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高祖道元禅師750回大遠忌奉讃 
全国曹洞宗青年会慕古事業

乎成屋年度 全国曹洞宗青年会主催禅文化学林

, *

~道元さまのおもい，金子みす、、、さんのまなざし〜

$11月 27 日困13：00~17：00
駒澤大学記念大講堂
東京都世田谷区駒沢1・23・1
♦開 場/12：30 ♦開 会/13：00
♦対 談/13：10

講師:大谷哲夫氏（駒澤大学学長） J
矢崎節夫氏（童謡詩人）

♦映画上映/15：00 （天願大介監督ご挨拶）

「A I K I」

当日整理券を駒沢公園西口にて10：00よりお配り致します。（駒澤大学正鬥脇）
京整理券の数には限りがありますのでご了承願います”三•映画上映のみのご入場はご遠慮させていただきます、

乳1月28 日困10：00~12：30
東京グランドホテル
東京都港区芝2・5・2

♦分科会（青年会員対象）

お問い合せ:全国曹洞宗青年会事務局080-5232-4234
協力：駒澤大学/・洞宗関東管区救化センター/曹洞宗東京都宗務所/曹洞宗婦人会

大谷哲夫氏
（おおたにてつぶ）

長泰寺住職.昭和14年（1939年）、東京 

生まれ。曹洞宗宗学研究所所員•幹事•講 

を経て、現在S瞬大学学長、仏解驟授。

著書「訓注 永平広録」（大蔵出版）、「和 

訳 従容録」（柏書房）、「祖山本 永平 

広録考注集成」（一穂社）ほか多数。

矢崎節夫氏
（やざきせつお）

昭和22年（1947年）、東京生まれ。鏘• 

蕭話などの世界で活躍。金子みすyの遺 

稿を見つけだし、その編集•出版に携わるB 
著書「金子みすす全集」、「ぼくがいない 

とき」（雁書館）「うさこのサンタクロース」 

（フレーベル館）ほか多数。

金子みす*
大正末期から昭和の初期に、すぐれた作品を発表したが、26歳の若さで世を 

去った萃その後、矢崎節夫により遺稿集が出版されたe

後援：大本山永平寺/大本山永平寺大遠忌局/曹洞宗宗務庁



この鳥はその昔「神」と呼ばれた。

とらわれても尚、光を失わぬその炯々とした眼が 

そのように呼ばせしめたのであろうか。

「神である鳥」は人間の住むところ、

人の匂いのするところを徹底して嫌う。

ゆえにその数は激減し、今にも消え去ろうとしている。

神が不在の世界は混乱と無秩序が支配するという。

私たちがこれから歩んでいく世界を今、

「神である鳥」は見捨てようとしている。

撮影/吉田昭雄
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そ教者間の対話
国家を超えて宗教者が果たすべき役割

アキール•シディック氏ーパキスタンー

（日本イスラム文化センター•事務局長）

ホアン•マシア氏ースペインー

（カトリック•イエズス会神学院•教皇庁立神学部教授）

池上 幸秀（全国曹洞宗青年会会長）

出

席

者

米
国
で
の
同
時
多
発
テ
ロ
か
ら1
年
、
報 

復
の
循
環
と
新
た
な
テ
ロ
の
発
生
な
ど
、
世 

界
は
紛
争
と
そ
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
混
沌
の 

さ
な
か
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
代
に
、
私
た 

ち
宗
教
者
は
何
が
で
き
る
か
、
ま
た
何
を
す 

べ
き
な
の
か
。
今
回
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ 

ス
ラ
ム
教
か
ら
お
ふ
た
方
を
お
迎
え
し
、
池 

上
幸
秀
会
長
と
の
鼎
談
が
実
現
し
ま
し
た
。 

各
宗
教
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
ま
た
は 

一
個
人
と
し
て
、
静
か
に
熱
く
語
り
合
っ
た 

ひ
と
と
き
を
お
伝
え
し
ま
す
。

(

司

会•

広
報
委
員
会) 

ス
タ
イ
ル
の
異
な
る
食
生
活
の
な
か
に 

さ
ま
ざ
ま
な
共
通
点
を
み
い
出
す 

司

会
本
日
は
ご
多
用
中
に
貴
重
な
時
間
を
頂
戴 

し
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
て
昨
年 

の
米
国
で
の
同
時
多
発
テ
ロ
か
ら1
年
、
世 

界
は
混
乱
の
最
中
に
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
時 

期
に
私
た
ち
宗
教
者
は
何
が
で
き
る
か
、
ま 

た
何
を
す
べ
き
な
の
か
、
今
こ
そ
宗
教
の
枠 

を
超
え
た
対
話
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し 

ょ
う
か
。
今
回
は
フ
ラ
ン
ク
に
、
忌
憚
の
な 

い
お
話
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
て
お 

り
ま
す
。

む
ず
か
し
い
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず 

日
常
的
な
食
の
話
か
ら
、
お
互
い
の
共
通
占
ハ
、
 

相
違
点
が
見
え
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
最 

初
は
曹
洞
宗
で
の
お
話
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

池

上実
は
私
は
、
昼
に
と
ん
か
つ
定
食
を
い
た 

だ
き
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
方
か
ら
は
、
も 

っ
て
の
ほ
か
で
す
ね(
笑)

。
仏
教
で
は
精
進 

料
理
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
日
常
の
食 

事
は
宗
教
的
規
制
が
あ
り
ま
せ
ん
。

一
般
信 

者
さ
ん
と
同
じ
よ
う
な
も
の
を
い
た
だ
い
て 

い
ま
す
。
た
だ
、

い
た
だ
く
と
き
に
は
、
植

物
や
動
物
の
生
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
の 

思
い
か
ら
、
そ
の
自
覚
の
た
め
に
お
祈
り
を 

し
ま
す
。
仏
教
に
は
、

「少
欲
知
足
」
と
い 

う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
腹
八
分
目
と
い
う
智 

恵
も
あ
り
ま
す
が
、
今
の
日
本
人
は
更
に
、
 

腹
五
分
目
で
し
ょ
う
か
。
断
食
は
し
ま
せ
ん 

が
、
食
事
も
大
切
な
修
行
の
一
つ
と
し
て
い 

ま
す

ア
キi
ル

イ
ス
ラ
ム
と
は
対
照
的
で
す
ね
。
私
た
ち 

は
豚
肉
を
食
べ
ま
せ
ん(
笑)

。
で
も
似
て
い 

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
で
は
、
 

す
べ
て
の
も
の
は
人
間
の
た
め
に
作
ら
れ
て 

い
る
、
人
間
が
神
か
ら
一
番
愛
さ
れ
、
食
べ 

も
の
も
食
し
て
い
る
と
い
う
考
え
で
す
。
食 

ベ
る
と
い
う
こ
と
は
元
気
を
つ
け
る
こ
と
で 

す
が
、
無
駄
は
し
ま
せ
ん
。
量
も
腹
八
分
目 

で
す
ね
。

断
食
も
、
あ
る
期
間
す
る
こ
と
で
健
康
を 

保
つ
意
味
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
期
間
は
欲
望 

を
抑
え
、
悪
い
こ
と
も
し
な
い
、
人
間
の
苦 

し
さ
を
認
識
す
る
意
味
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、
 

体
調
の
悪
い
人
に
強
制
す
る
こ
と
は
あ
り
ま 

せ
ん
。

マ
シ
ア

キ
リ
ス
ト
教
も
、
復
活
祭
の
前
に
は
断
食 

を
し
ま
す
。

こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り 

ま
す
。

一
つ
は
祈
り
に
集
中
す
る
、
も
う
一 

つ
は
人
び
と
と
分
け
合
う
、
 

と
い
う
こ
と
で 

す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
食
べ
ず
に
祈
り
、
そ 

の
分
を
寄
付
す
る
、
分
け
合
う
と
い
う
こ
と 

も
あ
り
ま
す
。

で
も
、
イ
エ
ス
は
酒
飲
み
と
も
い
わ
れ
ま 

し
た(
笑)

。
パ
ン
と
葡
萄
酒
に
象
徴
さ
れ
る 

よ
う
に
、
食
事
を
だ
い
じ
に
し
、
宗
教
儀
式 

の
一
つ
に
し
て
い
ま
す
。

一
緒
に
祈
っ
て
一 

緒
に
食
べ
る
の
で
す
。

司

会
釈
尊
も
苦
行
の
後
沐
浴
さ
れ
て
、
ミ
ル
ク

粥
を
食
さ
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
食
事
を
だ 

い
じ
に
考
え
て
い
ま
す
。
食
に
関
す
る
感
覚 

は
、3
つ
の
宗
教
と
も
似
て
い
ま
す
ね
。

池

上宗
教
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
分
は
ひ
と
つ
と 

い
う
気
が
し
ま
す
。

マ
シ
ア

た
だ
、
似
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
 

違
う
か
ら
こ
そ
理
解
し
合
う
こ
と
が
大
切
。
 

違
う
こ
と
は
対
話
の
妨
げ
に
は
な
り
ま
せ 

ん
。
私

は

日

本

へ

来

て

「正
法
眼
蔵
」
を
知 

っ
て
、
こ
れ
が
好
き
で
す
が
、
わ
か
っ
て
い 

る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
言
葉
以
前
の
レ
ベ
ル 

で
違
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

ア
キi
ル

違
い
は
違
い
と
し
て
、
共
通
点
は
何
か
を 

探
し
、
そ
の
う
え
で
違
う
も
の
を
尊
重
す
る 

こ
と
も
必
要
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
 

宗
教
の
名
を
借
り
た
戦
争
も 

実
際
は
宗
教
間
の
争
い
で
は
な
い 

司

会で
は
、

こ
こ
で
昨
年
の9
月

11
日
の
ニ
ュ 

1

ヨ
ー
ク
で
起
こ
っ
た
テ
ロ
に
関
連
し
て
う 

か
が
い
た
い
の
で
す
が
。

マ
シ
ア

根
本
的
に
い
え
ば
、
神
の
名
に
よ
っ
て
暴 

力
を
正
当
化
す
る
宗
教
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ 

リ
ス
ト
教
で
も
十
字
軍
な
ど
過
去
に
教
え
と 

矛
盾
し
た
こ
と
を
行
い
、
近
年
、

こ
れ
を
謝 

罪
し
ま
し
た
。

ア
キi
ル

あ
の
テ
ロ
は
宗
教
の
対
話
に
は
適
さ
な
い 

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
誰
が
や
っ
た
の
か
わ
か 

ら
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
で
は
武
器
を
持
つ
人
と 

の
み
と
戦
い
な
さ
い
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま 

す
。
そ
の
意
味
で
も
、
あ
の
テ
ロ
は
イ
ス
ラ 

ム
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
と
は
関
係
な 

く
、
殺
し
た
犯
人
を
見
つ
け
、
裁
判
を
す
る

4



宗教者間の対話

pz匚IヨI

こ
と
が
大
切
で
す
。
報
復
と
い
っ
て
も
、
真 

犯
人
も
わ
か
ら
ず
、
銃
を
持
た
な
い
人
を
爆 

撃
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
人
類
に
対
す
る
罠 

の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

池

上
宗
教
的
な
対
立
に
み
せ
か
け
て
、
実
は
そ 

う
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

マ
シ
ア

そ
れ
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

そ
う
で
す
ね
。
報
復
の
連
鎖
に
入
る
と
、
 

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま 

い
ま
す
。

マ
シ
ア

ど
の
宗
教
も
、
共
通
の
願
い
は
平
和
で
す

か
ら
。
暴
力
の
な
い
形
の
正
義
、
赦
し
と
か 

和
解
、
こ
れ
が
宗
教
か
ら
出
る
べ
き
だ
と
思 

い
ま
す
。
そ
し
て
自
分
と
違
う
他
者
に
対
す 

る
、
仏
教
で
い
え
ば
慈
悲
で
し
ょ
う
か
。
敵 

対
す
る
他
者
へ
の
赦
し
、
こ
れ
が
宗
教
の
役 

割
だ
と
思
い
ま
す
。

9
月

11
日
の
テ
ロ
の
あ
と
、
ア
メ
リ
カ
の 

大
統
領
に
は
、
本
当
は
こ
う
い
っ
て
欲
し
か 

っ
た
で
す
ね
。

「私
た
ち
は
被
害
者
で
も
あ 

る
が
、
加
害
者
で
も
あ
る
。
祈
っ
て
暴
力
の 

原
因
を
探
ろ
う
」
と
。
神
の
名
に
よ
る
報
復 

は
、
神
へ
の
冒
流
だ
と
思
い
ま
す
。
赦
し
合 

い
、
思
い
や
り
が
宗
教
の
役
割
で
し
ょ
う
。
 

あ
の
事
件
は
先
入
観
か
ら
入
っ
て
い
ま 

す
。
罪
の
な
い
大
を
無
駄
に
殺
す
の
で
は
な 

く
、
犯
大
を
探
し
て
裁
判
を
す
べ
き
な
ん
で 

す
。

宗
教
者
が
で
き
る
こ
と
、
 

す
べ
き
こ
と
に
視
点
を 

ア
キ
—
ル

宗
教
者
は
何
を
提
案
で
き
る
の
か
考
え
る 

べ
き
で
す
ね
。

マ
シ
ア

あ
の
あ
と
、
各
宗
教
者
が
集
ま
っ
て
二
ュ 

—

ヨ
ー
ク
で
声
明
を
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の 

よ
う
に
一
緒
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
し
よ 

う
。

司

お
違
い
が
あ
っ
て
も
、
自
分
の
立
場
を
守
る 

の
で
は
な
く
、

一
緒
に
協
力
す
る
こ
と
が
力 

を
持
つ
の
で
す
ね
。
殺
し
合
い
は
す
べ
き
で 

は
な
い
と
い
う
考
え
は
同
じ
な
の
で
す
か 

ら
。

ア
キi
ル

そ
の
と
お
り
で
す
。
宗
教
は
国
と
か
グ
ル 

—
プ
を
乗
り
越
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま 

す
。

フ
ラ
ン
ク
な
討
論
を
重
ね
て
、
そ
れ
を

広
げ
て
い
く
こ
と
が
だ
い
じ
で
す
ね
。
大
き 

い
組
織
で
の
動
き
も
だ
い
じ
で
す
が
、
建
前 

だ
け
に
な
り
が
ち
で
す
。

マ
シ
ア

草
の
根
的
な
対
話
で
す
ね
。

池

上ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
集
ま
つ
て
活
動
す
る
こ 

と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
様
々
な
手
段
で
知 

ら
せ
て
広
げ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
で
す 

ね
。

マ
シ
ア

大
と
小
、
そ
の
中
間
の
役
割
を
果
た
せ
る 

と
い
い
で
す
ね
。

ア
キi
ル

今
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
が
話
し
合
っ
て
い 

る
よ
う
な
場
を
も
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
広
が
る 

と
い
い
で
す
ね
。

池

上と
こ
ろ
で
、
極
端
に
い
う
と
、
あ
の
事
件 

ま
で
、
ア
メ
リ
カ
の
大
び
と
は
ア
ラ
ブ
を
意 

識
し
て
こ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
は
攻 

撃
を
受
け
た
の
か
、
と
い
う
思
い
と
い
う
か 

疑
問
が
ウ
エ
ー
ブ
に
な
つ
て
い
る
と
思
い
ま 

す
。
あ
の
と
き
ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
以
外
の 

国
や
民
族
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
し 

て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
憎
し
み
だ
け
で
は 

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

日
本
で
は
炭
を
起
こ
す
と
き
に
う
ち
わ
で 

あ
お
ぎ
ま
す
が
、
そ
ん
な
う
ち
わ
の
仕
事
を 

我
々
が
で
き
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う 

し
た
力
は
、
意
外
と
、
宗
教
者
よ
り
も
市
民 

パ
ワ
ー
の
ほ
う
が
速
く
て
強
い
…
。

こ
れ
は 

も
っ
と
反
省
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

マ
シ
ア

相
手
を
知
る
こ
と
か
ら
理
解
が
は
じ
ま
る 

ん
で
す
ね
。
ア
フ
ガ
ン
に
つ
い
て
も
そ
う
で 

す
ね
。
互
い
に
知
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
い 

と
い
け
ま
せ
ん
。

日
本
人
の
暮
ら
し
に
宿
る
自
然
感
は 

宗
教
心
の
原
点

ア
キ
—
ル

日
本
で
は
一
般
的
に
、
忙
し
く
て
大
の
こ 

と
を
知
る
ひ
ま
が
な
い
。
宗
教
に
つ
い
て
も 

そ
う
で
す
。
と
く
に
男
の
大
は
時
間
が
な
い
、
 

忙
し
い
と
い
う
。
ゆ
と
り
が
な
さ
過
ぎ
ま
す
。
 

24
時
間
の
割
り
振
り
が
必
要
だ
と
思
い
ま 

す
。
仕
事
だ
け
で
な
く
、
家
族
、
自
分
、
社 

会
と
い
う
ふ
う
に
。

仏
教
の
指
導
者
も
一
般
の
大
と
同
じ
、
と 

い
う
意
識
で
は
な
く
、
や
は
り
指
導
者
で
あ 

る
こ
と
を
意
識
し
て
、
大
び
と
を
導
い
て
い 

か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
し
よ
う 

池

上そ
う
で
す
ね
。

ア
キi
ル

日
本
の
大
は
ふ
だ
ん
は
無
宗
教
で
す
、
と 

い
い
、
死
ぬ
と
き
、
生
ま
れ
る
と
き
だ
け
は 

仏
教
で
す
、
と
い
う
。

池

上キ
リ
ス
ト
教
で
は
休
日
に
家
族
そ
ろ
っ
て 

教
会
に
行
き
ま
す
が
、
日
本
は
お
寺
参
り
も 

お
年
寄
り
だ
け
、
若
い
男
女
は
足
を
運
ば
な 

い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
我

 々

の
責
任
で
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
ん
な 

面
も
あ
り
ま
す
。
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
、
 

日
本
大
は4

つ
の
宗
教
を
持
つ
。
ま
ず
ク
リ 

ス
マ
ス
で
キ
リ
ス
ト
教
、
除
夜
は
お
寺
に
参 

詣
し
、
初
詣
は
神
社
、
お
年
玉
の
習
慣
は
道 

教
か
ら
来
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
フ
ア 

ジI
な
方
法
論
を
逆
に
利
用
し
て
今
こ
そ
世 

界
に
貢
献
を
、
と
も
思
い
ま
す(
笑)

。
 

で
も
自
分
の
信
仰
は
持
っ
て
い
な
い
と
い 

け
ま
せ
ん
。
日
本
大
は
仏
教
と
い
う
よ
り
先 

祖
信
仰
な
ん
で
す
ね
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
仏
教 

で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
日
本
仏
教
で
あ
り
お
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寺
も
そ
う
し
た
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

マ
シ
ア

日
本
人
が
忘
れ
か
け
て
い
る
日
本
も
あ
り 

ま
す
ね
。
食
事
の
と
き
に
「
い
た
だ
き
ま
す
」
 

と
い
う
。

こ
れ
は
自
然
を
大
切
に
す
る
心
。
 

こ
の
自
然
感
は
宗
教
心
に
つ
な
が
る
も
の
だ 

と
思
い
ま
す
。

司

会そ
う
い
う
も
の
を
失
い
か
け
て
い
る
ん
で 

す
ね
。

マ
シ
ア

お
い
し
い
水
の
あ
る
山
の
な
か
に
自
動
販 

売
機
が
あ
っ
て
水
を
売
っ
て
い
る
。
そ
れ
も 

皮
肉
な
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
の
山
の
水
で
す
よ 

(
笑)

。

池

上日
本
人
も
よ
う
や
く
そ
う
し
た
こ
と
に
気 

付
い
て
き
た
ん
で
す
ね
。
最
近
、

『〇
〇
の 

日
本
語
』
と
題
し
た
何
種
類
も
の
本
が
売
れ 

て
い
ま
す
。
自
浄
作
用
と
い
う
か
、
戦
後
社 

会
の
反
作
用
と
い
う
か
、
日
本
人
の
ア
イ
デ 

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る 

ん
で
す
。

ア
キi
ル

イ
ス
ラ
ム
の
教
え
か
ら
い
う
と
、
パ
キ
ス 

タ
ン
で
本
当
に
ィ
ス
ラ
ム
的
な
人
は

40%
く 

ら
い
、
で
も
本
来
日
本
人
の

80
〜
90%
は
イ 

ス
ラ
ム
と
い
う
感
じ
で
す
。
自
分
は
無
宗
教 

と
い
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え 

ば
、
人
を
害
さ
な
い
、
尊
重
す
る
、
助
け
合 

う
、
干
渉
し
な
い
、
平
和
的
、
勤
勉
、
ビ
ジ

ネ
ス
で
は
値
引
き
を
し
て
も
品
質
を
落
と
さ 

な
い
、
作
っ
た
も
の
は
検
品
す
る
…
こ
れ
ら 

は
全
部
イ
ス
ラ
ム
の
考
え
な
ん
で
す
。

つ
ま 

り
、
日
本
の
人
に
は
イ
ス
ラ
ム
の
精
神
が 

80%
 

く
ら
い
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
神 

の
そ
ば
に
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

池

上皆
さ
ん
に
、
宗
教
に
お
け
る
言
葉
の
持
つ 

力
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
言
葉
に
は
魂 

が

宿

り

、

古

代

よ

り

日

本

で

は

そ

れ

を 

「言
霊
」
と
い
い
ま
す
が
、
仏
教
で
は
、
心
を 

以
っ
て
心
が
伝
わ
る
、
言
葉
に
頼
り
ま
せ
ん 

ね
。
仏
陀
の
さ
と
り
は
言
葉
で
は
な
く
イ
ン 

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
伝
わ
り
ま
し
た
。
禅
で 

は
文
字
に
立
た
ず
と
い
う
、
そ
の
一
方
で
道 

元
禅
師
は
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
遺
し
て
お
ら 

れ
ま
す
。
伝
え
る
役
割
も
あ
る
わ
け
で
す̂
 

ア
キi
ル

言
葉
は
大
切
で
す
。
で
も
言
葉
で
は
全
部 

伝
わ
ら
な
い
。
何％

し
か
伝
わ
ら
な
い
。
言 

葉
と
い
う
の
は
自
分
の
フ
ィ
ル
タ
ー
し
か
通 

っ
て
い
ま
せ
ん
。
自
分
が
聞
き
た
い
こ
と
し 

か
、
聞
き
た
い
意
味
し
か
聞
こ
え
な
い
、
あ 

る
い
は
聞
か
な
い
ん
で
す
ね
。

コ
ー
ラ
ン
も 

そ
う
で
す
が
、
だ
か
ら
原
本
を
読
み
な
さ
い
、
 

と
い
う
。
で
も
、
そ
れ
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
す 

か
ら
、
だ
れ
も
が
読
め
る
わ
け
で
は
な
い
、
 

翻
訳
に
な
る
。

そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
マ
ホ
メ
ッ
ド
は
模
範 

を
見
せ
ま
し
た
。
言

葉

に

頼

ら

ず

「私
が
し 

た
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
。
断
食
も
巡
礼
も

し
た
こ
と
を
コ
ピ
ー
し
な
さ
い
と
い
わ
れ
て 

い
ま
す
。
予
言
者
が
し
た
こ
と
を
あ
り
の
ま 

ま
言
葉
で
伝
え
よ
う
と
す
る
、
す
る
と
多
少 

は
違
う
が
、
大
筋
で
は
違
わ
な
い
。
こ
う
し 

て

23
年
間
予
言
者
が
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
コ 

—
ラ
ン
と
し
て
ま
と
め
一
般
化
し
た
わ
け
で 

す
。

池

上そ
れ
は
、
師
資
相
承
し
て
法
を
伝
え
る
私 

た
ち
の
立
場
と
共
通
す
る
よ
う
に
思
い
ま 

す
。
モ
ス
ク
や
教
会
で
は
言
葉
を
使
っ
て
説

教
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
言
葉
の
限
界
と
可
能 

性
は
？

ア
キi
ル

根
本
を
信
じ
な
さ
い
、
神
様
は
一
人
し
か 

い
な
い
、
そ
し
て
人
を
愛
し
て
お
ら
れ
る
、
 

そ
の
う
え
で
行
動
を
、
と
い
い
ま
す
。
で
も 

信
仰
が
な
け
れ
ば
、
同
じ
言
葉
が
意
味
の
な 

い
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
理
解
で 

き
る
の
は
神
様
を
信
仰
し
て
い
る
人
だ
け
。
 

マ
シ
ア

キ
リ

ス
ト

教
で

は

「は
じ
め
に
言
葉
あ
り

き
」

で
す
ね
。
言
葉
に
知
恵
が
こ
め
ら
れ
て 

い
る
の
で
す
。

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
は
「命
が 

あ
っ
て
光
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
 

た
し
か
に
神
学
で
は
言
葉
が
多
か
っ
た
の
で 

す
ね
。
中
世
哲
学
で
は
抽
象
的
な
も
の
の
一 

人
歩
き
が
生
じ
ま
し
た
。

い
つ
の
間
に
か
、
 

体
験
か
ら
離
れ
て
い
く
傾
向
が
あ
り
、
も
う 

一
つ
、
神
秘
主
義
が
出
て
き
ま
し
た
。
神
に 

つ
い
て
語
る
と
き
は
、
言
葉
を
否
定
す
る

〇た
だ
、
や
は
り
主
流
は
理
屈
の
神
学
で
す
。
 

こ
れ
は
一
つ
の
反
省
で
も
あ
り
ま
す
。

池

上禅
で
は
、
も
の
を
否
定
形
で
語
る
こ
と
が 

多
い
で
す
ね
。

こ

れ

は

「黒
で
は
な
い
、
白 

で
は
な
い
」
そ
し
て
結
論
へ
導
く
。
直
接
表 

現
で
は
な
く
、
間
接
表
現
で
誘
導
す
る
。
 

宗
教
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 

広
め
た
い
青
年
同
士
の
対
話

司

〈云

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活 

動
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

ア
キi
ル

ア
フ
ガ
ン
の
問
題
で
は
、
救
援
物
資
な
ど
、
 

い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
あ
り
ま
し
た
。

マ
シ
ア

私
た
ち
も
い
ろ
い
ろ
行
っ
て
い
ま
す
。
難 

民
へ 

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
あ
り
ま
す
。
現
地 

の
修
道
会
と
連
絡
し
て
行
う
例
が
多
い
で 

す
。
確
実
な
方
法
で
す
か
ら
。

ア
キi
ル

私
た
ち
の
場
合
、
物
資
が
本
当
に
届
く
か
、
 

と
い
う
の
が
問
題
で
、
結
局
、
そ
の
た
め
の 

組
織
を
作
っ
て
、
配
る
と
き
に
は
人
を
派
遣 

し
ま
し
た
。

池

上私
た
ち
は
、
今
回
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
基 

金
の
中
か
ら
、S
V
A

と
い
う
曹
洞
宗
が
母
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体
と
な
っ
た
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
を
通 

じ
て
食
用
油
と
小
麦
粉
を
贈
り
ま
し
た
。
 

マ
シ
ア

イ
エ
ズ
ス
会
で
は
、
そ
う
し
た
活
動
を
南 

米
で
も
し
て
い
ま
す
。

池

上私
た
ち
は
曹
洞
宗
の
青
年
組
織
で
す
が
、
 

キ
リ
ス
ト
教
に
はY
M
C
A

が
あ
り
ま
す 

ね
。
イ
ス
ラ
ム
教
に
は
そ
う
し
た
組
織
が
あ 

り
ま
す
か
。

ア
キi
ル

マ
ミ
ー
と
い
う
組
織
が
あ
り
ま
す
。
ゆ
る 

や
か
な
組
織
で
す
が
。

池

上そ
う
し
た
皆
様
と
今
日
の
よ
う
な
フ
ラ
ン 

ク
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
で
き
る
と
い
い 

と
思
い
ま
す
。

マ
シ
ア

若
者
同
士
の
対
話
で
す
ね
。

司

会イ
エ
ズ
ス
会
は
世
界
的
な
組
織
で
す
が
。
 

マ
シ
ア

え
え
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
に
教
区
が
あ
り
、
 

国
際
的
に
連
絡
を
と
っ
て
活
動
し
て
い
ま 

す
。
修
道
会
で
は
教
育
と
か
福
祉
関
係
の
活 

動
も
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
お
互
い
に
手
伝 

い
に
行
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
宗
派
で
は
な 

く
、
同
じ
カ
ト
リ
ッ
ク
な
ん
で
す
ね
。
 

修
道
院
も
お
祈
り
に
専
念
す
る
と
こ
ろ
も 

あ
れ
ば
、
活
動
と
お
祈
り
の
両
方
を
す
る
と 

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
教
会
に
お
手
伝
い
に
行 

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

池

上そ
の
あ
た
り
は
私
た
ち
と
似
て
い
ま
す 

ね
。
修
道
院
に
仏
教
の
お
坊
さ
ん
が
勉
強
に 

行
く
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

マ
シ
ア

あ
り
ま
す
よ
。
修
練
人
が
い
て2
年
間
修 

行
す
る
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

「黙
想
の

家
」

で
お
祈
り
を
す
る
。
そ
う
坐
禅
の
会
に 

当
た
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
大
学
で
も
そ
う 

し
た
活
動
を
お
手
伝
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま 

す
。

ア
キi
ル

年
に
何
日
か
い
ら
つ
し
や
る
の
で
す
か
。
 

マ
シ
ア

8
日
間
く
ら
い 
で
す
。
そ
の
と
き
は1
日
に 

数
回
、
黙
想
し
て
心
と
か
ら
だ
を
整
え
ま
す
。
 

池

上イ
ス
ラ
ム
教
は
い
か
が
で
す
か
。

ア
キi
ル

先
生
が
い
て
弟
子
が
勉
強
す
る
と
い
う
ス 

タ
イ
ル
は
あ
り
ま
す
が
、

一
般
に
公
開
す
る 

の
は
、
日
本
で
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
モ 

ス
ク
に
来
て
、
実
際
に
見
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ 

り
ま
す
。
形
が
決
ま
っ
て
い
て
、
な
か
な
か 

む
ず
か
し
い
で
す
が
…
。
土
曜
日
の
夜
か
ら 

一
 

緒
に
祈
っ
て
生
活
し
て
、
日
曜
日
に
帰
る
、
 

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

マ
シ
ア

信
徒
で
な
く
て
も
参
加
で
き
ま
す
か
。

土
曜
日
は
で
き
ま
す
。

一
般
に
広
く
ピ
ー 

ア
ー
ル
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
…
。
 

国
を
超
え
た
宗
教
の 

相
互
理
解
と
連
携
が
平
和
の
道
へ 

司

〈云

さ
て
、
も
う
一
つ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
問
題 

で
す
が
。

ア
キi
ル

こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
あ
り
ま
す
。
 

た
だ
簡
単
に
考
え
れ
ば
、
お
互
い
に
理
解
で 

き
る
は
ず
な
ん
で
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス 

ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、

一
緒
に
共
存
し
て 

問
題
の
な
い
時
期
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
。
お 

互
い
に
譲
り
合
っ
て
、
お
寺
も
教
会
も
存
在 

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
政
治
的
な
動
き 

が
あ
っ
て
今
の
問
題
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
し 

て
憎
し
み
が
始
ま
っ
た
の
で
す
ね
。

マ
シ
ア

報
復
の
悪
循
環
で
す
ね
。

国
連
が
仲
介
に
入
り
ま
し
た
ね
。

で
も
、
 

こ
れ
も
本
当
は
宗
教
間
の
問
題
で
は
な
い
ん 

で
す
ね
。

池

上国
際
経
済
と
か
軍
需
産
業
と
か
…
。
歴
史 

の
中
の
黒
い
大
き
な
力
…
。

ア
キi
ル

そ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
絡
ん
で
い
ま 

す
。
た
だ
、
宗
教
者
は
は
じ
め
に
い
っ
た
よ

う
に
、
政
治
や
経
済
と
い
っ
た
立
場
を
乗
り 

越
え
て
、
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
 

世
界
に
は
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム 

教
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
国
を
超
え
て
、
 

文
化
、
教
え
を
持
っ
て
い
ま
す
。

マ
シ
ア

そ
う
で
す
ね
。
国
と
い
う
枠
で
は
な
い
。
 

そ
の
文
化
、
宗
教
の
単
位
で
合
意
を
す 

る
。

マ
シ
ア

そ
れ
は
、
と
く
に
若
い
人
た
ち
に
ア
ピ
ー 

ル
で
き
る
と
思
い
ま
す
ね
。
わ
た
し
の
甥
や 

姪
を
見
て
い
て
も
、
国
境
の
意
識
は
な
い
。
 

互
い
に
国
を
自
由
に
行
き
来
し
て
い
ま
す
。
 

青
年
の
レ
ベ 

ル
で
文
化
や
宗
教
の
交
流
を
は 

か
る
時
代
で
す
ね
。

司

会国
家
の
問
題
で
は
な
く
、
個
人
が
つ
な
が 

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

違
い
は
違
い
と
し
て
、
共
通
点
を
探
す
こ 

と
で
す
ね
。
食
べ
も
の
の
考
え
方
も
原
則
は 

同
じ
わ
け
で
す
か
ら
…
。

池

上言
葉
も
宗
教
も
違
う
、
違
い
を
認
め
合
っ 

て
排
除
を
し
な
い
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
交 

流
す
る
。

ア
キi
ル

人
間
の
幸
せ
を
願
い
、
平
和
を
祈
る
の
は 

共
通
で
す
か
ら
。

ホアン•マシア（Juan Masia） 
1941年スペイン生。1966年来日。 
1973年カトリック司祭叙階（東京 
で）。1975年マドリッド（スペイン） 
コミリャス大学で哲学博士号取得。 
マドリッドコミリヤス大学の教授を 
経て（1988-1998）、現在上智大学 
神学部教授（倫理担当）。イエズス 
会カトリック司祭。
著書：和辻哲郎『風土』の翻訳、 
『脅かされているいのち』（オリエン 
ス宗教研究所、2002年）、その他
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マ
シ
ア

昨
年

10
月
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
は
、
あ
ら 

ゆ
る
宗
派
の
人
た
ち
が
集
ま
り
ま
し
た
。

コ 

1
ラ
ン
、
般
若
心
経
、
聖
書
を
た
ず
さ
え
て 

…
。
宗
教
の
平
和
を
祈
る
心
を
も
っ
て
、
今 

の
世
界
の
状
況
に
訴
え
な
い
と
い
け
な
い
。
 

イ

ス

ラ

ム

は

「剣
と
コ
ー
ラ
ン
」
と
い
わ 

れ
ま
す
が
、
本
来
、
平
和
の
宗
教
で
す
。
そ 

し
て
信
仰
は
自
由
と
い
う
考
え
で
す
。
戦
い 

は
イ
ス
ラ
ム
の
地
で
起
こ
り
ま
し
た
が
、

コ 

—
ラ

ン

の

教

え

は

「平
和
」
な
ん
で
す
ね
。
 

マ
シ
ア

コ
ー
ラ

ン

に
は

「信
仰
に
入
ら
せ
る
た
め 

に
強
制
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
書
い
て
あ 

り
ま
す
ね
。

池

上意
外
と
他
の
宗
教
に
寛
容
な
ん
で
す
ね
。
 

だ
か
ら
こ
そ
世
界
中
に
広
ま
っ
て
い
る
の 

で
す
。

大
人
か
ら
若
者
、
子
ど
も
へ
と 

宗
教
の
本
質
を
伝
え
る
こ
と
が
だ
い
じ 

マ
シ
ア

キ
リ
ス
ト
教
も
反
省
す
べ
き
点
が
あ
り
ま 

す
。
宗
教
の
名
に
お
い
て
、
教
え
に
反
す
る 

こ
と
を
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
子
ど 

も
た
ち
に
歴
史
を
正
し
く
教
え
る
こ
と
も
大 

切
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
も
の
ご
と
を
相
対 

化
し
て
み
ら
れ
ま
す
。

池

上日
本
に
も
、
そ
の
問
題
は
あ
り
ま
す
。

一
 

つ
の
価
値
観
を
大
切
に
持
つ
こ
と
が
だ
い
じ 

で
す
ね
。
仮
に
そ
の
価
値
観
が
ま
ち
が
い
で 

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ち
が
い
に
気
付 

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
別
の
価
値
観
が 

あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
の
で 

す
。

こ
れ
は
私
た
ち
の
反
省
で
す
が
、
日
本

人
は
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
支
柱
と
す
る
も
の 

が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

マ
シ
ア

ス
ペ
イ
ン
で
は
日
本
人
を
熱
心
な
仏
教
徒 

と
思
っ
て
い
ま
し
た(

笑)

。
本
当
に
そ
う
な 

ら
、
私
は
感
謝
し
ま
す
。
で
も
違
い
ま
す
ね 

(
笑)

。

司

会ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
若
者
は
ど
う
で
す
か
。

マ
シ
ア

や
は
り
教
会
離
れ
の
現
象
は
あ
り
ま
す
。
 

母
国
の
マ
ド
リ
ッ
ド
で
は
、
逆
に
青
年
が 

禅
道
場
に
行
っ
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
。
価 

値
観
を
も
つ
大
切
さ
を
気
づ
い
て
い
る
人
は 

い
る
ん
で
す
ね
。

池

上イ
ス
ラ
ム
教
へ
入
信
す
る
人
も
世
界
中
で 

増
え
て
い
る
と
聞
き
ま
す
が
。

ア
キi
ル

ま
あ
、
多
少
で
す
が
…
。
大
切
な
の
は 

「宗
教
を
持
つ
か
、
持
た
な
い
か
」
と
い
う 

こ
と
で
す
ね
。
ど
ん
な
宗
教
で
も
い
い
ん
で 

す
。
宗
教
の
道
は
厳
し
い
が
、
宗
教
者
と
し 

て
は
、
そ
の
道
へ
導
く
こ
と
が
だ
い
じ
で
す
。
 

そ
う
す
れ
ば
大
は
悪
い
こ
と
が
で
き
な
く
な 

り
ま
す
。

池

上日
本
大
の
仏
教
徒
は
仏
教
徒
と
し
て
の
自 

信
が
な
い
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
責
任
か
も 

し
れ
ま
せ
ん
。
生
活
の
中
で
タ
ブ
ー
の
垣
根 

を
だ
ん
だ
ん
低
く
し
て
き
た
。

で
も
元
来
、
 

日
本
大
と
し
て
は
タ
ブ
ー
、
し
て
は
い
け
な 

い
こ
と
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
た
、
そ
れ
を 

捨
て
て
き
て
い
る
の
が
問
題
か
と
思
い
ま 

す
。
日
常
生
活
の
中
に
宗
教
的
な
規
制
は
必 

要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ア
キi
ル

い
じ
め
と
か
も
そ
う
で
す
ね
。
教
え
る
大 

が
必
要
で
す
。
宗
教
が
も
っ
と
家
庭
に
入
る

ベ
き
で
す
。

司

会
忙
し
い
は
漢
字
で
「心
を
亡
く
す
」
と
書
き 

ま
す
。
仕
事
優
先
で
自
分
や
家
族
を
ふ
り
返
る 

余
裕
が
な
い
。
心
の
問
題
を
取
り
も
ど
す
に 

は
、
こ
こ
を
反
省
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。
 

物
質
主
義
は
宗
教
が
な
い
か
ら
起
こ
る
。
 

宗
教
は
欲
望
を
抑
え
ま
す
か
ら
。
物
質
主
義 

は
徒
労
の
循
環
で
す
。
家
族
が
一
緒
に
い
て
、
 

心
の
豊
か
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
だ
い
じ
で
す 

ね
。

マ
シ
ア

少
年
犯
罪
も
、

「ど
う
し
て
殺
し
て
は
い 

け
な
い
の
」

で
は
な
く
、

「ど
う
し
て
大
を 

殺
す
の
」
と
い
う
質
問
が
出
な
い
と
い
け
な 

い
。
そ
し
て
、
大
大
は
そ
れ
に
、
す
ぐ
答
え 

ら
れ
る
べ
き
で
す
。

池

上答
え
ら
れ
な
い
親
が
い
ま
す
。
知
識
大
も 

宗
教
者
も
日
本
大
は
即
答
で
き
な
か
っ
た
よ 

う
で
す
。

大
と
し
て
の
べ
ー
ス
が
な
い
か
ら
で
す
。
 

弱
い
大
間
が
宗
教
の
力
を
借
り
る
と
い
い
ま 

す
が
、
本
来
宗
教
は
大
間
の
存
在
を
乗
り
越 

え
た
強
い
力
な
ん
で
す
。

池

上鼎

談

を

終

え

て

当
日
は
、
新
宿
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
食
事 

を
は
さ
ん
で
の
鼎
談
と
な
り
ま
し
た
。
話
題 

は
様
々
な
こ
と
に
及
び
、
な
ご
や
か
な
雰
囲 

気
の
中
、
終
始
し
や
べ
り
通
し
の5
時
間
で 

し
た
。
途
中
、
ア
キ
ー
ル
氏
が
礼
拝
の
為

15 

分
程
中
座
さ
れ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
宗 

教
に
し
て
も
国
家
に
し
て
も
、
そ
の
中
心
で 

そ
れ
ら
を
動
か
し
て
い
る
「大
間
」
と
い
う

お
寺
は
お
年
寄
り
が
集
ま
り
、
若
い
大
が 

集
ま
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
世
代
間
が
分
断
さ 

れ
、
そ
し
て
教
え
が
伝
わ
ら
な
い
。

ア
キi
ル

パ
キ
ス
タ
ン
で
は
大
家
族
が
一
緒
に
住
ん 

で
い
て
高
齢
者
が
尊
敬
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
が 

子
ど
も
の
心
に
入
る
ん
で
す
。

い
ろ
い
ろ
計 

算
す
る
の
で
は
な
く
、
暮
ら
し
の
な
か
で
伝 

え
て
い
き
ま
す
。

司

〈云

い
ず
れ
に
せ
よ
伝
統
的
な
価
値
感
、

こ
れ 

は
宗
教
心
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す 

が
、
そ
こ
を
再
認
識
し
て
、
政
治
的
な
も
の 

の
見
方
を
の
り
越
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が 

重
要
で
す
ね
。

本
日
は
貴
重
な
お
話
を
う
か
が
え
ま
し 

た
。

こ
れ
を
機
会
に
、
ぜ
ひ
今
後
も
交
流
を 

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

マ
シ
ア

こ
う
し
た
機
会
を
作
っ
て
い
た
だ
き
感
謝 

し
て
お
り
ま
す
。

ア
キi
ル

私
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
お
互
い
に
近 

く
な
る
に
は
、

こ
の
方
法
が
い
い
で
す
ね
。
 

こ
の
場
の
話
が
広
が
っ
て
い
く
と
い
い
と
思 

い
ま
す
。

池

上あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

も
の
に
直
に
接
し
、
理
解
し
合
う
こ
と
の
大 

切
さ
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。
我
々
が
持
っ
て 

い

る

「宗
教
的
感
性
」
と
は
、
大
類
に
共
通 

の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
し 

た
。
長
時
間
に
及
ぶ
鼎
談
で
そ
の
内
容
す
べ 

て
を
紙
面
に
掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん 

で
し
た
が
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
機
会
を
積 

み
重
ね
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
合
い
、
固
い 

握
手
の
後
会
場
を
後
に
し
ま
し
た
。

編
集
子
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現代と宗教

って•何！

その3
文•武井昭

高崎経済大学経済学部教授•付属産業研究所所長、 
駒澤大学仏教経済研究所員。
1942年大阪市生まれ。昭和44年早稲田大学大学院修 
士課程終了。その後。高崎経済大学助手、専任講師、 
助教授を経て、昭和59年に教授、現在に至る。
（著書）
「仏眼で読む日本経済入門」（経済界）、「生活と福祉 
の社会経済学」（高文堂出版社）等がある。

-

「
社

会

苦

」

の

救

済

と

し

て

の 

仏

教

経

済

学

仏

教

の

根

本

は

「苦
諦
」

の
体
認
に
あ
り 

ま
す
。
そ

れ

が

「己
業
」

の
問
題
と
し
て
捉 

え
ら
れ
、

「共
業
」

の
そ
れ
と
し
て
あ
ま
り 

取
り
上
げ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
仏
教
だ 

け

で

は

な

い

が

、

そ

の

盲

点

を

つ

か

れ

、
 

「資
本
主
義
経
済
」

や

「市
場
経
済
」
と
い 

っ
た
社
会
科
学
の
理
屈
が
ま
か
り
通
る
こ
と 

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

れ

を

「世
間 

虚

仮

」

と

し

て

突

き

放

す

の

で

は

な

く

、
 

「社
会
苦
」(
共
業
苦)

の
問
題
と
し
て
捉
え
、
 

そ
の
集
諦
、
滅
諦
、
道
諦
に
つ
い
て
も
正
面 

か
ら
取
り
組
む
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
す
。
 

現

代

人

の

「苦
し
み
」

の
殆
ど
は
、
現
代 

の

「経
済
シ
ス
テ
ム
」
と
の
関
係
に
よ
っ
て 

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
も
過 

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
千
六
百
年
の
歴
史 

を

持

つ

「仏
教
」

の
哲
理
も
何
故
こ
の
経
済 

の
論
理
に
屈
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 

し
ょ
う
か
。

こ

の

「社
会
苦
」

に
対
し
て
は
現
代
経
済 

学
は
全
く
無
力
な
の
で
す
。
仏
教
は
、
釈
迦 

の
時
代
に
商
人
層
の
支
持
を
得
た
よ
う
に
、
 

常

に

中

庸

を

得

た

形

で

の

「世
俗
の
経
済
」
 

と
の
関
係
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
き
た
は
ず 

で
す
。

「衆
生
の
外
に
仏
な
し
」
と
い
い
な 

が
ら
、
ど
う
し
て
そ
の
努
力
が
な
さ
れ
な
く 

な
つ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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現代と宗教

「
経

済

」

の

原

点

は

、
 

「
食

」(

じ

き)

と

「
息

」
に
あ
り

「経
済
活
動
」

の
原
点
は
、
直
接
的
に
は 

「食
」(

じ
き)

の
安
定
的
獲
得
に
あ
り
ま
す
。
 

仏

法

に

叶

う

「経
済
活
動
」
は
、
市
場
で
の 

「金
銭
」

で
は
な
く
て
、

こ

の

「食
」

の
全 

体
を
全
宇
宙
的
存
在
に
ま
で
遡
及
し
て
現
実 

の
生
活
実
践
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
、
す
な 

わ

ち

「正
命
」
に
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
、
 

『典
座
教
訓
』

の

中

で

仏

教

と

「食
」

の
関 

係
を
究
明
し
、

「仏
教
」
と

「経
済
」

の
根 

本
的
関
係
を
解
明
し
て
い
ま
す
。
こ
の
関
係 

は

「貨
幣
経
済
」
が

一

般

化

し

た

「資
本
主 

義
経
済
」
な

い

し

「市
場
経
済
」

の
お
い
て 

も
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
目
先
の 

「金
銭
」

の
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
ず
、

「食
」

(

じ
き)

の
本
質
に
戻
り
、

「持
続
可
能
な
経 

済
」

の
法
則
に
ど
の
よ
う
な
形
で
貢
献
で
き 

る
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と 

き
、
仏
教
者
に
し
か
見
え
て
こ
な
い
部
分
が 

あ
る
は
ず
で
す
。

こ
の
持
続
可
能
な
経
済
の
本
質
は
こ
の 

「食
」
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
生
存
の
本 

来

の

働

き

で

あ

る

「息
す
る
こ
と
」

に
も
あ 

り
ま
す
。
経
済
が
発
展
し
た
先
進
国
で
は
多 

く

の

人

が

「息
苦
し
さ
」
を
覚
え
、
途
上
国 

で

は

「飢
餓
」

に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

こ
の 

二
つ
の
こ
と
を
解
決
す
る
経
済
学
が
期
待
さ 

れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
二
つ
の
問
題
の
根 

本
を
説
く
禅
仏
教
は
仏
教
経
済
学
の
構
築
に 

欠
か
せ
な
い
の
で
す
。

「人

中

心

の

飽

食

」
 

が

ら

「衆
生
中

心

の

食

と

息

」
へ

「食
と
息
の
経
済
」

の
本
質
は
、
そ
れ
に 

関
係
す
る
一
切
の
も
の
の
「蕩
尽
」

に
あ
り 

ま
す
。

つ
ま
り
、
現
代
経
済
が
展
開
し
て
い 

る

「人
中
心
の
飽
食
」
か
ら
仏
教
が
説
い
て 

い

る

「衆
生
中
心
の
食
」
に
転
換
す
る
と
き
、
 

そ
こ

に
働
い
て

い
る
「蕩
尽
」

の
原
理
を
中 

心
に
し
た
社
会
経
済
的
関
係
が
自
然
に
形
成 

さ
れ
ま
す
。

二

切

衆

生

、
悉
有
仏
性
」
は
仏
教
哲
理 

の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
全
て
の
衆
生
に
必
ず 

内

在

し

て

い

る

「仏
性
」
を
見
出
す
こ
と
が 

で
き
る
人
の
み
が
道
元
禅
師
が
説
い
て
い
る 

仏
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
仏 

性
を
衆
生
の
一
員
と
し
て
最
大
限
に
活
か
す

こ
と
が
仏
教
で
い
う
「三
輪
清
浄
」

の
意
味 

で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
経
済
に
当
て
は
め 

た
と
き
に
は
、

「消
費
」(
蕩
尽)

の
本
来
の 

意
味
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

「人
中
心
の
飽
食
」
か

ら

「衆
生
中
心
の 

食
と
息
」

へ 
転
換
す
る
た
め
に
仏
者
は
何
を 

な
す
べ
き
で
あ
る
か
を
考
え
実
践
す
る
こ
と 

が
シ
ュ
ー

マ
ッ
ハ
ー
が
仏
者
に
期
待
し
た 

「
正
命
」

の
中
身
で
あ
と
い
え
ま
し
よ
う
。
 

「共
業
」

の

結

果

と

し

て

の

「社
会
苦
」

の 

「諦
」(

あ
き
ら
め)

は
、
個
人
の
解
脱
は
不 

可
欠
の
要
因
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
同 

時

に

社

会

苦

の

「集
諦
」
を
き
わ
め
る
こ
と 

は
今
現
在
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
務
め
で 

あ
る
の
で
す
。
極
論
す
る
と
、
二
千
六
百
年 

前
の
今
を
実
践
し
て
は
じ
め
て
仏
陀
の
期
待 

に
応
え
る
仏
者
た
り
う
る
の
で
す
。
西
洋
流 

の

「政
教
分
離
」

の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ 

る
が
、
な

ぜ

「経
済
と
宗
教
の
分
離
」

の
問 

題
は
不
問
に
伏
し
て
こ
ら
れ
た
の
か
。

こ
の 

問
題
が
不
問
に
伏
さ
れ
て
い
る
限
り
、
仏
教 

の
存
在
そ
の
も
の
が
不
問
に
伏
さ
れ
た
も
の 

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
え
ま
し
よ
う
。

ほう
寺院用仏具•仏壇・製造販売
曹洞宗梅花流法具販売指定店/ ;: ヽ」

N放敢
6(0258)33- 5 6 4 4 
»(025) 280- 1 5 5 0 
S (0492) 27- 7 6 6 6
0(027)324- 3 7 2 1
0(026)222- 3 8 11

〒940-0825新潟県長岡市高畑町617番地 
〒950-0941新潟市女池2丁目2-11 
〒350-0036川越市小仙波2丁目20-1
〒370-0046群馬県高崎市江木町1179-2 
〒380-09H長野市稲葉1980 -1

場
店
店
所
所 

工 

業
業 

•

潟
越
営
営 

店 

崎
野 

本
新
川
高
長
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寺お

策

詩
仙
堂
丈
山
寺

鹿
お
ど
し
発
祥
の
お
寺

庭
園
が
有
名
な
ユ
ニ
—
ク
な
宗
門
寺
院

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
 

「日
東
の
李
杜
」
石
川
丈
山 

先
般
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
京
都
の
市 

内
に
は
数
々
の
名
所
旧
跡
が
あ
る
が
宗
門
の 

寺
院
は
意
外
に
少
な
い
。
そ
ん
な
中
、
詩
仙 

堂
は
数
少
な
い
宗
門
寺
院
の
名
所
で
あ
る
。
 

詩
仙
堂
丈
山
寺
は
土
地
が
入
り
組
み
起
伏 

に
富
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
か
ら
ま
た
の 

名

を

「凹
凸
窠
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
江
戸 

初
期
の
代
表
的
文
化
人
で
あ
る
石
川
丈
山 

(

一
五
八
三
〜
一
六
七
二)

が
隠
居
所
と
し 

て
九
十
歳
で
な
く
な
る
ま
で
の
三
十
余
年
を 

過
ご
し
た
場
所
で
あ
る
。
丈
山
は
若
く
し
て

家

康

を

始

め

に 

数
々
の
名
将
に
つ

堂
の
名
が
付
い
た
。

「詩
仙
の
間
」

四
面
に 

掛
か
る
三
十
六
詩
人
の
肖
像
は
狩
野
探
幽
に 

よ
る
も
の
で
、
詩
は
丈
山
自
身
の
手
に
よ
る 

も
の
で
あ
る
。
詩
仙
堂
丈
山
寺
は
昭
和
四
十 

一
年
に
宗
教
法
人
と
し
て
認
可
さ
れ
、
昭
和 

五
十
八
年
に
秦
慧
玉
禅
師
を
中
興
開
山
に
迎 

え
永
平
寺
直
末
と
な
っ
た
。

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
 

山
有
り
谷
有
り
の
圧
倒
的
な
仮
想
世
界
、
 

唐
様
の
名
園

書院より前庭を望む

八
歳
の
時
に
隠
棲 

し
こ
の
地
に
詩
仙 

堂
を
建
て
た
。
武 

勇
に
優
れ
た
だ
け 

で
な
く
詩
歌
に
も 

精

通

し

「日
東
の 

李
杜
」
と
呼
ば
れ 

た

ほ
ど

で

あ

る

。
 

丈
山
は
我
が
国
の 

三
十
六
歌
仙
に
習 

い
、
三
十
六
詩
人 

の

詩

を

堂

内

「詩 

仙
の
間
」

に
あ
げ 

た
こ
と
か
ら
詩
仙

小
さ
な
門
を
く
ぐ
り
石
段
を
登
つ
て
い
く 

と
茅
葺
き
と
瓦
と
半
々
の
屋
根
を
持
つ
本
堂 

が
目
に
入
る
。
開
け
放
た
れ
た
書
院
か
ら
明 

る
く
広
が
り
の
あ
る
庭
園
が
見
渡
せ
る
。
石 

川
順
之
住
職
に
よ
る
と
こ
の
庭
園
は
唐
様
式 茅葺きと瓦の屋根

と
呼
ば
れ
丈
山
好
み
と
の
事
で
あ
る
。
静
け

▲本尊の馬郎婦観音

さ
の
中
、
漠
然
と
庭
を
眺
め
る
の
も
悪
く
は

な
い
が
、
石
川
老
師
に
こ
の
庭
園
は
中
国
の 

桂
林
あ
た
り
の
山
水
を
表
現
し
た
物
で
あ 

る
、
と
の
ご
説
明
を
伺
う
と
俄
然
庭
園
が
生 

き
生
き
と
迫
っ
て
来
た
。
植
え
込
み
の
そ
ば 

に
置
い
て
あ
る
人
の
腰
の
高
さ
程
の
五
重
塔 

や
そ
の
脇
を
流
れ
る
水
な
ど
が
小
世
界
を
構 

成
し
、
山
有
り
谷
有
り
の
圧
倒
的
な
仮
想
世

界
が
展
開
し
て
く
る
。

こ
の
八
百
坪
の
勾
配 

地
に
作
ら
れ
た
庭
に
、
山
あ
い
の
滝
か
ら
海 

に
至
る
広
大
な
世
界
が
表
現
さ
れ
、
見
る
物 

の
想
像
力
を
刺
激
す
る
。
庭
園
を
下
つ
て
い 

く
と
途
中
に
僧
都
—
鹿
お
ど
し
——
が
あ
り
静 

寂
を
際
だ
た
せ
る
。

こ
れ
も
今
で
は
一
般
的 

に
庭
や
茶
室
等
に
見
ら
れ
る
が
、
元
々
は
丈 

山
が
こ
こ
で
始
め
た
も
の
で
あ
る
。

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
 

威
厳
の
枯
山
水
、
和
顔
の
詩
仙
堂 

庭
園
を
下
り
き
り
、
海
に
見
立
て
た
池
か 

ら
再
び
本
堂
の
方
へ
と
上
っ
て
い
く
。
四
季 

折
々
に
百
数
十
種
類
の
茶
花
が
咲
く
と
い
う 

緑
り
が
匂
い
た
つ
よ
う
な
中
を
歩
い
て
い
る 

と
、
ふ
と
先
に
立
ち
寄
っ
た
枯
山
水
の
庭
園 

が
思
い
出
さ
れ
た
。
ピ
ン
と
張
り
つ
め
た
よ 

う
な
厳
粛
な
荘
厳
さ
を
感
じ
さ
せ
る
枯
山
水 

の
庭
園
も
精
神
的
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
る
物 

で
は
あ
る
が
、
緑
と
命
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
詩 

仙
堂
の
庭
は
あ
く
ま
で
も
和
気
に
満
ち
、
世 

界
そ
の
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
枯
山
水
が
威

僧都一鹿おどし一▼

厳
の
あ
る
表
情
だ
と
す
る
と
詩
仙
堂
の
表
情 

は
和
顔
で
あ
る
。
再
び
本
堂
か
ら
庭
を
眺
め 

る
と
、

こ
ち
ら
の
方
が
曹
洞
宗
に
似
つ
か
わ 

し
い
庭
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
 

昭
和
六
十
二
年
に
は
英
国
の
チ
ャ
ー
ル
ズ 

皇
太
子
、
ダ
イ
ア
ナ
妃
夫
妻
も
訪
れ
た
詩
仙 

堂
に
は
今
、
年
間
約
二
十
五
万
人
が
訪
れ
る 

と
い
う
。
京
都
を
訪
れ
る
際
に
は
詩
仙
堂
ま 

で
足
を
運
び
、
古
賢
の
詩
に
触
れ
、
丈
山
が 

残
し
た
知
的
遊
戯
に
興
じ
て
み
て
は
い
か
が 

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
非
日 

常
の
幽
玄
世
界
が
あ
る
。

ア
ク
セ
ス
デ1
タ

•

交 

通
-

市

バ

ス•

京

都

バ

ス

「
一
乗
寺
下 

り
松
町
」

で
下
車

•

電 

話
-0
7
5
 

— 7
8
1
 

— 2
9
5
4

•

所

在

地
-

京
都
市
左
京
区
一
乗
寺
門
口
町

27 

番
地

至鞍馬至岩倉

•修学院離宮

7 2
吋
二
乗
吉
下
り
松

、
卍
獲
谷
不
動 

冷
八
大
神
社

•

詩
仙
堂 

H
P
 
卍
金
福
寺項

北大路通
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ま
だ
、
残
暑
な
お
厳
し
い
八
月
二
十
九
日
。
丁
度 

一
ヶ
月
後
に
大
遠
忌
正
当
法
要
を
控
え
た
大
本
山
永 

平
寺
に
全
国
各
地
の
青
年
会
員
が
大
結
集
し
ま
し 

た
。
全
曹
青
加
盟
団
体
の
う
ち
四
十
二
団
体
か
ら
一
一 

四
七
大
の
有
志
と
、
 

山
口
県
宗
務
所
の
徒
弟
研
修
会 

の
ご
寺
族•

所
員
宗
侶
あ
わ
せ
て
約
三
十
大
も
合
流 

し
、
二
日
間
に
わ
た
っ
て
報
恩
行
持
を
繰
り
広
げ
ま 

し
た
。

一
昨
年
来
、
十
四
期
執
行
部
立
ち
上
げ
準
備
の
た 

め
三
役
予
定
者
同
士
で
会
合
を
重
ね
て
お
り
ま
し
た 

が
、
大
遠
忌
に
因
み
、
ど
の
よ
う
な
事
業
を
興
す
か
、
 

ま
た
否
か
、
相
当
な
時
間
を
費
や
し
た
よ
う
に
記
憶 

し
て
い
ま
す
。
当
初
、
全
曹
青
と
い
う
組
織
が
、

こ 

れ
か
ら
歩
ん
で
行
こ
う
と
す
る
方
向
性
や
機
能
を
考 

え
る
な
ら
ば
、
全
国
の
加
盟
曹
青
組
織
に
負
担
を
加 

え
る
の
を
極
力
避
け
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
、
全
国 

の
青
年
会
組
織
が
、
そ
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
独
自
の 

活
動
を
展
開
さ
れ
る
情
報
提
供
に
資
し
、
全
曹
青
は 

コ
ン
ダ
ク
タ
ー
役
と
な
り
、
全
国
の
加
盟
団
体
の
ハ 

—
モ
ニ
ー
を
交
響
曲
と
し
て
演
出
完
成
し
よ
う
と
い 

う
よ
う
な
構
想
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
 

そ
ん
な
折
、
大
遠
忌
事
務
局
の
桜
井
孝
順
文
化
事 

業

部

長

老

師

か

ら

「青
年
会
の
日
」
と
し
て
八
月
二 

十
九
日
に
全
国
か
ら
の
結
集
を
し
な
い
か
と
い
う
お 

呼
び
か
け
を
機
と
し
、
更
に
鳩
首
協
議
の
結
果
、
全 

曹

青

主

催

「慕
古
事
業
」
を
打
ち
立
て
、
総
会
で
会 

員
各
位
の
賛
同
を
得
ハ
『八
大
大
覚
』

の
浄
書
、

『傘 

松
道
詠
』

の
書
写
運
動
、
東

司
(

ト
イ
レ)

掃
除
を 

通
し
た
家
庭
仏
教
の
実
践
を
お
呼
び
か
け
し
ま
し 

た
。
そ
の
集
大
成
と
し
て
、
今
般
、
大
本
山
永
平
寺 

高
祖
道
元
禅
師
御
真
前
に
、
全
国
大
結
集
を
果
た
し 

た
も
の
で
す
。
特
に
、
東
司
掃
除
運
動
の
依
拠
と
し 

て
、
瑞
応
寺
堂
長
槽
崎
通
元
老
師
を
拝
請
し
『正
法 

眼
蔵
洗
浄
巻
』
 

に
つ
い
て
親
し
く
御
提
唱
頂
き
ま
し 

た
。
外
陣
を
除
い
て
青
年
僧
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
法



「大きな感動と余韻を胸に」

全国曹洞宗青年会

会長池上幸秀

堂
、
高
祖
真
前
で
の
夜
坐
は
、
熱
気
の
中
、
汗
が
背 

中
を
つ
た
う
の
を
感
じ
な
が
ら
、
息
を
整
え
て
い
ま 

し
た
。
対

座

し

て

の

『八
大
人
覚
』
読
誦
は
、
音
声 

の
波
動
が
身
体
の
真
中
を
突
き
抜
け
、

い
つ
ま
で
も 

余
韻
を
残
し
て
い
ま
す
。
懐
か
し
い
顔
に
出
会
え
ば
、
 

昔
話
や
近
況
を
語
り
合
い
、
吉
祥
閣
大
部
屋
で
各
曹 

青
入
り
乱
れ
て
の
開
枕
。
翌
朝
は
、
全
山
十
一
か
所 

の
東
司
掃
除
に
心
地
良
い
汗
を
流
し
ま
し
た
。
監
院 

老
師
の
導
師
に
よ
る
午
時
献
供
を
最
後
の
行
持
と 

し
、
あ
わ
せ
て
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
『傘
松
道
詠
』
 

五
千
二
百
六
十
二
巻
を
高
祖
真
前
に
奉
納
し
ま
し 

た
。顧

み
る
に
高
祖
様
の
膝
下
に
、

こ
れ
だ
け
多
く
の 

同
学
法
侶
の
青
年
会
員
が
参
集
す
る
こ
と
が
実
現
し 

た
こ
と
の
み
取
り
上
げ
て
も
、
大
変
な
業
力
で
あ
り
、
 

膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
で
す
。
加
え
て
、
各
自
の
道 

念
の
も
と
前
述
の
よ
う
な
報
恩
行
持
が
円
満
成
就 

し
、
今
も
震
え
る
感
動
と
余
韻
を
心
に
き
ざ
ん
で
い 

る
の
で
す̂

大
本
山
永
平
寺
の
御
役
僚
の
老
師
各
位
を
は
じ 

め
、
将
来
、
青
年
会
で
活
躍
さ
れ
る
弁
道
中
の
雲
衲 

諸
兄
に
は
、
越
格
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
し 

た
。
ま
た
、
管
区
理
事
、
評
議
員
の
諸
師
に
は
、
参 

加
者
の
募
集
、
取
り
ま
と
め
、
事
務
局
と
の
連
絡 

等
々
、
実
行
委
員
と
し
て
の
役
割
を
十
二
分
に
果
た 

し
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
報
恩
拝
登
に
関
与
頂
き
ま 

し
た
総
て
の
皆
様
に
執
行
部
役
員
を
代
表
し
て
衷
心 

よ
り
敬
意
と
感
謝
の
意
を
捧
げ
ま
す
。
本
当
に
有
り 

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
、
全
曹
青
、
各
地
の
青 

年
会
組
織
活
動
の
大
き
な
自
信
に
結
び
つ
き
、
互
い 

の
絆
を
強
く
し
て
参
り
ま
す
こ
と
を
念
じ
、
当
日
ご 

都
合
で
ご
参
加
頂
け
な
か
っ
た
会
員
の
皆
様
に
も
ご 

報
告
申
し
上
げ
、
感
動
と
法
悦
を
分
か
ち
合
い
た
い 

と
存
じ
ま
す
。



F

後
四
時
、
大
講
堂
に
お
い
て
の
開
会
式
で 

午

は

、
副
会
長
山
口
英
寿
師
が
開
会
を
宣
言 

し
、
会
長
池
上
幸
秀
師
の
導
師
の
も
と
に
仏
祖
諷 

経
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
会
長
の
挨
拶
に
続
き
、
 

本
山
副
監
院
木
村
励
雲
老
師
が
挨
拶
を
さ
れ
、
 

「こ
こ
に
結
集
し
て
い
た
だ
い
た
若
い
僧
侶
の
皆 

様
に
、
こ
の
大
遠
忌
を
契
機
と
し
て
、
新
し
い
曹 

洞
宗
の
夜
明
け
を
背
負
っ
て
頂
く
よ
う
期
待
し 

て
お
り
ま
す
。
」
と
の
お
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。
 

用

浴

、
薬
石
の
後
、
午
後
七
時
。
二
四
七
人 

屏
の
青
年
会
員
は
両
手
に
坐
蒲
を
持
っ
て
法 

堂
の
高
祖
真
前
に
て
の
夜
坐
に
向
か
い
ま
し 

た
。
日
は
暮
れ
て
も
ま
だ
、
山
内
は
蒸
し
暑
く
、
 

吉
祥
閣
よ
り
長
い
階
段
を
一
段
一
段
昇
っ
て
、
 

法
堂
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
、
皆
汗
が
に
じ 

ん
で
い
ま
し
た
。
報
恩
の
夜
坐
は
法
堂
で
坐
禅 

一
炷
を
行
じ
て
一
同
対
座
、

『正
法
眼
蔵
八
大 

人
覚
』
を
読
誦
し
ま
し
た
。
二
百
四
十
余
名
の 

声
が
一
つ
に
な
っ
て
法
堂
に
響
き
渡
っ
た
時
一 

同
は
、
感
動
と
法
悦
に
包
み
込
ま
れ
ま
し
た
。
 

0

ム
朝
、
永
平
寺
全
山
の
東
司
を
、
報
恩
拝
登 

変
上
参
加
者
が
各
班
に
分
担
し
て
掃
除
し
ま
し 

た
。
山
口
県
の
徒
弟
研
修
会
の
皆
さ
ん
も
一
緒 

に
東
司
掃
除
に
参
加
し
ま
し
た
。
東
司
は
お
釈 

迦
様
が
息
子
の
羅
喉
羅
に
「出
家
は
ま
さ
に
苦 

を
忍
ぶ
べ
し
」
と
説
か
れ
た
仏
の
大
切
な
道
場
。
 

そ
の
想
い
を
胸
に
永
平
寺
全
山
の
東
司
を
清
浄 

に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

吉L
い
て
、
大
講
堂
に
移
り
、
槽
崎
通
元
老
師 

縉

に
よ
る
本
講
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
大
講
堂 

に
入
り
き
れ
な
く
路
地
に
ま
で
机
を
出
し
て
拝 

聴
し
ま
し
た
。
『正
法
眼
蔵 

洗
浄
の
巻
』
を

「慕

古
の
慶
快
」
と
し
て
お
話
下
さ
り
、
お
釈
迦
様 

の
時
代
の
洗
浄
の
法
か
ら
道
元
禅
師
の
時
代
の 

洗
浄
法
を
お
示
し
に
な.
り
、
お
釈
迦
様
の
我
が 

息
子
に
教
え
た
、
仏
道
場
と
し
て
の
厠
屋
の
因 

縁
の
話
と
ウ
ス
サ
マ
明
王
の
因
縁
話
を
興
味
深 

く
拝
聴
し
ま
し
た
。

<
に
、
法
堂
に
お
い
て
報
恩
拝
登
諷
経
が 

修
さ
れ
ま
し
た
。
小
鐘
一
会
中
に
、
池 

上
会
長
が
全
国
の
会
員
や
檀
信
徒
に
書
写
し
て 

戴

い

た

『傘
松
道
詠
』
を
法
堂
高
祖
真
前
に
奉 

納
し
、
続
い
て
、
南
澤
道
大
監
院
老
師
導
師
の 

も
と
報
恩
拝
登
諷
経
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
光
明 

蔵
に
て
記
念
撮
影
の
後
、
大
講
堂
に
お
い
て
閉 

会
式
が
あ
り
、
白
井
副
会
長
の
挨
拶
の
の
ち
、
 

山
田
康
夫
大
遠
忌
事
務
局
長
が
挨
拶
に
立
た
れ
、
 

「今
朝
は
、
頼
も
し
い
気
持
ち
で
一
杯
に
な
っ 

た
。
皆
さ
ん
が
東
司
の
掃
除
を
さ
れ
た
後
を
み 

て
、
東
司
が
輝
い
て
見
え
た
。
若
者
が
こ
の
よ 

う
に
道
元
禅
師
の
教
え
で
あ
る
、
地
球
を
き
れ 

い
に
し
よ
う
と
い
う
教
え
を
世
界
に
広
め
よ
う 

と
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
頼
も
し
く
思
つ 

た
。
こ
れ
で
曹
洞
宗
は
大
丈
夫
だ
と
実
感
し
た
。
」
 

と
の
お
言
葉
を
頂
い
て
「青
年
会
の
日
」
全
日 

程
を
終
了
し
ま
し
た
。

一
一
日
間
の
取
材
を
通
し
て
、
我
々
青
年
僧
が 

-

一
結
集
す
る
こ
と
の
力
を
感
じ
ま
し
た
。
高 

祖
真
前
法
堂
で
の
坐
禅
、
八
大
大
覚
読
誦
、
全 

山
の
東
司
掃
除
と
そ
れ
に
と
も
な
っ
た
槽
崎
通 

元
老
師
に
よ
る
本
講
な
ど
、
ま
さ
に
大
衆
の
威 

神
力
に
よ
っ
て

我
々

青
年
僧
に
よ
る
「慕
古
」
 

が
現
成
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た 

「青

年
会
の
日
」

で
し
た
。
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Q受け付けの様子

©大講堂での開会式

@薬石 蛇腹昆布も食べてしまいました

®座布を持って法堂へ向う

@直堂始動/

@浄書、納経という形で道元禅師の御歌に親しむことができました

©『八大人覚』読誦

3布団作務

❶東司掃除、浄巾で入念に

〇山口県の従弟研修会の皆さんも参加

o報恩諷経



山口県青年会末益泰輝秋田県青年会新ハ1泰道

鳥取県青年会山脇俊英岐阜県青年会原田太石

大 遠 忌 正 当 を 1 ケ 月 後 に 控 え た 八

月 十 九 日 永 平 寺 法 堂 で の 夜 坐

残 暑 厳 { < 坐 つ て し、 る だ け で 汗 が 滲

み 出 る か な か ら 法 堂 を 埋 め 尽

く す 全 国 の 青 年 会 員 と 共 に 姿 勢 を ，正

坐 つ て し、 る う ち せ せ ら ぎ や 虫 の

音 を 徴 か に 感 つ つ 心 が 穏 や か に

な つ て 来 る の が 分 か る 何 年 も 前 か

ら r 道 元 禅 師 の 七 五 〇 回 大 遠 忌 J と

理 屈 で は 知 つ て し、 た そ れ に ま つ わ

る 行 事 に 参 加 さ せ て し、 た だ き 各 々

に 意 義 を 感 r な が ら も と' ち ら か と

い う と 目 ま <■' る < 忙 い 思 し、 が 先

に 立 ち r 自 分 に と つ て の 大 遠 忌

と は 何 か j を つ < り 体 感 す る 瞬 間

が、 今 ま で あ る よ う で 実 は あ つ た だ

ろ う か 〇 そ れ を 言 葉 に す る の は 困 難

だ が そ の ヒ ン ト が の 高 祖 真 前 夜

坐 を 通 r て お ぼ ろ げ な が ら 感 取 れ

た 気 が、 す る r 大 衆 の 威 神 力 J を 実

感 1 た ひ と 時 で あ つ た

r あ れ つ 〇 〇 さ ん も 来 て た の ? J
私 の r 青 年 会 の 日 J は 懐 か い 顔 と

の 出 会 い の 連 続 で あ つ た 午 後 七 時

よ り の 高 祖 さ ま 真 前 で の 夜 坐 全

国 か ら の 会 員 約 四 〇 名 が 法 堂 を 埋

め 尽 < す 全 曹 青 会 長 池 上 幸 秀 老 師

の 檢 単 の 後 止 静 が 入 る 〇 予 想 以 上

に 蒸 暑 い ふ と 安 居 さ せ て 戴 い て

しゝ た 頃 の 梅 雨 時 期 の 夜 坐 を 思 し、 出

た 当 時 の 如 < な る ベ < 汗 は 拭 か

な し、 様 に 心 掛 け た が 汗 が 目 に 入 つ

て 半 眼 が' 保 て な い の で や む な < 何

度 か 目 を 拭 < と と な つ た 夜 坐 中

正 法 眼 蔵 ハ 大 人 覚 J を 全 員 で 読 誦

東 と 西 で 少 お 経 が ず れ る 場 面 も

あ つ た が そ れ を 補 う 四 〇 名 の 読

経 の 響 き 月 並 で ほ あ る が 感 動 を

覚 え た 執 行 部 及 び' 役 員 の 皆 様 有

難 う ざ、 い ま た 〇

参 加 さ せ て い た だ い て —■• ケ 月 が 経

ち ま た が 、 印 象 に 残 つ て い る の は

ニ 百 名 以 上 の 団 体 を 指 揮 て 行 事 を

運 営 さ れ た 全 曹 青 の 役 員 の 方 々 の 御

苦 労 と 永 平 寺 大 衆 役 寮 諸 師 の 御 協 カ

で あ り ま す 〇 本 当 に お 疲 れ さ ま で

た 〇

ま た 行 事 の 合 し、 間 の 休 憩 時 間 に は

他 県 の 青 年 会 の 方 々 と の 交 流 も で き

ま た が 、 近 < に お 座 り に な ら れ た

三 重 臬 青 年 会 の 方 、 大 阪 の 方 と は 、

ア メ リ 力 や ョ 一 口 ッ ノヾ の 禅 セ ン 夕 ー

開 教 師 の 方 に つ い て の お 話 が で き 、

同 場 所 で の 体 験 を 共 有 す る 者 か ほ

と ん ど、 希 で あ る の に 、 御 縁 と は 不 思

議 な も の だ と 改 め て 感 て 帰 つ て 参

り ま た 〇

暑 い 暑 い 二 日 間 で た が 、 皆 様 本

当 に あ り が と う J ざ い ま た 〇

ハ 月 二 十 九 、 三 十 日 と 永 平 寺 に 於

い て r 青 年 会 の 日 J が 開 か れ た O' そ

の 日 程 の 中 で 最 も 重 要 な 物 に 東 司 掃

除 が 挙 げ ら れ る 〇 修 業 時 代 は ご < あ

た り 前 の 様 に 東 司 掃 除 を て き た が

送 行 て カ＞ ら と し、 う も の 、 全 < 東 司

掃 除 と は 縁 遠 く な つ て い た の で 、 久

ぶ り に 便 器 、 タ イ ル 等 を 掃 か せ て

頂 い た o 皆 が — 丸 と な つ て 行 う そ の

光 景 は 、 道 元 禅 師 の 御 示 に 対 す る

慕 古 の 精 神 を 投 影 、 掃 除 を す る 我

我 の 心 を も 磨 き 清 め ら れ 、 本 当 に 良

き 時 間 を 与 え て 頂 い た と 思 う 〇 構 崎

老 師 の 『 洗 浄 の 巻 の 有 難 い 本 講 を

聞 い た 後 で 、 祖 師 方 の 洗 浄 に 対 す る

想 い を 再 確 認 た 上 で の 東 司 掃 除 と

い う 日 程 で も 、 又 違 つ た 実 感 を 体 得

出 来 た の で は 無 い か と 思 う 〇 い ず れ

に せ よ 充 実 た 二 日 間 だ つ た 〇



三
司
祖
道
元
禅
師
七
百
五
十
回
大
遠
忌
奉 

-U
戸

賛•

大
本
山
永
平
寺
報
恩
拝
登
「青
年 

会
の
日
」
に
東
司
掃
除
の
の
ち
、
栖
崎
通
元 

老
師
を
お
招
き
し
、
「正
法
眼
蔵
洗
浄
」1
 

慕
古
の
慶
快
丄
題
し
、
ご
本
講
を
賜
り
ま 

し
た
。
そ
の
抄
録
を
紹
介
し
ま
す
。
 

「正
法
眼
蔵
」
「洗
浄
」
に
は
、
仏
祖
が 

護
持
さ
れ
て
き
た
修
行
と
悟
り
に
、
い
わ
ゆ 

る

「不
染
汚
」
汚
染
さ
れ
な
い
修
証
不
二
の 

行
持
が
示
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
人
は
本
来
、
 

清
浄
に
し
て
汚
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
す
ば
ら 

し
い
心
身
を
備
え
、
「不
染
汚
」
は
諸
仏
の 

護
念
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
祖
師
方
も
修
行

慕古の慶快

瑞応寺専門僧堂槽崎通元老師

し
て
こ
ら
れ
た
と
、
道
元
禅
師
は
説
い
て
お 

ら
れ
ま
す
。

大
比
丘
三
千
威
儀
経
で
は
、
「浄
身
と
は
、
 

大
小
便
を
洗
い
、
十
指
の
爪
を
剪
る
な
り
」
 

と
説
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
お
釈
迦
様
の
時
代 

か
ら
の
教
え
で
あ
り
、
私
ど
も
が
伝
え
て
い 

く
ベ
き
教
え
で
す
。

「洗
浄
」
で
は
大
小
便
の
仕
方
や
そ
の
始 

末
、
手
の
洗
い
方
な
ど
が
具
体
的
に
示
さ
れ 

て
い
ま
す
。
爪
剪
り
や
髪
を
剃
る
こ
と
な
ど
、
 

身
を
浄
め
る
作
法
も
説
か
れ
て
い
ま
す
。
た 

と
え
ば
大
小
便
の
始
末
に
紙
を
用
い
る
方
法 

も
あ
る
が
、
字
を
書
い
た
紙
を
用
い
て
は
な 

ら
な
い
と
の
教
え
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

現
代
に
あ
っ
て
は
、
物
の
い
の
ち
を
粗
末
に 

せ
ぬ
無
駄
遣
い
へ
の
警
鐘
で
も
あ
り
ま
す
。
 

最
近
は
便
所
を
ト
イ
レ
、
お
ト
イ
レ
と
い 

う
人
も
い
ま
す
が
、
便
所
で
い
い
の
で
す
。
 

便
所
の
作
法
は
、
身
心
を
浄
め
る
だ
け
で
な 

く
、国
土 
•

樹
下
を
も
浄
め
る
こ
と
で
あ
り
、
 

仏
様
す
べ
て
の
護
念
で
も
あ
り
ま
す
。
 

日
本
の
誇
る
富
士
山
は
霊
山
と
拝
ま
れ
親 

し
ま
れ
る
存
在
で
す
が
、
じ
つ
は
ユ
ネ
ス
コ 

の
世
界
遺
産
に
選
ば
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ 

の

訳

は

「汚

いo
最
近
は
さ
か
ん
に
清
掃 

活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
 

人
間
が
す
べ
き
始
末
を
し
て
こ
な
か
っ
た
、
 

そ
の
悪
循
環
に
も
見
え
て
き
ま
す
。
も
と
も

と
大
自
然
の
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も 

の
は
は
自
分
の
始
末
を
す
る
よ
う
に
生
き
て 

き
ま
し
た
。
野
性
の
動
物
は
自
分
の
糞
便
の 

始
末
を
し
て
土
に
隠
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ぺ 

ッ
ト
は
自
分
の
始
末
が
出
来
ぬ
甘
え
が
身
に 

つ
い
た
。
大
も
生
活
が
便
利
に
な
る
な
か
で 

始
末
を
自
浄
作
用
で
は
出
来
な
く
な
り
ま
し 

た
。し

か
し
、
水
洗
便
所
と
な
っ
て
も
、
東
司 

を
清
め
る
こ
と
は
、
本
来
大
の
勤
め
で
す
。
 

お
寺
で
は
こ
の
教
え
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ 

ば
な
り
ま
せ
ん
。

現
代
社
会
は
表
面
の
快
適
さ
の
み
を
追
求 

し
が
ち
で
す
。
今
の
環
境
問
題
も
本
来
の
衣

食
住
の
あ
り
方
を
治
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
私
ど 

も
が
仏
道
と
し
て
が
率
先
し
て
励
行
し
伝
え 

て
い
く
べ
き
こ
と
で
す
。

道
元
禅
師
は
「洗
浄
」
で
、
三
千
威
儀
経 

か
ら
、
「大
小
便
を
洗
わ
ざ
れ
ば
、
突
吉
羅 

罪
(
悪
行
の
報
い)

を
得
。
ま
た
三
宝
を
礼 

す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
大
の
礼
拝
も
受
け
ら 

れ
な
い
」
と
の
引
用
を
し
て
い
ま
す
。
 

仏
様
は
厠
の
威
儀
は
し
な
い
と
考
え
が
ち 

で
す
が
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
浄
穢
は
離 

大
の
滴
血
、
つ
ま
り
体
内
に
あ
れ
ば
温
か
い 

が
体
外
に
出
れ
ば
冷
た
く
汚
い
と
す
る
の
が 

一
般
の
考
え
で
す
が
、
仏
様
は
そ
う
で
は
あ 

り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
出
し
た
も
の
が
汚
い
の 

で
は
な
く
汚
く
し
て
い
る
の
で
す
。
 

羅
喉
羅
が
お
釈
迦
様
の
厠
に
宿
っ
た
と 

き
、
お
釈
迦
様
は
「出
家
は
応
に
苦
を
忍
ぶ 

べ
し
」
と
説
法
さ
れ
た
故
事
が
相
伝
し
て
き 

た
こ
と
を
、
道
元
禅
師
は
「慕
古
の
慶
快
」
 

と
し
、
東
司
は
仏
の
道
場
な
り
と
お
示
し
に 

な
り
ま
し
た
。

「洗
浄
」
は
、
仏
祖
正
伝
の
法
儀
で
、
こ 

の
教
え
が
あ
ま
ね
く
十
方
に
伝
わ
る
こ
と 

が
、
仏
身
心
の
現
成
で
あ
る
と
説
か
れ
て
お 

ら
れ
ま
す
。

こ
の
教
え
を
説
か
れ
た
と
き
、
道
元
禅
師 

は
四
十
歳
、
わ
れ
わ
れ
法
孫
に
と
っ
て
は
、
 

慕
古
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
仏
の
暮
し 

を
実
践
し
広
く
伝
う
べ
き
教
え
で
す
。
 

そ
し
て
洗
浄
は
も
と
よ
り
、
毎
日
の
衣
食 

住
そ
の
も
の
が
正
伝
の
仏
法
の
現
成
で
あ 

る
、
そ
の
根
本
の
腹
を
据
え
て
慕
古
の
報
恩 

行
持
を
精
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ 

ん
。

超
朱
鎭
江
麻
金
山
寺
東
司
様I

*
!

*<2
バ

当日槽崎老師より頂戴した資料（3点とも）

筑
花
娄
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善
程
等
士
納
七
沐
若
囱



S O S € I 
INFORMATION

1

「先師を恋慕l奉らん人はかならずこの 
十二巻を書Iてこれを護持すべい

「ただ身心をきよむるにあらず

国土樹下をもきよむるなり」

佐賀県曹洞宗青年会 渓声会•いずも曹洞宗青年会

本年、高祖道元禅師の七百五十回大遠忌の勝縁に当青年 

会では、独自に大遠忌事業を進めてまいりました。慕古心 

の命題のもと、あらためて自身が祖々の命脈を辿ると共に、 

私共の原点ともいえる嗣法（伝法•伝戒）について触れた 

く研修を行っております。

既に昨年度の研修会では、「宗門の伝灯」と題し、釈尊 

より滴々相承された法の流れを参究致しました。本年は、 

独自に「仏祖礼」の折本を制作し、十一月に開催の研修会 

の折に、自らの人法（法系）を記して護持し、実際に「仏 

祖礼」を修行いたします。更に、改めて伝戒式を習儀し、 

慕古心をこれからにつなぐ実践行を行います。また、併せ 

て仏祖の法孫である使命に生きるために、全曹青よりお勧 

めがありました『正法眼蔵八大人覚』を『仏祖礼』同様の 

折本にして制作し、県内三会場にて浄書会を催し、浄書致 

しております。

K
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このような行持を通して、改めて古仏の白法を頂戴護持 

する有り難さを実感すると共に、少しでも報恩の実践行に 

なればと努めております。

浄書会差定

一、仏祖諷経 二、坐禅一炷 三、浄書

（会長平川義雄）

島根県第二宗務所第一教区

高祖道元禅師七百五十回大遠忌の本年、渓声会（曹洞宗 

島根県第二宗務所第一教区の若手僧侶の会）による第二十 

五回目の緑陰禅のつどい（小学生対象三十八大参加）を七 

月二十八〜三十日の二泊三日で開催いたしました。

今回は、道元禅師のみ教えを全曹青展開の東司掃除運動 

に凝縮し、また、実体験を主とし、参加者全員でJR駅、市 

民会館、体育館、公園等市内要所のトイレを掃除しました。

一同にいやな顔もせずに取り組む姿はあらためて自己の 

足元を見つめる機会となりました。

また、いずも曹青会では、「八大大覚に親しむ会」を継 

続的な研修として立ち上げ、先輩諸老師のご教示を受けな 

がら、月一度の例会を開いて学んでおります。

（評議員大坂恵司）

今後開催予定の管区大会

平成14年度曹洞宗青年会東北地方集会 

秋田大会

この一日の身命は…
~ “自殺”の問題が問いかけるもの~

平成14年11月15 •16日に秋田にて開催予定

第25回中国曹洞宗青年会 

Iム島大会 

古きを慕い、今に生きる 
平成14年11月21• 22日に広島市ホテルセンチュリーにて開催予定
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データベースソフトについて

パソコン綱戒

♦

は
じ
め
に*

名簿管理その2

前回は、Windows用ソフトの現状を考慮しつつ、寺院専用データベースソフ 

トが各社より販売されていることを紹介しつつ、ある程度パソコンに慣れた方々 

向けにデータベースソフトによる檀信徒名簿の管理を紹介致しました。ところが、 

Macintosh用ソフトに目を向けますと若干状況が異なりますので、今回は、 

Macintosh用ソフトを中心にお話ししたいと思います。

♦Macintosh用ソフトの現状♦

Windows用ソフトの分野とは異なり、Macintosh用の寺 

院専用データベースソフトは、アプリケーションとしては、 

未だ提供されていないのが現状です。また、データベース 

ソフトや宛名書き用ソフトなどを使いこなして、檀信徒名 

簿の管理を行ったり、檀務に有効活用し得る機能を持たせ 

るといったことは、パソコンを使い始めて間もない方々に 

とっては非常に困難な作業となろうかと思われます。また 

更に、寺院専用データベースソフトの為に、Windowsを 

osとするpc本体の購入を検討するなどといったことも、 

高額な出費を伴うものと見なさなければなりません。

♦テンプレートについて♦

こうしたパソコン初心者の方々にとって非常に有益とな 

るのが、シェアウェアなどとしてテンプレートとして提供 

されているものです。テンプレートとは、一部を変更した 

だけで繰り返し使用することの出来るデータ、フォーマッ 

トのことで、それを用いることで、ある一つの用途に特化 

した諸入力項目、一覧表示、検索項目などを一括して利用 

出来る用になるわけです。従って、汎用的性格をもつデー 

タベースソフトであっても、恰も寺院専用データベースソ 

フトであるかのように扱うことが出来るでしよう。

♦檀務管理用テンプレートについて♦

さて、一般的にデータベースソフトは、カード型とリレ 

ーショナル型とに大別されますが、特に初心者に受け入れ 

られやすいのは、一枚一枚紙の力^ードに認める様に入力し 

ていきながら最終的に効率的に情報処理を行うカード型で 

あろうかと思われます。Macintosh用ソフトの中で、この 

カード型データベースソフトとして古くより代表的なもの 

が、ファイルメーカーPro、並びにHyperCardです。

このうち、前者のテンプレートとして紹介されているの 

が、松下朋子氏作「檀家管理1.1」（キーウェア3,000円 

http：//www.arks.com/free/nana.html を参照）です。こ 

れはファイルメーカー Pro2.1以降用として発表されている 

もので、作者自身の説明 

を要約すれば、本年度• 

来年度•任意の年度の法 

要予定があっという間に 

わかり、何回忌なのか自 

動で表示でき、家長ごと 

のリスト表示などの操作

がボタンのみで可能であるということです。

一方、HyperCard用のテンプレート（シェアウェア 

6,000円）として紹介されているものは、遠山純孝氏作の 

「HyperContactTELA IIJ 
です。ほとんどキーボー 

ドなしで簡単入力•検索 

などが行えるように配慮 

されており、過去帳に関 

しても年回検索•年回表 

作成•年回通知作成•過 

去帳の登録と変更•法要 

データの保存•戒名法名 

検索などが行えるように 

なっております。

ここでは、紙幅の都合 

上、代表的な作品のみを 

紹介するに止めますが、 

こうした作品を参考にしつつ、御自身が使い易いテンプレ 

ートを作成なさることをお勧めいたします。

♦営業品目♦ 

寺院専用各種記念品•慶弔 

御布教用品•お供物品•その他寺院用品全般

「誠実」日本一を貫くわ けーん どう

布顔愛語の和顔堂

㈱和 顔 堂国0120-7676-00
^153-0064東京都目黒区下目黒3 -14-14

製

蔡

念
 

R 

族
て
あf
 

金

栄

け 

诚

実E
貫
く 

^

ご
み
ろ.
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•
 
★

環

境

閉

題6

スB
リ
チ
ュ
ア■

視

座

成
長
か
ら
成
熟
へ

イ
ン
ド
で
は
人
生
を
前
半
と
後
半
に
分
け 

て
考
え
る
。
前
半
は
自
己
実
現
の
時
期
で
、
 

後
半
は
自
己
放
棄
の
時
期
だ
。

い
わ
ば
峠
へ 

上
つ
て
ゆ
く
時
期
と
峠
の
む
こ
う
へ
下
っ
て 

ゆ
く
時
期
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
 

種
子
が
芽
を
だ
し
て
成
長
し
、
花
を
咲
か
せ 

る
ま
で
が
前
半
生
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
花
が 

散
っ
て
実
を
つ
け
、
落
葉
し
て
枯
れ
果
て
る 

ま
で
が
後
半
生
で
あ
る
。

カ

ー

ル•

ュ
ン
グ
も
や
は
り
人
生
を
二
つ 

の
時
期
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し 

て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
は
前
半
生
で
教
育 

を
受
け
、
仕
事
を
持
ち
、
結
婚
し
て
家
庭
を
築 

き
、社
会
で
の
地
位
と
人
望
を
得
る
た
め
の
努 

力
を
行
う
。
し
か
し
後
半
生
に
お
い
て
は
内
面 

性
を
高
め
、
人
格
を
向
上
し
、
社
会
と
文
化
の 

た
め
に
貢
献
す
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
前
半
生
と
後
半
生
に
は
変
化
が
必
要 

で
あ
っ
て
、
前
半
の
人
生
観
と
方
法
論
を
後
半 

に
引
き
ず
っ
て
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
そ 

う
し
な
い
と
達
成
の
た
め
に
社
会
で
悪
戦
苦 

闘
し
て
い
た
間
に
お
ろ
そ
か
に
し
て
き
た
内 

面
生
活
を
高
め
る
機
会
を
逸
し
、
人
格
を
損
な 

っ
て
苦
し
む
こ
と
に
な
る
と
警
告
し
て
い
る
。
 

四

住

期-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

イ
ン
ド
の
伝
統
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
寿
命

は
百
年
で
、
人
生 

の
前
半
と
後
半
を 

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ 

二
分
し
て
、
ブ
ラ 

フ

マ

チ

ャ

ー

リ 

ア
、
グ
リ
ハ
ス
タ
、
 

ヴ
ア
ー
ナ
プ
ラ
ス 

タ
、
サ
ニ
ヤ
ー
ス 

と
い
う
四
つ
の
修 

道
段
階
に
分
け
て 

い
る
。
最
初
の
ブ 

ラ
フ
マ
チ
ャ
ー
リ 

ア
は
真
理
を
学
ぶ 

学
生
期
。
子
供
の 

学
習
期
間
が
二
五 

年
と
い
う
の
は
今 

日
の
社
会
で
も
ほ 

ぼ

お

な

じ

で

あ 

る
。
学
生
期
を
終 

え
る
と
グ
リ
ハ
ス 

タ
す
な
わ
ち
家
住
期
が
は
じ
ま
る
。
結
婚
し 

て
子
供
を
儲
け
、
家
庭
を
築
き
、
妻
と
し
て 

夫
と
し
て
暮
ら
す
時
期
だ
。
次
が
ヴ
ァ
ー
ナ 

プ
ラ
ス
タ-
-

ヴ
ァ
ー
ナ
と
は
森
、
プ
ラ
ス 

タ
と
は
退
く
と
い
う
意
味
、

つ
ま
り
林
住
期 

で
あ
る
。
子
育
て
を
終
え
、
家
族
を
養
う
義 

務
を
果
た
し
終
え
て
老
齢
期
に
さ
し
か
か
っ

た
も
の
は
、
家
を
離
れ
て
森
に
引
退
し
、
内 

面
的
な
生
活
に
は
い
る
。
あ
る
い
は
社
会
全 

体
の
た
め
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て 

最
後
が
サ
ニ
ヤ
ー
ス
——

出
離
期
。

こ
れ
は 

社
会
か
ら
引
退
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
生
そ 

の
も
の
か
ら
離
れ
て
神
へ
帰
る
時
期
だ
。
 

こ
の
人
生
観
に
従
え
ば
、
人
生
の
最
も
重

回

正
木
高
志 

寫 

1
9
4
5
年
生
ま
れ
。
東
京
教
育
大
卒
。

60 

負 

年
代
な
か
ば
か
ら
イ
ン
ド
を
旅
し
、

80
年
に 

-
-
-
-
-
-

帰
農
。

90
年
か
ら
夕
年
に
か
け
て
モ
ン
タ
ナ 

州
立
大
学
に
招
聘
さ
れ
て
環
境
倫
理
学
を
講 

議
。
著
書
に
『
ス
プ
リ
ン
グ•

フ
ィ|

ル
ド
』
 

(
地
湧
社
刊)

、
『木
を
植
え
ま
し
ょ
う
』(
南 

方
新
社
刊)

。
熊
本
県
菊
池
市
在
住 

要
な
時
期
は
隠
退
し
て
か
ら
の
後
半
生
に
あ 

る
の
で
あ
っ
て
、
前
半
生
は
準
備
期
間
に
す 

ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
現
代
の
日
本
人
は
金
が 

稼
げ
る
間
だ
け
が
人
生
で
あ
る
と
信
じ
て
い 

る
。
だ
か
ら
定
年
退
職
し
た
ら
ゴ
ミ
同
然
、
 

社
会
的
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
価
値
が
な
い
。
 

周
り
か
ら
そ
う
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
自 

分
自
身
も
そ
う
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
金
を 

稼
ぐ
こ
と
以
外
の
人
生
目
標
を
持
っ
て
い
な 

い
か
ら
。
人
生
の
後
半
の
目
標
を
持
た
ず
に
、
 

前
半
の
価
値
観
と
生
き
方
を
死
ぬ
ま
で
引
き 

ず
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

ア
メ
リ
カ
人
も
、
ま
る
で
人
生
が
春
ば
か 

り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

い
つ
ま
で
も
花
を 

追
い
求
め
て
、

つ
い
に
飛
花
落
葉
の
美
を
知 

る
こ
と
が
な
い
よ
う
だ
。
自
分
は
ど
れ
だ
け 

若
い
か
、
歳
を
と

っ
て
い
な
い
か
、
戦

 々

恐
々
と
し
な
が
ら
後
ろ
ず
さ
り
に
生
き
て
い 

る
。
老
に
面
と
向
か
い
合
い
、
死
を
正
面
か 

ら
見
つ
め
て
積
極
的
に
前
進
す
る
こ
と
が
な 

い
。
こ
れ
も
ま
た
老U

成
熟
の
価
値
を
知
ら 

ず
に
、
前
半
生
の
人
生
観
だ
け
で
一
生
を
過 

ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
自
分
の 

人
生
が
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
社 

会
に
対
し
て
も
大
き
な
害
を
な
す
こ
と
に
な 

つ
て
し
ま
う
。



木
の
心
と
森
の
心-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

『
マ
ヌ
の
法
典
』
を
著
わ
し
た
マ
ヌ
は
、
 

「髪
に
白
い
も
の
が
混
じ
り
、
孫
の
顔
を
見 

た
と
き
、
家
住
者
は
森
に
隠
退
す
べ
き
で
あ 

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
ぼ
く 

の
髪
も
ず
い
ぶ
ん
白
く
な
っ
た
。
孫
の
顔
は 

ま
だ
見
な
い
が
、
そ
れ
は
最
近
の
若
者
が
い 

つ
ま
で
も
結
婚
し
な
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
 

い
に
し
へ
は
心
の
ま
ま
に
し
た
が
ひ
ぬ 

心
よ
い
ま
は
わ
れ
に
し
た
が
へ 

一
遍
上
人
の
歌
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
ぼ
く 

は
心
の
ま
ま
に
生
き
て
き
た
。
し
か
し
心
を 

自
分
に
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、

い
ま 

だ
に
心
に
振
り
回
さ
れ
っ
ぱ
な
し
で
は
な
い 

か
。
畑
を
耕
し
、
道
を
つ
く
り
、
水
道
を
掘 

り
、
家
を
建
て
、
子
供
を
育
て
、
農
場
を
建 

設
し
て
き
た
。
で
も
生
活
の
忙
し
さ
に
か
ま 

け
て
、
内
面
生
活
に
十
分
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

時
間
を
費
や
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
 

成
長
は
も
う
十
分
な
の
で
は
な
い
か
。
も 

う
こ
れ
以
上
の
成
長
は
や
め
に
し
て
、

こ
れ 

か
ら
は
人
生
を
収
束
に
向
か
わ
せ
な
く
て
は 

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
な
い
と 

内
面
的
に
自
己
を
啓
発
す
る
機
会
を
失
っ
て 

し
ま
う
。
社
会
の
た
め
に
働
く
時
期
を
逸
し 

て
し
ま
う
。
人
生
全
体
を
無
駄
に
し
て
し
ま 

い
か
ね
な
い
。
成
長
と
は
道
な
か
ば
な
の
だ
。
 

ほ
ん
と
う
に
大
切
な
こ
と
は
、
実
現
し
た
も 

の
を
手
離
す
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
す 

べ
き
は
、
こ
れ
ま
で
何
十
年
か
か
け
て
実
現 

し
て
き
た
も
の
を
、

こ
れ
か
ら
死
ぬ
ま
で
の 

あ
い
だ
に
手
離
し
て
し
ま
う
こ
と
。
そ
れ
が 

成
熟
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
木
や
草
は
、
 

夏
の
間
に
あ
れ
ほ
ど
繁
ら
せ
た
葉
を
、
冬
に 

な
る
と
惜
し
げ
も
な
く
落
と
し
て
し
ま
う
。
 

個
を
捨
て
て
種
に
も
ど
る
。

森
に
は
え
て
い
る
木
は
、
個
と
し
て
一
本 

の
木
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
を
超
え
た
森
と 

い
う
存
在
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
人
は
個 

人
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
あ
る
い
は
生
態
系 

と
い
う
超
個
的
存
在
で
も
あ
る
の
だ
。
ぼ
く 

た
ち
の
内
面
に
は
個
と
し
て
の
心
——

エ
ゴ 

意
識
——

と
同
時
に
、
よ
り
深
い
内
面
に
は 

超
個
的
な
広
く
大
き
い
心
が
存
在
す
る
。

こ 

の
小
さ
な
心
と
大
き
な
心
を
そ
れ
ぞ
れ
〈木 

の
心
〉
と

〈森
の
心
〉
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
人
は 

前
半
生
に
お
い
て
、
主
と
し
て
〈木
の
心
〉
の 

活
動
に
よ
っ
て
周
囲
の
人
々
と
競
争
し
、
あ 

る
い
は
助
け
合
い
な
が
ら
成
長
し
、
家
族
を 

守
っ
て
生
き
る
。
そ
し
て
マ
ヌ
は
、
人
は
後 

半
生
に
お
い
て
、
個
と
個
の
競
合
す
る
社
会 

か
ら
隠
退
し
て
、
社
会
や
生
態
系
と
い
う
よ 

り
広
く
大
き
な
〈森
の
心
〉
に
め
ざ
め
、
調
和

し
た
生
き
方
を
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
説
い 

て
い
る
。

成
長
か
ら
成
熟
へ-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

家
住
期
か
ら
林
住
期
へ
の
タ
—

ニ
ン
グ
ポ 

イ
ン
ト
に
お
い
て
大
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ 

を

〈木
〉
か
ら
〈森
〉
へ
と
シ
フ
ト
す
る
。
 

同
様
に
文
明
も
ま
た
〈成
長
期
〉
か
ら
〈成 

熟
期
〉
へ
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
さ
な
惑
星
の
限
ら
れ
た
自
然
環
境
の
な 

か
で
は
、
無
限
の
経
済
発
展
を
続
け
る
こ
と 

は
で
き
な
い
。

一
九
七
二
年
の
ロ
ー
マ
ク
ラ 

ブ

に

よ

る

『成
長
の
限
界
』
か
ら
一
九
九
〇 

年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
よ
っ
て
刊
行 

さ

れ

た

『西
暦
二
〇
〇
〇
年
の
世
界
』
ま
で
、
 

こ
の
間
に
七
つ
の
科
学
的
未
来
予
測
が
世
界 

の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
か
ら
出 

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
一
様
に 

お

な

じ

警

告

を

発

し

て

い

る

。

そ

れ

は

、
 

「
こ
の
ま
ま
発
展
を
続
け
る
な
ら
、

二
一
世 

紀
の
早
い
段
階
に
、
世
界
は
成
長
の
限
界
に 

達
す
る
」
と
い
う
極
め
て
悲
観
的
な
未
来
予 

測
だ
。

世
界
中
が
い
つ
ま
で
も
大
量
生
産•

大
量 

消

費
•

大
量
廃
棄
の
経
済
を
持
続
す
る
こ
と 

は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
物
質
的
繁
栄
の
ど 

こ
に
大
間
の
幸
福
が
あ
り
、
平
和
が
あ
る
と 

い
う
の
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム 

に
よ
っ
て
経
済
格
差
が
広
が
っ
て
、
世
界
は 

ま
す
ま
す
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い 

か
。
膨
大
な
廃
棄
物
に
よ
っ
て
環
境
は
破
壊 

さ
れ
、
急
速
に
砂
漠
化
が
進
み
、
天
然
林
は 

減
少
し
続
け
て
い
る
。
癌
な
ど
の
文
明
病
は 

蔓
延
し
、
子
供
た
ち
が
ど
ん
な
に
息
苦
し
く
、

う
る
お
い
の
な
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る 

こ
と
か
。

こ
ん
な
世
界
に
子
供
を
産
み
た
く 

な
い
、
と
い
う
母
親
の
声
は
切
実
で
あ
る
。

「
こ
の
ま
ま
発
展
を
続
け
る
な
ら
ば
世
界 

は
成
長
の
限
界
に
達
す
る
」
と
い
う
未
来
予 

測
は
、

ユ

ン

グ

の

「成
長
期
の
生
き
方
を
後 

半
生
に
ま
で
持
ち
こ
む
な
ら
、
内
的
生
活
を 

高
め
る
機
会
を
失
っ
て
、
苦
し
む
こ
と
に
な 

る
」
と
い
う
警
告
と
一
致
す
る
。
 

成
長
の
限
界
と
は
成
熟
の
は
じ
ま
り
だ
。
 

成
長
に
限
界
が
見
え
た
の
は
、
成
熟
期
へ 

移
行
す
る
時
が
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

8  
(

無
限
大)

を
め
ざ
し
て
成
長
し
て
き
た 

文
明
は
、

こ
れ
か
ら
〇(

ゼ
ロ)

を
め
ざ
し
て 

成
熟
す
る
林
住
期
に
は
い
ら
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
〇
を
め
ざ
す
成
熟
と
は
い
か
な
る 

も
の
か
？

そ
れ
を
示
す
の
が
宗
教
の
役
割
だ
。

21



s
os 禅

と

現
代
の
心
理
療
法 

先
日
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
勉
強
し
て
い 

る
友
人
を
た
ず
ね
た
折
、
彼
の
本
棚
に
あ
る 

C
U
R
R
E
N
T

 

P
S
Y
C
H
O
T
H
E
R
A
P
I
E
S

 

(

『現
代
の
心
理
療
法
』)

と
い
う
本
に
眼
が 

と
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
い
ま
ア
メ
リ
カ
で 

実
践
さ
れ
て
い
る
精
神
分
析
療
法
、
ア
ド
ラ 

—
派
心
理
療
法
、
分

析

派
(

ユ
ン
グ
派)

心 

理
療
法
、
来
談
者
中
心
療
法
、
行
動
療
法
、
 

認
知
療
法
、
実
存
的
心
理
療
法
、
現
実
療
法
、
 

家
族
療
法
、
心
理
劇
、
生
体
エ
ネ
ル
ギ
ー
療 

法
な
ど
十
四
に
及
ぶ
代
表
的
な
各
種
心
理
療 

法

の

由

来•

理

論•

技
法
を
概
観
し
た
大
学 

院
レ
ベ
ル
の
教
科
書
で
し
た
。4
6
0

ペ
一 

ジ
に
も
お
よ
ぶ
大
部
の
大
型
本
で
そ
の
量
に 

圧
倒
さ
れ
ま
し
た
が
、
わ
た
し
も
二
十
年
ほ 

ど
昔
に
は
大
学
院
で
心
理
学
の
勉
強
を
し
て 

い
ま
し
た
か
ら
、
な
つ
か
し
く
思
い
な
が
ら 

ぱ
ら
ぱ
ら
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
こ
と
で
し 

た
。
あ
る
大
の
概
算
に
よ
る
と
い
ま4
0
0
 

を
超
え
る
数
の
異
な
っ
た
心
理
療
法
の
「流 

派
」
が
存
在
し
活
動
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で

-NTERNAT-ONAL

心

理

療

法

す
。
仏
教
の
方
で
は
迷
い
苦
し
む
衆
生
の
多 

様

性

に

あ

わ

せ

て

「八
万
四
千
の
法
門
」
が 

あ
る
と
い
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
く
ら
べ
れ 

ば
ま
だ
ま
だ
少
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん 

が
、
そ

れ

で

も

や

は

り

「心
理
療
法
リ
大
間 

の
心
理
的
困
難
を
癒
す
技
芸
」

に
つ
い
て
そ 

れ
ほ
ど
に
も
異
な
っ
た
見
解
と
ア
プ
ロ
ー
チ 

が
あ
り
得
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
 

「土
着
の
信
仰
」と

し
て
の
心
理
学 

さ
て
、

「
セ
ラ
ピ
ー
社
会
」
と
い
わ
れ
る 

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
心
理
療
法
の
隆
盛
を 

セ

ラ

ピ

ス

ト(
治
療
者)

あ
る
い
は
ク
ラ
イ 

エ

ン

ト(
来
談
者)

と
し
て
支
え
て
い
る
の 

は

お

も

に

「教
育
程
度
の
高
い
中
流
以
上
の 

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
系
ア
メ
リ
カ
大
た
ち
」

で
す
。
 

そ
し
て
仏
教
に
興
味
を
持
つ
の
も
主
に
「心 

理
学
好
き
」

の

か

れ

ら
(

「
エ
リ
ー
ト•

ブ 

デ
ィ
ス
ト
」
、

「
ホ

ワ

イ

ト•

ブ
デ
ィ
ス
ト
」
 

と
も
呼
ば
れ
る)

な
の
で
す
。
で
す
か
ら
仏 

教
の
修
行
が
宗
教
的
な
行
と
い
う
よ
り
は
心 

理
寮
法
の
一
種
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
が

あ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
な
の
で
す
。
統 

計
的
に
正
確
な
こ
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
ア 

メ
リ
カ
で
仏
教
に
関
わ
っ
て
い
る
大
々
の
な 

か
で
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
心
理
療
法
に
も 

関
わ
っ
て
い
る
大
の
割
合
は
相
当
に
高
い
は 

ず
で
す
。
仏
教
指
導
者
で
同
時
に
プ
ロ
の
セ 

ラ
ピ
ス
ト
で
も
あ
る
と
い
う
大
が
何
大
も
い 

ま
す
。

こ
れ
ま
で
仏
教
が
あ
た
ら
し
い
文
化 

の
中
に
伝
播
し
て
い
く
と
き
に
は
、

い
つ
も 

そ

の

土

地

の

「土
着
の
信
仰
」
を
柔
軟
に
取 

り
入
れ
て
姿
を
変
え
な
が
ら
浸
透
し
て
い
き 

ま

し

た
(

た
と
え
ば
中
国
の
場
合
は
儒
教
や 

道
教
、
日
本
の
場
合
に
は
神
道)

。

ア
メ
リ 

カ

の

場

合

は

心

理

学•

心
理
療
法
が
そ
の 

「土
着
の
信
仰
」

の
一
部
に
あ
た
る
と
い
え 

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
仏
教
に
と 

っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
、
興
味
深 

い
問
題
で
す
。

禅
と
心
理
療
法
の
出
会
い 

と
も
あ
れ
、

こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
二 

千
五
百
年
の
伝
統
を
も
つ
東
洋
の
仏
教
伝
統 

と
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
若
い
西
洋
の

本文中3人の著書

心
理
療
法
と
が
出
会
っ
て
い
る
の
で
す
。
禅 

に
関
し
て
言
え
ば
、

一
九
四
九
年
に
鈴
本
大 

拙
が
出
し
た 1

1
1t
r
o
d
u
c
t
i
o
n

 t
o

 Z
e
n

 
(

『禅 

入
門
』)

に
ュ
ン
グ
が
序
文
を
書
き
、

一
九 

六

十

年

に

は

大

拙

と

フ

ロ

ム

がZ
e
n

 

B
u
d
d
h
i
s
m

 a
n
d

 P
s
y
c
h
o
a
n
a
l
y
s
i
s

 
(

『禅
仏 

教
と
精
神
分
析
』)

を
出
し
て
以
来
、
心
理 

療
法
の
観
点
か
ら
禅
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
 

禅
の
大
間
理
解
と
修
行
方
法
を
心
理
療
法
の 

実
践
に
ど
う
生
か
し
統
合
し
て
い
く
か
、
禅 

に
お
け
る
大
格
変
容
と
心
理
療
法
に
お
け
る 

大
格
変
容
と
の
共
通
点
や
相
違
点
は
ど
こ
に 

あ
る
の
か
、
禅
を
換
骨
奪
胎
し
て
心
理
療
法 

そ
の
も
の
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
… 

と
い
っ
た
問
題
に
主
に
西
洋
の
心
理
療
法
家 

た
ち
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
わ
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た
し
自
身
、
大
間
の
苦
悩
や
大
格
の
成
熟
と 

い
う
問
題
を
抱
え
て
心
理
学
に
向
か
い
ま
し 

た
が
、
そ
こ
で
満
足
な
解
答
を
見
出
せ
ず
苦 

し
ん
で
い
る
と
き
偶
然
，
禅
に
出
会
い
眼
か 

ら
う
ろ
こ
が
落
ち
る
よ
う
な
気
が
し
た
前
歴 

を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
心
理
療
法
の
ぶ
つ 

か
っ
て
い
る
壁
を
破
ろ
う
と
模
索
す
る
か
れ 

ら
が
禅
に
対
し
て
も
つ
新
鮮
な
驚
き
と
熱 

意
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
伝
統
の
出
会
い
か 

ら
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
へ
の
大
き
な
期 

待
の
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

禅
の
英
知
を
生
か
し
て
独
自
の
境
界
線
大 

格
障
害
の
治
療
法
を
編
み
出
そ
う
と
し
て
い 

る
臨
床
家
、

コ
フ
ー
ト
の
自
己
心
理
学
に
拠 

り
な
が
ら
禅
の
解
明
を
目
指
す
精
神
科
医
、
 

心
理
療
法
の
観
点
か
ら
禅
の
「脱
神
秘
主
義 

化
」
を
図
ろ
う
と
す
る
セ
ラ
ピ
ス
ト
…
か
れ 

ら
は
い
ず
れ
も
、
師
に
つ
い
て
禅
を
学
ん
で 

得
た
洞
察
と
治
療
と
い
う
自
分
の
「現
場
体 

験
」
と
の
間
を
往
還
し
な
が
ら
「
こ
こ
ろ
の 

癒

し

の

道

」

を

拓

こ

う

と

し

て

い

ま

す

。
 

(

こ
の
三
大
の
著
書
の
写
真
を
の
せ
て
お
き 

ま
す)

こ
う
い
う
大
た
ち
の
試
み
の
な
か
か 

ら
い
ま
ま
で
な
か
っ
た
よ
う
な
禅
的
深
さ
を 

も
っ
た
心
理
療
法
が
生
ま
れ
て
く
る
か
も
し 

れ
ま
せ
ん
。
真
摯
な
心
理
療
法
の
実
践
か
ら 

生

ま

れ

る

「臨
床
知
」
は
伝
統
の
上
に
あ
ぐ 

ら
を
か
い
て

い
ま
や

「生
の
現
場
」
か
ら
遊 

離
し
か
か
っ
て
い
る
日
本
の
禅
に
と
っ
て
今 

後
大
い
な
る
刺
激
に
な
る
で
し
ょ
う
。
 

禅
と
心
理
療
法
の
違
い 

禅
も
心
理
療
法
も
大
間
の
苦
し
み
に
応
答 

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
す
か
ら
両
者
の
相
違 

よ
り
も
共
通
点
の
ほ
う
が
ど
う
し
て
も
注
目 

さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
あ
ま
り
に 

強
調
さ
れ
す
ぎ
る
と
禅
の
独
自
性
と
全
体
性 

が
見
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
今
後
は
む
し 

ろ
両
者
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が 

大
切
に
な
っ
て
く
る
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い 

ま
す
。
禅
の
修
行
に
は
た
し
か
に
大
を
癒
す 

と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
表
層 

化
•

矮
小
化
さ
れ
て
単
な
る
「個
別
的
な
悩

接心の後に

み
ご
と
の
解
消
法
」
、

「
フ
ィ
ー
ル•

ベ
タ
ー 

の
た
め
の
メ
ソ
ッ
ド
」

に
さ
れ
て
い
い
訳
は 

あ

り

ま

せ

ん̂
 
(

も

っ

と

も

、

ユ
ン
グ
も 

「心
理
療
法
の
最
後
の
目
的
は
患
者
を
あ
り 

え
な
い
幸
せ
な
状
態
に
す
る
こ
と
で
は
な 

く
、
彼
に
苦
悩
に
耐
え
さ
せ
る
強
さ
を
可
能 

に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す 

が)

禅

の

ね

ら

い

は

「凡
夫
根
性
を
満
足
さ 

せ
る
こ
と
」

で

は

な

く

「凡
夫
の
廃
業•

乗 

り
越
え
」
だ
か
ら
で
す
。

妥
協
の
な
い
対
決

あ
る
老
師
に
若
い
雲
水
が
「
一
大
事
を
お 

示
し
く
だ
さ
い
」
と
問
い
ま
し
た
。
老
師
、
 

「誰
の
一
大
事
だ
」
雲
水
、

「わ
た
し
の
一
大 

事
で
す
」
老
師
、

「な
に
、
お
ま
え
の
一
大 

事
だ
と
。
そ
ん
な
も
の
ど
う
で
も
い
い
で
は

な
い
か
」
…
実
は
「そ
こ
」
に
こ
そ
本
当
の
安 

心
の
場
所
が
あ
る
の
だ
ぞ
と
教
え
て
い
る
の 

で
す
が
、
自
分
が
幸
せ
に
な
る
こ
と
し
か
頭 

に
な
く
そ
の
邪
魔
に
な
る
悩
み
苦
し
み
を
除 

外
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
け
を
期
待
し
て
い
る 

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
は
こ
ん
な
言
葉
は
と
う
て 

い
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
 

禅

に

は

「ち
っ
ぽ
け
な
お
ま
え
の
一
大
事
く 

ら
い
ど
う
で
も
い
い
で
は
な
い
か
」
と
こ
う 

無
慈
悲
に(

？)

言
っ
て
の
け
る
厳
し
い
と
こ 

ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
 

禅
は
禅
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
心
理
療
法
を 

批
判
し
そ
れ
を
徹
底
、
禅
に
化
し
て
い
き
、
心 

理
療
法
は
心
理
療
法
と
し
て
禅
を
批
判
し
そ 

れ
を
ど
こ
ま
で
も
心
理
療
法
に
化
し
て
い
く 

と
い
う
妥
協
の
な
い
対
決
が
地
道
に
続
け
ら 

れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
安
易
な
握
手
は 

双
方
の
現
状
維
持
の
戦
略
で
あ
り
け
っ
き
ょ 

く
堕
落
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
禅
と
心 

理
療
法
の
切
磋
琢
磨
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
が 

ど

う

脱

皮•

向

上•

深
化
し
て
い
く
か
、
そ 

う
い
う
前
例
の
な
い
実
験
が
行
わ
れ
る
可
能 

性
が
あ
る
の
が
ア
メ
リ
カ
の
禅
な
の
で
す
。
 

次
回
も
、
も
う
少
し
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る 

「禅
と
心
理
療
法
の
出
会
い
」
と
い
う
問
題 

を
論
及
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

文
•

藤
田
一
照

1
9
5
4
年
、
愛
媛
県
生
ま
れ
。1
9
8
7
年
、
米
国
マ 

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ヴ
ア
レ
ー
禅
堂
の
住
持
と
し
て
渡
米
、
 

現
在
に
い
た
る
。
著

書

に

『新
こ
こ
ろ
の
シ
ル
ク
ロ1
ド
』
 

(

共
著 

佐
賀
新
聞
社
刊)

、
訳

書

に

テ

ィ

ク•

ナ

ッ

ト• 

ハ

ン

『
禅
へ
の
鍵
』
(

春
秋
社
刊)

、

ス
テ
ィ

ー

ブ

ン•

バ 

チ

ェ

ラ

ー

『ダ
ル
マ
の
実
践
』
(

四
季
社
刊)

等
が
あ
る
。
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デイスカバー

ヒューマンライツ⑤

-外国人の人権-

は
じ
め
に

私
は
、
現
在
札
幌
弁
護
士
会
に
所
属 

し
て
お
り
ま
す
が
、
札
幌
に
戻
っ
て
く 

る
前
の
約2
年
間
は
、
東
京
の
法
律
事 

•
務
所
で
勤
務
し
て
い
ま
し
た
。
東
京
の 

事

務

所

で

は

外

国

人

の

事

件(

民
事
、
 

刑
事
、
家
事
を
問
わ
ず)

を
多
く
扱
い
、
 

そ
の
中
で
も
外
国
人
の
在
留
資
格
に
関 

す

る

事

件(

い
わ
ゆ
る
入
管
案
件)

を 

主
に
扱
っ
て
い
ま
し
た
。

例
え
ば
、
日
本
に
仕
事
目
的
で
入
国 

し
た
も
の
の
在
留
期
間
を
過
ぎ
て
し
ま 

い
(

い
わ
ゆ
る
オ1

バ
—

ス
テ
イ)

、
 

日
本
人
と
結
婚
し
た
い
が
在
留
資
格
は 

ど
う
な
る
か
、
等
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
で 

0̂70
そ
の
よ
う
な
案
件
の
な
か
で
、
私
が 

一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
ア
フ 

ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民
事
件
で
す
。
 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

難
民
事
件 

皆
さ
ん
の
記
憶
に
も
新
し
い
と
こ
ろ 

と

は

思
い

ま
す

が

、
タ
リ
バ
ン
政
権 

(

当
時
。

パ
シ
ュ
ト
ウ
ン
人
と
い
う
民 

族
に
よ
っ
て
構
成)

下
の
ア
フ
ガ
ニ
ス 

タ
ン
に
お
い
て
、
パ
シ
ュ
ト
ウ
ン
人
に 

よ

る

ハ

ザ

ラ

人(
少
数
民
族)

に
対
す 

る
迫
害
が
頻
発
し
て
い
ま
し
た(

バ
ー

ミ
ヤ
ン
の
石
仏
が
破
壊
さ
れ
た
の
も
石 

仏
が
ハ
ザ
ラ
人
の
顔
立
ち
を
し
て
い
た 

た
め
と
い
う
噂
も
あ
り
ま
す
。
ち
な
み 

に
ハ
ザ
ラ
人
は
外
観
上
日
本
人
と
ほ
と 

ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
二

迫
害
を
逃
れ
る
た
め
、
彼
ら
は
や
む 

な
く
家
族
を
残
し
て
、

パ
キ
ス
タ
ン
を 

経
由
す
る
な
ど
し
て
命
か
ら
が
ら
日
本 

に
流
れ
着
き
ま
し
た
。
当
時
の
ア
フ
ガ 

ニ
ス
タ
ン
は
タ
リ
バ
ン
政
権
の
支
配
下 

に
あ
っ
た
た
め
、
正
規
の
パ
ス
ポ
ー
ト 

を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
、
ビ
ザ
の
発
給 

を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
や
む
な
く 

偽
造
旅
券
に
よ
っ
て
日
本
に
入
国
せ
ざ 

る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
、
彼
ら
は
、
日
本
政
府
に
よ 

る
庇
護
を
求
め
て
難
民
申
請
を
行
い
ま 

し
た
が
、
日
本
の
入
国
管
理
局(

入
管) 

は
、
助
け
を
求
め
て
き
た
彼
ら
を
拘
束 

し
、
施
設
に
収
容
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
 

「正
規
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
持
っ
て
い
な 

い
か
ら
不
法
入
国
だ
。
」
と
い
う
の
が 

入
管
の
言
い
分
で
す
。
し
か
し
、
先
ほ 

ど
述
べ
た
よ
う
な
事
情
か
ら
、
難
民
申 

請
を
し
た
ハ
ザ
ラ
人
は
、
正
規
の
パ
ス 

ポ
ー
ト
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 

の
で
す
。
何

よ

り

日
本

政
府
が

「難
民 

に
対
し
不
法
に
入
国
し
た
こ
と
を
理
由 

と
し
て
刑
罰
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
」
 

な

ど

と

す

る

『難
民
の
地
位
に
関
す
る

条
約
』
を
批
准
し
て
い
る
に
も
か 

か
わ
ら
ず
、
入
管
は
、
難
民
申
請 

を
行
っ
た
者
を
収
容
し
て
い
き
ま 

し
た
。

こ
の
事
態
を
知
っ
た
弁
護
士
ら 

を
中
心
に
、
直
ち
に
ア
フ
ガ
ニ
ス 

タ
ン
難
民
弁
護
団
が
結
成
さ
れ
ま 

し
た
。
私
も
当
時
の
事
務
所
の
ボ 

ス
が
弁
護
団
長
を
務
め
て
い
た
こ 

と
も
あ
り
、
弁
護
団
に
参
加
す
る 

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
、
収
容
さ
れ
た
難
民
申
請 

者
の1
人
に
面
会
し
、
迫
害
状
況 

等
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
き
ま
し
た
。
彼 

は

20
代
前
半
の
若
者
。
彼
の
話
は
私
の 

想
像
を
は
る
か
に
越
え
る
も
の 
で
し 

た
。
自
分
が
家
に
帰
っ
た
と
こ
ろ
タ
リ 

バ
ン
に
よ
っ
て
ロ
ケ
ッ
ト
弾
が
家
に
打 

ち
込
ま
れ
て
い
て
母
親
が
瓦
礫
の
下
敷 

き
に
な
っ
て
死
亡
し
て
い
た
、
兄
が
タ 

リ
バ
ン
に
連
行
さ
れ
て
拷
間
さ
れ
て
殺 

さ
れ
た
、
夜
中
突
然
タ
リ
バ
ン
が
家
に 

来
、
危
険
を
察
知
し
た
自
分
が
屋
根
伝 

い
に
逃
げ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
ラ
イ 

フ
ル
で
足
を
撃
た
れ
た
な
ど
な
ど
。
そ 

ん
な
話
が
私
ら
と
変
わ
ら
な
い
顔
立
ち 

の
青
年
の
口
か
ら
次
々
と
出
て
く
る
の 

で
す
。
我
々
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
非
日 

常
的
な
彼
の
話
に
、
平
々
凡
々
と
暮
ら 

し
て
い
る
私
は
少
な
か
ら
ぬ
シ
ヨ
ッ
ク

を
受
け
ま
し
た
。

彼
は
最
後
に
こ
う
言
つ
て
い
ま
し 

た
。

「私
は
タ
リ
バ
ン
の
迫
害
か
ら
逃 

れ
て
き
た
の
に
、
な
ぜ
ま
た
収
容
さ
れ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
私
は2
度 

迫
害
を
受
け
た
。
タ
リ
バ
ン
と
日
本
政 

府
に
だ
。
」
と
。
私
は
以
前
か
ら
感
じ 

て
い
た
入
管
の
非
人
道
的
な
態
度
に
改 

め
て
憤
り
と
失
望
を
覚
え
ま
し
た
。
 

私
は
、
弁
護
団
結
成
時
に
は
既
に
札 

幌
に
登
録
換
え
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て 

い
ま
し
た
の
で
、
弁
護
団
の
活
動
に
深 

く
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し 

た
が
、
現
在
、
退
去
強
制
令
書
発
付
処 

分
取
消
訴
訟
等
が
東
京
高
裁
に
係
属
し 

て
お
り
、

『判
例
時
報
』
と
い
う
判
例 

を
紹
介
す
る
雑
誌
に
も
た
び
た
び
判
決
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や
決
定
が
載
っ
て
い
ま
す
。

最
近
に
な
っ
て
、
収
容
さ
れ
た
ア
フ 

ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民
申
請
者
が
、
収
容
施 

設
内
に
お
い
て
自
殺
し
た
り
、
自
殺
を 

図
っ
た
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い 

ま
す
。
し
か
し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
問 

題
が
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
く 

な
り
つ
つ
あ
る
現
在
で
は
、
か
か
る
事 

件
が
世
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り 

あ
り
ま
せ
ん
。

外
国
人
事
件
に
つ
い
て 

私
は
、

こ
の
他
に
も
様
々
な
外
国
人 

事
件
を
取
り
扱
い
ま
し
た
。
日
本
が
大 

好
き
で
日
本
で
生
活
し
た
い
と
思
っ
て

資
格
認
定
申
請
を
し
て
も
「そ
の
よ
う 

な
在
留
資
格
は
な
い
」

の
一
言
で
日
本 

に
失
望
し
て
母
国
に
帰
る
人
、
本
来
な 

ら
在
留
資
格
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ 

る
の
に
、
入

管

か

ら

「帰
国
す
る
し
か 

な
い
」
と
言
わ
れ
て
帰
国
し
て
し
ま
つ 

た
人
な
ど
。
日
本
又
は
日
本
人
を
好
き 

に
な
っ
て
日
本
で
生
活
し
た
い
と
思
っ 

て
い
て
も
、
そ
の
気
持
ち
や
具
体
的
な 

事
情
を
何
ら
考
慮
す
る
こ
と
な
く
排
斥 

し
、
結
果
と
し
て
日
本
と
い
う
国
に
対 

す
る
信
頼
を
失
墜
さ
せ
て
い
る
入
管
行 

政
に
は
、
失
望
と
い
う
か
脱
力
感
を
感 

じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

た
だ
、

こ
の
よ
う
な
入
管
行
政
な
い 

し
難
民
認
定
制
度
の
問
題
点
が
放
置
さ 

れ
て
い
る
背
景
に
は
、
外

国

人

を

「ガ 

イ

ジ

ン

」

と

し

て

排

斥

す

る

意

識

、
 

「ガ
イ
ジ
ン
」
だ
か
ら
深
く
考
慮
す
る 

必
要
が
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
る
か
ら 

だ
と
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
私
自
身 

排
他
的
な
意
識
が
全
く
な
い
と
は
言
え 

ま
せ
ん
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
抱
く 

こ
と
も
否
定
し
ま
せ
ん
が
、
日
本
が
好 

き
で
日
本
で
生
活
し
た
い
人
、
日
本
で 

し
か
生
活
で
き
な
い
人
を
、
結
果
と
し 

て
日
本
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
こ
と 

は
非
常
に
残
念
に
思
い
ま
す
。

外
国
人
事
件
を
扱
っ
て
い
る
と
、
言 

葉
も
上
手
く
通
じ
な
い
日
本
で
逞
し
く

生
活
し
て
い
る
外
国
人
に
驚
か
さ
れ
る 

こ
と
も
ま
ま
あ
り
ま
す
。
ダ
ン
サ
ー
と 

し
て
来
日
し
、
日
本
人
と
の
間
に
生
ま 

れ
た
わ
が
子
を
、
言
葉
も
文
化
も
全
く 

異
な
る
日
本
で
育
て
る
女
性
、

14
歳
で 

来
日
す
る
決
意
を
固
め
、
学
歴
も
資
力 

も
な
い
女
性
が
外
国
で
や
る
仕
事
と
い 

え
ば
決
ま
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
で
も 

日
本
に
来
て
働
く
女
性
等
。
彼
ら
彼
女 

ら
の
生
き
る
こ
と
に
対
す
る
真
摯
な
姿 

勢
に
は
敬
意
を
抱
き
ま
す
。
真
剣
に
生 

き
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
在
留
資
格
が
認 

め
ら
れ
た
と
き
に
は
非
常
に
感
謝
さ
れ 

ま
す

最
後
に

以
上
思
い
つ
い
た
こ
と
を
つ
ら
つ
ら 

書
い
た
の
で
、
締
ま
り
の
な
い
文
章
に 

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
外
国
人
事
件

を
通
じ
て
思
う
こ
と
は
、
日
本
に
お
け 

る
在
留
資
格
認
定
制
度
や
難
民
認
定
制 

度
、
在
日
外
国
人
に
対
す
る
教
育
支
援 

や
生
活
支
援
体
制
と
い
う
も
の
は
ま
だ 

ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で 

す
。
み
な
さ
ん
も
、
友
人
や
知
人
、
通 

り
で
見
か
け
る
外
国
人
が
日
本
の
在
留 

資
格
制
度
と
い
う
枠
の
中
で
苦
労
し
な 

が
ら
生
活
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
一 

度
考
え
て
み
て
く
だ
さ
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黄葉鉄眼版大般若波羅蜜多経全六百巻 

(転読用堅牢黄紙製出版元)

葉書院

〒604-0912京都市中京区二条通水屋町西入 

TEL (075)231-0919 振替京都01000-0-755 
FAX (075)223-5829

修復工事から新築工事まで 

あらゆる地震(=対地震)工事に 
最新技術※で対応【ております。 

日本古来の伝統の技を伝承する、 

魚津の設計と施工。

※大本山總持寺積台耐震改修工事で採用させて頂きました。

神社•仏閣専門建築

舞魚津社寺工務店
〒454-0004名古屋市中川区西日置二丁目12番20号 

TEL(052)331-3080 ■ 0854 FAX(052)332-3540
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「と
べ
る
小
鳥
は
わ
た
し
の
よ
う
に
、
 

地
面
を
は
や
く
は
は
し
れ
な
い
。
」
 

金
子
み
す)

さ
ん
の
詩
の
中
か
ら 

は
、

「わ
た
し
」
と
い
う
自
己
を
肯

定
し
、
自
分
を
中
心
と
し
た
視
座
で
世
界
に
ま
な
ざ
し
を
送 

る
感
性
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
可
逆
的
に
、
向
こ
う 

側
の
世
界
か
ら
も
、
こ
ち
ら
に
向
け
て
ま
な
ざ
し
を
返
す
こ 

と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
 

多
く
の
み
す)

さ
ん
の
詩
の
中
に
は
、
し

っ

か

り

と

「自
尊 

感
情
」

の
存
在
が
読
み
と
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
、
 

「自
尊
感
情
」
と
い
う
の
は
、
自
ら
目
標
設
定
、
意
思
決
定
、
 

実
行
し
て
い
く
の
に
重
要
な
基
盤
と
さ
れ
る
も
の
で
、
さ
ら

に
、
自
分
だ
け
で
な
く
、
他
の
人
も
大
切
な
存
在
と
し
て
理 

解
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
、
公

的

な

「自
尊
感
情
」
を 

生
み
だ
し
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
主
体
的
に
自
分
ら
し
く
生
き
て
い 

物 

く
こ
と
や
困
難
や
悩
み
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に
前
向
き 

电 

に
解
決
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な 

一
!  

が
っ
て
い
き
ま
す
。
自
尊
感
情
を
養
い
育
て
て
い
く
も

投稿大募集

皆
様
の
地
元
で
行
わ
れ
て
い
る
青
年
会 

活
動
や
、
地
域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
文
章
は2
 

0
0

字
以
内
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
引
き
続
き
御
意
見
等
募
集
い
た
し
て

お
り
ま
す
。
応
募
者
に
は
、
今
ま
で
、

「そ
う 

せ
い
」

で
御
紹
介
し
た
本
の
中
か
ら
一
冊
を
抽 

選
で

10
名
様
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。

あ
て
先 

〒6
9
9
1
0
6
2
4

島
根
県
簸
川
郡
斐
川
町

上
直
江1
9
9

妙
相
寺
内 

そ
う
せ
い
サ
ロ
ン
係

の
は
、

「生
命
の
教
育
」

に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い 

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
大
宇
宙
の
生
命
の
い
と
な
み
の
中 

で
、
生
命
の
誕
生
や
死
の
体
験
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

何
度
も
心
を
揺
り
動
か
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
大
切
に
育
て
て 

い
た
ペ
ッ
ト
の
死
や
誕
生
の
場
面
、
家
族
の
誕
生
や
死
の
場 

面
に
遭
遇
し
た
と
き
、
同
時
に
そ
の
現
場
に
は
、
良
き
導
き 

手
が
不
可
欠
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
親 

を
は
じ
め
と
す
る
家
族
の
役
割
と
な
り
ま
す
。
私
共
青
年
僧 

も
、
坊
に
あ
っ
て
は
ま
さ
に
、
そ
の
当
事
者
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
か
ら
、
同
世
代
の
親
御
さ
ん
た
ち
を
意
識
し
た
教
化
活 

動
を
展
開
し
て
い
く
な
か
で
、
「
い
の
ち
の
誕
生
」か

ら

「死
」
 

ま
で
を
教
育
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「自
尊
感
情
」

を
育
て
単
な
る
嬉
し
い
体
験
、
悲
し
い
体
験
を
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
、
彼
ら
の
生
き
方
に
つ
な
が
る
価
値
あ
る
体
験
に

変
え
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
、
生
命
の
教 

育
者
と
し
て
の
技
量
を
高
め
感
性
を
磨
い 

て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会

会

長

池

上

幸

秀

最
近
め
っ
き
り
寒
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
皆
様
い
か
が 

お
過
ご
し
で
す
か
。

さ
て
、
今
回
の
そ
う
せ
い
に
は
、
大
き
く 2

つ
の
特
集 

が
あ
り
ま
す
。
「宗
教
者
間
の
対
話
」
と

「青
年
会
の
日
」
 

で
す
。
前
者
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
や
キ
リ
ス
ト
教
は
全
く 

違
う
世
界
の
様
に
思
え
て
い
た
が
意
外
な
共
通
点
が
あ
っ 

た
り
、
ま
た
新
鮮
な
角
度
か
ら
我
々
が
思
い
も
よ
ら
な
い 

よ
う
な
提
言
を
授
か
っ
た
こ
と
が
印
象
的
で
し
た
。
後
者 

は
、
参
加
者
の
活
き
活
き
し
た
表
情
が
印
象
的
で
し
た
。
 

同
じ
宗
門
の
も
と
で
一
致
団
結
し
て
い
け
る
こ
と
に
喜
び 

と
誇
り
を
感
じ
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
、
ど
ち
ら
も
全
曹
青 

と
し
て
も
初
め
て
の
ユ 

ニ
ー
ク
な
企
画
で
と
て
も
有
意
義 

な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
斬 

新
で
有
意
義
な
企
画
を
皆
様
と
共
に
実
現
し
て
い
け
た
ら 

と
持
っ
て
お
り
ま
す
。
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お
詫
び
と
訂
正

•
1
1
8
号

16
、

17
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
檀
上
尚
道
教
化
部 

長
の
表
記
が
誤
っ
て
い
ま
し
た
。
誤(
壇)

正(
檀)

お 

詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

•

会
員
の
皆
様
に
お
配
り
し
た
「そ
う
せ
い
ダ
イ
ジ 

エ
ス
ト
」
の
中
で1
ペ
ー
ジ
会
長
挨
拶
が
不
完
全 

な
状
態
で
掲
載
さ
れ
ま
し
た
こ
と
お
詫
び
い
た
し 

ま
す
。
尚
、
本
号

12
ペ
ー
ジ
に
全
文
を
掲
載
い
た 

し
ま
し
た
。

ATTENTION PLEASE!!為 
もうご案内のことかとも思いますが、 

一禅文化学林ー、匂 
।■今、ことばで伝えたい」が開催されます。

開催日時は？平成14年11月27日冰）
と28日依の両日です。

時間は？第1日目27日が13：00〜17:00で

第2日目28日は10：00〜12： 30となってお

ります。―

で、場所は？

27日が駒沢大学記念大講堂で、
28日が東京グランドホテルです。
どんなことをするの？

駒澤大学学長大谷哲夫氏と金子みすヾさん 

を世に紹介した矢崎節夫氏による対談 

「道元様のおもい、金子みすずさ 
んのまなざし」が13 ： 00から、日活の来 

春上映予定の映画 FAIKIJの上映会が 

15 ： 00から行われます。

翌日の28日は、青年会員が対象の分科 
去を行います。

とにかく、皆様と共に有意義で楽しい禅文化学 

林にしていきたいと思ヨておりますので、青年 

会員のみならず、御檀家さん、ご友人、 
ご家族の方等をお誘い合わせの上ふ 

るってご参集下さいますようお願い申し上げま 

す。

※なお、当日10 ： 00より駒沢公園西口において 

入場整理券をお配りする予定でございますが全 

曹青よりご案内申し上げた方につきましては入 

場整理券なしでもご入場出来ます。

詳しいお問い合わせに関しては

全曹青事務局

080 - 5232-4234までお願いします。



古紙100%再生紙

DATA
発足平成2年 
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事務局荒井徹成 

会員15名

l

「

川
県
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
と
題
し
て 

そ

地
元
の
放
送
局
が
全
国
の
方
々
に
質
問 

し
て
い
た
番
組
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
 

石
川
県
の
知
名
度
は
大
変
低
く
、
何
処
に
あ 

る
の
か
さ
え
知
ら
な
い
と.
、

い
っ
た
現
状
で 

し
た
。

で

す

が
、
な
ん
と
今
年
は
、•
N
H
K

大
河 

マ 

ド

ラ

マ

『利
家
と
ま
つ
加
賀
百
万
石
物 

語
』
(

利

家M

唐

沢

寿

明
•

ま

つH

松
嶋 

菜
々
子)' 

の
放
映
の
お
蔭
で
、
全
国
の
知
名 

度
が
上
が
っ
て
い
る
様
で
す
。

れ
で
は
、
全
国
の
曹
洞
宗
の
ご
寺
院
方 

そ

は
石
川
県
の
こ
と
を
ど
れ
だ
け
ご
存
知 

で
し
ょ
う
か
？
お
隣
の
福
井
県
と
言
え
ば
、
 

大
本
山
永
平
寺
が
あ
る
所
、
現
在
道
元
禅
師 

七
五
〇
回
大
遠
忌
の
法
要
の
期
間
中
で
あ
っ 

て
、
全
て
の
方
々
が
ご
存
知
で
す
。
し
か
し
、
 

石
川
県
も
曹
洞
宗
教
団
の
歴
史
的
な
寺
院
が 

多
く
あ
る
県
で
す
。
能
登
に
は
大
本
山
總
持 

寺
が
明
治
の
中
期
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の 

大
本
山
總
持
寺
祖
院
、
そ
の
元
に
な
っ
た
羽 

咋
の
永
光
寺
、
そ
の
元
に
な
っ
た
金
沢
の
大 

乗
寺
と
い
っ
た
様
に
古
刹
寺
院
の
オ
ン
パ
レ 

—
ド
の
地
で
す
。

こ
れ
だ
け
の
古
刹
が
あ
る 

の
だ
か
ら
さ
ぞ
か
し
多
く
の
寺
院
が
あ
る
か 

と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
、

こ
の
北
陸
は 

真

宗

王

国(

浄
土
真
宗)

の
地
と
言
わ
れ
て 

る
よ
う
に
、
石
川
県
下
で
曹
洞
宗
寺
院
は
、
 

百
一
一
十
ケ
寺
余
り
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
の 

中
で

の

青

年

会

会

員(

四
十
歳
以
下)

は
実 

質
二
十
名
前
後
し
か
い
な
い
と
い
う
、
少
大 

数
の
会
な
の
で
す
。

L

ロ

川

県
青
年
会
の
発
足
は
平
成
二
年
で
十 

そ

二
年
程
の
会
で
す
。
元
々
は
、
金
沢
青 

年
会
と
し
て
戦
後
よ
り
三
十
年
間
金
沢
市
内

の
寺
院
に
よ
り
活
動
し
て
き
ま
し
た 

が
全
書
青
へ
の
加
入
を
機
に
石
川
県 

下
の
寺
院
に
呼
び
か
け
を
し
て
、
今 

日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

E
な
活
動
と
し
て
は
、
成
大
一
般 

、ョ

を

対

象

と

し

た

『緑
蔭
禅
の
つ 

ど
い
』

と
小
学
生
を
対
象
と
し
た 

『
子
ど
も
禅
の
つ
ど
い
』

で
す
。

こ 

の
行
事
は
、
有
り
難
い
事
に
地
元
の 

北
陸
中
日
新
聞
が
協
賛
し
て
い
ま
す 

の
で
、
紙
面
で
の
社
告
で
扱
っ
て
く

ま

た

、
伝
統
的
な
青
年
会
の
活
動
で
す
が
、
 

3
「何
事
も
和
を
も
っ
て
」
と
言
い
ま
し 

ょ
う
か
、
特
に
金
沢
市
内
の
寺
院
で
は
事
が

れ
て
宣
伝
の
面
で
は
大
助
か
り
で
す
。

で
す

が

、
近
年
は
悲
し
い
か
な
成
大
の 

『緑
蔭
禅
の
つ
ど
い
』

の
参
加
者
が
減

少
し
て
い
ま
す
、
今
ま
で
は
企
業
の
新
入
社

あ
れ
ば
、
青
年
会
を
利
用
し
て
頂
け
る
の
で

員
研
修
、
大
学
生
の
大
間
形
成
等
の
育
成
で 

の
利
用
が
多
く
あ
っ
た
の
に
、
今
は
全
く
と 

い
っ
て
い
い
ほ
ど
参
加
が
無
く
、
参
禅
に
興 

味
を
持
っ
た
方
が
、
参
加
さ
れ
る
と
い
っ
た 

現
状
で
す
。
し
か
し
、
そ

の

反

面

『子
ど
も 

禅
の
つ
ど
い
』

で
は
、
年
々
参
加
者
が
増
加 

し
て
い
ま
す
。
執
行
部
と
す
れ
ば
、
両
極
の 

現
状
に
複
雑
な
思
い
で
苦
慮
し
て
い
ま
す
。

す
。
作
務
、
法
要
、
雑
役
等
何
分
に
も
、
寺 

院
数
が
少
な
い
故
に
い
ろ
ん
な
寺
院
の
お
手 

伝
い
を
さ
せ
て
頂
く
、
そ

の

「行
」

に
よ
つ 

て
各
々
寺
院
の
特
色
を
学
び
、

い
ず
れ
自
分 

達
が
住
職
と
な
っ
た
時
の
良
き
土
壌
と
な
る 

よ
う
諸
老
師
方
よ
り
の
「老
婆
心
」

の
奉
公 

で
あ
り
ま
す
。

ヒ
コ
々
の
会
員
が
ひ
た
向
き
に
「和
合
僧
」
の 

名

念
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
が
、
更 

な

る

強

い

団

結

心
を

と

夜

毎

「片
町
」
(
H
 

金
沢
一
番
の
繁
華
街)

へ

繰

り

出

し

『声
の 

鍛
錬
』
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
鍛
錬 

の

お

蔭

で

「曹
洞
宗
の
お
坊
さ
ん
達
は
、
声 

の
い
い
大
ば
か
り
で
す
ね!

」
と
大
変
好
評 

で
す
。
こ
れ
を
声
明
に
も
生
か
せ
れ
ば
…
。
 

そ

の

他

の
行
事
と
し
て
は
祖
跡
巡
拝
を
兼 

そ

ね
た
研
修
旅
行
、

ス

キ

ー

旅

行(

雪
国 

の
地
の
利
を
生
か
し
て)

、
北
陸
三
県
の
青 

年
会
に
よ
る
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
を
毎
年
行 

い
、
交
流
を
深
め
て
い
ま
す
。
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