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主 な 内容  

◆
海
外
だ
よ
り
 
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
桑
港
寺
 
 

ハ
ワ
イ
・
カ
ウ
ア
イ
禅
宗
寺
 
 

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
直
心
庵
 
 

他
 
 

釈
尊
の
説
い
た
教
化
の
条
件
 
 
奈
良
康
明
・
駒
沢
大
学
教
授
 
 

国
際
化
の
中
の
雪
洞
禅
を
語
る
！
 
 相

川
正
普
師
 
 

三
好
晃
一
師
 
 

中
川
正
寿
師
 
 

●●● ●●●●●● ●● ●● ●● ●●  

◆
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
・
コ
ー
ナ
ー
 
元
ハ
ワ
イ
関
数
師
 
秋
田
新
降
帥
 
 

◆
国
内
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 

横
浜
善
光
寺
留
学
偲
育
英
会
留
学
生
募
集
－
・
 
 

国
際
的
な
神
道
場
を
目
ざ
す
熊
本
聖
護
寺
 
 

森
山
大
行
師
南
米
関
数
総
監
に
！
 
 

奥
村
正
博
師
ミ
ネ
ソ
タ
禅
セ
ン
タ
ー
主
任
関
数
師
に
！
 
 

◆
そ
の
他
 
 
 

過
る
二
月
に
、
雨
大
本
山
及
び
宗
 
 

務
庁
、
元
海
外
関
数
師
、
ま
た
淘
外
 
 

関
数
に
つ
い
て
今
日
ま
で
ご
支
援
や
 
 

関
心
を
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
先
非
諸
 
 

老
師
の
参
加
を
頂
き
、
曹
洞
禅
イ
ン
 
 

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
発
足
の
運
び
と
 
 

な
り
ま
し
た
。
 
 
 

大
変
遅
れ
ま
し
た
が
こ
こ
に
第
一
 
 

号
の
会
報
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
 
 
 

記
念
す
べ
き
創
刊
号
の
巻
頭
に
奈
 
 

良
康
明
先
生
の
論
文
を
辛
い
に
も
頂
 
 

く
弔
が
出
来
ま
し
た
。
今
、
世
界
中
 
 

が
大
き
な
変
革
の
中
に
あ
り
ま
す
。
 
 

こ
の
変
革
期
に
当
た
っ
て
、
我
々
宗
 
 

門
人
も
等
し
く
己
を
見
つ
め
直
し
、
 
 

国
内
、
海
外
を
と
わ
ず
布
教
教
化
と
 
 

は
何
か
を
再
考
す
べ
き
で
あ
り
ま
 
 

す
。
こ
の
時
期
に
曹
洞
神
イ
ン
タ
ー
 
 

ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
出
発
出
来
ま
す
こ
と
 
 

は
、
意
義
深
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

［
摘
細
川
㍑
招
、
”
冒
針
 
シ
ョ
ナ
ル
会
 
長
 
桧
永
鋏
…
道
－
 
 

奈
良
先
生
の
巻
頭
に
述
べ
ら
れ
た
意
 
 
 

と
す
る
と
こ
ろ
を
会
の
理
念
と
し
て
 
 

■
 
行
き
た
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

開
放
謂
師
は
多
様
性
の
世
界
で
教
 
 
 

化
宗
団
の
一
人
と
し
て
、
違
う
世
界
 
 
 

観
を
肌
で
受
け
止
め
、
共
生
し
て
き
 
 
 

た
経
験
を
持
っ
て
い
ま
す
。
国
内
に
 
 
 

あ
っ
て
も
、
現
在
の
お
互
い
の
情
報
 
 
 

を
交
換
し
連
携
を
密
に
す
る
こ
と
 
 
 

が
、
引
き
続
き
懸
命
の
精
進
を
し
て
 
 
 

い
る
現
関
数
諸
師
、
更
に
は
国
内
の
 
 
 

諸
老
師
方
の
沖
美
に
細
や
か
な
が
ら
 
 
 

も
役
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
 
 
 

い
か
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

こ
の
会
報
に
、
皆
様
か
ら
の
種
々
 
 
 

の
情
報
を
提
供
し
て
頂
き
、
共
に
当
 
 
 

面
す
る
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
 
 
 

い
と
思
い
ま
す
。
宜
し
く
ご
指
導
、
 
 
 

ご
協
力
を
お
暇
い
し
ご
挨
拶
と
い
た
 
 
 

し
ま
す
。
 
 

T  
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神
が
世
界
的
な
関
心
を
あ
び
て
い
 
 

る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
外
国
人
が
 
 

神
を
求
め
る
そ
れ
な
り
の
需
要
は
あ
 
 

る
し
、
禅
の
教
え
が
今
日
世
界
の
 
 

人
々
に
説
か
れ
る
べ
き
宗
教
的
な
内
 
 

容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
 
 

る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
 
 

日
本
人
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
 
 

説
け
ば
い
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
 
 

ら
な
い
。
い
や
、
日
本
人
に
対
し
て
 
 

さ
え
、
今
の
説
き
方
が
十
全
の
も
の
 
 

で
あ
る
と
は
と
て
も
言
え
な
い
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
C
、
 
 

創刊号特集  
（
．
）
 
 

釈
尊
の
説
い
た
教
化
の
条
件
 
 

国
際
化
の
な
か
の
雪
洞
禅
 
 
 

ビ
ー
ル
フ
ェ
ル
ト
教
授
は
、
ア
メ
リ
 
 

カ
に
お
け
る
道
元
禅
師
へ
の
関
心
を
 
 

「
哲
学
者
道
元
」
 
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
 
 

い
る
と
い
う
。
「
宗
教
者
道
元
」
 
や
、
 
 

鎌
倉
期
に
生
き
た
宗
教
的
人
格
と
し
 
 

て
の
 
「
人
間
道
元
」
 
へ
の
関
心
、
研
 
 

究
は
大
幅
に
欠
落
し
て
い
る
。
こ
れ
 
 

は
、
あ
る
程
度
事
実
だ
ろ
う
と
思
う
。
 
 

禅
の
歴
史
的
か
つ
文
化
的
伝
承
の
な
 
 

い
と
こ
ろ
で
は
、
理
論
か
ら
入
る
の
 
 

が
も
つ
と
も
手
早
い
も
の
だ
か
ら
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
常
て
の
鈴
木
大
拙
が
神
 
 

を
説
き
、
大
い
に
欧
米
の
知
識
人
を
 
 

啓
蒙
し
た
の
と
同
日
に
考
え
て
は
な
 
 

ら
な
い
。
今
日
、
欧
米
各
地
に
は
曹
 
 

洞
宗
系
の
（
い
や
、
組
織
と
し
て
は
 
 

は
っ
き
り
と
曹
洞
宗
に
か
か
わ
る
）
 
 

神
セ
ン
タ
ー
が
数
多
く
樹
立
さ
れ
、
 
 

青
い
目
の
白
人
が
黒
衣
の
袖
を
翻
し
 
 

て
坐
禅
と
作
務
の
生
活
を
続
け
て
い
 
 

る
。
経
済
的
に
も
と
に
か
く
独
立
し
 
 

て
い
て
、
こ
れ
は
教
団
と
し
て
の
曹
 
 

洞
禅
の
走
者
で
あ
る
。
両
祖
の
教
え
 
 

は
、
今
や
、
欧
米
の
地
に
根
を
は
や
 
 

し
た
の
で
あ
り
、
現
象
的
に
は
さ
さ
 
 

や
か
な
も
の
は
あ
っ
て
も
、
曹
洞
神
 
 

は
外
国
で
新
た
な
発
展
に
む
け
て
、
 
 

す
で
に
ス
タ
ー
ト
し
て
し
ま
っ
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 
 

禅
セ
ン
タ
ー
の
定
着
と
い
う
こ
と
 
 

自
体
が
、
欧
米
に
お
け
る
曹
洞
禅
の
 
 

生
活
化
で
あ
り
、
今
日
化
も
こ
の
間
 
 

題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
宗
門
の
在
 
 

駒
沢
大
学
教
授
 
奈
良
康
明
 
 

禅
を
説
き
、
人
に
信
を
お
こ
さ
せ
、
 
 

実
践
に
導
く
た
め
に
、
つ
ま
り
禅
の
 
 

教
化
の
為
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
 
 

必
要
な
の
か
。
一
つ
の
基
準
と
し
て
、
 
 

釈
尊
の
見
ホ
な
伝
道
宣
言
の
こ
と
ば
 
 

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
な
 
 

外
寺
院
の
活
動
と
し
て
も
、
日
系
人
 
 

を
含
む
外
国
人
の
中
に
生
き
る
曹
洞
 
 

禅
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
 
 

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
教
化
 
 

の
問
題
で
あ
る
。
曹
洞
神
の
国
際
化
 
 

は
稗
々
の
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
 
 

き
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
教
化
の
面
か
 
 

ら
考
え
て
み
た
い
。
 
 

（
二
）
 
 

が
ら
考
え
て
み
た
い
。
 
 
 

ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
で
の
初
転
法
 
 

輪
の
後
、
釈
尊
は
し
ば
ら
く
こ
の
地
 
 

に
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
五
人
の
嘗
 
 

て
の
修
業
者
仲
間
も
教
化
し
、
そ
の
 
 

他
多
く
の
青
年
を
出
家
・
修
業
さ
せ
、
 
 

あ
る
程
度
の
人
数
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
 
 

で
、
釈
尊
は
弟
子
た
ち
に
各
地
に
伝
 
 

道
に
赴
く
よ
う
命
じ
る
。
 
 
 

そ
の
時
に
、
釈
尊
は
次
の
よ
う
に
 
 

説
い
て
い
る
。
 
 

一
切
の
 
 

比
丘
た
ち
よ
、
私
は
・
・
・
 
 

束
縛
か
ら
自
由
に
な
っ
た
。
そ
な
た
 
 

た
ち
も
同
様
に
自
由
と
な
っ
た
。
諸
 
 

人
の
利
益
と
幸
福
の
た
め
に
、
ま
た
 
 

世
の
人
へ
の
共
感
を
も
つ
て
、
神
々
 
 

と
人
間
の
利
益
、
幸
福
の
た
め
に
、
 
 

そ
な
た
た
ち
は
出
か
け
る
が
よ
い
。
 
 

（
な
る
べ
く
多
く
の
人
に
数
え
ら
れ
 
 

る
よ
う
）
 
二
人
し
て
道
を
行
く
な
。
 
 

初
め
も
善
く
、
中
ご
ろ
も
善
く
、
終
 
 

わ
り
も
善
く
、
道
理
と
表
現
と
が
備
 
 

わ
っ
た
教
え
を
説
き
な
さ
い
。
こ
の
 
 

上
な
く
安
全
で
、
清
ら
か
な
行
い
を
 
 

人
に
示
し
な
さ
い
。
世
間
に
は
心
の
 
 

目
が
 
（
欲
望
の
）
塵
垢
に
そ
れ
ほ
ど
 
 

覆
わ
れ
て
い
な
い
の
に
、
教
え
を
開
 
 

く
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
堕
 
 

落
し
て
い
る
人
が
い
る
。
（
教
え
ら
れ
 
 

れ
ば
）
彼
ら
は
真
実
を
悟
れ
る
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 

（
「
相
応
部
経
典
」
 
丁
四
・
一
・
五
）
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「
も
ろ
も
ろ
の
人
の
利
益
と
幸
福
 
 

の
た
め
に
」
と
い
う
の
は
釈
尊
の
伝
 
 

道
の
目
的
が
人
々
の
救
済
に
あ
る
こ
 
 

と
を
示
し
．
て
い
る
。
 
 
 

必
ず
し
も
物
や
金
、
仕
事
な
ど
を
 
 

与
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
精
神
の
救
 
 

い
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
釈
 
 

尊
を
初
め
と
す
る
当
時
の
出
家
者
 
 

は
、
社
会
を
出
た
人
で
あ
る
。
従
っ
 
 

て
世
俗
社
会
の
福
祉
や
貧
困
な
ど
に
 
 

具
体
的
に
は
か
か
わ
る
べ
き
で
は
な
 
 

い
と
い
う
鉄
則
が
あ
る
。
 
 
 

こ
の
点
が
現
代
の
私
た
ち
と
異
な
 
 

る
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
社
会
内
の
 
 

存
在
で
あ
る
。
国
勢
調
査
で
国
民
の
 
 

一
人
に
数
え
ら
れ
、
（
托
鉢
に
よ
っ
て
 
 

食
を
得
る
の
で
は
な
い
か
ら
）
経
済
 
 

的
に
は
自
立
し
、
所
得
税
を
払
っ
て
 
 

い
る
。
社
会
の
一
員
で
あ
る
だ
け
に
、
 
 

宗
教
者
の
社
会
的
責
任
は
？
な
ど
と
 
 

問
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
仏
法
の
最
基
本
は
、
真
 
 

実
に
随
順
し
て
生
き
る
努
力
を
続
 
 

け
、
そ
こ
に
其
の
自
己
実
現
を
は
か
 
 

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
プ
ロ
セ
 
 

ス
の
な
か
に
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
 
 

教
者
と
し
て
の
社
会
へ
の
働
き
か
け
 
 

奈良 康明（なら・やすあき）  

1929年】2月、東京に生まれる。   

1956年、東京大学大学院人文科学研究科印度哲学専攻修士課程卒業。   
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学博士。I980年、東方学術賞受賞。日本印度学仏教学会王里事、日本  
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ス）、「仏教史－インド・東南アジア」など多数。  

が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
心
か
 
 

物
か
、
精
神
か
福
祉
か
な
ど
と
い
う
 
 

軽
率
な
二
元
論
で
、
我
々
の
宗
教
活
 
 

動
の
領
域
を
規
定
す
る
べ
き
で
は
な
 
 

か
ろ
う
。
社
会
の
人
々
と
心
の
痛
み
 
 

を
分
か
ち
合
う
と
こ
ろ
か
ら
我
々
の
 
 

教
化
、
伝
道
は
ス
タ
ー
ト
す
る
。
そ
 
 

こ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
一
個
半
個
の
教
 
 

化
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
積
極
的
に
 
 

社
会
活
動
を
展
開
し
、
具
体
的
な
形
 
 

で
社
会
に
貢
献
す
る
道
も
開
け
て
い
 
 

る
。
「
人
々
の
利
益
と
幸
福
の
た
め
 
 

に
」
何
を
す
る
の
か
、
何
が
出
来
る
 
 

の
か
、
そ
れ
が
私
た
ち
各
人
の
決
意
 
 

と
選
択
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
 
 

そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
世
の
人
々
へ
の
 
 

共
感
」
 
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
 
 

さ
り
げ
な
い
表
現
の
中
に
、
釈
尊
 
 

は
無
限
の
思
い
を
こ
め
て
こ
の
こ
と
 
 

ば
を
語
っ
て
い
る
と
私
は
思
う
。
人
 
 

に
親
切
に
せ
よ
、
善
を
な
せ
、
と
い
っ
 
 

た
表
現
と
同
じ
で
、
こ
と
ば
と
し
て
 
 

は
何
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
あ
る
べ
 
 

き
理
想
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
 
 

て
、
し
か
し
、
其
撃
に
そ
れ
を
受
け
 
 

と
め
、
実
践
す
る
た
め
に
は
、
全
生
 
 

活
を
あ
げ
て
の
決
意
と
努
力
が
必
要
 
 

と
さ
れ
よ
う
。
ま
さ
に
そ
の
決
意
を
 
 

釈
尊
は
弟
子
た
ち
に
要
請
し
て
い
る
 
 

も
の
だ
し
、
同
時
に
、
こ
れ
は
私
た
 
 

ち
教
団
へ
の
教
戒
で
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

釈
尊
は
二
人
し
て
道
を
行
く
な
、
 
 

と
命
じ
る
。
何
故
二
人
で
行
っ
て
は
 
 

い
け
な
い
の
か
。
な
る
た
け
多
く
の
 
 

人
に
開
法
の
機
会
を
与
え
る
た
め
で
 
 

あ
っ
て
、
こ
れ
も
伝
道
へ
の
熱
意
の
 
 

あ
ら
わ
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
教
え
 
 

を
説
く
の
か
。
仏
典
は
 
「
初
め
も
普
 
 

く
、
中
ご
ろ
も
善
く
、
終
わ
り
も
善
 
 

く
、
道
理
と
表
現
と
が
備
わ
っ
た
教
 
 

え
」
を
説
け
と
い
う
。
道
理
を
備
え
る
 
 

と
い
う
の
は
、
智
恵
と
慈
悲
を
備
え
た
 
 

教
え
と
み
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
も
、
表
現
が
備
わ
っ
て
い
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
判
り
 
 

よ
い
表
現
、
優
美
な
表
現
、
人
の
心
 
 

を
魅
了
す
る
表
現
、
な
ど
と
言
い
換
 
 

え
て
も
い
い
も
の
で
あ
る
。
教
え
は
 
 

人
々
に
理
解
さ
れ
、
心
を
ゆ
さ
ぷ
り
、
 
 

信
を
お
こ
す
契
機
と
な
ら
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
 
 
 

ま
さ
に
こ
こ
に
現
代
の
私
た
ち
が
 
 

直
面
し
て
い
る
大
き
な
問
題
が
あ
 
 

る
。
判
り
よ
い
禅
の
表
現
と
は
、
禅
 
 

の
教
え
の
今
日
的
な
表
詮
と
い
っ
て
 
 

も
よ
い
。
果
し
て
そ
の
教
え
が
あ
る
 
 

だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
れ
は
宗
学
研
究
に
か
か
わ
る
問
 
 

題
で
あ
る
。
正
直
に
言
わ
せ
て
も
ら
 
 

え
ば
、
今
日
の
曹
洞
宗
学
は
私
た
ち
 
 

一
般
の
人
間
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
 
 

と
ば
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
 
 

一
つ
に
は
、
単
に
こ
と
ば
の
み
の
問
 
 

題
で
は
な
い
。
論
理
、
な
い
し
、
レ
 
 

ヴ
ュ
ル
の
問
題
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
 
 
 

つ
ま
り
、
「
正
法
眼
蔵
」
 
で
あ
れ
、
 
 

そ
の
他
の
祖
師
方
の
語
録
で
あ
れ
、
 
 

す
べ
て
は
い
わ
ば
「
悟
り
の
立
場
」
 
 

か
ら
説
か
れ
て
い
る
。
坐
禅
は
手
段
 
 

で
は
な
く
、
目
的
だ
と
い
う
言
い
方
 
 

な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
何
の
た
め
 
 

に
坐
禅
す
る
の
か
と
問
わ
れ
て
、
「
無
 
 

目
的
」
と
答
え
る
お
師
家
さ
ん
は
少
 
 

な
く
な
い
。
そ
の
意
味
は
、
坐
禅
は
 
 

仏
行
で
あ
り
、
坐
る
こ
と
が
仏
と
し
 
 

て
の
自
己
を
顕
し
て
い
る
も
の
だ
か
 
 

ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 
 

説
明
は
私
た
ち
宗
門
の
人
間
に
は
そ
 
 

れ
な
り
に
判
る
。
小
僧
の
時
か
ら
開
 
 

か
さ
れ
、
少
し
ず
つ
身
体
に
染
み
込
 
 

ん
で
い
る
し
、
幾
分
の
理
論
的
説
明
 
 

も
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
所
詮
 
 
 

「
悟
り
の
立
場
」
か
ら
の
、
「
仏
と
し
 
 

て
」
 
の
表
現
な
の
で
あ
り
、
日
常
の
 
 

論
理
で
成
り
立
っ
て
い
る
会
話
に
は
 
 

な
じ
ま
な
い
、
そ
も
そ
も
、
人
間
の
 
 

行
為
に
し
て
目
的
の
な
い
行
為
な
ど
 
 

と
い
う
の
は
、
論
理
的
に
あ
り
え
な
 
 

い
。
だ
か
ら
 
「
無
目
的
の
行
為
」
 
と
 
 

言
っ
て
も
理
解
さ
れ
に
く
い
の
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
だ
か
ら
坐
禅
 
 

は
人
間
の
行
で
は
な
い
、
仏
の
行
だ
」
 
 

な
ど
と
言
う
の
は
、
誤
解
を
よ
り
増
 
 

す
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

や
は
り
、
一
般
の
人
に
説
こ
う
と
 
 

思
っ
た
ら
、
人
々
の
判
る
こ
と
ば
で
 
 

語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
 
 

坐
禅
は
自
我
の
は
た
ら
き
を
抑
え
る
 
 

手
段
で
あ
る
、
な
ど
と
説
い
て
お
い
 
 

て
、
次
第
に
坐
禅
が
仏
行
で
あ
る
こ
 
 

と
を
説
い
て
行
く
こ
と
は
可
能
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

下
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
ま
 
 

さ
に
こ
う
し
た
点
に
禅
の
教
え
の
難
 
 

解
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
修
業
者
 
 

相
手
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
一
般
に
人
 
 

た
ち
、
そ
れ
も
外
国
の
人
た
ち
に
禅
 
 

の
論
理
を
そ
の
ま
ま
ぶ
つ
け
て
も
理
 
 

解
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

こ
の
意
味
で
、
今
日
の
洞
門
で
は
、
 
 

少
な
く
と
も
上
の
意
味
で
整
備
さ
れ
 
 

た
表
現
が
身
近
に
利
用
で
き
る
と
は
 
 

思
え
な
い
。
教
え
の
 
「
表
現
」
 
に
関
 
 

す
る
不
満
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
同
時
に
こ
れ
は
宗
学
者
 
 

の
み
に
任
せ
て
お
け
ば
良
い
と
い
う
 
 

問
題
で
も
な
い
。
「
表
現
を
備
え
た
教
 
 

え
」
 
に
は
別
の
面
か
ら
考
え
る
べ
き
 
 

こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
 
 

は
い
ま
や
教
化
活
動
を
し
よ
う
、
と
 
 

釈
尊
は
道
理
と
表
現
が
備
わ
っ
た
 
 

教
え
を
説
け
、
と
い
う
反
面
、
「
こ
の
 
 

上
な
く
完
全
で
清
ら
か
な
行
い
を
人
 
 

に
示
せ
」
と
言
う
。
こ
れ
は
仏
法
が
 
 

表
現
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
 
 

示
す
も
の
で
あ
る
。
仏
法
は
人
々
の
 
 

生
活
実
践
、
あ
る
い
は
修
業
を
通
じ
 
 

て
、
は
た
ら
き
だ
す
。
教
え
を
説
く
 
 

も
の
が
自
ら
説
く
も
の
が
自
ら
法
を
 
 

実
践
し
、
人
に
示
さ
な
か
っ
た
ら
、
 
 

説
得
力
も
な
い
し
、
人
間
的
な
影
響
 
 

を
通
し
て
生
き
方
を
教
え
る
こ
と
も
 
 

出
来
な
い
。
 
 
 

各
人
の
仏
法
の
理
解
と
自
覚
の
上
 
 

に
実
践
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
ど
ん
な
 
 

い
素
晴
ら
し
い
教
学
的
な
表
詮
で
も
 
 

単
な
る
知
識
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
 
 

決
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
化
す
 
 

る
と
い
う
以
上
、
教
化
す
べ
き
何
物
 
 

か
を
私
た
ち
は
自
ら
に
持
っ
て
い
る
 
 

は
ず
な
の
で
、
そ
の
理
念
こ
そ
を
、
 
 

こ
 

の
表
現
」
に
違
い
な
い
。
必
ず
し
も
、
 
 

数
学
的
な
表
現
の
み
の
問
題
で
は
な
 
 

い
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
は
端
的
に
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
 
 

の
問
題
で
あ
り
、
実
は
、
そ
れ
と
関
 
 

連
し
て
釈
尊
の
次
の
こ
と
ば
を
開
く
 
 

必
要
が
あ
る
。
 
 

（
四
）
 
 

世
界
の
傾
向
は
、
単
な
る
哲
学
、
知
 
 

識
と
し
て
の
宗
教
よ
り
も
、
実
在
的
 
 

な
「
生
き
る
」
道
と
し
て
の
宗
教
が
 
 

求
め
ら
れ
て
い
る
。
禅
に
関
心
が
も
 
 

た
れ
る
の
も
、
ま
さ
に
禅
が
 
「
生
き
 
 

る
」
道
で
あ
り
、
仏
法
、
つ
ま
り
真
 
 

実
に
自
ら
「
参
加
」
す
る
も
の
だ
か
 
 

ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
知
的
な
、
そ
 
 

れ
こ
そ
人
々
が
理
解
で
き
る
表
現
を
 
 

待
っ
た
説
明
が
な
け
れ
ば
、
「
生
き
 
 

る
」
実
践
の
方
向
を
示
す
こ
と
は
出
 
 

来
な
い
。
 
 
 

知
と
行
は
こ
う
し
て
車
の
両
輪
の
 
 

よ
う
に
共
に
は
た
ら
く
も
の
だ
が
、
 
 

ま
さ
に
こ
こ
に
私
た
ち
の
教
化
の
現
 
 

実
的
な
出
発
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
も
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
と
に
か
く
 
 

ス
タ
ー
ト
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

そ
れ
ぞ
れ
に
社
会
的
か
つ
宗
教
的
な
 
 

活
動
を
展
開
し
っ
つ
、
そ
れ
を
支
え
 
 

る
教
学
な
い
し
実
践
の
理
念
は
常
に
 
 

模
索
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
逆
 
 

に
仏
法
に
随
順
す
る
私
た
ち
と
し
て
 
 

は
、
禅
の
教
え
は
、
異
に
、
自
己
を
 
 

見
い
だ
し
っ
つ
 
「
生
き
る
」
方
向
を
 
 

導
く
も
の
と
し
て
、
実
践
に
は
た
ら
 
 

き
出
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

教
化
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
結
局
、
世
 
 

の
人
々
へ
の
共
感
で
あ
り
、
心
の
痛
 
 

み
の
分
か
ち
合
い
で
あ
り
、
宗
門
人
と
 
 

し
て
の
自
覚
に
基
づ
く
実
践
と
い
う
 
 

こ
と
に
帰
着
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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．
9
2
年
の
北
米
総
監
部
の
行
事
を
振
 
 

り
返
っ
て
み
る
と
、
九
月
上
旬
に
カ
 
 

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ナ
パ
パ
レ
一
に
於
 
 

い
て
閑
散
帥
協
議
会
が
開
催
、
十
一
 
 

月
中
旬
に
は
第
三
回
北
米
・
ハ
ワ
イ
 
 

曹
洞
宗
信
徒
大
会
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
 
 

ス
コ
桑
港
寺
を
会
場
に
開
催
さ
れ
多
 
 

忙
な
一
年
で
あ
っ
た
。
 
 
 

関
数
価
協
議
会
は
第
三
回
を
迎
 
 

え
、
特
に
今
回
よ
り
、
開
教
師
の
み
 
 

な
ら
ず
寺
族
を
含
め
た
会
議
と
な
 
 

些米                ＋        l  

り
、
内
外
に
お
け
る
問
題
を
寺
族
の
 
 

立
場
か
ら
提
起
し
て
も
ら
い
、
今
後
 
 

の
関
数
の
在
り
方
に
対
し
て
一
つ
の
 
 

警
鐘
で
あ
っ
た
。
 
 
 

特
に
生
活
の
点
で
は
、
家
族
を
支
 
 

え
る
た
め
の
具
体
的
な
例
が
出
さ
 
 

れ
、
そ
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
 
 

関
数
師
の
生
活
保
証
の
改
善
が
急
務
 
 

と
さ
れ
た
。
こ
の
為
、
総
監
部
、
宗
 
 

務
庁
と
協
議
の
上
、
そ
の
対
応
を
進
 
 

め
て
い
る
。
 
 
 

更
に
慢
性
的
な
関
数
師
の
不
足
と
 
 

い
う
事
態
が
続
い
て
お
り
、
そ
の
対
 
 

策
に
も
苦
慮
し
て
い
る
状
態
で
あ
 
 

り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
急
ぎ
検
討
 
 

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

第
三
回
北
米
ハ
ワ
イ
曹
洞
宗
信
徒
 
 

大
会
で
は
、
ハ
ワ
イ
よ
り
約
六
十
名
、
 
 

北
米
側
よ
り
七
十
名
が
参
加
し
、
信
 
 

徒
側
よ
り
教
団
の
か
か
え
る
問
題
が
 
 

提
示
さ
れ
、
関
数
師
と
信
徒
と
の
開
 
 

教
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
。
又
、
特
 
 

別
講
師
と
し
て
、
鞠
沢
大
学
教
授
 
 

大
谷
哲
夫
師
と
、
浄
土
共
宗
シ
カ
ゴ
 
 

彿
教
会
閑
教
師
小
杭
好
臣
師
の
講
演
 
 

が
あ
り
、
丙
師
の
盟
富
な
体
験
に
耳
 
 

を
傾
け
た
。
 
 
 

海
外
関
数
の
か
か
え
る
問
題
は
多
 
 

岐
に
亙
り
山
積
し
て
い
る
が
、
総
監
 
 

去
る
三
月
十
日
、
一
時
帰
国
さ
れ
 
 

た
ド
イ
ツ
・
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
直
心
庵
 
 

主
任
開
教
師
・
中
川
正
寿
師
に
、
お
 
 

話
を
伺
い
ま
し
た
。
 
 
 

現
在
は
、
接
心
を
中
心
に
、
時
に
 
 

は
、
他
の
禅
の
グ
ル
ー
プ
の
要
請
で
 
 

講
義
を
し
た
り
、
坐
禅
の
指
導
を
し
 
 

た
り
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
 
 

を
持
つ
一
般
の
人
々
か
ら
招
待
を
受
 
 

け
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
 
 
 

部
を
中
心
に
、
関
数
師
間
の
連
携
と
 
 

信
徒
間
の
協
力
に
よ
り
、
今
後
の
関
 
 

数
の
資
に
処
し
た
い
。
 
 
 

総
監
部
で
も
、
こ
れ
ら
各
種
の
行
 
 

事
を
催
す
際
に
米
国
内
に
留
ま
ら
 
 

ず
、
広
く
日
本
か
ら
の
参
加
を
呼
び
 
 

か
け
、
相
互
の
理
解
と
協
力
の
も
と
、
 
 

正
伝
の
俳
法
が
流
布
さ
れ
る
よ
う
望
 
 

む
も
の
で
あ
る
。
 
 

ヨ一口リて  

ドイツ・ミュンヘン  

中川正寿師  直心庵主任   

一時帰国  中川正寿  

電
冠
省
 
 

祝
 
「
名
T
O
禅
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
発
足
趣
意
書
胆
び
に
原
案
ご
送
 
 

本
年
は
、
ハ
ワ
イ
の
カ
ウ
ア
イ
島
 
 

に
曹
洞
宗
禅
宗
寺
が
創
建
さ
れ
て
9
0
 
 

年
日
に
あ
た
り
ま
す
。
 
 
 

ま
た
、
昨
年
ハ
リ
ケ
ー
ン
『
イ
ニ
 
 

キ
』
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
諸
堂
の
修
 
 

復
が
1
0
月
に
完
了
す
る
予
定
で
ご
ざ
 
 

い
ま
す
。
当
山
で
は
来
る
1
1
月
1
4
日
、
 
 

開
創
9
0
周
年
並
び
に
修
復
記
念
法
安
 
 

を
厳
催
い
た
し
ま
す
。
 
 

1
3
日
に
は
盆
踊
り
な
ど
多
数
の
催
し
 
 

を
取
り
揃
え
た
前
夜
祭
も
計
画
し
て
 
 

お
り
ま
す
。
 
 
 

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
勝
緑
に
ぜ
 
 

ひ
日
本
の
宗
侶
、
楷
信
徒
の
方
々
の
 
 

ご
列
席
を
賜
り
た
く
お
誘
い
申
し
上
 
 

げ
る
次
第
で
す
。
 
 
 

パ
、
？
フ
ー
と
し
て
禅
者
と
し
で
の
立
 
 

場
で
の
意
見
を
求
め
ら
れ
る
と
の
こ
 
 

と
で
す
。
そ
し
て
、
最
近
は
、
積
極
 
 

付
下
さ
れ
ま
し
て
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変
結
構
な
趣
意
で
満
鹿
の
 
 

略
 
 

賛
意
を
表
し
ま
す
。
 
 

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
禅
セ
ン
タ
ー
・
仏
心
寺
 
前
角
樽
雄
九
拝
 
 
 

曹
洞
禅
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
創
立
を
祝
し
今
後
益
々
、
海
外
関
数
め
 
 

為
、
ご
指
導
と
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 

北
米
関
数
総
監
 
山
下
顕
光
 
他
聞
教
師
一
同
 
 

すィⅧ  

米
国
ハ
ワ
イ
州
 
 

カ
ウ
ア
イ
島
禅
宗
寺
 
 

住
職
 
三
好
晃
一
 
 

開創90周年及びン、リケ⊥シ災専復興妃念  

ハワイ、カウアイ島禅宗寺参拝の旅  
す
。
皆
様
お
誘
い
合
せ
の
う
え
多
数
 
 

ご
来
怖
い
た
だ
け
る
こ
と
を
祈
念
い
 
 

た
し
て
お
り
ま
す
。
 
 

合
掌
 
 

秋
冷
の
日
本
を
離
れ
、
南
の
島
の
 
 

休
日
も
併
せ
て
ご
満
喫
い
た
だ
け
る
 
 

絶
好
の
機
会
で
も
あ
る
か
と
存
じ
ま
 
 

的
に
キ
リ
ス
ト
教
等
の
聖
職
者
と
の
 
 

交
流
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
と
の
こ
 
 

と
で
す
。
 
 

●期間 平成5年11月12日㈱一一17日㈱ 6日間  
tま・名書t・大願・細岡邦 全土付・渾♯■何行  
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元
ハ
ワ
イ
・
カ
ウ
ア
イ
島
・
禅
宗
寺
駐
在
開
教
師
 
 

静
岡
・
法
憧
寺
住
職
 
秋
田
新
隆
師
 
 

英語で講義する秋田住職   

秋
田
新
隆
師
は
昭
和
三
十
五
年
に
 
 

ハ
ワ
イ
・
カ
ウ
ア
イ
島
禅
宗
寺
駐
在
 
 

開
教
師
と
し
て
赴
任
し
て
三
年
半
の
 
 

海
外
布
教
を
さ
れ
帰
国
し
、
現
在
は
 
 

静
岡
児
静
岡
市
長
沼
・
法
憤
寺
住
職
 
 

と
し
て
ハ
ワ
イ
で
の
経
験
を
生
か
し
 
 

た
地
域
で
の
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
鹿
 
 

開
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
 
 

秋
田
師
は
、
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
・
 
 

フ
ォ
ー
ス
静
岡
の
会
長
、
国
際
交
流
 
 

協
会
推
進
委
員
等
、
地
域
で
の
国
際
 
 

交
流
に
大
変
力
を
入
れ
ら
れ
て
お
り
 
 

ま
す
。
 
 
 

日
本
語
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
県
 
 

内
在
住
の
外
国
人
教
師
の
研
修
会
、
 
 

或
は
、
日
本
文
化
を
外
国
の
人
達
に
 
 

ど
の
よ
う
に
英
語
で
説
明
す
る
か
と
 
 

い
う
研
修
会
、
或
は
、
外
国
人
に
仏
 
 

教
の
歴
史
、
思
想
な
ど
の
講
義
と
坐
 
 

禅
の
実
践
と
い
う
研
修
会
等
に
、
自
 
 

坊
を
開
放
し
、
自
ら
講
師
と
し
て
も
 
 

活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
 
 

寺
に
泊
ま
り
込
ん
で
の
研
佗
の
時
 
 

な
ど
に
は
、
地
域
の
ご
婦
人
連
が
、
 
 

精
進
料
理
な
ど
の
食
事
を
作
っ
た
 
 

り
、
地
域
ぐ
る
み
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
 
 

て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
日
頃
 
 

の
秋
田
住
職
の
布
教
の
賜
物
で
す
。
 
 
 

「
国
際
交
流
」
と
言
兼
で
は
言
い
 
 

ま
す
が
、
表
面
だ
け
の
交
流
で
は
意
 
 

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
 
 

化
・
考
え
方
の
違
う
人
々
と
本
当
に
 
 

交
流
す
る
に
は
、
相
手
の
文
化
を
知
 
 

る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
は
な
 
 

い
で
し
ょ
う
か
。
地
味
で
は
あ
り
ま
 
 

横
浜
善
光
寺
留
学
僧
育
英
会
（
黒
 
 

田
武
志
理
事
長
）
で
は
、
平
成
六
年
 
 

度
、
留
学
僧
募
集
を
行
っ
て
い
る
。
 
 

当
会
は
、
昭
和
六
十
年
よ
り
既
に
、
 
 

五
十
名
の
留
学
佃
を
送
り
、
ま
た
海
 
 

外
僧
を
受
け
入
れ
て
、
国
内
外
に
評
 
 

価
を
受
け
て
い
る
。
 
 
 

目
的
は
、
仏
教
を
修
業
す
る
者
の
 
 

う
ち
、
学
業
操
行
と
も
に
優
秀
に
し
 
 

て
心
身
堅
固
な
も
の
を
海
外
に
派
遣
 
 

し
、
ま
た
は
、
海
外
よ
り
日
本
国
内
 
 

に
受
入
れ
、
仏
教
の
交
流
、
国
家
社
 
 

会
の
進
運
に
寄
与
し
う
る
有
為
な
人
 
 

材
を
育
成
す
る
こ
と
。
 
 
 

提
出
書
類
は
左
記
の
と
お
り
。
 
 

一
 
論
文
 
 

論
題
 
 

①
こ
れ
か
ら
の
国
際
交
流
と
仏
 
 

留
学
僧
募
集
！
 
 

教
の
役
割
 
 

②
世
界
平
和
と
仏
教
徒
の
誓
願
 
 

③
留
学
僧
と
し
て
私
は
こ
れ
を
 
 

学
ぶ
 
 

④
異
文
化
の
中
で
仏
教
を
学
ぶ
 
 
 

＊
い
ず
れ
か
一
題
を
選
ぶ
こ
と
。
 
 

四
古
宇
詰
原
稿
用
紙
五
枚
以
上
 
 

二
 
保
証
人
と
連
署
し
た
願
封
じ
 
 

三
 
卒
業
証
明
書
 
 

四
 
同
船
再
＝
 
 

五
 
推
薦
者
 
 

六
 
健
康
診
断
北
l
」
 
 

書
類
の
提
出
締
切
り
は
平
成
五
年
十
 
 

二
月
十
日
事
務
局
必
着
の
こ
と
。
 
 

尚
、
詳
細
に
つ
い
て
は
事
務
局
に
お
 
 

問
合
せ
下
さ
い
。
 
 

横
浜
市
港
南
区
日
野
町
一
六
〇
四
 
 

℡
〇
四
五
－
八
四
五
1
一
三
七
一
 
 
 

す
が
、
地
域
の
こ
の
よ
う
な
活
動
か
 
 

ら
其
の
国
際
交
流
と
い
う
も
の
が
 
 

育
っ
て
い
く
の
だ
と
信
じ
ま
す
。
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去
る
八
月
二
十
六
日
、
奥
村
正
博
 
 

師
一
家
（
奥
さ
ん
と
子
供
2
人
）
は
、
 
 

ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
に
向
け
て
、
成
田
を
 
 

出
発
し
た
。
奥
村
師
は
、
ア
メ
リ
カ
 
 

東
部
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
パ
イ
 
 

オ
ニ
ア
バ
レ
ー
禅
堂
（
現
在
は
、
藤
 
 

田
一
照
師
が
主
任
開
教
師
）
 
の
基
盤
 
 

を
市
田
師
と
共
に
築
い
た
。
 
 

■
ミ
ネ
ソ
タ
神
セ
ン
タ
ー
 
 

主
任
問
教
師
に
奥
村
正
博
師
 
 

－こ 
． 

奥村正博師  

熊
本
県
菊
池
市
に
あ
る
聖
讃
寺
 
 

は
、
室
町
時
代
 
（
一
三
三
八
年
）
 
肥
 
 

帰
国
後
、
外
国
の
参
禅
者
用
の
テ
 
 

キ
ス
ト
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
京
都
 
 

禅
セ
ン
タ
ー
・
故
細
川
佑
疎
師
の
援
 
 

助
を
得
て
「
D
O
G
E
N
 
Z
E
N
J
 
 

r
S
H
I
K
A
N
T
A
2
A
J
r
G
A
 
 

K
U
D
O
 
Y
O
J
I
N
S
H
U
J
 
 

r
S
H
O
B
O
G
E
N
Z
O
 
Z
U
 
 

I
M
O
N
K
I
」
な
ど
の
翻
訳
を
手
 
 

が
け
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
奥
村
帥
は
、
国
内
外
で
行
 
 

わ
れ
る
接
心
や
国
際
特
別
安
居
等
の
 
 

講
師
と
し
て
指
導
に
あ
た
り
、
宗
門
 
 

で
も
貴
重
な
人
材
で
あ
る
。
ミ
ネ
ソ
 
 

タ
禅
セ
ン
タ
ー
に
学
ぶ
人
々
か
ら
の
 
 

期
待
に
答
え
る
も
の
で
、
曹
洞
宗
の
 
 

国
際
化
が
問
わ
れ
る
現
在
、
宗
務
庁
 
 

と
し
て
も
適
材
適
所
の
人
事
で
あ
る
。
 
 
 

丁一jウ子キニー：†‾て 王†1珊1  

国際的な  

禅道瘍を目さす  

聖護寺′  

後
の
豪
将
・
菊
池
武
重
公
が
、
大
智
 
 

禅
師
を
迎
え
て
建
立
し
た
古
剃
で
あ
 
 

る
。
現
在
は
四
国
・
相
応
寺
堂
頭
・
 
 

楢
崎
一
光
師
が
住
持
と
し
て
、
境
内
 
 

地
の
拡
充
、
本
堂
屋
根
改
修
、
開
山
 
 

堂
新
築
、
僧
堂
衆
寮
建
立
等
整
備
を
 
 

着
実
に
行
い
、
国
際
的
な
視
野
に
立
っ
 
 

た
国
際
禅
道
場
を
目
ざ
し
て
い
る
。
 
 
 

昨
年
夏
、
日
米
か
ら
約
二
十
名
の
 
 

参
加
を
得
、
第
一
回
目
の
国
際
特
別
 
 

安
居
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
今
年
、
 
 

第
二
回
目
が
催
さ
れ
、
国
際
禅
道
場
 
 

と
し
て
の
活
動
が
よ
う
や
く
軌
道
に
 
 

乗
っ
て
き
た
様
に
見
受
け
ら
れ
る
。
 
 
 

南
米
関
数
総
監
に
、
平
成
四
年
十
 
 

一
月
十
二
日
付
け
で
、
前
南
米
開
教
 
 

総
監
・
青
木
俊
亨
師
の
後
任
と
し
て
、
 
 

大
菩
薩
山
僧
堂
瑞
岳
院
・
前
堂
頭
・
 
 

森
山
大
行
師
が
任
命
さ
れ
た
。
森
山
 
 

師
は
米
国
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
桑
港
 
 

寺
駐
在
関
数
帥
と
し
て
、
昭
和
四
十
 
 

五
年
か
ら
三
年
間
駐
在
経
験
が
あ
 
 

る
。
 
瑞
岳
院
開
堂
十
周
年
を
記
念
 
 

し
て
、
平
成
元
年
九
月
、
「
道
元
神
」
 
 

森山大行師  

を
発
足
さ
せ
た
。
道
元
禅
師
の
示
さ
 
 

れ
た
仏
法
の
神
髄
で
あ
る
「
弁
道
法
」
 
 

を
実
践
す
る
場
と
し
て
、
海
外
か
ら
 
 

第
一
回
目
に
参
加
し
た
太
源
レ
イ
 
 

ト
ン
師
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
 
 

セ
ン
タ
ー
発
行
の
ウ
ィ
ン
ド
ベ
ル
 
 

（
平
成
五
年
度
春
号
）
の
中
で
、
「
こ
 
 

の
国
際
特
別
安
居
に
参
加
し
て
、
外
 
 

国
か
ら
参
加
し
た
修
行
者
と
、
日
本
 
 

か
ら
参
加
し
た
修
行
者
と
の
間
の
修
 
 

行
に
つ
い
て
の
取
組
み
の
姿
勢
が
違
 
 

う
。
つ
ま
り
、
外
国
で
修
行
し
て
い
 
 

る
も
の
は
、
修
行
中
、
何
か
疑
問
が
 
 

あ
っ
た
ら
そ
の
場
で
師
に
質
問
す
る
 
 

の
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
 
 

し
、
日
本
で
は
、
知
的
理
解
を
超
え
 
 

て
自
分
の
肌
で
体
得
す
る
こ
と
の
大
 
 

を
世
界
の
人
々
に
広
め
る
た
め
に
、
 
 

森
山
師
は
親
し
い
住
職
や
在
家
の
信
 
 

者
と
共
に
 
「
国
際
神
仏
教
交
流
会
」
 
 

に  

森山大行師′  

切
さ
を
説
く
。
永
年
、
ア
メ
リ
カ
の
 
 

地
で
禅
を
広
め
ら
れ
た
故
片
桐
大
忍
 
 

師
が
こ
の
よ
う
に
日
米
の
修
行
者
が
 
 

一
緒
に
修
行
す
る
よ
う
な
場
を
強
く
 
 

望
ん
で
お
ら
れ
た
理
由
が
わ
か
っ
 
 

た
。
」
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

世
界
で
禅
が
関
心
を
も
た
れ
、
各
 
 

地
に
禅
セ
ン
タ
Ⅰ
が
定
着
し
て
い
る
 
 

と
は
い
っ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
教
団
と
 
 

し
て
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
 
 

は
否
め
な
い
。
聖
護
寺
で
の
国
際
特
 
 

別
安
居
は
、
こ
れ
か
ら
の
曹
洞
宗
の
 
 

国
際
化
の
中
で
の
海
外
関
数
に
イ
ン
 
 

パ
ク
ト
を
与
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

仏
道
を
学
ぶ
た
め
に
日
本
を
訪
れ
る
 
 

外
国
の
人
達
に
開
放
し
て
い
る
。
日
 
 

本
の
大
部
分
の
寺
は
、
檀
家
制
度
中
 
 

心
に
成
り
立
っ
て
い
て
、
法
事
・
葬
 
 

式
等
の
槽
務
で
忙
し
す
ぎ
、
本
格
的
 
 

な
坐
禅
弁
通
が
で
き
に
く
い
が
、
囁
 
 

岳
院
で
は
、
既
に
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
 
 

ロ
ッ
パ
、
南
米
各
国
か
ら
述
べ
三
百
 
 

人
を
超
え
た
人
々
が
訪
れ
、
ま
さ
に
 
 

国
際
神
仏
教
交
流
の
場
と
し
て
活
動
 
 

し
て
き
た
。
 
 
 

森
山
師
は
、
当
面
、
南
米
総
監
部
 
 

の
改
築
と
い
う
事
業
を
手
が
け
ね
ば
 
 

な
ら
な
い
。
五
十
代
の
総
監
と
い
う
 
 

こ
と
で
、
宗
門
内
外
の
期
待
は
大
き
 
 

い
。
今
後
の
活
躍
を
祈
る
。
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S
O
T
O
禅
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
 
 

会
員
募
集
 
 

平成5年2月8日SOTO禅インターナショナル設立発会式（於：東京グランドホテル）   

宗
報
五
月
号
（
九
十
三
ペ
ー
ジ
）
国
 
 

際
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
S
O
T
 
 

O
禅
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
発
足
の
 
 

報
告
を
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
そ
の
 
 

後
、
全
回
よ
り
暖
か
い
激
励
、
ご
支
 
 

援
を
戴
き
、
新
た
に
会
員
も
少
し
で
 
 

は
あ
り
ま
す
が
増
え
て
お
り
ま
す
。
 
 

し
か
し
、
宗
門
の
中
で
の
国
際
化
を
 
 

目
指
す
た
め
に
は
、
も
つ
と
「
草
の
 
 

根
」
的
に
宗
門
人
一
人
一
人
に
理
解
 
 

を
し
て
戴
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
 
 

ん
。
そ
し
て
、
現
在
海
外
で
布
教
に
 
 

従
事
し
て
い
る
開
教
師
へ
の
支
援
を
 
 

し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
 
 
 

宗
門
の
中
で
は
海
外
に
対
す
る
理
 
 

解
が
ま
だ
ま
だ
な
さ
れ
て
い
ま
せ
 
 

ん
。
で
す
か
ら
一
人
で
も
多
く
の
方
 
 

に
会
員
に
な
っ
て
戴
き
、
大
き
な
う
 
 

ね
り
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
 
 
 

年
会
響
 
 
正
会
員
 
 
五
千
円
 
 

賛
助
会
員
 
壱
万
円
 
 

今
後
の
活
動
 
 

一
海
外
で
布
教
に
従
事
し
て
い
る
 
 

関
数
師
へ
の
支
援
 
 

二
 
海
外
布
教
や
宗
門
関
係
の
国
際
 
 

間
題
の
情
報
交
換
 
 

三
 
国
際
化
社
会
に
対
応
す
る
曹
洞
 
 

禅
の
あ
り
方
、
ま
た
、
布
教
の
 
 

あ
り
方
を
考
え
る
 
 

四
 
機
関
紙
の
発
行
 
 

五
 
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
活
動
 
 

．
長
田
敬
道
（
元
ハ
ワ
イ
関
数
師
）
 
 

「
S
O
T
O
禅
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
発
足
に
あ
た
り
、
各
方
面
の
御
尊
宿
 
 

諸
老
師
方
よ
り
ご
支
援
、
ご
尽
力
を
戴
き
ま
し
た
。
こ
の
紙
面
を
借
り
て
、
御
 
 

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 

つ
l
ナ
ま
し
た
。
創
刊
号
だ
か
ら
と
い
 
 

う
こ
と
で
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
も
の
 
 

を
と
、
少
々
構
え
す
ぎ
て
発
刊
が
遅
 
 

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
次
号
か
ら
は
 
 

タ
イ
ム
リ
ー
に
も
っ
と
良
い
も
の
が
 
 

出
来
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
ど
 
 

う
ぞ
ご
期
待
下
さ
い
。
 
 
 

さ
て
、
現
在
在
日
外
国
人
は
百
二
 
 

十
八
万
人
と
の
こ
と
。
百
人
に
一
人
 
 

は
外
国
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
 
 

す
。
最
近
、
宗
門
で
も
海
外
か
ら
多
 
 

く
の
参
禅
を
希
望
す
る
方
、
或
は
僧
 
 

と
な
っ
て
修
業
に
く
る
方
が
増
え
て
 
 

監
事
 
 

事
務
局
長
 
 

会
計
 
 

事
務
局
 
 
 

会
長
 
 

副
会
長
 
 

編
集
後
記
 
 

よ
う
や
く
第
一
号
の
発
刊
に
こ
ぎ
 
 

松
永
然
道
（
元
ハ
ワ
イ
、
南
米
、
北
米
関
数
師
）
 
 

大
山
陽
道
 
（
元
ハ
ワ
イ
関
数
師
）
 
 

藤
川
事
胤
（
元
北
米
開
教
師
）
 
 

福
島
伸
悦
（
元
北
米
開
教
師
）
 
 

西
沢
応
人
 
（
元
ハ
ワ
イ
関
数
師
）
 
 

大
場
満
洋
（
元
北
米
関
数
師
）
 
 

堀
部
明
宏
 
（
元
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
開
教
師
）
 
 

田
中
哲
彦
（
元
ハ
ワ
イ
開
教
師
）
 
 

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
 
 

へ
の
対
応
が
必
ず
し
も
万
全
で
あ
る
 
 

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
ま
た
文
化
習
慣
 
 

の
違
う
海
外
で
布
教
に
携
わ
っ
て
い
 
 

る
関
数
師
諸
氏
の
ご
苦
労
は
大
変
な
 
 

も
の
で
す
。
是
非
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
 
 

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
今
後
、
会
 
 

員
の
皆
様
に
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
提
 
 

供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
外
関
係
 
 

の
こ
と
に
理
解
を
探
め
て
戴
き
、
輪
 
 

を
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

結
び
に
、
快
く
原
稿
を
お
引
受
け
 
 

下
さ
っ
た
奈
良
康
明
先
生
、
並
び
に
、
 
 

表
題
の
「
禅
」
を
揮
筆
下
さ
い
ま
し
 
 

た
大
竹
明
彦
老
師
に
紙
面
を
借
り
て
 
 

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
伸
）
 
 
 


