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仏
教
に
と
っ
て
、
供
養
は
と
て
も
大
切
な
行
為
で

す
。
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
、
決
し
て

欠
か
せ
な
い
行
為
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
、
供
養
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ

て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
も
う
一
度
、
供
養

に
つ
い
て
、
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

供
養
と
い
う
と
、
通
常
は
亡
く
な
ら
れ
た
人
の
供

養
を
指
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
人

間
以
外
の
動
物
た
ち
も
、
供
養
の
対
象
で
す
。
そ
こ

で
今
回
は
ま
ず
、
動
物
の
供
養
に
つ
い
て
、
考
え
て

み
ま
す
。
い
さ
さ
か
遠
回
り
を
す
る
よ
う
で
す
が
、

動
物
の
供
養
を
考
え

る
こ
と
で
、
日
本
仏

教
の
特
質
、
ひ
い
て

は
曹
洞
宗
の
め
ざ
し

て
き
た
も
の
の
一
端

が
う
か
が
え
る
か
ら

で
す
。

  

供
養
の
対
象
は
、

あ
ら
た
め
て
い
う
ま

で
も
な
く
、
亡
く
な

ら
れ
た
方
の
霊
魂
で

す
。
人
が
死
ん
で
、
肉
体
が
滅
び
去
る
と
同
時
に
、

そ
の
人
の
全
存
在
が
消
え
て
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
供
養
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
こ

の
理
屈
か
ら
す
る
と
、
動
物
の
供
養
は
、
動
物
に
も

霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
す
。

  

じ
つ
は
、
動
物
を
供
養
す
る
と
い
う
態
度
は
、
日

本
以
外
で
は
な
か
な
か
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
た
と
え

ば
、
医
学
の
進
歩
に
欠
か
せ
な
い
実
験
動
物
を
供
養

し
て
き
た
の
は
、
日
本
だ
け
の
よ
う
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
、
一
神
教
の
国
々
で
は
、

原
則
と
し
て
、
霊
魂

は
人
間
に
し
か
宿
っ

て
い
な
い
と
考
え
る

の
で
、
動
物
の
供
養

な
ど
、
は
な
か
ら
問

題
外
で
す
。

さ
ら
に
意
外
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
仏

教
で
も
、
日
本
仏
教

を
の
ぞ
く
と
、
人
間

以
外
の
生
き
も
の
た

ち
を
供
養
す
る
と
い

う
姿
勢
は
い
た
っ
て

乏
し
い
の
で
す
。
日

本
仏
教
だ
け
が
、
牛

馬
の
よ
う
な
使
役
動

物
は
も
と
よ
り
、
自

然
界
の
魚
や
虫
の
た

ぐ
い
ま
で
丁
寧
に
供

養
し
て
き
た
歴
史
を

も
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
典
型
例
が
、
曹

洞
宗
の
瑩け
い

山ざ
ん

紹
じ
ょ
う

瑾き
ん

禅ぜ
ん

師じ

が
修
行
僧
の
規

則
と
し
て
定
め
た
『
瑩
山
和
尚
清し
ん

規ぎ

』
に
見
ら
れ
ま

す
。
十
二
月
十
日
な
ら
び
に
晦
日
の
項
に
、
こ
う
い

う
趣
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
仏
の
大
い
な
る
慈
悲
は
、
平
等
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
生
き
も
の
た
ち
を
済
度
し
、
仏
の
ひ
ろ
や
か
な
教

化
の
力
は
、
み
な
等
し
く
多
種
多
様
な
生
き
も
の
を

救
う
と
言
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
歳
末
、
特
に
数
日
を

か
け
て
、
お
寺
中
の
僧
侶
を
総
動
員
し
、
ひ
た
す
ら

お
経
を
読
ん
で
、
お
寺
の
領
地
を
耕
す
と
き
に
、
犠

牲
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
生
き
も
の
た
ち
（
蟻
・
オ
ケ

ラ
・
カ
タ
ツ
ム
リ
な
ど
）、
あ
る
い
は
お
寺
を
支
援
し
て

く
だ
さ
る
方
々
の
領
地
で
使
役
さ
れ
て
い
る
牛
・

馬
・
羊
・
豚
・
犬
・
鶏
、
お
よ
び
山
林
に
暮
ら
し
て
い

る
動
物
や
虫
の
い
っ
さ
い
が
っ
さ
い
、
水
中
で
あ
ろ

う
と
陸
上
で
あ
ろ
う
と
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の

の
う
ち
、
死
ん
で
し

ま
っ
た
も
の
に
回
向

し
な
さ
い
。
こ
れ
ら

の
生
き
も
の
た
ち
を

救
え
る
の
は
、
仏
の

慈
悲
と
お
経
の
力
し

か
あ
り
ま
せ
ん
」。

  

牛
馬
な
ど
家
畜
の

供
養
は
真
言
宗
や
日

蓮
宗
な
ど
で
も
見
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、

田
畑
を
耕
す
と
き
に

犠
牲
に
な
っ
た
生
き
も
の
た
ち
、
あ
る
い
は
自
然
界

の
魚
や
虫
の
た
ぐ
い
ま
で
供
養
し
な
さ
い
と
、「
清

規
」
と
し
て
正
式
に
定
め
ら
れ
て
い
る
事
例
は
ま
ず

あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
、
供
養
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
も
書
か
れ
て

い
ま
す
。「
今
、
聖
者
と
あ
が
め
ら
れ
て
い
る
者
た

ち
も
、
過
去
世
で
は
蝙こ
う

蝠も
り

で
し
た
。
過
去
世
で
魚
だ

っ
た
も
の
が
、
今
は
阿あ

羅ら

漢か
ん

に
な
っ
て
い
る
」
か
ら

だ
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
生
き

も
の
の
中
に
仏
性
、
す
な
わ
ち
仏
と
成
る
可
能
性
が

秘
め
ら
れ
て
い
る
と
瑩
山
紹
瑾
禅
師
は
説
い
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
教
え
は
、
自
然
と
の
共
生
が
必
須
の

課
題
と
な
っ
て
い
る
二
十
一
世
紀
の
宗
教
に
ふ
さ
わ

し
い
思
想
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
良
い
は
ず
で

す
。

挿絵 /長谷川葉月

まさき・あきら
宗教学者。1953年神奈川
県生まれ。国際日本文化研
究センター助教授を経て、
慶應義塾大学、立正大学講
師。『「千と千尋」のスピリ
チュアルな世界』など多数
の著書がある。

す
べ
て
の
生
き
も
の
を

供
養
す
る	

正
木	

晃
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正
月
は
新
し
い
魂
の
祭
、 

お
盆
は
仏
の
命
の
祭

お
盆
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
お
話
で
す

が
、
こ
れ
は
魂
の
祭
、
命
の
祭
、
み
魂た
ま

ま
つ
り
だ

と
、
ざ
っ
と
言
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
よ
く
年
中
行
事
と
し
て
、「
盆
と
正
月
」

と
い
う
対
の
言
葉
で
い
わ
れ
ま
す
ね
。
そ
の
正
月

に
つ
い
て
、
先
に
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

お
正
月
に
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
子
ど
も
た
ち

は
お
年
玉
を
頂
戴
し
ま
す
。
あ
の
「
玉
」
と
い
う

も
の
に
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
と
、

大
晦
日
の
晩
に
ご
先
祖
が
、
あ
る
い
は
神
様
が
、

新
し
い
年
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
次
の
一
年
も
丈

夫
で
元
気
よ
く
健
康
で
や
っ
て
い
け
る
よ
う
、
新

し
い
魂
を
吹
き
込
ん
で
く
だ
さ
る
。
そ
う
い
う
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
塊
と
い
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
、

新
し
い
魂
を
い
た
だ
く
、
そ
れ
が
正
月
な
の
で
す
。

こ
れ
も
皆
さ
ん
ご
承
知
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、

新
し
い
魂
を
「
あ
ら
た
ま
」
と
い
い
、
和
歌
な
ど

で
新
年
の
枕
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
あ
ら
た
ま

の
年
の
初
め
の
」
な
ん
て
い
う
歌
が
よ
く
詠
ま
れ

て
い
る
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、
今
の
よ

う
な
難
し
い
こ
と
を
い
っ
て
も
分
か
ら
な
い
か
ら
、

「
は
い
、
お
と
し
だ
ま
だ
よ
」
と
、
ふ
つ
う
「
お
年

玉
」
と
書
い
て
渡
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
そ
の

年
の
新
し
い
魂
を
い
た
だ
く
こ
と
で
一
つ
歳
を
と

る
、
お
正
月
が
来
れ
ば
み
ん
な
一
つ
大
き
く
な
っ

た
わ
け
で
す
。

今
は
満
年
齢
で
数
え
ま
す
が
、
そ
う
な
る
前
の

日
本
人
の
年
齢
の
数
え
方
は
、
誰
も
か
れ
も
お
正

やまぎし・こうぶん
昭和15年1月1日、群馬県泰寧寺に
て生れる。駒澤大学仏教学部禅学科卒。
昭和37年大本山總持寺本山僧堂に安
居。平成19年11月～24年1月大本
山總持寺副監院。現在泰寧寺住職。

お
盆
と
は 

三
世
に
わ
た
る 

み
魂た

ま

ま
つ
り

山
岸
弘
文

盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

会え

と
い
う

　
　
宗
教
行ぎ

ょ
う

持じ

、
仏
教
文
化
、

　
地
域
風
習
の
一
切
を

　
　
　
行
持
と
し
て
相そ

う

承じ
ょ
う

し
て
い
く
と
こ
ろ
に

　
　
供
養
の
本
源
が
現げ

ん

成じ
ょ
う

す
る



6
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る
き
で
が
と
こ
る
え
換
い
言
と
」
祭
の
命
の
仏
「

す
ま
み
て
え
考
て
い
つ
に
と
こ
う
い
と
命
の
仏

見
も
で
ま
つ
い
を
来
将
の
域
地
の
こ
め
じ
は
を
族

方
め
と
ま
な
う
ふ
う
い
と
」
す
ま
し
た
い
と
辞
弔

も
日
今
は
師
禅
元
道
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れ
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指
を
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禅
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こ
る
な
く
亡
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僧
禅

遷
化

7

本堂内の額

ひ
を
と
こ
の
ろ
も
ろ
も
う
い
う
そ
│
│
て
し
と
語

遺
偈

和
（

年
四
十
五

 

年
四
十
五

天
一
第
照

 

す
ら
照
を
天
一
第

跳
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の
箇

浡
跳
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打

て
し

千
大
破
触

 

を
千
大

触
破
す

咦 

咦

覓
無
身
渾

 

渾
身
覓

く
無
る
む

泉
黄
陥
活

 

に
泉
黄
ら
が
な
き
活

陥
つ

に
う
よ
の
も
つ
い
で
世

只
管
打
坐

を
法
正
の

拈
提

が
そ
こ
れ
こ

生
死
即
涅
槃

一
如

を
息
消
の
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に
ち
な
お
禅
僧
の
修
行
を
指
導
し
て
お
ら
れ
る
。

螢け
い

山ざ
ん

禅ぜ
ん

師じ

と
共
に
曹
洞
宗
門
の
両
祖
と
し
て
、
全

国
檀
信
徒
は
言
う
ま
で
も
な
く
禅
の
教
え
に
志
す

幾
多
の
方
々
に
、
時
代
を
超
え
て
仏
の
教
え
、
禅

の
教
え
を
敷ふ

演え
ん

し
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
み
ま
す
と
、
仏
は
生
き

て
お
ら
れ
る
。
ど
こ
の
ご
家
庭
の
ご
先
祖
さ
ま
も

み
ん
な
生
き
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
生
き
て
お
ら
れ

る
仏
さ
ん
の
命
の
祭
、
こ
れ
こ
そ
が
み
魂
ま
つ
り

で
、
お
盆
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

お
盆
の
風
習
を
守
り
な
が
ら 

行
持
を
す
る

お
盆
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
風
習
が
あ
り
ま
す
ね
。

盂
蘭
盆
会
に
仏
さ
ま
が
わ
が
家
に
ご
来
賓
と
し
て
、

お
客
さ
ん
と
し
て
お
い
で
く
だ
さ

る
。
こ
の
来
賓
仏
を
お
迎
え
す
る

大
事
な
客
間
、
そ
れ
が
盆
棚
、
い

わ
ゆ
る
精
霊
棚
で
す
。
こ
の
客
間

に
は
新
し
い
蓆む
し
ろを
敷
い
て
、
四
隅

に
竹
を
立
て
て
縄
を
巡
ら
せ
、
縄

の
と
こ
ろ
に
檜
の
葉
や
杉
の
葉
な

ど
を
つ
る
し
た
り
と
、
そ
こ
こ
こ

の
家
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
の
飾
り

方
を
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
要
は
、

ご
来
賓
の
仏
さ
ま
が
過
ご
し
や
す

い
よ
う
に
気
配
り
を
す
る
。

盆
飾
り
、
こ
れ
も
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
家
庭

で
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ほ
お
ず
き
を
ち
ょ
う

ち
ん
に
見
立
て
て
飾
っ
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
胡

瓜
の
馬
や
茄
子
の
牛
を
つ
く
っ
て
供
え
る
。
あ
る

い
は
そ
う
め
ん
や
ら
、
う
ど
ん
や
ら
を
下
げ
て
、

昔
か
ら
の
風
習
で
盆
飾
り
と
し
て
い
る
。
そ
う
い

う
盆
の
雰
囲
気
を
盛
り
立
て
る
お
飾
り
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
お
盆
の
仕
来
た
り
の
基
本
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
単
な
る
仕
来
た
り
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
行
持
と
と
ら
え
た
ほ
う
が
い
い
と
思

う
ん
で
す
が
、
十
三
日
、
い
わ
ゆ
る
盆
迎
え
の
日

の
夕
方
の
迎
え
火
。
そ
れ
か
ら
十
四
日
の
朝
夕
の

門か
ど

火び

、
十
五
日
も
同
様
、
朝
夕
の
門
火
。
そ
し
て

十
六
日
朝
の
送
り
火
。
俗
に
門
火
を
た
く
と
い
っ

て
お
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
中
で
十

三
日
の
夕
方
の
門
火
を
迎
え
火
、

十
六
日
早
朝
の
門
火
を
送
り
火
と

い
う
わ
け
で
す
。

お
盆
の
風
習
を
守
り
な
が
ら
お

盆
の
行
持
を
す
る
。
そ
れ
は
仏
さ

ま
を
主
人
公
に
据
え
た
、
私
た
ち

の
御
霊
祭
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
盂
蘭
盆
会
行

持
を
行
持
と
し
て
丁
寧
に
や
っ
て

い
く
こ
と
、
そ
れ
が
一
番
大
切
な

の
で
、
盂
蘭
盆
会
と
い
う
宗
教
行

持
、
仏
教
文
化
、
地
域
風
習
、
そ
れ
ら
を
ひ
っ
く

る
め
て
受
け
継
ぎ
、
行
持
と
し
て
や
っ
て
い
く
と

こ
ろ
に
供
養
の
本
源
が
現
成
す
る
。
行
持
を
僧
俗

共
に
相
承
す
る
こ
と
で
、
行
持
現
成
、
行
持
道
環
、

行
持
報
恩
、
こ
う
い
う
こ
と
に
連
な
っ
て
く
る
と

思
う
ん
で
す
。

年
々
歳
々
行
持
を
僧
俗
共
に
相
承
し
て
、
今
回

峨
山
禅
師
六
百
五
十
回
の
遠
忌
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
テ
ー
マ
に
か
か
げ
た
相そ
う

承じ
ょ
うと

い
う
こ
と
、
お

分
か
り
と
思
い
ま
す
が
、
一
応
繰
り
返
し
て
見
つ

め
て
み
る
と
、
行
持
現
成
と
い
う
こ
と
は
行
持
を

実
現
成
就
す
る
こ
と
。「
こ
の
ゆ
え
に
、
諸
仏
諸

祖
の
行
持
に
よ
り
て
わ
れ
ら
が
行
持
現
成
し
、
わ

れ
ら
が
大
道
通
達
す
る
な
り
」
と
道
元
禅
師
さ
ま

は
お
示
し
で
す
。
盂
蘭
盆
会
の
行
持
を
行
持
と
し

て
重
く
受
け
止
め
、
継
承
し
て
行
な
っ
て
い
く
こ

と
が
大
切
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

お
盆
の
行
持
が 

そ
の
ま
ま
供
養
の
現
成
と
な
る

そ
れ
か
ら
、
行
ぎ
ょ
う

持じ

道ど
う

環か
ん

と
い
う
大
事
な
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
行
持
と
い
う
の
は
初
め
の
発
心
よ
り

続
け
て
や
っ
て
い
く
と
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
て
、

そ
し
て
極
め
ら
れ
、
究
極
の
と
こ
ろ
に
、
無
上
の

と
こ
ろ
に
到
達
し
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
修

行
し
て
い
く
と
、
こ
れ
は
無む

始し

無む

終じ
ゅ
うに
連
続
す
る

よ
う
に
、
い
さ
さ
か
の
間
隙
も
な
く
連
続
す
る
と

い
う
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
道
元
禅
師
さ
ま
は
「
仏

祖
の
大
道
、
か
な
ら
ず
無
上
の
行
持
あ
り
。
道
環
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本堂欄間「親子風神雷神」

し
て
断
絶
せ
ず
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
、

し
ば
ら
く
の
間
隙
あ
ら
ず
、
行
持
道
環
な
り
」
と
。

そ
う
い
う
行
持
を
禅
師
は
重
く
受
け
止
め
て
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た
。

そ
れ
に
続
い
て
行
持
報
恩
、
こ
れ
は
や
る
べ
き

こ
と
を
や
る
べ
き
よ
う
に
や
っ
て
い
く
日
々
の
行

持
が
、
そ
の
ま
ま
仏
祖
へ
の
報
恩
と
な
る
。
日
常

の
起
居
、
動
作
が
こ
と
ご
と
く
仏
法
に
か
な
え
ば
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
仏
祖
へ
の
報
恩
と
な
る
と
い
う

の
で
す
。
こ
れ
を
『
修
証
義
』
で
は
「
其
報
謝
は

余よ

外げ

の
法
は
中あ
た

る
べ
か
ら
ず
、
唯
当ま
さ

に
日に
ち

日に
ち

の
行

持
、
そ
の
報
謝
の
正
道
な
る
べ
し
」
と
、
こ
う
お

示
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
盆
行
持
を
毎
年
や

っ
て
い
く
、
そ
れ
は
お
坊
さ
ん
も
お
檀
家
の
人
も

や
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
御
霊
祭
の
行
持
、
そ
う

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

御
霊
祭
の
行
持
を
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
お

盆
供
養
の
現
成
だ
と
い
う
、
こ
の
要
の
と
こ
ろ
を

押
さ
え
る
、
こ
れ
が
大
切
な
こ
と
だ
と
私
は
思
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
仏
さ
ん
の
御
霊
祭
で
あ

り
、
今
現
在
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
行
持
と
し

て
の
盆
祭
で
あ
る
と
同
時
に
、
未
来
に
向
か
っ
て

の
盆
祭
、
未
来
を
見
据
え
た
御
霊
祭
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
も
い
つ

の
日
か
仏
さ
ん
に
な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
次

世
代
の
人
た
ち
か
ら
お
祭
を
し
て
も
ら
え
る
と
、

そ
う
い
う
盆
祭
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

ち
ょ
っ
と
話
は
違
い
ま
す
が
、「
南な

無む

三さ
ん

世ぜ

諸し
ょ

仏ぶ
つ

」
と
い
っ
て
お
参
り
す
る
法
要
が
ご
ざ
い
ま
す
。

大
般
若
の
法
要
や
お
授
戒
の
法
要
な
ど
に
礼
仏
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
南
無
三
世
諸
仏
と

い
っ
て
仏
さ
ま
の
徳
を
た
た
え
、
一
生
懸
命
拝
む
。

あ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
今
は
過
去
世
と
な
ら

れ
た
仏
、
そ
し
て
現
在
こ
の
世
で
活
躍
し
て
い
る

仏
、
ゆ
く
ゆ
く
は
仏
に
な
る
未
来
仏
の
仏
と
い
う
、

こ
の
過
去
、
現
在
、
未
来
の
三
世
の
諸
仏
す
べ
て

を
ひ
っ
く
る
め
た
、
も
ろ
も
ろ
の
諸
仏
諸
菩
薩
を

礼
仏
供
養
申
し
上
げ
る
。
そ
れ
が
礼
仏
と
い
う
供

養
の
行
持
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
は
そ
ん
な
ふ

う
に
、
時
々
自
分
な
が
ら
の
勝
手
な
解
釈
を
し
て

お
り
ま
す
。

須
川
宿
の
盆
の 

夕
暮
れ
に
ご
来
臨
あ
れ

未
来
に
向
か
っ
て
の
祈
り
と
い
う
こ
と
で
は
、

つ
ま
り
ご
祈
祷
の
法
要
に
も
関
連
し
て
く
る
こ
と

で
す
け
れ
ど
、
お
札
を
請う

け
る
、
あ
る
い
は
お
守

り
を
請
け
る
、
そ
ん
な
こ
と
は
日
常
よ
く
あ
り
ま

す
ね
。
上
級
学
校
へ
入
る
た
め
の
合
格
祈
願
、
い

い
結
婚
相
手
が
見
つ
か
る
よ
う
に
と
心
願
成
就
、

ま
た
安
産
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
安
産
守
り
、
そ

ん
な
ふ
う
に
お
札
や
お
守
り
を
請
け
て
、
誓
願
を

立
て
、
未
来
に
向
か
っ
て
精
進
す
る
。
そ
う
い
う

未
来
信
仰
の
行
持
と
い
え
る
。

考
え
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
過
去
、
現
在
、
未

来
三
世
に
わ
た
っ
て
の
行
持
と
い
う
の
は
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
で
日
々
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
お

盆
の
行
持
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
お
盆
と
い
う
の

は
三
世
に
わ
た
る
御
霊
祭
で
あ
る
、
ま
と
め
と
し

て
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。
お
盆
と
は

そ
う
い
う
供
養
現
成
の
御
霊
祭
と
い
う
ふ
う
に
私

は
考
え
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
一
つ
、
紹
介
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
私
が
住
職
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
て
お

り
ま
す
泰
寧
寺
は
、
昔
越
後
七
大
名
が
参
勤
交
代

で
通
っ
た
い
わ
ゆ
る
旧
三
国
街
道
の
須
川
宿
の
奥

ま
っ
た
所
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
須
川
宿
は
上か
み

か
ら
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お手洗いの「烏枢沙摩明王」

下

な
事
見
に
変
大
が
火
門
の
盆
お
の
宿
川
須
の
こ

来
ご
に
き
と
と
ひ
る
語
に
共
と
祖
先
ご
の
家
が
わ

写真撮影　生沼宏元

集
募
り
便
お

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読

Eメールアドレス ……………………………
fujiki@water.ocn.ne.jp

送り先………………………………………
〒252-0113
神奈川県相模原市緑区谷ケ原2-9-5-5
仏教企画編集部

身近な人との心温まるふれあいや本誌へ
の感想、仏教についての質問などを600
字以内でお寄せください。Eメールでも
受け付けております。

神奈川県/石田政硯様 宮城県県/菊池正実様
群馬県/佐藤美智子様 静岡県/望月美佐子様
新潟県/山田功様

丸山劫外先生の文章を何回も読み返し、座標軸
の定まらない自分の人生を思い返しながらも、
人として力をつくせばよいのだと教えていただ
きました。

曹洞禅グラフ135号(冬・正月号)プレゼント
丸山劫外師の色紙は次の方が当選されました。

読者からのお便り 菊池正実 様

山岸弘文老師の色紙を 5名の方にプレ
ゼントいたします。仏教企画 ( 下欄の送
り先 )まで、お名前・ご住所・電話番号・
プレゼント名を明記のうえハガキでご応
募ください。

平成28年9月末必着

13

送り先 〒252-0113　神奈川県相模原市緑区谷ケ原2-9-5-5
 仏教企画　☎042-703-8641
締　切 平成28年9月末

たかはし・しゅうえい
昭和十七年北海道生まれ、
駒澤大学仏教学部卒業、
同大学院博士課程修了、
元神奈川県立金沢文庫長。

懺ん
さ

悔げ

文ん
も

我が

昔
所
造う

ぞ

諸
悪く

あ

業う
ご

皆い
か

由う
ゆ

無む

始し

貪ん
と

瞋ん
じ

癡ち

従
身ん

し

口く

意い

之し

所
生

一
切い

さ

我が

今ん
こ

皆い
か

懺ん
さ

悔げ

行
発
画
企
教
仏

り
よ」
典
経
徒
信
檀
「

毎
日
書
道

ご家族のみなさまの応募をお待ちしております

榮
秀
橋
高

作品
募集
お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）
ご応募の中から優秀な作品を選び、年に 1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。
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楢崎通元…書

東隆眞…書

現
在
の
宗
門
人
で
代
表
的
な
書
を
二
本
、
紹
介

し
ま
す
。

一
本
は
楢な
ら

崎ざ
き

通つ
う

元げ
ん

老
師
で
す
。
四
国
の
瑞ず
い

應お
う

寺じ

僧
堂
（
新
居
浜
市
）
の
堂
長
さ
ん
で
す
。
宗
門
の
数

あ
る
修
行
道
場
（
僧
堂
）
の
一
つ
、
瑞
應
寺
は
常
時
、

雲
水
が
二
十
名
前
後
、
安
居
し
て
い
ま
す
。
瑞
應

寺
は
歴
代
住
職
よ
く
書
を
嗜た
し
なみ

、
高た

か

田だ

道ど
う

見け
ん

、
松ま

つ

浦う
ら

百ひ
ゃ
く

英え
い

、
楢な
ら

崎ざ
き

一い
っ

光こ
う

老
師
と
風ふ
う

雅が

筆ひ
っ

痕こ
ん

に
親
し

む
家
風
が
続
い
て
い
ま
す
。

書
は
「
破は

沙さ

盆ぼ
ん

」
で
す
。
全
紙
に
書
か
れ
た
大

字
で
す
。
三
文
字
が
跳
躍
し
て
い
て
、
秘
め
た
力

に
敬
服
す
る
ば
か
り
で
す
。
気
力
充
実
の
書
で
す
。

十
年
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
破
沙
盆
、
破
れ

た
盆
は
使
い
道
が
あ
り
ま
せ
ん
。
値
段
も
つ
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
意
味
を
か
え
て
値
の
つ
け

よ
う
の
な
い
、
絶
対
の
も
の
、
そ
れ
は
悟
り
、
解げ

脱だ
つ

と
も
言
い
ま
す
が
、
最
高
至
上
の
道
で
す
。
こ

の
よ
う
な
禅
語
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。「
破は

草そ
う

鞋あ
い

」

「
破は

木も
く

杓し
ゃ
く」「

欠か
ん

瓦が

」
で
す
。

も
う
一
つ
は
大だ
い

乗じ
ょ
う

寺じ
（
金
沢
市
）
の
東
あ
づ
ま

隆り
ゅ
う

眞し
ん

老

師
で
す
。
大
乗
寺
も
宗
門
の
僧
堂
で
す
。
こ
こ
も

常
に
雲
水
が
詰
め
て
い
ま
す
。
古
来
よ
り
「
規き

矩く

大
乗
」
と
よ
ば
れ
、
現
在
は
金
沢
市
民
の
開
か
れ

た
道
場
と
し
て
、
現
代
に
対
応
し
た
教
化
を
行
っ

て
い
ま
す
。「
語
か
た
り

尽つ
く
す

山さ
ん

雲う
ん

海か
い

月げ
つ
の

情じ
ょ
う」
と
屏
風
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。
碧へ
き

巖
が
ん
ろ
く

録
第
五
十
三
則
に
出

て
き
ま
す
。
た
だ
、
原
典
は
「
話●

尽
山
雲
海
月
情
」

で
す
。
東
老
師
は
「
語●

尽
」
と
書
か
れ
ま
し
た
。

久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
親
友
同
志
が
、
腹
を
わ
っ
て
、

お
互
い
の
心
情
を
吐
露
し
合
う
。
読
者
諸
君
も
こ

う
い
う
体
験
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
名
み
ょ
う

利り

を
離
れ

た
洒し
ゃ

脱だ
つ

な
境
地
、
一
言
で
す
べ
て
を
話
し
尽
く
す

こ
と
で
す
。

東
老
師
の
書
は
龍
が
水
を
呼
び
、
虎
が
山
に
棲す

む
よ
う
な
勢
い
、
縦
横
無
尽
、
自じ

由ゆ
う

濶か
っ

達た
つ

な
も
の

を
感
じ
ま
す
。

今
回
は
現
代
宗
門
の
お
二
方
を
紹
介
し
ま
し
た
。

（
前
者
は
正
泉
寺
蔵
、
後
者
は
松
江
洞
光
寺
蔵
）

よしおか・はくどう
1942年9月27日、静岡県生まれ、
駒澤大学仏教学部卒、永平寺僧堂
研究科修了。現在静岡県藤枝市文
化財保護審議会会長、禅文化・洞
上墨蹟研究会会長、正泉寺東堂。

現
代
宗
門
人
の
書
吉
岡
博
道
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仏ぶ
つ

遺ゆ
い

教
き
ょ
う

経
ぎ
ょ
う

（
仏ぶ

つ

垂し

般は
つ

涅ね

槃は
ん

略
り
ゃ
く

説せ
っ

教
き
ょ
う

誡か
い

経き
ょ
う） 

—

姚よ
う

泰た
い

三さ
ん

蔵ぞ
う

法ほ
う

師し  

鳩く

摩ま

羅ら

什
じ
ゅ
う

訳や
く

原
文
訓
読

釈し
ゃ

迦か

牟む

尼に

仏ぶ
つ

、
初は

じ

め
に
法ほ

う

輪り
ん

を
転て

ん

じ
て
、
阿あ

若に
ゃ

憍
き
ょ
う

陳ぢ
ん

如に
ょ

を
度ど

し
、
最さ

い

後ご

の
説せ

っ

法ぽ
う

に
須し

ゅ

跋ば
つ

陀だ

羅ら

を
度ど

し
た
も

う
、
応ま

さ

に
度ど

す
べ
き
所と

こ
ろ

の
者も

の

は
皆み

な

す
で
に
度ど

し
訖お

わ

っ
て
、

沙し
ゃ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

の
間あ

い
だ

に
於お

い
て
、
将ま

さ

に
涅ね

槃は
ん

に
入い

り
た
ま
わ

ん
と
す
、
是こ

の
時と

き

中ち
ゅ
う

夜や

寂じ
ゃ
く

然ね
ん

と
し
て 

声こ
え

無な

し
、
諸

も
ろ
も
ろ

の
弟で

子し

の
為た

め

に
略り

ゃ
く

し
て
法ほ

う

要よ
う

を
説と

き
た
も
う
。

訳釈
迦
牟
尼
仏
は
、
初
転
法
輪
に
お
い
て
、
阿
若
憍
陳
如
を

悟
り
に
導
き
、
最
後
の
説
法
で
は
須
跋
陀
羅
を
悟
り
に
導
き

ま
し
た
。
悟
り
に
導
く
も
の
た
ち
を
全
て
導
き
終
え
て
、
沙

羅
双
樹
の
間
に
横
た
わ
り
、
ま
さ
に
ご
入
滅
な
さ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。
時
は
真
夜
中
で
、
誰
も
話
し
を
か
わ
す
こ
と
も

な
く
静
ま
り
か
え
っ
て
い
ま
し
た
。（
そ
こ
で
、
お
釈
迦
様
は
）
多

く
の
弟
子
た
ち
の
た
め
に
、
最
後
に
教
え
の
大
事
な
と
こ
ろ

の
あ
ら
ま
し
を
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

原
文
訓
読

汝な
ん

等だ
ち

比び

丘く

、
我わ

が
滅め

つ

後ご

に
於お

い

て
、
当ま

さ

に
波は

羅ら

提だ
い

木も
く

叉し
ゃ 

を
尊そ

ん

重じ
ゅ
うし

珍ち
ん

敬ぎ
ょ
うす

べ
し
、
闇あ

ん

に
明み

ょ
う

に
遇あ

い
、
貧び

ん

人に
ん

の
宝

た
か
ら

を
得う

る
が
如ご

と

し
、
当ま

さ

に
知し

る
べ
し
、
此こ

れ
は
即す

な
わ

ち
是こ

れ

汝な
ん
じが

大だ
い

師し

な
り
。
若も

し
我わ

れ
世よ

に
住じ

ゅ
う

す
る
と
も
、
此こ

れ

に
異こ

と

な
る
こ
と
無な

け
ん
。

訳汝
ら
弟
子
た
ち
よ
、
私
が
入
滅
し
た
後
は
、
波
羅
提
木
叉

（
戒
律
）
を
、
尊
い
も
の
と
し
て
大
切
に
し
、
こ
の
上
な
い
も

の
と
し
て
敬
い
な
さ
い
。
暗
闇
で
光
明
に
出
会
い
、
ま
た
貧

し
い
も
の
が
宝
を
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ぜ
ひ
と
も
知

る
べ
き
で
あ
る
、
波
羅
提
木
叉
（
戒
律
）
こ
そ
、
汝
ら
の
大
師

で
あ
る
と
。
も
し
、
私
が
生
き
て
い
た
と
し
て
も
、
同
じ
こ

と
を
説
く
だ
け
で
あ
る
。

原
文
訓
読

浄じ
ょ
う

戒か
い

を
持た

も

た
ん
者も

の

は
、
販ぼ

ん

売ま
い

貿む

易や
く

し
、
田で

ん

宅た
く

を
安あ

ん

置ち

し
、
人に

ん

民み
ん
・
奴ぬ

婢び

・
畜ち

く

生し
ょ
うを
畜ち

く

養よ
う

す
る
こ
と
を
得え

ざ
れ
。

一い
っ

切さ
い

の
種し

ゅ

植じ
き

及お
よ

び
諸

も
ろ
も
ろの

財ざ
い

宝ほ
う

、
皆み

な

当ま
さ

に
遠お

ん

離り

す
る
こ
と

火か

坑き
ょ
うを

避さ

く
る
が
如ご

と

く
す
べ
し
。
草そ

う

木も
く

を
斬ざ

ん

伐ば
つ

し
、
土ど

を
墾た

が
や

し
、
地ち

を
掘ほ

り
、
湯と

う

薬や
く

を
合ご

う

和わ

し
、
吉き

っ

凶く

を
占せ

ん

相そ
う

し
、
星

し
ょ
う

宿し
ゅ
くを

仰ご
う

観か
ん

し
、
盈よ

う

虚こ

を
推す

い

歩ほ

し
、
暦

り
ゃ
く

数し
ゅ

算さ
ん

計け
い

す

る
こ
と
を
得え

ざ
れ
。
皆み

な

応お
う

ぜ
ざ
る
所と

こ
ろ

な
り
。

訳
（
私
の
説
い
た
）
浄
い
戒
を
守
る
者
は
、
物
を
売
っ
た
り
、
貿
易

（
物
々
交
換
）
を
し
た
り
、
田
畑
や
家
を
所
有
し
た
り
、
使
用
人

や
奴
隷
を
使
っ
た
り
、
家
畜
を
養
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

種
を
蒔
い
た
り
植
林
し
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
財
宝
か
ら
は
遠
く

離
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
火
が
燃
え
る
穴
を
避
け
る
の
と

同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
。
草
木
を
切
り
倒
し
た
り
、
土
を
耕

し
た
り
、
地
面
を
掘
り
返
し
た
り
、
薬
を
調
合
し
た
り
、
吉

凶
を
占
っ
た
り
、
星
占
い
や
太
陽
や
月
の
満
ち
欠
け
で
占
っ

た
り
、
暦
に
つ
い
て
の
占
い
も
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら

は
み
な
出
家
者
に
は
相
応
し
く
な
い
事
で
あ
る
。

原
文
訓
読

身み

を
節せ

っ

し
時と

き

に
食じ

き

し
て
、
清

し
ょ
う

浄じ
ょ
うに

自じ

活か
つ

せ
よ
。
世せ

事じ

に
参さ

ん

預よ

し
、
使し

命み
ょ
うを

通つ
う

知ち

し
、
呪し

ゅ

術じ
ゅ
つし

仙せ
ん

薬や
く

し
、
好よ

し

み

を
貴き

人に
ん

に
結む

す

び
、
親し

ん

厚こ
う

媟せ
つ

慢ま
ん

す
る
こ
と
を
得え

ざ
れ
。
皆み

な

作さ

に
応お

う

ぜ
ず
、
当ま

さ

に
自み

ず
か

ら
端た

ん

心し
ん

正し
ょ
う

念ね
ん

に
し
て
度ど

を
求も

と

む
べ
し
。
瑕け

疵し

を
包ほ

う

蔵ぞ
う

し
、
異い

を
顕あ

ら
わ

し
衆し

ゅ

を
惑ま

ど

わ
す
こ

と
を
得え

ざ
れ
、
四し

供く

養よ
う

に
於お

い

て
量り

ょ
う

を
知し

り
足た

る
こ
と
を

知し

っ
て
、
趣わ

ず

か
に
供く

事じ

を
得え

て
畜ち

く

積し
ゃ
くす
べ
か
ら
ず
、
此こ

れ
則す

な
わ
ち
略り

ゃ
く
し
て
持じ

戒か
い

の
相そ

う

を
説と

く
。

訳身
を
慎
み
、
午
前
中
に
食
事
を
と
り
、
清
ら
か
に
生
き
な

さ
い
。
世
の
中
の
こ
と
に
関
わ
っ
た
り
、
上
か
ら
の
使
い
の

役
目
な
ど
を
し
た
り
、
お
ま
じ
な
い
を
し
た
り
、
よ
く
効
く

薬
だ
と
言
っ
た
り
、
高
官
や
貴
族
と
知
り
合
い
に
な
っ
て
交

際
し
た
り
、
馴
れ
馴
れ
し
い
こ
と
を
自
慢
し
て
は
な
ら
な
い
。

み
な
行
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
修
行
者
は
心
を
ま
っ
す
ぐ

保
ち
悟
り
を
求
め
る
念
を
し
っ
か
り
と
持
ち
な
さ
い
。
過
ち

を
隠
し
た
り
、
奇
跡
を
顕
し
て
人
々
を
惑
わ
す
こ
と
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
四
供
養
（
四
事
供
に
同
じ
、
飲
食
・
衣
服
・
臥
具
・
医
薬
）

に
お
い
て
量
を
知
り
足
る
こ
と
を
知
り
、
少
し
だ
け
頂
戴
し
、

余
分
に
蓄
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
が
戒
を
保
つ
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

解
説
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て—

 『
仏
遺
教
経
』
は
、
正
式
に
は
『
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教

誡
経
』
と
言
い
ま
す
。
漢
訳
は
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
～
四

一
三
）
に
よ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
曹
洞
宗
に
お
い

て
は
、
お
通
夜
の
折
に
多
く
お
唱
え
さ
れ
る
お
経
で
す
。

こ
の
お
経
は
、
仏
弟
子
た
ち
に
説
か
れ
た
教
え
で
す

が
、
曹
洞
宗
の
ご
葬
儀
で
は
、
生
前
に
御
授
戒
を
受
け

な
い
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
に
は
、
ご
葬
儀
の
折

に
戒
を
授
け
て
、
仏
弟
子
と
し
て
、
お
見
送
り
を
し
ま

す
。
で
す
か
ら
、
お
釈
迦
様
が
ご
入
滅
な
さ
る
前
に
、

仏
弟
子
と
し
て
の
心
構
え
と
修
行
に
つ
い
て
お
説
き
く

だ
さ
っ
た
教
え
を
、
お
通
夜
に
説
き
聞
か
せ
る
わ
け
で

す
。し

か
し
、
私
自
身
、
い
つ

も
お
通
夜
で
こ
の
お
経
を
と

な
え
る
た
び
に
、
生
き
て
い

る
間
に
こ
そ
、
こ
の
お
経
の

教
え
を
お
聞
か
せ
し
た
か
っ

た
と
い
う
思
い
を
起
こ
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
経
典
を

涅槃堂

仏
遺
教
経
解
説  

丸
山
劫
外
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泰寧寺山門

こ
こ
数
年
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
禅
に
と
て
も
注

目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
人
び
と
は
禅
の
ど
ん
な
と

こ
ろ
に
惹
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
禅
の
独

特
な
空
間
が
人
を
魅
了
し
て
い
る
、
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、「
凛
と
し
た
空

気
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

禅
寺
の
な
か
に
立
つ
と
自
然
に
背
筋
が
伸
び
、
心

が
キ
リ
ッ
と
引
き
締
ま
る

の
は
、
そ
こ
が
凛
と
し
た

空
気
に
満
ち
て
い
る
か
ら

で
す
。
そ
の
源
は
き
わ
め

て
シ
ン
プ
ル
な
と
こ
ろ
に

あ
り
ま
す
。
掃
除
が
行
き

届
き
、
空
間
全
体
が
隅
々

ま
で
掃
き
清
め
ら
れ
、
箒

目
が
つ
い
て
い
る
。
で
す

か
ら
、
凛
と
し
た
空
気
が

生
ま
れ
る
の
で
す
。
禅
に

次
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
一
掃
除
、
二
信
心
」

仏
の
道
を
志
す
者
に
と

っ
て
信
心
は
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
信
心
よ
り
掃
除
が
上
位
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
が

禅
の
風
光
で
す
。
日
々
の
怠
り
な
い
、
心
を
込
め
た

丹
念
な
掃
除
。
禅
の
空
間
の
基
盤
は
そ
こ
に
あ
る
、

と
思
い
ま
す
。

大
き
な
禅
寺
に
な
る
と
、
手
を
合
わ
せ
る
本
堂
に

行
く
ま
で
に
、
山
門
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
三
解
脱

門
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
門
は
結
界
な
の
で
す
。
結
界

を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
が
聖
な
る
も
の
に

変
わ
り
、
心
が
し
だ
い
に
清
め
ら
れ
て
い
く
。
心
に

つ
い
た
塵
や
埃
が
拭
い
去
ら
れ
、「
露
」、
す
な
わ
ち

ま
っ
さ
ら
に
な
っ
て
い
く
、
と
い
っ
て
も
い
い
で
す

ね
。
そ
の
ま
っ
さ
ら
な
心
で
合
掌
し
、
仏
様
と
向
き

合
う
。
そ
れ
が
本
来
の
意
味
で
の
お
参
り
で
す
。

禅
寺
の
造
り
、
佇
ま
い
に
は
決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。

南
北
軸
の
上
に
乗
る
よ
う
に
建
物
を
配
置
す
る
と
い

う
の
が
そ
れ
。
南
北
一
直
線
に
山
門
、
仏
殿
、
法
堂
、

方
丈
が
、
手
前
か
ら
奥
に
向
か
っ
て
配
置
さ
れ
、
東

側
に
庫
院
、
西
側
に
僧
堂
が
あ
っ
て
、
山
門
の
左
右

に
浴
司
、
東
司
そ
れ
ら
が
回
廊
で
結
ば
れ
て
い
る
の

が
、
禅
寺
の
本
格
的
な
佇
ま
い
で
す
。
こ
れ
を
七
堂

伽
藍
と
言
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、

仏
殿
は
お
釈
迦

様
が
お
奉
り
さ

れ
て
い
る
建
物
、

法
堂
は
住
職
が

法
を
説
く
建
物
、

ま
た
、
さ
ま
ざ

ま
な
儀
式
を
執

り
お
こ
な
う
建

物
。
庫
院
は
厨

房
、
僧
堂
は
修

行
僧
が
生
活
し
、

坐
禅
を
す
る
場

所
で
す
。
浴
司
は
お
風
呂
、
東
司
は
お
手
洗
い
で
す
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
決
ま
り
に
則
っ
て
建
て
ら

れ
て
い
る
の
は
大
規
模
な
古
刹
に
か
ぎ
ら
れ
、
現
在

で
は
ほ
と
ん
ど
の
禅
寺
が
仏
殿
、
法
堂
、
が
ひ
と
つ

の
建
物
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
を
本
堂
と
し
て
い
ま

す
。禅

が
も
っ
と
も
重
ん
じ
る
の
が
「
簡
素
の
美
」
で

す
。
そ
れ
は
禅
寺
の
内
外
の
し
つ
ら
え
に
も
色
濃
く

反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
鮮
や
か
な
彩
色
を
ほ
ど
こ
す

と
い
っ
た
装
飾
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
木
地
、
つ
ま
り
、

木
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
美
し
さ
を
最
大
限
に
活

か
す
と
こ
ろ
に
、
簡
素
の
美
を
求
め
て
い
こ
う
と
す

る
の
で
す
。

た
だ
し
、
禅
で
も
臨
済
宗
は
時
の
中
央
政
府
と
の

か
か
わ
り
が
密
で
し
た
か
ら
、
将
軍
や
大
名
を
お
迎

え
す
る
た
め
に
、
建
具
の
縁
や
欄
間
の
一
部
に
漆
を

か
け
る
な
ど
、
寺
の
し
つ
ら
え
に
も
最
小
限
の
装
飾

は
も
ち
い
て
い
ま
す
。
簡
素
の
美
に
徹
し
た
の
は
、

枡
野
俊
明

 

佇た
た
ず

ま
い
、

    

し
つ
ら
え

禅
の

空
間
、
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れ
ば
、
建
物
内
に
居
な

が
ら
に
し
て
自
然
を
そ

の
ま
ま
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
わ
け
で
す
。

鎌
倉
、
室
町
期
に
建

立
さ
れ
た
禅
寺
に
は
こ

の
し
つ
ら
え
が
当
然
の

よ
う
に
見
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
時
代
を
経

る
な
か
で
あ
る
種
の
〝
合
理
精
神
〟
が
持
ち
込
ま
れ

た
の
か
、
広
縁
に
も
座
敷
と
し
て
の
機
能
を
も
た
せ

る
た
め
に
、
広
縁
の
外
側
に
建
具
を
具
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
建
物
と
自
然

の
間
に
境
界
が
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

時
代
的
な
背
景
、
立
地
的
な
難
し
さ
な
ど
、
ハ
ー

ド
ル
は
い
く
つ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
禅
の
心
を

か
た
ち
に
し
た
こ
の
し
つ
ら
え
、
で
き
れ
ば
な
ん
と

か
現
代
の
禅
寺
に
も
取
り
戻
し
た
い
意
匠
の
ひ
と
つ

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
今
回
は
禅
の

空
間
に
つ
い
て
、
そ
し

て
、
禅
寺
の
基
本
的
な

佇
ま
い
、
し
つ
ら
え
に

つ
い
て
お
話
し
し
ま
し

た
。
次
回
か
ら
は
も
う

少
し
細
部
に
踏
み
込
ん

で
、
話
を
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

道
元
禅
師
の
ご
意
向
で
中
央
と
は
距
離
を
置
い
て
い

た
曹
洞
宗
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

簡
素
の
美
と
は
、
た
と
え
ば
、
障
子
を
通
し
て
や

わ
ら
か
く
な
っ
た
光
が
畳
に
落
と
す
淡
い
陰
が
醸
し

出
す
〝
幽
玄
〟
の
世
界
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
、
自
然

の
光
と
影
が
織
り
な
す
巧
ま
ざ
る
素
朴
な
美
し
さ
の

こ
と
で
す
。

し
つ
ら
え
で
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
が
、
こ
れ
は

禅
寺
だ
け
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
日
本
の
家
屋
に
つ

い
て
も
い
え
る
こ
と
で

す
が
、
外
部
空
間
を
で

き
る
か
ぎ
り
建
物
の
内

部
に
取
り
込
ん
で
く
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
道

元
禅
師
に
こ
ん
な
歌
が

あ
り
ま
す
。

「
峰
の
色
　
渓た
に

の
ひ
び

き
も
　
皆
な
が
ら
　
わ

が
釈
迦
牟
尼
仏
の
　
声
と
す
が
た
と
」

山
々
の
峰
の
色
や
谷
川
の
響
き
は
自
然
を
象
徴
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
自
然
は
そ
の
ま
ま
お
釈
迦
様

の
お
声
で
あ
り
、
お
姿
で
あ
る
、
と
道
元
禅
師
は
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
瞬
も
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
、
常
に
移
ろ
い
で
い
る
自
然
が
も
た
ら
す
四
季

折
々
の
美
し
さ
は
、
仏
様
が
現
成
し
た
（
現
れ
た
）
も

の
で
あ
り
、
仏
性
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
建
物
の
な
か
に
い
て
も
、
で
き
る
だ

け
そ
れ
が
感
じ
と
れ
る
、

自
然
と
一
体
に
な
れ
る

こ
と
が
尊
い
の
で
す
。

そ
の
た
め
の
工
夫
が
広

縁
（
浜
縁
）
で
す
。
屋
根

は
か
か
っ
て
い
て
も
、

庭
と
建
物
を
隔
て
る
建

具
が
な
い
。
そ
こ
に
佇

め
ば
、
あ
る
い
は
、
坐

ますの・しゅんみょう
1953年、神奈川県生まれ。建功
寺（横浜市鶴見区）住職。多摩美
術大学環境デザイン学科教授。住
職でありながら庭園デザイナーと
しても高い評価を得ている。祇園
寺紫雲台庭園『龍門庭』など国内
外多数の庭園作品を手がける。
『心に美しい庭をつくりなさい。』
など著作多数。



「願
がん

生
しょう

此
し

娑
しゃ

婆
ば

国
こく

土
ど

し来れ
り」──私たち人間は、願
ってこの娑婆国土に生まれ
来た一人一人です。まして
御仏の教えに出会えたこと
を感謝しつつ、歩んで行く
道を『修証義』から学んでみ
ましょう。… 本文より

す
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て
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も
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を
供
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世
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