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一
関
警
ふ
巧
か
鴻
 
大
本
山
総
持
寺
後
 

疾
い
も
の
で
、
当
会
が
発
足
し
て
一
 
 

年
に
な
る
。
私
は
創
立
発
会
式
の
と
き
 
 

も
出
席
し
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
会
が
で
 
 

き
た
こ
と
に
、
感
慨
無
量
な
も
の
を
憶
 
 

え
る
一
人
で
す
。
 
 
 

私
は
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
四
 
 

月
か
ら
六
年
間
、
ハ
ワ
イ
開
教
地
で
布
 
 

教
に
従
い
、
八
一
年
四
月
帰
国
、
そ
の
ま
 
 

ま
総
持
寺
に
再
安
居
し
、
間
も
な
く
十
 
 

三
年
に
な
り
ま
す
。
曹
洞
宗
の
ハ
ワ
イ
関
 
 

数
は
、
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
広
島
 
 

県
出
身
の
河
原
仙
英
・
菅
良
雲
両
師
の
 
 

波
布
に
始
ま
る
の
で
、
九
一
年
に
な
る
。
 
 
 

ハ
ワ
イ
は
砂
糖
耕
地
ま
た
パ
イ
ナ
ッ
 
 

プ
ル
耕
地
労
働
の
働
き
手
、
つ
ま
り
労
 
 

働
移
民
と
し
て
明
治
元
年
 
（
一
八
六
 
 

八
）
の
草
分
け
移
民
以
来
、
多
く
の
日
 
 

本
人
が
渡
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
 
 
 

そ
の
後
、
家
族
呼
び
寄
せ
が
あ
っ
た
 
 

り
、
子
供
の
た
め
の
日
本
語
学
校
が
で
 
 

き
た
り
、
僧
侶
の
布
教
教
化
に
は
、
本
 
 

願
寺
を
始
め
浄
土
・
真
言
・
日
蓮
な
ど
 
 

望
 
 （
元
ハ
ワ
イ
総
監
）
 
 

大
 
山
 
興
 
隆
 
 
 

仏
教
各
宗
か
ら
布
教
師
が
派
遣
さ
れ
た
 
 

の
で
す
。
 
 
 

わ
が
宗
の
波
布
は
、
決
し
て
早
い
方
 
 

で
は
な
か
っ
た
が
、
現
在
関
数
寺
院
は
 
 

十
力
寺
、
関
数
師
の
皆
さ
ん
が
日
夜
に
 
 

精
進
努
力
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
 
 

ハ
ワ
イ
の
こ
と
の
み
記
し
て
は
申
訳
な
 
 

い
が
、
北
米
も
南
米
も
、
日
系
移
民
が
 
 

入
っ
た
時
期
が
遅
く
、
少
し
つ
つ
関
数
 
 

も
お
く
れ
た
の
は
、
日
系
人
を
対
象
に
 
 

布
教
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

ご
承
知
の
如
く
現
在
、
在
日
の
外
 
 

国
人
は
百
数
十
万
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 

百
年
程
己
前
か
ら
労
働
移
民
と
し
て
日
 
 

本
人
が
、
ハ
ワ
イ
・
北
米
ま
た
南
米
な
ど
 
 

に
渡
っ
た
こ
と
を
憶
わ
ず
に
は
居
ら
れ
な
 
 

。
 
 
 

こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
 
 

仕
事
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
を
も
っ
 
 

て
生
活
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
は
仏
の
 
 

さ
し
の
べ
る
手
を
侯
ち
望
ん
で
い
る
も
の
 
 

も
い
よ
う
。
 
 
 

こ
の
会
が
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
 
 

情
報
を
交
換
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
役
 
 

割
を
担
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
で
あ
る
と
 
 

●
●
●
か
な
 
 

思
う
。
人
び
と
の
ね
が
い
を
適
え
る
努
 
 

お
こ
 
 

力
な
ど
烏
萬
が
ま
し
く
も
あ
る
が
、
大
 
 

切
な
つ
と
め
で
あ
ろ
つ
。
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卵
通
話
の
お
示
し
に
「
こ
の
法
は
、
 
 

人
人
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
は
れ
 
 

り
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
修
せ
ざ
る
 
 

に
は
あ
ら
は
れ
ず
、
謹
せ
ざ
る
に
は
 
 

う
る
こ
と
な
し
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
 
 

た
学
道
用
心
集
に
は
、
「
須
ら
く
自
 
 

己
本
道
中
に
在
り
て
、
迷
惑
せ
ず
、
 
 

妄
想
せ
ず
、
顛
倒
せ
ず
、
増
減
な
く
、
 
 

誤
謬
な
し
と
い
う
こ
と
を
信
ず
べ
し
」
 
 

と
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
普
勧
坐
禅
 
 

儀
に
「
道
本
円
通
云
々
」
と
あ
り
、
 
 

本
来
仏
徳
の
備
わ
っ
た
我
々
で
あ
る
 
 

こ
と
に
目
覚
め
る
の
が
仏
道
の
正
道
 
 

で
あ
る
こ
と
が
、
仏
典
祖
禄
の
至
る
 
 

所
に
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 
 
 

正
法
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
 

ま
さ
に
こ
の
本
来
備
わ
っ
て
い
る
仏
 
 

徳
に
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
 
 

す
か
ら
、
言
葉
で
は
、
「
伝
え
る
」
 
 

と
か
「
伝
授
す
る
」
と
か
表
現
し
て
 
 

も
、
何
か
を
伝
え
る
訳
で
は
な
く
、
 
 

逆
に
伝
え
た
り
伝
え
ら
れ
る
も
の
は
 
 

何
も
な
か
っ
た
こ
と
に
目
覚
め
さ
せ
 
 

る
事
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

こ
の
こ
と
を
我
々
は
伝
え
て
釆
た
 
 

の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
様
子
を
 
 

「
本
宗
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
か
ら
以
心
 
 

伝
心
正
法
を
嫡
嗣
し
、
歴
代
の
諸
祖
 
 

が
相
続
不
断
に
継
承
し
て
釆
た
云
々
」
 
 

（
曹
洞
宗
宗
憲
第
一
章
第
二
条
）
と
 
 

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
正
 
 

法
が
民
族
や
言
語
を
越
え
て
人
類
普
 
 

遍
の
宝
で
あ
る
ゆ
え
ん
が
こ
こ
に
あ
 
 

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
正
法
の
相
続
に
は
 
 

ど
う
し
て
も
正
法
の
部
分
の
他
に
法
 
 

式
作
法
や
清
規
、
す
な
わ
ち
文
化
と
 
 

い
わ
れ
る
も
の
 
（
文
化
、
c
亡
－
u
r
e
＝
 
 

生
活
様
式
、
w
a
y
 
O
【
≡
e
）
が
付
 
 

随
す
る
こ
と
は
必
定
で
あ
り
ま
す
。
 
 

そ
れ
は
、
曹
洞
宗
宗
憲
に
あ
る
「
禅
 
 

戒
一
如
、
修
証
不
二
の
妙
諦
を
実
践
 
 

す
る
こ
と
を
教
義
の
大
綱
と
す
る
」
 
 

を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
必
ず
修
 
 

証
と
い
う
実
践
、
生
き
た
宗
教
活
動
 
 

が
伴
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

正
法
は
、
民
族
や
言
語
や
文
化
を
 
 

も
越
え
た
真
理
で
あ
る
は
ず
の
も
の
 
 

で
あ
る
の
に
、
こ
の
文
化
と
い
う
部
 
 

分
で
多
く
の
人
は
越
え
き
れ
な
い
も
 
 

の
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
 
 

う
か
。
「
外
国
の
人
に
は
禅
は
解
ら
 
 

な
い
で
し
ょ
う
。
」
と
い
う
発
言
が
 
 

出
て
く
る
の
も
、
こ
の
文
化
と
い
う
 
 

部
分
で
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
か
ら
で
 
 

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
引
っ
掛
 
 

か
り
の
原
因
は
文
化
（
形
式
）
が
正
 
 

法
（
内
容
）
と
同
じ
く
不
変
の
も
の
 
 

で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
し
て
い
る
 
 

か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
 
 

し
て
、
不
変
絶
対
の
も
の
で
あ
る
か
 
 

の
よ
う
に
海
外
（
異
文
化
）
 
の
人
達
 
 

に
伝
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
て
 
 

い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 
 
 

我
々
が
現
在
行
っ
て
い
る
法
式
作
 
 

法
は
イ
ン
ド
に
そ
の
淵
源
を
探
る
こ
 
 

と
が
で
き
ま
す
が
、
中
国
に
お
い
て
 
 

は
中
国
風
に
変
容
し
ま
し
た
し
、
そ
 
 

れ
を
受
け
継
い
だ
日
本
も
日
本
風
に
 
 

変
容
し
て
い
ま
す
。
（
ア
カ
ル
チ
ュ
 
 

レ
ー
シ
ョ
ン
～
文
化
変
容
）
 
 
 

つ
ま
り
現
在
我
々
が
行
じ
て
い
る
 
 

法
式
作
法
に
し
て
も
先
輩
中
国
の
そ
 
 

れ
を
忠
実
に
受
け
継
い
で
い
る
訳
で
 
 

は
な
く
、
日
本
流
に
変
容
し
た
も
の
 
 

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
 
 

国
内
に
お
い
て
も
時
代
と
と
も
に
変
 
 

化
さ
せ
て
釆
た
こ
と
を
認
識
す
べ
き
 
 

で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

例
え
ば
、
読
経
の
仕
方
で
す
が
、
 
 

中
国
で
は
法
堂
に
お
い
て
は
立
涌
で
 
 

あ
り
ま
す
（
産
院
で
の
供
養
は
椅
子
）
 
 

山
形
県
宝
泉
寺
住
職
 
 
采
 
川
 
道
 
昭
 
 

日
本
で
は
仏
祖
に
対
し
て
は
立
涌
で
 
 

す
が
、
坐
涌
と
い
う
諷
経
も
あ
り
、
 
 

そ
の
正
座
と
い
う
座
法
は
日
本
独
特
 
 

の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
正
座
も
 
 

た
か
だ
か
百
年
位
前
か
ら
何
や
ら
正
 
 

式
な
座
法
の
地
位
を
占
め
て
来
た
も
 
 

の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
 
 

り
ま
す
。
つ
ま
り
昔
は
胡
座
で
諷
経
 
 

を
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
 
 

よ
う
に
日
本
風
に
変
容
し
、
さ
ら
に
 
 

時
代
と
共
に
変
化
し
て
釆
て
お
り
ま
 
 

す
。
近
年
西
洋
風
の
生
活
が
多
く
取
 
 

り
入
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
 
 

導
師
以
外
の
僧
侶
も
椅
子
に
腰
掛
け
 
 

て
諷
結
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
つ
 
 

ま
り
読
経
の
仕
方
ひ
と
つ
を
取
っ
て
 
 

み
て
も
こ
れ
ま
で
変
化
し
て
き
た
し
、
 
 

現
在
も
変
化
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
 
 

り
ま
す
。
こ
れ
は
読
経
の
仕
方
ひ
と
 
 

つ
に
つ
い
て
も
比
較
し
た
り
優
劣
を
 
 

つ
け
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
 
 

い
う
こ
と
も
示
し
て
い
ま
す
。
 
 
 

我
が
宗
門
は
、
「
人
権
、
平
和
、
 
 

環
境
」
を
施
策
の
基
本
に
据
え
て
グ
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ロ
ー
バ
ル
な
宗
団
を
目
指
し
て
い
ま
 
 

す
。
正
法
と
い
う
人
類
普
遍
の
原
理
 
 

（
至
宝
）
を
継
承
し
て
来
た
訳
で
す
 
 

か
ら
実
践
の
面
で
も
世
界
に
通
用
す
 
 

る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
周
 
 

知
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
世
界
 
 

性
に
不
可
欠
な
も
の
の
一
つ
が
上
記
 
 

論
じ
て
来
た
文
化
の
面
に
対
す
る
認
 
 

識
で
あ
り
ま
す
。
法
式
作
法
も
含
め
 
 

て
文
化
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
、
 
 

ま
た
文
化
ど
う
し
を
比
較
し
て
優
劣
 
 

を
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
 
 

認
識
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
 
 

化
の
面
に
対
す
る
認
識
を
誤
る
と
、
 
 

日
本
文
化
に
対
す
る
誇
り
を
通
り
越
 
 

し
て
優
位
性
を
主
張
し
た
り
香
り
を
 
 

抱
い
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 
 

そ
う
な
る
と
欧
米
諸
国
か
ら
ば
か
り
 
 

で
な
く
、
仏
教
に
お
い
て
先
輩
で
あ
 
 

る
近
隣
諸
国
か
ら
も
差
別
意
識
と
し
 
 

て
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 
 
 

わ
た
し
た
ち
は
、
教
学
、
文
化
を
 
 

ひ
っ
く
る
め
て
「
仏
教
は
、
イ
ン
ド
 
 

で
発
生
し
、
中
国
で
発
展
し
日
本
で
 
 

花
開
い
た
」
と
い
う
傲
慢
な
意
識
を
 
 

い
ま
だ
に
抱
い
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
 
 

や
中
国
の
人
で
な
く
と
も
差
別
意
識
 
 

と
し
て
そ
の
倣
慢
さ
を
指
摘
す
る
程
 
 

で
す
。
（
最
近
の
教
学
で
は
先
輩
中
 
 

国
さ
え
も
否
定
す
る
更
な
る
倣
慢
さ
 
 

を
露
に
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
周
 
 

知
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
）
 
 
 

そ
れ
に
対
し
、
外
国
の
人
々
は
曹
 
 

洞
宗
に
連
な
る
人
で
す
ら
決
し
て
そ
 
 

う
は
思
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
す
 
 

べ
き
で
あ
り
ま
す
。
「
花
開
い
た
」
 
 

と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
「
イ
ン
ド
に
 
 

お
い
て
は
イ
ン
ド
の
花
が
、
中
国
に
 
 

お
い
て
は
中
国
の
花
が
、
日
本
に
お
 
 

い
て
は
日
本
の
花
が
花
開
い
た
の
で
 
 

あ
り
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
 
 

は
ア
メ
リ
カ
の
花
が
ス
ペ
イ
ン
に
お
 
 

い
て
は
ス
ペ
イ
ン
の
花
が
…
花
開
こ
 
 

う
と
し
て
い
る
、
そ
れ
は
花
の
美
し
 
 

さ
と
い
う
も
の
を
比
較
す
る
こ
と
が
 
 

出
来
な
い
よ
う
に
比
較
を
絶
し
て
い
 
 

る
」
と
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
同
 
 

時
に
、
「
ど
の
国
も
ど
の
仏
教
文
化
 
 

も
完
結
し
な
が
ら
し
か
も
途
上
で
あ
 
 

る
、
つ
ま
り
伝
灯
祖
師
で
つ
な
が
り
 
 

釈
迦
牟
尼
仏
に
直
結
し
て
い
る
」
と
 
 

捉
え
て
い
ま
す
。
こ
の
方
が
仏
法
の
 
 

神
髄
を
示
し
た
血
脈
の
精
神
か
ら
見
 
 

て
も
当
を
得
た
認
識
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 

異
文
化
を
尊
重
す
る
上
述
の
視
点
 
 

に
照
ら
し
て
、
坐
禅
の
仕
方
に
つ
い
 
 

て
申
せ
ば
、
坐
禅
の
と
き
「
足
袋
や
 
 

く
つ
下
は
絶
対
に
つ
け
な
い
よ
う
に
」
 
 

と
い
う
主
張
が
あ
り
ま
す
が
、
我
が
 
 

国
で
は
（
文
化
と
し
て
）
概
ね
こ
う
 
 

す
る
と
い
う
程
度
に
止
め
、
こ
れ
が
 
 

正
法
だ
な
ど
と
は
主
張
し
な
い
方
が
 
 

よ
い
で
し
ょ
う
。
法
服
に
つ
い
て
も
 
 

日
本
と
気
候
風
土
が
大
変
異
な
る
国
 
 

に
お
い
て
は
、
我
が
国
の
規
定
で
は
 
 

大
変
無
理
が
生
じ
る
の
で
そ
の
点
も
 
 

海
外
に
対
し
て
は
寛
容
で
な
け
れ
ば
 
 

甘
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
真
夏
 
 

の
接
心
に
は
着
物
や
直
綬
を
つ
け
な
 
 

い
で
素
肌
に
直
接
お
袈
裟
を
付
け
て
 
 

坐
禅
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
 
 

す
。
 
 
 

最
近
は
椅
子
坐
禅
も
普
及
し
て
き
 
 

ま
し
た
の
で
、
「
結
蜘
扶
坐
で
な
け
 
 

れ
ば
正
法
の
体
現
で
は
な
い
」
と
い
 
 

う
人
は
少
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
と
 
 

思
い
ま
す
。
欧
米
で
は
既
に
結
蜘
扶
 
 

坐
や
半
伽
扶
坐
が
で
き
な
い
人
の
為
 
 

に
坐
禅
用
の
椅
子
が
用
い
ら
れ
て
お
 
 

り
ま
す
。
つ
ま
り
単
の
上
で
座
椅
子
 
 

（
セ
イ
ザ
ベ
ン
チ
）
 
を
使
っ
た
形
の
 
 

正
座
で
坐
禅
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
 

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
単
そ
 
 

の
も
の
の
一
部
に
穴
が
開
く
よ
う
に
 
 

な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
足
を
下
ろ
し
 
 

て
腰
掛
け
る
形
の
坐
禅
や
行
鉢
を
行
 
 

え
る
禅
堂
も
あ
り
ま
す
（
シ
ャ
ス
タ
 
 

ア
ベ
）
。
日
本
で
も
よ
う
や
く
足
の
 
 

不
自
由
な
人
に
も
坐
禅
の
機
会
が
与
 
 

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
 
 

が
、
形
式
よ
り
も
内
容
に
重
き
を
置
 
 

い
て
き
た
な
ら
ば
も
っ
と
早
く
か
ら
 
 

普
及
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
 
 

ま
す
。
 
 
 

坐
禅
の
つ
い
で
に
紳
道
に
つ
い
て
 
 

述
べ
ま
す
、
「
僧
堂
が
な
け
れ
ば
正
 
 

式
の
妨
道
が
で
き
な
い
」
と
い
う
主
 
 

張
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
坐
禅
ば
か
 
 

り
で
な
く
睡
眠
も
食
事
を
と
る
の
も
 
 

僧
堂
と
い
う
一
堂
に
お
い
て
行
持
し
 
 

な
け
れ
ば
正
式
の
雛
道
で
は
な
い
。
 
 

と
主
張
す
る
も
の
で
す
が
、
高
祖
様
 
 

の
頃
の
中
国
で
は
僧
堂
の
形
式
を
と
っ
 
 

て
い
ま
し
た
が
、
帰
朝
後
間
も
な
く
 
 

坐
禅
堂
と
寝
堂
と
斎
堂
に
別
け
た
新
 
 

道
が
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
 
 

し
た
。
現
在
多
く
の
専
門
僧
堂
で
は
、
 
 

普
段
は
僧
堂
で
は
坐
禅
と
就
寝
を
行
 
 

鉢
は
産
院
で
行
う
こ
と
が
多
い
の
で
 
 

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
欧
米
で
は
接
 
 

心
の
と
き
以
外
は
就
寝
も
各
乗
合
で
 
 

お
こ
な
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
 
 

こ
れ
も
文
化
の
適
い
で
あ
り
、
こ
れ
 
 

に
よ
っ
て
雛
道
の
真
偽
を
測
る
訳
に
 
 

は
参
り
ま
せ
ん
。
 
 
 

雛
遺
の
真
偽
は
、
日
常
ど
れ
だ
け
 
 

無
我
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
 
 

無
我
を
身
を
も
っ
て
行
じ
て
ゆ
く
こ
 
 

と
が
で
き
る
か
に
あ
り
、
道
場
の
設
 
 

備
や
作
法
（
文
化
）
 
の
違
い
に
よ
る
 
 

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
 
 

る
と
、
文
化
的
側
面
に
対
し
て
、
よ
 
 

り
大
き
な
心
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

そ
の
こ
と
で
最
近
注
目
に
あ
た
い
 
 

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
平
 
 

成
六
年
四
月
七
日
か
ら
七
月
六
日
ま
 
 

で
開
催
さ
れ
る
予
定
の
師
家
養
成
所
 
 

の
開
設
場
所
で
あ
り
ま
す
。
浜
松
市
 
 

に
あ
る
曹
洞
宗
宗
立
専
修
道
場
新
豊
 
 

院
で
開
設
さ
れ
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
 
 

て
お
り
ま
す
が
（
平
成
五
年
十
月
号
 
 

宗
報
）
、
新
豊
院
に
は
僧
堂
は
お
ろ
 
 

か
坐
禅
望
も
あ
り
ま
せ
ん
。
多
分
坐
 
 

禅
は
一
般
寺
院
で
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
 
 

法
堂
を
禅
堂
に
見
立
て
て
行
い
、
行
 
 

鉢
も
庫
院
で
行
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
 
 

う
。
就
寝
も
各
寮
舎
で
と
い
う
こ
と
 
 

に
な
る
で
し
ょ
う
。
曹
洞
宗
の
師
家
 
 

を
養
成
す
る
開
催
場
所
が
一
般
寺
院
 
 

と
全
く
変
わ
ら
な
い
設
備
し
か
な
い
 
 

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
で
十
分
の
雛
通
 
 

が
で
き
る
と
す
る
本
庁
（
内
局
）
 
の
 
 

見
解
は
ま
さ
に
上
述
し
て
き
た
こ
と
 
 

と
一
致
い
た
し
ま
す
。
斯
道
と
い
う
 
 

も
の
が
、
設
備
や
形
式
で
は
な
い
こ
 
 

と
を
、
ま
た
設
備
か
ら
お
の
ず
と
制
 
 

限
さ
れ
る
作
法
で
は
な
い
こ
と
を
こ
 
 

れ
程
は
っ
き
り
と
示
し
た
見
識
は
高
 
 

く
高
く
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
 
 

す
。
こ
の
見
識
が
あ
れ
ば
、
二
十
一
 
 

世
紀
を
目
指
し
、
海
外
（
異
文
化
）
 
 

の
人
々
と
も
文
化
の
障
壁
を
越
え
、
 
 

共
に
手
を
携
え
て
正
法
の
興
降
を
願
 
 

い
、
誓
願
成
就
に
向
う
こ
と
が
出
来
 
 

る
と
存
じ
ま
す
。
海
外
に
お
い
て
も
 
 

曹
洞
宗
の
未
来
が
明
る
い
も
の
で
あ
 
 

る
と
存
じ
ま
す
。
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元
北
米
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
禅
宗
寺
駐
在
閑
散
師
 
 

愛
知
県
宝
珠
専
任
職
 
永
井
成
典
 
 
 永

井
成
典
師
は
、
愛
知
県
の
知
多
 
 

半
島
の
先
端
に
あ
る
宝
珠
寺
の
住
職
 
 

と
し
て
、
ま
た
有
料
老
人
ホ
ー
ム
 
 

「
南
知
多
荘
」
 
の
経
営
者
と
し
て
、
 
 

ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
 
 
 

大
学
卒
業
後
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
 
 

禅
宗
寺
関
数
師
と
し
て
四
年
問
、
日
 
 

系
の
人
達
に
布
教
し
て
こ
ら
れ
た
。
 
 

海
外
の
地
で
は
日
本
み
た
い
な
檀
家
 
 

制
度
は
な
い
の
で
、
い
か
に
寺
の
メ
 
 

ン
バ
ー
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 
 

（
心
の
ふ
れ
あ
い
）
 
が
大
切
か
身
を
 
 

も
っ
て
学
ん
で
き
た
と
い
う
。
特
に
 
 

引
退
者
ホ
ー
ム
や
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
 
 

ム
へ
の
慰
問
は
、
サ
ン
デ
ー
ス
ク
ー
 
 

ル
、
坐
禅
会
、
法
要
等
と
同
様
に
大
 
 

事
な
務
め
で
、
現
在
の
老
人
ホ
ー
ム
 
 

経
営
で
も
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
 
 
 

こ
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
、
昭
和
 
 

三
十
年
に
成
典
師
の
ご
両
親
が
愛
知
 
 

県
で
は
じ
め
て
開
設
さ
れ
た
も
の
。
 
 

こ
こ
の
ホ
ー
ム
の
特
徴
は
、
入
居
者
 
 

は
年
齢
制
限
も
な
く
、
国
籍
、
宗
教
 
 

も
問
わ
な
い
ま
さ
に
ボ
ー
ダ
レ
ス
、
 
 

ま
た
こ
れ
と
言
っ
た
堅
苦
し
い
規
則
 
 

も
な
く
誠
に
居
心
地
の
よ
い
所
で
あ
 
 

る
。
驚
く
こ
と
に
、
従
業
員
と
呼
ば
 
 

れ
る
人
は
な
く
、
奥
さ
ん
の
佳
代
さ
 
 

ん
が
全
員
の
食
事
を
受
け
も
っ
て
い
 
 

る
と
の
こ
と
。
手
が
ま
わ
ら
な
い
こ
 
 

と
も
あ
る
そ
う
だ
が
、
五
人
の
子
供
 
 

を
は
じ
め
お
年
寄
り
も
皆
助
け
合
っ
 
 

て
暮
ら
し
て
い
る
。
老
人
ホ
ー
ム
と
 
 

い
う
よ
り
、
大
家
族
そ
の
も
の
で
あ
 
 

る
。
ち
な
み
に
現
在
の
入
荘
者
は
二
 
 

十
名
。
 
 
 

平
成
三
年
十
月
十
八
日
、
境
内
に
 
 

た
わ
し
で
ゴ
シ
ゴ
シ
こ
す
っ
て
無
病
 
 

息
災
を
祈
る
「
洗
い
観
音
」
が
建
立
 
 

さ
れ
た
。
こ
れ
を
機
に
毎
月
十
八
日
 
 

縁
日
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
 
 

で
は
口
こ
み
で
全
国
各
地
か
ら
参
拝
 
 

者
が
あ
と
を
断
た
な
い
。
 
 
 

こ
の
縁
日
に
は
、
ホ
ー
ム
の
お
年
 
 

寄
り
た
ち
が
自
発
的
に
、
お
茶
や
だ
 
 

ん
ご
、
た
こ
焼
き
、
甘
酒
の
屋
台
を
 
 

出
し
、
無
料
で
参
拝
す
る
人
達
へ
 
 

「
こ
こ
ろ
の
お
も
て
な
し
」
 
を
し
て
 
 

い
る
。
経
費
は
お
寮
銭
で
賄
っ
て
い
 
 

北
米
・
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
ー
 
 
 

－
 
 
 

白
雲
山
 
「
好
人
庵
」
 
 

〒
川
東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
三
－
二
五
－
一
三
リ
バ
ー
ス
ト
ン
ビ
ル
七
F
 
 

旅
行
申
込
 
 

大
本
山
永
平
寺
不
老
閣
現
下
 
 

口
口
 
 
 

用
 
 
 

御
代
香
南
沢
道
人
監
院
老
師
親
修
 
 

平
成
六
年
六
月
十
七
日
幽
～
二
十
三
日
㈹
 
五
泊
七
日
 
 

二
二
七
、
0
0
0
円
（
概
算
）
 
 

オ
ー
シ
ャ
ン
ト
ラ
ベ
ル
株
式
会
社
 
 

運
輸
大
臣
登
録
旅
行
業
代
理
店
業
二
八
三
〇
号
 
 
 

西
海
岸
の
旅
七
日
間
 
 

禅
堂
落
慶
 
 

る
そ
う
だ
。
 
 
 

永
井
住
職
は
、
「
縁
日
が
こ
れ
は
 
 

ど
ホ
ー
ム
の
人
達
に
、
や
り
が
い
を
 
 

与
え
た
と
は
意
外
で
あ
っ
た
。
外
の
 
 

人
達
と
会
話
す
る
機
会
は
大
事
な
こ
 
 

と
で
、
今
後
は
地
域
の
お
年
寄
り
が
 
 

も
っ
と
多
く
訪
れ
て
高
齢
者
同
士
の
 
 

交
流
の
輪
が
広
が
っ
て
い
け
ば
」
と
。
 
 

そ
し
て
最
後
に
「
お
年
寄
り
が
人
間
 
 

と
し
て
生
き
て
い
る
実
感
が
持
て
る
 
 

よ
う
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
 
 

い
ま
す
」
と
笑
顔
で
語
ら
れ
た
中
に
 
 

永
井
師
の
人
柄
、
そ
し
て
寺
の
あ
り
 
 

方
、
ホ
ー
ム
の
あ
り
方
を
感
じ
、
ま
 
 

た
今
忘
れ
か
け
て
い
る
一
番
大
事
な
 
 

人
間
味
の
あ
る
暖
か
さ
、
心
の
ふ
れ
 
 

あ
い
を
感
じ
る
ひ
と
と
き
で
し
た
。
 
 
 

．
．
■
．
■
．
一
．
■
．
■
．
■
．
－
 一
 
 

℡
〇
三
（
三
九
八
四
）
〇
八
九
一
 
 
 

」   
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「
こ
れ
ま
で
長
い
間
対
立
的
に
考
 
 

え
ら
れ
て
い
た
東
西
両
洋
の
文
化
も
、
 
 

人
類
の
文
化
と
し
て
交
流
し
一
本
に
 
 

融
合
し
て
人
類
の
文
化
、
世
界
の
文
 
 

化
と
し
て
、
文
字
通
り
世
界
史
の
時
 
 

代
に
進
展
し
っ
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
」
 
 

（
［
教
科
研
修
］
創
刊
号
・
昭
和
三
十
 
 

二
年
一
月
一
日
発
行
）
と
述
べ
ら
れ
 
 

た
の
は
、
元
駒
沢
大
学
総
長
・
衛
藤
 
 

即
応
先
生
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
 
 

「
果
た
し
て
、
日
本
仏
教
は
泣
所
と
 
 

し
て
興
る
此
の
時
代
の
伸
展
に
即
応
 
 

し
て
、
仏
教
を
人
類
の
宗
教
と
し
て
 
 

国
際
的
伝
道
に
立
ち
上
が
る
だ
け
の
 
 

用
意
と
実
力
と
を
有
し
て
い
る
で
あ
 
 

ろ
う
か
」
と
新
た
な
時
代
認
識
を
持
 
 

に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
著
名
 
 

な
神
学
者
で
 
「
世
俗
都
市
」
 
 

「
民
衆
宗
教
の
時
代
」
 
の
翻
訳
 
 

に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
ハ
ー
 
 

グ
ィ
ー
・
コ
ッ
ク
ス
氏
は
、
「
か
 
 

っ
て
は
、
東
洋
哲
学
に
関
心
を
 
 

持
つ
層
と
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
 
 

が
知
識
人
に
限
ら
れ
、
し
か
も
、
 
 

大
概
は
信
仰
の
実
践
に
で
は
 
 

な
く
、
そ
の
思
想
に
注
意
が
向
 
 

け
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
 
 

今
で
は
数
多
く
の
人
々
が
参
 
 

加
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
彼
ら
 
 

の
関
心
は
教
義
よ
り
も
む
し
 
 

ろ
、
そ
の
宗
教
的
実
践
に
向
け
 
 

ら
れ
て
い
る
の
だ
」
（
東
洋
へ
－
 
 

つ
よ
う
問
題
提
起
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
 
 

「
曹
洞
宗
に
と
っ
て
宗
学
研
究
所
と
 
 

教
化
研
修
所
は
、
宗
門
伝
道
の
車
の
 
 

両
輪
で
あ
る
」
と
こ
の
二
つ
の
機
関
 
 

の
存
在
意
識
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
 
 

た
。
 
 
 

今
や
、
日
本
仏
教
、
特
に
禅
は
欧
 
 

米
人
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
精
神
の
旅
－
上
野
圭
 
 

一
訳
 
平
河
出
版
社
一
九
七
九
年
）
 
 

と
、
当
時
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
よ
 
 

う
に
、
宗
門
の
海
外
関
数
師
も
欧
米
 
 

人
に
対
し
て
積
極
的
な
禅
布
教
を
展
 
 

開
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ア
 
 

メ
リ
カ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
代
 
 

表
的
な
一
人
に
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
 
 

禅
セ
ン
タ
ー
を
主
宰
し
て
い
る
前
角
 
 

博
雄
師
が
い
る
。
 
 
 

師
は
昭
和
三
十
年
北
米
開
教
師
と
 
 

し
て
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
に
赴
任
し
、
 
 

そ
の
十
年
後
ア
メ
リ
カ
人
に
対
す
る
 
 

禅
の
伝
道
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
れ
は
 
 

坐
禅
の
実
践
と
全
米
の
主
要
な
大
学
 
 

図
書
館
を
通
し
た
文
書
伝
道
に
あ
っ
 
 

た
。
す
で
に
三
十
年
に
及
ぶ
師
の
禅
 
 

の
伝
道
は
、
十
指
を
数
え
る
勝
れ
た
 
 

弟
子
た
ち
を
中
心
に
ア
メ
リ
カ
全
域
 
 

に
わ
た
っ
て
確
実
に
花
を
咲
か
せ
て
 
 

い
る
。
そ
し
て
今
、
「
黒
田
研
究
所
」
 
 

を
設
立
し
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
仏
 
 

教
学
者
の
参
加
を
得
て
、
「
摩
討
止
 
 

観
」
の
英
訳
、
「
中
世
日
本
の
曹
洞
 
 

禅
」
の
出
版
等
と
文
書
伝
道
の
実
を
 
 

あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
禅
の
実
践
面
 
 

で
は
、
［
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
・
マ
ウ
ン
 
 

テ
ン
・
セ
ン
タ
ー
］
 
の
建
立
を
目
指
 
 

し
て
、
す
で
に
入
手
し
た
十
八
万
坪
 
 

の
広
大
な
土
地
に
僧
堂
、
食
堂
な
ど
 
 

の
建
立
を
実
現
し
、
い
よ
い
よ
仏
殿
、
 
 

法
望
、
そ
し
て
衆
案
の
建
立
に
着
手
 
 

す
る
段
階
を
迎
え
て
い
る
。
さ
ら
に
 
 

師
は
、
イ
タ
リ
ヤ
禅
協
会
、
パ
リ
に
 
 

建
立
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
袈
裟
研
究
 
 

協
会
等
と
の
積
極
的
な
交
流
を
進
め
 
 

よ
う
と
し
て
い
る
。
 
 
 

他
方
、
シ
ア
ト
ル
で
は
昭
和
二
十
 
 

九
年
に
ハ
ワ
イ
関
数
師
と
し
て
赴
任
 
 

し
た
市
村
承
菜
師
が
、
後
に
東
洋
学
－
 
 

イ
ン
ド
仏
教
学
の
研
究
に
入
り
現
在
 
 

バ
ー
ク
レ
ー
仏
教
研
究
所
付
属
教
授
 
 

と
し
て
活
躍
し
て
い
る
が
、
こ
こ
数
 
 

年
来
「
永
平
清
規
」
 
「
登
山
清
規
」
 
 

の
英
訳
に
取
り
か
か
り
、
す
で
に
そ
 
 

の
完
訳
を
実
現
す
る
に
至
っ
た
。
そ
 
 

こ
で
こ
れ
を
機
に
、
北
米
総
監
・
山
 
 

下
頼
光
師
、
前
角
博
雄
師
を
理
事
に
 
 

迎
え
「
北
米
禅
仏
教
学
研
究
所
」
を
 
 

設
立
、
今
春
ワ
シ
ン
ト
ン
州
か
ら
正
 
 

式
に
そ
の
法
人
許
可
を
手
に
す
る
こ
 
 

と
が
で
き
た
。
そ
し
て
現
在
、
師
は
 
 

各
関
係
者
の
了
解
と
協
力
を
得
て
、
 
 

衛
藤
即
応
先
生
の
精
魂
の
苦
「
宗
祖
 
 

と
し
て
の
道
元
禅
師
」
 
「
正
法
眼
蔵
 
 

研
究
序
説
」
の
英
訳
、
一
代
記
念
事
 
 

業
と
し
て
大
修
館
発
行
の
 
「
禅
学
大
 
 

辞
典
」
の
英
訳
版
に
も
意
欲
を
燃
や
 
 

し
て
い
る
。
 
 
 

思
う
に
、
前
角
、
市
村
両
師
は
共
 
 

に
四
十
年
に
わ
た
る
在
米
活
動
の
中
 
 

で
、
い
ま
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
よ
う
 
 

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
発
願
 
 

が
宗
門
伝
道
の
 
［
車
の
両
輪
］
と
し
 
 

て
、
ア
メ
リ
カ
の
大
地
を
走
り
ゆ
く
 
 

芽
生
え
で
あ
る
こ
と
を
宗
門
人
の
一
 
 

人
と
し
て
心
か
ら
願
い
、
両
師
の
大
 
 

願
成
就
を
切
に
期
待
し
た
い
も
の
で
 
 

あ
る
。
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昭
和
十
六
年
師
走
八
日
（
ア
メ
リ
 
 

カ
で
は
七
日
）
 
に
は
じ
ま
っ
た
日
米
 
 

戦
争
の
歴
史
的
地
点
、
パ
ー
ル
ハ
ー
 
 

バ
ー
、
真
珠
湾
を
望
む
所
に
曹
洞
宗
 
 

ア
イ
エ
ア
・
太
平
寺
が
あ
る
。
欧
州
 
 

で
第
一
次
大
戦
が
終
了
し
た
年
、
一
 
 

九
一
八
年
に
ア
イ
エ
ア
地
区
の
砂
糖
 
 

き
び
農
場
で
移
住
以
来
、
甘
く
は
な
 
 

い
生
活
、
労
働
条
件
下
で
苦
労
す
る
 
 

日
系
移
民
に
よ
り
、
日
本
へ
の
郷
愁
 
 

と
心
の
依
り
所
、
亡
き
人
々
へ
の
供
 
 

養
等
の
為
に
「
真
珠
山
太
平
寺
」
が
 
 

開
創
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
日
米
関
係
 
 

の
変
遷
の
中
で
も
護
持
さ
れ
て
、
昨
 
 

年
十
月
二
十
三
・
二
十
四
両
日
に
わ
 
 

た
り
創
立
七
十
五
周
年
記
念
慶
讃
法
 
 

要
が
現
住
七
世
住
職
・
主
任
開
教
師
 
 

真
珠
山
大
平
寺
創
立
七
十
五
周
年
 
 

慶
讃
法
要
と
綻
念
講
演
を
絶
え
て
 
 

駒
沢
大
学
教
授
 
小
笠
原
 
隆
元
 
 

篠
田
一
法
師
と
檀
信
徒
会
員
達
の
一
 
 

大
精
進
に
よ
り
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
 
 
 

今
回
の
ハ
ワ
イ
行
き
は
日
程
調
整
 
 

上
か
ら
困
難
で
あ
っ
た
が
、
篠
田
師
 
 

が
駒
大
在
学
中
か
ら
の
受
講
生
で
教
 
 

研
で
も
受
講
生
、
さ
ら
に
結
婚
の
仲
 
 

人
役
ま
で
し
て
い
る
の
で
、
万
障
繰
 
 

り
合
わ
せ
て
来
布
し
、
記
念
晩
餐
会
 
 

で
英
語
講
演
ス
ピ
ー
チ
を
せ
よ
と
の
 
 

こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
、
十
九
年
ぶ
 
 

り
ぐ
ら
い
で
二
度
目
の
ハ
ワ
イ
行
き
 
 

を
決
行
し
、
二
十
四
日
朝
到
着
し
て
 
 

諸
行
事
に
参
加
し
、
シ
ュ
ラ
ト
ン
ワ
 
 

イ
キ
キ
ホ
テ
ル
で
の
記
念
会
で
三
十
 
 

分
程
英
語
に
よ
る
講
演
を
さ
せ
て
い
 
 

た
だ
き
、
翌
日
は
町
田
時
保
先
生
に
 
 

御
案
内
い
た
だ
い
て
駒
沢
大
学
と
協
 
 

定
校
で
あ
る
ハ
ワ
イ
大
学
・
宗
教
学
 
 

部
を
訪
問
し
、
タ
ナ
ベ
教
授
と
面
談
 
 

後
、
ハ
ワ
イ
曹
洞
宗
別
院
・
正
法
寺
 
 

へ
拝
登
し
て
松
浦
総
監
御
夫
妻
、
町
 
 

田
先
生
御
夫
妻
と
面
談
し
て
ホ
テ
ル
 
 

に
帰
る
。
二
泊
し
た
ホ
テ
ル
は
、
日
 
 
 

昨
年
十
一
月
十
四
日
、
ハ
ワ
イ
曹
 
 

洞
宗
禅
宗
寺
（
カ
ウ
ア
イ
島
）
太
陽
 
 

寺
（
オ
ア
フ
島
ワ
イ
パ
フ
）
が
、
菅
 
 

良
雲
師
、
河
原
仙
英
師
に
よ
っ
て
創
 
 

建
さ
れ
て
よ
り
九
十
年
目
に
あ
た
り
 
 

そ
の
慶
讃
法
要
と
先
亡
関
数
師
、
檀
 
 

信
徒
総
供
養
、
及
び
平
和
祈
願
法
要
 
 

が
カ
ウ
ア
イ
禅
宗
寺
に
お
い
て
挙
行
 
 

さ
れ
た
。
 
 
 

十
三
日
に
は
、
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
ホ
 
 

テ
ル
を
会
場
に
、
第
四
十
六
回
ハ
ワ
 
 

イ
曹
洞
宗
協
会
代
議
員
会
が
行
わ
れ
、
 
 

「
ハ
ワ
イ
曹
洞
宗
ブ
デ
ズ
ム
関
数
百
 
 

年
に
向
っ
て
」
の
分
科
会
が
“
P
u
r
 
 

e
紆
S
i
m
p
－
e
 
r
i
f
e
”
の
テ
ー
マ
の
 
 

も
と
に
、
六
つ
の
部
会
に
別
れ
て
お
 
 

こ
な
わ
れ
た
。
 
 

①
日
常
の
信
仰
に
つ
い
て
②
仏
教
 
 

徒
の
家
庭
生
活
に
つ
い
て
③
お
寺
 
 

で
の
メ
ン
バ
ー
の
役
割
と
責
任
に
つ
 
 

い
て
④
お
寺
と
地
域
社
会
－
お
寺
 
 

の
役
割
に
つ
い
て
 
⑤
今
後
必
要
と
 
 

さ
れ
る
開
教
師
に
つ
い
て
⑥
ハ
ワ
イ
 
 

本
人
団
体
客
な
ど
が
充
満
し
、
ワ
イ
 
 

キ
キ
の
浜
辺
ま
で
は
ん
の
百
米
も
な
 
 

い
所
な
の
に
、
部
屋
の
窓
か
ら
浜
辺
 
 

を
見
た
だ
け
で
名
古
屋
空
港
へ
と
ん
 
 

カ
ウ
ア
イ
禅
宗
寺
 
 

創
立
九
十
周
年
綻
念
漬
賓
に
参
加
レ
て
 
 

静
岡
県
法
幌
寺
住
職
 
秋
 
田
 
薪
 
隆
 
 

の
特
徴
を
生
か
し
今
後
の
嘗
洞
禅
を
 
 

考
え
る
。
 
 
 

両
日
と
も
快
晴
に
恵
ま
れ
、
松
浦
 
 

玉
英
総
監
老
師
を
は
じ
め
、
各
島
開
 
 

教
師
、
Y
B
A
（
青
年
仏
教
会
）
、
日
 
 

本
か
ら
も
大
谷
哲
夫
駒
沢
大
学
教
授
 
 

ほ
か
十
数
名
の
参
列
が
あ
り
、
盛
大
 
 

裡
に
円
成
し
た
。
 
 
 

し
か
し
、
分
科
会
で
は
今
後
の
ハ
 
 

ワ
イ
仏
教
に
つ
い
て
厳
し
い
意
見
が
 
 

出
さ
れ
、
そ
の
対
策
が
早
急
に
な
さ
 
 

れ
る
必
要
を
感
じ
た
。
 
 
 

ぼ
帰
り
と
な
り
ま
し
た
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
ハ
ワ
イ
各
地
に
は
曹
 
 

洞
宗
の
お
寺
が
十
ケ
所
に
十
ケ
寺
も
 
 

あ
り
ま
す
。
 
 

ミ
ネ
ソ
タ
禅
セ
ン
タ
ー
は
一
九
七
 
 

二
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
一
九
 
 

九
〇
年
に
創
立
者
で
あ
り
指
導
者
で
 
 

あ
っ
た
片
桐
老
師
が
ガ
ン
で
遷
化
さ
 
 

れ
る
と
い
う
試
練
に
出
会
い
ま
し
た
。
 
 

し
か
し
そ
の
後
も
困
難
の
中
で
坐
禅
 
 

修
業
は
た
ゆ
ま
ず
続
け
ら
れ
て
き
ま
 
 

し
た
。
私
は
、
老
師
の
遣
弟
の
ど
な
 
 

た
か
が
後
を
継
ぐ
準
備
が
整
う
ま
で
 
 

三
年
間
と
い
う
こ
と
で
、
昨
年
八
月
 
 

に
当
地
に
参
り
ま
し
た
。
 
 
 

禅
セ
ン
タ
ー
の
活
動
は
、
日
曜
日
 
 

を
除
く
毎
日
朝
夕
二
蛙
づ
つ
の
坐
禅
 
 

と
毎
月
の
接
心
が
中
心
で
す
。
土
曜
 
 

日
の
午
前
に
は
九
時
か
ら
一
蛙
の
坐
 
 

禅
の
あ
と
、
一
時
間
の
レ
ク
チ
ャ
ー
 
 
 

ミ
ネ
ソ
タ
禅
セ
ン
タ
ー
主
管
 
 

奥
 
村
 
正
 
博
 
 

二
十
周
年
を
迎
え
 
 

新
た
な
決
意
を
〃
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が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
夫
々
の
担
 
 

当
の
仕
事
を
午
後
二
時
頃
ま
で
行
い
 
 

ま
す
。
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
ブ
 
 

デ
ィ
ス
ト
・
ス
タ
デ
ィ
が
あ
り
ま
す
。
 
 

故
老
師
の
御
意
向
で
、
仏
教
全
般
の
 
 

理
解
を
深
め
る
為
に
毎
年
テ
キ
ス
ト
 
 

を
選
ん
で
何
人
か
が
講
義
を
し
ま
す
。
 
 
 

ま
た
、
M
N
M
C
に
は
、
ミ
ネ
ソ
 
 

タ
州
南
部
に
宝
鏡
寺
と
い
う
広
大
な
 
 

土
地
が
あ
り
ま
す
。
一
九
七
七
年
に
 
 

購
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
ま
だ
仮
り
の
 
 

本
堂
兼
坐
禅
望
等
数
棟
が
あ
る
だ
け
 
 

で
す
。
接
心
な
ど
の
際
に
は
参
禅
者
 
 

は
テ
ン
ト
で
寝
泊
ま
り
し
ま
す
。
厳
 
 

寒
の
冬
に
は
使
用
不
可
能
で
し
た
が
、
 
 

こ
の
程
よ
う
や
く
坐
禅
望
に
防
寒
設
 
 

備
が
整
い
冬
に
も
使
用
で
き
る
よ
う
 
 

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
工
事
は
、
 
 

ア
メ
リ
カ
及
び
日
本
か
ら
の
支
援
金
 
 

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
 
 

の
土
地
に
本
格
的
な
坐
禅
道
場
を
創
 
 

一
九
八
三
年
好
人
庵
禅
窟
と
し
て
 
 

開
単
以
来
、
八
七
年
関
数
師
辞
令
の
 
 

公
布
、
九
一
年
に
米
国
の
宗
教
法
人
 
 

認
定
、
本
年
二
月
曹
洞
宗
・
白
雲
山
 
 

好
人
庵
と
し
て
の
認
可
に
至
る
ま
で
 
 

着
々
と
教
練
を
整
え
て
き
た
同
主
管
 
 

禅
セ
ン
タ
ー
 
 

1
好
人
膚
レ
禅
堂
落
慶
法
要
 
 

六
月
十
∧
日
厳
修
さ
れ
る
〃
 
 

立
す
る
の
が
片
桐
老
師
の
御
計
画
で
 
 

し
た
。
い
ま
だ
に
道
の
り
は
遠
い
で
 
 

す
が
、
来
年
か
ら
一
年
を
通
し
て
何
 
 

人
か
が
常
住
で
き
る
よ
う
に
考
え
て
 
 

お
り
ま
す
。
 
 
 

昨
年
十
一
月
十
三
日
（
土
）
 
に
M
 
 

N
M
C
創
立
二
十
周
年
記
念
祝
賀
会
 
 

が
行
わ
れ
百
五
十
人
程
の
人
々
が
集
 
 

り
ま
し
た
。
次
の
二
十
年
に
向
け
て
 
 

新
し
い
出
発
を
す
る
決
意
を
確
認
し
 
 

あ
い
ま
し
た
。
 
 
 

こ
の
禅
セ
ン
タ
ー
は
片
桐
老
師
が
 
 

種
ま
き
か
ら
は
じ
め
て
育
て
て
こ
ら
れ
 
 

た
も
の
で
す
が
ま
だ
小
さ
な
苗
木
の
段
 
 

階
で
す
。
こ
れ
か
ら
健
全
に
育
っ
て
い
 
 

く
よ
う
に
と
願
い
、
メ
ン
バ
ー
の
人
々
 
 

と
共
に
精
一
杯
の
努
力
を
し
て
参
る
 
 

所
存
で
お
り
ま
す
。
日
本
の
人
々
か
ら
 
 

の
御
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 

※
故
片
桐
老
師
の
講
義
録
が
、
近
日
 
 
 

中
、
発
刊
さ
れ
る
と
の
こ
と
。
 
 
 

秋
葉
玄
吾
師
が
遂
に
新
禅
堂
の
落
慶
 
 

法
要
を
厳
修
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
 
 
 

六
月
十
八
日
、
永
平
寺
監
院
・
南
 
 

沢
通
人
老
師
の
御
報
化
に
て
、
日
本
 
 

か
ら
約
三
十
人
の
尊
宿
と
関
数
師
並
 
 

び
に
禅
セ
ン
タ
ー
の
講
師
の
随
喜
を
 
 

得
て
、
盛
大
な
法
要
が
執
り
行
な
わ
 
 

れ
る
予
定
。
 
 
 

敷
地
六
〇
〇
坪
の
新
た
な
禅
堂
は
 
 

名
高
い
加
州
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
を
 
 

控
え
る
閑
静
な
高
級
住
宅
地
に
位
置
 
 

し
、
美
し
い
自
然
環
境
に
包
ま
れ
て
 
 

い
る
。
古
風
を
慕
う
弁
道
に
ふ
さ
わ
 
 

し
い
純
日
本
式
の
僧
堂
（
五
問
×
五
 
 

間
半
）
と
衆
寮
（
五
間
×
三
間
）
本
堂
 
 

兼
庫
裏
（
十
五
間
×
六
間
）
を
擁
し
、
 
 

ま
さ
に
師
の
標
梯
す
る
「
発
展
と
安
 
 

ら
ぎ
」
が
体
感
で
き
る
素
晴
ら
し
い
 
 

道
場
と
な
っ
た
。
 
 
 

「
只
管
打
坐
」
の
現
代
的
あ
り
方
 
 

と
、
長
い
将
来
を
見
つ
め
る
為
の
新
 
 

た
な
拠
点
に
し
た
い
と
の
道
念
を
称
 
 

え
、
心
か
ら
祝
意
を
表
し
た
い
。
 
 
 

冊潤 

打  

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
桑
港
寺
は
、
 
 

一
九
三
四
年
（
昭
和
九
年
）
十
二
月
 
 

八
日
の
成
道
会
の
佳
き
目
に
初
代
磯
 
 

部
峰
仙
老
師
に
よ
り
そ
の
法
幡
を
掲
 
 

げ
た
。
以
来
、
日
系
同
胞
の
信
仰
の
 
 

拠
り
所
と
し
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
参
禅
 
 

研
讃
の
場
と
し
て
そ
の
名
を
内
外
に
 
 

轟
か
せ
今
日
に
至
る
。
そ
の
間
、
歴
 
 

史
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
、
戦
時
中
の
 
 

強
制
収
容
そ
の
他
幾
多
の
激
動
に
耐
 
 

え
法
燈
を
守
り
通
し
て
き
た
。
こ
の
 
 

間
、
時
代
の
変
容
に
即
し
た
各
歴
代
 
 

関
数
師
の
不
退
転
の
道
心
に
よ
り
、
 
 

布
教
の
拡
張
と
人
心
の
確
保
に
努
め
 
 

て
き
た
。
そ
し
て
現
在
の
主
任
関
数
 
 

師
第
九
世
・
細
川
正
善
師
は
、
一
九
 
 

八
四
年
四
月
、
長
年
の
宿
願
で
あ
っ
 
 

た
新
本
堂
移
築
落
慶
法
要
を
故
丹
羽
 
 

兼
芳
禅
師
を
拝
請
し
執
り
行
な
っ
た
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

細
川
師
は
、
「
桑
港
寺
開
堂
六
十
 
 

周
年
並
び
に
本
堂
移
築
十
周
年
を
迎
 
 

米
国
人
へ
の
布
教
の
難
し
さ
と
勧
 
 

募
活
動
は
も
と
よ
り
、
隣
人
の
反
対
 
 

と
誹
諸
に
あ
っ
て
三
度
公
聴
会
を
開
 
 

く
等
、
数
々
の
難
関
を
経
て
漸
く
こ
 
 

ぎ
つ
け
た
祝
典
ゆ
え
、
そ
の
喜
び
は
 
 

え
る
我
々
は
、
こ
の
ま
た
と
な
い
勝
 
 

縁
に
先
達
諸
賢
者
の
遺
業
に
報
い
る
 
 

べ
く
、
二
十
一
世
紀
に
向
け
新
た
な
 
 

布
教
伝
道
を
展
開
し
て
い
き
た
く
存
 
 

じ
ま
す
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
布
教
 
 

の
よ
う
に
一
関
教
師
の
孤
軍
奮
闘
で
 
 

は
今
後
の
海
外
伝
道
の
将
来
は
な
く
、
 
 
 

計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
 
 
 

「
こ
れ
ま
で
に
寄
せ
ら
れ
た
多
く
 
 

の
御
法
愛
と
御
支
援
に
対
し
、
紙
面
 
 

を
通
じ
満
腔
の
謝
意
を
お
伝
え
頂
き
 
 

た
い
」
と
、
秋
葉
師
は
語
っ
て
い
る
。
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こ
れ
か
ら
は
宗
門
の
海
外
布
教
に
対
 
 

す
る
明
確
な
方
針
と
宗
門
全
体
の
深
 
 

い
理
解
、
さ
ら
に
は
各
関
数
地
で
の
 
 

総
監
部
の
強
い
統
率
が
な
く
て
は
海
 
 

外
布
教
の
将
来
は
望
め
な
い
」
と
抱
 
 

負
と
展
望
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
細
 
 

川
師
に
と
っ
て
こ
の
六
十
周
年
記
念
 
 

行
事
は
一
人
の
思
い
入
れ
が
あ
る
よ
 
 

う
だ
。
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
 
 

「
禅
を
聞
く
会
」
を
企
画
し
て
お
り
、
 
 

師
の
法
幡
師
で
あ
る
福
島
県
興
国
寺
 
 

住
職
・
辻
淳
彦
老
師
に
基
調
講
演
 
 

（
同
時
通
訳
）
 
を
依
頼
し
て
い
る
と
 
 

い
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
S
Z
I
 
 

事
務
局
ま
で
。
 
 

国
際
化
の
波
が
押
し
寄
せ
る
昨
今
 
 

の
情
勢
を
鑑
み
、
S
Z
I
は
来
る
六
 
 

月
二
日
（
木
）
午
後
一
時
半
よ
り
、
 
 

下
記
の
通
り
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
 
 

シ
ョ
ン
形
式
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
 
 

催
す
る
。
世
界
平
和
を
実
現
す
る
た
 
 

め
に
宗
教
者
の
立
場
か
ら
何
ら
か
の
 
 

ア
ク
シ
ョ
ン
が
起
こ
さ
れ
て
し
か
る
 
 

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
 

で
は
、
我
々
の
と
る
べ
き
ス
タ
ン
ス
 
 

を
考
え
て
い
き
た
い
。
 
 
 

姐
 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
 

「
今
問
わ
れ
て
 
 

曹
洞
真
の
国
際
匹
 
 

S
Z
－
主
催
 
曹
洞
宗
青
年
会
協
賛
 
 

い
る
平
聖
－
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南
米
ロ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
仏
心
寺
主
任
 
 

関
数
師
・
佐
藤
浦
舟
 
（
富
山
県
明
禅
 
 

寺
副
住
）
 
は
、
四
年
間
の
駐
在
任
務
 
 

を
終
え
、
こ
の
た
び
帰
国
し
た
。
佐
 
 

藤
師
は
、
ハ
ワ
イ
関
数
師
で
あ
っ
た
 
 
 

即
．
大
鵬
緋
詐
㍍
 
 
 
 
辞
任
帰
国
′
 
 

総会・シンポジウムご案内  

日 時 平成6年6月2日（木）午後12時30分～  
会 場 東京グランドホテル「蘭」の間  

日 程 受付正午～  
総 会 午後12時30分～   

「今問われている平和と曹洞宗の国際化」  
主催SZl 協賛曹洞宗青年会  

基調講演  午後1時30分～午後2時  

宗務総長・伊東盛牒老師  師
匠
・
佐
藤
博
道
師
 
（
現
在
永
平
寺
 
 

直
歳
）
 
の
長
男
。
大
変
ご
苦
労
様
で
 
 

し
た
。
 
 

四
月
一
日
よ
り
新
会
計
年
度
と
な
 
 

り
会
員
の
皆
様
に
年
度
会
費
納
入
の
 
 

お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 
 

同
封
の
振
込
用
紙
に
て
お
納
め
く
 
だ
 

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
 
 

ま
す
。
金
額
は
次
の
通
り
で
す
。
 
 

正
会
員
 
五
千
円
 
 

賛
助
会
員
一
万
円
以
上
 
 

；パネルディスカッション 午後2時～午後4時  

コーディネーター  田上太秀氏（駒沢大学副学長）  

パネリスト  奈良康明氏（駒沢大学教授）  

井桁 碧氏（聖心女子大学講師）  
松永然道民（SVA会長）  

海外駐在関数師（交渉中）  

懇親会 午後4時～午後6時  
l  

I  

；会 費 シンポジウム  

懇親会  
l  
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サ
ラ
エ
ボ
女
子
フ
ィ
ギ
ア
金
メ
 
 

ダ
リ
ス
ト
＝
カ
タ
リ
ナ
・
ビ
ッ
ト
 
 

選
手
が
、
リ
ネ
ハ
ン
メ
ル
・
オ
リ
 
 

ン
ピ
ッ
ク
に
参
加
し
、
華
麗
な
演
 
 

技
を
披
露
し
て
く
れ
た
。
サ
ラ
エ
 
 

ボ
の
悲
劇
を
黙
視
せ
ず
、
世
界
の
 
 

人
々
が
見
つ
め
る
氷
上
で
平
和
を
 
 

訴
え
た
彼
女
の
英
断
に
拍
手
を
送
 
 

り
た
い
。
 
 
 

宗
門
は
、
「
平
和
」
 
の
旗
を
掲
 
 

げ
て
い
る
。
我
々
も
一
宗
教
者
と
 
 

し
て
、
微
力
な
が
ら
真
の
世
界
平
 
 

和
を
確
立
す
る
た
め
に
、
ビ
ッ
ト
 
 

選
手
の
よ
う
に
何
ら
か
の
ア
ク
シ
ョ
 
 

ン
を
興
す
べ
く
考
え
た
い
も
の
で
 
 

あ
る
。
 
 

（
伸
）
 
 
 

二
月
七
日
の
役
員
会
で
は
総
会
 
 

や
会
報
の
件
は
本
よ
り
、
種
々
の
 
 

意
見
が
百
出
し
た
。
活
発
な
討
議
 
 

や
熱
い
意
見
交
換
の
機
会
と
、
形
 
 

に
纏
め
得
る
シ
ン
ク
タ
ン
ク
的
機
 
 

能
が
是
非
必
要
と
、
総
会
を
兼
ね
 
 

た
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
案
が
浮
上
し
 
 

た
の
も
こ
の
為
。
他
に
も
「
中
国
 
 

残
留
婦
人
の
特
別
身
元
引
き
受
け
 
 

へ
の
支
援
」
 
「
宗
風
挙
揚
と
次
世
 
 

代
へ
の
布
教
」
も
亦
、
異
文
化
間
 
 

の
適
応
の
問
題
に
外
な
ら
ぬ
と
見
 
 

る
べ
き
か
。
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
 
 

ナ
ル
と
は
」
 
「
S
Z
I
の
意
義
」
 
 

に
対
す
る
認
識
度
と
株
の
底
上
げ
 
 

の
為
、
世
界
的
大
物
の
講
演
と
い
 
 

う
ア
ド
バ
ル
ー
ン
も
効
果
的
で
は
、
 
 

e
－
C
。
総
会
で
の
多
く
の
文
殊
 
 

の
智
慧
を
、
今
か
ら
楽
し
み
と
し
 
 

て
い
る
。
 
（
満
）
 
 
 

S
O
T
O
禅
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
 
 

ナ
ル
が
正
式
に
発
足
し
て
一
年
が
 
 

過
ぎ
、
今
年
度
よ
り
実
質
的
な
活
 
 

動
を
開
始
し
て
い
く
め
ど
が
立
ち
 
 

ま
し
た
。
 
 
 

こ
の
一
年
の
間
に
数
多
く
の
方
々
 
 

の
ご
賛
同
、
並
び
に
ご
協
力
を
頂
 
 

戴
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
 
 

会
を
ス
タ
ー
寸
さ
せ
る
こ
と
の
大
 
 

変
さ
を
実
感
す
る
貴
重
な
経
験
も
 
 

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 
 
 

大
団
体
の
曹
洞
宗
内
の
固
定
的
 
 

観
念
に
こ
だ
わ
ら
な
い
、
よ
り
自
 
 

由
な
国
内
外
の
布
教
を
摸
索
し
て
 
 

行
く
と
ゆ
う
会
の
方
針
を
基
に
、
 
 

会
の
活
動
を
進
め
て
行
く
と
い
う
 
 

こ
と
に
な
り
、
大
き
な
視
野
の
平
 
 

和
と
国
際
化
を
見
つ
め
て
、
考
え
 
 

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
応
）
 
 


