
害
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　

7
月
11
日
か
ら
7
月
25
日
・
8
月
17
日
か
ら
9

月
11
日
ま
で
朝
倉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
通

し
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
家
財
道
具
の
運
び
出
し

や
床
下
の
泥
上
げ
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

未
だ
に
重
機
も
入
れ
ず
現
地
に
入
れ
な
い
地
域
も

ま
だ
多
く
あ
り
ま
す
。
活
動
中
は
時
期
的
に
熱
中

症
に
な
る
方
も
あ
り
、
天
候
具
合
で
中
止
に
な
る

こ
と
も
多
く
、活
動
と
し
て
困
難
な
状
況
下
で
あ
っ

た
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
支
援
の
一
環
と
し
ま

し
て
街
頭
で
募
金
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

当
青
年
会
と
し
ま
し
て
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
は
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
で
、
こ
れ
か
ら
も
継
続

し
て
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

文
／
佐
賀
県
曹
洞
宗
青
年
会

　

7
月
22
日
か
ら
の
大
雨
に
よ
り
、
秋
田
県
で
甚

大
な
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
秋
田
市
・
大
仙
市
・

横
手
市
を
中
心
に
住
居
や
道
路
、
農
作
物
も
大
き

く
被
害
を
受
け
、
大
雨
の
被
害
と
し
て
は
秋
田
県

で
過
去
最
大
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
8
月
24
日
か

ら
の
大
雨
で
も
、
ほ
ぼ
同
地
域
に
て
多
数
の
被
害

が
あ
り
ま
し
た
。
短
期
間
に
2
度
の
被
害
に
あ
っ

た
お
宅
も
多
く
あ
り
、
痛
ま
し
い
限
り
で
す
。

　

秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
で
は
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス

ト
な
ど
に
よ
り
初
期
の
被
害
状
況
の
情
報
共
有
に

あ
た
り
ま
し
た
。
7
月
28
日
に
会
員
9
人
が
被
災

寺
院
の
復
旧
作
業
に
当
た
り
ま
し
た
。
8
月
2
日

に
は
支
援
托
鉢
を
秋
田
市
で
行
い
ま
し
た
。
ま
た

秋
田
市
と
大
仙
市
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
へ

会
員
が
赴
き
、
泥
か
き
、
荷
物
運
び
出
し
等
の
活

動
を
行
い
ま
し
た
。

　

活
動
期
間
が
盆
や
彼
岸
と
重
な
り
、
人
数
確
保

に
難
儀
す
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
会
員
の
災
害

支
援
意
識
の
高
ま
り
に
よ
り
、
ま
と
ま
っ
た
人
数

で
活
動
が
で
き
ま
し
た
。
8
月
2
日
に
は
岩
手
県

曹
洞
宗
青
年
会
が
秋
田
市
・
大
仙
市
に
入
っ
て
活

動
さ
れ
た
ほ
か
、
東
北
各
曹
青
か
ら
お
声
掛
け
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
全
国
各
地
よ
り
活
動
支

援
金
や
お
見
舞
い
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。文

／
事
務
局
長　

山
田
俊
哉

平
成
29
年

秋
田
県
豪
雨
被
災
地

支
援
活
動
レ
ポ
ー
ト

平
成
29
年

九
州
北
部
豪
雨
被
災
地

支
援
活
動
レ
ポ
ー
ト
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平
成
29
年
9
月
21
日
、
世
界
仏
教
徒
連
盟
Ｗ
Ｆ

Ｂ
主
催
に
よ
る
故
・
プ
ミ
ポ
ン
前
国
王
の
追
悼
行

事
が
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

フ
ラ
ナ
コ
ン
区
の「
ワ
ッ
ト
・
バ
ウ
ォ
ー
ン
ウ
ェ

ニ
ッ
ト
ウ
ィ
ハ
ー
ン
寺
院
」に
お
い
て
、
世
界
仏
教

徒
連
盟
Ｗ
Ｆ
Ｂ
執
行
役
員
や
世
界
仏
教
徒
青
年
連

盟
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
執
行
役
員
、
日
本
か
ら
の
参
加
者
と

と
も
に
タ
イ
国
王
陛
下
追
悼
の
法
要
が
勤
め
ら
れ
、

全
日
本
仏
教
青
年
会
か
ら
倉
島
理
事
長
を
は
じ
め

15
人
が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

　

法
要
後
に
は
、
プ
ミ
ポ
ン
前
国
王
の
ご
遺
体
が

安
置
さ
れ
て
い
る
タ
イ
王
宮
ド
ゥ
シ
ッ
ト
・
マ
ハ
・

プ
ラ
サ
ー
ト
宮
殿
内
ワ
ッ
ト
・
プ
ラ
ケ
オ（
エ
メ
ラ

ル
ド
寺
院
）に
移
動
。
タ
イ
国
の
僧
侶
に
よ
る
読
経

や
海
軍
楽
団
に
よ
る
演
奏
が
奉
納
さ
れ
る
中
、
タ

イ
国
民
と
と
も
に
弔
問
し
ま
し
た
。

　

最
高
気
温
３
４
・
４
℃
と
蒸
し
暑
い
中
で
し
た

が
、
バ
ン
コ
ク
の
み
な
ら
ず
タ
イ
全
土
よ
り
多
く
の

人
々
が
集
ま
り
、
ロ
ウ
ソ
ク
や
花
を
供
え
る
姿
が
と

て
も
印
象
的
で
し
た
。
プ
ミ
ポ
ン
前
国
王
は
、
仏
教

の
み
教
え
の
も
と
、
自
ら
貧
困
地
帯
へ
の
訪
問
を

繰
り
返
し
、
人
々
が
自
立
し
て
よ
り
良
い
生
活
が

で
き
る
よ
う
に
私
財
を
投
資
し
支
援
を
続
け
て
こ

ら
れ
ま
し
た
。
タ
イ
国
民
か
ら
深
く
敬
愛
さ
れ
る

国
王
で
あ
っ
た
事
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
機
会
と

な
り
ま
し
た
。
こ
の
日
の
最
後
に
は
、
プ
ミ
ポ
ン

前
国
王
の
ご
遺
体
が
安
置
さ
れ
る
部
屋
に
も
ご
案

内
い
た
だ
き
、
宝
石
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
黄
金
の

座
棺
を
前
に
参
加
者
全
員
で
黙
祷
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

70
余
年
に
わ
た
っ
て
国
を
統
治
さ
れ
て
こ
ら
れ

た
プ
ミ
ポ
ン
前
国
王
。
そ
の
功
績
は
大
き
く
タ
イ

国
民
の
哀
し
み
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
が
、
国
を
超

え
、
同
じ
仏
教
徒
が
共
に
追
悼
し
、
共
に
祈
り
を

捧
げ
る
姿
が
、
タ
イ
の
人
た
ち
の
失
わ
れ
た
時
間

へ
の
励
ま
し
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

あ
ら
た
め
て
プ
ミ
ポ
ン
国
王
陛
下
の
あ
り
し
日
の

お
姿
を
遥
か
に
偲
び
，
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。

　

文
／
全
日
仏
青
特
別
委
員

（
全
日
仏
青
・
国
際
副
委
員
長
）  

髙
栁
龍
哉

　

第
41
回
東
海
管
区
曹
洞
宗
青
年
会
大
会
を
主
催

東
海
管
区
曹
洞
宗
青
年
会
、
主
管
静
岡
第
三
同
志

会
に
て
、
平
成
29
年
10
月
１
日
か
ら
２
日
に
開
催

い
た
し
ま
し
た
。

　

今
大
会
は『
仏
笑
』と
い
う
テ
ー
マ
に
て
、
私
た

ち
が
お
釈
迦
様
の
み
教
え
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
お

互
い
笑
顔
の
日
々
を
過
ご
せ
る
よ
う
企
画
運
営
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

１
日
目
は
記
念
法
要
の
あ
と
、
福
井
県
臨
済
宗

大
安
禅
寺
、
高
橋
玄
峰
師
を
お
迎
え
し『
日
々
是

好
日
〜
一
に
掃
除
、
二
に
笑
顔
、
三
四
元
気
に
お

か
げ
さ
ま
〜
』と
い
う
演
題
の
特
別
法
話
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ス
テ
ー
ジ
か
ら
降
り
参
加
者
と

の
掛
け
合
い
も
あ
り
、
楽
し
い
雰
囲
気
の
中
に
も
、

大
切
な
こ
と
を
し
っ
か
り
と
私
た
ち
に
気
付
か
せ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
お
笑
い
コ
ン
ビ
、
笑
い
飯
哲
夫
氏
に

よ
る
特
別
講
演
と
し
て『
お
も
し
ろ
仏
教
講
座
』と

い
う
演
題
に
て
ご
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

青
年
会
員
を
含
め
約
３
０
０
人
の
参
加
者
か
ら
は

終
始
笑
い
声
が
た
え
ず
、
お
釈
迦
様
の
生
涯
、
み

教
え
を
解
か
り
や
す
く
面
白
く
お
話
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
一
般
参
加
者
に
、
よ
り
お
寺
に
親
し
ん

で
も
ら
う
た
め
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
法
衣

の
展
示
を
は
じ
め
、
磬
子
や
木
魚
、
鼓
鉢
を
鳴
ら

す
こ
と
が
で
き
た
り
、
香
炉
掃
除
を
体
験
し
た
り
、

坐
禅
、
写
仏
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も

好
評
で
し
た
。

　

２
日
目
は
青
年
会
会
員
の
み
で
、
浜
岡
原
子
力

発
電
所
を
見
学
し
ま
し
た
。
現
在
は
稼
働
し
て
ま

せ
ん
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
の
現
状
や
原
子
力
発

電
の
仕
組
み
、
自
然
災
害
対
策
へ
の
安
全
性
な
ど

現
場
を
見
な
が
ら
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
に
原
子
力
発

電
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
た
全
曹
青
、
東
海
管
区
各
曹
青
会
の
皆
様
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

文
／
静
岡
第
三
同
志
会

タイ前国王追悼行事
全日仏青15名が参加

全日仏青
N e w s

加
盟
団
体

活
動
レ
ポ
ー
ト

第41回東海管区曹洞宗青年会大会開催

釈迦の教えで笑顔の日 を々

タイ前国王追悼行事
全日仏青15名が参加
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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 。

◆宮城県
10 瀧澤寺 様
13 福聚院 様
55 実相寺 様
59 清水寺 様
60 柳澤寺 様
94 秀麗齋 様
113 繁昌院 様
202 皆傳寺 様
205 龍川寺 様
252 福厳寺 様
303 長谷寺 様
392 金秀寺 様

◆岩手県
28 聖福寺 様

81 円城寺 様
124 西光寺 様
166 寳泉寺 様
195 安養寺 様
196 建高寺 様
233 玉泉寺 様

◆青森県
27 蘭庭院 様
74 浮木寺 様
99 正法寺 様
100 澄月寺 様
115 心月寺 様
148 報效寺 様
189 乘照寺 様

◆山形県第１
52 栁澤寺 様
219 英照院 様
241 福昌寺 様

◆山形県第２
344 蔵髙院 様

◆山形県第３
521 大川寺 様
628 宗伝寺 様
663 正徳寺 様
735 冷泉寺 様
740 長應寺 様

◆秋田県
8 天龍寺 様
18 乗福寺 様
49 乗江院 様
96 円通寺 様
125 高昌寺 様
157 香積寺 様
166 久昌寺 様
209 満友寺 様
216 向川寺 様
235 龍巖寺 様
246 福城寺 様
252 長泉寺 様
261 見性寺 様
321 鏡得寺 様

◆北海道第１
489 龍徳寺 様 

◆北海道第２
172 大雄寺 様
241 孝徳寺 様

◆北海道第３
226 大昭寺 様
331 潮音寺 様
460 道貫寺 様
 

東京都 曹洞宗宗務庁　様
東京都 長泉寺 様
東京都 清巌寺 様
千葉県 満蔵寺 様
静岡県 盤脚院 様
静岡県 栄昌寺 様
静岡県 久應院 様
愛知県 全隆寺 様
愛知県 宝鏡寺 様
愛知県 聚福院 様

岐阜県 霊泉寺 様
岐阜県 龍雲寺 様
三重県 四天王寺 様
三重県 真如寺 様
三重県 地蔵院 様
三重県 常安寺 様
京都府 善光寺 様
京都府 護国寺 様
兵庫県 岡本寺 様
広島県 香積寺 様

広島県 西金寺 様
広島県 延命寺 様
山口県 安養寺 様
愛媛県 本光寺 様
愛媛県 西禅寺 様
愛媛県 本光寺 様
愛媛県 清盛寺 様
佐賀県 宝昌寺 様
熊本県 地蔵院 様
宮城県 龍川寺 様

ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 感 謝 録

宮城県 秀麗齋 様
青森県 報效寺 様
青森県 正法寺 様
山形県 正徳寺 様
山形県 冷泉寺 様
秋田県 高昌寺 様
秋田県 見性寺 様
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◆東京都
18 大泉寺 様
106 観泉寺 様
177 清巖寺 様
239 宗保院 様
330 大泉院 様

◆神奈川県第 1
10 随流院 様

◆神奈川県第 2
16 正観寺 様
67 以津院 様
69 大藏寺 様
131 乘福寺 様
393 大船観音寺　様

◆埼玉県第 1
181 長光寺 様
190 廣徳院 様
392 報恩寺 様

◆埼玉県第 2
331 曹源寺 様
339 清見寺 様
345 成安寺 様
569 長青寺 様

◆群馬県
15 天増寺 様
167 祥雲寺 様
194 善宗寺 様
311 泉通寺 様

◆栃木県
86 妙蕙寺 様

◆茨城県
132 来見寺 様
145 性山寺 様
182 龍心寺 様
197 長龍寺 様

◆千葉県
2 宗胤寺 様
7 満蔵寺 様
22 廣壽寺 様
29 慶林寺 様
198 太髙寺 様
357 永福寺 様

◆山梨県
267 福昌寺 様
277 光彩院 様

392 慈照寺 様
550 安楽寺 様

◆静岡県第 1
26 宝珠院 様
34 洞慶院 様
95 久應院 様
152 宝持院 様
216 泉竜寺 様
421 盤脚院 様
463 栄昌寺 様
464 正泉寺 様

◆静岡県第２
332 龍雲寺 様
362 福泉寺 様

◆静岡県第３
988 福王寺 様
1228 栄林寺 様

◆静岡県第４
1177 礼雲寺 様

◆愛知県第１
5 功徳院 様
7 全香寺 様
34 傳昌寺 様
44 正福寺 様
58 聚福院 様
96 全隆寺 様
101 成福寺 様
139 祗園寺 様
144 白毫寺 様
166 東陽寺 様
249 安祥寺 様
313 長松寺 様
336 弥勒寺 様
625 宝積寺 様
635 永澤寺 様
1241 観音寺 様

◆愛知県第２
684 花井寺 様
801 勢徳寺 様

◆愛知県第 3
428 寳珠院 様
431 報恩寺 様
523 本光寺 様
557 楞厳寺 様
1106 寶鏡寺 様
1254 良徳寺 様

◆岐阜県
15 東林寺 様
60 龍雲寺 様
99 靈泉寺 様
162 清楽寺 様
177 大隆寺 様
188 洞泉寺 様
190 長久寺 様
218 本覚寺 様
219 勝林寺 様
237 瑞巖寺 様
240 林陽寺 様

◆三重県第 1
11 真如寺 様
37 四天王寺 様
38 傳法寺 様
132 地蔵寺 様
183 光徳寺 様
203 等観寺 様
240 安心寺 様
246 寶泉院 様
269 大蓮寺 様
273 禅龍寺 様
276 地蔵院 様
284 常安寺 様
316 剱光寺 様

◆三重県第 2
371 光明寺 様

◆滋賀県
113 徳圓寺 様
143 永壽院 様

◆京都府
26 岩屋寺 様
46 榮春寺 様
79 神應寺 様
236 善光寺 様
237 長川寺 様
378 徳昌寺 様
389 萬福寺 様

◆大阪府
5 臨南寺 様
26 天徳寺 様
67 栄松寺 様
98 吉祥院 様

◆和歌山県
10 窓譽寺 様
52 宗應寺 様
57 南珠寺 様

◆兵庫県第１
9 三宝院 様

◆兵庫県第２
103 東林寺 様
149 瑞光寺 様
228 豊楽寺 様

◆岡山県
4 威徳寺 様
131 済渡寺 様

◆広島県
13 延命寺 様
46 双照院 様
47 香積寺 様
60 香積寺 様
86 西金寺 様
131 善昌寺 様

◆山口県
25 弘済寺 様
72 真福寺 様
102 保福寺 様
145 久屋寺 様
172 廣福寺 様

◆鳥取県
32 吉成寺 様
114 安楽寺 様
143 瑞應寺 様
156 福嚴院 様
163 雲光寺 様
195 普音寺 様

◆島根県第２
43 福正寺 様
63 龍覚寺 様
70 完全寺 様
123 神宮寺 様
141 本願寺 様
159 源入寺 様
187 養善寺 様
195 總光寺 様
197 長栄寺 様

◆愛媛県
32 清盛寺 様
34 本光寺 様
113 西禅寺 様
146 興雲寺 様

◆福岡県
2 東林寺 様

5 妙徳寺 様

◆大分県
82 多福院 様

◆長崎県第１
78 宝泉寺 様

◆佐賀県
194 普恩寺 様
198 宝昌寺 様

◆宮崎県
38 観音寺 様
49 如法寺 様

◆長野県第 1
12 松巖寺 様
86 圓福寺 様
105 福泉寺 様
119 龍洞院 様
121 浄光庵 様

◆新潟県第１
354 法音寺 様
389 雲居寺 様
397 善昌寺 様
496 長樂寺 様
502 東光寺 様

◆新潟県第 3
558 周広院 様
637 洞泉寺 様

◆新潟県第４
82 養廣寺 様
259 長楽寺 様
272 柏樹寺 様
814 地蔵院 様

◆福島県
101 成林寺 様
110 龍徳寺 様
133 永禄寺 様
139 徳成寺 様
173 長慶寺 様
175 天澤寺 様
209 吉祥院 様
226 常隆寺 様
381 宗英寺 様
405 勝方寺 様
446 天宗寺 様
461 正法寺 様
 𣘺本浩一 　様

平成29年6月14日〜 9月28日取扱い分

賛 助 費 浄 納 御 芳 名 簿
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　今期顧問を務めさせていただく飯島惠道と申し
ます。全曹青の皆様のご活躍を祈念しつつ、「女性
目線・尼寺目線」からの発言をさせていただき、
活動を通して「男女を問う事なかれ」が実現
できたらと考えております。よろしくお願
いいたします。

　第22期がスタートし、すでに様々な自
然災害が全国各地において多発していま
す。そのような事態に、たくさんの青年僧
の方々が、今だから出来る事、今しか出来
ない事を考え、自ら進んでボランティア活
動に参加されています。我々全曹青は、今
後起こり得る災害に対処出来るよう、研修
会による人材の育成を目標に活動して
まいります。若い時の経験が人生の
糧となり、未来に繋がり、そして、
僧である前にひとりの人間としてど
うあるべきかを考え、共に精進して
まいりましょう。

　私は第19期法式委員、第20期40周年事業実
行委員、第21期教化法式委員長と務めさせてい
ただき、今期で4期目の参加となります。
　これまで一般の方への新たな布教の取り組み
として精進料理教室「味来食堂」の開催や、宗門

僧侶を対象とした全曹青アプリ「アプリソウ
セイ」法式公務帳の制作などに務めてまい
りました。今期は『禅を世界へ、そして
未来へ』を基に禅のもつ魅力を広く社会
へと繋げ、世界へと発信することに邁進

していく所存です。

　秋田県曹洞宗青年会から参加し
ております。大変重い役を拝命し
ました。今期も会務は幅広く沢山
ありますが、熱いスローガンのも
と、充ちるやる気を皆から感じま
す。自分のできることを精一杯や

ること。信じ合える仲間を、大
いに助け合って生きること。
世界に向けて羽ばたく全曹
青、大海原へ力強く！鳥人
間コンテストの押す人みた

いに、頑張ります。

　元全日仏青理事長の経験を活か
し、世界仏教徒青年連盟（WFBY）
会長代行として、倉島会長の諮問
に応えつつ、全日仏青・（公財）全
日本 仏 教 会・世 界 仏 教 徒 連 盟

（WFB）他諸団体と本会の緊密な
関係を構築させていただく一助を

果たしたいと考えます。その上
で、大本山總持寺開催・世界
仏教徒連盟世界大会の勝縁を
以て、曹洞『禅を世界へ、そし
て未来へ』繋ぐべく全力を注い

でまいります。全日本と全世界、
超宗派、超宗教という多角的かつ
広い視野の中で確立できる、時宜
に適い時代に即応する青年会活動
の実現に邁進する所存です。 　第22期副会長を務めさせていた

だきます、いずも曹洞宗青年会の原
知昭です。倉島会長が全日仏青理事
長を兼任される今期は、全曹青のみ
に留まらず大きな事業が控えており
ます。歴代全曹青、また宗門先達方
が連綿と引き継いでこられた禅の精
神を、今期スローガン『禅を世界へ、
そして未来へ』にあるようしっかり
と国内外へ発信し、未来へ引き継い

でまいります。そのためにも加盟
曹青会様、曹洞宗婦人会様をは
じめとする宗門各団体と連携を
密に行い、宗門発展の一助を
担えるよう務めてまいります。

よろしくお願いいたします。

　前期では、各地青年会の皆様、宗門諸老師が
たには、格別のご助力を賜り、誠にありがとう
ございました。多くの方々と共に活動させてい
ただいた経験は、私の大切な宝となりました。
今期は顧問、全日仏青では次期理事長を推薦す
る推戴委員長を務めさせていただき、倉島会長

をサポートしてまいります。新しい全曹青
にご期待ください！

　この度、第22期会計を拝命いたしまし
た三重県曹洞宗青年会の河村達磨と申し
ます。全てが初めての事ばかりで不安と

緊張の連続ですが、会長を中心に各々高い
志を持ちたくさんの良い刺激を受けておりま

す。会の運営や活動が円滑に進むよう努めてまいります。
　『禅を世界へ、そして未来へ』このスローガンのもと微
力ではありますがお役に立てるよう精進していく所存で
す。至らない所も多々あるかと思いますが２年間よろし
くお願いいたします。
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そ
ろ
そ
ろ
年
末
も
見
え
て
き
ま
し
た
。
忘
年
会

や
新
年
会
、
様
々
な
宴
席
に
参
加
さ
れ
る
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
。
宴
会
と
い
え
ば
、
い
ろ
ん
な
方

と
の
会
話
が
弾
み
つ
い
つ
い
お
食
事
は
後
回
し
に

な
り
が
ち
で
す
ね
。
最
後
は
、
テ
ー
ブ
ル
い
っ
ぱ

い
に
お
料
理
を
残
し
て
散
会
…
よ
く
あ
る
宴
会
の

流
れ
で
す
。
も
っ
た
い
な
い
と
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思
っ
て
も
、
そ

こ
そ
こ
空
腹
は
満
た
さ
れ
て
い
る
し
、
終
わ
り
が

け
に
手
を
つ
け
る
の
も
恥
ず
か
し
い
、
な
ん
て
言

い
訳
を
し
な
が
ら
い
つ
も
の
よ
う
に
終
わ
り
か
け

た
あ
る
日
の
宴
会
で
の
出
来
事
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ

会
計
を
と
い
う
時
、
あ
る
方
が
大
き
な
声
で
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
せ
っ
か
く
用
意
い
た
だ
い
た
お
食
事
で
す
、
無

理
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
っ
た
い
な

い
の
で
み
ん
な
で
食
べ
て
帰
り
ま
し
ょ
う
よ
」

　

そ
れ
か
ら
手
近
に
あ
っ
た
料
理
を
豪
快
に
食
べ

始
め
た
の
で
す
。
そ
の
声
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き
っ
か
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同
席

者
み
ん
な
で
ワ
イ
ワ
イ
完
食
し
て
気
持
ち
よ
く
帰

路
に
つ
き
ま
し
た
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も
っ
た
い
な
い
（
勿
体
無
い
）
と
い
う
言
葉
は

様
々
な
意
味
を
持
っ
て
い
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が
、
実
は
仏
教
に

深
く
関
わ
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の
あ
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言
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で
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も
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の
本
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仏
教
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語
で
す
。
そ
れ
が
無
い
と

表
現
し
て
い
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の
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勿
体
無
い
」で
す
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で
は
、
仏
教
の
示
す
「
も
の
の
本
質
」
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は
な
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で
し
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う
？
私
が
存
在
す
る
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様
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な
物
事
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集
ま
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成
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立
っ
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つ
ま
り
勿
体
無
い
と
は
、
本
質
を
失
っ
て
い
る

状
態
、
感
謝
の
気
持
ち
を
失
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て
い
る
状
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の
こ

と
を
表
し
て
い
た
の
で
す
！

　

以
来
、
食
べ
き
る
・
持
ち
帰
る
よ
う
に
工
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し
、

ど
う
し
て
も
無
理
な
時
は
謝
辞
を
伝
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
感
謝
の
気
持
ち
を
忘

れ
ず
、
毎
日
過
ご
し
て
い
こ
う
と
思
い
を
新
た
に

し
た
の
で
し
た
。
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お 知
ら せ

　『別に深い交際でもないのに、あの故郷を何千里も離れ
た異郷の町で、野で、林の中で、同僚が或る瞬間とった姿
勢とか表情が、まるで私の一部となってしまったかのよう
に、思い出されて来る。そしてその人がいまは亡いという
ことは、何か重大な意味を持っているらしく、思い出すだ
けで、まるで実在しているかのように、働きかけてくる。
死者がいつまでも生きているように感じられるとき、生き
ている者は、涙を流すほかないらしいのである』
　著者である大岡昇平は、フィリピン戦線で過酷な戦場体
験を送っている。この本で書かれているのは、その25年後、
著者がフィリピン・ミンドロ島を再訪した際の記録である。
全編に戦死した同僚への悔恨の念がみなぎっている。
　日頃、葬式供養を執り行う身であると、なぜ遺族たちの
代わりに、ほぼ他人に近い自分がお経を上げるのか疑問に
思うことがある。そういったときは、上の文章をよく読む。『い
つまでも生きているように感じられる死者』から直接働きか
けられると、生者は『涙を流すほかなく』辛いのだ。だから
間に入る防波堤としての仲介者が必要だ。四十九日、年回
忌といった供養を通して「死者」と距離を置いて付き合える
ようにすることが僧侶の役割であると再認識している。

担当／広報委員　田ノ口太悟

Ｄ Ｉ Ｇ Ｉ そ う せ い 再 頒 布

本誌封入のチラシ・申込用紙でお申し込みいただくか、
HP『般若』より、全曹青オンラインショップ https://shop.sousei.gr.jp/ でお求めください。

日常生活の中での坐禅をイメージして撮影しました。

撮影者／ PG　原依里
撮影場所／福岡県糸島市　Petani coffee

表 紙 の 話

衝 立 型 掲 示 額 縁 が 完 成

　現在お寺には、布教教化や行事のお知らせなど多くの
ポスターが有り、掲示場所や方法にお悩みの方も多いの
ではないでしょうか。
　この度、様々な掲示方法に対応する『衝立型掲示額縁』
を製作いたしました。
　大型の額縁として壁に掛けるだけでは無く、台足を付
けて衝立として、床の間や玄関などより多くの方の目に
止まる場所への掲示を可能としています。A1の大判ポス
ターが収まるサイズで、管長猊下の「告諭」を掲示する額
縁として壁に掛けてもお使いいただけます。
　限られた空間を有効に使い、人目を引く効果的な掲示
を行い、布教教化と行事の活性化にお役立て下さい。

『衝立型掲示額縁』 30,000円
【寸法】 ・衝立部 770mm×1,025mm×280mm（台足を取り付け時）
 ・額縁 710mm×960mm×20mm（内寸 598mm×845mm）

【材質】 桐（本体）、アクリル（表面カバー）
【内容】 『額縁』、台足（裏面に吊り下げ金具取り付け済）

青 年 僧 侶 の お す す め の １ 冊

大
岡
昇
平
著

『
ミ
ン
ド
ロ
島
ふ
た
た
び
』中
公
文
庫

　全曹青オリジナルDVD『DIGIそうせい』シリーズに
ついて、第16期に頒布いたしました『祈祷太鼓の手引き』
と、第17期に頒布いたしました『声明の手引き』は長ら
く在庫切れの状態でしたが、多くのご要望に応え、こ
の度、再頒布のはこびとなりました。
　『祈祷太鼓の手引き』は太鼓の打ち方の基礎から応用
までわかり易くまとめられており、全国の有名祈祷寺
の法要や雄壮なる祈祷太鼓の映像が収録されておりま
す。『声明の手引き』はＤＶＤ2枚組で故春木龍仙老師に
よる「歎佛会」「観音懴法」「大布薩」「羅漢講式」等の講式
声明や授戒で唱える「南無大悲観世音」などが収録され
ており、「壱岐歎佛」「新潟観音懴法」等の実際の映像も
収録されております。

頒布価格 各2,000円


