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全 国曹洞宗 青年会創立

30周年記念事業大会無事円成
感謝】開厶回龍守==

广:

30周年記念事業実行委員長

阿部光裕

私たちにとって大切なのは、ひとりひとりなのです。 

ひとりの人を愛するためには、本当に親しい間柄になら 

なくてはならないみです。

もし、数がそろうまで待っていたら、数の中にひとりひ 

とりを見失うでしょう。

そして、もう二度とその人に愛と尊敬を表すことができ 

ないでしょう。

私は一対一の接し方を信じます。

（『マザー •テレサ 日々のことば』）

九州管区の大会の資料作成をしていた時に出会ったこ 

の言葉は、私の胸に突き刺さりました。私たちは、日々 

の接化の場で「ひとりひとり」に対してどこまで真剣に 

向き合って生きているでしようか。葬儀や法事といった 

多数の大びとを前にして、，しかも、中心で上座につくこ 

とが多い私たちはどこかでこうした気持ちを見失っては 

いないでしようか。

これは、九州•北海道•四国•近畿•中国•三管区（東 

北、関東、北信越）•東海と30周年の各大会を終えて、 

すべての会場で掲げたテーマに共通して言えることのよ 

うな気がします。

四苦八苦のこの世界も、「仏法僧」の三宝に帰依して 

生きていけば渡りきることができると私たちは説きま 

す。それはすなわち、仏がかつて行った様に大の世の苦 

悩をその身に背負い、修行を重ね、自らが悟りの道を得 

た人びとに崇敬の心を持ち、その悟りの言葉に自分の耳 

を傾け、同じ信じる諸人とともに手を携え生きることで 

ありましょう。はたして、どこまで私たち自身が信仰を 

強くし、:それらを実践しているのでしようか。

こうした「問いかけ」をいつも自らの胸に繰り返して生 

きていくことを、ぜひ30周年の節目に誓い合えたらと思 

います。それこそが、各大会において陰に陽に力を尽く 

して下さった皆さまへのご恩に報いる道だと思います。

本当にお世話になりました。がんばっていただいた皆 

さまのお顔をひとりひとり思い出し、感謝の念を以て深 

く胸に刻みつけたいと思います。

全国曹洞宗青年会30周年記念事業は、「生老病死の大 

海を泳ぐ」〜私が見つめ自らが行い自分の言葉で語る〜 

というテーマを掲げ、全国各地7ケ所に於いて開催させ 

ていただきました。各大会に御参加いただきました会員 

の皆さま、並びに講師をお勤めいただきました諸老師・ 

諸先生方、更には会場をお貸しいただきました会場主の 

皆さまに、心より御礼申し上げます。

今回、全国各地での開催をお願いしたのには二つの理 

由がございました。一つには、会員諸師に一会場にお集 

りいただく事が、日程調整に対する御苦労や参加費用等 

の面で御負担が大きいという点。また、それに伴い御参 

加いただける人員にも限りがあるという事。二つには、 

多くの会員の皆さまがこの事業の準備に御参加いただ 

く事によって、会員の皆さま全員が全曹青の会員である 

事を再確認いただける点。さらにこの事業を通じて全曹 

青の活動に興味を持っていただき、今後の全曹青の諸活 

動に御参加いただくきっかけとなればと考えての事でし 

た。

実際に開催してみますと、それぞれの大会にはたい 

へん多くの御参加をいただき、全ての大会の参加者数は 

延べ1,000大を越えました。；また、その内容に目を画け 

ますと、企画段階から各地域の事情を考慮に入れて進 

めていただいた為、御参加いただいた皆さまもその内容 

を身近に感じながら真摯に取り組んでいただきました屋 

いくつかの管区では、今回の大会の内容を継続事業とし 

て今後も議論を深めていただけるとのお話を伺っており 

ます。これも偏に、各管区や開催いただいた青年会の皆 

さまが、幾度も会議を重ね準備に奔走していただき、更 

に大会当日の運営にも御尽力いただいたお陰でございま 

す。開催地をお引受けいただきました青年会の皆さまに 

は重ねて感謝申し上げます。

今回の事業が、全曹青30周年の記念大会に留まらず、 

今後の各曹青会活動の活性化のお役にたちます事を祈念 

致しまして、御礼の御挨拶とさせていただきます。」
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寺
院
の
可
能
牲
を
探
り
、
私
た
ち
青
年
僧
が
社
会
に
対
し
て 

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
こ
と
は
何
か

十
ー 

ー
ル
十
四
日.
.
.
.
.
.
.

一
日
目

乍

节

の

十

ー
 

一
月
十
四
、
十
五
日
の
両
日 

即

今
 

に
わ
た
り
、
福
島
県
飯
坂
温
泉
に 

あ

る

「
パ
ル
セ
い
い
ざ
か
」
「
ホ
テ
ル
聚
楽
」 

の
二
会
場
に
お
い
て
、
全
曹
青
三
〇
周
年
記

東

日

本

三

管

区

合

同

全

国

曹

洞

宗

青

年

会 

三

十

周

年

記

念

大

会 

-

『
生
老
病
死
の
大
海
を
泳
ぐ
』
 

ァ
レ

<

み

ち

の

く

福

島

に

東

日

本

三
管
区
の
青
年
僧
が
集
結

M

加森
北

▼初日会場・ 

パルセいいざか

念

事

業•

東
日
本
三
管
区
合
同
大
会
が
、
三 

管

区
(

東
北
、
関
東
、
北
信
越)

十
六
曹
青 

会
会
員
ニ
ニ
〇
名
を
越
す
参
加
者
を
集
め
て 

開
催
さ
れ
た
。

開
会
式
黑

記
 

業

実

行

委

員

会

の

手

に

よ 

り
、
献
灯
・
礼
仏
を
取
り
入 

れ

た

「祈
り
と
誓
い
の
式
」 

が
催
さ
れ
た
。
式
後
の
挨
拶 

で
は
、
大
会
長
で
あ
る
伊
串 

泰

純

師
(

東
北
管
区
理
事) 

よ
り
、
『
今
回
の
各
曹
青
会 

活

動

を

紹

介

し

た

「
展
示 

ブ
ー
ス
」
を
通
じ
た
情
報
交 

換

に

よ

り

「自
ら
の
言
葉
で 

語
る
僧
侶
」

へ
の
第
一
歩
と 

し
て
い
た
だ
き
た
い
』
と
、
 

参
加
者
に
対
し
て
の
言
葉
が

ス寺*.物”4ザゆM2.吋'"♦”♦，パヤキダ'.'
•，―

藉

一
 

B

で
は
、
ま
ず
展
示
ブ
ー
ス
閲 

笋

一

立

口

覧

に

よ

る

各

曹

青

会

活

動

発 

表
が
お
こ
な
わ
れ
、
参
加
者
は
他
曹
青
会
の 

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
ブ
ー 

ス
に
足
を
運
び
、
興
味
深
く
見
大
っ
て
い
た
。
 

そ
の
後
、
全
体
発
表
会
と
し
て
千
葉•

茨 

城
•

秋

田•

宮
城
の
青
年
会
代
表
者
に
よ
る 

活
動
報
告
が
行
わ
れ
た
。
日
ご
ろ
各
曹
青
会 

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
社
会
活
動
な
ど
に 

つ
い
て
、
ビ
デ
オ
や
ス
ク
リ
ー
ン
等
を
使
用 

し
た
懇
切
丁
寧
な
説
明
が
行
わ
れ
、
参
加
者

二, 1
展示ブース閲覧 開会式•祈りと誓いの式
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各曹青会による全体発表会山ロ全曹青会長（中央）も各曹青会の活動に興味津々

一
人
一
人
が
「僧
侶
と
し
て
い
か
に
社
会
に 

貢
献
す
べ
き
か
」
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
非 

常
に
有
意
義
な
報
告
で
あ
っ
た
。

W
 

一
 B

で
は
、
第
六
代
全
曹
青
会
長
・
 

一
立
口
吉
岡
棟
憲
老
師(

福
島
県
宗 

務

所

長•

円
通
寺
住
職)

を
壇
上
に
お
招
き 

し
て
、
第
一
部
で
報
告
の
あ
っ
た
青
年
会
活 

動
に
つ
い
て
の
ご
講
評
を
い
た
だ
い
た
。
吉 

岡
老
師
か
ら
は
、
過
去
に
行
わ
れ
た
青
年
会 

の
活
動
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
時
代
の
変 

遷
に
応
じ
た
僧
侶
と
し
て
の
あ
り
方
や
、
我 

わ
れ
青
年
僧
に
対
し
て
の
要
望
な
ど
忌
憚
な 

い
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

各曹青会活動に対し講評を 

述べる、全曹青六代会長• 

吉岡棟憲老師

初
日
の
最
後
戮
ら
HS
類

 

ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
生
き
方
に
つ
い
て
」
と
題 

し
て
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
の
成 

り
立
ち
か
ら
分
か
り
や
す
く
お
話
し
い
た
だ 

き
、
現
代
社
会
に
内
在
す
る
諸
問
題
と
「個
」 

の
関
係
性
に
つ
い
て
、
非
常
に
興
味
深
い
提 

言
を
頂
戴
し
た
。(

本
誌
六
〜
七
頁
に
抄
録) 

-

ー

ョ
ョ
は
、

会

場

を

「
ホ
テ
ル
聚 

一
 

- 

楽
」
に
移
し
て
、
オ
—
プ
ン
・
 

フ

ォ

ー

ラ

ム

「寺
院
の
可
能
性
と
、
私
た
ち 

が
社
会
に
対
し
て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い 

け
る
こ
と
」
が
催
さ
れ
た
。
当
日
は
、
各
方 

面
で
教
化
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
が
た
を
パ

ネ
ラ
ー
に
お
招
き
し
て
、
活
発
な
意
見
交
換 

が
な
さ
れ
て
い
た
。(

本
誌
七
〜
八
頁
に
抄 

録)ゝ

フ1
 4

ヌ
は
三
管
区
の
合
同
開
催
と
い 

台

メ

ム

エ

う

こ

と

で

運

営

等

に

つ

い

て 

心
配
さ
れ
た
面
も
あ
っ
た
が
、
関
係
者
各
位 

の
入
念
な
準
備
と
迅
速
な
対
応
に
よ
り
全
体 

を
通
じ
て
非
常
に
円
滑
な
運
営
が
行
わ
れ
、
 

盛
会
裡
に
円
成
し
た
。

◊

大
会
を
振
り
返
っ
て◊
 

東
日
本
三
管
区
合
同
大
会 

事

務

局

長

岡

本

英

治
 

当
大
会
で
は
事
業
立
ち
上
げ
当
初
よ 

り
、
参
加
十
六
曹
青
が
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動 

内

容

を

『
展
示
ブ
ー
ス
』
を
設
け
て
発
表 

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
 

そ
れ
を
受
け
事
務
局
と
し
て
は
、
ま
ず 

①

会
場
の
設
定
、②

展
示
ブ
ー
ス
見
取
図 

の
作
成
、③

各
曹
青
よ
り
の
発
表
内
容
の 

企
画
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
か
ら 

始
め
ま
し
た
。
必
要
と
な
る
展
示
ス
ペ
ー 

ス
や
機
材
の
調
達
な
ど
、
担
当
幹
事
の
方 

が
た
と
文
書
や
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
で
細 

部
の
調
整
を
し
つ
つ
も
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ 

り
、
ま
た
三
管
区
と
い
う
広
範
囲
に
わ
た 

る
た
め
、
お
互
い
の
意
思
疎
通
を
図
る
こ 

と
の
難
し
さ
も
感
じ
ま
し
た
。
し
か
し
、
 

参
加
い
た
だ
い
た
各
曹
青
会
諸
師
の
懸
命 

な
取
り
組
み
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特 

色
が
よ
く
活
か
さ
れ
た
発
表
と
な
り
ま
し 

た
。

合
掌

各
曹
青
会
活
動
の
展
示
ブ
—
ス
内
容

(

順
不
同)

•

神
奈
川
第
一

活

動

報

告

—

三
年
の
歩
み
一

•

埼
玉
第
一

——
禅

の

集

い•

托
鉢
を
通
じ
て
一

•

埼
玉
第
二

ミ
ャ
ン
マ
ー
難
民
キ
ャ
ン
プ
活
動
報
告

•

茨

城

交
通
事
故
殉
職
遭
難
者慰

霊
行
脚
報
告
等

•

千

葉

や
す
ら
ぎ
ダ
イ
ヤ
ル

-

て
る
て
る^

6

う
ず-

•

青

森

青
森
県
内
の
檀
信
徒
葬
儀
習
慣
の
比
較

•

岩

手

近
年
の
活
動
状
況 

布
教
教
材
の
展
示

•

秋

田

『自
殺
』
問
題
へ
の
取
り
組
み

•

宮

城

サ
ン
タ
ピ
ア
ッ
プ
十
年
の
歩
み

•

山
形
第
一

三
十
五
年
の
軌
跡

——

回
光
返
照
の
こ
こ
ろ
一

•

福

島

カ
レ
ン
ダ
ー
事
業 

二
十
五
年
の
歩
み

•

長
野
第
一

活

動

報

告

禅T
シ
ャ
ツ
販
売

•

長
野
第
二

三
〇
周
年
の
歩
み

•

新

潟

残
ロ
ー
ソ
ク
回
収
事
業

•

新
潟
第
四

新
潟
中
越
地
震ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
報
告
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ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
と
い
う
の 

は
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
持
つ 

て
お
り
ま
し
て
、
科
学
的
な
世
界
と
、
心
理 

学
も
含
め
て
人
文
科
学
的
な
世
界
と
、
宗
教 

的
な
世
界
を
総
合
し
よ
う
と
い
う
企
て
の
一 

っ
な
ん
で
す
。

一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
心
理
学
と
い
う
の 

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
い
ま
す
と
、
心
を
病
ん 

だ
人
を
い
か
に
し
て
正
常
に
戻
す
か
と
い
う 

こ
と
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
 

じ
ゃ
あ
正
常
っ
て
何
だ
ろ
う
と
い
う
問
題
が 

出
て
き
ま
し
た
。
普
通
に
、
人
に
迷
惑
を
掛 

け
ず
に
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
る
と
い
う
状
況 

を
、
か
な
り
大
ざ
っ
ぱ
に
わ
れ
わ
れ
は
正
常 

と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
や
つ 

て
普
通
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
と
い
う
の 

は
、
果
た
し
て
、
ど
れ
だ
け
正
常
な
の
だ
ろ 

う
か
。
も
し
か
し
た
ら
正
常
と
い
う
の
に
も 

色
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い 

う
問
題
が
浮
上
し
て
き
ま
し
た
。
 

ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
の
創
始 

者

で

あ

る

ア

ブ

ラ

ハ

ム•

マ
ズ
ロ
ー
と
い 

う
人
は
、
病
的
に
生
き
て
い
る
人
、
心
の
病 

を
抱
え
て
い
る
人
で
は
な
く
て
、
バ
イ
タ
リ 

テ
ィ
ー
が
あ
っ
て
、
生
き
生
き
と
生
き
て
い 

て
、
創
造
的
で
生
産
的
な
活
動
を
し
て
い
る 

人
た
ち
に
注
目
し
た
ん
で
す
。

い
ろ
ん
な
ア 

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
り
し
ま
し
て
、
そ
う 

い
っ
た
人
た
ち
に
次
か
ら
次
と
会
っ
て
、
ど 

う
い
う
人
生
を
歩
ん
で
き
た
の
か
、
ど
う
い 

う
体
験
を
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を 

聞
い
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
の
一 

っ
に
は
、
 

そ
の
中
で
、
あ
る
種
の
特
殊
な
体 

験
を
し
た
と
い
う
人
た
ち
が
多
か
っ
た
と
い 

う
点
で
す
。
彼
は
そ
れ
を
「至
高
体
験(

ピ
ー 

ク
•

イ
ク
ス
ペ
ー
リ
ア
ン
ス)

」
と
名
付
け

ま
し
た
。

こ
れ
は
、
特
別
な
こ
と
を
し
た
か 

ら
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
普
通
の
家
庭
の
主 

婦
が
、
暖
か
い
縁
側
で
夫
の
洗
濯
物
を
畳
ん 

で
い
る
う
ち
に
、
何
か
す
ご
い
幸
福
感
が
訪 

れ
て
き
た
と
か
、
音
楽
を
聴
い
て
い
た
時
と 

か
、
何
か
ち
よ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
を
通
し 

て
、
自
分
が
自
分
の
範
囲
を
越
え
て
広
が
っ 

て
い
く
よ
う
な
体
験
、
簡
単
に
い
う
と
、
宇 

宙
的
な
気
持
ち
に
な
っ
た
り
、
宇
宙
に
自
分 

が
広
が
っ
て
い
っ
て
、
宇
宙
と
一
体
化
す
る 

よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
体
験
す
る
方 

を
指
し
て
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
体
験
を
し 

た
方
と
い
う
の
は
、
何
か
こ
う
、
ど
こ
か
で 

そ
う
い
う
違
う
人
生
を
歩
み
始
め
る
と
い
う 

こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

彼
は
、
「
自
然
発
生
的
に
そ
う
い
う
ふ
う 

な
体
験
を
す
る
と
い
う
こ
と
じ
や
な
く
て
、
 

も
う
少
し
体
系
的
に
、
そ
う
い
う
体
験
を
、
 

あ
る
意
味
で
は
人
為
的
に
生
み
出
せ
な
い
も

の
だ
ろ
う
か
。
 

心
と
い
う
か
、
 

る
と
す
れ
ば
、
 

い
だ
ろ
う
か
」 

た
の
で
す
。

そ
う
い
っ
た
ふ
う
に
人
間
の 

成
長
と
い
う
も
の
が
あ
り
得 

方
法
論
み
た
い
な
も
の
は
な 

と
い
う
ふ
う
に
着
目
し
始
め

ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
で
は
、
現 

代
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
、
環
境
問
題
か
ら
教 

育
の
問
題
、
死
の
問
題
、
老
人
問
題
、

こ
う 

い
っ
た
も
の
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
あ
ま
り 

に
も
行
き
過
ぎ
た
個
人
主
義
で
あ
る
と
い
う 

ふ
う
に
と
ら
え
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
 

個
人
と
し
て
近
代
的
な
自
我
を
持
つ
と
い
う 

こ
と
は
重
要
で
し
た
し
、
今
の
時
代
で
も
決 

し
て
蔑
ろ
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と 

思
い
ま
す
け
れ
ど
、
た
だ
、
そ
れ
が
成
長
の 

頂
点
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
し
た
ら
、
人 

間
は
ど
こ
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
つ
な
が
っ
て 

い
け
ば
い
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
ど
う
し

て
も
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
個 

人
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
持
ち
な
が
ら
、
 

な
お
か
つ
、
よ
り
共
同
体
的
な
意
識
と
か
、
 

グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
識
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も 

の
を
同
時
に
持
て
る
よ
う
な
人
間
性
が
、
現 

代
、
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
様
な
気
が
い 

た
し
ま
す
。

「前
個
」
か

ら

「個
」
、

「超
個
」
と
い
う
よ 

う
な
人
間
の
成
長
の
在
り
方
、

こ
れ
は
一
人 

一
人
の
人
間
の
中
で
行
わ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で 

す
け
れ
ど
も
、
大
き
く
歴
史
を
振
り
返
っ
て 

み
る
と
、
古
代
の
社
会
、
自
然
に
埋
没
し
て 

い
た
原
始
的
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
民
族
か 

ら
、
徐
々
に
近
代
社
会
が
出
て
き
て
、
今
は 

そ
の
近
代
社
会
の
矛
盾
に
わ
れ
わ
れ
は
直
面 

し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
近
代
社
会
を
超
え
る 

た
め
に
「超
個
」
と
い
う
も
の
を
ベ
ー
ス
に
し 

た
社
会
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い 

う
よ
う
な
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
い
る
わ
け 

で
す
。

健
全
な
心
の
在
り
方
を
持
っ
て
い
る
人
た 

ち
の
生
き
方
の
先
に
は
、
キ
リ
ス
ト
や
仏
陀 

と
い
う
よ
う
な
存
在
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た 

人
た
ち
自
体
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
人
間
が 

成
長
で
き
る
可
能
性
を
持
つ
て
い
る
と
い
う 

実
証
で
す
。

そ
う
い
う
新
し
い
成
長
モ
デ
ル 

を
、
じ
や
あ
、
ど
う
い
う
ふ
う
に 

し
て
実
現
し
て
い
く
の
か
。 

そ
の
と
き
に
マ
ズ
ロ
ー
な
ど
が 

注
目
し
た
の
は
、
東
洋
的
な
行
の 

世
界
な
ん
で
す
。
皆
さ
ん
の
や
っ 

て

お
ら
れ

る
坐

禅
も

含

め
て

、
 

東
洋
的
な
行
の
世
界
と
い
う
も 

の
が
、
偶
然
で
は
な
く
て
、
自
分 

で
そ
う
い
う
至
高
体
験
を
引
き
寄 

せ
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
使
え 

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
事
な 

の
で
す
。
そ
し
て
ダ
ン
ス
や
詠
唱 

も
含
め
て
、
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の 

に
注
目
し
始
め
た
ん
で
す
。
そ
う 

い
っ
た
も
の
は
宗
教
団
体
の
た
め
の
特
殊
な 

方
法
論
で
は
な
く
て
、
よ
り
開
か
れ
た
形
に 

す
れ
ば
、
人
間
に
よ
り
高
い
成
長
を
促
す
た 

め
の
方
法
論
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
、
 

と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
様
に
な
つ
て
き 

た
の
で
す
。

十
四
歳
と
か
、
あ
る
一
定
の
年
齢
に
な
っ 

た
ら
、

死
と
再
生
の
体
験
み
た
い
な
も
の 

を
、
ど
こ
か
の
山
に
連
れ
て
行
っ
て
一
晩
中 

瞑
想
を
さ
せ
た
り
、
過
去
の
記
憶
を
思
い
起 

こ
さ
せ
た
り
、

い
ろ
ん
な
形
で
や
ら
さ
れ
て 

い
た
わ
け
で
す
。
現
代
社
会
に
お
い
て
若
者 

た
ち
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
成
長
さ
せ
る 

か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い 

る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で 

の
通
過
儀
礼
と
い
う
も
の
を
失
っ
た
が
ゆ
え 

に
、
ど
こ
で
人
間
が
大
人
に
な
る
の
か
と
い 

う
こ
と
が
全
然
分
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な 

状
況
が
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。

今
は
社
会
全
体
で
そ
う
い
う
通
過
儀
礼
を 

行
う
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
，
逆 

に
、
個
人
が
個
人
の
成
長
を
任
さ
れ
て
い
る 

と
い
う
時
代
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
い 

う
ふ
う
に
す
れ
ば
成
長
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
め 

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
学
校
で
は
教
え
て
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く
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
年
は
取
っ
て
も
な 

か
な
か
大
人
に
な
り
き
れ
な
い
と
い
う
事
態 

が
発
生
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

昔
み
た
い
に
社
会
一
律
的
に
通
過
儀
礼
を 

や
れ
と
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
ま 

た
大
き
な
問
題
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ 

ん
。
徴
兵
制
を
や
れ
と
か
と
言
う
人
も
出
て 

く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
強 

引
な
や
り
方
で
は
な
く
て
、
体
験
学
習
み
た 

い
な
も
の
を
普
及
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る 

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
も
問
題
が
な
い
わ
け 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
体
験
学
習
と
か
、
そ
う 

い
っ
た
集
団
に
な
る
と
、
あ
ま
り
に
も
密
に 

な
り
過
ぎ
て
、
排
他
的
な
集
団
に
な
っ
た
り
、
 

そ
の
集
団
の
中
で
は
仲
は
良
い
が
他
の
集
団 

と
は
対
立
す
る
み
た
い
な
、
そ
う
い
っ
た
傾 

向
も
出
て
き
ま
す
。
某
カ
ル
ト
教
団
み
た
い 

に
な
つ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
危
険
性
も
は 

ら
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
二 

面
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
や
ら 

な
い
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い 

か
と
も
一
方
で
は
思
う
の
で
す
。

十
一
一
月
十
五
日

-

一
日
目

東
日
本
三
管
区
合
同
大
会•

二
日
目(

十
二 

月
十
五
日)

に
は
オ
—
プ

ン
•

フ
ォ
ー
ラ
ム 

が
、
『
ホ
テ
ル
聚
楽
』

に
会
場
を
移
し
て
行 

わ
れ
た
。
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
主
題
は
、
「
寺 

院
の
可
能
性
と
、
私
た
ち
が
社
会
に
対
し
て 

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
こ
と
」
と
題 

し
て
、
パ
ネ
ラ
ー
を
四
名
お
招
き
し
、

コ
ー 

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
三
〇
周
年
事
業
実
行
委
員 

長
の
阿
部
光
裕
師
が
つ
と
め
、
討
論
形
式
で 

進
め
ら
れ
た
。

♦

ハ
ワ
イ
の
寺
院
は

日
本
仏
教
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ 

【飯
島
】
 

ハ
ワ
イ
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
社
会 

は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ベ
ー
ス
で
他
の
宗
教
も 

た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
曹
洞
宗
と
か
禅
と 

い
う
の
は
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
小
さ
い
わ
け 

で
、
社
会
に
い
ろ
い
ろ
貢
献
し
な
い
と
、
「
そ 

の
宗
教
は
そ
の
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
い
」 

と
い
う
こ
と
で
、
ど
ん
ど
ん
と
見
捨
て
ら 

れ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
が
ご
ざ
い 

ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、

ハ
ワ
イ
の
場
合
で
す 

と
約
百
年
、
曹
洞
宗
が
持
っ
て
い
た
わ
け
で 

す
。

こ
れ
か
ら
百
年
持
つ
か
ど
う
か
と
い
う 

の
は
、

こ
れ
か
ら
の
貢
献
度
に
掛
か
っ
て
く 

る
と
い
う
厳
し
い
環
境
が
ご
ざ
い
ま
す
。
 

日
本
で
す
と
檀
家
さ
ん
と
い
う
、
若
干
甘 

え
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど 

も
、
ハ
ワ
イ
の
お
寺
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
 

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
も
、
メ
ン
バ
ー
制
で
ご
ざ
い 

ま
し
て
流
動
的
な
ん
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
活 

動
を
積
極
的
に
し
な
き
や
な
ら
な
い
。
 

青
少
年
の
育
成
。
病
院
、
ケ
ア
セ
ン
タ
ー 

に
足
を
運
ぶ
。
日
本
の
文
化
を
伝
え
る
。
そ

れ
と
、
宗
派
を
越
え
て
仏
教
徒
の
裾
野
を
広 

げ
て
い
く
。
お
寺
に
集
ま
っ
て
く
る
の
は
毎 

週
日
曜
日
。
日
本
で
す
と
法
事
が
多
い
ん
で 

す
け
ど
。

そ
れ
ぞ
れ
興
味
、
年
齢
に
合
わ
せ
て
参
加 

で
き
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
構
成
さ
れ
て 

い
る
の
が
特
色
で
す
。

ハ
ワ
イ
を
、
私
は
、
日
本
仏
教
界
の
ア
ン 

テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
だ
と
思
っ
て
い
る
。

「
海
外 

か
ら
移
民
を
ど
う
こ
う
す
る
」
と
い
う
話
も 

出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

い
ろ
ん 

な
文
化
の
人
た
ち
が
日
本
の
中
に
生
活
す
る 

形
に
な
り
ま
す
。
海
外
の
お
寺
は
そ
ん
な
中 

で
百
年
サ
バ
イ
バ
ル
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ 

た
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
て
い
く
必 

要
性
は
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に 

思
っ
て
い
ま
す
。

♦

医
療
者
、
教
師
、
僧
侶
へ
の

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
必
要 

【
三
つ
橋
】
 

私
は
、
普
段
の
生
活
は
カ
ウ
ン 

セ
ラ
ー
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
ま
す
。
自 

宅
で
電
話
相
談
、
面
接
相
談
。
あ
と
は
月
に
二

回
、
病
院
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
行
っ
て
お 

り
ま
す
。
病
人
の
方
に
も
し
て
お
り
ま
す
し
、
 

医
療
ス
タ
ッ
フ
へ
も
、
実
は
し
て
い
る
ん
で 

す
。
特
に
ホ
ス
ピ
ス
と
か
緩
和
ケ
ア
病
棟
で 

す
と
、
日
々
、
死
と
向
か
い
合
わ
せ
で
、
ケ
ア 

す
る
側
が
先
に
燃
え
尽
き
て
し
ま
う
ん
で
す
。
 

現
場
で
は
、

そ
れ
ま
で
の
家
族
関
係
で 

だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
家
族
関
係
が
良 

か
っ
た
ケ
ー
ス
は
、
た
と
え
体
力
が
な
く
気 

力
が
な
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
介
入
し
な 

く
て
も
う
ま
く
ケ
ア
が
で
き
る
ん
で
す
。
健 

康
の
喪
失
で
あ
る
と
か
、
死
が
近
い
と
か
、
 

大
き
な
事
柄
が
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
ま
で 

の
関
係
性
が
表
面
に
ぼ
一
ん
と
出
て
く
る
わ 

け
で
す
。
そ
の
と
き
に
そ
れ
ま
で
の
関
係
性 

が
悪
か
っ
た
場
合
は
と
て
も
大
変
で
、
家
族 

療
法
に
な
り
ま
す
。

悩
ん
で
い
る
方
、
相
談
者
が
主
人
公
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
を
絶
対
に
外
し
て
は 

い
け
な
い
。
人
の
話
を
、
自
分
の
枠
組
み
と 

か
自
分
の
価
値
観
、
自
分
の
考
え
を
通
し
て 

聞
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
ん
で
す
。
聞
け
て 

い
な
い
自
分
と
か
、
相
手
の
悩
み
に
沿
え
な 

い
自
分
に
ど
ん
ど
ん
気
づ
い
て
い
き
ま
す
。
 

上
か
ら
お
説
教
を
し
た
り
、
も
の
を
指
導 

し
た
り
、
提
案
す
る
の
は
傾
聴
法
で
は
な
い 

ん
で
す
。
同
じ
高
さ
で
相
手
と
同
じ
気
持
ち 

に
な
る
、
そ
こ
が
基
本
に
な
り
ま
す
。
 

【阿
部
】

今
、
先
生
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が 

異
常
に
多
い
と
い
う
。

【
三
つ
橋
】
 

多

い

の
が

僧
侶
と

教

師
で

す 

ね
。
内
緒
に
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
精
神 

病
に
な
ら
れ
る
方
も
い
っ
ぱ
い
い
ら
っ
し
ゃ 

い
ま
す
。
入
院
し
た
り
、
ふ
ら
っ
と
ど
こ
か 

へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
お
山
に
修 

行
に
行
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ら
っ 

し
や
い
ま
す
。

♦

梅
花
と
吹
奏
楽
の
融
合
か
ら
新
し
い
波
を 

【佐
藤
】
 

梅
花
を
も
っ
と
地
域
の
方
が
た
に 

宣
伝
し
て
み
よ
う
と
、
虚
空
蔵
様
の
お
祭 

り
に
吹
奏
楽
団
を
お
呼
び
し
コ
ン
サ
ー
ト

SOUS日 2005.57
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佐藤正明師

を
開
き
ま
し
た
。
梅
花
を
マ
ー
チ
風
に
ア
レ 

ン
ジ
し
て
駒
澤
大
学
の
吹
奏
楽
部
の
方
が
た 

が
や
っ
た
譜
面
を
取
り
寄
せ
ま
し
て
、
歌
え 

る
よ
う
に
ち
よ
つ
と
手
直
し
を
い
た
し
ま
し 

て
、
地
元
の
吹
奏
楽
団
に
演
奏
し
て
も
ら
い 

ま
し
た
。

梅
花
講
員
の
方
が
た
は
、

と
び
き
り
の 

真
っ
白
い
ブ
ラ
ウ
ス
に
黒
の
ロ
ン
グ
ス
カ
ー 

ト
。
あ
の
輪
袈
裟
の
鮮
や
か
な
青
い
色
が
と 

て
も
映
え
る
ん
で
す
。
真
っ
赤
な
台
紙
に
譜 

面
を
載
せ
ま
し
て
、

一
時
間
の
演
奏
の
三
十 

分
ほ
ど
で
し
ょ
う
か
、
奉
賛
マ
ー
チ
を
演
奏 

し
ま
し
た
。
私
た
ち
だ
け
で
は
な
く
て
、
特 

に
吹
奏
楽
を
や
っ
て
い
る
子
ど
も
さ
ん
た
ち 

に
大
き
な
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。
 

ま
ず
、
現
在
活
動
な
さ
っ
て
い
る
梅
花
講 

の
方
が
た
に
、
「
梅
花
っ
て
素
晴
ら
し
い
ん 

だ
」
と
い
う
気
持
ち
、
感
動
を
与
え
て
、
そ 

こ
か
ら
新
し
い
波
が
出
来
て
く
れ
ば
い
い
ん 

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

全
国
の
方
か
ら
、
懇
親
の
場
で
生
の
声
が 

聞
か
れ
る
こ
と
は
確
か
な
ん
で
す
。

「
い
っ 

そ
梅
花
服
を
や
め
て
、
そ
れ
こ
そ
ブ
ラ
ウ
ス 

と
か
、
合
唱
ス
タ
イ
ル
に
す
れ
ば
、
も
し
か 

し
て
若
い
方
が
た
が
入
っ
て
く
る
の
で
は
な 

い
の
か
」

「
鈴
と
鐘
を
な
く
し
て
、
合
唱
の 

よ
う
に
や
っ
た
ら
ば
ど
う
で
し
よ
う
か
」
と 

い
う
ふ
う
な
ご
意
見
も
伺
い
ま
し
た
。
と
こ 

ろ
が
、
年
配
の
方
が
た
に
聞
い
て
み
ま
す
と
、
 

「ご
詠
歌
は
お
寺
に
来
て
正
座
だ
よ
ね
」

「鐘 

を
鳴
ら
し
、
鈴
を
鳴
ら
す
、
あ
の
響
き
が
い 

い
ん
だ
よ
ね
」
と
い
う
こ
と
で
、
世
代
間
の 

ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
る
わ
け
で
す
。
 

♦

事
故
現
場
で
の
供
養
を
通
し
て 

【阿
部
】 

米
澤
さ
ん
、

こ
れ
は
茨
城
青
年
会

一
丸
と
な
っ
て
や
っ
て
き
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
 

【米
澤
】 

現
場
で
は
、
置
か
れ
て
い
る
供
物 

に
も
、
や
る
せ
な
い
、
残
さ
れ
た
人
の
思
い 

が
見
て
取
れ
ま
す
。
朝
ま
で
元
気
だ
っ
た
人 

が
無
言
の
帰
宅
を
す
る
の
が
交
通
事
故
の
怖 

さ
で
あ
っ
て
、
本
当
に
世
の
無
常
を
感
じ
る 

亡
く
な
り
方
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

遺
族
の
方
が
た
の
お
話
で
、

「突
然
逝
っ 

て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、

い
つ
か
戻
っ
て
く 

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
ど
こ
か
に
期
待
を 

掛
け
た
り
し
な
が
ら
、
亡
く
な
っ
た
、
特
に 

お
子
さ
ん
の
部
屋
を
片
付
け
ら
れ
な
い
と
い 

う
こ
と
は
聞
き
ま
す
。
「
わ
が
家
の
家
族
の

時
間
は
も
う
止
ま
つ
た
ま
ま
だ
」
と
い
う
言

米澤智秀師

葉
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
回
忌
法
要
を
勤
め
た
と
し
て
も
癒 

や
さ
れ
な
い
悲
し
み
、
む
な
し
さ
。
生
き
る 

力
を
失
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
の
方
が
た
と 

一
緒
に
歩
く
と
い
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
も
、
 

死
の
現
場
、
あ
る
い
は
葬
儀
の
現
場
に
立
ち 

会
っ
て
来
て
い
た
わ
け
な
ん
で
す
け
ど
、
「
お 

檀
家
さ
ん
一
人
一
人
の
死
や
悲
し
み
に
本
当 

に
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
」
と
い
う 

の
を
、
切
実
に
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

♦

セ
ル
フ
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
促
す

大
切
な
儀
式
を 

【
三
つ
橋
】
 

私
は
、
読
経
と
か
儀
式
に
、
も 

の
す
ご
く
力
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て 

い
ま
す
。
意
味
も
分
か
ら
ず
聞
い
て
い
た
と 

し
て
も
、
そ
の
間
に
は
セ
ル
フ
カ
ウ
ン
セ
リ 

ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
本
当
の 

自
分
の
問
題
に
否
が
応
で
も
向
き
合
わ
ざ
る 

を
得
な
く
な
る
。
だ
か
ら
と
て
も
大
事
な
儀 

式
だ
と
思
う
ん
で
す
。

例
え
ば
、
七
日
ご
と
の
中
陰
の
法
要
が
あ

り
ま
す
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
も
、
原
則
的
に 

は
一
週
間
に
一
回
と
か
十
日
に
一
回
ぐ
ら
い 

を
、
七
回
か
ら
十
回
や
っ
て
、
ワ
ン
ク
ー
ル 

終
了
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
ま
さ
に
仏
教 

の
儀
式
が
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
通
り
に
な
っ
て 

い
る
の
で
、
今
、
ほ
と
ん
ど
省
略
さ
れ
て
し 

ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
自
分
と
向 

き
合
う
い
い
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
っ
て 

い
る
ん
で
す
。

電
話
一
本
、
七
日
ご
と
に
掛
け
て
あ
げ
る 

と
か
、
相
手
に
経
済
的
な
負
担
を
掛
け
ず
に 

僧
侶
が
で
き
る
こ
と
つ
て
い
っ
ぱ
い
あ
る
と 

思
い
ま
す
。

♦

宗
教
者
に
し
か
で
き
な
い
こ
と 

【
三
つ
橋
】 

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
な
く
、
宗
教 

者
で
し
か
行
え
な
い
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
 

人
は
、
死
を
感
じ
た
と
き
に
、
懺
悔
が
始 

ま
る
こ
と
が
と
て
も
多
い
ん
で
す
。
例
え
ば
、
 

赤
ち
ゃ
ん
を
堕
ろ
し
て
し
ま
っ
た
と
か
、
人 

を
傷
付
け
た
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
懺
悔
が
始 

ま
り
ま
す
。
人
は
重
荷
を
し
よ
っ
た
ま
ま
死 

ん
で
い
け
な
い
ん
で
す
。

一
つ
で
も
荷
物
を 

下
ろ
し
て
死
に
た
い
。

そ
こ
で
、
宗
教
者
に
し
か
で
き
な
い
こ
と 

は
、
仏
様
か
ら
の
赦
し
を
伝
え
る
役
目
で
す
。 

ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
父
さ
ん
の
役
目
で 

す
。
懺

悔

し

た

時
点
で

「あ
な
た
は
既
に
赦 

さ
れ
て
い
る
」
と
、
重
荷
を
一
つ
で
も
軽
く 

し
て
、
亡
く
な
っ
て
い
た
だ
く
。
ぜ
ひ
、
そ 

う
い
う
場
面
で
力
を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
た 

い
と
思
い
ま
す
。

【飯
島
】

仏
教
自
体
は
究
極
的
な
情
報
産
業 

だ
と
言
え
る
と
思
う
。
約
二
千
五
百
年
間
の 

情
報
が
脈
々
と
あ
り
、
ま
た
、
道
元
禅
師
様 

か
ら
七
百
五
十
年
以
上
の
情
報
が
あ
る
、

こ 

の
膨
大
な
る
情
報
を
檀
信
徒
の
方
が
た
に
伝 

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
仕
事
で
あ
り
、
 

使
命
で
あ
る
と
思
う
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
場 

を
作
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の 

中
か
ら
問
題
解
決
の
糸
口
を
探
し
て
い
く
と 

い
う
の
が
、
我
々
若
い
僧
侶
の
課
題
で
は
な

か
ろ
う
か

【阿
部
】
 

仏
教
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
『
人 

の
気
持
ち
が
分
か
る
』
と
い
う
こ
と
で
し
よ 

う
。

そ
の
気
持
ち
が
分
か
る
か
ら
出
来
る 

行
動
。
そ
こ
に
辿
り
着
く
の
だ
ろ
う
と
思
い 

ま
す
。
是
非
、
何
か
新
し
い
こ
と
や
、
今
ま 

で
の
こ
と
を
継
続
す
る
に
も
、
何
か
試
み
を 

行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
分 

な
り
の
独
自
の
も
の
を
行
う
、

こ
れ
を
お
互 

い
に
誓
え
合
え
た
ら
素
晴
し
い
こ
と
だ
と
思 

い
ま
す
。

S

パ
ネ
ラI
紹

介S
 
(

敬
称
略) 

三
つ
橋
尚
伸

一
九
四
九
年
東
京
都
生
ま
れ
。
三
十
九
歳
で
浄
土
真 

宗
大
谷
派
に
て
得
度
、
僧
侶
と
な
る
。
心
理
カ
ウ
ン 

セ
ラ
ー
、

日
本
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
学
会
会
員
。
専
門 

は
傾
聴
法
と
交
流
分
析
。
仏
教
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ 

の
融
合
を
通
し
て
、
本
来
宗
教
が
持
っ
て
い
た
癒
し 

の
力
の
回
復
を
目
指
し
、
日
々
活
動
し
て
い
る
。 
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全曹青三〇周年記念事業~道区大叁報告

東

海

管

区

大

会

「
初
心
」̂
^

今
の
自
分
に
喝/
^
^

去
る
平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日
、
二
十
六 

日
、
好
日
の
下
愛
知
県
名
古
屋
市
の
愛
知 

専
門
尼
僧
堂
・
正
法
寺(

堂

長•

青
山
俊
董 

老
師)

で
、
東
海
曹
洞
宗
青
年
会(

会
長
・ 

志
比
道
栄
師)

・
 

全
曹
青
主
催
、
曹
洞
宗
宗 

務
庁
協
力
に
よ
る
三
〇
周
年
記
念
事
業
東
海 

管
区
大
会
が
行
わ
れ
、
全
国
七
箇
所
を
巡
っ 

て
行
わ
れ
て
き
た
周
年
事
業
の
掉
尾
を
飾
り 

ま
し
た
。

な
お
、
東
海
地
方
各
地
か
ら
百
四
十
人
の 

参
加
者
が
集
ま
り
、
今
大
会
の
テ
ー
マ
で
あ 

る

「初
心
」

に
戻
り
、
久
し
ぶ
り
の
僧
堂
生 

活
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
で
し
た
。

開
講
諷
経
後
の
午
後
二
時
か
ら
は
、
東
海 

管
区
が
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
て
い
る
『
「初 

心
」
〜
今
の
自
分
に
喝/

〜
』
を
演
題
と
し 

て
、
愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
長
の
青
山
俊
董
老 

師
に
よ
る
基
調
講
演
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
 

冒
頭
に
老
師
は
、
以
前
タ
ク
シ
ー
に
乗
車
し 

た
際
に
運
転
手
か
ら
「坊
主
を
や
っ
て
い
る 

の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た
こ
と
に
対
し
「坊 

主
は
職
業
で
は
な
い
。
ま
た
生
き
て
い
く
為 

の
手
立
て
で
は
な
い
。
誰
し
も
が
た
っ
た
一 

度
の
命
を
最
高
に
生
き
た
い
の
で
あ
り
、
求 

め
て
行
き
着
い
た
の
が
こ
の
姿
に
な
っ
た
の 

だ
」
と
答
え
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
、
自 

身
の
僧
侶
観
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。
老
師

熱く語られる青山俊董老師

が
大
学
で
学
ん
で
い
た
二
十
代
の
頃
の
話
と 

し
て
、
身
内
を
亡
く
さ
れ
た
あ
る
信
者
さ
ん 

か

ら

の

「息
子
は
ど
こ
へ
行
っ
た
ん
で
し
ょ 

う
」
と
の
問
い
に
、
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ 

と
を
語
り
、
僧
侶
と
は
何
か
を
考
え
る
き
っ 

か
け
と
な
っ
た
経
験
を
披
露
し
ま
し
た
。
そ 

し

て

「
た
っ
た
一
度
の
命
を
、
悔
い
の
な
く 

本
気
で
生
き
る
よ
う
に
引
き
導
く
の
が
引
導 

で
あ
り
、
死
ん
で
か
ら
引
導
を
渡
す
の
は
本 

当
で
な
い
」
と
葬
式
、
法
事
の
ほ
か
に
、
生 

身
の
人
間
を
相
手
に
し
た
お
寺
の
活
か
し
方 

に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
参
加
者
に
問
い
か
け 

ま
し
た
。

会

場

か

ら

の

「檀
務
に
追
わ
れ
、
家
族
を 

持
つ
我
々
は
、
理
想
と
現
実
の
狭
間
で
揺
れ

動
い
て
い
ま
す
。
ど
う
納
得
す
れ
ば
よ
い
の 

で
し
よ
う
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
具
体 

的
な
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
「生
き
た
大
を
本 

気
で
救
済
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
過
去
帳 

よ
り
も
現
在
帳
を
作
る
こ
と
を
お
奨
め
し
ま 

す
。
そ
し
て
、
檀
家
一
軒
一
軒
ど
う
い
う
問 

題
を
抱
え
て
い
る
か
。
そ
れ
ぐ
ら
い
全
部
把 

握
す
る
と
い
う
誓
願
を
も
っ
て
い
た
だ
き
た 

い
で
す
ね
」
と
、
宗
教
者
の
心
構
え
を
説
か 

れ
ま
し
た
。
「檀
務
は
大
事
に
し
て
下
さ
い
。
 

そ
れ
は
生
き
た
者
と
し
て
、
生
き
た
法
を
伝 

え
る
場
と
し
て
で
す
。
法
事
を
仏
法
の
語
ら 

い
の
場
に
す
る
の
で
す
」
と
も
付
け
加
え
ら 

れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
「
お
葬
式
が
悪
い
ん
じ
ゃ 

な
い
。

た
だ
職
業
と
し
て
し
な
い
。

お
葬 

式
を
生
き
た
教
化
の
場
に
す
る
。
生
き
た
死 

を
見
つ
め
る
場
に
す
る
。
死
を
見
つ
め
る
こ 

と
に
よ
っ
て
、
生
を
問
う
場
に
す
る
。
そ
の 

よ
う
に
導
く
。
そ
う
思
い
ま
す
。

一
番
大
事 

な
と
こ
ろ
を
扱
わ
せ
て
も
ら
う
ん
で
す
か
ら 

ね
。
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
、
大
事
に
し
て 

い
く
こ
と
が
大
切
で
す
」
と
話
し
ま
し
た
。
 

最

後

に

参

加

者

へ

「
自
分
が
仏
法
に
惚 

れ
込
ん
で
、
僧
侶
と
し
て
、
仏
道
を
生
き
る 

こ
と
の
喜
び
の
中
に
生
き
て
い
れ
ば
、
そ
ん 

な
素
晴
ら
し
い
も
の
な
ら
ば
、
私
も
行
こ
う 

じ
ゃ
な
い
か
と
ま
わ
り
が
つ
い
て
き
ま
す
。
 

そ
う
い
う
姿
が
大
切
で
す
」
と
エ
ー
ル
を
送 

り
ま
し
た
。
そ
し
て
今
回
の
演
題
に
も
あ
る 

「今
の
自
分
に
喝
」
を
意
識
さ
れ
て
か
、
若 

い

僧

侶

に

は

「少
な
く
と
も
僧
侶
の
財
産
は 

仏
法
で
す
ね
」
と

話

し

「生
き
た
仏
法
を
ど 

う
相
続
す
る
か
。
そ
れ
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
 

必
ず
そ
の
相
続
者
は
で
き
る
わ
け
で
す
。
 

寺
の
伽
藍
ば
か
り
あ
っ
て
も
、
仏
法
が
不
毛

だ
っ
た
ら
跡
継
ぎ
は
生
ま
れ
や
し
ま
せ
ん
。
 

そ
こ
に
生
き
生
き
と
し
た
仏
法
が
花
咲
い 

て
い
る
。
そ
う
な
る
と
後
継
者
は
喜
ん
で
、
 

そ
の
生
き
た
仏
法
と
い
う
栄
養
を
い
た
だ
い 

て
育
つ
と
思
い
ま
す
」
と
締
め
く
く
り
ま
し 

た
。

一

日

目

夜

基
調
講
演
後
は
、
全
員
で
記
念
撮
影
と 

な
り
ま
し
た
。

記
念
撮
影
が
終
わ
り
ま
す 

と
、
寺
内
に
残
っ
た
参
加
者
は
、
引
き
続
き 

薬
石
と
な
り
ま
し
た
。
薬
石
の
メ
ニ
ュ
ー
は 

飯
に
粕
汁
、
そ
し
て
お
で
ん
と
香
菜
等
で
し 

た
。

こ
の
時
期
は
ま
だ
朝
晩
が
冷
え
ま
す
の 

で
、
身
体
が
温
ま
る
非
常
に
あ
り
が
た
い
メ 

ニ
ュ
ー
で
、
尼
僧
堂
の
皆
さ
ま
の
お
心
遣
い 

を
感
じ
ま
し
た
。

尼僧堂の方がたの心づかいが感じられる
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そ
の
後
は
ビ
デ
オ
鑑
賞
と
な
り
ま
し
た
。
 

ビ
デ
オ
は
、
『
決
断
の
一
滴
』
と
題
さ
れ
た 

N
H
K

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
トX
か
ら
で
す
。
日 

本
初
の
骨
髄
バ
ン
ク
が
東
海
地
方
で
成
立
し 

た
こ
と
の
因
縁
も
あ
っ
て
、
今
回
の
上
映
と 

な
っ
た
よ
う
で
す
。
元
白
血
病
患
者
で
あ
っ 

た
大
谷
貴
子
さ
ん
と
、
森
島
泰
雄
医
師
が
、
 

白
血
病
患
者
の
命
を
一
人
で
も
多
く
救
お
う 

と
行
わ
れ
た
、

こ
れ
ま
で
の
地
道
な
活
動
を 

取
材
し
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
 

午
後
八
時
か
ら
は
正
法
寺
の
僧
堂
を
お
借 

り
し
て
夜
坐
と
な
り
ま
し
た
。
八
時
十
五
分 

止
静
で
し
た
が
、

こ
こ
ま
で
の
疲
れ
も
あ
っ 

て
、

足
の
痛
み
を
こ
ら
え
つ
つ
随
喜
し
た 

参
加
者
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う 

か
。
法
堂
で
の
就
寝
は
九
時
三
〇
分
過
ぎ
に 

は
消
灯
と
な
り
、
明
朝
五
時
起
床
に
備
え
て 

大
半
の
参
加
者
は
直
ち
に
眠
り
に
落
ち
た
よ 

う
で
す
。

二

日

目

朝

午
前
五
時
近
く
に
な
る
と
、
配
役
に
当 

た
っ
た
方
が
起
き
出
し
ま
し
た
。

五
時
に 

は
振
鈴
が
法
堂
に
鳴
り
響
き
、
昨
日
早
め
に 

休
ん
だ
参
加
者
諸
師
は
時
間
通
り
に
起
床
す 

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
洗
面
を
済 

ま
せ
る
と
、
た
だ
ち
に
僧
堂
に
入
り
、
五
時 

十
五
分
か
ら
暁
天
坐
禅
を
行
い
ま
し
た
。
前 

日
の
夜
坐
の
疲
れ
も
何
の
そ
の
、
気
合
い
の 

入
っ
た
坐
禅
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
 

六
時
過
ぎ
か
ら
は
、
朝
課
を
行
い
ま
し
た
。
 

導
師
は
、
三
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会 

の
渡
辺
宗
徳
師
が
勤
め
ま
し
た
。
朝
課
が
終 

わ
る
と
、
直
ち
に
小
食
飯
台
で
し
た
。
参
加 

者
は
、
懐
か
し
い
玄
米
粥
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
心
の
こ
も
っ
た
料
理
を
堪
能
し
て
い
ま 

し
た
。
再
進
を
し
た
方
も
多
か
っ
た
よ
う
で 

す
。
小
食
が
終
わ
る
と
、
宿
泊
し
た
参
加
者 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
堂•

僧

堂•

外
に
別
れ
て 

作
務
を
行
い
ま
し
た
。

討

論

会

二
日
目
は
「寺
院
に
対
す
る
施
主
の
本
音
」 

と
題
し
討
論
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
初
日
に 

引
き
続
き
、
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
青
山
老
師
に 

登
壇
し
て
い
た
だ
い
た
ほ
か
、
東
海
管
区
会 

長
、
全
曹
青
会
長
、
記
念
事
業
委
員
長
が
参 

加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
互
助
会
と
葬
儀
会
社 

の
担
当
者
と
、
葬
儀
な
ど
で
の
問
題
に
対
処 

し
て
い
るN
P
O

の
代
表
者
も
参
加
し
て
、
 

寺
院
と
施
主
の
間
で
起
こ
っ
た
実
際
の
ト
ラ 

ブ
ル
等
を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
 

第
一
部
は
、
寺
院
と
施
主
と
の
間
に
、
ど 

の
よ
う
な
考
え
方
の
違
い
が
あ
り
、
結
果
的 

に
施
主
側
の
不
満
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
の

東海管区大会事務局員による寸劇

か
、
検
証
し
討
論
し
ま
し
た
。
東
海
管
区
の 

事
務
局
は
、

こ
の
す
れ
違
い
を
〃
寸
劇
〃
と 

い
う
形
で
再
現
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
で
す 

が
、
お
布
施
の
額
面
に
つ
い
て
や
、
葬
儀
後 

話
を
す
る
機
会
も
な
く
す
ぐ
に
帰
る
お
坊
さ 

ん
の
姿
な
ど
、
参
加
者
に
と
っ
て
は
耳
の
痛 

い
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
パ
ネ
ラ
ー 

の
諸
師
か
ら
は
、
お
寺
と
施
主
と
の
コ
ミ
ュ 

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
足
し
て
お
り
、

お
互 

い
の
信
頼
関
係
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
こ
と 

や
、
寺
院
の
経
済
事
情
を
オ
ー
プ
ン
に
し
、
 

寺
院
護
持
の
理
解
を
得
る
な
ど
の
声
が
聞
か 

れ
ま
し
た
。
青
山
老
師
は
、
喪
主
の
悲
し
み 

に
寄
り
添
い
、
そ
の
痛
み
を
ど
う
受
け
止
め 

る
か
、
僧
侶
が
本
気
で
取
り
組
ん
で
ほ
し
い 

と
エ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た

第
二
部
は
、
実
際
に
あ
っ
た
相
談
事
例
を 

紹
介
し
な
が
ら
進
行
し
ま
し
た
。
菩
提
寺
で 

葬
儀
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
お
墓
を
追
い
出 

さ
れ
て
し
ま
っ
た
例
、
葬
儀
者
紹
介
の
お
寺 

さ
ん
に
葬
儀
を
し
て
も
ら
っ
た
が
、
戒
名
を 

も
ら
え
ず
、
俗
名
で
行
わ
れ
た
な
ど
、
深
刻 

な
相
談
例
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。N
P
O
代

表
者
は
、
相
談
者
の
特
徴
と
し
て
「
お
寺
と 

主
従
関
係
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
方
が 

多
く
、
納
得
で
き
な
い
部
分
を
抱
え
て
い
る 

こ
と
が
、
後
日
不
満
と
し
て
噴
出
し
て
く
る
」 

と
諸
問
題
を
分
析
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

の
必
要
性
を
訴
え
ま
し
た
。
パ
ネ
ラ
ー
か
ら 

は

「待
ち
の
姿
勢
で
は
な
く
、
お
寺
も
積
極 

的
な
情
報
発
信
や
、
進
ん
で
信
頼
関
係
の
構 

築
に
努
め
る
べ
き
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま 

し
た
。

最

後

に

最
後
に
青
山
老
師
か
ら
参
加
者
へ
、
「
ど 

ん
な
場
面
で
も
そ
こ
に
誓
願
が
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
生
き
た
人
間
に
本
気
で
ぶ
つ
か
っ 

て
ほ
し
い
」
と
の
激
励
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

二
日
間
連
続
の
ハ
ー
ド
な
大
会
で
し
た
が
、
 

参
加
者
は
、
初
心
に
戻
り
、
僧
侶
で
あ
る
自 

分
を
確
認
で
き
た
良
い
機
会
と
な
っ
た
よ
う 

で
す
。

左から、阿部30周年記念事業実行委員長・ 

青山老師•山口全曹青会長
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各

地

方

大

会

を

振

り

返

る

◊

九
州
大
会

熊

本•

大
慈
禅
寺
の
庫
院
に
、
汗
を
流
す 

第
十
三
期
事
務
局
長
の
磯
田
浩
隆
師
の
姿
が 

あ
っ
た
。
運
ば
れ
て
き
た
の
は
、
手
作
り
の 

親
子
丼
。

こ
う
い
う
集
ま
り
の
時
に
は
仕
出 

し
屋
の
弁
当
が
多
い
昨
今
、
そ
れ
は
、
経
費 

削
減
で
も
あ
ろ
う
が
、
温
か
い
気
持
ち
が
伝 

わ
っ
て
き
て
嬉
し
く
な
っ
た
。
 

真
っ
向
か
ら
人
々
の
生
死
を
見
つ
め
苦
悩 

に
寄
り
添
お
う
と
臨
済
宗
仏
通
寺
派
管
長
の 

立
場
を
捨
て
僧
医
の
道
を
志
し
た
対
本
宗
訓 

老
師
の
言
葉
は
ど
こ
を
切
っ
て
も
真
実
の
姿 

を
呈
し
て
胸
に
響
い
て
き
た
。
布
教
師
養
成 

所

講

師•

増
田
老
師
、
佐
賀
県
内
で
ホ
ス
ピ 

ス
活
動
に
心
血
を
注
が
れ
て
お
ら
れ
る
平
川 

老
師
に
は
自
ら
の
生
き
方
で
宗
侶
の
あ
る
べ 

き
姿
を
示
し
て
い
た
だ
い
た
。

◊

北
海
道
大
会

旭

川•

大
休
寺
の
千
体
観
音
尊
前
に
て
、
 

意

訳

し

た

「
ハ
大
人
覚
」
を
読
誦
し
祈
り
と 

誓
い
の
式
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
く 

し
く
も
講
師•

松
村
俊
昭
老
師
の
ご
講
演
の 

中

で

も

「
八
大
人
覚
」
が
説
か
れ
、
仏
教
者 

と
し
て
の
原
点
に
回
帰
し
て
い
く
こ
と
の
大 

切
さ
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

分
科
会
で
は
、
具
体
的
に
私
た
ち
が
直
面 

し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
青
年
会
員
が
個

 々

の
言
葉
で
語
り
合
っ
た
。

講
演
会
な
ど
の
講
師
選
択
に
悩
む
青
年
会 

が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
広
い
大
脈
を
持
つ
松
村
老

師
に
相
談
さ
れ
る
こ
と
を
薦
め
た
い
。 

そ
う
、
池
田
さ
ん
あ
り
が
と
う
。

◊

四
国
大
会

大
型
の
台
風
が
接
近
す
る
中
、

四
国
曹
青 

二
〇
周
年
記
念
大
会
と
い
う
こ
と
で
本
当
に 

大
勢
の
参
加
者
で
会
場
は
賑
わ
っ
た
。

い
つ 

お
会
い
し
て
も
板
橋
禅
師
の
飄
々
と
し
た
お 

姿
と
、
時
折
見
せ
る
鋭
く
力
あ
る
眼
光
は
印 

象
に
残
る
。

参
加
さ
れ
た
寺
族
の
皆
さ
ま
に
討
論
会 

に
つ
い
て
の
感
想
を
聞
い
て
み
た
い
気
が
し 

た
。
私
た
ち
の
布
教
は
ま
ず
寺
族
に
対
し
て 

行
う
べ
き
だ
と
言
っ
た
人
が
い
る
。
諭
し
き 

れ
る
か
で
私
た
ち
の
日
常
底
も
問
わ
れ
る
か 

ら
だ
そ
う
だ
。

数
の
上
で
は
、
他
管
区
よ
り
圧
倒
的
に
少 

な
い
の
だ
け
れ
ど
、
四
国
は
熱
く
て
パ
ワ
ー 

が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
。

◊

近
畿
大
会

東
大
寺
教
学
執
事
の
狭
川
さ
ん
の
動
き
の 

軽
や
か
さ
に
は
驚
い
た
。
し
か
も
心
が
広
く 

て
優
し
さ
に
満
ち
て
い
る
。
「慈
愛
〜
あ
な 

た
の
優
し
さ
に
つ
つ
ま
れ
て
〜
」

と
い
う 

テ
ー
マ
そ
の
も
の
の
大
だ
っ
た
。

蓮
華
台
か
ら
拝
す
る
毘
盧
舎
那
仏
は
ま
さ 

に
沈
黙
の
仏
、
し
か
し
な
が
ら
四
方
八
方
に 

そ
の
仏
光
を
発
し
て
い
た
。

岩
崎
順
子
氏
の
講
演
を
ま
た
ど
こ
か
で
聞 

い
て
み
た
い
。
悩
み
苦
し
み
な
が
ら
も
き
っ

と
歳
を
重
ね
て
い
く
度
に
彼
女
の
言
葉
は
そ 

の
威
力
を
増
し
て
い
く
に
違
い
な
い
。
ホ
ン 

ト
に
素
敵
な
大
だ
っ
た
。

◊

中
国
大
会

何
を
す
る
に
し
て
も
裏
で
支
え
る
実
質
的 

な
立
て
役
者
は
い
る
も
の
だ
が
、
事
務
局
長 

末
益
師
の
大
柄
と
気
配
り
の
美
し
さ
に
は
頭 

が
下
が
っ
た
。
そ
れ
を
養
老
先
生
も
見
抜
い 

て
い
た
。
そ
れ
に
、
多
々
良
学
園
を
支
え
る
大 

た
ち
が
素
敵
だ
。
き
っ
と
あ
の
高
校
か
ら
は 

い
い
大
材
が
巣
立
っ
て
い
く
に
違
い
な
い
。
 

養
老
先
生
の
頭
に
は
、
「
バ
カ
の
壁
」
は 

ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
。
真
実
を
ど 

ん
ど
ん
見
抜
い
て
い
く
。
だ
か
ら
、
大
は
養 

老
先
生
に
興
味
を
示
す
。
本
来
は
禅
僧
た
る 

私
た
ち
が
そ
う
で
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ 

が
、
そ
う
で
も
な
い
か
ら
坊
さ
ん
同
士
が
争 

い
を
し
た
り
す
る
。

解
り
や
す
い
葬
儀
を
目
指
し
て
先
生
や
青 

松

寺
•

喜
美
候
部
老
師
に
は
お
隠
れ
い
た
だ 

い
た
訳
だ
が
、

こ
れ
か
ら
も
自
分
の
言
葉
で 

仏
教
を
説
き
示
す
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い 

も
の
だ
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
お
経
一
本
で
生 

き
て
い
け
る
僧
侶
に
な
れ
れ
ば
な
と
思
う
。
 

三

管

区
(

東
北
、
関
東
、
北
信
越)

と
東 

海
に
つ
い
て
は
今
号
で
特
集
さ
れ
る
の
で
省 

き
ま
し
た
。
各
大
会
を
語
る
に
は
あ
ま
り
に 

も
ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な
く
、

こ
の
よ
う
な
形 

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ス
イ
マ
セ
ン
。

い
づ
れ 

に
し
て
も
、
ど
の
大
会
に
も
感
動
が
あ
っ
た 

こ
と
を
最
後
に
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
 

(

全
曹
青
三
〇
周
年
記
念
事
業

実

行

委

員

長

阿

部

光

裕

記
)

寺院用仏具•仏壇•製造販売 ほう a う

曹洞宗梅花流法具販売指定店/ :: スニ
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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 
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〒380-09n長野市稲葉1980 -1

本店•工場 
新潟店 
川越店 
高崎営業所 
長野営業所

http://www.hoko-butugu.com/
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思
い
起
こ
せ
ば
二
年
前
、
第
十
五
期
広
報 

委
員
会
と
し
て
初
め
て
手
掛
け
た
『
そ
う
せ 

い
』

一
ニ
ニ
号
に
お
い
て
、
私
は
委
員
長
と 

し
て
次
の
様
な
所
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ 

き
ま
し
た
。

『
そ
う
せ
い
』
は
全
曹
青
と
現
代
社
会
と 

を
繋
ぐ
媒
介
役
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
 

我
々
の
理
念
と
志
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し 

て
、
広
く
宗
門
内
外
に
発
信
で
き
れ
ば 

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
お
膳
立
て
を 

我
々
が
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
 

そ
の
思
い
は
現
在
で
も
変
わ
り
は
な
く
、
 

ま
た
こ
れ
ま
で
の
二
年
間
も
そ
の
思
い
に
支 

え

ら

れ

な

が
ら

『
そ
う
せ
い
』
編
集
に
務
め 

て
ま
い
り
ま
し
た
。

広

報

誌

『
そ
う
せ
い
』(

広
報
委
員
会
担 

当)

、
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「般
若
」(IT 

委
員
会
担
当)

に
代
表
さ
れ
る
、
全
曹
青
の 

広
報
媒
体
の
作
成
を
手
掛
け
る
委
員
会
に
お 

い
て
は
、
そ
の
活
動
は
組
織
の
「脇
役
」

で 

あ

っ

て

「主
役
」

で
は
な
い
も
の
と
感
じ
て 

い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
広
報
媒
体
と
は
組
織
の
見
解 

を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
外
部
に
発
信
す
る
情

報
ツ
ー
ル
で
し
か
な
く
、
そ
の
ツ
ー
ル
自
体 

が

「主
役
」

の
様
に
機
能
し
て
い
て
は
、
組 

織
の
脆
弱
さ
を
外
部
に
露
呈
し
て
い
る
に
過 

ぎ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

全
曹
青
の
場
合
、
「
主
役
」

は
あ
く
ま
で 

も
そ
の
組
織
を
構
成
す
る
各
委
員
会
の
活
動 

自
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
 

そ
の
様
な
立
場
か
ら
、
我
々
は
広
報
媒
体 

(

広
報
誌)

と
し
て
の
役
割
と
責
務
を
果
た 

す
べ
く
、

こ
の
二
年
間
各
委
員
会
の
活
動
報 

告
と
出
向
委
員
紹
介
に
紙
幅
を
割
い
て
ま
い 

り

ま

し

た(

「全
曹
青
情
報
局
」
な
ど)

。
 

ま
た
、
各
曹
青
の
事
業
内
容
を
紹
介
さ 

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
全
国
の
会
員 

諸
兄
に
有
益
な
事
業
情
報
の
提
供
を
心
掛
け 

て

ま

い

り

ま

し

た(

「
そ
う
せ
い
イ
ン
フ
ォ 

メ
ー
シ
ョ
ン
」
、
「
青
年
会
モ
ザ
イ
ク
」
な 

ど)

。
さ
ら
に
宗
門
で
掲
げ
る
「
人

権•

平

和

・
 

環
境
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
倣
う
べ
く
、
「デ
イ 

ス
カ
バ
ー
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
」(

人
権)

、
 

「
イ
ラ
ク
戦
争
に
関
す
る
特
集
記
事
」(

平 

和)

、

「
現
代
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
環
境
運 

動
」(

環
境)

と
い
っ
た
企
画
記
事
を
、
前 

期
(

第
十
四
期)

か
ら
引
き
続
き
継
続•

立 

案
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
昨
年
度
連
載
を
し
て
き
た
「
三 

〇
周
年
記
念
事
業
か
わ
ら
版
」
も
、
広
報
誌 

と
し
て
の
負
託
に
応
え
る
た
め
の
記
事
枠
で 

ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
企
画
記
事
を
通
し
て
、
全
曹 

青
と
し
て
の
理
念
と
志
を
広
く
宗
門
内
外
に 

発
信
を
し
、
あ

く

ま

で

も

「脇
役
」
と
し
て 

お
膳
立
て
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
つ
も
り
で 

す
。そ

こ
で
第
十
五
期
最
後
の
編
集
と
な
る
今 

号
で
は
、
私
ど
も
広
報
委
員
会
の
活
動
報
告 

を
も
っ
て
総
括
と
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と 

思
い
ま
す
。

12

『
そ
う
せ
い
』
編
集
に
お
け
る

二
年
間
の
軌
跡 

既
述
も
し
た
様
に
、
広
報
委
員
会
は
全
曹 

青

広

報
誌
で

あ

る
『
そ
う
せ
い
』

の

編

集
・
 

発
行
を
主
な
事
業
内
容
と
し
て
お
り
ま
す
。
 

『
そ
う
せ
い
』

の
内
容
に
関
し
て
は
、
今 

ま
で
諸
先
輩
方
が
築
か
れ
て
き
た
路
線
を
基 

本
的
に
踏
襲
し
つ
つ
、
主
に
宗
門
関
連
記
事 

と
時
事
問
題
記
事
に
焦
点
を
当
て
、
時
宜
に 

応
じ
た
企
画
記
事
を
推
し
進
め
て
ま
い
り
ま 

し
た
。

特
に
時
事
問
題
記
事
に
関
し
て
は
、

現

代

社

会

に

内

在
す

る

諸

問 

題
を
、
青
年
僧
並
び
に
現
代 

青
年
の
視
点
か
ら
深
く
掘
り 

下
げ
、
広
く
社
会
に
対
し
て
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執行部•理事会終了後には『そうせい』編集会議

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
事 

に
重
き
を
置
い
て
き
た
つ
も 

り
で
す̂

そ
の
編
集
姿
勢
が
、
我

 々

青
年
宗
侶
が
社
会
に
対
し
て 

ど
の
様
な
参
画
意
識
を
持
つ 

て
い
る
か
を
知
つ
て
も
ら
う 

術
に
な
り
得
る
と
考
え
た
か 

ら
で
す
。

『
そ
う
せ
い
』

で
は
、
購 

読
者
が
宗
門
関
係
者
と
一
般 

読
者
と
に
大
別
さ
れ
る
故
、
 

そ
の
両
者
の
ニ
ー
ズ
に
バ
ラ 

ン
ス
良
く
応
え
つ
つ
、
そ
の 

メ

ッ
セ

ー

ジ

の

根

幹

に

流

れ

る

精

神

は

「仏
教
」
に
通 

じ
る
と
い
う
主
張
を
明
確
に 

し
、
創
意
工
夫
を
繰
り
返
し



な
が
ら
編
集
作
業
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し 

た
。ま

た
、
他
の
委
員
会
と
比
べ
て
突
出
し
た 

予
算
を
お
預
か
り
す
る
広
報
委
員
会
に
お
い 

て
は
、
そ
の
予
算
の
殆
ど
が
『
そ
う
せ
い
』 

の

印
刷•

発
送
に
伴
う
ハ
ー
ド
面
の
予
算
に 

費
や
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
ら
ハ
ー
ド
面
の
予
算
は
、
現
在
の
紙 

面
規
模
や
発
行
部
数
を
維
持
す
る
限
り
、
削 

る
事
が
で
き
な
い
必
要
経
費
で
ご
ざ
い
ま
し 

た
。第

十
五
期
で
は
発
足
当
初
、
委
員
全
員
が 

『
そ
う
せ
い
』
の
編
集
経
験
が
な
か
っ
た
故
、
 

そ
の
ハ
ー
ド
面
の
対
極
に
あ
る
ソ
フ
ト
面
の

予
算
、

つ
ま
り
紙
面
の
充 

実
を
図
る
た
め
の
取
材
企 

画
費
に
限
り
が
あ
る
事
が 

一
番
辛
い
現
実
で
ご
ざ
い 

ま
し
た
。

よ
っ
て
、
委
員
長
と
し 

て
初
め
に
手
掛
け
た
仕
事 

は
、
限
ら
れ
た
予
算
内
で

ど
れ
だ
け
紙
面
の
質
向
上 

が
図
れ
る
か
と
い
う
ソ
フ 

ト
面
の
予
算
に
関
す
る
創 

意
工
夫
で
あ
り
ま
し
た
。
 

具

体

的

に

は

、

編
集 

会
議
開
催
に
伴
う
会
議
費 

(

各
委
員
の
交
通
費
な
ど) 

の
削
減
で
あ
り
、
第
十
五 

期
広
報
委
員
会
に
お
い
て 

は
次
の
様
な
施
策
を
も
つ 

て
経
費
削
減
に
努
め
て
ま 

い
り
ま
し
た
。

①

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
媒

http //www ma fnegafit.net/Mchuou-design/sousei129_12 pdf - Microsoft Internet Explorer
G戻ー ◎二出園 a:*索*械£入り磯::之❷學，SS通

:W5レス,0曲http //wwww飞"

/力 唠HotMailの無代サービス 鏡WlndoM

介
し
た
編
集
会
議
制
の
導
入(

チ
ャ
ッ
ト 

編
集
会
議
の
開
催
や
広
報
専
用
メ
ー
リ
ン 

グ
リ
ス
ト
に
よ
る
意
見
交
換
な
ど) 

②

各
記
事
企
画
書
、
割
付
表
、
編
集
行
程
表 

な
ど
の
回
覧
に
よ
る
役
割
分
担
の
徹
底
化 

③

印
刷
業
者
と
連
携
し
たp D F
フ
ァ
イ
ル 

に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
ゲ
ラ
情 

報

の

共

有

化(

写
真
参
照) 

こ
れ
ら
の
施
策
に
よ
り
生
じ
た
余
剰
分
の 

予
算
を
、
可
能
な
限
り
紙
面
充
実
の
た
め
の 

ソ
フ
ト
面
の
予
算
に
運
用
し
て
ま
い
り
ま
し 

た
。ま

た
、
広
報
誌
と
し
て
の
機
能
を
高
め
る 

施
策
と
し
て
、

O二：《・ 1325

消1タガa *尊敏•丁• •マダ」•あロほ奠リー a

tp://www.ma.. 舅削©be I

PDFファイルによるインターネット上でのゲラ情報の共有化

①

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
を
活
用
し
た
委
員
会 

校
正
、
並
び
に
執
行
部•

理
事
校
正
制
度 

の
導
入

②

宗
務
庁
教
化
部
企
画
研
修
課(

全
曹
青
の 

所
管
部
署)

と
の
共
同
作
業
に
よ
る
最
終 

校
了
制
度
の
導
入 

な
ど
を
試
験
的
に
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し 

た
。こ

れ
ら
の
施
策
に
よ
り
、
関
係
者
各
位
の 

生
の
声
を
紙
面
に
反
映
さ
せ
る
事
が
可
能
と 

な
り
、
広
報
誌
を
編
集
す
る
際
の
機
能
的
な 

作
業
シ
ス
テ
ム
を
確
立
い
た
し
ま
し
た
。
 

こ
れ
ら
の
試
み
は
、
今
後
の
委
員
会
活
動 

の
み
な
ら
ず
、
各
曹
青
の
諸
活
動
に
お
い
て 

も
還
元
し
得
る
内
容
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
 

紙
面
を
も
っ
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ 

ば
と
思
い
ま
す
。

「種
蒔
き
」
か
ら
「開
花
」
の
時
期
へ 

既
述
も
し
た
様
に
、
委
員
全
員
が
編
集
の 

イ
ロ
ハ
も
分
か
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
試
行
錯
誤 

を
繰
り
返
し
な
が
ら
無
我
夢
中
で
突
っ
走
っ 

て
き
た
二
年
間
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

慣
れ
な
い
編
集
作
業
に
戸
惑
い
と
焦
り
を 

覚
え
、
時
に
は
会
員
諸
兄
よ
り
叱
咤
激
励
を 

い
た
だ
き
な
が
ら
、
関
係
者
各
位
の
ご
支
援 

ご
協
力
を
得
て
今
日
ま
で
務
め
て
こ
れ
た
様 

な
気
が
い
た
し
ま
す
。

委
員
長
就
任
当
初
、
困
難
を
極
め
る
編
集 

作
業
に
何
と
か
打
開
策
を
見
出
そ
う
と
、
藁 

を
も
掴
む
気
持
ち
で
過
去
の
『
そ
う
せ
い
』 

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
編
集
の
ヒ
ン
ト
を
求
め 

た
時
で
し
た
。

何
気
な
く
手
に
取
っ
た
『
そ
う
せ
い
』
九
九 

号
に
お
い
て
、
私
は
あ
る
記
事
と
出
会
い
目

修復工事から新築工事まで 

あらゆる対震(二対地震)工事に 

最新技術※で対応I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。

※大本山總持寺香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

罪魚津社寺工務店
〒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

か
ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
が
い
た
し
ま
し
た
。
 

そ
れ
は
、
時
の
広
報
委
員
長•

東
井
千
明 

師
が
寄
せ
た
当
時
の
広
報
委
員
会
の
活
動
報 

告
記
事
で
し
た
。

そ
こ
に
は
、
東
井
師
が
檀
信
徒
の
方
が
た 

と

『
そ
う
せ
い
』
発
送
作
業
を
行
っ
て
い
る 

風
景
や
、
第
三
種
郵
便
認
可
取
得
に
向
け
て 

の
微
に
入
り
細
に
入
り
の
経
過
報
告
が
寄
せ 

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
弛
ま
な
い
師
の
努
力
に 

私
は
只
々
頭
が
下
が
る
思
い
が
い
た
し
ま
し 

た
。そ

の
記
事
を
目
に
し
た
時
、
『
そ
う
せ
い
』 

編
集
長
と
し
て
の
重
責
と
、
今
ま
で
諸
先
輩 

方
が
築
か
れ
て
き
た
歴
史
の
重
み
を
肌
で
感 

じ
、
自
分
の
代
で
そ
の
伝
統
を
貶
め
て
は
い 

け
な
い
と
、
自
覚
を
新
た
に
し
た
事
を
覚
え 

て
お
り
ま
す
。
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現
在
、
『
そ
う
せ
い
』
編
集
に
携
わ
る
広 

報
委
員
会
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
っ
た
諸
先 

輩
方
の
努
力
や
、
賛
助
会
員
の
方
が
た
の
物 

心
両
面
に
わ
た
る
支
援
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ 

て
お
り
ま
す
。

時
代
の
変
遷
に
伴
い
、
紙
面
デ
ザ
イ
ン
や 

レ
イ
ア
ウ
ト
、
記
事
の
内
容
編
成
は
変
わ
れ 

ど
も
、
そ
の
底
流
に
あ
る
精
神
は
不
変
で
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。
 

ぜ
ひ
読
者
の
皆
さ
ま
方
も
、
現

在

の

『
そ 

う
せ
い
』

を
通
じ
て
、
全
曹
青
の
歴
史
や 

伝
統
、
ま
た
今
後
に
向
け
て
の
理
念
と
志
を 

汲
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま 

す
。
今
後
と
も
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
ご
鞭
撻
の 

ほ
ど
を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 

そ
の
様
な
諸
先
輩
方
の
種
蒔
き
作
業
が
あ 

り
、
多
少
な
り
と
も
我
々
第
十
五
期
が
枝
葉 

を
伸
ば
し
、
今
後
の
編
集
を
託
す
第
十
六
期 

に
お
い
て
満
開
の
花
を
咲
か
せ
て
い
た
だ
け 

れ
ば
と
祈
念
い
た
し
ま
す
。

最
後
に
、
今
ま
で
宗
門
内
外
か
ら
『
そ
う 

せ
い
』
編
集
に
関
す
る
貴
重
な
ご
意
見
ご
教 

導
を
賜
り
ま
し
た
事
、
紙
面
を
借
り
て
厚
く 

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
私
事
で
大
変
恐
縮
で
す
が
、
兼
職 

の
身
で
あ
り
な
が
ら
広
報
委
員
長
就
任
に
際 

し
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
曹
洞
宗
総
合
研
究 

セ
ン
タ
ー
関
係
者
各
位
、
ま
た
二
年
間
の
編 

集
活
動
を
支
え
続
け
て
く
れ
た
本
庁
教
化
部 

企
画
研
修
課
並
び
に
全
曹
青
執
行
部
・
理
事 

各
位
、
そ
の
他
お
世
話
に
な
っ
た
全
て
の
方 

が
た
に
対
し
て
重
ね
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ 

ま
す
。

(

広
報
委
員
長 

秋

央

文
)

経

量

凰

国

メ
%

ト

委

員

長
 

『
ニ
^

^

®

^

秋

央

文

(

福
島
県

曹
洞
宗
青
年
会) 

「担
が
れ
る
御
輿
は
重
過
ぎ
る
こ
と
な
く
、
 

し

か

し

決

し

て

軽

過

ぎ

る

こ

と

な

く 

——

人
の
上
に
立
つ
事
の
意
味
を
学
べ
た 

様
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
」

副
委
員
長 

久

間

泰

弘
 

(

福
島
県 

曹
洞
宗
青
年
会)

「
二
年
間
と
い
う
決
し
て
短
く
な
い
、
し 

か
し
、
あ
っ
と
い
う
間
だ
っ
た
こ
の
期
間
、
 

さ
ま
ざ
ま
な
方
と
の
ご
縁
を
頂
戴
い
た
し 

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」

副
委
員
長 

菅

原

研

洲
 

(

宮
城
県 

曹
洞
宗
青
年
会)

「
た
い
へ
ん
勉
強
に
な
っ
た
二
年
間
で
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
合
掌
。
」

河

村

康

仁
 

(

北
海
道
第
一 

宗
務
所
青
年
会)

「
多
く
の
青
年
会
活
動
や
諸
先
輩
方
の
ご 

指
導
ご
助
言
を
通
し
て
、
自
身
の
指
針
に 

生
か
す
こ
と
が
出
来
、
た
い
へ
ん
勉
強
に 

な
り
ま
し
た
。
」

14

安

彦

智

峰
 

(

北
海
道
第
二 

宗
務
所
青
年
会)

「
法
縁
に
恵
ま
れ
、
自
身
の
浅
学
を
あ
ら 

た
め
て
思
い
知
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
糧
と 

し
て
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。
」

ク

武

田

光

誠

(

埼K
県
第
一 

宗
務
所
青
年
会)

「
二
年
間
の
全
曹
青
の
活
動
を
通
じ
て
い 

た
だ
い
た
多
く
の
方
が
た
と
の
仏
縁
に
深 

く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
」

広

瀬

知

哲
 

(

委
託
編
集
委
員

石
川
県)

「
諸
先
輩
方
の
ご
指
導
に
感
謝
し
、
今
後 

も
精
進
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

藤

木

総

宣

(

委
託
編
集
委
員

福
井
県)

「今
後
も
世
の
中
に
あ
る
苦
に
つ
い
て
、
何 

が
原
因
か
見
つ
め
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は

，知
る"

と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て 

い
ま
す
。
」

両
大
本
山
御
用
達
曹
洞
宗
専
門 

議
谷
口
法
衣
怫
具
店 

〒86
00
50
5,
京
都
市
下
京
区
高
辻
通
熬
屋
町
東
入
ル 

電

話"0
7
5
(351)9
7
4
1
代 

梅
花
講
御
指
定
販
売
店

谷
口
法
衣
仏
具
店
な
ら
で
は
の
…
… 

技

の

粋
 

御
法
衣
、
御
装
裟
、 

御
仏
具
、
荘
厳
具
、
記
念
品

金

沢

市

増

泉

三

丁

目

六

の

三

五
 

®

。
ま
)

二

巴1
二
八
五
,?
八
六
八
六 

F4
(

。
七
て
二
四
七
— 

一
八
四
九
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慧
ぶ
く
ろ
ー

読
み
や
す
い
新
聞
を
つ
く
つ
て
み
よ
う

近

隣

の

方

か

ら

「
便
利
だ
か
ら
と
い
う 

こ
と
で
パ
ソ
コ
ン
を
導
入
は
し
た
け
れ
ど
使 

い
方
が
…
」
と
い
う
声
を
今
で
も
耳
に
し
ま 

す
。
せ
っ
か
く
買
っ
た
物
を
無
駄
に
し
な
い 

よ
う
に
と
苦
労
し
て
文
字
を
入
力
で
き
る
よ 

う
に
な
っ
て
も
、
ソ
フ
ト
の
使
い
方
が
分
か 

ら
ず
パ
ソ
コ
ン
に
近
づ
く
機
会
が
減
っ
て
い 

る
人
も
い
ら
っ
し
や
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。

そ

こ

で

「
そ

う

せ

い

新

聞(

仮
題)

」

の 

作
成
を
通
し
、
役
に
立
つ
基
本
的
な
機
能
を 

い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
く 

つ
か
の
機
能
を
覚
え
る
だ
け
で
パ
ソ
コ
ン
の 

用
途
は
無
限
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
寺
報 

や
新
聞
・
広
告
・
お
知
ら
せ
な
ど
な
ど
。
 

さ
て
、

一
般
に
は
多
く
の
ソ
フ
ト
が
出 

回
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
ウ
イ
ン
ド
ウ 

ズ
の
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト

「w
o
r
d

 (

ワ
ー
ド)

」 

を
例
に
説
明
を
し
て
い
き
ま
す
。
他
の
ワ
ー

プ
ロ
ソ
フ
ト
を
お
使
い
の
場
合
も
、
そ
の
よ 

う
な
機
能
が
有
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て 

い
る
だ
け
で
利
用
の
幅
が
広
が
る
も
の
で
す 

し
、
似
た
よ
う
な
機
能
が
あ
り
ま
す
の
で
ご 

一
読
下
さ
い
。

さ
て
最
初
に
設
定
さ
れ
て
い
る
状
態
で 

新
聞
を
作
成
す
る
と
図1
の
よ
う
に
な
り
ま 

す
。A
4

サ
イ
ズ
の
用
紙
縦
向
き
に
、
フ
オ 

ン

ト
(

文
字)

が
横
書
き
の
文
章
が
出
来
上 

が
り
ま
す
。

こ
れ
で
も
フ
オ
ン
ト
の
サ
イ
ズ 

や
空
白
の
行
を
い
れ
る
だ
け
で
読
み
や
す
く 

な
り
ま
す
。

し
か
し
、

一
工
夫
す
る
と
図2
の
よ
う
に 

ひ
と
目
見
た
だ
け
で
内
容
が
分
か
る
よ
う
に 

な
り
、
よ
り
伝
わ
り
や
す
い
、
読
み
手
に
優 

し
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

文
字
の
入
力
や
フ
ォ
ン
ト
の
大
き
さ
に
つ 

い
て
の
説
明
は
こ
こ
で
は
省
き
、
打
ち
込
ま

そうせし噺聞

野古触tgRff

去る+一月+SSからE8の一通二日の日程で, ••書様を全城として、 春古座 
キャラバンを8am致しxした•
着加•を裁集し、学室3ん王名を含む十八名の人に第Jtnていただ,、夫賣におや 

がに甌でぎ我した.
•加•には.探専での日常生活, 生様' 作務' 続解を体載してもらL1明KSは目王 

に祭鶴を行い友した.•2ん一人一人會分の微制 J白鋼Mlの即籌査件り大甕 
楽しんでおられよした.Mた、利にも打を込んでもらい录した.
令器が初めての事加•もAく. f&た例0しでみたLUと•う声もむりました.

物日は 備も少しHサm旧でした抗 次峭燃•れに惠ヨれ 何事もなく金 
ての日程®R耽しよした.

#1D9M£
••••くん

こ6W古農に載純し' 強野になった事やIHB3で注2がたくきんあり盘した.中 
でも一•即•に残っていることは、し豁りに•いてあったH8M真辱百身青Jとい5 
*葉です.この球を事いたと象日々の生活議器り送った締、怪井壺裏面たけしか 
覓ていが触ったと思いmす.これからほ、物聿の本質をで見ていこうと患い盘す.

••••“ん

私惶、専注量キャラバンで蛆めて坐植を体験しました.堡提を体*して.・2を見 

道すこと談できたのはよ加り化です.一日目喇浴と翻料独とても楽し加)たです. 
里果塚とても無Mもよかったです.及連とはしそいでしないました.
必ほ、書』農キャラパンで初めてお陸を請みました.お修を親もときはなかなか息 

が賴か短くて大変でした.お後うきんは息か越くようにするのに大変だっただろうな 
と思っでしまいました.
私は中学生でとってもお世話亚がけてし*いュした.これからの生活にこの貴豊な 

像・を生かしていこうと思いWす.

「 厂

図

3段定 ②■

文碎行数『WTW1标
文字方向

方向:O横書きの 合饗整慶！

例©1 ,
/徴と汚数丽定

。標準の文字数を使う神 O文字数と行懒指定”城

®冷数だけを指定” ◎> 。原隔用紙の競定に”®

(22)

□犠實坪樹希儀翩對用

行皴® 34 e (1-43)行送り<p 1805 ptc

として設定①)-] [ok ]「キャンセル】

図3

れ
た
文
章
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
ど
の
よ
う
に
変 

え
る
か
に
重
点
を
お
い
て
説
明
を
し
て
い
き 

ま
す
。

1
、
縦
書
き
に
す
る 

ま
ず
横
書
き
の
文
章
を
縦
書
き
に
し
ま 

し
よ
う
。

「
フ
ァ
イ
ルJ
ペ
ー
ジ
設
定
」
を
ク
リ
ッ 

ク
し
ま
す
。
す
る
と
図3
の
よ
う
な
ダ
イ
ア 

ロ
グ
が
開
き
ま
す
の
で
、
上

の

「文
字
列
と 

行
数
」
タ
ブ
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。
そ
の
中 

の
文
字
方
向
で

「縦
書
き
」
を
選
び
ま
す
。
 

次

に

「余
白
」
タ
ブ
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。
 

印

刷

の

向

き

で

「縦
」
を
選
び
ま
す
。
最
後 

に

右

下

の

「OK
」
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し

図4

2 図

ま
す
。

こ
れ
で
横
書
き
の
文
章
が
縦
書
き
に
な
り 

ま
し
た
。(

順
序
を
逆
に
す
る
と
、
表
示
が 

異
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
は
も
う
一
度
始
め 

か
ら
や
り
直
し
て
下
さ
い)

2
、
三
段
組
み
に
す
る

次
に
三
段
組
み
に
し
ま
す
。

「
書
式1
段 

組
み
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。
す
る
と
図4 

の
よ
う
な
ダ
イ
ア
ロ
グ
が
開
き
ま
す
の
で
、
 

種

類

の

中

か

ら

「3
段
」
を
選
び
、
右
下
の 

「OK
」
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。
 

こ
れ
で
三
段
組
に
な
り
見
や
す
く
な
り
ま 

し
た
。(

四
段
以
上
に
し
た
い
場
合
は
、
ダ 

イ

ア

ロ

グ

の

「段
数
」

の
所
に
必
要
に
応
じ 

た
数
字
を
入
れ
て
や
る
と
そ
の
段
組
み
に
な 

り
ま
す)

テ
キ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
を
利
用
し
た
表
題
の 

付
け
方
、
図
の
入
れ
方
、
ペ
ー
ジ
枠
の
付
け 

方
は
次
号
以
降
で
紹
介
の
予
定
で
す

(

記

事

担

当I
T
委
員
会)
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現代A
，宗教

駒澤大学•
駒澤短期大学の試

駒澤大学•駒澤短期大学所在地

〒154 - 8525東京都世田谷区駒沢1丁目23番1号
TEL： 03 - 3418 - 9111（代表）

ホ—ムペ—ジアドレス http://www.komazawa-u.ac.jp/index.html

16

本

企

画

「現
代
と
宗
教
」
で
は
、
現
代 

社
会
と
仏
教
と
を
結
び
付
け
る
具
体
的
な 

視
座
の
提
供
と
し
て
、
宗
教
教
育
の
現
場 

の
専
門
家
か
ら
仏
教
の
教
え
が
如
何
に
現 

代
社
会
に
敷
衍
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て 

ご
提
言
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

そ
の
宗
教
教
育
の
活
動
紹
介
の
取
り
ま 

と
め
と
し
て
、
今
皂
で
は
駒
澤
大
学•

駒
澤 

短
期
大
学
学
長
、
同
大
学
仏
教
学
部
教
授 

で
あ
る
大
谷
哲
夫
先
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
行
い
、
駒
澤
大
学
で
の
教
育
が
今
後
ど
の 

よ
う
に
進
め
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
将
来
の
寺 

院
後
継
者
育
成
と
い
う
昔
な
が
ら
の
役
割 

と
、

一
般
学
生
に
対
す
る
宗
教
教
育
の
あ
り 

方
が
今
後
ど
の
様
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
か
に 

つ
い
て
お
聞
き
い
た
し
ま
し
た
。

並
び
に
、
大
谷
先
生
が
最
近
上
梓
さ
れ
た 

御
著
書
に
つ
い
て
も
お
話
を
伺
っ
て
お
り
ま 

す
の
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

SOUSEI 2005.5

聞
き
手
一
我
々
宗
侶
に
は
、
駒
澤
大
学
のO
 

B
も
多
く
お
り
ま
す
が
、
最
近
駒
大
で
は
さ 

ま
ざ
ま
な
新
し
い
活
動
を
さ
れ
て
い
る
よ
う 

に
拝
察
い
た
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
ど
の
よ 

う
な
活
動
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ 

う
か
。

大
谷
先
生
一
そ
う
で
す
ね
。
駒
澤
大
学
の 

淵

源

は

安

土

桃

山

時

代

の

文

禄

元

年
 

(

一
五
九
二
年)

、
今
か
ら
四
百
十
三
年
前 

に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
時 

は
も
ち
ろ
ん
現
代
の
よ
う
な
大
学
で
は
な 

く
て
、
曹
洞
宗
の
禅
へ
の
参
学
と
漢
学
の 

振
興
を
目
指
し
て
、
現
在
の
東
京
水
道
橋 

に
あ
っ
た
吉
祥
寺
に
創
設
さ
れ
た
学
林
が
本 

学
の
歴
史
の
始
ま
り
で
す
。
そ
の
学
林
が
江 

戸
時
代
に
大

っ
て

「旃
檀
林
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
旃

檀

林

の

「旃
檀
」 

は
、

こ
と
わ
ざ
に
も
な
っ
て
い
る
「旃

(U 

梅)

檀
は
双
葉
よ
り
芳
し
」

の

「旃
檀
」

で 

す
。
「
証
道
歌
」

の

一

節

で

あ

る

「
旃
檀
林 

に
雑
樹
な
し
、
欝
密
深
沈
と
し
て
獅
子
の
み 

住
す
」
か
ら
採
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ 

の
学
林
が
現
在
の
よ
う
な
大
学
に
な
っ
た
の 

は
、

一
八
八
二
年(

明
治
十
五
年)

の
十
月 

に

校

名

が

「曹
洞
宗
大
学
林
専
門
学
本
校
」 

と
変
更
さ
れ
た
と
き
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
か 

ら
数
え
て
も
百
二
十
二
年
の
伝
統
の
あ
る
大 

学
で
す
。

本
学
で
は
近
年
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
多
様 

化
す
る
社
会
に
適
応
で
き
る
大
材
育
成
を
目 

指
し
、
新
規
の
学
部
を
創
設
し
て
お
り
ま
す
。
 

ま
ず
医
療
健
康
科
学
部
で
す
が
、

こ
れ
は
二 

〇
〇
三
年
に
開
設
し
た
も
の
で
、
世
界
的
に

見
て
も
こ
の
分
野
の
最
先
端
の
教
育•

研
究 

を
行
っ
て
い
る
学
部
で
す
。
現
在
の
医
療
現 

場
は
、
放
射
線
技
師
の
す
ぐ
れ
た
力
量
が
な 

け
れ
ば
立
ち
行
か
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
 

放
射
線
の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
、
デ 

ジ
タ
ル
画
像
を
精
細
に
処
理
し
て
診
療
の
精 

度
を
高
め
る
こ
と
、
画
像
を
有
効
に
管
理
す 

る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
こ
と
、

い
ず
れ
も
医 

療
の
場
に
お
い
て
必
須
の
こ
と
で
あ
り
、
放 

射
線
技
師
に
は
そ
の
す
べ
て
が
要
求
さ
れ
ま 

す
。
し
た
が
っ
て
放
射
線
技
師
は
医
学•

電 

子
工
学
・
原
子
物
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
関 

連
諸
学
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
 

し
っ
か
り
と
し
た
基
礎
の
上
に
、
高
度
な
技 

術
を
学
習
し
た
、
真
に
医
療
に
貢
献
し
う
る 

優
秀
な
大
材
を
育
成
す
る
こ
と
が
本
学
部
設 

立
の
目
的
で
す
。



腸篋る京徽"
宗教教育における 

現代社会へのアフロ チ

ま
た
、
昨

年(

二
〇
〇
四
年)

四
月
に
は
、
 

法
曹
界
に
有
為
の
人
材
を
送
り
出
す
た
め
に 

法
科
大
学
院
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
経
験
豊 

か
で
研
究
に
も
す
ぐ
れ
た
業
績
を
も
つ
教
授 

陣
が
、
第
一
東
京
弁
護
士
会
の
バ
ッ
ク
ア
ツ 

プ
の
も
と
で
、
市
民
生
活
に
役
立
つ
法
曹
、
 

企
業
法
務
に
精
通
し
た
法
曹
を
目
指
し
て
水

準
の
高
い
教
育
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

聞
き
手
一
そ
の
よ
う
な 

中
で
、
我
々
曹
洞
宗
が 

担
う
禅
と
の
関
わ
り
は 

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い 

く
の
で
し
よ
う
か
？ 

大

谷

先

生

一
当
然
、
本 

学
は
禅
の
精
神
に
基
づ 

く

建

学

の

理

念

「行
学 

一
如
」
に
則
っ
た
教
育 

を
行
う
こ
と
を
校
是
と 

し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ 

を
現
代
風
に
言
い
か
え 

れ

ば

、

実

践
(

行
) 

は

学

問
(

学)

に
基
づ 

き
、
学
問
は
実
践
を
前 

提
と
す
る
と
い
う
こ
と 

で
す
。

つ
ま
り
は
、
学 

問
は
社
会
に
還
元
さ
れ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と 

い
う
こ
と
で
す
。
医
療

健
康
科
学
部
や
法
科
大
学
院
も
こ
う
し
た
理 

念
に
立
脚
し
て
開
設
さ
れ
た
と
言
っ
て
良
い 

で
し
ょ
う
。
同
じ
理
念
の
も
と
に
、

二
〇
〇 

二
年
に
は
コ
ミ
ュ 

ニ
テ
ィ•

ケ
ア
セ
ン
タ
ー 

を
設
立
い
た
し
ま
し
た
。
本
セ
ン
タ
ー
は
臨 

床
心
理
学
コ
ー
ス
大
学
院
の
実
習
施
設
で
あ 

り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
同
大
学
院
は
臨
床
心
理

土
資
格
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
第
一 

種
の
指
定
大
学
院
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
施 

設
を
も
っ
て
い
る
大
学
は
あ
ま
り
多
く
あ
り 

ま
せ
ん
。

こ
こ
か
ら
育
っ
た
臨
床
心
理
土
に 

は
、
社
会
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
の
活
躍 

が
期
待
さ
れ
ま
す
。
今
、
社
会
で
起
こ
っ
て 

い
る
事
象
を
見
る
と
、
大
き
な
役
割
を
担
う 

こ
と
に
な
る
で
し
よ
う
。
ま
た
、
同
セ
ン
タ
ー 

は
地
域
住
民
の
就
学
相
談
や
心
理
的
な
問
題 

の
相
談
に
応
じ
て
お
り
、
地
域
貢
献
型
の
開 

か
れ
た
施
設
と
も
な
っ
て
お
り
ま
す
。
 

今
後
、
既
存
の
学
部
に
お
い
て
も
、
現
代 

社
会
が
必
要
と
す
る
研
究
・
教
育
を
実
現
す 

る
方
向
へ
の
改
組
転
換
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
し
、
さ
ら
に
、
 

も
っ
と
も
今
日
的
な
課
題
に
迫
る
新
し
い
学 

部
の
創
設
も
計
画
し
て
お
り
ま
す
。
大
学
を 

め
ぐ
る
環
境
が
激
変
す
る
中
で
、
さ
ら
な
る 

飛
躍
を
遂
げ
る
べ
く
、
日
々
活
動
し
て
お
り 

ま
す
。

聞
き
手
一
さ
ら
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す 

が
、
近

年
で

は

「
心
の
時
代
」
と
も
言
わ
れ
、
 

我
々
の
生
き
方
自
体
が
問
わ
れ
る
時
代
に 

な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
う 

し
た
時
代
の
要
請
に
は
駒
澤
大
学
で
は
ど
の 

よ
う
に
応
え
て
い
か
れ
る
の
で
し
よ
う
か
？ 

大

谷

先

生

ニ
一
〇
世
紀
が
ハ
ー
ド(

科
学) 

の
時
代
と
す
れ
ば
、

ニ
一
世
紀
は
ソ
フ
ト 

(

心)

の
時
代
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
確
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か
に
、

二
〇
世
紀
の
科
学
は
す
ぐ
れ
た
成
果 

を
も
た
ら
し
ま
し
た
が
、
と
も
す
れ
ば
そ
れ 

を
支
え
る
べ
き
人
の
心
の
あ
り
よ
う
が
な
お 

ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う 

か
。

こ
こ
に
は
、
西
洋
的
価
値
観
が
重
視
さ 

れ
す
ぎ
た
と
も
言
え
ま
し
よ
う
。
最
近
亡
く 

な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
デ
リ
ダ
は
近
代 

を
支
配
し
た
二
元
的
な
西
洋
的
思
考
を
洗
い 

な
お
そ
う
と
し
ま
し
た
。
本
学
の
建
学
の
理 

念

「行
学
一
如
」
は

「修
行
」
と

「悟
り
」 

は
同
時
で
あ
る
と
い
う
道
元
禅
師
の
禅
の
精 

髄
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

「
行
」
と

「
学
」 

を

「
一
如
」

に
す
る
と
い
う
こ
と
は
並
大 

抵
の
こ
と
で
は
な
く
、
人
の
心
の
あ
り
よ
う 

を
問
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
駒
澤
大
学
は
学 

び

と

実

践

を

融

合

す

る

「
心
」
、
西
洋
的
価 

値
観
と
は
一
味
違
っ
た
、
仏
教
、
特
に
禅
の 

価
値
観
を
基
底
と
す
る
大
学
で
す
。
他
を
排 

す
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
、
大
き
く
包
み
込 

み
な
が
ら
個
々
の
心
の
あ
り
よ
う
を
大
切
に 

し
、
育
む
大
学
で
あ
り
た
い
と
常
に
願
っ
て 

お
り
ま
す
。
私
は
、
駒
澤
大
学
は
こ
れ
か
ら 

の
時
代
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
理
念
を
も 

つ
大
学
だ
と
い
う
自
負
を
も
っ
て
い
ま
す
。
 

そ
し
て
、
社
会
に
貢
献
す
る
学
生
、
現
代
に 

見
失
わ
れ
が
ち
な
公
共
概
念
を
提
唱
し
、
実 

践
す
る
学
生
、
人
の
真
の
幸
せ
へ
思
い
を
い 

た
す
学
生
が
こ
の
大
学
か
ら
輩
出
す
る
も
の 

と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

聞
き
手
一
話
が
教
育
理
念
の
と
こ
ろ
ま
で
参

り
ま
し
た
の
で
、
関
連
し
て
、
大
谷
先
生
が 

最
近
上
梓
さ
れ
ま
し
た
『道

元

「永
平
広
録• 

上
堂
」
選
』
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
と
思 

い
ま
す
。
今
年
の
二
月
に
講
談
社
学
術
文
庫 

か
ら
道
元
禅
師
が
行
わ
れ
た
「上
堂
」
に
関 

し
て
、
そ
の
一
部
を
現
代
語
訳
し
、
語
義
や 

解
説
を
付
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
文
章
も
平
易 

に
書
か
れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
我
々
青
年 

僧
が
今
後
ど
の
よ
う
に
祖
録
な
ど
を
学
ん
で 

い
け
ば
良
い
か
ご
教
授
下
さ
い
。
 

大
谷
先
生
一
道
元
禅
師
は
、
上

堂

で

「明
得
・
 

説

得
•

信

得•

行
得
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す 

が
、
道
元
禅
師
は
全
て
を
明
ら
か
に
し
て
、
 

全
て
を
信
じ
て
、
全
て
を
行
じ
き
る
こ
と
が 

必
要
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
じ
き
っ
た
上 

で
、
そ
れ
ら
を
発
信
す
る
こ
と
も
必
要
で
、
 

こ
れ
が
ま
さ
に
「説
得
」

で
す
。

で
、
不
遜 

な
言
い
方
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
従 

来
の
宗
門
大
の
勉
強
の
仕
方
は
、
行
じ
る
こ 

と

，一
本
槍
だ
っ
た
と
言
え
ま
し
よ
う
。
「
只 

管
打
坐
」
と
言
い
な
が
ら
そ
の
実
態
が
よ
く 

分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思 

う
の
で
す
。
「
た
だ
、
坐
れ
坐
れ
」

っ
て
、
 

確
か
に
坐
っ
た
大
は
分
か
る
か
も
し
れ
ま 

せ
ん
が
、
坐
ら
な
い
大
は
ど
う
な
る
の
か
？ 

そ
う
で
は
な
く
、
言
葉
と
し
て
愛
語
と
し
て 

納
得
し
、
納
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ 

け
で
す
。

一
方
で
言
葉
の
世
界
で
は
「
八
九 

成
道
い
得
た
り
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
と
こ 

ろ

が

実

際

は

「
八
九
成
」
ま
で
中
々
言
え
な

い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
突
き
詰 

め
て
や
っ
て
百
尺
竿
頭
か
ら
一
歩
を
踏
み
出 

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
に 

は
、
や
は
り
祖
録
な
ど
を
読
ん
で
い
か
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
も
、
 

『
永
平
広
録
』
は
漢
文
で
す
か
ら
、
中
々
安 

易
な
気
持
ち
で
は
読
め
な
い
書
物
で
す
。
『
正 

法
眼
蔵
』
な
ど
を
読
ん
で
参
照
し
て
み
て
も 

意
味
は
分
か
ら
な
い
で
す
。
実
際
に
、
私
も

中
々
読
め
て
こ
な
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
は
た 

だ
の
文
章
と
し
て
、
ま
た
は
情
報
と
し
て
で 

し
か
入
っ
て
こ
な
い
た
め
で
あ
っ
て
、
信
仰 

心
も
何
も
な
い
か
ら
で
す
。
私
の
師
匠
の
横 

井
覚
道
先
生
は
、
「
『
正
法
眼
蔵
』
は
読
む
ん 

じ
ゃ
な
い
。
拝
読
し
な
さ
い
。
」
と
、
よ
く 

言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
拝
読
し
て
得
た 

も

の

を

『永
平
広
録
』

の
上
堂
で
確
認
す
る 

べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。

私
が
こ
の
本
を
書
い
た 

理
由
で
す
が
、
そ
も
そ
も 

道
元
禅
師
が
悟
り
と
い
う 

も
の
を
日
本
に
持
っ
て
き 

て
、
『
正
法
眼
蔵
』
や

「上 

堂
」
で
示
衆
し
、
修
行
僧 

達
に
悟
り
の
実
態
を
講
義 

し
た
わ
け
で
す
。
で
す
の 

で
、
今

回

『永
平
広
録
』 

の

一

部

で

す

が

、

道
元 

禅
師
が
示
さ
れ
た
悟
り
と 

い
う
も
の
を
言
葉
で
、
そ 

れ
も
現
代
の
言
葉
で
表
現 

し
伝
え
よ
う
と
い
う
こ
と 

で
、
書
い
た
わ
け
で
す
。
 

聞
き
手
一
大
谷
先
生
か
ら 

我
々
青
年
僧
侶
へ
の
ご
意 

見
な
ど
あ
れ
ば
お
伺
い
し 

た
の
で
す
が
。

大
谷
先
生
一
意
見
と
い
う
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ほ
ど
も
な
い
で
す
が
、

と
に
か
く
仏
教
の 

可
能
性
を
前
向
き
に
考
え
て
ほ
し
い
と
い 

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
は
い
つ
の
時
代 

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
代
に
生
き
る
人
び
と 

に
と
っ
て
、
極

め

て

重

要

な

「魂
の
や
す
ら 

ぎ
」

の
場
で
あ
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
我

 々

の
祖
先
は
仏
教
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

自
然
と
共
に
生
き
る
勇
気
や
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
対
す
る
慈
愛
の
心
を
獲
得
し
た
と
も
言
え 

ま
し
ょ
う
。
「
仏
教
は
抹
香
臭
い
」
な
ど
と 

一
方
的
に
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
ど
う
し
て
も 

我
々
の
信
念
は
揺
ら
い
で
し
ま
う
こ
と
も
あ 

り
ま
す
が
、
し
か
し
、
た

だ

の

「癒
し
」
な 

ど
で
は
解
決
で
き
な
い
「真
の
や
す
ら
ぎ
」 

を
求
め
る
声
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て 

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
れ
は

駒
大
の
学
生
に
も
言
っ
て
聞

か
せ
る
の
で
す
が
、
自
分
で 

課
題
を
作
り
、
課
題
を
見
極 

め
、
解
決
に
懸
命
と
立
ち
向 

か
い
、
最
終
的
に
は
そ
の
成 

果
を
社
会
に
還
元
で
き
る
よ 

う
な
、
そ
う
い
っ
た
人
材
に 

な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う 

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
随
処 

作
主
」

の
生
き
方
を
実
践
す 

る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
環
境 

で
生
き
抜
い
て
い
く
だ
け
の 

融
通
無
碍
な
る
人
材
に
な
っ 

て

も
ら

い
た
い
と

願
い
ま 

す0聞

き

手-

大
谷
先
生
、
お
忙 

し
い
中
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い 

ま
し
た
。

聞

き

手

・
文
•

写
真

広

報

委

員

会

秋
•

菅
原

昭

和

十

四

年(

一
九
三
九)

、
東
京
生
ま
れ
。
 

早
稲
田
大
学
第
一
文
学
部
を
卒
業
後
、

同
大 

学

院

文

研
(

修
士
課
程)

を
修
了
さ
れ
て
、
 

永
平
寺
に
安
居
。
送
行
後
駒
澤
大
学
大
学
院
一

文

研
(

博
士
後
期
課
程)

を
満
期
退
学
。
曹 

洞
宗
宗
学
研
究
所
を
経
て
、
昭
和
五
十
二
年 

(

一
九
七
七)

に
駒
澤
大
学
に
奉
職
さ
れ
ま 

し
た
。

そ
し
て
、

平

成

六

年
(

一
九
九
四) 

か

ら

学

生

部

長•

教

務

部

長•

副
学
長
な
ど 

を
歴
任
さ
れ
て
、
現
在
、
駒
澤
大
学
学
長
。 

仏
教
学
部
教
授
。

主

な

著

作

は

『
訓

注

永

平

広

録

』(

上
下 

2
巻•

大
蔵
出
版)

、

『
和
訳 

従
容
録
』(

一
 

穂

社)

、

『
永

平

の

風

』(

文

芸

社)

な
ど
、
 

論
文
を
多
数
発
表
。

読 

者 

プ 

レ 

ゼ 

ン 

ト

义般め電燈悻劭和

今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
、
大
谷
先 

生
が

監

修
さ
れ

た
『
起
つ/

翔
ぶ/
 

輝
く/

駒
澤
大
学
』(

文
芸
社)

と
執
筆 

さ
れ
た
『
道
元
「永
平
広
録•

上
堂
」
選
』(

講 

談
社
学
術
文
庫)

を
、
そ
れ
ぞ
れ
三
冊
ず 

つ
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
読
者
プ
レ
ゼ
ン 

ト
と
い
た
し
ま
す
。
下
記
連
絡
先
ま
で
葉 

書
に
て
「氏

名•

郵
便
番
号•

住

所•

電
話 

番
号•

希
望
す
る
著
作
」
を
明
記
の
上
、
お

申
し
込
み
下
さ
い
。
な
お
、
抽
選
と
さ
せ 

て
い
た
だ
き
、
当
選
の
ご
連
絡
は
発
送
を 

も
っ
て
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

〒
三
六
九
—
〇
三
〇
一

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
金
久
保
七
〇 

一

陽
雲
寺
内 

『
そ
う
せ
い
』
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
係

武

田

宛
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現

代

の

日

本

に

お

け

る

仏

教

環

境

運

動
(

二)

宗
派
を
通
じ
た
環
境
運
動

曹

洞

宗

「グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
」

の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
、
ま
ず
産
業
革
命
発
祥
の
地 

で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
か
ら
、
都
市
環
境
対
策
、
公
害
防
止
、
公 

衆
衛
生
対
策
と
し
て
十
九
世
紀
に
始
ま
り
、
や
が
て
欧
米
諸 

国
に
て
環
境
整
備
、
自
然
保
護
、
国
土
保
全
の
制
度
が
整
備 

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
市
民
的
良
識
は
一
九
六
八
年
に
民
間
有
識
者
に
よ
る 

ロ
—
マ
•

ク
ラ
ブ
の
活
動
を
生
み
、
地
球
総
体
の
保
全
の
立 

場
か
ら

警
告
を

発

し

た

『
成
長
の
限
界
』(

七
二
年)

が
有 

名
で
す
。
同
じ
年
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
国
際
連
合
人
間
環 

境
会
議
が
開
催
さ
れ
、
環
境
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
国
際
的 

指
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

九
二
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
開
催
さ
れ
た
地
球
サ
ミ
ッ
ト
で 

は
、
環
境
問
題
の
中
で
も
特
に
大
き
な
割
合
を
占
め
る
と 

さ
れ
る
地
球
温
暖
化
問
題
を
巡
っ
て
、
先
進
国
と
そ
の
他
の 

国
々
と
の
利
害
の
対
立
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
共
に
、
国
家
の

枠
組
み
を
越
え
た
環
境N G
O

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
活
発
化 

し
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
世
界
の
情
勢
に
沿
っ
て
日
本
で
も
公
害
対
策
基 

本

法

の

制

定(

六
七
年)

と
そ
の
根
本
的
改
正(

七
〇
年)

、
 

環

境

庁
(

現
環
境
省)

の

発

足
(

七
一
年)

が
あ
り
、
環
境 

基

本

法

の

制

定(

九
三
年)

を
経
て
、
気
候
変
動
枠
組
条
約 

第
三
回
締
約
国
会
議(

九
七
年)

で
は
議
長
国
と
し
て
京
都 

議

定

書
(

二
〇
〇
五
年
二
月
発
効)

の
作
成
に
務
め
、
現
在 

に
至
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
号
で
は
ダ
ン
カ
ン
師
よ
り
、

日
本
の
宗
教
教 

団
の
環
境
問
題
へ
の
逸
早
い
取
り
組
み
と
し
て
、
曹
洞
宗 

の
事
例
を
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
お
、
グ
リ
ー
ン
・ 

プ
ラ
ン
に
関
す
る
曹
洞
宗
の
公
式
見
解
は 

曹
洞
禅
ネ
ッ
ト 

(
h
t
t
p

ミ
W
W
W
.  s

o
t
o
z
e
n
—n

e
r

j
p

)ヽ

に
て
閲
覧
で
き
ま 

す
。
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8
グ
リ|

ン
プ
ラ
ン

前
号
で
も
紹
介
し
た
様
に
菅
原(

曹
洞 

宗
龍
泉
寺
住
職)

が
個
人
的
な
関
心
を
と 

お
し
て
環
境
問
題
に
関
わ
る
一
方
で
、
曹 

洞
宗
は
一
九
九
五
年
よ
り
宗
派
を
あ
げ
て 

環
境
保
全
を
促
進
し
て
い
る
。
既
成
仏
教 

教
団
の
な
か
で
、
宗
派
に
よ
る
環
境
運
動

に
い
ち
早
く
取
り
組
ん
だ
の
は
曹
洞
宗 

で
あ
る
。
曹

洞

宗

の

「
グ
リ
ー
ン
プ
ラ 

ン
」

は
東
京
に
本
部
を
設
置
し
、
全
国 

一
万
五
千
ヶ
寺
の
寺
院
に
推
奨
さ
れ
て
い 

る
。「グ

リ
ー
ン
プ
ラ
ン
」
は
曹
洞
宗
の
現
代 

の
諸
問
題
に
取
り
組
む
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
「人 

権
•

平

和•

環
境
」
に
立
脚
す
る
。
同
宗
派

は
小
冊
子
や
本
の
出
版
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

の
開
催
な
ど
を
通
じ
て
僧
侶•

寺
院•

宗
派 

の
諸
団
体(

教

区•

婦
人
会•

仏
教
青
年
会 

等)

に
、
環
境
問
題
に
関
わ
る
こ
と
を
促 

し
て
い
る
。
出
版
物
の
多
く
は
、
両
祖
と 

い
わ
れ
る
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
の
教
え 

を
明
ら
か
に
し
て
、
自
然
界
へ
の
繊
細
な 

感
覚
を
育
む
と
同
時
に
資
源
節
約
を
説
明

す
る
。
道
元
禅
師
に
よ
れ
ば
、
草

木•

森 

林
は
仏
性
の
顕
現
で
あ
り
、
僧
院
生
活
は 

水
や
食
物
の
節
制
を
意
味
す
る
。
 

一
九
九
八
年
に
宗
務
庁
よ
り
出
版
さ
れ 

た

小

冊

子

『グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ン 

行
動
の 

た
め
のQ
&
A
』

で

は

「
な
ぜ
仏
教
教 

団
で
あ
る
曹
洞
宗
が
、
環
境
問
題
に
積
極 

的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 

し
よ
う
か
？
」
と
い
う
質
問
が
あ
げ
ら
れ 

て
い
る
。
そ
の
応
答
に
よ
る
と
、
釈

尊• 

道
元

禅

師•

瑩
山
禅
師
は
自
然
と
の
共
存 

だ
け
で
な
く
物
事
を
判
断
す
る
正
し
い
智 

慧
の
養
成
と
小
欲
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
 

例
え
ば
、
「
平
常
心
是
道
」

は
次
の
よ
う 

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
平
常
心
と
は
、
 

ご
く
自
然
な
、
何
気
な
い
息
づ
か
い
の 

不
思
議
さ
に
気
づ
く
こ
と
で
す
。
天
地
自 

然
の
大
道
の
有
り
難
さ
に
気
が
付
く
事
で 

す
。

こ
れ
を
仏
道
と
も
い
う
の
で
す
」
。



8
個
人
レ
ベ
ル
で
の
実
践 

ま
た
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、
伝 

統
的
な
一
般
檀
信
徒
へ
の
手
引
書
で
あ
る 

『
修
証
義
』

に
言
及
し
、
禅
堂
で
食
前
の 

言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
五
観
の
偈
を 

模

倣

し

た

「グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ
五
訓
」
を 

掲
載
し
て
い
る
。

大
地
の
み
ど
り
を
守
り
ま
し
よ
う

大
地
は
い
の
ち
の
故
郷
で
す 

水
は
だ
い
じ
に
使
い
ま
し
ょ
う

水
は
い
の
ち
の
源
泉
で
す 

光
熱
は
む
だ
な
く
用
い
ま
し
ょ
う

光
熱
は
い
の
ち
の
活
力
で
す 

大
気
は
き
れ
い
に
保
ち
ま
し
よ
う

大
気
は
い
の
ち
の
広
場
で
す 

自
然
と
と
も
に
い
き
ま
し
よ
う

自
然
は
ほ
と
け
の
姿
形
で
す 

こ

の
五
訓
は

「グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
」

の 

骨
子
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
教
学
の 

解
釈
や
環
境
運
動
の
正
当
性
を
主
張
す
る 

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む 

し
ろ
個
人
と
寺
院
レ
ベ
ル
で
実
践
で
き
る 

一
大
一
大
の
生
活
に
目
を
向
け
て
い
る
。
 

各
檀
信
徒
と
寺
院
に
配
布
さ
れ
て
い
る 

「グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
」

の
小
冊
子
に
は
、
 

具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
電
気
製
品
の 

省
エ
ネ
使
用
方
法
と
、
宗
派
の
目
標
で
も 

あ
る
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー 

一
パ
ー
セ
ン
ト
の 

削
減
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
然
に 

や
さ
し
い
製
品
の
購
入
促
進
、
遺
伝
子
組 

み
替
え
食
品
へ
の
警
告
、

一
九
九
九
年
の 

リ
サ
イ
ク
ル
法
に
も
と
づ
く
ゴ
ミ
分
別
を

す
す
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
同
宗
派
の
環
境
問
題
へ
の 

取
り
組
み
は
デ
ー
タ
化
さ
れ
、
各
檀
信
徒 

の
家
庭
に
も
届
け
ら
れ
て
い
る
。
車
の 

ア
イ
ド
リ
ン
グ
防
止
、

エ
ア
コ
ン
や
冷
蔵 

庫
等
の
適
切
な
使
用
方
法
、
浴
室
の
光
熱 

節
約
に
よ
っ
て
各
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ 

る
二
酸
化
炭
素
は
年
々
減
少
し
、
そ
の
結 

果
各
家
庭
で
の
光
熱
費
の
出
費
も
抑
制
さ 

れ
る
。
そ
し
て
余
っ
た
光
熱
費
は
セ
ー
ビ 

ン
グ
さ
れ
基
金
に
寄
付
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も 

あ

る
(

例
え
ば
、

二
酸
化
炭
素
一
〇•

二 

C
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
排
出
減
少
す
る
こ
と 

で
、
二
千
十
円
の
光
熱
費
が
貯
蓄
さ
れ
る)

。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
仏
教
が
説
く
「知
足
」 

と

「布
施
」
は
日
々
実
践
さ
れ
、
檀
信
徒 

の
環
境
保
全
意
識
は
高
ま
る
。

〇

寺

院•

団
体
で
の
実
践 

次
に
各
寺
院
レ
ベ
ル
で
の
実
践
活
動
を 

み
て
み
よ
う
。
埼
玉
県
川
口
市
の
興
禅
院 

で

は

「
緑
の
回
廊
」

と

「
小
生

活
圏
」 

が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
横
浜
市
の
大
本
山 

總

持

寺

で

は

森

林

生

態

学

者

と

の

「
千 

年
の
森
」(

再
植
林)

共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク 

ト
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
全
国 

六
百
五
十
ケ
寺
の
曹
洞
宗
寺
院
が
集
ま
っ 

て
酸
性
雨
の
モ
ニ
タ
ー
装
置
の
設
置
が 

促
進
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
寺
院
単
位 

で
の
環
境
運
動
に
は
年
々
理
解
が
示
さ
れ 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
興
禅
院
住
職•

早
船 

元
峰
は
、
「
お
寺
は
大
間
の
聖
域
に
と
ど 

ま
ら
ず
、

一
切
衆
生
の
聖
域
で
あ
る
」
と 

寺
院
の
役
割
を
述
べ
て
い
る
。

一
九
九
七 

年
に
埼
玉
県
大
宮
市 

(

現•

さ
い
た
ま
市) 

で

千

六

百

大

を

集 

め
て
開
催
さ
れ
た
グ 

リ
ー
ン
プ
ラ
ン•

シ 

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
 

あ
る
参
加
者
か
ら
次 

の
よ
う
な
提
言
が
な 

さ
れ
た
。

「
お
寺
は 

環
境
問
題
へ
の
駆
け 

込
み
寺
で
な
け
れ
ば 

な
ら

な

い
」
。
参
加 

者
の
提
言
は
、
仏
教 

寺
院
が
環
境
破
壊
危 

機
に
瀕
す
る
現
代
人 

の
精
神
回
復
の
場
に 

な
ら
な
け
れ
ば
い
け 

な
い
こ
と
を
示
唆
し
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た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

各
檀
信
徒
お
よ
び
一
寺
院
の
奉
仕
活
動 

に
加
え
て
、
宗
派
の
団
体
と
し
て
は
地
域 

寺
院
お
よ
び
百
を
超
え
る
教
区
で
組
織
さ 

れ
る
婦
大
会
の
活
動
が
活
発
で
あ
る
。
婦 

大

会

は

「街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施 

し
、
学
校
の
門
前
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー 

ル
、

川
の
土
手
な
ど
に
お
け
る
清
掃
か 

ら
家
事
用
品
と
し
て
環
境
に
や
さ
し
い
製 

品
の
販
売
促
進
、
植
林
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等 

の
広
範
囲
に
わ
た
る
運
動
に
従
事
し
て
い 

る
。

(

以
下
次
号
、
文
中
敬
称
略) 

文
・
ダ
ン
カ
ン•

隆
賢•

ウ
イ
リ
ア
ム
ス 

-

九
六
九
年
生
ま
れ
。
長
野
県
の
曹
洞
宗
広
沢
寺
で 

得
度
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
よ
り
博
士
号
を
取
得
し
、

現
在
、
 

カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
大
学
ア|

バ

イ
ン
校
助
教
授
。
東 

ア
ジ
ア
仏
教
専
攻
。

著

書

』
 T

h
e

 

O
t
h
e
r

 

S
i
d
e

 

o
f

 Z
e
n

 
(

二0
〇
四
年
プ 

リ
ン
ス
ト
ン
大
学
出
版)

編

集

書
- A

m
e
r
i
c
a
n
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u
d
d
h

 
一
 s

m

 
(

一
 

九

九

九

年 

C
u
r
z
o
n

 

出

版
)
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B
u
d
d
h
i
s
m

 

a
n
d

 

E
c
o
-
o
g
y

 

(

一
九
九
七
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
出
版)
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寺寸寺守寺守守寺寺寺 阮 院寺守院寺寺
様様様様様様様様様様様様様様様様様

県
〃 // // 芳

名

275 267 206 204 163 161138 108 101 96 57 55 7 2 愛1177 1143 1112 11011096 静1273 1242 1234 920 832 791 678 676 657 608 585 静 355 339 311 269 267 静 552 461 388 126
〃〃〃〃 // // 〃 〃 〃 〃 // // 〃 // 償〃〃〃〃〃言 〃 // 〃 〃 〃 〃 // 〃 ff 〃〃 言 // 〃 〃 〃 〃 3 〃 〃 // 〃

泉陶長光清宝長香成全西長全金一礼金大光普四東寛松蓮善春宗孤大養成三楞竜景叢修二貞心林一
沢豊徳林禅 乗

16
寺院阮専寺 院寺院寺 

様様様様様様様様様

工

238 200 190 178 116 115 108 58 57 46 30 15 岐1221 512 384 愛 997 972 888 858 823 819 815 686 684 愛1191 1190 1115 11011090 1069 1066 1049 677 663 629 615 358 342 303 296
〃〃〃 // // 〃 〃 〃 〃 // 〃〃 雷〃〃〃智〃〃〃〃〃〃〃〃〃智 〃〃〃 // // 〃 // 〃〃〃〃〃〃〃〃〃 

県 県 県
第 第

義清慈三真桂西大竜江西歓花二智観知不地大薬老祐万神洞玉常恵大 
眞凉眼 増昌光円源福光喜井 光音学動蔵円師松源昌竜牧泉楽日吉 
寺寺寺寺院院寺院院寺寺寺院寺寺寺寺寺寺寺寺院寺寺寺寺寺寺
様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

52 和 27 奈100 97 94 76 61 39 大 402 389 354 299 231142 138 73 71 46 45 33 26 22 京113 74 55 10 滋 434 392 三 293 276 207 181144 143 59 52 31 24 三 245
〃罩〃嘗〃〃〃〃〃〃哩 〃〃〃〃〃 // 〃 〃 // 〃〃〃
山県 府
県

〃〃奮〃〃〃〃莒
県

靖万蓮普正曹盛春厚栄正興岩竜 
國福華門眼源光現元春法聖屋宝 
寺寺寺寺寺寺寺尊寺尋寺寺寺等 

様様様様様様様様様様様様様様

重〃〃看 〃〃〃〃〃〃 // 〃
堤 _

〃〃專〃
県
第

万大二池地海観福養長菩永ーー良 
重義渓蔵眼音源泉楽提源心守 
寺院 守院院寺守寺守寺守院 寺 
様様様様様様様様様様様様様

250 224 213 212 189 142 131 78 25 20 1山178143124 88 58 55 46 22 20 17 8 3 広12714 岡 215 188 141121102 兵 403 398 393 380 375 374 368 341 338 287 53 兵
〃〃〃〃〃〃 // 〃〃〃〃 眼 〃〃〃〃〃〃 // 〃 // // // //

慶常安運宗米雙光玉存聖養 
雲林楽西光山照禅照光光徳 
寺寺寺寺寺寺院寺院寺寺院

晨〃〃向//〃 〃 // 〃 唐 〃 // 〃 7/ 〃 // 7/ 77 77 
県 
第

〃〃唐
県 県

第
帰興松徳琴二善安安正金成総常勝向多一 
仰禅隣寿松福養養禅剛国持厳竜栄聞 
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺院寺寺寺寺

様様様様様様様様様様様様 様様様様様様様様様様様様様様様様
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28 18 10 福135 122 113 42 41 34 10 雾13 高 6 徳 203 195 187 175146 144 134 111 70 63 59 47 36 23 17 8 島 345 332 295 209 島159156140 66 48 30 22 8 鳥 
〃〃 // 豊 // 〃 // // 〃〃〃養〃微〃豊〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃聲〃〃〃〃貴 〃•〃〃〃〃〃〃〃 貫

玉総養万観福極万完竜清弘舜法円祐二光興妙円一大福瑞松譲長隣大 
雲光善福知知楽蔵全覚光長叟雲光福園源義通祥厳仙岸伝通海樹 
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺院寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺院寺寺寺寺院寺 

様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

円
福
寺
様 

願
成
寺
様 

瑞
林
寺
様 

本
光
寺
様 

極
楽
寺
様 

興
禅
寺
様 

西
禅
寺
様 

宝
林
寺
様 

秀
禅
寺
様 

慈
眼
寺
様 

聖
種
寺
様 

桂
本
寺
様

大大岩満徳一大
林徳松泉応中
守寺院寺院
様様様様様

熊
本
県
第
二

88
〃 

明
徳
寺
様 

108
〃 

潮
音
寺
様 

宮
崎
県

35
〃 

法
泉
寺
様 

鹿
児
島
県

長
野
県
第

寺
様

141 60 59 50 熊174 128 92 18 1
〃〃〃〃杳 // 〃 〃 〃 // 

第

円含円雲一常円清久宗 
通蔵通泉安通心善竜 
寺寺寺守 守寺寺院寺 
様様様様様様様様様

佐143 75 57 52 26 19 18 4 1長110 93 58 1110 大178 163 162 151147 110 103
賀 崎 分曷 〃〃〃〃〃〃 // 〃 // 渭 // // 〃 // 〃 召

徳瑞長青鏡晴巌光皓一大神泉万天 
蔵雲泉眼円雲吼雲台泉光福休徳 
寺寺守寺寺守寺寺守 寺守寺守守
様様様様様様様様様様様様様様

〃 

天
聖
寺
様 

〃 

松
山
寺
様 

〃 

円
通
寺
様 

〃

大
円
寺
様 

〃

紹
運
寺
様 

〃

金
泉
寺
様 

〃 

常
関
寺
様

439 412 383 382 366 362 346 330 新 206 185 87 81 3 富
〃〃〃〃〃〃〃〃潛〃〃〃〃〃曾 

県 県

林甑瑞光清長繁福一慈竜長長自
興洞泉照岩禅慶厳
庵庵寺寺寺寺寺寺

眼吟寿朔得

様様様様様様様様
寺寺寺寺寺 
様様様様様

109 79 75 36 15 石 276 265 218 198 142 6 2 27 福 549 513 483 433 421 420 406 400 391 389 375 長 552 364 359 311 306 300 
〃〃〃〃〃胃 〃〃〃〃 // 〃〃 替 〃〃〃 // // 〃 〃 〃 〃 〃 // 暫 // 〃〃〃〃〃 

県 県 乐
第

自慈桃玉青金広長宝宗竜二大竜竜竜城威 
慶恩源泉原松沢久積福雲雄昌光雲光徳 
院院院寺寺寺守寺守寺寺 寺院院守I次院 
様様様様様様様様様様様様様様様様様

竜
沢
寺
様 

正
円
寺
様 

弘
誓
寺
様 

仏
国
寺
様 

常
福
寺
様 

西
方
寺
様 

地
蔵
院
様 

大
乗
寺
様 

崇
禅
寺
様 

大
覚
寺
様 

東
光
寺
様 

守
禅
庵
様

310 299 297 296 278 226 214 208 185 175 165 154 144 131125 121120 111 87 81 79 72 48 10 6 

〃〃〃〃〃 // 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

福 809 288 264 217 204 189 186 61 47 44 14 1

観一蘭常浄常満全長天月雲西天勝長大普東万西泉少佛龍 
音山秀春円隆円応興沢心月光性音泉慈光光休松秀林母鳳 
寺寺寺院寺寺寺寺寺寺院寺寺寺寺寺寺寺寺院寺寺寺寺寺
様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

新
潟
県
第
二 

682
〃 

本
田
寺
様 

新
潟
県
第
三

535
〃 

普
光
寺
様 

586
〃 

城
鎮
寺
様 

637
〃 

洞
泉
寺
様 

646
〃 

名
立
寺
様 

666
〃 

長
沢
寺
様 

新
潟
県
第
四

〃 

龍
雲
寺
様 

〃

栄
徳
寺
様 

〃 

百
観
音
院
様 

〃 

正
音
寺
様 

〃 

永
福
寺
様 

〃 

竜
沢
寺
様 

〃 

東
泉
寺
様 

〃 

養
泉
寺
様 

〃 

諸
善
寺
様 

〃

海
天
寺
様 

〃

宝
蔵
寺
様 

〃

霊
道
寺
様

17 青 311 295 288 277 270 255 252 250 247 163 131 59 51 46 33 25 23 4 1岩 446 440 418 416 405 386 327 324 288 282 278 263 205 123 114 73 60 14 13 1宮 406 374 369 312 
森 千 城〃嚮 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 // // 〃 〃 〃 〃 〃 // X 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 // 〃 〃 〃 // 〃 咎〃〃〃〃 
県 県 乐

普
門
院
様

称東長南海喜柳対正大花鳳蟠滝永宝清長報 
名海福陽蔵清玄泉福祥林林龍源昌積雲松恩 
寺専寺寺寺院寺院寺寺院等寺寺寺寺院寺寺 

様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

天
徳
寺
様 

正
法
寺
様 

常
徳
寺
様 

浄
泉
寺
様 

昌
伝
庵
様 

福
聚
院
様 

松
音
寺
様 

柳
沢
寺
様 

円
満
寺
様 

東
禅
寺
様 

恵
林
寺
様 

竜
川
寺
様 

西
林
寺
様 

津
竜
院
様 

耕
徳
院
様 

耕
徳
寺
様 

光
厳
寺
様 

観
音
寺
様 

大
徳
寺
様 

峯
仙
寺
様 

光
岳
寺
様 

光
明
寺
様 

城
国
寺
様 

柳
徳
寺
様

113 110109 80 54 47 22 4 3 22
〃 

恵
林
寺
様 

43
〃 

夢
宅
寺
様 

54
〃 

保
福
寺
様 

%

〃 

洞
圓
寺
様 

98
〃 

東
光
寺
様 

101
〃 

聖
福
寺
様 

105
〃 

東
昌
寺
様 

109
〃 

金
剛
寺
様 

180
〃 

中
央
院
様 

183
〃 

大
乗
寺
様 

山
形
県
第
一

20
〃 

耕
龍
寺
様 

弘

〃 

川
口
寺
様 

55
〃 

新
竜
寺
様 

66
〃 

法
体
寺
様 

92
〃 

竜
泰
寺
様 

137
〃 

高
音
寺
様 

153
〃 

南
泉
寺
様 

182
〃 

養
源
寺
様 

194
〃 

龍
護
持
様 

221
〃 

如
法
寺
様 

224
〃 

長
泉
寺
様 

232
〃 

広
際
院
様 

山
形
県
第
二

272
〃 

蓬
萊
院
様 

377
〃 

東
源
寺
様 

412
〃 

桂
岩
寺
様 

山
形
県
第
三

521
〃 

大
川
寺
様 

563
〃 

洞
春
院
様 

565
〃 

田
種
院
様 

626
〃 

見
政
寺
様 

629
〃 

善
光
寺
様 

630
〃 

宝
泉
寺
様 

659
〃 

持
地
院
様 

728
〃 

泉
宝
寺
様 

秋
田
県〃 

鱗
勝
院
様 

〃 

蒼
竜
寺
様 

〃

宝
袋
院
様 

〃

源
正
寺
様 

〃 

東
伝
寺
様 

〃 

天
昌
寺
様 

〃 

泉
秀
寺
様 

〃 

竜
門
寺
様 

〃 

太
平
寺
様 

〃 

正
眼
寺
様

114
〃 

光
禅
寺
様 

136
〃 

長
谷
寺
様 

⑷

〃 

香
川
寺
様 

165
〃 

能
持
院
様 

166
〃 

久
昌
寺
様 

174
〃 

満
福
寺
様 

180
〃 

竜
泉
寺
様 

⑼

〃

正

平

寺

様
 

199
〃 

蔵
伝
寺
様 

213
〃 

南
陽
院
様 

235
〃 

竜
巌
寺
様 

244
〃 

宝
泉
寺
様 

267
〃 

海
蔵
寺
様 

觌

〃

宝

勝

寺

様
 

然

〃 

天
昌
寺
様 

313
〃 

立
昌
寺
様 

321
〃 

鏡
得
寺
様 

北
海
道
第
一

5

〃 

大
泉
寺
様 

32
〃 

清
涼
寺
様 

37
〃 

法
徳
寺
様 

85
〃 

中
央
寺
様 

87
〃 

竜
松
寺
様 

89
〃 

禅
竜
寺
様 

%

〃 

曹
源
寺
様 

95
〃 

竜
興
寺
様 

96
〃 

観
音
寺
様 

257
〃 

高
臺
寺
様 

327
〃 

大
宥
寺
様 

356
〃 

大
聖
寺
様 

482
〃 

龍
仙
寺
様 

例

〃 

禅
福
寺
様 

例

〃

禅

宥

寺

様
 

例

〃

地

蔵

寺

様
 

北
海
道
第
二

121
〃 

由
仁
寺
様 

171
〃 

開
原
寺
様 

173
〃 

神
竜
寺
様 

454
〃 

大
禅
寺
様 

508
〃 

大
乗
寺
様 

北
海
道
第
三

204
〃 

開
法
寺
様 

然

〃

東
陽
寺
様 

相

〃 

報
国
寺
様 

載

〃

光

禅

寺

様
 

咖

〃

道

貫

寺

様
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一青年僧による精進料理紹介-

野
菜
の
皮
ま
で
食
べ
て
、
ト
コ
ト
ン
使
い
き
る
料
理

昨
今
、

「
リ
サ
イ
ク
ル
料
理
と
し
て
尚
も 

地
球
に
や
さ
し
い
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
」
な
ど 

と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
ね
。
 

そ
こ
で
今
回
は
、

つ
い
捨
て
て
し
ま
い
が 

ち
な
野
菜
の
皮
、
出
が
ら
し
の
緑
茶
葉
な
ど 

を
天®

羅
に
し
て
ト
コ
ト
ン
使
い
切
っ
て
み 

た
い
と
思
い
ま
す
。

き
れ
い
な
と
こ
ろ
を
使
っ
て
料
理
を
す
る 

こ
と
も
大
事
で
す
が
、
そ
の
余
っ
た
材
料
を

使
い
き
る
と
こ
ろ
に
親
切
心
が
生
ま
れ
、
最 

終
的
に
は
自
分
の
ア
イ
デ
ィ
ア
ひ
と
つ
で
美 

学
に
変
わ
っ
て
く
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
 

「
何
も
そ
こ
ま
で
使
わ
な
く
て
も
…
」

と 

思
わ
ず
に
、
皆
さ
ん
も
小
さ
な
こ
と
か
ら
取 

り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
や
が
て
地
球
環
境 

を
助
け
る
一
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ 

く
で
し
よ
う
。

天S
羅
そ
の①
(

写
真❶

左)

材

料

大
根
、
人
参
、
じ
ゃ
が
い
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皮
、
 

出
が
ら
し
緑
茶
葉
、
す

だ

ち
(

レ
モ
ン
で
も 

可)

、
小
麦
粉
、
片
栗
粉
、
サ
ラ
ダ
油
、
水 

天
舞
羅
そ
の②
(

写
真❶

右)

材

料

春
菊
、
ご
ぼ
う
の
皮
、
柿

の

種
(

お
つ
ま
み 

の
ス
ナ
ッ
ク
類)

、
小
麦
粉
、
片
栗
粉
、
サ 

ラ
ダ
油
、
水

作
り
方

①

下
ご
し
ら
え
と
し
て
、
出
が
ら
し
の
緑
茶

葉
を
ク
ッ
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
に
広
げ
乾
燥 

さ
せ
て
お
く
。

②

春
菊
以
外
の
野
菜
を
す
べ
て
皮
む
き
し 

て
、
長
め
に
そ
ろ
え
る
。
 

③

柿
の
種
は
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
、
棒
で 

荒
め
に
く
だ
く
。(

写
真❷
)
 

④

春
菊
の
硬
い
茎
は
縦
に
切
っ
て
か
ら
斜
め 

に
切
り
す
べ
て
使
う
。
 

⑤

小
麦
粉
と
片
栗
粉
を
そ
れ
ぞ
れ
够
冃
、
水 

50
CC
を
ボ
ー
ル
に
入
れ
て
、
天
魅
羅
そ
の 

①

の
材
料
を
混
ぜ
て
か
き
揚
げ
に
す
る
。 

(

写
真❸
•
❹

、
天
魅
羅
そ
の②

も
同
様
で) 

⑥

材
料
が
長
い
た
め
、
大
き
す
ぎ
な
い
よ
う 

に
少
な
め
に
入
れ
る
。

⑦

レ
モ
ン
、
塩
、
お
好
み
の
天
つ
ゆ
を
用
意 

し
出
来
上
が
り
。(

写
真❺
)
 

今
回
は
天
魅
羅
に
し
ま
し
た
が
、
き
ん
ぴ 

ら
炒
め
に
し
て
も
い
い
で
す
し
、
皮
引
き
の 

野
菜
は
鍋
物
に
も
す
ぐ
煮
え
て
便
利
で
す
よ
。
 

残
菜
を
な
る
ベ
く
出
さ
な
い
料
理
法
で
皆 

さ
ま
も
日
々
精
進
し
て
下
さ
い
。

「
捨
て
れ 

ば
ゴ
ミ
、
活
か
せ
ば
薬
膳
」

の
精
神
を
心
掛 

け
て
い
き
ま
し
よ
う
。

文
•

白
澤 

雪

俊
(

し

ら

さ

わ

せ

っ

し

ゅ

ん
) 

昭
和
四
十
五
年
、
青
森
県
弘
前
市
生
ま
れ
。
 

十
八
歳
で
永
平
寺
別
院
に
気
啓
修
行
し
な
が
ら
、
駒
澤
短 

期

大

学
(

仏
教
科)

に
学
ぶ
。

卒
業
後
一
年
間
東
京
都
港
区
の
青
松
寺
に
随
身(

住
職
に 

お
仕
え
し
学
ぶ
修
行
僧)

と
し
て
過
ご
し
た
後
、
福
井
県 

曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
に
て
、
七
年
間
安
居
修
行
を
す
る
。
 

こ
の
七
年
間
の
中
、
約
三
年
間
を
典
座
寮
に
配
役
さ
れ
る
。
 

永
平
寺
送
行
後
、
大
本
山
永
平
寺
東
京
別
院
長
谷
寺
副 

典
と
し
て
再
安
居
。

現
在
、
青
森
県
弘
前
市
普
門
院
副
住
職
と
し
て
師
匠
を
補 

佐
す
る
傍
ら
、
青
森
県
弘
前
曹
青
会
長
も
務
め
る
。
 

著

書
-

『
身
体
に
や
さ
し
い
料
理
を
つ
く
ろ
う
』(

ニ
ュ
ー 

ト
ン
プ
レ
ス)
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最
近
、
さ
ま
ざ
ま
な
報
道
で
地
震
災
害
に 

関
す
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
 

特
別
番
組
や
ド
ラ
マ
、

テ

レ

ビ•

ラ
ジ
オ
の 

コ
ー
ナ
ー
、
新
聞
や
雑
誌
ま
で
含
め
る
と
お 

び
た
だ
し
い
数
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
数
年
各
地
に
於
い
て
発
生
し
た
地
震 

災
害
に
よ
り
、
身
近
に
地
震
災
害
が
あ
る
こ 

と
を
感
じ
、
更
に
は
地
震
予
知
連
絡
会
の
予 

知
情
報
も
こ
の
よ
う
な
報
道
を
増
や
し
、
私 

た
ち
に
問
題
意
識
の
宣
揚
を
促
そ
う
と
し
て 

い
る
の
で
し
よ
う
。

私
事
で
す
が
、
あ
る
法
事
の
お
斎
の
席
で 

消
防
官
の
方
と
お
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま 

し
た
。

そ
の
方
は
消
防
学
校
で
教
官
を
務
め 

ら
れ
、

こ
の
四
月
か
ら
は
再
び
消
防
署
の
勤 

務
に
戻
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。 

そ
の
中
に
は
、
最
近
頻
発
す
る
災
害
に
関 

す
る
お
話
も
出
て
き
ま
し
た
。
消
防
庁
及
び 

消
防
署
と
し
て
の
救
援
活
動
に
つ
い
て
は
、
 

優
秀
な
消
防
官
を
養
成
し
そ
の
力
を
発
揮
す 

る
準
備
が
整
え
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

そ

の

訓

練

の

中

に

は

、

災

害

時

に

有

効 

な

食

料

と

な

る

と

い

わ

れ

る

「
ア
ル
フ
ァ
ー 

米
」
を
活
用
し
て
い
る
と
の
お
話
を
伺
い
ま 

し
た
。
頻
繁
に
起
こ
る
災
害
の
発
生
に
、
多 

く
の
消
防
官
の
方
が
思
い
を
巡
ら
さ
れ
て
い 

る
そ
う
で
、，
あ
る
消
防
署
長
の
方
は
、
被
災 

時
に
は
各
寺
院
住
職
と
そ
の
寺
の
檀
信
徒
が 

持
つ
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
非
常
に
有
効
で 

あ
る
事
を
お
話
さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

第
十
五
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
は
、
今
回 

の
災
害
発
生
に
際
し
て
各
曹
洞
宗
青
年
会
に 

被
災
地
救
援
活
動
の
お
願
い
を
し
て
参
り
ま 

し
た
。
今
後
は
こ
の
度
の
経
験
を
生
か
し
て
、
 

宗
務
庁
や
そ
の
他
の
団
体
と
の
連
携
を
更
に 

深
め
な
が
ら
、
緊
急
時
の
み
な
ら
ず
平
時
の 

事
も
視
野
に
入
れ
た
活
動
を
考
え
て
い
た
だ 

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

B

 

二
年
間
に
わ
た
り
お
つ
き
あ
い
頂 

い
た
私
の
コ
ラ
ム
は
今
回
で
最
終
回 

と
な
り
ま
す
。
拙
い
文
章
を
御
覧
頂 

き
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
山
口
英
寿

こ
の
度
、
念

願

の

絵

本

『
ヌ
チ
ヌ 

グ
ス
ー
ジ
』
を
出
版
す
る
運
び
と
な 

り
ま
し
た
。

〃
ヌ
チ
ヌ
グ
ス
ー
ジ"

と
は
沖
縄 

の
方
言
で
、

〃
い
の
ち
の
お
祝
い
・ 

い
の
ち
の
お
祭
り
”
 

と
い
う
意
味
で

す
。

始

め

な

く

終

わ

り

な

き

悠

久 

の
時
の
流
れ
の
中
、
広
大
無
辺
の
生 

命
の
繋
が
り
が
今
こ
こ
に
あ
り
、
奇 

跡
の
存
在
が
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と 

を
自
覚
す
る
こ
と
が
、

い
の
ち
の
お 

祝
い
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
た
生
命
を 

光
り
輝
き
な
が
ら
共
に
生
き
ぬ
く
こ 

と
が
、

い
の
ち
の
お
祭
り
で
あ
る
と 

い
う
想
い
を
こ
の
絵
本
に
込
め
ま
し 

た
。ご

覧
に
な
っ
た
皆
様
が
元
気
と
安 

ら
ぎ
、
歓
喜
と
調
和
に
満
ち
あ
ふ
れ 

ま
す
よ
う
に
。

(

作

者
•

草

場

一

壽

氏

の

「
絵
本
出 

版
に
あ
た
り
」

か
ら
引
用
い
た
し
ま 

し
た)

〈
本
の
紹
介
〉

『
ヌ
チ
ヌ
グ
ス1
ジ
』 

作 

草

場

一

壽

 

絵 

平

安

座

資

尚
 

出

版

社

サ

ン

マ

ー

ク

出

版 

価

格

一

、
五

七

五

円
(

税
込) 

な
お
、
購
入
は
全
国
の
書
店
店
頭 

か
、
左
記
に
御
注
文
を
お
願
い
い
た 

し
ま
す
。

特

定

非

営

利

法

人

地

球

市

民

の

会 

〒
八
四
〇

—
〇
八
二
ニ 

佐

賀

県

佐

賀

市

高

木

町

三

—
一
〇 

T
E
L〇

九
五
二
—
二

四

—
三
三
三
四

F
A
X〇

九
五
二
—
二

四

—
七
三
ニ
一 

U
R
L

 

h
t
t
p

ミt
p
a
.
n
k
—i
.
n
e
t

第
十
五
期
広
報
委
員
会
の
二
年 

間
に
渡
る
広
報
活
動
は
本
号
を
も 

っ
て
終
了
と
な
り
ま
す
。
読
者
皆 

さ

ま

に

は

『
そ
う
せ
い
』

へ
の
ご 

理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
誠
に
あ
り 

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、

こ
の
二 

年
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ご 

ざ
い
ま
し
た
。
特
に
世
界
各
地
で 

は
自
然
災
害
が
多
数
発
生
し
、
被 

災
さ
れ
た
方
が
た
の
状
況
を
察
す 

る
に
、
痛
恨
に
た
え
な
い
も
の
が 

ご
ざ
い
ま
す
。

全
曹
青
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

委
員
会
の
活
動
や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ 

ア

基

金

を

通

じ

て

、

被
災
者
へ 

の
支
援
活
動
を
行
な
っ
て
き
ま
し 

た
。

し
か
し
、
筆
者
個
人
い
っ
た

い
何
が
で
き
た
の
か
を
考
え
て
み

こ
の
書
籍
は
、
著
者
が
住
職
と
な 

ら
れ
て
以
来
十
四
年
に
わ
た
っ
て
毎 

月
一
回
続
け
ら
れ
て
き
た
托
鉢
の
際 

に
、
法

施

行
と

し

て

檀

信

徒•

地
域 

の
方
が
た
に
配
ら
れ
た
法
話
を
ま
と 

め

ら

れ

た

も

の

で

す

。

「
現

代
は

、
 

欲
望
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
幸
せ
だ 

と
考
え
ら
れ
、
欲
望
が
解
放
さ
れ
た 

時

代

で

す

。

…
中

略

…

そ

そうせい図書館

う
い
う
欲
望
と
ど
の
よ
う
に 

つ
き
あ
っ
て
い
く
の
か
と
い 

う
の
が
、
宗
教
の
役
割
で
す
」 

と
い
う
問
題
意
識
の
下
に
、
 

懐
蚌
禅
師
が
道
元
禅
師
の
説 

示

を

筆

録

さ

れ

た

『
正
法
眼 

蔵
随
聞
記
』
を
題
材
に
し
て
、

宗

教

心

を

失

っ

た

「物
の
時
代
」

に 

生

き

る

我

々

に

人

生

観•

宗

教

観
• 

教
育
観
を
訴
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

•

只
稀
有
の
道
心
者
、
道
者
の
由
を 

人
に
知
ら
れ
ん
と
思
ひ
、
身
に
あ
る 

失
を
人
に
知
ら
れ
じ
と
思
へ
ど
も
、
 

諸
天
善
神
及
び
三
宝
の
冥
に
知
見
す 

る
処
な
り
。

(

宗
教
に
無
縁
な
者
は
、
人
の
目
は
お 

そ
れ

て

も

、
仏
さ
ま
の
目
は

お
そ
れ 

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
お
そ
れ
な
け
れ
ば 

な

ら

な

い

の

は

仏

さ

ま

の

目

で

す

。 

た

と

え

人

は

見

て

い

な

く

て

も

、
仏 

さ
ま
は
ち
や
ん
と
見
て
お
ら
れ
ま
す) 

•

作
す
こ
と
の
難
き
に
は
あ
ら
ず
、
 

能
く
す
る
こ
と
の
難
き
な
り
。 

(

姿
や

形
を

調
え

る
こ

と

は

大
切
で 

す
。

し

か

し

、

形

式

を

ま

ね

す

れ 

ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ 

ん
。
形
が
身
に
つ
き
、
心
が
調
っ
て
、
 

し
だ
い
に
本
物
に
な
っ
て
い
か
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す)

•

子
細
に
分
別
し
て
真
実
の
善
を
見 

て
行
じ
、
真
実
の
悪
を
見
て
す
つ
べ 

き
な
り
。

(

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
長
い
目
で 

見
て
、

一
時
的
な
快
楽
に
惑
わ
さ
れ 

ず

、
善
悪
を
判
断
し
行
動
す
る
必
要 

が
あ
り
ま
す)

•

未
だ
得
ず
ん
ば
見
る
べ
し
、
未
だ 

見
ず
ん
ば
聞
べ
し
と
な
り
。

(

仏

法

の
話
を

聞
く
こ

と

か
ら

始
め 

て
み
ま
せ
ん
か)

•

道

は

無

窮

な

り

。
悟
り
て
も
猶
行 

道
す
べ
し
。

(

私

た
ち

の
人
格
修
行
に
は

終
点
は 

あ
り
ま

せ

ん

。

…
中

略

…

あ
の
世 

に
行•
っ
て
も
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に 

変
わ
り
し
て
、
永
遠
に
道
は
続
い
て 

い
く
の
で
す)

初
学
者
へ
の
丁
寧
な
お
示
し
に
、
 

現
代
に
も
通
ず
る
確
か
な
警
句
を
読 

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い 

で
し
よ
う
か
。

〈
本
の
紹
介
〉

『
仏
法
に
学
ぶ
生
き
方

——

「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」
を
読
む
一
』 

著

者

和

田

善

明

出

版

社

す

ず

き

出

版 

価

格

一

、
五
〇
〇
円+

税

ま
す
と
、
結
局
何
も
で
き
て
い
な 

い
現
実
に
自
問
す
る
毎
日
で
す
。 

「
同
事
」

と
は
、
他
人
の
痛
み 

を
自
分
の
痛
み
と
し
て
共
有
す
る 

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
自
分

は
そ
の
痛
み
を
本
当
に
感
じ
る
こ 

と
が
で
き
た
の
か
、
ま
た
そ
の
痛

み
を
感
じ
よ
う
と
努
力
し
た
の
で 

あ
ろ
う
か
…
。
何
か
を
問
わ
れ
て 

い
る
二
年
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
、

新

た

に

組

織

さ

れ

る

十
六
期
広
報
委
員
会
も
、
青
年
僧

編集室敬白

侶
の
視
点
と
い
う
切
り
口 

で

『
そ
う
せ
い
』
誌
面
を 

に
ぎ
や
か
に
飾
っ
て
い
た 

だ
け
る
こ
と
で
し
よ
う
。 

こ
れ
か
ら
も
『
そ
う
せ
い
』 

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し 

上
げ
ま
す
。

「そうせい」に対するご意見・ 

ご感想をお寄せ下さい。

あて先

〒369 - 0301
埼玉県児玉郡上里町金久保701 
陽雲寺内そうせいサロン係

電話0495-33-8255武田まで
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「短都曹洞宗青年会）
国足昭和38年1金長柳田彰宣副会長l大倉由照•梅原敬太

僅務局長井笹孝昭I至計大山義道会員委"4 8名

▲秋冷禅の集い

一m

都
曹
洞
宗
青
年
会
は
、
昭
和
三
十
八
年 

亠
厅
と
い
う
全
国
で
も
早
い
時
期
に
発
足
い 

た
し
ま
し
た
。
当
時
の
結
成
趣
意
書
に
は
「
組 

織
的
、
且
つ
教
化
的
な
行
動
を
通
し
て
、
自 

ら
の
研
修
を
深
め
て
い
く
こ
と
」
を
課
題
と 

し
、
「
一
般
の
若
い
人
び
と
の
中
に
入
っ
て
、
 

同
世
代
人
と
し
仝
て
の
連
帯
感
の
上
に
、
私 

達
宗
侶
と
の
交
流
を
は
か
る
」
方
法
を
計
画 

す
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に 

則
り
実
行
さ
れ
た
の
が
、
道
元
禅
師
初
開
の 

道
場
で
あ
る
興
聖
寺
専
門
僧
堂
に
て
始
め
ら 

れ
た
「緑
蔭
禅
の
集
い
」
で
す
。
後
年
、
会
場

を
智
源
寺
専
門
僧
堂
に
移
し
、
興
聖
寺
で
の 

催

し

は

「秋
冷
禅
の
集
い
」
と
名
を
変
え
ま 

し
た
が
、
現
在
も
年
二
度
の
坐
禅
会
は
京
都 

曹
青
の
根
幹
を
な
す
行
事
と
な
っ
て
お
り
ま 

す
。

戸
成
十
四
年
に
は
創
立
四
〇
周
年
記
念
事 

坪

業

と

し

て

、
興
聖
寺
に
て
法
脈
会
と
坐 

禅

会

を

ミ

ッ

ク

ス

さ

せ

た

「
法
脈
禅
の
集 

い
」
を
開
催
し
、
百
十
名
を
超
え
る
方
に
ご 

参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
を 

改
め
て
京
都
市
内
の
ホ
テ
ル
に
て
記
念
式
典 

を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
折
に
は
、
記
念
品 

を
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
く
代
わ
り
に
、
ラ
オ 

ス
の
子
ど
も
た
ち
に
絵
本
の
箱
を
贈
る
と
い 

う
企
画
を
実
行
し
ま
し
た
。

こ

れ

は

「
こ
こ 

ろ
の
時
代
」
と
い
う
言
葉
す
ら
色
あ
せ
て
聞 

こ
え
る
現
代
日
本
に
お
い
て
、
私
た
ち
が
今 

な
す
べ
き
こ
と
を
こ
の
勝
縁
に
託
し
た
も
の 

で
す
。
ラ
オ
ス
へ
の
想
い
は
さ
ら
に
高
ま
り
、
 

寄
贈
し
た
現
地
小
学
校.
へ
の
訪
問
を
経
て
、

継
続
事
業
と
し 

て
托
鉢
を
毎
年 

行
っ
て
い
く
こ 

と
に
至
っ
て
お 

り
ま
す
。

ヤ

ら

に

近

畿 

さ

曹

洞

宗

青 

年

会

連

絡

協
 

議
会
の
一
員
と 

し
て
、

ソ
フ
ト 

ボ
ー
ル
大
会
や 

禅
文
化
学
林
、
 

昨
秋
東
大
寺
に 

て
開
か
れ
た
全 

曹
青
創
立
三
〇 

周
年
事
業
な
ど 

に
も
参
加
し
、

古紙100%再生紙

交
流
を
深
め
て 

ミ

た

、
京
都 

ま

府

下

の

青 

年

団

体

で

構
 

成

さ

れ

る

「京 

都
青
少
年
ゆ
め 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

(

ゆ
め
っ
と
京 

都)

」
や

「
ュ
ー 

ス

21
京
都
」
に 

も

団

体

加

盟 

し
、
役
員
を
派 

遣
し
て
各
種
事 

業
に
も
参
画
し 

て
い
ま
す
。

こ 

れ
ら
は
い
わ
ゆ

や
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
大
き
な
行
事
は
「全 

国
車
い
す
駅
伝
競
走
大
会
」
へ
の
参
加
で
す
。 

こ
こ
に
は
、
仏
教
者
と
し
て
避
け
て
は
通
れ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
な
の
で
す
が
、
イ 

ベ
ン
ト
や
災
害
時
派
遣
な
ど
を
通
じ
て
、
社 

会
に
開
か
れ
た
目
を
育
て
る
意
識
を
持
っ
て

な

い

「
人
権
」
や

「社
会
福
祉
」

へ
関
わ
っ 

て
い
く
足
が
か
り
と
し
て
の
位
置
づ
け
も
含 

ま
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
度
に
は
台
風
二
三
号 

水
害
で
の
活
動
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
被
災 

の
ひ
ど
か
っ
た
管
内
寺
院
に
入
り
、
続
い
て 

一
般
家
屋
で
の
支
援
に
も
加
わ
っ
て
、
災
害 

へ
の
認
識
を
高
め
る
貴
重
な
体
験
を
い
た
し 

ま
し
た
。

又

上

の

よ

う

に

、
京
都
曹
青
は
夏
秋
の
坐 

じ

禅

会

を

柱

と

し

、
冬
の
車
い
す
駅
伝
や 

さ
ま
ざ
ま
な
研
修
、
托
鉢
や
萬
燈
供
養
な
ど 

の
継
続
に
よ
り
、
会
員
相
互
の
親
睦
と
向
上 

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
仏
教
徒 

と
し
て
の
課
題
を
模
索
し
な
が
ら
、
先
輩
方 

が
築
い
て
こ
ら
れ
た
も
の
に
恥
じ
な
い
よ
う 

少
し
ず
つ
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま 

す
。
今
後
の
さ
ら
な
る
ご
指
導
や
ご
鞭
撻
を



全国曹洞宗青年会では、「ほとけさまの知恵袋」を制作いたしました。

青少年が混迷している今、青年宗侶が青少年の目線に立ち、何かを一緒に取り組む活動が求められており、 

実際に活動されている最たる行事として、「子ども緑蔭禅」「子ども日曜学校」などがあげられ、それら青少 

年教化活動の一助となればと願い「ほとけさまの知恵袋」を企画いたしました。

「ほとけさまの知恵袋」は、お釈迦さまを胸に抱き、より良い自分になるための心の拠り所となるものです。 

オプションとして、「子ども用腕輪念珠」は仏さまの行事、お参りの時に手におはめ下さい。「名札付きお経 

カード」は「ほとけさまの知恵袋」に入るサイズで、ネームプレートとして、また般若心経の経本カードとし

てお使い下さい。「参加バッジ」は行事などの参加の記念として 

「ほとけさまの知恵袋」の竿などにお付け下さい。

また、幼稚園行事など違った視点からも様々な使い方ができる 

よう青少年教化アイテムとして仕上げました。各現場において 

幅広い用途で「ほとけさまの知恵袋」を生かしていただければ、、 

嬉しく思います。

0 柵格I1本800円にて実費頒布。送料は別途申し受けます。1兼ノ1山ITBI証訴贏念珠•名札付きお経カード•参加バッジが付きます。）
【参加バッジ】I直径2cml

（D注文方法। 下記の注文書に必要事項をご記入の上、郵送またはFAXにてお申し込み下さい。

学ハ 由I、人ニへ紹a叼h IL2Q2由限定にて制作販売いたします。お早めにお申し込み下さい。 
戋ノ中しねか神M|リI痴舞丽^7月中旬より申込み順となります。

、必代金支払い方法I 製品に同梱されている振込用紙にて、到着後14日以内にお振込ください。

Mヽ r-Hl 、tウ 戸AI T959-1837新潟県五泉市寺沢2-1-10電話0250-41-1234 （有）アスリートほとけさまの知恵袋係 

埠）申し込み先I FAX 0250-414235

ゆ問い合わせ先I 全国曹洞宗青年会総務委員会委員長中村嘉秀電話090-5036-4978
E-mail kashu72@syd.odn.ne.jp

........................................... 切り取り

「ほとけさまの知恵袋」注文書

ご住所〒

寺籍番号 注文本数 本

ご寺院名 希望納期日 月 日

ご氏名 、国 修！^ 
煙信礦

電話番号
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お申し込みに関する詳細については、 

裏面（27頁）をご覧下さい。

も危険防止用取りはずしマジックテープ付き

子ども緑蔭禅、日曜学校、子ども参禅会などの活動の折に 

子ども授戒会の血脈袋として（儀式中に掛け血脈を懐に抱く） 

経本•つどいのしおり入れとして•お守り（写経•写仏入れ） 

として•お寺の法事など諸行事に（本堂備えつけ）•子弟と 

の勤行に•首かけ名札プレートとして修幼稚園園児に（諸行事• 

卒園記念•ごほうびに「仏さまからの金メダル」として）…etc




