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ん
ぼ
を
荒
ら
す
こ
と
は
、
理
由
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
、
絶
対
の
タ
ブ
ー
だ
っ
た
。
子

供
が
限
度
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
を
覚
え
、

大
人
は
子
供
の
領
分
を
侵お
か

さ
な
い
。
そ
ん

な
信
頼
関
係
の
上
で
、
悪
童
た
ち
は
自じ

由ゆ
う

闊か
っ

達た
つ

、
自じ

由ゆ
う

奔ほ
ん

放ぽ
う

に
あ
そ
び
ま
わ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
」（
は
ら
た
い
ら
『
最
後

の
ガ
キ
大
将
』
フ
レ
ー
ベ
ル
館
、
１
９
８
６
年

５
月
）
と
い
う
よ
う
に
、
か
つ
て
は
、
子

ど
も
社
会
と
大
人
社
会
と
の
〈
緊
張
関

係
〉
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
上
に
、
子
ど
も

の
領
分
・
子
ど
も
社
会
の
教
育
力
が
存
在

し
て
い
た
の
で
す
。

は
ら
が
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
当
時
と

は
、
地
域
社
会
の
自
然
環
境
も
人
間
関
係

も
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
で
す

が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
子
育
て
環
境
づ
く

り
へ
の
重
要
な
視
点
と
教
訓
が
秘ひ

め
ら
れ

て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

「
子
ど
も
の
居
場
所
」
を
つ
く
る
こ
と
よ
っ
て
、
大
人
が

環
境
を
整
と
と
の
え
、
安
全
に
、
上
手
に
子
ど
も
を
遊
ば
せ
楽
し

ま
せ
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け

で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
野や

性せ
い

味み

溢あ
ふ

れ
る
活
力
は
生
ま
れ
ま

せ
ん
。
本
当
に
面
白
い
子
ど
も
の
遊
び
は
、
大
人
の
手
の

ひ
ら
か
ら
飛
び
出
し
、
冒
険
と
挑
戦
の
で
き
る
ス
リ
ル
に

満
ち
た
空
間
、
巧た
く

み
に
駆か

け
引ひ

き
を
し
な
が
ら
大
人
社
会

に
も
対
抗
で
き
る
自
分
た
ち
の
領
分
を
か
ち
と
る
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今こ
ん

日に
ち

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
子
ど
も
の
領
分
を
侵
さ

ず
に
、
見
守
り
、
と
き
に
は
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
つ
つ
、

つ
ね
に
緊
張
関
係
を
も
っ
て
子
ど
も
た
ち
と
関
わ
れ
る
大

人
社
会
の
側
の
ま
な
ざ
し
の
構
築
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　今

日
の
子
育
て
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
子
ど
も
の
自じ

治ち

と
自じ

律り
つ

性せ
い

が
尊
重
さ
れ
た
「
子
ど
も
の
領
分
」
の
復ふ
っ

権け
ん

に
あ
る
こ
と
を
、
前
回
指
摘
し
ま
し
た
。
大
人
に
保
護
さ

れ
、
教
育
さ
れ
、
上
手
に
遊
ん
で
も
ら
う
「
居
場
所
（
居

さ
せ
ら
れ
場
所
）」
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
自
分

た
ち
で
取と

り
仕し

切き

っ
て
い
る
自
律
的
な
世
界
、
お
互
い
の

行
動
を
律
す
る
決
ま
り
や
掟
お
き
て
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
守
り
合

い
、
大
人
社
会
に
も
対
抗
す
る
子
ど
も
の
テ
リ
ト
リ
ー
で

す
。
そ
こ
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
育
て
ら
れ
る
だ

け
で
は
な
い
独
自
の
自じ

己こ

教
育
力
が
あ
る
か
ら
で
す
。

と
は
言
っ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
は
決
し
て
「
清
く
、
正

し
く
、
美
し
く
」
育
つ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
し
気

を
緩ゆ
る

め
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
ワ
ル
サ
や
イ
タ
ズ
ラ
を
し

か
ね
な
い
存
在
で
す
か
ら
、
羽は

目め

を
は
ず
さ
な
い
よ
う
に

地
域
社
会
の
大
人
た
ち
が
目め

配く
ば

り
し
、
い
さ
め
る
共
同
の

ま
な
ざ
し
が
不ふ

可か

欠け
つ

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
〈
子
ど
も

と
お
と
な
の
緊
張
関
係
の
構
築
〉
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

「
陣じ
ん

地ち

近
く
の
墓
場
で
、
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン

バ
ラ
バ
ラ
や
っ
て
い
て
も
、
側そ
ば

を
通
る
大

人
は
『
ま
た
、
や
っ
ち
ょ
る
』
く
ら
い
に

見
て
く
れ
た
。
悪
童
は
悪
童
で
限
度
を
わ

き
ま
え
、
田
植
え
の
す
ん
だ
ば
か
り
の
田

挿絵 /長谷川葉月

い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る 

視
点
は
何
か

「
最
後
の
ガ
キ
大
将
」  

　 

時
代
の
教
訓  

　

子
ど
も
と
大
人
の  

　 

〈
緊
張
関
係
〉と
は  

　

　失われているのは
〈子どもと
　おとなの
　　　緊張関係〉 ま

し
や
ま
・
ひ
と
し

教
育
学
・
社
会
福
祉
学
者
。

１
９
４
８
年
栃
木
県
生
ま
れ
。

日
本
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学

部
教
授
、
早
稲
田
大
学
文
学

学
術
院
教
授
を
経
て
、
早
稲

田
大
学
名
誉
教
授
。『
ア
ニ

マ
シ
オ
ン
と
日
本
の
子
育

て
・
教
育
・
文
化
』『
子
育
て
支

援
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』な

ど
多
数
の
著
書
が
あ
る
。

早稲田大学名誉教授

増山 均 
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愛知県三河地方に伝わるお盆の伝統行事「はねこみ」

まえかわ　ぼくしょう

愛知県東泉寺住職。平成10年・平
成23年からの二度にわたり大本山
總持寺にて維那。現在は後堂として
坐禅と法式の指導にあたる。平成
23年にはドイツ3ヵ所にて曹洞宗
初となる声明の海外公演を行う。

地
元
で
続
く
迎
え
火
と
送
り
火

藤
木 

今
年
も
お
盆
の
季
節
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま

し
た
。
九
月
に
は
お
彼
岸
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
時
期
、

お
寺
や
お
墓
に
お
参
り
し
た
り
、
お
家
に
お
坊
さ
ん
を

迎
え
る
機
会
も
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。
読
者
の
皆
さ
ま

に
と
っ
て
の
心
が
け
と
し
て
大
切
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

前
川	

私
が
ま
ず
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
儀
礼
や
伝

統
の
重
要
性
で
す
。
昔
か
ら
の
も
の
が
、
大
変
に
永
い

時
間
を
経
て
、
い
ま
こ
の
時
に
繋
が
っ
て
い
る
、
こ
の

大
切
さ
を
認
識
し
て
い
た
だ
い
て
、
故
人
を
偲し
の

ぶ
と
い

う
こ
と
で
す
。

藤
木	

お
盆
の
場
合
で
す
と
、
大
体
の
お
寺
で
は
施せ

食じ
き

会え

を
さ
れ
ま
す
。

前
川	

そ
う
で
す
ね
。
施
食
、

つ
ま
り
食
を
施ほ
ど
こ

す
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
れ
は
自
分
に
向
け
て
の
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
施
食
会
で
は
、

ご
本
尊
を
お
祀
り
す
る
須し
ゅ

弥み

壇だ
ん

の

他
に
、
施
食
会
の
壇
を
設
け
る
ご

寺
院
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

壇
の
一
番
高
い
と
こ
ろ
に
お
祀
り

す
る
の
は
、「
三さ
ん

界が
い

萬ば
ん

霊れ
い

」
と
書

か
れ
た
お
位い

牌は
い

で
す
。
分
か
り
や

す
く
申
し
ま
す
と
、
あ
ら
ゆ
る

「
い
の
ち
」
の
た
め
の
供
養
を
行

う
の
が
施
食
な
の
で
す
。

基
本
は
生さ

飯ば

で
す
ね
。
生
飯
を
取
る
と
申
し
ま
す
。

こ
れ
は
仏
教
国
で
す
と
、
例
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
の
人
た
ち

で
も
、
お
酒
を
入
れ
て
も
ら
っ
た
ら
、
先
ず
ぱ
っ
と
少

し
こ
ぼ
す
の
で
す
。

藤
木	

そ
れ
が
生
飯
な
の
で
す
ね
。

前
川	

は
い
、
そ
の
と
お
り
で
す
。
自
分
が
全
部
は

取
ら
な
い
、
少
し
抑
制
す
る
と
い
う
こ
と
の
表
れ
と
し

て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

仏
教
の
世
界
に
は
、
そ
う
い
っ
た
考
え
方
が
い
き
わ
た

っ
て
い
ま
す
。
食
物
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め

少
し
取
っ
て
お
く
、
あ
る
い
は
お
供
え
す
る
、
こ
う
し

て
営
む
の
が
、
私
は
施
食
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
と
お
盆
に
は
、
ご
自
宅
に
精
霊
を
お
迎
え
し
ま
す

ね
。
私
の
自
坊
の
あ
る
地
域
で
は
、
今
で
も
盛
ん
に
や

り
ま
す
。
松た
い

明ま
つ

を
焚た

い
て
精
霊
を
、

お
墓
か
ら
連
れ
て
帰
り
ま
す
。

藤
木　
い
わ
ゆ
る
迎む
か

え
火
で
す
ね
。

前
川　
は
い
。
各
家
庭
で
迎
え
火

だ
け
で
な
く
、
送
り
火
も
焚
き
ま

す
。
昔
に
比
べ
た
ら
少
々
廃す
た

れ
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
や
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
精
し
ょ
う

霊り
ょ
うを
迎

え
て
祭
る
の
で
す
。
祭
っ
て
、
そ

こ
へ
ご
飯
を
三
度
三
度
供
え
て
、

そ
し
て
精
霊
と
一
緒
に
過
ご
す
と

い
う
時
間
を
持
ち
ま
す
。
こ
れ
は

と
て
も
い
い
も
の
で
あ
る
と
思
っ

聞
き
手

藤
木
隆
宣

昔
か
ら
の
伝
統
を

し
っ
か
り
と
守
り
続
け
る

こ
と
が
大
切
で
す

大
本
山
總
持
寺
後
堂
　

前
川
睦
生
老
師
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初盆を迎える家庭をまわり、供養を行う

て
い
ま
す
。
松
明
用
の
木
は
山
に
取
り
に
行
く
方
も
い

ま
す
が
、
売
ら
れ
て
も
い
る
の
で
す
よ
。
松
明
を
柴
の

よ
う
に
し
て
、
結
ん
で
あ
っ
て
。
そ
れ
を
幾
つ
も
持
っ

て
。
初
盆
の
場
合
は
百
八
の
松
明
を
持
っ
て
き
て
、
そ

れ
を
地
域
の
人
に
お
墓
や
河
原
で
焚
い
て
も
ら
う
の
で

す
。
さ
ら
に
は
盆
踊
り
も
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
初

盆
供
養
と
し
て
、
初
盆
の
各
家
庭
を
お
と
ず
れ
一
連
の

儀
礼
が
行
わ
れ
ま
す
。「
は
ね
こ
み
」
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。

藤
木	

そ
れ
は
す
ご
い
で
す
ね
。
そ
し
て
精
霊
を
連

れ
て
帰
る
の
で
す
ね
。

前
川	

一い
っ

遍ぺ
ん

連
れ
て
こ
ら
れ
た
ら
お
家
に
来
て
い
る

の
だ
か
ら
、
も
う
お
墓
に
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
何な
ん

遍べ
ん

も
焚
き
に
行
き
ま
す
。

お
墓
に
行
く
た
び
に
焚
い
て
、
そ
し
て
ま
た
連
れ
て
帰

る
と
い
う
こ
と
を
し
ま
し
て
ね
。
こ
れ
を
「
た
い
と
も

し
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
た
い
ま
つ
と
も
し
。
黒
い
煙

が
も
う
も
う
と
上
が
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
よ
り
し
ろ
」
で
、

こ
の
儀
礼
に
よ
っ
て
霊
の
実
現
を
図
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
人
間
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
方
の
霊
を
お
連
れ
し
て
、
そ
し
て

祭
る
、
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
お
供
え
し
て
、
ま
た
煙

を
炊
い
て
送
る
。
こ
れ
を
昔
か
ら
行
な
っ
て
い
ま
す
。

大
量
の
松
明
を
準
備
し
て
焚
く
と
い
う
の
は
、
習
慣

の
な
い
方
か
ら
見
る
と
面
倒
に
映
る
で
し
ょ
う
。
も
っ

と
簡
単
に
と
お
感
じ
に
な
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
昔
か
ら
続
い
て
い

る
こ
と
を
守
る
こ
と
が
、
私
達
と
精
霊
と
の
お
付
合
い

の
実
現
な
の
で
す
。

昨
今
の
傾
向
に
つ
い
て

前
川	

昨
今
の
傾
向
と
し
て
、
葬
儀
で
す
と
か
お
墓

参
り
と
い
っ
た
大
切
な
儀
礼
を
、
簡か
ん

略り
ゃ
く

化か

す
る
き
ら

い
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
僧
侶
の
中
に
す
ら
そ
の

傾
向
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

私
は
そ
れ
は
全
く
違
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
程
度

は
略
し
て
も
い
い
の
で
す
よ
。
今
の
時
代
に
合
わ
せ
て

ね
。
け
れ
ど
も
、
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
の
方
が
は
る
か

に
意
義
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
葬
儀
や
死
者
儀
礼
を

し
な
い
民
族
は
ど
こ
に
も
い
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
主
に

仏
教
が
そ
れ
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
人
間
的
な
個
人
的

な
価
値
を
超
え
る
価
値
を
具
体
的
な
行
為
と
し
て
示
す

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
死
も
当
然
個
人
を
超
え
て

い
ま
す
が
、
し
か
し
修
行
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
仏
教
が
、
死
に
関
わ
る
も
の
と

し
て
悪
者
に
扱
わ
れ
る
必
要
は
何
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

葬
儀
は
営
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

大
切
な
儀
礼
を
き
ち
ん
と
行
な
っ
て
い
く
、
そ
の
こ

と
が
何
百
年
も
行
わ
れ
て
き
た
意
義
を
発
揮
し
て
、

人
々
に
働
き
か
け
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
点
を
、

お
坊
さ
ん
は
再
認
識
す
べ
き
な
の
で
す
。
現
代
社
会
だ

か
ら
こ
そ
あ
ら
た
め
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

藤
木	

そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
面
で
は
、
お
導
師

を
し
て
お
ら
れ
る
ご
住
職
の
進
退
が
し
っ
か
り
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
が
、
一
つ
の
訴
え
方
に
な
る
で
し
ょ
う

か
。

前
川	

は
い
。
ま
ず
は
き
ち
ん
と
し
て
い
る
こ
と
。

そ
れ
か
ら
や
は
り
両
り
ょ
う

班ば
ん

も
い
い
か
げ
ん
な
所
作
を
し
な

い
こ
と
で
す
。
き
ち
ん
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
非

常
に
良
い
時
間
に
な
り
ま
す
。
私
の
地
元
は
愛
知
県
の

三み

河か
わ

な
の
で
す
が
、
ま
だ
い
く
ば
く
か
そ
う
い
う
見
方

が
残
っ
て
い
ま
す
。
近
所
で
は
昔
か
ら
盆
踊
り
の
と
き

に
、
お
念
仏
か
ら
始
ま
る
よ
う
な
地
域
で
す
か
ら
、
住

民
の
方
々
は
き
ち
ん
と
聞
く
耳
を
お
持
ち
な
の
で
す
。

藤
木	

伝
統
的
に
も
そ
う
い
う
こ
と
が
、
し
っ
か
り

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
地
域
性
を
お
持
ち
な
の
で
す
ね
。

前
川	

そ
う
い
う
方
た
ち
は
和
尚
さ
ん
の
声
を
聞
い

て
く
れ
ま
す
。
法
要
に
臨の
ぞ

ま
れ
る
姿
勢
も
し
っ
か
り
し

て
い
ま
す
。
今
度
の
若
い
方
丈
は
い
い
声
を
し
て
い
る

ね
で
す
と
か
、
そ
う
い
う
評
価
を
さ
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
儀
礼
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
重

要
な
機
能
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
こ

の
問
題
は
仏
教
界
で
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
い
で

す
ね
、
い
ま
だ
に
。

藤
木	

進
退
を
ど
う
檀
信
徒
に
伝
え
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
、
そ
こ
で
お
経
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
知
識
と
し
て
も
入
っ
て
く
る
、

身
心
一
如
の
世
界
に
少
し
ず
つ
も
っ
て
い
く
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
、
曹
洞
宗
で
も
当
た
り
前
と
し
て
議
論
す

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

前
川	

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
宗
内
で
す
と
か
仏
教

界
か
ら
目
を
転
じ
て
、
全
体
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
み

る
と
、
教
育
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
し
て
。
公
立
の
学
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ぶ
存
在
も
全
体
の
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
の
で
す
。

お
寺
に
参
拝
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
、
お
そ
ら
く
は

そ
の
全
体
を
味
わ
い
に
来
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
決
し
て
部
分
だ
け
を
視
界
に
入
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
全
体
の
空
気

を
醸か
も

し
出
す
重
要
な
要
素
と
し
て
、
細
部
も
し
っ
か
り

し
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
仏

教
者
は
よ
く
知
っ
た
上
で
営
ん
で
い
く
べ
き
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
大
相
撲
の
呼よ
び

出だ
し

は
、
箒
で
土
俵
の
砂
を
掃

く
と
き
に
も
、
き
ち
ん
と
し
た
格
好
で
出
て
き
ま
す
で

し
ょ
う
。
あ
れ
は
一
般
の
服
装
な
ど
で
し
て
は
い
け
な

い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
行
司
も
そ
う
で
す
。
き
ち
ん
と

装
束
を
調と
と
の
え
て
、
軍ぐ
ん

配ば
い

を
執と

る
。
土
俵
下
の
審
判
も
紋も
ん

付つ

き
袴
は
か
ま

姿
で
す
。
あ
あ
い
う
こ
と
を
細
部
ま
で
徹
底
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
社
会
が
あ
る
わ
け

で
す
。

実
は
お
寺
も
そ
う
な
の
で
す
。
仏
教
を
基
盤
と
し
た

思
想
や
社
会
観
を
内
包
し
て
い
て
、
し
か
も
具
体
的
に

保
存
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
そ
こ

に
意
義
を
復
活
さ
せ
る
べ
き
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。

藤
木	

昨
今
、「
寺
離
れ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言

わ
れ
て
久
し
い
で
す
ね
。
世
代
が
交
代
し
て
い
く
中
で
、

お
寺
と
の
関
わ
り
は
世
代
間
で
繋
が
ら
ず
に
き
て
い
ま

す
。
昔
は
、
僧
侶
は
「
お
寺
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
た
り
し

て
非
常
に
大
事
な
存
在
と
し
て
、
檀
信
徒
の
意
識
の
中

に
入
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
世
代
の
交
代

と
と
も
に
少
し
ず
つ
薄
れ
て
い
ま
す
。
戦
後
教
育
の
影

響
も
出
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
僧
侶
も
魅
力

あ
る
寺
づ
く
り
の
た
め
に
し
っ
か
り
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。

今
ご
老
師
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
し
っ
か

り
守
る
と
同
時
に
、
お
寺
が
社
会
と
連
繋
し
て
、
魅
力

あ
る
寺
づ
く
り
を
真
剣
に
考
え
て
い
く
段
階
に
き
て
い

ま
す
ね
。

仏
事
を
大
切
に

い
と
な
む
こ
と
の
意
義

藤
木	

私
が
師
匠
か
ら
寺
を
受
け
継
い
で
住
職
に
な

っ
た
の
が
平
成
二
年
で
す
。
当
時
、
自
坊
の
あ
る
福
井

県
越
前
町
で
は
ご
自
宅
で
葬
儀
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

都
会
で
も
、
自
宅
や
自
宅
に
近
い
公
民
館
な
ど
で
お
葬

式
を
し
て
、
近
所
の
方
た
ち
が
お
焼
香
に
来
ら
れ
て
と

い
う
よ
う
な
慣
習
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
わ
ず
か
の
間
に
随
分
と
変
化
し
ま
し
て
。
今

は
東
京
な
ど
で
は
お
葬
式
の
会
場
は
、
い
わ
ゆ
る
火
葬

場
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
埋
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
両
親
や
身
近
な
人
の
死
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
形
で
き
ち
ん
と
見
送
り
た
い
と

い
う
素
直
な
お
気
持
ち
が
、
一
般
の
方
々
に
は
お
あ
り

に
な
る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
こ
は
真し
ん

摯し

に
向
き
合
っ
て

い
く
こ
と
が
、
一
番
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

前
川	

本
当
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
總
持

寺
の
お
檀
家
さ
ん
で
は
、
非
常
に
丁て
い

寧ね
い

に
仏
事
を
営
ま

れ
ま
す
。

例
え
ば
告こ
く

別べ
つ

と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
非
常
に
昔
か
ら

校
で
は
宗
教
を
教
育
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
大
問
題
な
ん
で
す
。
日
本
人

は
ど
う
い
う
宗
教
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題

を
、
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る

の
で
す
。
土
台
を
理
解
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
昔

か
ら
の
儀
礼
の
重
要
性
を
声こ
わ

高だ
か

に
訴
え
よ
う
と
し
て
も
、

な
か
な
か
難
し
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
は
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
要
は
、
釈
尊
が

仏
教
を
お
始
め
に
な
る
以
前
の
社
会
が
あ
り
ま
す
。
釈

尊
も
や
は
り
そ
の
社
会
に
住
ん
で
い
た
方
で
す
。
仏
教

が
中
国
に
伝
わ
っ
て
も
、
中
国
に
は
も
っ
と
以
前
か
ら

の
長
い
歴
史
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
仏
教
は
そ

の
上
に
載
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
に
伝
来
し
て
も
そ
れ
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ず
っ

と
永
い
間
、
日
本
人
な
り
の
宗
教
観
を
持
っ
て
い
て
、

そ
こ
に
仏
教
が
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
に

お
い
て
仏
教
と
い
う
の
は
既き

存ぞ
ん

の
宗
教
性
や
宗
教
観
と

は
矛む

盾じ
ゅ
んし
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
国
で
受
容
さ
れ
、
日
本

で
も
受
容
さ
れ
ま
し
た
。
受
容
さ
れ
て
既
存
の
宗
教
と

も
習
し
ゅ
う

合ご
う（

文
化
的
な
接
触
に
よ
る
混
在
、
あ
る
い
は
共
存
）
す

る
こ
と
で
、
新
た
な
仏
教
の
形
を
育
て
ま
し
た
。
伝
来

の
前
の
宗
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
残
し
な
が
ら
。
こ
こ
に

儀
礼
の
問
題
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

儀
礼
と
い
う
の
は
、
日
本
の
『
万
葉
集
』
の
初
期
の

時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
、
中
国
の
三
千
年
ぐ
ら

い
前
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
を
、
時
間
を
超
え
て
比
較

で
き
る
ら
し
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
な
営
み
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
分
析
し
た
哲
学
者
が
い
ま
す
。
要
は
そ
う

し
た
儀
礼
の
伝
統
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
上
で
仏
道
を

営
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
達
の
儀
礼

の
中
に
は
、
前
の
時
代
の
儀
礼
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
ね
。
例
え
ば
七し
ち

下げ

鐘し
ょ
う

導ど
う

師し

上じ
ょ
う

殿で
ん

と
い
う
の

は
只し

管か
ん

打た

坐ざ

と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
わ
け

で
す
。
私
た
ち
は
現
在
形
で
さ
ら
に
前
の
時
代
の
も
の

を
維
持
し
て
も
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昔
か
ら
フ
ァ
ン
の
多
い
大
相
撲
の
世
界
も
そ
う
で
す

ね
。
私
は
一
度
だ
け
あ
る
研
修
会
で
行
っ
た
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
。
実
際
に
行
っ
て
み
て
感
じ
た
こ
と
は
、
相

撲
と
い
う
の
は
、
力
士
が
土
俵
上
で
ぶ
つ
か
り
合
っ
た

り
組
み
合
っ
た
り
す
る
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
呼よ
び

出だ
し

が
カ
ン
カ
ン
と
拍
ひ
ょ
う

子し

木ぎ

を
鳴
ら
す
、
箒ほ
う
き
で
土

俵
を
掃は

く
、
懸け
ん

賞し
ょ
う

旗ば
た

を
持
っ
て
土
俵
の
周
り
を
練ね

り

歩
く
、
一い
っ

糸し

乱み
だ

れ
ぬ
所し
ょ

作さ

が
満
載
で
す
。
行
司
の
立
ち

居
振
る
舞
い
も
美
し
い
。
あ
れ
は
単
な
る
レ
フ
ェ
リ
ー

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
事
を
司
つ
か
さ
どる
、
ま
さ
に
行
司
で
す

ね
。
そ
し
て
力
士
が
勝
負
を
行
う
、
そ
こ
に
も
所
作
が

あ
る
。
観
客
は
、
相
撲
と
い
う
儀
礼
の
全
体
を
楽
し
ん

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

藤
木	

な
る
ほ
ど
。
テ
レ
ビ
の
画
面
で
は
判
り
に
く
い
、

「
ハ
レ
」（
非
日
常
）
の
場
の
空
気
で
す
ね
。

前
川	

空
間
全
体
で
す
。
あ
の
空
間
の
中
に
、
伝
統

が
詰
ま
っ
て
い
て
、
躍
動
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ

が
人
々
を
惹ひ

き
つ
け
て
い
る
。
勝
負
だ
け
で
は
な
く
て
、

全
体
を
味
わ
い
に
行
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
大
相
撲
の

場
所
に
足
を
運
ん
で
観
戦
す
る
の
は
、
全
体
を
味
わ
い

た
い
方
々
で
、
そ
の
フ
ァ
ン
の
方
た
ち
の
、
快か
い

哉さ
い

を
叫
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仏殿前の広場を散歩する保育園の園児たち

の
伝
統
で
す
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宗
教
性
ら
し
い
の

で
す
が
、
壇
の
上
に
祭
っ
た
ら
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と

見
な
す
の
で
す
。「
い
ま
す
が
ご
と
く
」
祭
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
別
れ
を
告
げ
る
の
で
す
。
私
は
お

通
夜
の
席
の
説
教
で
、
あ
ら
た
ま
っ
て
し
っ
か
り
と
行

う
儀
礼
を
営
ま
な
い
と
、
お
別
れ
は
で
き
ま
せ
ん
と
い

つ
も
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。

同
時
に
、
私
た
ち
は
単
に
一
人
で
生
き
て
い
る
の
で

は
な
い
の
で
す
か
ら
、
例
え
ば
連
れ
合
い
の
方
を
亡
く

し
た
り
、
お
子
さ
ん
を
若
く
し
て
亡
く
し
た
り
し
た
方

が
、
通
り
一
遍
の
葬
儀
を
営
ん
で
済
む
の
か
と
い
つ
も

思
い
ま
す
。
人
間
の
精
神
生
活
は
そ
の
よ
う
に
は
い
か

な
い
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
お
坊
さ
ん
は
、
き
ち

ん
と
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
寄
り
添
う
べ
き
だ
と

考
え
ま
す
。

藤
木	

お
葬
式
が
あ
っ
て
、
四
十
九
日
が
あ
っ
て
、

一
周
忌
、
三
回
忌
と
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
の
中

で
今
ご
老
師
も
触
れ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
身
近
な
方

を
亡
く
し
た
時
に
自
分
の
気
持
ち
の
振
れ
が
ど
う
な
っ

て
い
く
の
か
、
不
安
も
多
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う

な
時
の
フ
ォ
ロ
ー
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
、
既
成
仏
教

界
の
中
で
の
意
識
が
薄
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
こ

の
と
こ
ろ
も
き
ち
ん
と
勉
強
し
な
け
れ
ば
。
や
は
り
お

坊
さ
ん
が
そ
の
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
進
ん
で
い
か
な
い

話
な
の
で
、
そ
れ
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
。

前
川	

仏
教
で
は
昔
か
ら
、
根
本
的
に
は
亡
く
な
っ

た
人
間
と
生
き
て
い
る
人
間
は
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
生
と
死
は
分
断
さ
れ
て

い
て
切
れ
て
い
る
。
主
観
と
客
観
、
主
体
と
客
体
が
あ

る
か
ら
、
生
き
て
い
る
者
と
死
ん
で
い
る
者
は
分
か
れ

て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
言
お
う
と
し
て
、
そ
れ
で
終
わ

っ
て
し
ま
っ
た
の
が
西
洋
の
科
学
な
の
で
す
。
し
か
し

現
在
、
主
観
と
客
観
は
分
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
死
者
と
生
者
は
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ

て
い
る
の
で
す
。

藤
木	

「
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
は
、
仏
教

者
に
と
っ
て
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。「
い
の
ち
」

と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
も
し
っ

く
り
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

前
川	

客
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
繋

が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
今
の
私
た
ち
か
ら
す

れ
ば
、
そ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

私
は
そ
う
い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

總
持
寺
で
は
朝
の
読
経
で
大だ
い

悲ひ

真し
ん

読ど
く

と
い
う
独
特
の

お
経
の
読
み
方
を
し
ま
す
。
真
読
は
、、
峨が

山ざ
ん

禅ぜ
ん

師じ

を

待
っ
て
い
る
読
経
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
解
説

で
あ
っ
て
、
実
は
そ
の
時
、
峨
山
禅
師
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
だ
と
い
う
の
が
真
読
の
意
義
だ
と
思
い
ま
す
。

　
真
読
に
よ
っ
て
、
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
証
明
し
て

い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
宗
教
的
儀
礼
の
意
義
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
私
た
ち
の
儀
礼
を
行
う
中

に
死
者
も
存
在
す
る
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ
に
取
り
組

む
。
こ
れ
が
私
た
ち
の
儀
礼
で
あ
り
、
修
行
の
ひ
と
つ

だ
と
思
う
の
で
す
。
私
は
い
つ
も
こ
の
こ
と
は
大だ
い

衆し
ゅ

（
修
行
の
僧
侶
）
に
話
し
て
い
ま
す
。

藤
木	

な
る
ほ
ど
。
非
常
に
大
事
な
こ
と
を
大
衆
の

方
々
は
学
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
、
後
堂
老
師
か
ら
お
聞
き
に
な
ら

れ
た
そ
の
こ
と
を
お
伝
え
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
で

す
も
の
ね
。

今
回
總
持
寺
様
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
い
ま

は
大
変
立
派
な
ご
本
山
も
、
百
年
前
は
原
野
か
ら
の
開

拓
で
あ
っ
た
と
存
じ
ま
す
。
今
こ
の
大だ
い

伽が

藍ら
ん

を
見
て
、

御ご

移い

東と
う

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
、
計
り
知
れ
な

い
大
き
さ
が
あ
り
ま
す
ね
。

前
川	

計
り
知
れ
な
い
で
す
よ
ね
。
た
く
さ
ん
の
こ

と
を
評
価
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
、
保
育

園
の
お
子
さ
ん
た
ち
が
遊
び
に
来
て
い
ま
し
た
で
し
ょ

う
。

藤
木	

拝
見
し
ま
し
た
。
い
い
空
間
で
す
ね
。

前
川	

佛
殿
の
前
で
遊
ん
で
い
る
、
あ
の
体
験
を
心

に
刻
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
ね
。
保
育
的
に
も
伝
統

的
に
素
養
を
養
成
す
る
観
点
か
ら
も
、
な
に
よ
り
仏
さ

ま
と
一
緒
に
い
る
、
あ
ん
な
に
幸
せ
な
こ
と
は
な
い
で

し
ょ
う
。

藤
木	

總
持
寺
様
の
空
気
を
吸
っ
て
、
小
さ
い
時
に

總
持
寺
と
い
う
お
寺
に
行
っ
て
い
た
よ
ね
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
、
お
子
さ

ん
た
ち
が
大
き
く
な

っ
て
か
ら
も
、
必
ず

話
題
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
日
は
本
当
に
貴
重

な
お
時
間
を
頂
戴
し

ま
し
て
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
便
り
募
集

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

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。

群馬県/安西裕子様

曹洞禅グラフ147号（冬号）プレゼント『般若院英
泉の思想と行動』は次の方が当選されました。

大本山總持寺前川睦生後堂老師の声明公
演を収録したDVD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。… 2019 年 8月末必着

『曹洞禅グラフ』146秋号では、丸山劫外先生の
「仏遺教経解説」10を興味深く拝読しました。
普段の生活に於いて、いかに「分かったつもり」
でいることが多くあるのかという気が致しまし
た。これからも繰り返して読みたい解説です。

読者からのお便り� 静岡県　海老岡道子様
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鬼生田俊英宗務総長

鬼生田宗務総長のご自坊、広度寺本堂で行われるご法事

鬼
生
田	

な
か
っ
た
の
で
す
。
む
し
ろ
な
い
か
ら
で
き
る
と
思

い
ま
し
た
。
定
着
す
る
の
に
は
二
十
年
か
か
り
ま
し

た
が
、
そ
の
後
、
み
な
さ
ん
が
口
コ
ミ
で
宣
伝
し
て

く
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
の
宣
伝
は
要
り
ま
せ
ん
。

私
の
と
こ
ろ
の
親
戚
の
仏
事
を
お
寺
で
や
っ
た
け
ど

良
か
っ
た
よ
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
も
や
ら
れ
た
ら
、

と
な
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
お
寺
と
い
う
の
は
そ
う

い
う
存
在
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
寺
離
れ
が
起
き

な
い
よ
う
に
す
る
に
は
お
寺
も
、
檀
信
徒
の
方
た
ち

に
開
放
す
る
努
力
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
ま

す
。

　

藤
木	

全
く
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
生
老
病
死
の

生
死
と
い
う
の
は
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
全
国
の
お
寺
様
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
な

っ
て
戴
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

次
世
代
に
向
け
て
の
様
々
な
整
備
を

　

藤
木	

宗
務
総
長
と
し
て
の
活
動
、
曹
洞
宗
の
あ
り
方
へ
の

お
考
え
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

鬼
生
田	

一
つ
は
、
宗
制
に
つ
い
て
で
す
。
今
の
宗
制
が
決
し

て
悪
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
次
の
世

代
に
ど
う
バ
ト
ン
を
渡
し
て
い
く
か
、
と
い
う
課
題

を
背
負
っ
て
い
る
の
が
私
た
ち
の
現
在
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
急
変
す
る
時
代
に
追
い
付
い

て
い
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
負
け
な
い
き
ち
ん
と
し

た
制
度
を
つ
く
っ
て
、
足
元
を
固
め
て
お
く
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

藤
木	

具
体
的
に
は
何
か
ご
ざ
い
ま
す
か
。

鬼
生
田	

包
括
法
人
の
中
に
は
三
権
分
立
が
ち
ゃ
ん
と
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
議
会
が
あ
っ
て
、
行
政

が
あ
っ
て
、
そ
し
て
審
事
院
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ

の
三
権
分
立
が
今
の
宗
制
の
中
だ
け
で
は
パ
ー
フ
ェ

ク
ト
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
は
み
出
て

し
ま
っ
て
、
裁
判
所
が
舞
台
に
な
っ
た
り
も
し
ま
す
。

　

藤
木	

今
、
裁
判
が
実
に
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

鬼
生
田	

三
権
分
立
が
き
ち
ん
と
構
築
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
事
案
が
司
法

の
手
を
煩
わ
さ
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
と
い
う
の

寺
離
れ
を
防
ぐ
に
は
、
お
寺
の
開
放
を

　

藤
木	

総
長
老
師
の
ご
自
坊
で
の
こ
と
か
ら
お
話
を
お
伺
い

し
ま
す
。

鬼
生
田	

私
は
き
ょ
う
だ
い
が
多
く
て
、
上
の
ほ
う
は
姉
ば
っ

か
り
で
四
人
、
妹
が
二
人
に
弟
が
一
人
お
り
ま
す
。

非
常
に
貧
し
い
生
活
で
し
た
。
し
か
し
こ
の
経
験
が

人
生
に
生
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
の
当
時

の
貧
し
か
っ
た
生
活
と
い
う
の
は
、
今
の
私
に
と
っ

て
宝
で
す
。

自
坊
の
こ
と
を
申
し
ま
す
と
、
本
当
に
古
い
寺
だ

っ
た
の
で
す
が
、
五
十
年
か
け
て
全
部
造
り
直
し
ま

し
た
。
今
、
檀
家
の
方
が
仏
事
を
行
う
の
は
、
百
パ

ー
セ
ン
ト
お
寺
で
す
。

　

藤
木	

そ
う
で
す
か
。
そ
れ
は
い
い
習
慣
に
な
っ
て
お
ら
れ

ま
す
ね
。

鬼
生
田	

こ
れ
を
や
ら
な
い
と
、
お
寺
が
駄
目
に
な
っ
て
し
ま

う
と
思
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
お
寺
も
非
常
に
骨

を
折
り
ま
す
。
檀
信
徒
の
方
は
枕
経
や
お
通
夜
か
ら

お
い
で
に
な
り
ま
す
し
、
お
寺
に
泊
ま
り
込
ん
で
過

ご
し
ま
す
。
次
の
日
は
お
葬
式
で
す
。
そ
う
す
る
と

お
寺
は
風
呂
の
準
備
を
し
て
、
終
わ
っ
た
後
は
風
呂

を
洗
っ
た
り
と
、
か
な
り
大
変
な
こ
と
で
す
。
し
か

し
こ
れ
は
、
檀
家
の
方
と
の
同
事
行
で
す
。

　

藤
木	

な
る
ほ
ど
。

鬼
生
田	

葬
儀
に
際
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
分
か
ち
合

っ
て
、
話
し
合
う
。
枕
経
が
終
わ
っ
て
か
ら
で
も
、

あ
な
た
方
、
今
後
ど
う
さ
れ
る
の
、
ど
う
い
う
ふ
う

に
こ
れ
か
ら
家
庭
を
守
っ
て
い
か
れ
る
の
、
と
い
っ

た
い
ろ
い
ろ
な
お
話
が
で
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
親

密
度
が
違
う
の
で
す
。
朝
起
き
て
、
本
堂
へ
行
っ
て

帰
っ
て
き
て
、
皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
と
挨
拶
し
て
、

お
茶
を
飲
み
な
さ
い
よ
と
言
っ
て
、
一
緒
に
お
茶
を

飲
む
。
こ
れ
で
違
う
ん
で
す
ね
。

お
寺
も
一
緒
に
檀
家
の
方
と
最
後
の
お
弔
い
を
し

て
、「
お
寺
か
ら
送
り
だ
す
」、
こ
れ
が
私
は
大
事
だ

と
思
う
の
で
す
。

　

藤
木	

ご
自
坊
の
福
島
県
郡
山
市
で
は
、
そ
う
い
っ
た
習
慣

が
お
あ
り
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

次
世
代
へ
の
バ
ト
ン
を
渡
す
課
題
を

背
負
う
の
が
私
た
ち
な
の
で
す

鬼
生
田
俊
英
宗
務
総
長
┃
成
田
隆
真
人
事
部
長
┃
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

聞
き
手		

藤
木
隆
宣
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成田隆真人事部長

福島県郡山市　 鬼生山広度寺

念
疑
の
へ
の
も
の
そ
義
意
在

お
て
し
と
ん
ち
き
を
制
宗
り

　

木
藤
　

　

田
成

 

　

木
藤

 

　

田
成

 

だ
切
大
が
と
こ
く
い
て
し
や
増
を
会
機
る
す
信
発
を

田
生
鬼

 

　

田
成

 

　

木
藤

 

思
と
ば
れ
け
戴
き
築
お
を
宗
洞
曹
る
て
持
を
望
希
が

15

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 2019年8月末

『
は
回
今

延ん
え

命い
め

十
句く

観ん
か

音ん
の

経
』十

句
四
ら
か
中
の
典
経
う
い
と

ま
し
に
本
手
お
で
ん
選
を
字
六

説
と
る
き
で
感
実
が
界
世
の
仏

み
て
し
写
き

与よ

仏つ

ぶ

有う

因ん

い

与よ

仏つ

ぶ

有う

縁ん

え

仏
法う

ぽ

僧う

そ

縁ん

え

常
楽く

ら

我が

浄

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。
145号～148号（前号）の応募作品の審査発表は、151号（2020年冬・新年号）にて、
149号（今号）～152号の応募作品の審査発表は、155号（2021年冬・新年号）にて行います。
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4

今
回
は
、
煩
悩
三
要
素
の
最

後
「
痴
」
の
説
明
を
い
た
し
ま

す
。「
痴
」
と
は
、
物
事
の
本

質
を
知
ろ
う
と
し
な
い
心
で
す
。

仏
教
は
「
法ほ

う

」
と
い
う
物
事
の

理
（
こ
と
わ
り
）
を
示
し
た
教
え

で
す
。
仏
法
の
本
質
は
「
縁え

ん

」

で
す
。「
縁
」
と
は
常
に
繋
が

り
続
け
て
い
る
と
い
う
意
味
で

す
。「
縁
」
を
知
る
と
は
、
全

て
の
物
事
と
繋
が
っ
て
い
る

「
自
分
」
と
い
う
存
在
を
、
あ

り
の
ま
ま
的
確
に
捉
え
続
け
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
教
に
「
十

じ
ゅ
う

八は
っ

界か
い

」
と
い
う

教
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

感
受
で
き
る
全
て
の
物
事
で
あ

る
「
六ろ

っ

境き
ょ
う」（

色
声
香
味
触
法
）、

自
ら
の
感
覚
組
織
で
あ
る
「
六ろ

っ

根こ
ん

」（
眼
耳
鼻
舌
身
意
）、
知
覚
さ

れ
た
認
識
世
界
で
あ
る
「
六ろ

く

識し
き

」（
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・

身
識
・
意
識
）
が
合
わ
さ
り
、
物

事
を
と
ら
え
る
範
囲
は
「
六

境
」
↓
「
六
根
」
↓
「
六
識
」
の

順
に
小
さ
く
な
っ
て
い
く
と
い

う
も
の
で
す
。
教
え
に
沿
う
と
、

全
て
の
物
事
を
あ
り
の
ま
ま
に

感
受
し
続
け
る
の
は
不
可
能
な

こ
と
と
な
り
ま
す
。

「
身し

ん

体た
い

知ち

」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
「
身
体
に
根

ざ
し
た
知
」
で
す
。
具ぐ

体た
い

的て
き

に

は
身
体
を
動
か
す
経
験
、
ま
た

は
身
体
感
覚
の
深
い
認に

ん

知ち

に
よ

っ
て
身
に
つ
け
ら
れ
た
知
恵
で

す
。「
十
八
界
」
に
照て

ら
し
合

わ
せ
る
と
「
六
識
」
が
「
身
体

知
」
で
す
。

「
身
体
知
」
は
、
全
て
の
物
事

に
対
し
分
別
意
識
を
持
た
ず
同

様
の
尊
意
を
持
ち
、
感
覚
を
研と

ぎ
澄す

ま
せ
、
瞬
間
瞬
間
の
状
態

を
深
く
感
受
し
続
け
る
こ
と
に

よ
り
高
ま
り
ま
す
。「
身
体
知
」

向
上
は
「
六
識
」
拡
大
と
な
り

ま
す
。
そ
れ
は
本
質
の
あ
り
の

ま
ま
を
知
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。

今
回
は
「
手
を
慈い

つ
く

し
む
瞑

想
」
で
「
身
体
知
」
を
向
上
さ
せ
、

「
痴
」
か
ら
離
れ
「
縁
」
を
見み

据す

え
「
法
」
に
沿
っ
た
真
の
幸
福

感
を
築
く
方
法
を
お
伝
え
い
た

し
ま
す
。

ふじい　りゅうえい

豊橋市一月院副住職。横浜市 
徳雄山 建功寺勤務。北海道大
学水産学部卒業。同大学院中退。
整体師。zafu代表。身心堂 主宰。

「zafuざふ」「安楽坐禅法」開
発者。　禅をベースにしたオリ
ジナルの運動療法、動的瞑想法
を伝える活動を展開。

左手の平を上に向けて固定
します。次に左手の平中

心部に右手指先をそっと触れさ
せます。そして右手指先にて左
手の平をまんべんなく丁寧にな
でていきます。通常なでるという
動作は、なでる側に感覚の重き
をおきますが、この場合なでら
れる左手の平の感覚に重きをお
きます。右手指先は左手の平の
皮膚感覚や、なでることにより
沸
わ

き出る感情や想い・思考を素
す

直
なお

に受け取り続けて下さい。

上向きの左手の平を下に向
け直します。次に左手の甲

の中心部に右手指先をそっと触
れさせます。そして右手指先に
て手の甲を丁寧になでていきます。
重きをおく感覚は①と同様です。
左手甲の心地よい部分を探

さぐ

り続
け導

みちび

かれるように右手指先を動
かして下さい。すると総

そう

体
たい

的
てき

な
身体知が高まり、本質の自

じ

己
こ

肯
こう

定
てい

感
かん

が築かれてきます。①②が
終わりましたら右手と左手の役
割を反対にして行います。

手の甲同士をすり合わせます。
左右の手どちらかに重きを

おくのではなく、どのようにすり
合わせたら心地よいかを丁寧に
探り続けます。すると意識が「“心
地よさ”を作っている“我”状態」
から「“心地よい”に委ねられた

“無
む

我
が

”状態」へと変化していき
ます。それがすなわち「痴」から
離れた真の幸福感の導きとなる
のです。手の甲が終わりました
ら手の平でも行い終了します。

丁て
い

寧ね
い

に

心こ
こ

地ち

よ
く

委ゆ
だ

ね
る

「
痴ち

」
と
は

123

作 法 で 導 く 心 の 調 え 方

「 三 毒 」を 解 消 す る

藤
井
隆
英
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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

秦し
ん

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

当ま
さ

に
度ど

す
べ
き
者も

の

、
若も

し
は
天て

ん

上じ
ょ
う

人に
ん

間げ
ん

皆み
な

こ
と
ご

と
く
已す

で

に
度ど

す
。
そ
の
未い

ま

だ
度ど

せ
ざ
る
者も

の

も
、
皆み

な

亦ま
た

已す
で

に
得と

く

度ど

の
因い

ん

縁ね
ん

を
作な

す
、
自じ

今こ
ん

以い

後ご

我わ

が
諸

も
ろ
も
ろの

弟で

子し

、

展て
ん

転で
ん

し
て
こ
れ
を
行ぎ

ょ
う

ぜ
ば
、
則す

な
わ

ち
こ
れ
如に

ょ

来ら
い

の
法ほ

っ

身し
ん

常つ
ね

に
在い

ま

し
て
滅め

っ

せ
ざ
る
な
り
。

訳
（
私
が
）
救
う
べ
き
者
は
、
天
上
界
も
人
間
界
の
者
も
、
す
べ

て
已
に
救
っ
た
の
で
あ
る
。
未
だ
救
っ
て
い
な
い
者
も
み
な
、

已
に
必
ず
救
わ
れ
る
と
い
う
因
縁
を
作
っ
て
お
い
た
。
こ
れ

か
ら
以
後
、
私
の
弟
子
た
ち
が
、
次
々
と
、
私
の
教
え
を
広
め
、

修
行
す
る
な
ら
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
私
の
説
い
た
法
（
如

来
の
法
身
）
は
、
常
に
生
き
て
い
て
、
滅
び
る
こ
と
は
な
い
と

い
う
こ
と
な
の
だ
。

解
説

釈
尊
の
入
滅
と
不
滅
の
教
え

沙さ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

の
も
と
で
、
ま
さ
に
涅ね

槃は
ん

に
入
ら
れ
よ
う

と
す
る
寸
前
に
、
釈
尊
は
、
弟
子
た
ち
に
向
か
っ
て
、

最
後
の
説
法
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
初し
ょ

転て
ん

法ぼ
う

輪り
ん

で
阿あ

若に
ゃ

憍き
ょ
う

陳じ
ん

如に
ょ

を
救
い
、
最
後
に
須し

ゅ

跋ば
つ

陀だ

羅ら

を
救
っ

て
く
だ
さ
り
、
釈
尊
の
身
の
回
り
の
人
た
ち
は
全
て
救

い
終
わ
っ
た
の
で
す
。

以
後
の
人
々
も
全
て
救
う
べ
き
因
縁
を
作
っ
て
お
い

た
、
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
如
来
の
法
身
」

が
生
き
続
け
る
か
ら
な
の
で
す
。
ご
自
分
が
説
か
れ
た

教
え
で
は
あ
り
ま
す
が
、
宇
宙
の
真
理
そ
の
も
の
で
す

か
ら
、
永
遠
に
こ
の
世
に
あ
り
続
け
る
法
な
の
で
あ
る
、

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
そ
し

て
日
本
、
さ
ら
に
世
界
中
に
釈
尊
の
教
え
は
、
現
に
生

き
続
け
て
い
ま
す
。
人
類
が
こ
の
世
に
存
在
す
る
限
り

は
、
不
滅
の
教
え
で
し
ょ
う
。

原
文
訓
読

是こ

の
故ゆ

え

に
当ま

さ

に
知し

る
べ
し
。
世よ

は
皆み

な

無む

常じ
ょ
うな

り
、
会あ

う

も
の
は
必か

な

ら
ず
離は

な

る
る
こ
と
有あ

り
。
憂う

悩の
う

を
懐い

だ

く
こ
と

勿な
か

れ
。
世せ

相そ
う

是か
く

の
如ご

と

し
。
当ま

さ

に
勤つ

と

め
精

し
ょ
う

進じ
ん

し
て
早は

や

く
解げ

脱だ
つ

を
求も

と

め
、
智ち

慧え

の
明み

ょ
う

を
以も

っ

て
諸

も
ろ
も
ろの

癡ち

闇あ
ん

を
滅め

っ

す
べ
し
。

訳こ
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
知
る
べ
き
で

あ
る
。
世
の
中
の
こ
と
は
、
す
べ
て
無
常
で
あ
る
、
会
う
も

の
に
は
、
必
ず
別
れ
の
時
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
を
憂
い
悩
む

こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
こ
の
世
の
相
（
す
が
た
）
な

の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
精
進
し
て
早
く

悟
り
を
求
め
、
智
慧
の
灯
り
で
、
諸
々
の
愚
か
な
る
闇
を
な

く
す
べ
き
で
あ
る
。

解
説

た
と
え
死
に
よ
る
別
れ
が
世
の
相す
が
たと

は
い
え
、
お
子

さ
ん
に
先
だ
た
れ
る
こ
と
ほ
ど
辛
い
こ
と
は
な
い
で
し

ょ
う
。
こ
れ
ほ
ど
我
が

身
に
涙
が
あ
っ
た
か
と
、

驚
く
ほ
ど
涙
が
乾
く
こ

と
は
な
い
ほ
ど
と
察
し

ま
す
。
ま
た
、
父
母
と

の
別
れ
も
ま
こ
と
に
寂

し
く
悲
し
い
も
の
で
す
。

道
元
禅
師
様
は
、
八
歳

で
お
母
様
を
亡
く
さ
れ
、

幼
く
し
て
無
常
を
悟
ら

れ
て
出
家
な
さ
っ
て
い
ま
す
。

二
月
十
五
日
は
、
釈
尊
ご
入
滅
の
日
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
二
月
に
は
、
釈
尊
の
涅
槃
図
が
、
多
く
の
お
寺
に

か
け
ら
れ
ま
す
。
右
脇
を
下
に
な
さ
り
、
横
に
な
っ
て

臥
せ
て
い
る
釈
尊
の
周
り
に
、
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
多

く
の
弟
子
た
ち
や
、
動
物
た
ち
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

八
十
歳
の
高
齢
に
な
っ
て
も
、
布
教
し
続
け
て
く
だ
さ

っ
た
釈
尊
で
す
が
、
つ
い
に
最さ
い

期ご

の
時
を
お
迎
え
で
す
。

こ
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
釈
尊
の
言
葉
に
耳

を
傾
け
ま
し
ょ
う
。

原
文
訓
読

世よ

は
実じ

つ

に
危き

脆ず
い

な
り
、
牢ろ

う

強ご
う

な
る
者も

の

無な

し
。
我わ

れ

今い
ま

滅め
つ

を
得う

る
こ
と
悪あ

く

病び
ょ
うを

除の
ぞ

く
が
如ご

と

し
、
此こ

は
是こ

れ

、
ま
さ
に

捨す

つ
べ
き
罪ざ

い

悪あ
く

の
物も

の

、
仮か

り

に
名な

づ

け
て
身み

と
為な

す
。
老ろ

う

病び
ょ
う

生し
ょ
う

死じ

の
大だ

い

海か
い

に
沒も

つ

在ざ
い

す
。
何な

ん

ぞ
智ち

者し
ゃ

有あ

っ
て
之こ

れ

を

除じ
ょ

滅め
つ

す
る
こ
と
を
得う

る
こ
と
、
怨お

ん

賊ぞ
く

を
殺こ

ろ

す
が
如ご

と

く
而し

か

も
歓か

ん

喜き

せ
ざ
ら
ん
や
。

訳世
の
中
は
ま
こ
と
に
危
う
く
脆も
ろ

い
も
の
で
あ
る
。（
絶
対
的

に
）
剛
健
な
ど
と
い
う
者
は
い
な
い
。
私
が
今
、
入
滅
が
で
き

る
こ
と
は
、
悪
病
を
取
り
除
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

こ
そ
は
、
ま
さ
に
捨
て
る
べ
き
罪
な
も
の
で
、
か
り
そ
め
の

身
と
い
う
も
の
な
の
だ
。
こ
の
身
は
生
老
病
死
の
大
海
原
に

浮
き
沈
み
し
て
い
る
よ
う
な
危
う
い
も
の
だ
。
そ
う
で
あ
る

か
ら
、
智ち

慧え

あ
る
者
は
、
こ
の
身
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き

る
こ
と
は
、
怨う

ら

み
あ
る
賊ぞ
く

を
殺
す
よ
う
な
こ
と
と
し
て
、
歓

喜
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

まるやま・こうがい
昭和21年群馬県生。早稲田
大学卒業。駒澤大学大学院博
士課程満期退学。昭和57年
得度（浅田大泉老師）。同年立
職（浅田泰徳老師）。平成元年
嗣法（余語翠巖老師）。現在所
沢市吉祥院住職。曹洞宗総合
研究センター特別研究員。

仏
遺
教
経
解
説 

丸
山
劫
外

最終回
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す
。す

で
に
入
滅
百
年
後
に
は
、

仏
教
教
団
と
し
て
大
き
な
分
裂

が
あ
り
、
そ
の
後
も
多
く
の
部

派
に
わ
か
れ
ま
す
。
さ
ら
に
部

派
の
よ
う
に
阿
羅
漢
に
な
る
こ

と
を
修
行
の
最
高
の
到
達
と
し
、

阿あ

含ご
ん

経き
ょ
うの

み
を
仏
説
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
た

な
経
典
も
仏
説
と
し
、
悟
り
を
求
め
て
修
行
す
る
者
を

菩
薩
と
す
る
大
乗
仏
教
と
い
わ
れ
る
運
動
が
起
き
た
り
、

そ
れ
こ
そ
多
数
の
枝
葉
に
分
か
れ
て
複
雑
に
変
容
し
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
と
一い
ち

概が
い

に
説
明
し
き
れ
な

い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
私
た
ち
は
、
先
祖
供
養
さ
え
し
て
い
れ
ば
仏

教
と
勘
違
い
し
て
い
ま
せ
ん
か
。
先
祖
供
養
し
手
を
合

わ
せ
る
の
は
、
仏
教
な
ら
ず
と
も
当
り
前
の
こ
と
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
『
遺
教
』
の
教
え
を
読
み
返
し
た
と
き
、
は
た

し
て
、
先
祖
供
養
を
せ
よ
、
と
説
か
れ
て
い
た
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
ど
こ
に
も
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
釈
尊

が
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
は
、
一
人
一
人
の
生
き

方
で
す
。

複
雑
に
変
容
し
て
い
る
釈
尊
の
教
え
で
す
が
、
こ
の

経
典
に
説
か
れ
て
い
る
教
え
は
本
当
に
釈
尊
の
教
え
と

し
て
根
本
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
戒
を
た
も
つ
こ
と
」「
放
逸
な
ら
し
む
る
な
」「
飲
食

は
節
度
を
も
っ
て
」「
睡
眠
の
貪む
さ
ぼ
り
を
恥
じ
て
自
度
を

求
め
な
さ
い
」「
自
ら
の
心
を
守
り
瞋い
か

ら
な
い
こ
と
」

「
欲
を
少
な
く
」「
足
る
を
知

る
こ
と
」「
真
理
を
常
に
忘

れ
ぬ
こ
と
」「
禅ぜ
ん

定じ
ょ
うの

修
行

を
怠
ら
な
い
こ
と
」「
智
慧

を
大
事
と
す
る
こ
と
」「
戯け

論ろ
ん

す
る
な
」「
勝
手
気
ま
ま

な
生
き
方
を
し
な
い
」「
四し

諦た
い

の
道
理
を
学
ぶ
」
等
等
。

こ
れ
ら
の
教
え
を
守
っ
て
、
仏
弟
子
と
し
て
生
き
る
。

私
も
今
に
生
き
る
仏
弟
子
と
し
て
、
釈
尊
の
教
え
に

従
っ
て
生
き
よ
う
と
あ
ら
た
め
て
思
う
と
、「
生い
の
ち命

の

真
剣
勝
負
」
を
し
て
い
る
、
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。ど

こ
か
ら
頂
い
た
か
証
明
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
う

し
て
生
か
さ
れ
た
不
思
議
な
我
が
生
命
、
怠
り
な
く

「
自
度
（
自
ら
の
さ
と
り
）
を
求
む
べ
し
」
と
説
か
れ
た
釈

尊
の
声
に
耳
を
傾
け
、
今
日
一
日
も
仏
弟
子
と
し
て
、

精
進
し
た
か
、
と
自
問
し
ま
す
。

「
微
力
な
が
ら
尽
力
し
て
生
き
る
」
が
私
の
モ
ッ
ト
ー

で
す
が
、
尽
力
し
た
か
、
と
反
省
し
ま
す
。
た
だ
、
正

直
申
し
ま
す
と
、
仏
の
前
に
懺さ
ん

悔げ

し
、「
至
り
ま
せ
ん

で
し
た
」
と
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
反
省
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
誰
で
も
迎
え
る
最
期
の
と
き
、

願
わ
く
ば
、
莞に
っ

爾こ
り

笑
っ
て
、
サ
ン
キ
ュ
ー
そ
し
て
グ
ッ

バ
イ
、
と
、
旅
立
ち
た
い
も
の
で
す
。
こ
れ
で
私
の
解

説
は
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
皆

様
の
人
生
が
、
悔
い
少
な
き
よ
う
に
と
祈
っ
て
い
ま
す
。

�

完

解
説

死
を
迎
え
る
こ
と
が
、
歓
喜
す
る
こ
と
で
あ
る
と
は
、

普
通
は
思
え
な
い
こ
と
で
す
。「
ま
さ
に
捨
つ
べ
き
罪

悪
の
物
」
そ
れ
を
「
仮
に
名
け
て
身
と
為
す
」
と
は
。

な
ん
と
大
胆
な
表
現
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

釈
尊
は
ご
自
身
の
身
が
滅
び
る
こ
と
を
、
悟
り
き
っ

た
境
地
か
ら
お
っ
し
ゃ
り
、
仏
弟
子
た
ち
も
た
ゆ
み
な

い
修
行
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
身
に
執
着
し
な

い
よ
う
に
と
願
っ
て
い
る
の
で
す
。

原
文
訓
読

汝な
ん
じ

等ら

比び

丘く

、
常つ

ね

に
当ま

さ

に
一い

っ

心し
ん

に
勤つ

と

め
て
出

し
ゅ
つ

道ど
う

を
求も

と

む
べ
し
。
一い

っ

切さ
い

世せ

間け
ん

動ど
う

不ふ

動ど
う

の
法ほ

う

は
、
皆み

な

是こ
れ

敗は
い

壊え

不ふ

安あ
ん

の
相そ

う

な
り
。
汝

な
ん
じ

等ら

し
ば
ら
く
止や

み
ね
、
ま
た
語も

の

い
う
こ

と
を
得う

る
こ
と
勿な

か

れ
。
時と

き

将ま
さ

に
過す

ぎ
な
ん
と
す
。
我わ

れ

滅め
つ

度ど

せ
ん
と
す
。
是こ

れ

我わ

が
最さ

い

後ご

の
教

き
ょ
う

誨け

す
る
所と

こ
ろ

な
り
。

訳修
行
者
た
ち
よ
。
い
つ
も
一
心
に
仏
道
修
行
に
勤
め
て
、

迷
い
か
ら
抜
け
出
る
道
を
求
め
な
さ
い
。
こ
の
世
の
現
象
の

す
べ
て
は
、
必
ず
壊
れ
安
定
の
な

い
相
で
あ
る
。

修
行
者
た
ち
よ
、
ひ
と
と
き
泣

く
こ
と
を
や
め
て
静
か
に
し
な
さ

い
、
こ
れ
以
上
な
に
か
言
う
こ
と

も
や
め
な
さ
い
。
時
は
将
に
過
ぎ

去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
入
滅
す
る
の
だ
よ
。

今
ま
で
説
い
て
き
た
こ
と
が
、
私
が
最
後
に
さ
と
し
教
え

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

解
説

釈
尊
の
教
え
と
は
な
に
か

死
な
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
。
釈
尊
で
さ
え
、
お
亡
く

な
り
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し

生
け
る
も
の
は
、
必
ず
死
ぬ
の
で
す
。
そ
れ
が
真
理
な

の
で
す
。
誰
一
人
と
し
て
、
こ
の
ル
ー
ル
か
ら
逃
れ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ご
入
滅
の
地
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
沙さ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

の
も
と
、

釈
尊
は
こ
の
世
で
の
命
の
終
わ
り
を
迎
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
こ
に
感か
ん

傷し
ょ
うの
入
る
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
弟
子
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
に
も
、
こ
の
時
は
来
る
の

だ
、
と
教
え
、
精
し
ょ
う

進じ
ん

せ
よ
、
と
、
さ
と
し
、
師
と
し
て

の
親
切
心
を
尽
く
し
て
、
さ
あ
、
い
よ
い
よ
「
時
将
に

過
ぎ
な
ん
と
す
。
我
滅
度
せ
ん
と
す
」
と
、
別
れ
を
告

げ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

釈
尊
の
教
え
、
仏
教
と
は
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
教
え

な
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の

日
本
だ
け
見
て
み
て
も
、
た

く
さ
ん
の
宗
派
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
い
ろ
な
角
度

か
ら
仏
教
を
と
な
え
て
い
ま
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参詣者に挨拶をされる生沼善裕住職（右）

先祖まつり名物の「五目御飯」 楽しいお食事のひととき 落語家の軽妙なお話に聴き入る 中食の準備に大忙し 相撲漫談に大きな笑い声も おみやげをいただいて

長学寺護持会長　金井喜之助さん お台所を担当された皆さん 大般若転読法要

か
つ
て
の
城
下
町
に 

建
つ
古
刹
、
長
学
寺

富
岡
市
は
群
馬
県
の
南
西
部

に
位
置
し
、
か
つ
て
は「
加
賀

百
万
石
」
で
知
ら
れ
る
加
賀
藩

の
支
藩
、
七
日
市
藩
の
城
下
町

と
し
て
栄
え
、
明
治
期
に
は

「
富と

み

岡お
か

製せ
い

糸し

場じ
ょ
う」
が
創
業
さ
れ

ま
し
た
。
富
岡
製
糸
場
は
二
〇

一
四
年
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
街
地
か
ら
北
に
向
か
っ
て

車
で
一
〇
分
ほ
ど
の
小
高
い
山

の
上
に
、
今
回
訪
れ
た
長
学
寺

（
生
沼
善
裕
住
職
）
は
あ
り
ま
す
。

平
安
時
代
初
期
の
承

じ
ょ
う

和わ

二
（
八

三
五
）
年
の
開
山
で
、
江
戸
期

か
ら
は
七
日
市
藩
主
前
田
家
の

菩
提
寺
と
し
て
、
地
域
の
信
仰

を
集
め
て
き
ま
し
た
。

毎
年
三
月
二
五
日
に
は
、
春

の
恒
例
行
事
、「
先
祖
ま
つ
り
」

が
開
か
れ
ま
す
。
今
回『
曹
洞

禅
グ
ラ
フ
』
で
は
、
先
祖
ま
つ

り
の
取
材
を
通
じ
、
地
域
の
皆

さ
ま
の
笑
顔
に
触
れ
て
き
ま
し

た
。

賑
や
か
な
笑
い
声
に 

包
ま
れ
て

朝
九
時
三
〇
分
の
開
始
を
待

ち
わ
び
る
よ
う
に
、
境
内
下
の

駐
車
場
に
は
早
く
か
ら
マ
イ
ク

ロ
バ
ス
が
到
着
し
、
た
く
さ
ん

の
参
詣
者
が
降
り
立
ち
ま
す
。

賑に
ぎ
や
か
な
お
ま
つ
り
の
ス
タ

ー
ト
は
、「
相
撲
漫
談
」
と
落

語
か
ら
で
す
。
法
要
の
前
に
、

ま
ず
は
み
な
さ
ん
で
大
笑
い
。

取
材
日
の
前
日
に
終
わ
っ
た
ば

か
り
の
大
相
撲
春
場
所
を
ネ
タ

に
し
た
漫
談
に
笑
い
、
美
声
が

響
く
相す

撲も
う
甚じ
ん
句く

に
は
、
み
な
さ

ん
で
合
い
の
手
を
入
れ
て
楽
し

み
ま
し
た
。
時
事
ネ
タ
と
古
典

を
織
り
交
ぜ
た
落
語
家
の
軽
妙

な
話
術
に
は
、
オ
チ
が
分
か
っ

て
い
て
も
笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

た
っ
ぷ
り
一
時
間
以
上
お
笑

い
を
堪
能
し
て
、
楽
し
い
空
気

が
冷
め
や
ら
ぬ
中
、
住
職
を
導

師
に
、
地
域
教
区
の
僧
侶
が
参

集
し
て
の
大だ

い
般は
ん
若に
ゃ
転て
ん
読ど
く
法ほ
う
要よ
う
と

先
祖
供
養
法
要
が
行
わ
れ
ま
し

た
。こ

の
間
お
台
所
で
は
、
中

ち
ゅ
う
食じ
き

の
準
備
の
た
め
に
裏
方
の
お
檀

家
さ
ん
が
フ
ル
稼か

働ど
う
で
す
。
毎

年
二
〇
〇
人
分
を
用
意
さ
れ
る

と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
様
子

を
拝
見
す
る
と
、
作
業
を
楽
し

む
か
の
よ
う
に
、
み
な
さ
ん
の

笑
顔
が
は
じ
け
て
い
ま
す
。
テ

ー
ブ
ル
に
は
、
お
ま
つ
り
名
物

の「
五
目
御
飯
」
が
ど
ん
ど
ん

並
べ
ら
れ
、
お
腹
が
す
い
た
参

詣
の
み
な
さ
ん
の
到
着
を
待
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
五
目
御
飯
、

お
米
の
弾
力
と
旨う

ま
さ
を
引
き
出

す
た
め
に
大
き
な
釜
を
使
っ
て

直
火
で
炊
き
あ
げ
ら
れ
お
り
、

や
さ
し
く
味
付
け
さ
れ
た
逸い

っ
品ぴ
ん

で
す
。

「
笑
顔
を
繋
ぐ
」 

お
ま
つ
り
の
意
義

最
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、「
お

楽
し
み
抽
選
会
」
を
終
っ
て
、

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

現
在
の
お
ま
つ
り
の
形
が
整

う
以
前
は
、「
や
し
ゃ
ん
ま
」

と
言
っ
て
、
涅ね

槃は
ん
団だ
ん
子ご

を
配
る

行
事
が
各
地
域
で
賑
わ
い
を
見

せ
て
い
た
そ
う
で
す
。
東
堂
様

の
お
話
で
は
、「
や
し
ゃ
ん
ま
」

は「
や
し
ょ
う
ま
」
の
転て

ん

訛か

に

よ
る
そ
う
で
す
。
こ
の「
や
し

ょ
う
ま
」、
長
野
県
北
部
を
中

心
に
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
お
り
、

お
釈
迦
さ
ま
の
涅ね

槃は
ん

会え

に
戴
く

お
菓
子
を
意
味
し
ま
す
。

護
持
会
長
の
金
井
喜
之
助
さ

ん
の
お
話
に
よ
る
と
、
こ
の
行

事
の
日
に
は
学
校
も
休
み
に
な

り
、
現
在
の
よ
う
に
娯
楽
が
多

く
は
な
か
っ
た
頃
の
お
子
さ
ん

た
ち
に
と
っ
て
、
何
よ
り
の
楽

し
み
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
寒
く

て
長
い
冬
を
も
う
少
し
で
越
え

よ
う
か
と
い
う
涅
槃
会
の
季
節

は
、
地
域
の
大
人
の
方
に
と
っ

て
も
、
お
子
さ
ん
に
と
っ
て
も
、

笑
い
声
が
響
き
渡
る
季
節
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

現
在
は
寒
さ
に
配
慮
し
て
三

月
二
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る

「
先
祖
ま
つ
り
」。
ご
先
祖
さ
ま

が
生
き
た
頃
の「
笑
顔
」
を
偲し

の

び
、
そ
し
て
次
の
世
代
に
向
け

て
も
笑
顔
を
繋
い
で
い
く
、
こ

の
お
ま
つ
り
が
地
域
の
中
で
息

づ
い
て
い
る
意
義
を
感
じ
る
一

日
と
な
り
ま
し
た
。

群 馬 県 富 岡 市

取材＝小野﨑裕宣

長学寺
 「先祖まつり」
を訪ねて
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