


◇
瑩
山
禅
師

◇
瑩
山
禅
師
のの
み
教
え

み
教
え
をを
現
代
現
代
にに
ど
う
生
か
す
か
〜

ど
う
生
か
す
か
〜

司
会
：
教
化
セ
ン
タ
ー
推
進
企
画
委
員　

桐
野

司
会
：
教
化
セ
ン
タ
ー
推
進
企
画
委
員　

桐
野 

好
覚
好
覚
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会

東
北
管
区
教
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セ
ン
タ
ー
布
教
師
教
化
協
議
会

瑩
山
禅
師

瑩
山
禅
師
をを
学
ぶ
学
ぶ

〜
大
本
山
總
持
寺
開
山
太
祖
瑩
山
紹
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禅
師

〜
大
本
山
總
持
寺
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太
祖
瑩
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紹
瑾
禅
師

　
　
　
　
　
　
　
　

七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

七
〇
〇
回
大
遠
忌
に
あ
た
り

〇
回
大
遠
忌
に
あ
た
り
〜〜

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師 

横
山
龍
顯
先
生
を
囲
ん
で

横
山
龍
顯
先
生
を
囲
ん
で
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1111
月月
2828
・・
2929
日
の
両
日
行
わ
れ
た
東
北
管
区
布
教
講
習

日
の
両
日
行
わ
れ
た
東
北
管
区
布
教
講
習

会
に
引
き
続
き
、

会
に
引
き
続
き
、二
十
九

二
十
九
日
午
後
一
時
よ
り
教
化
セ
ン
タ
ー

日
午
後
一
時
よ
り
教
化
セ
ン
タ
ー

布
教
師
の
教
化
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。

布
教
師
の
教
化
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

周
知
の
通
り
、
令
和
六
年
度
は
大
本
山
總
持
寺
開
山
瑩

　

周
知
の
通
り
、
令
和
六
年
度
は
大
本
山
總
持
寺
開
山
瑩

山
紹
瑾
禅
師
七
〇

山
紹
瑾
禅
師
七
〇
〇〇
年
大
遠
忌
が
営
ま
れ
る
が
、
こ
れ
を

年
大
遠
忌
が
営
ま
れ
る
が
、
こ
れ
を

機
に
改
め
て
瑩
山
禅
師
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
と
し
た
。
そ

機
に
改
め
て
瑩
山
禅
師
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
と
し
た
。
そ

の
中
で
、
い
か
に
多
く
の
方
々
に
広
く
瑩
山
禅
師
を
知
っ

の
中
で
、
い
か
に
多
く
の
方
々
に
広
く
瑩
山
禅
師
を
知
っ

て
い
た
だ
き
、
か
つ
瑩
山
禅
師
の
み
教
え
を
こ
の
現
代
に

て
い
た
だ
き
、
か
つ
瑩
山
禅
師
の
み
教
え
を
こ
の
現
代
に

ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
ゆ
く
の
か
を
、
教
化
セ
ン
タ
ー
布
教

ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
ゆ
く
の
か
を
、
教
化
セ
ン
タ
ー
布
教

師
と
布
教
講
習
会
講
師
を
お
勤
め
い
た
だ
い
た
、
愛
知
学
院

師
と
布
教
講
習
会
講
師
を
お
勤
め
い
た
だ
い
た
、
愛
知
学
院

大
学
准
教
授
横
山
龍
顯
先
生
同
席
の
も
と
、
質
疑
応
答
も

大
学
准
教
授
横
山
龍
顯
先
生
同
席
の
も
と
、
質
疑
応
答
も

含
め
協
議
が
行
わ
れ
た
。

含
め
協
議
が
行
わ
れ
た
。

　

今
回
の
協
議
会
の
内
容
は
、

　

今
回
の
協
議
会
の
内
容
は
、
2929
日
午
前
中
に
行
わ
れ
た

日
午
前
中
に
行
わ
れ
た

横
山
老
師
の
講
義
を
元
に
進
め
ら
れ
た
が
、
講
義
に
参
加

横
山
老
師
の
講
義
を
元
に
進
め
ら
れ
た
が
、
講
義
に
参
加

し
て
い
な
い
宗
侶
及
び
、
こ
の
広
報
を
お
読
み
に
な
っ
て

し
て
い
な
い
宗
侶
及
び
、
こ
の
広
報
を
お
読
み
に
な
っ
て

い
る
方
が
お
解
り
い
た
だ
け
る
よ
う
配
慮
し
た
。

い
る
方
が
お
解
り
い
た
だ
け
る
よ
う
配
慮
し
た
。
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司
会
司
会
：：
こ
れ
よ
り
「
瑩
山
禅
師
の
み

こ
れ
よ
り
「
瑩
山
禅
師
の
み

教
え
を
現
代
に
ど
う
生
か
す
か
」
と

教
え
を
現
代
に
ど
う
生
か
す
か
」
と

題
し
て
、
愛
知
学
院
大
学
宗
教
文
化

題
し
て
、
愛
知
学
院
大
学
宗
教
文
化

学
科
准
教
授
横
山
龍
顯
先
生
に
お

学
科
准
教
授
横
山
龍
顯
先
生
に
お

話
を
伺
い
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り

話
を
伺
い
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。

ま
す
。

司司
：：
初
め
に
、
先
生
は
ど
の
よ
う
な

初
め
に
、
先
生
は
ど
の
よ
う
な

ご
研
究
を
な
さ
れ
て
い
る
の
か
教
え

ご
研
究
を
な
さ
れ
て
い
る
の
か
教
え

て
く
だ
さ
い
。

て
く
だ
さ
い
。

横
山
横
山
：：
私
は
大
学
時
代
に
西
洋
哲
学

私
は
大
学
時
代
に
西
洋
哲
学

を
学
び
中
世
ド
イ
ツ
を
専
攻
し
、
大

を
学
び
中
世
ド
イ
ツ
を
専
攻
し
、
大

学
院
に
進
ん
で
か
ら
仏
教
を
学
び
始

学
院
に
進
ん
で
か
ら
仏
教
を
学
び
始

め
ま
し
た
。
大
学
院
に
進
ん
だ
折
に

め
ま
し
た
。
大
学
院
に
進
ん
だ
折
に

瑩
山
禅
師
の
研
究
が
多
角
的
に
な

瑩
山
禅
師
の
研
究
が
多
角
的
に
な

さ
れ
て
い
な
い
と
気
づ
き
、
ち
ょ
う

さ
れ
て
い
な
い
と
気
づ
き
、
ち
ょ
う

ど
池
田
魯
参
先
生
が
天
台
学
・
道
元

ど
池
田
魯
参
先
生
が
天
台
学
・
道
元

学
・
瑩
山
学
の
三
本
柱
で
ご
研
究
を

学
・
瑩
山
学
の
三
本
柱
で
ご
研
究
を

始
め
ら
れ
た
時
で
し
た
の
で
、
本
格

始
め
ら
れ
た
時
で
し
た
の
で
、
本
格

的
に
瑩
山
禅
師
に
つ
い
て
学
び
、
書

的
に
瑩
山
禅
師
に
つ
い
て
学
び
、
書

誌
学
的
・
文
献
学
的
に
研
究
を
進
め

誌
学
的
・
文
献
学
的
に
研
究
を
進
め

て
き
ま
し
た
。
研
究
を
始
め
た
当

て
き
ま
し
た
。
研
究
を
始
め
た
当

初
、
瑩
山
禅
師
の
著
述
の
中
に
は
本

初
、
瑩
山
禅
師
の
著
述
の
中
に
は
本

物
と
正
式
に
確
定
さ
れ
て
い
る
も
の

物
と
正
式
に
確
定
さ
れ
て
い
る
も
の

が
少
な
く
、『
伝
光
録
』
で
さ
え
瑩

が
少
な
く
、『
伝
光
録
』
で
さ
え
瑩
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山
禅
師
の
著
述
で
は
な
い
と
お
っ

山
禅
師
の
著
述
で
は
な
い
と
お
っ

し
ゃ
る
方
も
い
る
時
で
し
た
の
で
大

し
ゃ
る
方
も
い
る
時
で
し
た
の
で
大

変
困
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
資
料
が

変
困
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
資
料
が

乏
し
く
、
文
献
を
探
す
こ
と
か
ら
始

乏
し
く
、
文
献
を
探
す
こ
と
か
ら
始

め
ま
し
た
。
暗
中
模
索
の
時
、『
伝

め
ま
し
た
。
暗
中
模
索
の
時
、『
伝

光
録
』
の
擬
撰
説
を
否
定
で
き
る
資

光
録
』
の
擬
撰
説
を
否
定
で
き
る
資

料
と
し
て
、
石
川
県
七
尾
市
の
龍
門

料
と
し
て
、
石
川
県
七
尾
市
の
龍
門

寺
さ
ま
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
『
正
法

寺
さ
ま
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
『
正
法

眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
を
見
つ
け
、『
伝

眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
を
見
つ
け
、『
伝

光
録
』
に
十
四
世
紀
の
写
本
が
存
し

光
録
』
に
十
四
世
紀
の
写
本
が
存
し

た
こ
と
が
わ
か
り
、
更
な
る
研
究
に

た
こ
と
が
わ
か
り
、
更
な
る
研
究
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

『
正
法
眼
蔵
』
で
は
写
本
に
よ
っ
て

『
正
法
眼
蔵
』
で
は
写
本
に
よ
っ
て

文
章
が
違
う
と
い
う
事
が
ほ
と
ん
ど

文
章
が
違
う
と
い
う
事
が
ほ
と
ん
ど

な
い
の
に
対
し
、『
伝
光
録
』
に
は

な
い
の
に
対
し
、『
伝
光
録
』
に
は

三
十
三
種
類
の
写
本
が
あ
り
ま
す

三
十
三
種
類
の
写
本
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
が
衝
撃
を
受
け
る
ほ
ど
そ

が
、
こ
れ
が
衝
撃
を
受
け
る
ほ
ど
そ

れ
ぞ
れ
中
身
が
違
う
の
で
す
。
書
き

れ
ぞ
れ
中
身
が
違
う
の
で
す
。
書
き

写
す
中
で
誤
字
が
あ
る
こ
と
は
よ
く

写
す
中
で
誤
字
が
あ
る
こ
と
は
よ
く

あ
り
ま
す
が
、
大
部
分
は
後
の
人
が

あ
り
ま
す
が
、
大
部
分
は
後
の
人
が

良
か
れ
と
思
っ
て
文
章
を
変
え
た
も

良
か
れ
と
思
っ
て
文
章
を
変
え
た
も

の
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
変
え
ら
れ

の
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
変
え
ら
れ

れ
ば
瑩
山
禅
師
の
説
法
か
ら
遠
ざ
か

れ
ば
瑩
山
禅
師
の
説
法
か
ら
遠
ざ
か

る
た
め
、
最
も
瑩
山
禅
師
の
説
法
を

る
た
め
、
最
も
瑩
山
禅
師
の
説
法
を

そ
の
ま
ま
に
記
録
し
て
い
る
も
の
は

そ
の
ま
ま
に
記
録
し
て
い
る
も
の
は

ど
れ
な
の
か
と
考
え
、
各
種
写
本
を

ど
れ
な
の
か
と
考
え
、
各
種
写
本
を

一
字
一
句
見
比
べ
な
が
ら
調
べ
て
い

一
字
一
句
見
比
べ
な
が
ら
調
べ
て
い

ま
す
が
、
未
だ
終
わ
り
が
見
え
ま
せ

ま
す
が
、
未
だ
終
わ
り
が
見
え
ま
せ

ん
。
そ
の
ま
ま
に
記
録
し
て
い
る
で
あ

ん
。
そ
の
ま
ま
に
記
録
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
文
献
を
確
定
で
き
れ
ば
、
瑩
山

ろ
う
文
献
を
確
定
で
き
れ
ば
、
瑩
山

禅
師
の
思
想
研
究
が
本
格
的
に
始

禅
師
の
思
想
研
究
が
本
格
的
に
始

め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら

め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら

今
は
道
半
ば
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

今
は
道
半
ば
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

道
半
ば
な
の
で
ま
だ
よ
く
判
り
ま

道
半
ば
な
の
で
ま
だ
よ
く
判
り
ま

せ
ん
と
は
い
え
な
い
と
思
う
の
で
、

せ
ん
と
は
い
え
な
い
と
思
う
の
で
、

そ
れ
と
並
行
し
て
、
瑩
山
禅
師
の
教

そ
れ
と
並
行
し
て
、
瑩
山
禅
師
の
教

え
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
、
道

え
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
、
道

元
禅
師
と
比
較
す
る
と
い
う
こ
と

元
禅
師
と
比
較
す
る
と
い
う
こ
と

を
通
し
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

を
通
し
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

比
較
調
査
す
る
こ
と
で
思
想
史
的
な

比
較
調
査
す
る
こ
と
で
思
想
史
的
な

流
れ
と
い
う
も
の
が
判
っ
て
き
ま

流
れ
と
い
う
も
の
が
判
っ
て
き
ま

す
。
瑩
山
禅
師
は
道
元
禅
師
の
ど
の

す
。
瑩
山
禅
師
は
道
元
禅
師
の
ど
の

よ
う
な
と
こ
ろ
を
受
け
取
ら
れ
て
、

よ
う
な
と
こ
ろ
を
受
け
取
ら
れ
て
、

ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
そ
れ
ほ
ど
重
要

ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
そ
れ
ほ
ど
重
要

視
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
は
、

視
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
は
、

道
元
禅
師
と
は
少
し
異
な
る
こ
と
を

道
元
禅
師
と
は
少
し
異
な
る
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
な

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
な

ど
、
そ
う
い
っ
た
部
分
が
よ
り
明
確

ど
、
そ
う
い
っ
た
部
分
が
よ
り
明
確

に
な
っ
て
く
れ
ば
、
道
元
禅
師
と
瑩

に
な
っ
て
く
れ
ば
、
道
元
禅
師
と
瑩

山
禅
師
の
教
え
の
重
な
る
部
分
、
あ

山
禅
師
の
教
え
の
重
な
る
部
分
、
あ

る
い
は
異
な
る
部
分
が
よ
り
明
瞭
に

る
い
は
異
な
る
部
分
が
よ
り
明
瞭
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
研
究

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
研
究

を
し
て
い
ま
す
。

を
し
て
い
ま
す
。

司司
：：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先

生
は
射
程
の
長
い
研
究
を
な
さ
っ
て

生
は
射
程
の
長
い
研
究
を
な
さ
っ
て

い
る
の
だ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

い
る
の
だ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

昨
年
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

昨
年
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

の
学
術
大
会
で
、先
生
が
『
伝
光
録
』

の
学
術
大
会
で
、先
生
が
『
伝
光
録
』

の
写
本
の
系
統
を
細
か
く
分
類
さ
れ

の
写
本
の
系
統
を
細
か
く
分
類
さ
れ

た
の
を
拝
聴
し
、
大
変
敬
服
い
た
し

た
の
を
拝
聴
し
、
大
変
敬
服
い
た
し

ま
し
た
の
と
同
時
に
、『
伝
光
録
』

ま
し
た
の
と
同
時
に
、『
伝
光
録
』

の
研
究
が
そ
こ
ま
で
手
が
付
け
ら
れ

の
研
究
が
そ
こ
ま
で
手
が
付
け
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
衝
撃
を
う
け

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
衝
撃
を
う
け

ま
し
た
。
こ
の
四
半
世
紀
、
あ
る
い

ま
し
た
。
こ
の
四
半
世
紀
、
あ
る
い

は
半
世
紀
ほ
ど
の
間
に
ず
い
ぶ
ん
瑩

は
半
世
紀
ほ
ど
の
間
に
ず
い
ぶ
ん
瑩

山
禅
師
に
関
す
る
認
識
は
書
き
換

山
禅
師
に
関
す
る
認
識
は
書
き
換

わ
っ
て
き
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
が
、

わ
っ
て
き
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
が
、

3

令和 6年 2月令和 6年 2月
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六
五
〇
回
大
遠
忌
か
ら

六
五
〇
回
大
遠
忌
か
ら
5050
年
で
新
た

年
で
新
た

に
解
明
さ
れ
た
こ
と
を
教
え
て
く
だ

に
解
明
さ
れ
た
こ
と
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

さ
い
。

横横
：：
昭
和
昭
和
4949
年
（
年
（
一
九
七
四

一
九
七
四
）
に
）
に

六
五
〇

六
五
〇
回
大
遠
忌
を
迎
え
た
際
に
、

回
大
遠
忌
を
迎
え
た
際
に
、

初
め
て
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
瑩
山

初
め
て
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
瑩
山

禅
師
に
注
目
が
集
ま
り
、
ま
た
様
々

禅
師
に
注
目
が
集
ま
り
、
ま
た
様
々

な
資
料
・
文
献
が
発
見
さ
れ
ま
す
。

な
資
料
・
文
献
が
発
見
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
大
き
な
こ
と
が
二
つ
判
り
ま

そ
こ
で
大
き
な
こ
と
が
二
つ
判
り
ま

し
た
。
一
つ
は
、『
洞
谷
記
』
は
瑩

し
た
。
一
つ
は
、『
洞
谷
記
』
は
瑩

山
禅
師
が
書
き
残
し
た
も
の
を
そ
の

山
禅
師
が
書
き
残
し
た
も
の
を
そ
の

ま
ま
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

ま
ま
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
没
年
・
世
寿

う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
没
年
・
世
寿

六
十
二
歳
が
正
確
と
確
認
さ
れ
た
こ

六
十
二
歳
が
正
確
と
確
認
さ
れ
た
こ

と
で
す
。『
伝
光
録
』
に
於
い
て
も

と
で
す
。『
伝
光
録
』
に
於
い
て
も

瑩
山
禅
師
の
も
の
で
は
な
い
と
提
唱

瑩
山
禅
師
の
も
の
で
は
な
い
と
提
唱

が
あ
り
つ
い
最
近
ま
で
擬
撰
説
が

が
あ
り
つ
い
最
近
ま
で
擬
撰
説
が

通
っ
て
き
た
が
、
七
〇
〇
回
大
遠
忌

通
っ
て
き
た
が
、
七
〇
〇
回
大
遠
忌

に
向
け
て
の
研
究
の
末
、『
伝
光
録
』

に
向
け
て
の
研
究
の
末
、『
伝
光
録
』

も
瑩
山
禅
師
の
撰
述
で
間
違
い
な
い

も
瑩
山
禅
師
の
撰
述
で
間
違
い
な
い

と
な
り
ま
し
た
。

と
な
り
ま
し
た
。

司司
：：
瑩
山
禅
師
の
研
究
は
い
つ
ご
ろ

瑩
山
禅
師
の
研
究
は
い
つ
ご
ろ

か
ら
始
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

か
ら
始
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

横横
：：
今
の
我
々
研
究
者
が
行
っ
て
い

今
の
我
々
研
究
者
が
行
っ
て
い

る
よ
う
な
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は

る
よ
う
な
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は

え
方
が
明
治
９
年
（

え
方
が
明
治
９
年
（
一
八
七
六

一
八
七
六
）
あ
）
あ

る
い
は
明
治

る
い
は
明
治
1010
年
（
年
（
一
八
七
七

一
八
七
七
））
にに

成
立
し
ま
す
。
門
派
の
祖
と
し
て
名

成
立
し
ま
す
。
門
派
の
祖
と
し
て
名

前
だ
け
は
知
ら
れ
て
い
た
道
元
禅
師

前
だ
け
は
知
ら
れ
て
い
た
道
元
禅
師

とと
瑩
山
瑩
山
禅
師
が
高
祖
さ
ま
・
太
祖
さ

禅
師
が
高
祖
さ
ま
・
太
祖
さ

ま
と
し
て
同
一
に
な
る
わ
け
で
す
。

ま
と
し
て
同
一
に
な
る
わ
け
で
す
。

す
る
と
、
宗
祖
の
道
元
禅
師
は
様
々

す
る
と
、
宗
祖
の
道
元
禅
師
は
様
々

な
注
釈
書
や
『
正
法
眼
蔵
』
で
皆
に

な
注
釈
書
や
『
正
法
眼
蔵
』
で
皆
に

知
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
瑩
山
禅

知
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
瑩
山
禅

師
と
は
誰
な
の
か
と
い
う
話
に
な
っ

師
と
は
誰
な
の
か
と
い
う
話
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
總
持
寺
や

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
總
持
寺
や

曹
洞
宗
が
と
っ
た
施
策
は
、
瑩
山
禅

曹
洞
宗
が
と
っ
た
施
策
は
、
瑩
山
禅

師
を
仰
ぎ
奉
り
な
が
ら
と
り
あ
え
ず

師
を
仰
ぎ
奉
り
な
が
ら
と
り
あ
え
ず

周
知
さ
せ
て
行
か
な
く
て
は
い
け
な

周
知
さ
せ
て
行
か
な
く
て
は
い
け
な

い
。
そ
う
な
る
と
、
学
術
的
に
瑩
山

い
。
そ
う
な
る
と
、
学
術
的
に
瑩
山

禅
師
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
江
戸
時

禅
師
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
江
戸
時

代
に
作
成
さ
れ
た
伝
記
な
ど
を
通
し

代
に
作
成
さ
れ
た
伝
記
な
ど
を
通
し

て
、
瑩
山
禅
師
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝

て
、
瑩
山
禅
師
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝

え
る
こ
と
、
大
ま
か
に
広
く
伝
え
る

え
る
こ
と
、
大
ま
か
に
広
く
伝
え
る

こ
と
が
重
要
視
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
と
が
重
要
視
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

司司
：：
現
在
で
は
瑩
山
禅
師
の
著
述
が

現
在
で
は
瑩
山
禅
師
の
著
述
が

刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
禅
師
の

刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
禅
師
の

み
教
え
や
お
考
え
に
触
れ
る
こ
と
が

み
教
え
や
お
考
え
に
触
れ
る
こ
と
が

容
易
に
も
な
り
ま
し
た
が
、
大
き
な

容
易
に
も
な
り
ま
し
た
が
、
大
き
な

進
展
を
私
た
ち
は
享
受
し
て
い
る
と

進
展
を
私
た
ち
は
享
受
し
て
い
る
と

明
治
時
代
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で

明
治
時
代
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で

も
祖
師
方
の
参
究
は
各
宗
派
で
さ

も
祖
師
方
の
参
究
は
各
宗
派
で
さ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
特
に
曹
洞
宗

れ
て
き
ま
し
た
が
、
特
に
曹
洞
宗

に
お
い
て
は
道
元
禅
師
に
関
す
る

に
お
い
て
は
道
元
禅
師
に
関
す
る

分
野
、『
正
法
眼
蔵
』『
永
平
広
録
』

分
野
、『
正
法
眼
蔵
』『
永
平
広
録
』

あ
る
い
は
『
赴
粥
飯
法
』『
典
座
教

あ
る
い
は
『
赴
粥
飯
法
』『
典
座
教

訓
』
な
ど
様
々
な
著
書
に
対
し
て
参

訓
』
な
ど
様
々
な
著
書
に
対
し
て
参

究
が
な
さ
れ
、
注
釈
書
も
出
さ
れ
て

究
が
な
さ
れ
、
注
釈
書
も
出
さ
れ
て

道
元
禅
師
の
み
教
え
を
学
ぶ
こ
と
が

道
元
禅
師
の
み
教
え
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
し
た
が
、
瑩
山
禅
師
の
場

で
き
ま
し
た
が
、
瑩
山
禅
師
の
場

合
、『
伝
光
録
』
は
知
ら
れ
て
い
ま

合
、『
伝
光
録
』
は
知
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。『
伝
光
録
』
が
世
に

せ
ん
で
し
た
。『
伝
光
録
』
が
世
に

広
ま
っ
た
の
は
幕
末
の
安
永

広
ま
っ
た
の
は
幕
末
の
安
永
44
年年

（（
一
七
七
五

一
七
七
五
）。
彦
根
清
凉
寺
の
仏
洲

）。
彦
根
清
凉
寺
の
仏
洲

仙
英
和
尚
が
柳
枝
軒
よ
り
出
版
し
た

仙
英
和
尚
が
柳
枝
軒
よ
り
出
版
し
た

こ
と
で
広
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

こ
と
で
広
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
時
代

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
時
代

に
瑩
山
禅
師
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ

に
瑩
山
禅
師
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
の
は
、恐
ら
く
『
瑩
山
清
規
』

て
い
た
の
は
、恐
ら
く
『
瑩
山
清
規
』

と
『
坐
禅
用
心
記
』『
三
根
坐
禅
説
』

と
『
坐
禅
用
心
記
』『
三
根
坐
禅
説
』

く
ら
い
で
し
た
。
他
の
書
物
は
知
ら

く
ら
い
で
し
た
。
他
の
書
物
は
知
ら

れ
て
い
な
い
の
で
研
究
も
さ
れ
て
い

れ
て
い
な
い
の
で
研
究
も
さ
れ
て
い

な
い
状
態
で
し
た
。
正
に
ゼ
ロ
か
ら

な
い
状
態
で
し
た
。
正
に
ゼ
ロ
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

ス
タ
ー
ト
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

そ
の
折
に
、
今
の
私
た
ち
が
頂
い
て

そ
の
折
に
、
今
の
私
た
ち
が
頂
い
て

お
り
ま
す
「
一
仏
両
祖
」
と
い
う
考

お
り
ま
す
「
一
仏
両
祖
」
と
い
う
考

い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
近
年
、

い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
近
年
、

現
代
語
訳
の
『
洞
谷
記
』（『
現
代
語

現
代
語
訳
の
『
洞
谷
記
』（『
現
代
語

訳
・
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
春
秋
社
）

訳
・
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
春
秋
社
）

が
出
版
さ
れ
、
多
く
の
宗
侶
が
手
に

が
出
版
さ
れ
、
多
く
の
宗
侶
が
手
に

し
た
と
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
永
光

し
た
と
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
永
光

寺
・
總
持
寺
を
瑩
山
禅
師
が
ど
う
見

寺
・
總
持
寺
を
瑩
山
禅
師
が
ど
う
見

て
い
た
の
か
が
『
洞
谷
記
』
か
ら
読

て
い
た
の
か
が
『
洞
谷
記
』
か
ら
読

み
取
れ
ま
す
ね
。

み
取
れ
ま
す
ね
。

横横
：：『
洞
谷
記
』
を
読
ん
で
い
る
と
、

『
洞
谷
記
』
を
読
ん
で
い
る
と
、

永
光
寺
と
い
う
寺
は
瑩
山
禅
師
の
理

永
光
寺
と
い
う
寺
は
瑩
山
禅
師
の
理

想
を
具
現
化
し
た
寺
だ
と
感
じ
ら
れ

想
を
具
現
化
し
た
寺
だ
と
感
じ
ら
れ

ま
す
。
ゼ
ロ
か
ら
檀
越
と
と
も
に
作

ま
す
。
ゼ
ロ
か
ら
檀
越
と
と
も
に
作

り
上
げ
て
い
っ
た
足
跡
か
ら
、
永
光

り
上
げ
て
い
っ
た
足
跡
か
ら
、
永
光

寺
を
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
如

寺
を
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
如

実
に
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
お
寺
が

実
に
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
お
寺
が

支
援
者
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
し

支
援
者
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
し

て
瑩
山
派
の
僧
侶
に
よ
っ
て
守
っ
て

て
瑩
山
派
の
僧
侶
に
よ
っ
て
守
っ
て

い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
も
作
ら
れ
、

い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
も
作
ら
れ
、

そ
の
こ
と
は
、「

そ
の
こ
と
は
、「
洞洞と

う
と
う

谷谷こ
く
こ
く

山山さ
ん
さ
ん

尽尽じ
ん
じ
ん

未未みみ

来来ら
い
ら
い

際際さ
い
さ
い

置置お
き
お
き

文文ぶ
み
ぶ
み

」
を
読
み
ま
す
と
非
常
に
よ
く

」
を
読
み
ま
す
と
非
常
に
よ
く

わ
か
る
わ
け
で
す
。
永
平
寺
に
お
い

わ
か
る
わ
け
で
す
。
永
平
寺
に
お
い

て
檀
越
が
少
し
距
離
を
置
い
て
い
っ

て
檀
越
が
少
し
距
離
を
置
い
て
い
っ

た
様
子
や
、
大
乘
寺
の
後
を
任
せ
た

た
様
子
や
、
大
乘
寺
の
後
を
任
せ
た

孤
峰
和
尚
の
臨
済
化
な
ど
、
ち
ょ
っ

孤
峰
和
尚
の
臨
済
化
な
ど
、
ち
ょ
っ

と
し
た
こ
と
で
存
続
で
き
な
く
な
る

と
し
た
こ
と
で
存
続
で
き
な
く
な
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
故
に
、
道
元
禅

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
故
に
、
道
元
禅

4
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師
の
教
え
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
、

師
の
教
え
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
、

自
分
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う

自
分
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う

と
常
に
考
え
て
、
そ
れ
を
実
行
に
移

と
常
に
考
え
て
、
そ
れ
を
実
行
に
移

し
た
の
が
永
光
寺
だ
っ
た
と
考
え
ら

し
た
の
が
永
光
寺
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
中
で
、
檀
越
と
僧
侶

れ
ま
す
。
そ
の
中
で
、
檀
越
と
僧
侶

の
関
係
性
、
お
互
い
に
敬
い
合
う
、

の
関
係
性
、
お
互
い
に
敬
い
合
う
、

互
い
に
切
磋
琢
磨
し
あ
う
形
を
作
ら

互
い
に
切
磋
琢
磨
し
あ
う
形
を
作
ら

れ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
永
光
寺
で

れ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
永
光
寺
で

は
仏
殿
や
法
堂
を
最
優
先
に
建
て
ら

は
仏
殿
や
法
堂
を
最
優
先
に
建
て
ら

れ
、
檀
越
ま
た
は
信
徒
に
対
す
る
教

れ
、
檀
越
ま
た
は
信
徒
に
対
す
る
教

化
、
宗
教
儀
礼
の
空
間
を
整
え
、
説

化
、
宗
教
儀
礼
の
空
間
を
整
え
、
説

法
教
化
を
一
生
懸
命
行
っ
て
い
き
ま

法
教
化
を
一
生
懸
命
行
っ
て
い
き
ま

し
た
。
永
光
寺
が
軌
道
に
乗
っ
て
か

し
た
。
永
光
寺
が
軌
道
に
乗
っ
て
か

ら
建
て
ら
れ
た
の
が
總
持
寺
で
す
。

ら
建
て
ら
れ
た
の
が
總
持
寺
で
す
。

總
持
寺
の
方
は
僧
所
つ
ま
り
修
行
を

總
持
寺
の
方
は
僧
所
つ
ま
り
修
行
を

す
る
場
所
と
位
置
付
け
、
永
光
寺
で

す
る
場
所
と
位
置
付
け
、
永
光
寺
で

行
う
よ
う
な
檀
信
徒
教
化
は
最
低
限

行
う
よ
う
な
檀
信
徒
教
化
は
最
低
限

に
と
ど
め
、
ひ
た
す
ら
に
坐
禅
を
中

に
と
ど
め
、
ひ
た
す
ら
に
坐
禅
を
中

心
と
し
た
寺
と
さ
れ
、
寺
ご
と
に
役

心
と
し
た
寺
と
さ
れ
、
寺
ご
と
に
役

割
分
担
を
し
て
い
き
ま
す
。
總
持
寺

割
分
担
を
し
て
い
き
ま
す
。
總
持
寺

で
修
行
し
て
仏
法
を
体
得
さ
れ
た
方

で
修
行
し
て
仏
法
を
体
得
さ
れ
た
方

が
永
光
寺
に
来
て
檀
越
の
教
化
を
し

が
永
光
寺
に
来
て
檀
越
の
教
化
を
し

て
ゆ
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
、
瑩
山

て
ゆ
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
、
瑩
山

禅
師
は
お
考
え
に
な
っ
て
実
行
さ
れ

禅
師
は
お
考
え
に
な
っ
て
実
行
さ
れ

た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
そ
の
永
光

た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
そ
の
永
光

寺
を
明
峰
素
哲
禅
師
に
、
總
持
寺
を

寺
を
明
峰
素
哲
禅
師
に
、
總
持
寺
を

峨
山
韶
碩
禅
師
に
譲
ら
れ
る
わ
け
で

峨
山
韶
碩
禅
師
に
譲
ら
れ
る
わ
け
で

す
が
、
恐
ら
く
峨
山
禅
師
は
僧
侶
の

す
が
、
恐
ら
く
峨
山
禅
師
は
僧
侶
の

育
成
に
長
け
て
い
た
た
め
に
お
譲
り

育
成
に
長
け
て
い
た
た
め
に
お
譲
り

に
な
っ
た
の
で
は
と
考
え
る
の
で

に
な
っ
た
の
で
は
と
考
え
る
の
で

す
。
結
果
、
峨
山
の
五
哲
、
二
十
五

す
。
結
果
、
峨
山
の
五
哲
、
二
十
五

哲
と
い
わ
れ
る
優
秀
な
弟
子
た
ち
が

哲
と
い
わ
れ
る
優
秀
な
弟
子
た
ち
が

輩
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

輩
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

司司
：：『
洞
谷
記
』
を
読
み
ま
す
と
、

『
洞
谷
記
』
を
読
み
ま
す
と
、

瑞
兆
や
霊
験
・
霊
夢
の
よ
う
な
不
可

瑞
兆
や
霊
験
・
霊
夢
の
よ
う
な
不
可

思
議
な
表
現
が
多
く
記
録
さ
れ
て
い

思
議
な
表
現
が
多
く
記
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
現
代
の
科

る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
現
代
の
科

学
的
・
合
理
的
な
思
考
に
慣
れ
た
私

学
的
・
合
理
的
な
思
考
に
慣
れ
た
私

た
ち
の
見
地
か
ら
す
る
と
首
を
か
し

た
ち
の
見
地
か
ら
す
る
と
首
を
か
し

げ
て
し
ま
う
場
面
が
無
き
に
し
も
非

げ
て
し
ま
う
場
面
が
無
き
に
し
も
非

ず
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の

ず
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の

辺
り
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

辺
り
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

横横
：：『
洞
谷
記
』
に
は
、
夢
の
話
な
ど

『
洞
谷
記
』
に
は
、
夢
の
話
な
ど

枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
と
は
こ
の
こ

枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
と
は
こ
の
こ

と
か
と
い
う
く
ら
い
出
て
き
ま
す
が
、

と
か
と
い
う
く
ら
い
出
て
き
ま
す
が
、

瑩
山
禅
師
は
占
術
も
使
わ
れ
て
い
ま

瑩
山
禅
師
は
占
術
も
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
占
い
が
大
好
き
と
い
う
こ
と

し
た
。
占
い
が
大
好
き
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、鎌
倉
時
代
の
人
々
に
と
っ

で
は
な
く
、鎌
倉
時
代
の
人
々
に
と
っ

て
確
か
な
現
実
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

て
確
か
な
現
実
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
、
当
時
の
日
本
で
は
当
た
り

そ
れ
は
、
当
時
の
日
本
で
は
当
た
り

前
の
日
常
の
風
習
で
あ
り
、
現
代
の

前
の
日
常
の
風
習
で
あ
り
、
現
代
の

私
た
ち
と
は
感
性
が
違
い
ま
す
。
五

私
た
ち
と
は
感
性
が
違
い
ま
す
。
五

老
峰
の
建
立
の
際
に
も
占
術
を
使
っ

老
峰
の
建
立
の
際
に
も
占
術
を
使
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
リ
ア
ル

て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
リ
ア
ル

な
中
世
人
と
し
て
の
瑩
山
禅
師
の
姿

な
中
世
人
と
し
て
の
瑩
山
禅
師
の
姿

が
垣
間
見
え
て
、
非
常
に
興
味
深
く

が
垣
間
見
え
て
、
非
常
に
興
味
深
く

思
い
ま
す
。
記
録
は
残
っ
て
い
な
い

思
い
ま
す
。
記
録
は
残
っ
て
い
な
い

の
で
す
が
、
も
し
か
す
る
と
道
元
禅

の
で
す
が
、
も
し
か
す
る
と
道
元
禅

師
も
そ
う
い
う
人
間
味
が
あ
っ
た
の

師
も
そ
う
い
う
人
間
味
が
あ
っ
た
の

で
は
と
思
う
の
で
す
が
、
瑩
山
禅
師

で
は
と
思
う
の
で
す
が
、
瑩
山
禅
師

に
は
『
洞
谷
記
』
が
あ
る
た
め
に
い

に
は
『
洞
谷
記
』
が
あ
る
た
め
に
い

ろ
い
ろ
と
判
る
の
で
す
。

ろ
い
ろ
と
判
る
の
で
す
。

司司
：：
道
元
禅
師
も
『
正
法
眼
蔵
』「
嗣

道
元
禅
師
も
『
正
法
眼
蔵
』「
嗣

書
」
の
巻
で
大
梅
法
常
禅
師
が
夢

書
」
の
巻
で
大
梅
法
常
禅
師
が
夢

に
出
て
き
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
し

に
出
て
き
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
宋
に
滞
在
中
も
帰

た
。
こ
の
こ
と
は
宋
に
滞
在
中
も
帰

国
し
て
か
ら
も
誰
に
も
語
っ
た
こ
と

国
し
て
か
ら
も
誰
に
も
語
っ
た
こ
と

は
な
い
と
附
言
さ
れ
て
い
て
印
象
的

は
な
い
と
附
言
さ
れ
て
い
て
印
象
的

で
す
。
そ
う
い
う
慎
重
な
態
度
、
口

で
す
。
そ
う
い
う
慎
重
な
態
度
、
口

に
さ
れ
な
い
立
場
な
の
か
と
思
い
ま

に
さ
れ
な
い
立
場
な
の
か
と
思
い
ま

す
が
、
道
元
禅
師
も
夢
の
中
で
漢
詩

す
が
、
道
元
禅
師
も
夢
の
中
で
漢
詩

を
詠
ま
れ
た
話
も
あ
り
ま
す
ね
。
夢

を
詠
ま
れ
た
話
も
あ
り
ま
す
ね
。
夢

の
お
告
げ
・
霊
夢
に
対
す
る
捉
え
方

の
お
告
げ
・
霊
夢
に
対
す
る
捉
え
方

は
、
中
世
と
現
代
で
は
異
な
る
も
の

は
、
中
世
と
現
代
で
は
異
な
る
も
の

が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
仏

が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
仏

菩
薩
へ
の
祈
願
・
誓
願
と
い
う
も
の

菩
薩
へ
の
祈
願
・
誓
願
と
い
う
も
の

は
、
中
世
も
今
も
変
わ
ら
な
い
よ
う

は
、
中
世
も
今
も
変
わ
ら
な
い
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
瑩
山
禅
師
の
印
象
的

に
感
じ
ま
す
。
瑩
山
禅
師
の
印
象
的

な
誓
願
の
お
話
も
お
聞
か
せ
い
た
だ

な
誓
願
の
お
話
も
お
聞
か
せ
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

横横
：：『
洞
谷
記
』
の
中
で
、
瑩
山
禅

『
洞
谷
記
』
の
中
で
、
瑩
山
禅

師
は
亡
く
な
る
年
に
二
つ
の
大
き
な

師
は
亡
く
な
る
年
に
二
つ
の
大
き
な

誓
願
を
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
つ

誓
願
を
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
つ

は
「
生
生
世
世
に
お
い
て
衆
生
を
救

は
「
生
生
世
世
に
お
い
て
衆
生
を
救

済
す
る
」
と
い
う
誓
願
。
も
う
一
つ

済
す
る
」
と
い
う
誓
願
。
も
う
一
つ

は
「
女
人
救
済
」
の
誓
願
で
す
。
生

は
「
女
人
救
済
」
の
誓
願
で
す
。
生

生
世
世
は
言
う
ま
で
も
な
く
生
ま
れ

生
世
世
は
言
う
ま
で
も
な
く
生
ま
れ

変
わ
っ
た
と
し
て
も
僧
侶
と
な
り
生

変
わ
っ
た
と
し
て
も
僧
侶
と
な
り
生

き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
済
し
て
い

き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
済
し
て
い

く
の
だ
と
い
う
誓
い
で
あ
り
ま
す
。

く
の
だ
と
い
う
誓
い
で
あ
り
ま
す
。

横山龍顯先生
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道
元
禅
師
も
遺
偈
で
「
活
き
な
が
ら

道
元
禅
師
も
遺
偈
で
「
活
き
な
が
ら

黄
泉
に
陥
つ
」
と
衆
生
に
対
し
て
思

黄
泉
に
陥
つ
」
と
衆
生
に
対
し
て
思

い
を
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
思
う
の
で

い
を
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
思
う
の
で

す
。
こ
れ
に
瑩
山
禅
師
も
想
い
を

す
。
こ
れ
に
瑩
山
禅
師
も
想
い
を

同
じ
く
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

同
じ
く
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
も
う
一
つ
が
女
人
救
済
で
す
。

か
。
も
う
一
つ
が
女
人
救
済
で
す
。

瑩
山
禅
師
は
類
を
見
な
い
く
ら
い
尼

瑩
山
禅
師
は
類
を
見
な
い
く
ら
い
尼

僧
の
お
弟
子
さ
ま
も
た
く
さ
ん
お
ら

僧
の
お
弟
子
さ
ま
も
た
く
さ
ん
お
ら

れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
母
・
懐
観
大

れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
母
・
懐
観
大

姉
が
「
私
の
代
わ
り
に
救
済
を
」
と

姉
が
「
私
の
代
わ
り
に
救
済
を
」
と

遺
言
さ
れ
た
た
め
で
す
。
特
に
永
光

遺
言
さ
れ
た
た
め
で
す
。
特
に
永
光

寺
に
入
っ
て
か
ら
は
積
極
的
に
尼
僧

寺
に
入
っ
て
か
ら
は
積
極
的
に
尼
僧

さ
ま
を
お
弟
子
さ
ま
に
さ
れ
て
お
り

さ
ま
を
お
弟
子
さ
ま
に
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

ま
す
。

司司
：：
一
仏
両
祖
と
い
う
こ
と
で
道
元

一
仏
両
祖
と
い
う
こ
と
で
道
元

禅
師
と
瑩
山
禅
師
は
一
如
で
あ
る
と

禅
師
と
瑩
山
禅
師
は
一
如
で
あ
る
と

い
う
見
方
や
説
き
方
が
行
わ
れ
て
き

い
う
見
方
や
説
き
方
が
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師

ま
し
た
が
、
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師

の
説
き
方
に
違
い
は
あ
る
の
で
し
ょ

の
説
き
方
に
違
い
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
？

う
か
？

横横
：：
瑩
山
禅
師
の
教
え
を
見
る
と
、

瑩
山
禅
師
の
教
え
を
見
る
と
、

道
元
禅
師
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
受
け

道
元
禅
師
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
受
け

継
い
だ
部
分
が
一
つ
。
そ
し
て
道
元

継
い
だ
部
分
が
一
つ
。
そ
し
て
道
元

禅
師
が
積
極
的
に
説
か
な
か
っ
た
こ

禅
師
が
積
極
的
に
説
か
な
か
っ
た
こ

と
を
あ
え
て
補
足
説
明
し
た
こ
と
が

と
を
あ
え
て
補
足
説
明
し
た
こ
と
が

正正し
ょ
う

し
ょ
う

覚覚が
く
が
く

禅
師
の
言
葉
を
非
常
に
よ
く

禅
師
の
言
葉
を
非
常
に
よ
く

使
用
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
説
法
の
意

使
用
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
説
法
の
意

義
を
復
権
さ
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
、

義
を
復
権
さ
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
、

宏
智
正
覚
禅
師
の
考
え
に
基
づ
い
た

宏
智
正
覚
禅
師
の
考
え
に
基
づ
い
た

道
元
思
想
の
理
解
と
い
う
も
の
が
新

道
元
思
想
の
理
解
と
い
う
も
の
が
新

た
に
曹
洞
宗
に
も
た
ら
し
た
も
の
で

た
に
曹
洞
宗
に
も
た
ら
し
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

司司
：：
正
伝
の
仏
法
の
相
承
、
そ
し
て

正
伝
の
仏
法
の
相
承
、
そ
し
て

さ
ら
に
進
一
歩
の
姿
、
ま
た
檀
信

さ
ら
に
進
一
歩
の
姿
、
ま
た
檀
信

徒
の
方
々
と
の
師
檀
和
合
、
相
承

徒
の
方
々
と
の
師
檀
和
合
、
相
承

発
展
の
た
め
門
葉
一
門
が
一
意
同
心

発
展
の
た
め
門
葉
一
門
が
一
意
同
心

に
歩
む
姿
、
様
々
な
瑩
山
禅
師
の
教

に
歩
む
姿
、
様
々
な
瑩
山
禅
師
の
教

え
は
、
ま
さ
に
今
の
曹
洞
宗
の
私
た

え
は
、
ま
さ
に
今
の
曹
洞
宗
の
私
た

ち
宗
侶
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま

ち
宗
侶
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
こ
こ
で
皆
様
か
ら
も
ご
意
見
ご

す
。
こ
こ
で
皆
様
か
ら
も
ご
意
見
ご

質
問
を
い
た
だ
き
ま
す
。

質
問
を
い
た
だ
き
ま
す
。

ＱＱ
11
：：
大
変
多
く
の
こ
と
を
お
聞

大
変
多
く
の
こ
と
を
お
聞

き
し
ま
し
た
が
、
總
持
寺
と
永
光
寺

き
し
ま
し
た
が
、
總
持
寺
と
永
光
寺

を
区
分
け
す
る
必
要
は
あ
っ
た
の

を
区
分
け
す
る
必
要
は
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
と

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
と

言
い
ま
す
か
、
宗
侶
養
成
と
檀
信
徒

言
い
ま
す
か
、
宗
侶
養
成
と
檀
信
徒

教
化
は
一
緒
で
は
難
し
か
っ
た
の
で

教
化
は
一
緒
で
は
難
し
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

し
ょ
う
か
。

横横
：：
そ
れ
は
大
変
難
し
い
と
思
い

そ
れ
は
大
変
難
し
い
と
思
い

二
つ
目
。
三
つ
目
は
道
元
禅
師
の
み

二
つ
目
。
三
つ
目
は
道
元
禅
師
の
み

教
え
か
ら
更
に
一
歩
進
め
ら
れ
ま

教
え
か
ら
更
に
一
歩
進
め
ら
れ
ま

し
た
が
、
そ
れ
は
説
法
し
法
を
伝
え

し
た
が
、
そ
れ
は
説
法
し
法
を
伝
え

る
、
教
え
を
人
に
説
く
と
い
う
こ
と

る
、
教
え
を
人
に
説
く
と
い
う
こ
と

に
大
変
力
を
尽
く
さ
れ
た
と
い
う
こ

に
大
変
力
を
尽
く
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
瑩
山
禅
師
は
道
元
禅
師
の

と
で
す
。
瑩
山
禅
師
は
道
元
禅
師
の

著
述
を
徹
底
的
に
研
鑽
さ
れ
、
と
て

著
述
を
徹
底
的
に
研
鑽
さ
れ
、
と
て

も
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
た
。
知
っ
て

も
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
た
。
知
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
道
元
禅
師
が
詳
し

い
る
か
ら
こ
そ
、
道
元
禅
師
が
詳
し

く
説
い
て
い
な
い
部
分
も
し
っ
か
り

く
説
い
て
い
な
い
部
分
も
し
っ
か
り

と
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
た

と
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
た

め
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
と
こ
ろ

め
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
と
こ
ろ

と
、
あ
え
て
補
足
説
明
を
加
え
た
と

と
、
あ
え
て
補
足
説
明
を
加
え
た
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、『
伝

こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、『
伝

光
録
』
に
出
て
く
る
一
仏
五
十
二
祖

光
録
』
に
出
て
く
る
一
仏
五
十
二
祖

は
す
で
に
『
正
法
眼
蔵
』「
仏
祖
」

は
す
で
に
『
正
法
眼
蔵
』「
仏
祖
」

巻
に
よ
っ
て
、
名
前
は
道
元
禅
師
が

巻
に
よ
っ
て
、
名
前
は
道
元
禅
師
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
瑩
山

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
瑩
山

禅
師
は
日
本
曹
洞
宗
に
一
直
線
に
繋

禅
師
は
日
本
曹
洞
宗
に
一
直
線
に
繋

が
る
祖
師
方
の
行
状
を
詳
し
く
お
説

が
る
祖
師
方
の
行
状
を
詳
し
く
お
説

き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
も
う

き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
も
う

一
点
、
道
元
禅
師
を
詳
し
く
学
ぶ
傍

一
点
、
道
元
禅
師
を
詳
し
く
学
ぶ
傍

ら
、「
天
童
の
覚
和
尚
」
で
知
ら
れ

ら
、「
天
童
の
覚
和
尚
」
で
知
ら
れ

る
宏
智
正
覚
禅
師
も
非
常
に
よ
く
学

る
宏
智
正
覚
禅
師
も
非
常
に
よ
く
学

ば
れ
、『
伝
光
録
』
で
は
道
元
禅
師

ば
れ
、『
伝
光
録
』
で
は
道
元
禅
師

の
言
葉
を
解
説
す
る
た
め
に

の
言
葉
を
解
説
す
る
た
め
に
宏宏わ

ん
わ
ん

智智しし

ま
す
。
た
と
え
ば
現
代
で
考
え
ま
す

ま
す
。
た
と
え
ば
現
代
で
考
え
ま
す

と
、
安
居
し
て
師
寮
寺
に
戻
っ
て
教

と
、
安
居
し
て
師
寮
寺
に
戻
っ
て
教

化
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

化
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
や
は
り
き
ち
ん
と
安
居
し
た
と

が
、
や
は
り
き
ち
ん
と
安
居
し
た
と

い
う
こ
と
が
檀
信
徒
の
方
々
に
と
っ

い
う
こ
と
が
檀
信
徒
の
方
々
に
と
っ

て
安
心
材
料
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

て
安
心
材
料
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

法
を
説
く
人
が
生
半
可
で
は
い
け
な

法
を
説
く
人
が
生
半
可
で
は
い
け
な

い
と
瑩
山
禅
師
も
考
え
た
の
で
は
な

い
と
瑩
山
禅
師
も
考
え
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

い
で
し
ょ
う
か
。

ＱＱ
22
：：
私
自
身
、
住
職
と
し
て
檀

私
自
身
、
住
職
と
し
て
檀

務
で
布
教
を
す
る
中
で
、
宗
教
性
の

務
で
布
教
を
す
る
中
で
、
宗
教
性
の

神
秘
主
義
的
な
と
こ
ろ
に
陥
ら
な

神
秘
主
義
的
な
と
こ
ろ
に
陥
ら
な

い
よ
う
に
気
を
付
け
て
、
ご
講
義
に

い
よ
う
に
気
を
付
け
て
、
ご
講
義
に

あ
っ
た
よ
う
に
奥
深
い
と
こ
ろ
の
宗

あ
っ
た
よ
う
に
奥
深
い
と
こ
ろ
の
宗

教
心
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
よ
う
に

教
心
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
よ
う
に

気
を
つ
け
て
い
ま
す
。
瑩
山
禅
師
の

気
を
つ
け
て
い
ま
す
。
瑩
山
禅
師
の

占
い
へ
の
傾
倒
の
部
分
で
当
時
の
状

占
い
へ
の
傾
倒
の
部
分
で
当
時
の
状

況
と
し
て
大
変
信
じ
ら
れ
て
い
た
と

況
と
し
て
大
変
信
じ
ら
れ
て
い
た
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
横
山

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
横
山

老
師
ご
自
身
が
法
話
を
さ
れ
る
と
き

老
師
ご
自
身
が
法
話
を
さ
れ
る
と
き

は
そ
の
点
ど
の
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を

は
そ
の
点
ど
の
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を

と
っ
て
い
ま
す
か
。　

と
っ
て
い
ま
す
か
。　

横横
：：
方
便
と
し
て
使
う
こ
と
が
あ
り

方
便
と
し
て
使
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
一
仏
両
祖
の
説
か
れ
た
こ

ま
す
が
、
一
仏
両
祖
の
説
か
れ
た
こ

と
か
ら
離
れ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
あ

と
か
ら
離
れ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
あ

6
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ま
り
に
も
仏
教
思
想
か
ら
離
れ
な
い

ま
り
に
も
仏
教
思
想
か
ら
離
れ
な
い

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ＱＱ
33
：：
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
瑩
山

曖
昧
に
な
っ
て
い
た
瑩
山

禅
師
の
様
子
が
わ
か
り
ま
し
た
。
特

禅
師
の
様
子
が
わ
か
り
ま
し
た
。
特

に
現
代
の
寺
離
れ
か
ら
「
尽
未
来
際

に
現
代
の
寺
離
れ
か
ら
「
尽
未
来
際

置
文
」
の
文
言
が
身
に
染
み
た
思
い

置
文
」
の
文
言
が
身
に
染
み
た
思
い

で
す
。
一
方
で
教
科
書
な
ど
で
は
瑩

で
す
。
一
方
で
教
科
書
な
ど
で
は
瑩

山
禅
師
が
密
教
を
取
り
入
れ
た
た
め

山
禅
師
が
密
教
を
取
り
入
れ
た
た
め

に
曹
洞
宗
は
拡
大
し
て
い
っ
た
と
よ

に
曹
洞
宗
は
拡
大
し
て
い
っ
た
と
よ

く
目
に
し
ま
す
が
、
ど
の
程
度
学
ば

く
目
に
し
ま
す
が
、
ど
の
程
度
学
ば

れ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う

れ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
か
。

横横
：：
鎌
倉
時
代
の
一
般
的
常
識
、
そ

鎌
倉
時
代
の
一
般
的
常
識
、
そ

し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
仏
教

し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
仏
教

＝
密
教
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し

＝
密
教
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
瑩
山
禅
師
が
密
教
を
取
り
入
れ

た
。
瑩
山
禅
師
が
密
教
を
取
り
入
れ

た
と
あ
り
ま
す
が
、『

た
と
あ
り
ま
す
が
、『
宿宿す

く
す
く

曜曜よ
う
よ
う

経経き
ょ
う

き
ょ
う』
と
』
と

い
う
密
教
経
典
を
使
っ
て
星
読
み
を

い
う
密
教
経
典
を
使
っ
て
星
読
み
を

さ
れ
て
い
た
の
で
、
取
り
入
れ
た
と

さ
れ
て
い
た
の
で
、
取
り
入
れ
た
と

認
識
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま

認
識
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
安
易
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
祈

た
、
安
易
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
祈

祷
＝
密
教
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、

祷
＝
密
教
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、

祈
祷
は
ど
こ
で
も
す
る
こ
と
な
の

祈
祷
は
ど
こ
で
も
す
る
こ
と
な
の

で
、
瑩
山
禅
師
が
そ
ん
な
に
密
教
ば

で
、
瑩
山
禅
師
が
そ
ん
な
に
密
教
ば

か
り
使
っ
て
い
た
と
は
考
え
て
は
い

か
り
使
っ
て
い
た
と
は
考
え
て
は
い

う
に
な
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で
、

う
に
な
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で
、

『
従
容
録
』
を
選
ん
で
使
用
し
、
現

『
従
容
録
』
を
選
ん
で
使
用
し
、
現

行
の
法
戦
式
が
江
戸
時
代
か
ら
出
来

行
の
法
戦
式
が
江
戸
時
代
か
ら
出
来

上
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

上
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
も
う
一
点
の
永
光
寺
・
總
持
寺

す
。
も
う
一
点
の
永
光
寺
・
總
持
寺

の
よ
う
な
分
業
制
で
す
が
、
ほ
か
に

の
よ
う
な
分
業
制
で
す
が
、
ほ
か
に

尼
僧
寺
院
も
あ
っ
た
が
檀
越
が
増
え

尼
僧
寺
院
も
あ
っ
た
が
檀
越
が
増
え

づ
ら
か
っ
た
の
で
、
永
光
寺
に
も

づ
ら
か
っ
た
の
で
、
永
光
寺
に
も

ら
っ
た
荘
園
を
尼
僧
寺
院
に
付
け
替

ら
っ
た
荘
園
を
尼
僧
寺
院
に
付
け
替

え
る
な
ど
対
策
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

え
る
な
ど
対
策
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
余
剰
分
を
他
の
寺
院
に
分
配
す

す
。
余
剰
分
を
他
の
寺
院
に
分
配
す

る
よ
う
な
形
を
と
ら
れ
て
い
た
。
確

る
よ
う
な
形
を
と
ら
れ
て
い
た
。
確

か
に
今
後
の
曹
洞
宗
も
違
う
寺
院
運

か
に
今
後
の
曹
洞
宗
も
違
う
寺
院
運

営
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
も

営
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

し
れ
ま
せ
ん
。

司司
：：
大
変
緻
密
な
研
究
成
果
に
基
づ

大
変
緻
密
な
研
究
成
果
に
基
づ

く
、
詳
細
な
お
話
を
頂
戴
す
る
こ
と

く
、
詳
細
な
お
話
を
頂
戴
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
道
元
禅
師
が
お
伝

が
で
き
ま
し
た
。
道
元
禅
師
が
お
伝

え
に
な
ら
れ
た
正
法
の
灯
火
を
確
か

え
に
な
ら
れ
た
正
法
の
灯
火
を
確
か

に
相
承
し
展
開
し
て
、
宗
門
の
興
隆

に
相
承
し
展
開
し
て
、
宗
門
の
興
隆

を
図
り
、
衆
生
済
度
・
女
人
救
済
の

を
図
り
、
衆
生
済
度
・
女
人
救
済
の

誓
願
を
宣
揚
し
、
そ
し
て
師
檀
和
合

誓
願
を
宣
揚
し
、
そ
し
て
師
檀
和
合

を
肝
要
と
据
え
、
現
在
の
曹
洞
宗
に

を
肝
要
と
据
え
、
現
在
の
曹
洞
宗
に

繋
が
る
、
ま
さ
し
く
「
寺
統
の
祖
」

繋
が
る
、
ま
さ
し
く
「
寺
統
の
祖
」

と
呼
ば
れ
る
瑩
山
禅
師
の
み
教
え

と
呼
ば
れ
る
瑩
山
禅
師
の
み
教
え

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
広
ま
っ
た
の
は
、

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
広
ま
っ
た
の
は
、

禅
の
教
え
の
方
が
魅
力
的
だ
っ
た
か

禅
の
教
え
の
方
が
魅
力
的
だ
っ
た
か

ら
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
密
教
を

ら
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
密
教
を

取
り
入
れ
て
道
元
禅
師
の
純
粋
さ
が

取
り
入
れ
て
道
元
禅
師
の
純
粋
さ
が

失
わ
れ
た
と
か
、
密
教
を
取
り
入
れ

失
わ
れ
た
と
か
、
密
教
を
取
り
入
れ

て
広
が
っ
た
と
い
う
の
は
少
々
一
面

て
広
が
っ
た
と
い
う
の
は
少
々
一
面

だ
け
を
見
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
け
を
見
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
す
。

か
と
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
す
。

ＱＱ
44
：：
法
戦
式
で
『
従
容
録
』
を

法
戦
式
で
『
従
容
録
』
を

使
用
す
る
の
は
瑩
山
禅
師
が
宏
智
正

使
用
す
る
の
は
瑩
山
禅
師
が
宏
智
正

覚
禅
師
を
よ
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
と

覚
禅
師
を
よ
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
と

関
係
が
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
永
光
寺

関
係
が
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
永
光
寺

を
檀
信
徒
教
化
、
總
持
寺
を
修
行
の

を
檀
信
徒
教
化
、
總
持
寺
を
修
行
の

道
場
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
し
て

道
場
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
し
て

寺
院
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
れ

寺
院
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
、
こ
れ
か
ら
宗
侶
が
減
少
す
る
中

ば
、
こ
れ
か
ら
宗
侶
が
減
少
す
る
中

で
、
本
山
の
運
営
と
永
光
寺
と
祖
院

で
、
本
山
の
運
営
と
永
光
寺
と
祖
院

の
関
係
を
見
た
時
の
今
後
の
解
決
の

の
関
係
を
見
た
時
の
今
後
の
解
決
の

ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

う
か
。

横横
：：『
従
容
録
』
は
謎
の
部
分
が
あ

『
従
容
録
』
は
謎
の
部
分
が
あ

り
、
い
つ
か
ら
日
本
で
使
わ
れ
て
き

り
、
い
つ
か
ら
日
本
で
使
わ
れ
て
き

た
か
が
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
瑩

た
か
が
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
瑩

山
禅
師
の
後
の
曹
洞
宗
で
は
『
宏
智

山
禅
師
の
後
の
曹
洞
宗
で
は
『
宏
智

語
録
』
し
か
使
わ
ず
宏
智
宗
の
よ

語
録
』
し
か
使
わ
ず
宏
智
宗
の
よ

を
、
改
め
て
仰
ぎ
見
る
思
い
が
い
た

を
、
改
め
て
仰
ぎ
見
る
思
い
が
い
た

し
ま
し
た
。

し
ま
し
た
。

　

間
も
な
く
迎
え
る
瑩
山
禅
師

　

間
も
な
く
迎
え
る
瑩
山
禅
師

七
〇
七
〇
〇〇
回
大
遠
忌
に
向
け
て
、
改
め

回
大
遠
忌
に
向
け
て
、
改
め

て
瑩
山
禅
師
を
お
慕
い
す
る
と
と
も

て
瑩
山
禅
師
を
お
慕
い
す
る
と
と
も

に
、
我
々
セ
ン
タ
ー
布
教
師
一
同
さ

に
、
我
々
セ
ン
タ
ー
布
教
師
一
同
さ

ら
に
教
化
に
勤
し
ん
で
参
り
た
い
と

ら
に
教
化
に
勤
し
ん
で
参
り
た
い
と

存
じ
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が
と

存
じ
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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木村 尚德 師
成安寺住職
山形第一

第６教区６７番

佐藤 道彦 師
光岸寺住職
秋田県

第１４教区１２９番

長谷川 俊昭 師
耕徳寺住職
宮城県

第１１教区２８８番

長岡 俊成 師
大安寺副住職
青森県

第８教区１１９番

原 崇弘 師
総光寺住職
山形第三

第１９教区７３２番

小野田 貴純 師
龍蔵寺住職
山形第三

第３教区４９６番

鈴木 慶道 師
東光寺副住職
秋田県

第１教区１４番

遠田 旭有 師
秀林寺住職
山形第一

第１９教区２３０番

三浦 信髙 師
藏髙院住職
山形第二

第５教区３４４番

三宅 大哲 師
照源寺副住職
宮城県

第１３教区３１１番

菅野 洸喜 師
名川寺副住職
宮城県

第５教区１１７番

渕澤 皓英 師
円城寺副住職
岩手県

第４教区８１番

浅山 賢正 師
儒童寺住職
青森県

7教区９３番

田中 徳雲 師
同慶寺住職
福島県

第１４教区２５４番

晴山 弘俊 師
實相寺住職
岩手県

第１教区３５番

楠　恭信 師
長照寺住職
福島県

　第１６教区３１１番

教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師
紹
介

教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師
紹
介

新
任
教
化
セ
ン
タ
ー
職
員

広報第 72号

8



法　　話

法　法　
 

話
「
修
証
義
第
二
十
三
節
」

話
「
修
証
義
第
二
十
三
節
」 

「
カ
ラ
ス
に
催
お
さ
る
る
、
利
行
に
催
お
さ
る
る
」

曹
洞
宗
東
北
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師　
　

鈴　

木　

慶　

道

利
行
と
い
う
は
、
貴
賎
の
衆
生
に
於
き
て
利
益
の
善
巧
を
廻
ら
す
な
り
、

窮
亀
を
見
、
病
雀
を
見
し
と
き
、
彼
が
報
謝
を
求
め
ず
、

唯
単
え
に
利
行
に
催
お
さ
る
る
な
り
、

愚
人
謂
わ
く
は
利
佗
を
先
と
せ
ば
自
ら
が
利
省
か
れ
ぬ
べ
し
と
、

爾
に
は
非
ざ
る
な
り
、
利
行
は
一
法
な
り
、
普
く
自
佗
を
利
す
る
な
り

　

修
証
義
第
二
十
三
節
は
お
釈
迦
さ

ま
の
大
事
な
四
つ
の
智
慧
、
四
枚
の
般

若
の
う
ち
の
三
つ
目
と
な
る
「
利
行
」

を
味
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
「
利
行
」の「
利
」と
い
う
文
字
は〝
き

き
め
〞
や
〝
効
能
〞
を
表
し
ま
す
。「
利

益
」
は
一
般
的
に
は
「
り
え
き
」
と
読

み
、
当
期
純
利
益
と
い
っ
た
言
葉
が
あ

る
よ
う
に
〝
収
益
や
儲
け
〞
を
意
味
し

ま
す
が
、仏
教
の
世
界
で
は
「
り
や
く
」

と
読
み
〝
仏
の
恵
み
〞
を
意
味
し
ま
す
。

「
ご
利
益
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
仏
さ
ま
は
、
自
分
の
周
囲

に
い
る
人
々
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
を

自
ら
の
喜
び
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
他
者
の
た
め
に
何
か
を
す
る
行
い

の
こ
と
を
「
利
行
」
と
言
い
ま
す
。

「
利
行
と
は
貴
賎
の
衆
生
に
於
き
て
、

利
益
の
善
巧
を
廻
ら
す
な
り
」
意
訳
す

る
と
「
利
行
と
は
相
手
の
立
場
や
性

別
、
身
分
や
家
柄
と
い
っ
た
概
念
を
超

え
、
仏
さ
ま
が
人
々
に
恵
み
を
施
す
が

如
く
、
平
等
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ

る
こ
と
で
あ
る
」
と
、
こ
の
よ
う
に
道

元
禅
師
は
お
示
し
で
す
。　
　

　

相
手
の
立
場
や
家
柄
な
ど
に
は
関

係
な
く
、
皆
が
幸
せ
な
日
々
を
過
ご
す

こ
と
を
仏
教
で
は
願
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
人
間
は
少
な
か
ら

ず
自
分
勝
手
な
生
き
物
で
す
。
だ
れ
か

の
た
め
に
な
に
か
を
し
よ
う
と
し
て

も
、
思
わ
ず
と
も
損
得
や
見
返
り
を
求

め
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
み
教
え
は
周
囲
に
存
在
す
る
あ
ら

ゆ
る
い
の
ち
と
の
関
わ
り
方
を
説
い

た
も
の
で
す
が
、
そ
の
本
当
の
あ
り
方

は
自
然
に
心
や
体
が
動
か
さ
れ
る
と

い
う
「
催
お
さ
る
る
」
と
い
う
言
葉
で

動
物
を
例
え
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
窮
亀
」
と
「
病
雀
」
が
出
て
く
る

と
こ
ろ
で
す
。
中
国
の
故
事
に
、
あ
る

人
が
窮
地
に
い
る
亀
を
助
け
る
も
の
や
、

病
気
の
雀
を
看
病
す
る
お
話
が
あ
り
ま

す
。
後
に
、
助
け
た
動
物
が
恩
返
し
と

し
て
、
彼
ら
に
立
身
出
世
を
も
た
ら
す

の
で
す
が
、
果
た
し
て
困
っ
て
い
る
亀

や
雀
を
み
た
と
き
、
彼
ら
に
打
算
的
な

目
論
見
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
私

は
そ
ん
な
こ
と
は
微
塵
も
考
え
て
い
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
報
い
な
ど
求
め

ず
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
利
行
の
心
を

起
こ
し
て
助
け
た
の
で
し
ょ
う
。

　

思
い
出
す
と
、
私
が
子
ど
も
の
時
に

お
寺
の
中
に
カ
ラ
ス
が
い
た
お
ぼ
ろ
げ

な
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
室
内
に
、
そ
れ

も
お
寺
の
中
に
カ
ラ
ス
が
い
る
と
い
う

の
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

先
日
、
師
匠
に
伺
っ
て
み
る
と
、
30

年
ほ
ど
前
に
境
内
で
怪
我
を
し
て
飛
べ

な
く
な
っ
て
い
た
カ
ラ
ス
が
い
た
の
で
、

行
政
に
許
可
を
取
っ
て
、
一
時
的
に
お

寺
で
保
護
し
て
い
た
そ
う
な
の
で
す
。

傷
つ
い
た
カ
ラ
ス
を
一
週
間
ほ
ど
保
護

し
た
あ
と
は
ま
た
空
に
飛
ん
で
行
っ
た

と
の
こ
と
。

　

カ
ラ
ス
は
ゴ
ミ
を
散
ら
か
し
た
り
、

お
墓
に
あ
る
お
供
え
物
を
く
わ
え
て

持
っ
て
い
っ
た
り
と
、
人
間
か
ら
す
る

と
ち
ょ
っ
と
迷
惑
な
存
在
で
す
。
し
か

し
、
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
地
べ
た
を
這

い
回
り
、
困
っ
て
い
る
カ
ラ
ス
を
み
る

と
自
然
と
体
が
動
い
て
い
た
、
ま
さ
に

「
催
お
さ
れ
て
」
い
た
そ
う
で
す
。
そ

の
後
、
保
護
し
た
カ
ラ
ス
が
何
か
を

持
っ
て
き
て
く
れ
た
り
、
恩
返
し
に
き

た
り
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
な

の
で
す
が
、
も
し
か
す
る
と
、
そ
の
一

羽
の
カ
ラ
ス
を
通
し
た
幼
少
期
の
体
験

が
、
僧
侶
と
し
て
の
道
を
歩
む
私
を
導

い
て
く
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

困
っ
て
い
る
姿
に
人
間
も
動
物
も

関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
こ
に
は
他
者

の
た
め
に
す
る
純
粋
な
行
い
が
た
だ

あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
道
元
禅
師

も
こ
の
故
事
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
禅
師
の
暖
か
み

を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

見
返
り
を
求
め
な
い
、
自
分
と
他
人

の
境
目
の
な
い
行
い
が
「
利
行
」
で

す
。
あ
の
人
の
た
め
に
こ
ん
な
こ
と
を

し
て
あ
げ
よ
う
、
そ
う
い
っ
た
は
か
ら

い
を
超
え
て
、
気
が
つ
い
た
ら
動
い
て

い
る
。
相
手
の
喜
び
が
自
分
の
喜
び
に

感
じ
る
行
い
が
自
然
に
で
き
る
の
が

仏
さ
ま
の
行
い
と
な
り
ま
す
。「
利
行
」

は
、
自
分
と
他
人
の
隔
て
な
く
互
い
に

利
益
を
も
た
ら
し
、
私
た
ち
を
催
お

し
、
導
い
て
く
れ
ま
す
。

（
秋
田
県　

東
光
寺
副
住
職
）

令和 6年 2月
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シ
リ
ー
ズ
「
被
災
地
の
お
寺
は
今
」
第

シ
リ
ー
ズ
「
被
災
地
の
お
寺
は
今
」
第
1414
回回 

令
和
5
年
秋
田
豪
雨
災
害
を
通
し
て

　
　
　

お
寺
と
地
域
の
あ
り
方
を
考
え
る秋

田
県
宝
昌
寺
住
職　
　

新
川　

泰
道

シリーズ 「被災地のお寺は今」第 14回

　

東
日
本
大
震
災
で
犠
牲
と
な
ら
れ
た

方
々
が
十
三
回
忌
と
な
る
昨
年
は
、様
々

な
意
味
で
あ
の
震
災
を
思
い
起
こ
す
一

年
で
し
た
。

3
月
11
日
に
は
三
年
ぶ
り
に
コ
ロ
ナ

禍
以
前
の
規
模
で
各
地
に
て
慰
霊
行
事
、

私
は
大
槌
町
で
の
法
要
に
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
震
災
の
犠
牲
者
を

悼
む
と
共
に
今
年
こ
そ
は
災
害
の
な
い

年
に
と
祈
願
し
4
ヶ
月
、
7
月
14
日
か

ら
続
い
た
豪
雨
で
秋
田
県
内
で
も
甚
大

な
被
害
が
発
生
、
秋
田
市
や
五
城
目
町

な
ど
で
七
千
軒
も
の
住
宅
が
浸
水
被
害

を
受
け
ま
し
た
。

　

地
元
で
も
少
な
い
な
が
ら
床
下
浸
水
の

被
害
に
あ
い
、
お
見
舞
い
か
た
が
た
床
下

消
毒
等
の
相
談
に
応
じ
た
り
、
更
に
被
害

の
大
き
か
っ
た
お
隣
の
能
代
市
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
、
そ
の
後
は
被
害
が

大
き
い
五
城
目
町
や
秋
田
市
で
も
支
援
活

動
の
一
端
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
「
災
害
関
連
死
」
を
減
ら
し
た
い

　

災
害
支
援
に
精
通
し
ノ
ウ
ハ
ウ
や

経
験
豊
富
な
県
外
か
ら
の
「
技
術
系
」

団
体
よ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
今
回

の
水
害
で
秋
田
県
は
大
い
に
助
け
ら
れ

ま
し
た
。
作
業
を
請
け
負
う
業
者
も

フ
ル
回
転
で
順
番
待
ち
の
状
況
。
重

機
を
使
っ
た
泥
よ
せ
や
、
大
工
仕
事
に

も
長
け
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
浸
水
し
た

床
・
壁
板
剥
が
し
や
仮
床
設
置
な
ど

の
応
急
処
置
。
ま
た
電
気
工
事
の
知

識
が
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
浸
水
し
た

エ
ア
コ
ン
室
外
機
を
修
復
、
昨
夏
の
猛

暑
で
エ
ア
コ
ン
が
使
え
な
い
の
は
死
活

問
題
で
あ
り
、
た
い
へ
ん
重
宝
さ
れ
ま

し
た
。

　

彼
ら
は
「
災
害
関
連
死
を
少
し
で

も
減
ら
し
た
い
」
と
の
心
意
気
で
被
災

者
の
心
身
の
ケ
ア
に
努
め
な
が
ら
、
そ

れ
ら
の
技
術
や
経
験
を
存
分
に
発
揮

し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
と
敬
意
を
表

し
ま
す
。
残
念
な
が
ら
秋
田
に
は
災

害
支
援
に
特
化
し
た
団
体
は
ほ
ぼ
皆

無
、
彼
ら
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
理
念
を
ど

う
受
け
継
ぐ
か
が
今
後
の
課
題
で
す
。

そ
ん
な
中
で
、
県
外
の
大
学
生
な
ど

若
い
世
代
も
、
ガ
ソ
リ
ン
代
な
ど
諸
物

価
高
騰
の
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大

勢
駆
け
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。

　

情
報
提
供
も
お
寺
の
役
目

　

間
も
な
く
お
盆
期
間
に
突
入
。
現
場

に
入
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
ま
し
た
が
、

せ
め
て
も
の
情
報
提
供
と
し
て
各
地
の

被
災
経
験
で
蓄
積
さ
れ
た
知
見
を
ま
と

め
た
『
水
害
に
あ
っ
た
時
に
』『
水
害
後

の
家
屋
へ
の
適
切
な
対
応
』
等
の
冊
子

を
適
宜
配
布
。
お
盆
中
に
本
堂
で
持
ち

帰
り
自
由
に
し
た
と
こ
ろ
、
参
拝
者
か

ら
「
親
戚
や
友
人
が
被
災
し
た
の
で
見

せ
て
あ
げ
た
い
」、
数
十
部
が
あ
っ
と
い

う
間
に
な
く
な
り
ま
し
た (

同
冊
子
は

「
震
災
が
つ
な
ぐ
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

の
サ
イ
ト
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可)

。
浸

水
し
た
家
の
傷
み
を
軽
減
す
る
対
策
や

複
雑
な
支
援
制
度
な
ど
、
多
く
の
情
報
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や
知
識
も
必
要
で
す
。 

そ
れ
ら
を
檀
信

徒
や
地
域
の
方
々
に
提
供
す
る
こ
と
も
、

お
寺
の
大
事
な
役
目
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

お
盆
が
過
ぎ
現
地
で
の
活
動
再
開
、

浸
水
し
た
仏
壇
や
泥
ま
み
れ
の
位
牌
に

つ
い
て
の
相
談
を
寄
せ
ら
れ
る
場
面
も

度
々
で
す
。
被
災
直
後
は
目
前
の
衣
食

住
で
手
一
杯
、
少
し
日
が
経
っ
て
仏
壇

や
位
牌
を
気
に
さ
れ
る
と
い
う
の
は「
災

害
あ
る
あ
る
」。 

我
々
よ
そ
者
が
提
供

で
き
る
の
は
、
い
わ
ば 

〝
セ
カ
ン
ド
オ

ピ
ニ
オ
ン
〞、
菩
提
寺
や
最
寄
り
の
お
寺

が
気
軽
に
応
じ
ら
れ
る
関
係
性
が
望
ま

し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
〝
地
域
の
絆
〞
か
ら
生
活
再
建
へ

　

秋
に
入
り
、
支
援
活
動
の
重
心
が

徐
々
に
秋
田
市
へ
集
約
、
都
市
の
排
水

機
能
を
上
回
る
豪
雨
に
よ
る
今
回
の
水

害
は
「
内
水
氾
濫
」。
街
は
一
見
き
れ

い
に
な
り
早
く
も
あ
の
水
害
が
風
化
の

雰
囲
気
も
漂
い
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
家

の
中
は
数
ヶ
月
経
っ
て
も
水
浸
し
の
床

や
家
財
道
具
に
囲
ま
れ
た
生
活
と
い
う

住
民
も
ま
だ
多
く
、
も
う
す
ぐ
冬
を
迎

え
よ
う
と
す
る
中
で
課
題
は
山
積
で
す
。

　

発
災
直
後
、
被
害
の
大
き
な
地
区
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
救
援
物
資

の
配
給
、
炊
き
出
し
の
拠
点
等
に
、
そ

の
後
も
ふ
れ
合
い
の
場
と
し
て
の
お
茶

会
、
各
種
相
談
窓
口
と
し
て
活
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
被
災
後
の
困
り
ご
と

を 
「
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
い
い
の
？
」

と
の
声
は
多
く
、
そ
の
周
知
も
兼
ね
て

住
民
を
元
気
づ
け
る
催
し
を
、
と
の
趣

旨
で
落
語
会
を
企
画
。
落
語
芸
術
協
会

と
連
携
し
て
い
る
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
会
（
Ｓ
Ｖ
Ａ
）
の
協
力
で

岩
手
県
出
身
の
桂
枝
太
郎
師
匠
を
1
月

27
・
28
日
に
お
招
き
し
、 

コ
ミ
セ
ン
2

か
所
、
更
に
源
正
寺
様(

秋
田
市
太
平)

も
会
場
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

　

同
地
区
も
被
害
が
大
き
く
、
夏
以
降

は
地
域
の
交
流
行
事
が
中
止
に
追
い
込

ま
れ
る
な
ど
、
災
害
は
個
々
の
直
接

的
な
被
害
の
み
な
ら
ず
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

そ
の
〝
再
構
築
〞 

に
お
寺
が
果
た
す
役

割
は
大
き
い
こ
と
も
、
東
日
本
大
震
災

で
学
ん
だ
重
要
な
点
で
し
た
。

　

当
日
は
地
区
の
婦
人
会
や
民
生
委
員
、

地
区
社
協
の
皆
さ
ん
が
会
場
設
営
や
豚

汁
の
お
振
る
舞
い
。食
材
等
は
地
元
ス
ー

パ
ー
・
い
と
く
か
ら
の
無
償
提
供
な
ど
、

宗
務
所
や
県
曹
青
、
宗
務
所
婦
人
会
の

協
力
・
協
賛
も
得
て
大
賑
わ
い
。
師
匠

の
落
語
が
開
始
さ
れ
る
と
爆
笑
の
渦
！

東
日
本
大
震
災
で
の
実
話
を
モ
チ
ー

フ
と
し
た
演
目 

「
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
」
で
は
、

笑
い
と
共
に
ホ
ロ
ッ
と
さ
せ
る
展
開
に

目
頭
を
押
さ
え
る
聴
衆
も
。
被
災
体
験

の
あ
る
地
域
や
人
々
が
、
後
の
災
害
に

遭
っ
た
人
々
を
応
援
と
い
う
姿
は
過
去

に
も
度
々
目
に
し
ま
し
た
が
、
今
回
も

そ
ん
な
趣
き
と
な
り
ま
し
た
。
来
場
者

か
ら
「
久
し
ぶ
り
に
大
声
で
笑
っ
た
」

「
同
じ
地
区
な
の
に
し
ば
ら
く
顔
を
見
れ

な
か
っ
た
方
と
も
会
え
た
」「
あ
ん
な
水

害
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
時
期
を
ず
ら

し
て
で
も
地
域
の
交
流
の
場
が
必
要
。 

今
日
は
来
て
よ
か
っ
た
」
と
の
声
も
寄

せ
ら
れ
、
お
寺
を
場
と
し
た
「
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築
」
と
い
う
意
味

で
、
こ
の
落
語
会
が
役
割
を
果
た
せ
た

と
す
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

被
災
さ
れ
た
方
々
の
苦
労
は
今
な
お

続
い
て
お
り
ま
す
が
、
地
域
の
絆
が
深

ま
り
つ
つ
、
一
日
も
早
い
生
活
再
建
に

つ
な
が
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

（
令
和
5
年
11
月
記
）
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令
和
５
年
度　

行
事
報
告

令
和
５
年
度　

行
事
報
告

布
教
講
習
会

布
教
師
特
設
検
定

教
化
指
導
員
研
修
会

期　

日　

11
月
28
日
〜
29
日

・
会　

場　

ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台

・
講　

師　

●
特
派
布
教
師
・
山
形
県
松
林
寺
住
職　
　

三
部
義
道　

老
師

　
　
　
「
臨
床
布
教
師
を
目
指
す
―
法
が
良
薬
な
ら
ば
―
」

　
　
　
「
法
話
の
実
践
―
作
成
か
ら
実
演
ま
で
―
」

●
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
准
教
授　
　

横
山
龍
顯　

老
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
「
瑩
山
禅
師
の
ご
生
涯
―
同
時
代
資
料
に
基
づ
い
て
―
」

　
　
　
「
瑩
山
禅
師
の
み
教
え
―
道
元
禅
師
と
の
関
わ
り
に
注
意
し
て
―
」

●
曹
洞
宗
人
権
啓
発
相
談
員
・
静
岡
県
伝
心
寺
住
職　
　

井
上
正
信　

老
師

　
　
　
「
宗
門
の
人
権
の
取
り
組
み
の
変
遷
に
つ
い
て
」

参
加
者
54
名

教
化
指
導
員
研
修
会

・
期　

日　
　

７
月
26
日

・
会　

場　
　

東
北
福
祉
大
学
仙
台
駅
東
口
キ
ャ
ン
パ
ス

・
講　

師

　

●
北
海
道
大
学
大
学
院
教
授　
　

櫻
井
義
秀　

先
生

　
　
　
「
カ
ル
ト
問
題
の
現
在
―
僧
侶
は
い
か
に
対
応
す
べ
き
か
」

　

●
前
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員　

フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
浄
賢　

老
師

　
　
　
「
海
外
に
お
け
る
曹
洞
宗
と
相
互
理
解
」　

・
参
加
者　

58
名

・
期　

日　
　

７
月
27
日

・
会　

場　
　

東
北
福
祉
大
学
仙
台
駅
東
口
キ
ャ
ン
パ
ス

・
受
験
者
数

19
名

櫻
井
義
秀　

先
生

三
部
義
道　

老
師

井
上
正
信　

老
師

フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
浄
賢　

老
師

横
山
龍
顯　

老
師
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・
第
１
８
７
回　

10
月
４
日(

水)　
　

　

●
民
俗
研
究
家　
　

結
城
登
美
雄　

先
生

　
　
　
「
東
北
の
小
さ
な
村
々
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」

・
参
加
者　

１
２
９
名

・
第
１
８
８
回　

12
月
５
日(

火)

　

●
曹
洞
宗
特
派
布
教
師
・
青
森
県
清
凉
寺
住
職　
　

柿
崎
宏
隆　

老
師

　
　
　
「
感
応
道
交
―
こ
の
人
は
私
だ
か
ら
は
じ
ま
る
歩
き
方
―
」

・
参
加
者　

81
名

・
会
場　

東
北
福
祉
大
学
仙
台
駅
東
口
キ
ャ
ン
パ
ス

・
第
１
８
９
回　

令
和
６
年
２
月
６
日(

火)　
　

　

●
学
校
法
人
栴
檀
学
園　

東
北
福
祉
大
学
学
長　
　

千
葉
公
慈　

老
師

　
　
　
「
楽
し
い
集
い

　
　
　

―
仏
典
の
教
え
る

　
　
　

幸
せ
の
か
た
ち
」

・
参
加
者　

１
９
７
名

・
会
場　

宮
城
県　

楽
楽
楽
ホ
ー
ル

・
第
１
８
４
回　

４
月
20
日(

木)　
　

　

●
曹
洞
宗
特
派
布
教
師
・
新
潟
県
東
龍
寺
住
職　
　

渡
邊
宣
昭　

老
師

　
　
　
「
今
こ
こ
を
ど
う
生
き
る
〜
１
・５
人
称
の
関
わ
り
」

・
参
加
者　

１
１
８
名

・
第
１
８
５
回　

６
月
５
日(

月)　
　

　

●
落
語
家　
　

六
華
亭
遊
花　

師
匠

　
　
　
「
地
域
の
輪
は
お
国
自
慢
の
方
言
か
ら
」

・
参
加
者　

２
０
２
名

・
第
１
８
６
回　

８
月
24
日(

木)　
　

　

●
大
本
山
總
持
寺
副
貫
首
・
岩
手
県
正
法
寺
専
門
僧
堂
堂
長　

盛
田
正
孝　

老
師

　
　
　
「
あ
な
た
は

　
　
　

  

仏
教
徒
で
す
か
」

・
参
加
者　

１
６
７
名

令
和
５
年
度　

禅
を
き
く
会

司会 教化センター布教師
佐藤道彦師（秋田県）

司会 教化センター布教師
鈴木慶道師（秋田県）

司会 教化センター布教師
三宅大哲師 (宮城県 )

司会 教化センター布教師
楠恭信（福島県）

司会 教化センター布教師
渕澤皓英師（岩手県）

司会 教化センター布教師
三浦信髙師（山形県）
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・
特
派
布
教
師
・
北
海
道
天
総
寺
住
職　

谷　

龍
嗣　

老
師

７
月
４
日　

五
教
区　

澄
月
寺

　

７
月
５
日　

八
教
区　

円
流
寺

　

７
月
６
日　

六
教
区　

浮
木
寺

　

７
月
７
日　

二
教
区　

昭
傳
寺

　

７
月
８
日　

一
教
区　

安
盛
寺

　

７
月
９
日　

四
教
区　

養
老
寺

　

７
月
10
日　

三
教
区　

松
源
寺

　

７
月
11
日　

七
教
区　

長
泉
寺

・
会
場　

東
北
福
祉
大
学
仙
台
駅
東
口
キ
ャ
ン
パ
ス

　

第
１
回　

10
月
10
日
（
火
）　

坐
禅
入
門　
　

16
名

　

第
２
回　

10
月
17
日
（
火
）　

身
を
調
え
る　

12
名

　

第
３
回　

10
月
24
日
（
火
）　

息
を
調
え
る　

11
名

　

第
４
回　

10
月
31
日
（
火
）　

心
を
調
え
る　

12
名

・
会
場　

東
北
福
祉
大
学
仙
台
駅
東
口
キ
ャ
ン
パ
ス

　

第
１
回　

５
月
９
日
（
火
）　

坐
禅
入
門　
　

28
名　
　
　
　
　
　
　

　

第
２
回　

５
月
16
日
（
火
）　

身
を
調
え
る　

27
名　

　

第
３
回　

５
月
23
日
（
火
）　

息
を
調
え
る　

23
名　
　
　
　

　

第
４
回　

５
月
30
日
（
火
）　

心
を
調
え
る　

29
名

特
派
布
教
師

谷
龍
嗣　

老
師

坐
禅
指
導　

木
村
尚
徳　

師

坐
禅
指
導

教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師　

浅
山
賢
正　

師

坐
禅
指
導

教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師　

佐
藤
道
彦　

師

坐
禅
ナ
イ
ト
２
０
２
３
春

坐
禅
ナ
イ
ト
２
０
２
３
秋

特
派
布
教
と
青
森
県
伝
道
車
巡
回
布
教

坐
禅
指
導

教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師　

長
岡
俊
成　

師
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教
化
資
料
紹
介

お
別
れ
の
言
葉
カ
ー
ド
「
言
の
葉
」

〜
お
伝
え
し
た
い
思
い
を
お
書
き
く
だ
さ
い
〜

　

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
や
癒
し
を
目
的
と
し
て
、
檀
信
徒
向
け
に
作
成

し
た
お
別
れ
の
言
葉
カ
ー
ド
「
言
の
葉
」。

　

枕
経
や
入
棺
時
に
遺
族
に
お
渡
し
し
故
人
へ
の
想
い
を
綴
っ
て

頂
き
棺
に
納
め
ま
す
。

　

お
地
蔵
様
と
観
音
様
の
手
紙
カ
ー
ド
が
各
１
枚
、
言
の
葉
の
由

縁
で
も
あ
る
菩
提
樹
の
葉
型
手
紙
カ
ー
ド
が
６
色
６
枚
、
合
計
８

枚
１
組
で
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

「
心
の
柱
」
私
の
よ
り
ど
こ
ろ

　
「
心
の
柱
」
は
、「
毎
日
読
む
経
典
」
＋
「
書
い
て
残
せ
る
ノ
ー
ト
」

で
す
。

　

人
生
を
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
持
つ

こ
と
を
お
勧
め
す
る
も
の
で
す
。

「
柱
ポ
ス
タ
ー
」

　

檀
信
徒
の
方
々
へ
告
諭
の
敷
衍
を
願
い
、
平
成
30
年
度
は
「
坐

禅
」
を
、
令
和
元
年
度
は
「
洗
面
」
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。

　
「
坐
禅
を
中
心
と
し
た
生
活
の
全
て
が
御
仏
の
行
い
で
あ
る
」

と
い
う
お
諭
し
か
ら
、
朝
起
き
た
ら
ま
ず
顔
を
洗
い
、
そ
れ
か
ら

仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
、
食
事
を
い
た
だ
く
、
そ
う
す
れ
ば
生
活
の

全
て
が
御
仏
の
行
い
と
な
り
ま
す
。
ポ
ス
タ
ー
を
眼
の
つ
く
場
所

に
掲
げ
て
日
々
の
心
の
柱
に
活
か
し
て
い
た
だ
き
、
家
族
み
ん
な

で
つ
と
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
作
成
し
ま
し
た
。

告
諭
を
中
面
に
配
し
た
畳
紙
と
の
セ
ッ
ト
で
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
教
化
資
料
と
し
て
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

（
資
料
は
無
料
で
す
が
、
送
料
を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
）

※
忘
れ
ま
箋
の
申
し
込
み
は
宗
務
庁
に
て
承
っ
て
お
り
ま
す
。

令
和
３
年
度
よ
り
教
化
資
料
の
製
作
は
宗
務
庁
に
一
元
化
さ
れ
ま
し
た
。

令和 5年度　行事報告

盛
田
正
孝　

老
師

曹
洞
宗
婦
人
会
東
北
管
区
研
修
会

・
会　

場　

ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台

・
講　

師

　

●
特
派
布
教
師
・
山
形
県
松
林
寺
住
職　
　

三
部
義
道　

老
師

第
53
回

・
期
日　

７
月
20
日

　
「
修
証
義　

第
一
章
〜
第
四
章　

復
習
」

参
加
者　

58
名

第
54
回

・
期
日　

９
月
15
日

　
「
生
き
る
た
め
の
修
証
義

　
　
　
　
　
　
　

そ
の
五
」

　

第
五
章
〜
報
恩
の

　
　
　
　
　

生
き
方
〜

参
加
者　

55
名

三
部
義
道　

老
師

教
化
フ
ォ
ー
ラ
ム

・
期
日　

８
月
29
日

・
会　

場　

宮
城
県　

ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台

・
講　

師

　

●
大
本
山
總
持
寺
副
貫
首
・

岩
手
県
正
法
寺
専
門
僧
堂
堂
長

　
　
　

  

盛
田　

正
孝　

さ
ま

｢

世
の
中
は
私
し
だ
い｣

参
加
者

73
名
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■
禅
を
き
く
会　
　
　

 
第
１
９
０
回 
４
⽉
18
⽇︵
⽊
︶

曹
洞
宗
特
派
布
教
師
・
神
奈
川
県
東
泉
寺
住
職　

関
水　

俊
道　

老
師

｢
「
生
き
る
力
」
と
な
る
教
え｣

 
第
１
９
１
回 
６
⽉
５
⽇︵
⽔
︶

　

看
護
師
・
僧
侶　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉
置　

妙
憂　
　

氏

｢

今
よ
り
少
し
楽
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
生
き
方
の
ご
提
案｣

 
第
１
９
２
回 
８
⽉
１
⽇︵
⽊
︶

大
本
山
總
持
寺
副
貫
首
・
岩
手
県
正
法
寺
専
門
僧
堂
堂
長

　

盛
田　

正
孝　

老
師

　
「
瑩
山
禅
師
に
学
ぶ
」

 
第
１
９
３
回 
10
⽉
17
⽇︵
⽊
︶

　

曹
洞
宗
特
派
布
教
師
・
岩
手
県
永
昌
寺
住
職　

  
海
野　

義
範　

老
師

｢

繋
が
る
思
い　

繋
が
る
絆｣

 
第
１
９
４
回 
12
⽉
17
⽇︵
⽕
︶

　

元
曹
洞
宗
国
際
セ
ン
タ
ー
所
長　
　

   　
　
　
　

藤
田　

照　

老
師

｢

仏
教
の
始
原
〜
釈
尊
の
「
樹
下
の
打
坐
」
か
ら
学
ぶ
〜｣

 
第
１
９
５
回 
令
和
７
年
2
⽉
17
⽇︵
⽉
︶

学
校
法
人
栴
檀
学
園
・
東
北
福
祉
大
学
学
長　
　

千
葉　

公
慈　

老
師

　
「
心
を
満
た
す
仏
教
の
知
恵
―
日
々
を
楽
し
む
た
め
に
―
」

■
教
化
フ

ラ
ム

・
期　

日　

55
回　

７
月
８
日
（
月
）

　
　
　
　
　

56
回　

９
月
９
日
（
月
）

・
会　

場　

ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台

　
　
　
　
　
　

■
教
化
指
導
員
研
修
会

・
期　

日　

11
月
11
日
（
月
）

・
会　

場　

ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台

■
布
教
講
習
会

・
期　

日　

７
月
25
日
（
木
）
～
26
日
（
金
）

・
会　

場　

秋
田
市

■
布
教
師
特
設
検
定

・
期　

日　

７
月
26
日
（
金
）

・
会　

場　

秋
田
市

・
検
定
科
目　

令
命
１
等
・
令
命
２
等

■
坐
禅
ナ
イ
ト

・
期　

日　
２
０
２
４
春　

　
　
　
　
　
　
５
月
７
・
14
・
21
・
28
日
（
全
４
回
）　

　
　
　
　
　
２
０
２
４
秋

　
　
　
　
　
　

10
月
８
・
15
・
22
・
29
日
（
全
４
回
）

・
会　

場　

東
北
福
祉
大
学
東
口
キ
ャ
ン
パス

・
時　

間　

午
後
７
時
半
〜
午
後
９
時

曹洞宗東北管区教化センターテレフォン法話　心の電話

24時間
年中無休 022-341-1531

教化センターHP

電話番号が
変わりました

New

令和 6年 2月 広報第 72号

令和6年度　行事予定


