
1 第72号令和5年 （2023年）6月1日 仏 教 企 画 通 信

戦
争
の
背
後
に
は
、
し
ば
し
ば

宗
教
権
力
が
介
在
し
て
い
た
。
現

在
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
を
支
え
て
い
る
大
き
な
勢
力

と
し
て
ロ
シ
ア
正
教
が
あ
り
、
中

東
な
ど
で
は
イ
ス
ラ
ム
教
権
力
が

往
々
に
し
て
戦
争
の
背
後
に
存
在

し
て
い
る
。
か
つ
て
は
キ
リ
ス
ト

教
権
力
が
同
じ
よ
う
な
役
割
を
は

た
し
て
い
た
。
な
ぜ
、
宗
教
は
と

き
に
戦
争
を
鼓
舞
す
る
勢
力
に
な

っ
て
し
ま
う
の
か
。
今
回
は
こ
の

問
題
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

政
治
思
想
と
し
て
の 

宗
教

二
十
一
世
紀
に
入
っ
た
頃
か
ら
、

私
た
ち
は
し
ば
し
ば
一
神
教
、
多

神
教
と
い
う
言
葉
を
目
に
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
だ
が
私
は
、
こ
の

分
け
方
を
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な

い
。
た
と
え
ば
、
神
と
三さ

ん

位み

一い
っ

体た
い

の
関
係
に
あ
る
聖
霊
は
、
す
べ
て

の
人
々
の
な
か
に
宿
っ
て
い
る
と

い
う
汎
神
論
的
な
考
え
方
は
キ
リ

ス
ト
教
の
な
か
に
も
存
在
し
て
き

た
し
、
仮
に
こ
の
説
を
採
用
す
る

と
す
れ
ば
神
は「
一
神
」
で
あ
っ

て
も
、
神
が
存
在
す
る
か
た
ち
は

「
多
神
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
仏
教
の
世
界
に
は
多
く
の

仏
が
存
在
す
る
か
ら
、
こ
の
こ
と

だ
け
を
み
れ
ば
仏
教
は「
多
神
」

だ
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
だ

が
釈
迦
が
解
脱
し
て
え
た
真
理
は

ひ
と
つ
な
の
で
あ
り
、
だ
と
す
れ

ば
諸
仏
が
会
得
し
た
真
理
も
ま
た

み
な
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
諸
仏
と
は
真
理
の
顕
れ
方
の

違
い
な
の
で
あ
っ
て
、
仏
陀
と
し

て
の
真
理
は「
一
神
」
で
あ
り
、

そ
の
現
れ
方
は「
多
神
」
で
あ
る

と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
日
本

の
神
々
も
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ス
サ
ノ

オ
と
い
っ
た
天
皇
家
の
先
祖
神
は

多
神
で
あ
る
が
、
自
然
を
神
と
し

て
祀
っ
た
土
着
の
神
々
は
、
つ
き

つ
め
れ
ば
自
然
を
つ
く
り
だ
す
真

理
と
い
う「
一
神
」
に
た
ど
り
着

く
。
多
神
教
、
一
神
教
と
い
う
分

け
方
は
さ
ほ
ど
の
意
味
は
な
い
の

で
あ
る
。

む
し
ろ
重
要
な
の
は
次
の
よ
う

な
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
に
は
、

政
治
性
を
内
蔵
し
て
い
る
宗
教
と
、

政
治
性
を
内
蔵
し
て
い
な
い
宗
教

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ユ
ダ
ヤ
教
を
み
る
と
、

流
浪
の
民
と
し
て
各
地
に
点
在
、

放
浪
し
、
し
か
も
し
ば
し
ば
迫
害

に
遭
っ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
ま
と

め
て
い
く
政
治
的
機
能
と
一
体
の

か
た
ち
で
そ
れ
は
成
立
し
た
。
ユ

ダ
ヤ
人
た
ち
に
、
神
に
選
ば
れ
た

民
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

付
与
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
結
ば
れ
た

ユ
ダ
ヤ
人
社
会
を
つ
く
り
だ
し
た
。

そ
れ
は
宗
教
思
想
で
あ
る
と
と
も

に
、
一
つ
の
政
治
思
想
だ
っ
た
。

紀
元
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
す
る

と
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
な
か
か
ら

キ
リ
ス
ト
と
い
う
改
革
派
の
伝
道

師
が
現
れ
て
く
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
で

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
み
が
神
に
選
ば

れ
た
民
で
あ
り
、
死
後
に
天
国
に

い
け
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
キ
リ

ス
ト
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
を
取
り
払

っ
た
の
で
あ
る
。
神
に
従
う
者
は

誰
で
も
天
国
に
い
け
る
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
民
族
宗
教
で
あ
る

ユ
ダ
ヤ
教
を
民
族
を
超
え
た
普
遍

的
な
宗
教
に
変
え
た
。
そ
れ
が
キ

リ
ス
ト
に
よ
る
改
革
の
柱
だ
っ
た
。

と
い
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
に
よ

っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
生
ま
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
以
降
に
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

は
生
ま
れ
て
い
っ
た
が
、
巨
大
宗

教
と
し
て
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
今
日

に
つ
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
成

立
し
た
の
は
、
三
〇
〇
年
代
に
入

っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
三
〇
六
年
に

ロ
ー
マ
帝
国
で
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
Ⅰ
世
が
即
位
す
る
。
こ
の
治

世
下
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
は
公

認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ロ
ー
マ
帝

国
の
国
教
に
な
っ
た
。
当
時
危
機

を
迎
え
て
い
た
ロ
ー
マ
帝
国
を
立

て
直
す
た
め
に
、
皇
帝
は
神
の
権

威
を
借
り
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で
の
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
皇
帝
崇
拝

が
強
要
さ
れ
、
神
を
崇
拝
す
る
宗

教
は
権
力
に
と
っ
て
邪
魔
な
も
の

で
あ
っ
た
が
、
皇
帝
崇
拝
が
維
持

で
き
な
く
な
っ
た
時
代
の
な
か
で
、

神
の
権
威
を
借
り
て
皇
帝
を
神
格

化
す
る
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ

の
過
程
で
父（
神
）
と
子（
キ
リ
ス

ト
）
と
聖
霊
を
同
一
の
も
の
と
み

な
す
三
位
一
体
説
な
ど
の
教
義
も

整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
キ
リ
ス
ト

教
も
ま
た
政
治
的
な
役
割
を
内
蔵

さ
せ
な
が
ら
新
し
い
展
開
を
と
げ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

政
治
と
宗
教
の
一体
化

さ
ら
に
述
べ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト

教
も
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
と
同
じ
よ
う

に
政
治
的
役
割
を
内
蔵
し
て
い
た

が
ゆ
え
に
、
閉
じ
ら
れ
た
宗
教
と

い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
も
ち

ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
は
、
す
べ
て
の

人
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
ユ

ダ
ヤ
教
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
と
い

う
閉
鎖
性
を
も
っ
て
い
た
の
と
一

面
で
は
同
じ
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト

教
も
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
、

神
を
信
仰
す
る
人
に
の
み
救
い
の

手
を
伸
ば
す
宗
教
だ
と
い
う
閉
鎖

性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
閉
鎖
性
が
ゆ
え
に
神
の
絶
対
化

が
成
立
し
、
そ
の
絶
対
的
な
権
威

に
補
完
さ
れ
る
か
た
ち
で
世
俗
の

王
の
権
威
化
が
実
現
し
た
。
根
本

的
な
と
こ
ろ
で
、
政
治
と
宗
教
が

一
体
化
す
る
基
盤
が
内
蔵
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ

ス
ト
教
と
神
を
同
じ
く
す
る
宗
教

に
イ
ス
ラ
ム
教
が
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
も
ま
た
、
遊
牧
民
的
生
活
を

す
る
ア
ラ
ブ
や
ペ
ル
シ
ャ
、
ト
ル

コ
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
族
を
統

合
し
て
い
く
政
治
的
役
割
を
内
蔵

し
て
い
た
。
宗
教
と
政
治
は
不
可

分
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

絶
対
的
な
真
理
を
語
る
宗
教
は
、

絶
対
的
な
権
威
と
し
て
の
神
を
も

ち
、
ゆ
え
に
権
威
の
下
に
統
合
さ

れ
た
世
界
の
形
成
と
い
う
政
治
性

を
内
蔵
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
仏
教
は
そ
う
い
う
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
仏

教
も
、
と
き
に
政
治
権
力
が
利
用

し
よ
う
と
し
た
と
き
は
あ
っ
た
し
、

逆
に
仏
教
教
団
が
権
力
に
す
り
寄

っ
て
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が

そ
れ
ら
は
仏
教
か
ら
み
れ
ば
邪
道

で
あ
り
、
仏
教
教
義
の
な
か
に
政

治
的
役
割
は
内
蔵
さ
れ
て
い
な
い

は
ず
で
あ
る
。
仏
教
が
め
ざ
し
て

い
る
の
は
悟
り
を
開
く
こ
と
＝
真

理
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
概
念

に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
現
実
世

界
は
仏
教
の
真
理
か
ら
み
れ
ば
虚

構
で
し
か
な
い
。
こ
の
虚
構
の
世

界
に
本
質
的
な
価
値
は
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
現

実
世
界
で
の
政
治
的
役
割
な
ど
、

教
義
の
な
か
に
内
蔵
さ
せ
よ
う
も

な
い
。

た
だ
し
仏
教
も
次
の
よ
う
な
点

は
気
に
な
る
。
仏
教
教
義
の
な
か

に
は
、
た
と
え
ば
五
逆
の
徒
は
無

間
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
っ
た
も
の

も
あ
る
。
そ
し
て
、
だ
と
す
る
な

ら
、
成
仏
へ
の
道
の
り
は
一
部
の

人
た
ち
に
は
開
放
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
仏

教
と
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
自
然
も
人
間
も
、
さ
ら
に

は
宇
宙
の
星
や
地
上
の
岩
ま
で
の

仏
教

企
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あ
ら
ゆ
る
も
の
が
結
ば
れ
て
い
る

関
係
の
世
界
。
こ
の
概
念
化
で
き

な
い
関
係
の
世
界
の
な
か
に
悟
り

の
道
、
成
仏
の
道
、
仏
の
世
界
を

み
い
だ
し
た
の
が
後
期
大
乗
仏
教

の
思
想
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
こ
の
視
点
を
認
め
る
の
な
ら
、

五
逆
の
徒
と
も
結
ば
れ
な
が
ら
自

分
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、

私
た
ち
は
承
認
す
る
し
か
な
い
。

父
母
を
殺
し
た
者
で
あ
ろ
う
と
も
、

仏
法
を
謗
り
仏
を
傷
つ
け
て
し
ま

っ
た
者
で
あ
れ
、
そ
う
い
う
行
為

を
生
み
だ
し
て
し
ま
っ
た
関
係
の

ゆ
が
み
と
も
つ
な
が
り
な
が
ら
、

私
た
ち
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
気
づ
い
て

い
る
か
ら
、
私
た
ち
は
す
べ
て
の

関
係
が
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
願
い
、

完
全
な
清
浄
な
関
係
に
仏
の
世
界

を
み
い
だ
す
。
仏
法
や
仏
を
攻
撃

す
る
者
た
ち
を
も
救
う
の
が
仏
教

な
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
視
点

を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
仏
教

は
開
放
的
な
信
仰
な
の
だ
と
い
っ

て
も
よ
い
。
何
か
を
排
除
す
る
扉

を
、
仏
教
は
も
っ
て
い
な
い
。

信
仰
と
宗
教
の
違
い

だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
仏
教

勢
力
の
な
か
か
ら
も
、
他
者
を
排

斥
し
た
り
、
仏
国
土
を
つ
く
ろ
う

と
す
る
動
き
や
、
現
世
利
益
を
追

い
求
め
る
傾
向
は
生
ま
れ
て
き
て

い
た
。
仏
国
土
や
現
世
利
益
を
求

め
れ
ば
、
概
念
化
さ
れ
た
現
実
世

界
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
り
、
排

除
す
る
対
象
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
意
味
で
閉
鎖
的
な
宗
教
に
堕

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
信
仰
と
宗
教
の

違
い
か
ら
き
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
信
仰
が
宗
教
に
な
っ
た
と

き
、
宗
教
は
教
団
を
つ
く
り
、
教

線
の
拡
大
を
め
ざ
す
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
が
自
己
目
的
化
さ
れ
た

と
き
、
現
実
世
界
は
奥
底
で
承
認

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
宗

教
と
い
う
名
の
政
治
性
で
あ
る
。

政
治
性
を
内
蔵
さ
せ
た
宗
教
と

そ
れ
を
も
た
な
い
宗
教
の
境
界
線

は
、
固
定
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
述
べ
れ
ば
、
信
仰
が
宗
教

と
し
て
世
俗
の
世
界
で
構
造
化
さ

れ
た
と
き
、
宗
教
は
政
治
性
と
い

う
名
の
誘
惑
に
か
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。

戦
争
な
き
無
事
な
世
界
を
願
う

の
な
ら
、
宗
教
は
た
え
ず
人
々
の

信
仰
へ
と
溶
け
お
ち
て
い
く
力
を

も
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
ろ

う
。
宗
教
と
い
う
構
造
が
崩
落
し

て
い
く
愉
し
さ
に
私
た
ち
は
気
づ

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
を
鼓
舞

す
る
ロ
シ
ア
正
教
の
悲
惨
な
姿
を

み
る
と
き
、
政
治
的
論
理
か
ら
解

放
さ
れ
た
宗
教
、
信
仰
の
あ
り
方

を
み
つ
け
だ
す
必
要
性
に
迫
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
、
現
在
の
私
た
ち

は
気
づ
か
さ
れ
る
。

「
仏
教
企
画
通
信
」六
六
号
は
今

ま
で
と
内
容
を
異
に
し
、
現
在
急

速
に
変
化（
衰
退
）し
つ
つ
あ
る
仏

教
文
化
を
、
二
二
号
、
二
三
号
の

記
事
か
ら
取
り
上
げ
て
下
さ
っ
た

も
の
で
興
味
深
く
拝
読
し
た
。
綴

じ
込
ん
だ
通
信
を
紐
解
く
と
、
二

二
号
は
平
成
二
十
二
年
の
発
刊
で
、

当
時
、
大
都
市
で
は「
直
葬
」「
無

宗
教
葬
」「
樹
木
葬
」な
ど
葬
儀
が

多
様
化
し
て
い
る
と
あ
る
。
十
年

ほ
ど
後
の
今
、
こ
の
傾
向
は
都
会

か
ら
田
舎
へ
と
素
早
く
広
ま
っ
た

よ
う
で
、
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
に

よ
り
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
た
。

最
近
コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
い
て
は

き
た
が
、
コ
ロ
ナ
に
よ
る
死
者
と

の
面
会
、
火
葬
に
も
立
ち
会
え
ず
、

会
え
る
の
は
遺
骨
の
み
と
い
う
、

仏
教
の
存
在
す
ら
無
に
感
じ
る
異

常
事
態
が
続
い
て
い
る
。
コ
ロ
ナ

以
前
か
ら
家
族
葬
が
増
え
、
近
隣

の
人
々
も
後
か
ら
訃
報
を
知
る
事

が
多
く
な
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一

つ
は
、
親
が
子
供
に
迷
惑
を
か
け

た
く
な
い
と
い
う
事
で
、
親
戚
さ

え
お
参
り
出
来
な
い
、
生
活
を
共

に
す
る
家
族
だ
け
の
葬
儀
で
、
長

い
間
故
人
と
交
流
が
あ
っ
た
人
達

が
お
別
れ
さ
え
も
出
来
な
い
状
態

が
日
本
中
に
蔓
延
す
る
。
コ
ロ
ナ

で
人
と
の
交
流
が
遮
断
さ
れ
て
い

る
上
に
、
ま
す
ま
す
分
断
が
加
速

さ
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
三
年
の
間
、
大
き
く

世
の
中
が
変
わ
り
、
そ
れ
が
定
着

し
て
い
る
。
今
後
の
葬
儀
も
こ
れ

が
主
流
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
な
る
と
仏
教
や
寺
、
僧
侶

の
存
在
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う

か
？　
ま
た
、「
二
三
号
」に「
あ

の
世
は
あ
る
と
自
信
を
持
っ
て
言

え
ま
す
か
？
」と
あ
る
が
、
自
信

の
な
い
僧
侶
の
方
が
多
い
か
も
し

れ
な
い
。
お
釈
迦
様
は「
無
記
」

と
お
っ
し
ゃ
り
、
あ
の
世
の
存
在

を
肯
定
も
否
定
も
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
現
在
の
仏
教
行
事
は
葬
儀
・

中
陰
・
年
回
法
要
・
施
食
会
等
々
、

す
べ
て
死
者
あ
り
き
の
行
事
で
あ

る
。
対
象
は
あ
の
世
の
人
々
な
の

で
あ
る
。

科
学
的
に
証
明
さ
れ
な
い
も
の

は
信
じ
て
は
い
け
な
い
と
の
考
え

が
浸
透
し
、
目
に
見
え
ぬ
死
後
の

世
界
な
ど
は
、
多
く
の
人
の
心
の

中
で
否
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

そ
れ
故
に
声
を
大
に
し
て
、
又
自

分
の
言
葉
で
自
信
を
持
っ
て
発
言

出
来
な
い
世
の
中
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、お
釈
迦
様
は「
無
記
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
否
定
は
さ
れ

て
い
な
い
。
何
故
な
ら
弟
子
の
目

連
尊
者
の
母
親
が
餓
鬼
地
獄
で
苦

し
ん
で
い
る
の
を
供
養
し
た
事
か

ら
お
盆
の
行
事
が
始
ま
っ
た
と
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
釈
迦
様
は

「
無
記
」と
さ
れ『
今
を
よ
り
良
く

生
き
る
事
の
大
切
さ
』を
示
さ
れ

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

『
修
証
義
』
と『
正
法
眼
蔵
』
一

〜
三
章
は
、
因
果
の
道
理
や
懺
悔

滅
罪
な
ど
人
の
琴
線
に
ふ
れ
、
深

く
胸
に
刻
ま
れ
る
お
経
だ
と
思
う
。

『
般
若
心
経
』の「
色
即
是
空
」も
、

今
目
に
見
え
て
い
る
物
は
縁
の
繋

が
り
で
実
体
は
な
い
と
言
い
、

「
空
即
是
色
」
は
何
も
な
い
と
思

っ
て
も
縁
の
繋
が
り
が
見
え
て
い

な
い
だ
け
だ
と
言
う
。
過
去
多
く

の
御
先
祖
の
繋
が
り
で
今
の
自
分

が
あ
り
、
一
人
で
も
欠
け
て
い
れ

ば
自
分
の
存
在
は
な
い
。
そ
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
仏
教
行
事
も
心
に

響
き
腹
に
落
ち
て
、
仏
教
離
れ
を

防
ぐ
手
立
て
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
年
回
法
要
の
際『
修
証
義
』

を
皆
で
読
む
事
で
、
誰
し
も
人
に

は
言
え
ぬ
心
の
傷
も
あ
ろ
う
か
ら

救
い
に
な
る
だ
ろ
う
。

今
の
若
者
は「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ

ト
」に
行
く
人
が
多
い
。
目
に
見

え
ぬ
何
か
を
信
じ
た
い
、
救
い
を

求
め
る
気
持
ち
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

人
が
心
の
癒
し
を
求
め
て
い
る
今

こ
そ
、
仏
教
の
教
え
が
不
可
欠
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昔
も
今
も
、
人
々
は
苦
し
み
悩

み
多
い
人
生
を
歩
い
て
お
り
、
心

の
拠
所
と
し
て
仏
様
・
観
音
様
・

お
地
蔵
様
の
御
加
護
を
求
め
て
す

が
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
が
あ
る
。

そ
れ
を
無
視
す
る
の
は
、
仏
教
の

本
当
の
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

仏
教
離
れ
を
防
ぐ
に
は
、

① 

御
仏
の
御
加
護
を
頂
く
事（
人

の
真
心
が
仏
様
と
の
感
応
道
交
の
近
道
）

② 

寺
院
の
行
な
う
仏
教
行
事
を

一
般
の
人
々
に
分
か
り
易
く
話
す

事
が
大
事
で
は
な
い
か
。

目
に
見
え
な
い
世
界
を
否
定
す

る
科
学
だ
が
、
実
際
に
電
波（
テ

レ
ビ
・
電
話
等
）
は
存
在
し
て
い
る
。

私
の
地
域
で
は
年
回
法
要
の
際
に

晒さ
ら
し

を
お
供
え
す
る
風
習
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
故
人
が
あ
ち
ら
で
も
修

行
を
さ
れ「
衣
が
汚
れ
る
で
あ
ろ

う
か
ら
衣
替
え
を
し
、
又
修
行
を

続
け
て
も
ら
い
た
い
」と
の
意
味

で
、
今
も
晒
を
お
供
え
下
さ
る
檀

家
も
あ
る
。
子
ど
も
の
頃
、
近
く

の
寺
に「
地
獄
絵
図
」
の
よ
う
な

物
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
話
を
見

聞
き
す
る
と
恐
ろ
し
か
っ
た
。
善

い
事
・
悪
い
事
、
人
の
生
き
方
の

道み
ち

標し
る
べ

と
し
て
子
供
心
に
残
っ
た
。

「
善
因
良
果
」「
悪
因
苦
果
」
の
仏

教
の
基
本
的
な
教
え
で
、
今
の
子

供
達
に
も
そ
ん
な
機
会
が
あ
る
な

ら
ば
、
殺
人
や
い
じ
め
な
ど
一
歩

踏
み
止
ど
ま
る
事
も
出
来
た
の
で

は
な
い
か
。

こ
れ
は
私
の
父
の
話
だ
が
、
父

が
病
で
倒
れ
た
時
、
観
音
様
が
下

り
て
来
ら
れ「
ま
だ
早
い
、
来
て

は
い
け
な
い
」と
言
わ
れ
目
が
覚

め
た
と
の
事
。
信
じ
が
た
い
話
だ

が
父
は
信
仰
心
の
篤
い
人
だ
っ
た
。

〝
目
に
見
え
る
世
界
が
凡
て
で
は

な
い
ん
だ
よ
。

見
え
な
い
世
界
だ
っ
て
あ
る
ん

だ
よ
。

大
切
な
も
の
程
、
見
え
な
い
ん

だ
よ
。

人
の
心
も
そ
う
だ
し

御
先
祖
様
だ
っ
て
見
え
な
い
ん

だ
よ
。〞

般
若
心
経
が
教
え
て
く
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
自
我
に
と
ら
わ
れ
る

自
分
の
心
を「
転
換
」
し
、
心
を

軽
く
し
、
日
々
の
生
活
が
出
来
れ

ば
、
幸
せ
な
人
生
を
過
ご
せ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

安
倍
元
首
相
襲
撃
事

件
以
降
、
旧
統
一
教
会

の
実
態
が
次
第
に
明
ら

か
と
な
り
、
信
者
に
多

額
の
献
金
を
強
い
る
組

織
的
な
不
法
行
為
が
認

め
ら
れ
る
な
ど
、
宗
教

法
人
と
し
て
の
在
り
方

が
疑
問
視
さ
れ
る
事
態

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
受
け
て
朝
日
新
聞

で
は
、
国
内
の
主
な
宗

教
法
人
を
対
象
に
旧
統

一
教
会
を
め
ぐ
る
政
府

の
対
応
に
つ
い
て
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

し
、
そ
の
結
果
が
２
０

２
３
年
５
月
５
日
朝
刊

に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に

よ
る
と
、
政
府
に
よ
る

「
報
告
徴
収
・
質
問
権

の
行
使
」
に
つ
い
て

「
妥
当
だ
」「
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

妥
当
だ
」が
６
割
を
占
め
、
旧
統

一
教
会
の
宗
教
活
動
へ
の
懸
念
が

浮
き
彫
り
に
な
る
形
と
な
り
ま
し

た
。そ

こ
で
仏
教
企
画
通
信
で
も
各

御
住
職
の
皆
様
に
同
様
の
ア
ン
ケ

ー
ト
を
行
い
、
同
じ
宗
教
者
・
宗

教
団
体
の
立
場
と
し
て
、
寺
院
住

職
が
旧
統
一
教
会
の
問
題
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
を
少
し
で
も
世
間
に
お
伝

え
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
下
記
の
ア
ン

ケ
ー
ト
に
お
答
え
い
た
だ
き
、
仏

教
企
画
・
藤
木
ま
で
ご
返
送
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
な
お
、
ア

ン
ケ
ー
ト
内
容
は
今
後
、
仏
教
企

画
通
信
お
よ
び
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
等

の
記
事
内
で
、
匿
名
で
ご
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

内
山
　
節（
う
ち
や
ま
・
た
か
し
）

哲
学
者
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
東

京
と
群
馬
県
上
野
村
の
二
拠
点
生

活
。
元
立
教
大
学
21
世
紀
社
会
デ

ザ
イ
ン
研
究
科
教
授
。
近
著
に『
内

山
節
著
作
集
』（
全
15
巻
、
農
文
協
）

『
半
市
場
経
済 

成
長
だ
け
で
な
い

「
共
創
社
会
」
の
時
代
』） （
角
川
新

書
）他
多
数
。 

お
寺
で
生
活
し
て
い
る
人
は
い
ま

何
を
感
じ
て
い
る
の
か
、
む
か
し

何
を
思
っ
て
い
た
の
か
。
日
々
の

暮
ら
し
に
つ
な
が
る
寺
族
の
「
お

も
い
」
を
お
届
け
し
ま
す
。

寺族がつむぐ

い
ま

　

む
か
し

旧統一教会アンケート記事

問
１

　
　
　
政
府
は
旧
統
一
教
会
に
つ

い
て
、
教
団
の
不
法
行
為
や
使
用

者
責
任
を
認
め
る
判
決
が
あ
る
こ

と
を
根
拠
に「
報
告
徴
収・
質
問

権
」を
行
使
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
妥
当
だ
と
思
い
ま
す
か
。

１
、
妥
当
だ
。

２
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
妥
当
だ
。

３
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
妥
当
で

な
い
。

４
、
妥
当
で
な
い
。

５
、
そ
の
他
。

問
2

　
　
　
政
府
は
旧
統
一
教
会
に
つ

い
て
、
解
散
命
令
請
求
を
す
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
か
。

１
、
請
求
す
る
べ
き
だ
。

２
、
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
判
断

す
べ
き
だ
。

３
、
請
求
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

４
、
そ
の
他
。

問
3

　
　
　
旧
統
一
教
会
を
め
ぐ
る
問

題
に
つ
い
て
、
思
う
と
こ
ろ
を
ご

自
由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。

問
4

　
　
　
今
後
ア
ン
ケ
ー
ト
の
自
由

記
述
欄
の
内
容
を
匿
名
で
記
事
に

転
載
し
て
も
、

１
、
構
わ
な
い
。

2
、
転
載
し
て
ほ
し
く
な
い
。

（
ど
ち
ら
か
に
〇
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。）

 

旧
統
一
教
会
の
諸
問
題
は
同
じ

宗
教
者
と
し
て
看
過
で
き
ま
せ
ん
。

朝
日
新
聞
社
が
行
な
っ
た
ア
ン
ケ

ー
ト
記
事
を
転
載
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
の
で
、
一
寺
院
と
し
て
の
ご

意
見
を
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。
関

連
記
事
と
し
て
、
中
日
新
聞
の
論

考
を
ご
参
考
ま
で
に
転
載
致
し
ま

し
た
。
同
封
の
ア
ン
ケ
ー
ト
用
ハ

ガ
キ
を
ご
利
用
下
さ
い
。
結
果
は

8
月
20
日
発
行
の「
仏
教
企
画
通

信
」73
号
に
て
発
表
致
し
ま
す
。

皆
様
の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。 
発
行
者・藤
木
隆
宣

と
ら
わ
れ
ず　

こ
だ
わ
ら
ず

き
め
つ
け
ず　

自
由
自
在
な
心

大
分
県　

宗
玄
寺

松
樹
英
子
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お
墓
と
永
代
供
養

─
─
法
清
寺
は
一
六
四
九（
慶
安

二
）
年
開
創
と
の
こ
と
。
お
檀
家

さ
ん
も
ご
近
所
の
方
が
多
い
の
で

し
ょ
う
か
。

奈
良　

最
近
は
状
況
が
変
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
辺
り
は
相
続
税

が
高
い
た
め
、
世
代
交
代
の
さ
い

に
住
み
続
け
ら
れ
ず
遠
く
へ
引
っ

越
す
方
が
多
い
の
で
す
。
都
内
な

ら
ま
だ
近
い
ほ
う
で
、
川
崎
や
秦

野
、
こ
の
間
は
横
須
賀
ま
で
法
要

に
で
か
け
ま
し
た
。

─
─
お
寺
と
お
檀
家
さ
ん
の
家
の

距
離
が
遠
く
な
る
の
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
状
況
が
あ
る
の
で
す
ね
。

多
く
の
お
寺
さ
ん
が
抱
え
て
い
る

問
題
で
も
あ
り
ま
す
が
、
お
檀
家

さ
ん
が
減
り
困
る
と
い
う
の
と
、

後
継
ぎ
が
い
な
く
て
墓
を
守
る
人

が
い
な
い
と
い
う
の
は
、
表
裏
一

体
の
問
題
で
す
。
こ
う
し
た
問
題

に
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
れ
て

い
ま
す
か
。

奈
良　

私
の
と
こ
ろ
で
は
永
代
供

養
の
納
骨
堂
を
つ
く
っ
た
の
で
、

必
要
な
方
に
は
墓
じ
ま
い
を
奨
め

て
い
ま
す
。
納
骨
堂
で
永
代
供
養

を
す
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に

よ
っ
て
あ
る
程
度
動
き
が
あ
り
ま

し
た
。
で
す
が
、
若
い
方
々
は
、

上
の
代
が
生
き
て
い
る
限
り
墓
を

乗
り
換
え
に
く
い
そ
う
で
す
。
で

す
か
ら
、
そ
の
方
と
は「
最
後
の

方
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
三
回
忌
ま

で
は
お
寺
で
供
養
す
る
。
三
回
忌

が
済
ん
だ
ら
、
納
骨
堂
に
移
し
て

永
代
供
養
を
す
る
。
そ
の
際
に
は

墓
石
は
撤
去
す
る
」と
い
う
契
約

を
し
て
い
ま
す
。

─
─
お
墓
や
亡
く
な
っ
た
後
の
こ

と
を
扱
う
プ
ロ
で
あ
る
僧
侶
に
自

分
の
死
後
の
こ
と
を
約
束
し
て
頂

け
る
と
、
安
心
で
き
ま
す
ね
。

寺
院
の
こ
れ
か
ら

─
─
永
代
供
養
墓
は
、
お
墓
を
ま

と
め
た
い
側
と
し
て
は
す
ご
く
あ

り
が
た
い
こ
と
で
す
が
、
お
寺
の

方
々
に
と
っ
て
は
、
ど
ん
ど
ん
お

墓
が
減
っ
て
い
く
こ
と
に
も
繋
が

り
ま
す
ね
。

奈
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経
済
基
盤
が
揺
ら
ぐ
わ
け

で
す
か
ら
と
に
か
く
大
変
で
す
が
、

こ
の
傾
向
は
続
く
と
思
い
ま
す
。

な
の
で
、
今
後
お
寺
が
社
会
の
な

か
で
ど
う
い
う
役
割
を
し
て
い
く

の
か
と
い
う
の
が
重
要
だ
と
思
う

の
で
す
。
少
子
化
や
後
継
不
足
と

い
う
問
題
は
お
寺
に
も
一
般
家
庭

に
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
将
来
お
檀

家
さ
ん
が
減
っ
て
い
く
の
は
目
に

見
え
て
い
ま
す
。
問
題
は
そ
う
な

っ
た
と
き
に
、
お
寺
が
ど
う
い
う

役
割
を
果
た
す
の
か
。
お
坊
さ
ん

と
し
て
、
出
家
修
行
者
と
し
て
の

自
覚
を
持
っ
て
生
き
る
、
こ
れ
は

大
前
提
で
忘
れ
ら
れ
て
は
困
る
こ

と
で
す
。
そ
の
活
動
と
し
て
、
法

要
な
ど
に
よ
っ
て
人
々
の
心
を
癒

や
す
こ
と
や
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の

よ
う
な
こ
と
を
や
る
の
も
い
い
で

す
し
、
墓
の
後
継
者
が
い
な
い
人

の
た
め
の
永
代
供
養
を
す
る
と
い

う
こ
と
で
も
い
い
。
あ
る
い
は
地

域
社
会
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
と
社

会
活
動
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
、

い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

─
─
若
い
ご
寺
院
さ
ん
は
特
に
そ

う
で
す
が
、
み
な
さ
ん
い
ろ
い
ろ

と
考
え
て
新
し
い
活
動
を
模
索
し

て
い
る
方
が
多
い
で
す
ね
。

奈
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地
元
の
人
の
集
ま
る
場
所

に
す
る
な
り
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
や
る
な
り
、
鍼
灸
師
の
資
格
を

取
っ
て
医
療
を
や
る
と
か
。
色
々

な
活
動
が
あ
っ
て
私
は
い
い
と
思

い
ま
す
。
宝
く
じ
の
前
身
と
も
言

え
る
富
く
じ
も
そ
う
で
す
し
、
落

語
や
講
談
も
も
と
も
と
お
坊
さ
ん

の
お
説
教
が
起
源
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

何
に
し
ま
し
て
も
、
い
か
に
社

会
に
関
与
し
て
い
く
の
か
が
大
事

で
す
ね
。お
釈
迦
さ
ま
以
来
、「
出

家
で
す
か
ら
社
会
活
動
は
し
ま
せ

ん
」と
言
い
つ
つ
も
法
は
説
い
て

い
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
タ
イ
や

ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
の
国
で
は
、
お

坊
さ
ん
に
食
事
を
お
布
施
す
る
こ

と
は
、
お
坊
さ
ん
も
食
べ
て
い
け

る
と
同
時
に
、
一
般
在
家
も
そ
れ

に
よ
っ
て
徳
を
積
み
良
い
と
こ
ろ

に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。
社
会
的
還
元
を
し
て
い
る

わ
け
で
す
。

─
─
相
互
扶
助
的
な
活
動
な
の
で

す
ね
。
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現
代
の
日
本
の
お
寺
が
、

す
ぐ
に
タ
イ
な
ど
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー

ダ
的
な
お
寺
の
あ
り
方
に
は
で
き

ま
せ
ん
が
、
状
況
に
合
う
形
で
社

会
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
は
重
要

で
す
。
伝
統
的
な
物
事
の
説
明
や

現
在
の
問
題
を
、
仏
教
徒
と
し
て

の
私
た
ち
の
立
場
で
伝
え
る
の
も

一
つ
の
活
動
で
す
。
お
坊
さ
ん
は

そ
う
や
っ
て
法
を
説
い
て
い
く
こ

と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
お
寺
の
将
来
を
考

え
る
と
、
法
要
を
行
い
そ
の
プ
ラ

ス
ア
ル
フ
ァ
を
考
え
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

で
す
が
、
教
理
だ
け
を
説
い
て

い
て
も
い
け
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん

教
理
は
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、

一
般
の
人
々
が
触
れ
て
い
る
の
は

葬
儀
や
法
要
、
そ
し
て
ご
先
祖
さ

ま
の
供
養
を
し
て
く
れ
る
仏
教
で

す
。
坐
禅
や
精
進
料
理
な
ど
も
あ

り
ま
す
が
、
仏
教
の
持
つ
教
理
的

な
側
面
と
世
俗
的
な
側
面
、
両
方

が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
理
解
し

て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。お

位
牌
の
重
要
性

─
─
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
家
で
実

践
す
べ
き
事
柄
が
あ
れ
ば
、
教
え

て
下
さ
い
。
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家
に
仏
壇
が
あ
れ
ば
そ
こ

で
お
つ
と
め
を
す
る
の
が
良
い
で

す
が
、
な
い
場
合
は
拝
む
場
所
を

作
る
の
が
良
い
で
す
よ
ね
。
拝
む

対
象
、
仏
様
な
ど
を
置
い
て
、
そ

こ
に
故
人
の
お
位
牌
が
あ
る
こ
と

が
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

位
牌
は
、
仏
教
由
来
の
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
で
は
な

く
、
東
ア
ジ
ア
、
い
わ
ゆ
る
儒
教

文
化
圏
の
も
の
で
す
。
有
名
な
孔

子
は
お
母
さ
ん
が
い
わ
ゆ
る
シ
ャ

ー
マ
ン
で
、
葬
送
儀
礼
な
ど
を
し

て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で

す
の
で
、
孔
子
は
そ
う
し
た
儀
礼

を
き
ち
ん
と
行
う
事
で
社
会
秩
序

を
保
つ
の
だ
と
説
き
ま
し
た
。
孔

子
廟
で
も
そ
う
で
す
が
、
中
心
に

位
牌
が
あ
っ
て
二
代
目
、
三
代
目
、

四
代
目
、
五
代
目
と
位
牌
を
置
い

て
い
く
の
が
東
ア
ジ
ア
の
先
祖
の

祀
り
方
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で

ご
先
祖
以
来
の
一
族
だ
と
い
う
結

束
を
固
め
て
き
た
の
が
儒
教
圏
の

一
つ
の
伝
統
で
す
。

お
檀
家
さ
ん
か
ら
、
長
男
の
家

に
位
牌
が
あ
る
け
れ
ど
、
次
男
の

私
も
位
牌
を
作
っ
て
良
い
か
と
聞

か
れ
る
事
が
あ
り
ま
す
。
私
は

「
そ
れ
ぞ
れ
が
位
牌
を
通
し
て
ご

先
祖
さ
ま
を
お
祀
り
す
る
ん
だ
か

ら
、
い
く
つ
あ
っ
て
も
良
い
の
で

す
」と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
人

に
よ
っ
て
は「
位
牌
は
本
家
だ

け
」と
い
う
発
想
が
あ
る
よ
う
で

す
。
儒
教
の
伝
統
か
ら
言
え
ば
正

し
い
の
で
し
ょ
う
が
、
現
代
日
本

に
は
合
い
ま
せ
ん
。
一
族
郎
党
同

じ
村
に
住
ん
で
い
る
な
ら
そ
の
必

要
も
な
い
で
す
が
、
親
子
が
別
の

地
域
に
住
ん
で
い
た
り
、
兄
は
東

京
で
次
男
は
ロ
ン
ド
ン
在
住
と
い

う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う

し
た
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
お

位
牌
を
持
っ
て
お
祀
り
す
れ
ば
い

い
の
で
す
。

─
─
お
墓
が
近
く
に
な
く
て
も
、

位
牌
が
ご
先
祖
さ
ま
に
つ
な
が
る

扉
み
た
い
な
も
の
な
の
で
す
ね
。

奈
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精
神
科
医
の
故
・
小お

此こ
の

木ぎ

啓け
い

吾ご

先
生
が
講
演
で
次
の
よ
う
な

話
し
を
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
と

ア
メ
リ
カ
で
、
突
然
夫
に
先
立
た

れ
た
女
性
の
そ
の
後
を
観
察
す
る

比
較
研
究
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

も
ち
ろ
ん
事
故
直
後
は
両
者
と
も

パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
、
落
ち
着
か
な

い
。
と
こ
ろ
が
お
葬
式
を
経
て
三
、

四
、
五
年
後
と
過
ぎ
て
ゆ
く
と
、

ア
メ
リ
カ
の
女
性
は
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
に
、
日

本
女
性
は
落
ち
着
い
て
い
く
そ
う

で
す
。
何
が
違
う
の
か
と
い
う
と
、

お
位
牌
の
存
在
な
ん
だ
そ
う
で
す
。

ア
メ
リ
カ
に
は
お
位
牌
は
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
、
女
性
は
お
墓
に
行
き

故
人
を
悼
む
し
か
な
い
で
す
が
、

日
本
の
場
合
は
仏
壇
が
あ
り
お
位

牌
が
あ
っ
て
、
毎
日
語
り
か
け
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

に
よ
り
非
常
に
心
が
安
定
す
る
の

だ
そ
う
で
す
。
精
神
科
医
の
先
生

か
ら
、
お
坊
さ
ん
方
は
も
っ
と
位

牌
の
重
要
性
を
説
か
な
け
れ
ば
駄

目
だ
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
で
す
の
で
、
お
位
牌
を
持
つ

と
い
う
こ
と
は
重
要
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

僧
侶
と
民
衆
の
か
か
わ
り

奈
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日
本
の
盆
踊
り
は
、
仏
弟

子
の
目
連
が
、
餓
鬼
道
に
堕
ち
た

お
母
さ
ん
が
救
わ
れ
た
こ
と
を
喜

ん
で
踊
っ
た
の
が
起
源
だ
と
さ
れ

ま
す
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
日

本
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。「
喜
ん

だ
」
と
い
う
話
は
あ
り
ま
す
が

「
踊
っ
た
」
と
い
う
話
は
出
て
き

ま
せ
ん
。

も
と
も
と
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い

て
は
、
お
坊
さ
ん
は
音
楽
や
踊
り

に
触
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

な
の
で
、
お
坊
さ
ん
が
踊
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
が
、

日
本
で
は
空
也
さ
ん
の
踊
り
念
仏

が
あ
り
ま
す
。
楽
器
を
鳴
ら
し
踊

り
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
る
。
そ
の

念
仏
踊
り
が
結
局
盆
踊
り
と
結
び

付
い
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

歌
舞
音
曲
か
ら
離
れ
る
よ
う
言

わ
れ
て
い
た
イ
ン
ド
の
僧
侶
は
、

世
俗
の
行
事
に
あ
ま
り
触
れ
る
な

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
お
釈

迦
さ
ま
が
修
行
僧
に「
葬
儀
に
か

か
わ
る
な
」と
仰
っ
た
の
に
、
今

の
日
本
の
お
坊
さ
ん
は
葬
儀
に
関

係
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
れ

る
の
で
す
が
、
実
は
こ
れ
は
間
違

い
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
伝
承
を
読
み
ま
す

と
、
信
徒
が
お
坊
さ
ん
を
供
養
し

て
得
た
功
徳
を
、
亡
く
な
っ
た
人

に
回
向
す
る
と
い
う
こ
と
を
散
々

や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、

か
か
わ
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
や
法
要
な

ど
を
介
し
て
仏
教
教
団
は
一
般
社

会
と
の
関
係
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
文
化
的
な
こ
と
は
あ
ま

り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
も

う
少
し
や
る
べ
き
だ
な
と
考
え
て

い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
は
私
が
と

い
う
よ
り
、
父
親
の
奈
良
康
明
の

受
け
売
り
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
。

─
─
民
衆
が
ど
う
感
じ
て
ど
う
行

動
し
た
の
か
と
い
う
の
は
、
す
ご

く
魅
力
的
な
テ
ー
マ
で
す
よ
ね
。

奈
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仏
教
の
教
理
は
も
ち
ろ
ん

な
け
れ
ば
困
る
し
大
事
な
の
で
す

が
、
教
理
を
実
践
に
移
さ
な
け
れ

ば
意
味
が
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、

一
般
の
人
々
が
仏
教
徒
で
す
と
言

っ
た
時
、
そ
れ
は
教
理
を
学
ん
で

い
る
と
い
う
事
で
は
な
く
、
仏
教

儀
礼
に
参
加
し
た
り
、
仏
教
的
な

考
え
方
の
実
践
を
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
教
理
と
は
離

れ
た
世
界
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で

す
よ
ね
。

目
連
さ
ん
の
お
母
さ
ん
は
、
供

養
し
て
も
ら
う
こ
と
で
餓
鬼
道
か

ら
救
わ
れ
た
と
い
う
の
で
す
が
、

実
を
い
う
と
、
こ
れ
は
あ
る
意
味

大
問
題
な
ん
で
す
。

仏
教
は
そ
も
そ
も「
自
業
自

得
」の
考
え
方
で
す
。
目
連
さ
ん

の
お
母
さ
ん
は
、
何
ら
か
の
こ
と

を
や
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
餓
鬼
の

世
界
に
落
ち
て
苦
し
む
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
業
が
消
え
る
ま
で
は
そ

こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
は
ず
な
の

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
み
ん
な
が
供

養
し
た
ら
逃
れ
ら
れ
た
と
い
う
の

は
、
自
業
自
得
の
理
論
か
ら
言
う

と
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
話
な
の
で

す
、
教
理
的
に
は
。
と
こ
ろ
が
一

般
的
に
は
、
亡
く
な
っ
た
人
に
ご

供
養
す
る
と
良
い
と
こ
ろ
に
生
ま

れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
輪
廻
転
生

の
考
え
方
で
、
イ
ン
ド
で
も
当
然

使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
自
業
自
得

と
い
う
建
前
で
あ
り
な
が
ら
、
亡

き
人
を
弔
い
功
徳
を
積
む
こ
と
で

そ
の
功
徳
を
亡
く
な
っ
た
人
に
も

回
向
す
る
と
い
う
文
化
は
、
こ
れ

は
も
う
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
か
ら

あ
る
の
で
す
。

─
─
追
善
供
養
で
す
ね
。
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そ
う
で
す
ね
。
サ
ン
ガ

（
僧
団
）
に
供
養
す
る
功
徳
に
よ
っ

て
、
餓
鬼
が
救
わ
れ
る
と
い
い
ま

す
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
民
間
信
仰

で
す
か
ら
仏
教
教
理
と
は
直
接
は

関
係
な
い
。
と
こ
ろ
が
仏
教
教
団

が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
う
し

た
民
間
信
仰
や
儀
礼
を
仏
教
の
も

の
と
し
て
採
り
入
れ
た
か
ら
こ
そ
、

目
連
さ
ん
の
話
が
成
立
す
る
わ
け

で
す
。
も
ち
ろ
ん
教
理
も
知
ら
な

け
れ
ば
困
り
ま
す
が
、
一
般
的
な

慣
行
と
か
儀
礼
、
行
事
と
い
う
も

の
も
仏
教
の
重
要
な
一
パ
ー
ツ
と

し
て
大
事
に
し
て
い
か
な
い
と
い

け
な
い
。
お
盆
な
ど
は
ま
さ
に
そ

れ
な
の
で
す
。

目
連
さ
ん
の
お
母
さ
ん
が
い
た

餓
鬼
道
。「
餓
鬼
」
と
は
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
で
プ
レ
ー
タ
と
い
い

ま
す
。も
と
も
と「
行
く
／
去
る
」

と
い
う
意
味
の「
プ
ラ
イ（pra-√i
）」

と
い
う
動
詞
か
ら
派
生
し
て「
行

っ
た
者
／
亡
く
な
っ
た
人
」と
い

う
言
葉
に
な
り
ま
し
た
。
バ
ラ
モ

ン
教
の
時
代
か
ら
、
亡
く
な
っ
た

人
に
そ
う
し
た
儀
礼
を
す
る
こ
と

で
、
亡
者（
プ
レ
ー
タ
）
が
先
祖
の

霊（
ピ
ト
リ
）
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
と

い
う
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て

あ
る
の
で
す
。

─
─
た
だ
の「
亡
者
」
か
ら「
ご

先
祖
様
」に
変
化
し
て
い
く
の
で

す
ね
。

奈
良　

こ
こ
に
四
十
九
日
の
意
味

が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
今
の
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
で
も
そ
う
で
す
が
、
亡

く
な
っ
て
四
十
九
日
ま
で
の
中
有

の
間
に
、
必
ず
ど
こ
か
次
の
世
界

に
生
ま
れ
変
わ
る
の
だ
と
い
い
ま

す
。
そ
の
さ
い
に
供
養
す
る
こ
と

で
少
し
で
も
罪
状
が
許
さ
れ
、
良

い
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
変
わ
る
よ
う

に
、
と
い
う
の
が
四
十
九
日
の
七

日
七
日
の
供
養
の
意
味
で
す
。
で

す
か
ら
、
亡
者
か
ら
先
祖
に
変
わ

っ
て
い
く
と
い
う
儀
礼
が
も
と
も

と
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
仏

教
儀
礼
の
ほ
う
に
も
入
っ
て
き
た

の
で
す
。
こ
れ
が
東
ア
ジ
ア
に
な

り
ま
す
と
、
七
日
間
と
同
時
に
、

百
か
日
・
一
周
忌
・
三
回
忌
の
十

個
を
集
め
て
、
十
王
の
裁
判
に
な

っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
十
王
は

五
番
目
の
閻
魔
大
王
以
外
は
全
部

中
国
起
源
の
神
々
で
、
そ
う
い
う

形
で
採
り
入
れ
て
い
く
の
で
す
ね
。

─
─
そ
の
土
地
土
地
の
民
族
的
な

習
慣
や
考
え
方
み
た
い
な
も
の
を

ど
ん
ど
ん
採
り
入
れ
る
こ
と
で
、

仏
教
が
そ
の
地
に
定
着
し
て
き
た

の
で
す
ね
。

奈
良　

仏
教
が
民
衆
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
て
相

手
の
文
化
を
採
り
入
れ
て
き
た
仏

教
の
柔
軟
さ
が
あ
る
の
で
す
。
現

代
の
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
の
よ
う
に

柔
軟
性
を
持
っ
て
目
前
の
問
題
に

向
き
合
っ
て
行
く
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。

 

聞
き
手
：
加
藤
順
子 

奈
良
修
一（
な
ら
・
し
ゅ
う
い
ち
）

東
京
都
生
ま
れ
。
法
清
寺
住

職
。
歴
史
学
者
。
慶
應
義
塾

大
学
大
学
院
文
学
部
史
学
科

東
洋
史
専
攻
。
一
九
九
〇
年

に
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大

学
に
留
学
。
公
益
財
団
法
人

中
村
元
東
方
研
究
所
の
研
究

員
。
著
書
に『
鄭
成
功　

南
海

を
支
配
し
た
一
族
』（
山
川
出

版
社
、
二
〇
一
六
年
）が
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の

寺
院
活
動
の

た
め
に

奈 良 修 一 師　 イ ン タ ビ ュ ー
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佐
々
木
先
生
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
研
究
で
な
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
は
、「
生
き
ら
れ
る
仏

教
」の
当
事
者
た
ち
と
の
共
生
感

が
土
台
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
っ

て
も
、
佐
々
木
先
生
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
の
場
で
そ
こ
で
起
こ
る

こ
と
を
見
聞
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
っ
ぷ
り
経
験
し
た
の
は
、
と
も

に
お
酒
を
飲
む
場
で
あ
っ
た
。
渋

谷
に
は
何
軒
も
佐
々
木
先
生
の
ゆ

き
つ
け
の
店
が
あ
り
、
そ
の
い
く

つ
か
で
遅
く
ま
で
お
話
を
う
か
が

っ
た
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら

そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
は
な
い
。

だ
が
、
本
書
に
は
そ
う
し
た

折
々
に
う
か
が
っ
た
お
話
が
姿
を

変
え
て
再
び
現
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
る
。
そ
れ
を
音
楽
の
よ
う
に

感
じ
る
の
だ
が
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ

ー
や
リ
ズ
ム
が
蘇
っ
て
い
る
と
言

う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

が
佐
々
木
先
生
の
仏
教
人
類
学
の

通
奏
低
音
で
あ
り
、「
生
き
ら
れ

る
仏
教
」が
伝
え
る
共
生
感
の
源

泉
で
も
あ
る
と
感
じ
る
。

（
…
…
中
略
…
…
）

本
書
に
は
曹
洞
宗
の
禅
僧
、

「
良
寛
さ
ま
」
の
和
歌
も
引
か
れ

て
い
る
。「
た
ら
ち
ね
の 

は
は
が

か
た
み
と 

あ
さ
ゆ
ふ
に　
佐
渡

の
し
ま
べ
を 

う
ち
見
つ
る
か
も
」

と
い
う
和
歌
も
あ
る
良
寛
で
あ
る
。

だ
が
、
佐
々
木
先
生
が
引
く
良

寛
の
和
歌
は
、「
手
を
折
り
て
／

昔
の
友
を
数
ふ
れ
ば
／
な
き
は
多

く
ぞ
／
な
り
に
け
る
か
な
」で
あ

る
。
こ
の
和
歌
を
引
い
て
佐
々
木

先
生
は
次
の
よ
う
な
問
い
を
投
げ

か
け
る
。「
ど
う
し
て
良
寛
さ
ま

は
現
代
を
生
き
る
人
び
と
の
心
を

惹
き
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」

こ
の
問
い
へ
の
答
え
と
し
て

佐
々
木
先
生
は
、「
い
ろ
い
ろ
な
見

方
が
あ
ろ
う
が
、
私
が
感
じ
る
の

は
何
物
に
も
何
事
に
も
囚
わ
れ
な

い
、
実
に「
飄
々
と
し
た
」生
き

方
で
あ
る
」と
記
し
て
い
る（
一
三

七
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、「
良
寛
さ
ま

が
多
く
の
人
に
慕
わ
れ
る
理
由
の

一
つ
に
、
師
が
人
生
を「
夢（
の
よ

う
な
も
の
）」と
捉
え
て
い
た
こ
と

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
」と
も
述
べ
て
い
る
。

良
寛
さ
ま
は「
生
き
ら
れ
る
仏

教
」の
一
つ
に
典
型
で
、
形
の
上

で
は
僧
侶
で
は
な
く
大
学
教
授
で

あ
っ
た
佐
々
木
先
生
に
も
、
そ
の

生
き
方
に
は
良
寛
風
な
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。（

…
…
中
略
…
…
）

本
書
に
は
、
佐
々
木
宏
幹
先
生

の
生
涯
の
歩
み
に
根
差
し
た
懐
か

し
い
思
い
出
と
、
そ
れ
に
ま
つ
わ

る
知
恵
の
数
々
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、
仏
教
人
類
学
と
宗

教
学
の
核
心
的
な
問
題
が
心
に
し

み
入
る
よ
う
に
書
き
込
ま
れ
て
も

い
る
。
佐
々
木
先
生
の
学
問
的
な

著
作
に
慣
れ
た
読
者
で
あ
れ
ば
、

そ
う
し
た
著
作
の
背
後
に
あ
る

佐
々
木
先
生
の
人
間
性
と
宗
教
性

に
心
打
た
れ
る
だ
ろ
う
。
多
く
の

方
々
に
熟
読
玩
味
し
て
い
た
だ
き

た
い
書
物
で
あ
る
。

    

序　
「
生
き
ら
れ
る
仏
教
」を
身
近
に�

島
薗
進

Ⅰ　

仏
教
人
類
学
と
は

説
か
れ
る
仏
教
と
生
き
ら
れ
る
仏
教
の
あ
い
だ

─
仏
教
人
類
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
─ 

Ⅱ　

思
い
出
の
歳
時
記

１　

正
月
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と  

─
伝
統
的
民
俗
の
衰
退
に
つ
い
て
─ 

２　

早
春
に
思
う
こ
と 

─
最
近
の
寺
院
活
動
に
つ
い
て
─

３　

彼
岸
会
に
ち
な
ん
で

４　

盂
蘭
盆
会
の
季
節
を
前
に
想
う

５　

お
盆
の
思
い
出 

⑴

６　

お
盆
の
思
い
出 

⑵

７　

村
祭
り
の
思
い
出

Ⅲ　

過
ぎ
去
り
し
あ
の
こ
ろ

１　

木
造
校
舎
で
過
ご
し
た
小
学
生
時
代

２　

は
る
か
な
る「
満
州
」の
こ
と

３　
「
童
話
」に
つ
い
て

４　
「
ふ
る
さ
と
」に
つ
い
て

Ⅳ　
「
昭
和
」は
遠
く
な
り
に
け
り

１　
「
昭
和
」の
思
い
出 

⑴

２　
「
昭
和
」の
思
い
出 

⑵

３　

戦
後
七
十
年
に
憶
う 

⑴ 

─
大
戦
時
代
へ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
─

４　

戦
後
七
十
年
に
憶
う 

⑵ 

─
宗
教
界
の
動
き
な
ど
─

５　

戦
後
七
十
年
に
憶
う 

⑶ 

─
「
空
気
」と
仏
教
に
つ
い
て
─

Ⅴ　

老
い
を
見
つ
め
て

１　
「
孤
独
（
社
会
）」に
つ
い
て

２　
「
老
い
」に
つ
い
て 

⑴

３　
「
老
い
」に
つ
い
て 

⑵

４　

追
憶
の
イ
ギ
リ
ス

Ⅵ　

歌（
唄
）と
宗
教

１　

歌
（
唄
）と
仏
教

２　
「
自
然
」に
つ
い
て

３　

懐
か
し
い「
歌
詞
」の
思
い
出

Ⅶ　

現
代
知
名
人
の
宗
教
観
ま
た
は
宗
教
論

と
は

１　

現
代
知
名
人
の
宗
教
観
に
つ
い
て 

⑴

２　

現
代
知
名
人
の
宗
教
観
に
つ
い
て 

⑵

３　

最
近
見
聞
き
し
た
こ
と

Ⅷ　

無
常
感
覚
ま
た
は
宗
教
感
覚
と
関
連
づ

け
て

１　

夢
と
日
本
人

２　
「
運
」に
つ
い
て

３　
「
諺

こ
と
わ
ざ

」に
つ
い
て 

─
と
く
に
人
生
無
常
と
関
連
づ
け
て
─

４　
「
不
思
議
な
こ
と
」に
つ
い
て

５　
「
不
思
議
な
こ
と
」と
は
？  

６　
「
先
生
」に
つ
い
て

Ⅸ　

人
類
学
の
視
点
か
ら

１　
「
研
究
」に
つ
い
て
思
う
こ
と

２　

生
き
神
（
仏
）
考

３　

人
格
と
仏
格
の
あ
い
だ 

─
宗
教
観
の
重
層
性
に
つ
い
て
─

４　

最
近
の
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
話 

─
僧
侶
‐
社
会
関
係
に
質
的
変
化
が
生
じ
て
い
る
か
─

５　

葬
祭
文
化
の
現
状
を
考
え
る 

─
最
近
の
葬
祭
論
か
ら
─

初
出
一
覧

あ
と
が
き

目次

A5判上製　300頁超　本体2,300円＋税

仏
教
人
類
学
の
諸
相

2023年7月上旬刊行予定

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
泰
斗
、
90
年
の
思
索

幼
少
期
の
著
者
が
み
つ
め
た

仏
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を

人
類
学
の
視
点
か
ら
叙
情
的
に
描
き
だ
す

曹洞宗寺院から出て、シャーマンたちに学びながら、
学者でもある「いま良寛さま」のような存在──島薗進「序」より

佐々木宏幹 著

仏教企画刊

仏教企画
ハガキ 〒252-0116　神奈川県
 相模原市緑区城山4-2-5
電話 042-703-8642
FAX 042-782-5117
Eメール fujiki@water.ocn.ne.jp

ハガキ・電話・FAX・メールにてご注文
ください。（送料が別途かかります）

佐
々
木
宏
幹

（
さ
さ
き
・
こ
う
か
ん
）

１
９
３
０
年
宮
城
県
生
ま
れ
。

駒
澤
大
学
文
学
部
卒
業
。
東

京
都
立
大
学
大
学
院
博
士
課

程
修
了（
宗
教
人
類
学
）。

駒
澤
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
、

駒
澤
大
学
名
誉
教
授
。
文
学

博
士
。
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研

究
の
第
一
人
者
で
仏
教
教
理

や
寺
院
の
実
態
に
も
よ
く
通

じ
、
日
本
仏
教
文
化
の
諸
相

に
関
す
る
論
考
も
数
多
い
。

島 薗 進 先 生 の 序 文 よ り 抜 粋

序 「生きられる仏教」を身近に　島薗進
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今
号
の
法
清
寺
奈
良
さ
ん
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
は
大
変
参
考
に
な
る

内
容
で
す
。
特
に
出
家
修
行
者
と

し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
僧
侶
と
し

て
生
き
る
こ
と
の
大
事
さ
を
仰
っ

て
い
ま
す
。
私
達
僧
侶
は
多
く
は

結
婚
し
て
子
弟
と
し
て
の
子
ど
も

も
い
ま
す
。
僧
侶
も
家
庭
生
活
を

日
々
実
践
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ

の
中
か
ら
生
ま
れ
る
い
ろ
い
ろ
な

出
来
事
は
お
檀
家
さ
ん
や
信
徒
の

方
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。
身
近
な
話

題
は
親
し
み
や
す
く
失
敗
談
も
大

い
に
結
構
か
と
思
い
ま
す
。

私
の
本
務
地
東
京
都
世
田
谷
区

北
沢
の
永
正
寺
で
4
月
28
日（
金
）

に
子
ど
も
食
堂
を
始
め
ま
し
た
。

20
人
位
を
想
定
し
て
い
ま
し
た
が
、

70
人
が
来
ら
れ
厨
房
は
大
慌
て
で

し
た
。
反
省
点
も
多
く
あ
り
ま
し

た
が
児
童
教
育
部
時
代
を
思
い
出

し
当
時
は
日
曜
学
園
で
し
た
が
、

今
回
は
金
曜
学
園
に
な
り
ま
し
た
。

小
庵
で
す
が
若
い
ご
家
庭
の
方
々

が
来
て
く
だ
さ
っ
て
、
神
秘
的
な

空
間
と
か
、
子
ど
も
が
の
び
の
び

と
過
ご
し
て
い
た
な
ど
の
ご
感
想

も
頂
き
ま
し
た
。
今
後
も
毎
月
最

終
金
曜
日
15
時
か
ら
21
時
ま
で
実

施
し
ま
す
。

所在地 寺院名（個人名） 金額
神奈川県 青木義次（113） 5,000
埼玉県 浄山寺 10,000
鳥取県 林泉寺 10,000
秋田県 歓喜寺 5,000
埼玉県 昌福寺 10,000
宮城県 玉川寺 10,000
北海道 法光寺 10,000
愛知県 永澤寺 10,000

神奈川県 本覚寺 20,000
熊本県 地蔵院 10,000
兵庫県 瑞光寺 20,000
長崎県 南明寺 10,000
茨城県 龍泉院 20,000
栃木県 満福寺 10,000
栃木県 宝生寺 10,000
愛知県 芳賀成明 10,000
茨城県 藤長寺 10,000
静岡県 龍雲寺 5,000
三重県 地蔵院 10,000
佐賀県 梶原玲子 5,000

神奈川県 松田薫 5,000
千葉県 宗胤寺 20,000
埼玉県 曹源寺 10,000
岩手県 円城寺 3,000
愛媛県 高嶋武彦 20,000
東京都 小林俊孝 10,000
東京都 児玉博 100,000
静岡県 甘露寺 50,000

神奈川県 高橋秀栄 10,000
秋田県 円通寺 10,000
静岡県 大雲院 3,000
北海道 大玄寺 10,000
三重県 光明寺 10,000

神奈川県 青木義次（114） 5,000
鹿児島県 龍光寺 20,000
東京都 西村滋美 10,000
埼玉県 吉祥院 10,000
群馬県 陽雲寺 10,000
岩手県 大光寺 10,000
東京都 石井友子 15,000
北海道 中央院 10,000
埼玉県 東昌寺 10,000
群馬県 永福寺 10,000

神奈川県 青木義次（115） 5,000
山口県 興元寺 10,000
宮城県 清水寺 10,000
千葉県 吉岡大龍 15,000
静岡県 天林寺 10,000

神奈川県 青木義次（116） 5,000
大阪府 吉祥院 10,000

合 計 646,000

手 ま り 学 園
 寄附者御芳名（敬称略）

R5.1.2～R5.5.8

〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
TEL: 042-703-8641　FAX: 042-782-5117　Email: fujiki@water.ocn.ne.jp

仏教企画

お申込み

※ご寺院名後の番号（3桁もしくは 4桁）がお客様番号（コード）になります。
　お申込みは　①ご寺院名　②お客様番号　③電話番号でも可能です。

『修証義』 解説　丸山劫外著  1,400円 ★

『まんが問答一期一話』　文 平和宏昭　まんが 垣内敬遠 1,200円 ★

『葬送のしおり』　長井龍道著  30円

修証義読本 『生老病死』　須田道輝著 500円 ★

『曹洞宗檀信徒経典』　須田道輝解説  300円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『供養のすべて』　霊元丈法著 140円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『葬儀のすべて』　霊元丈法著 150円 ★

俳句随想　玉崎千鶴子　その永遠の世界を探って 500円

『観音の咒 大悲心陀羅尼』　渡辺章悟著 500円

『宗教人類学の地平』　佐々木宏幹編著 2,300円

『仏教人類学の諸相』　佐々木宏幹著　7月上旬刊行予定 2,300円

（ ★ 部数により割引があります）　すべて税別価格です

 9部以下 200円
10部以上 150円に割引
20部以上 135円に割引
50部以上 130円に割引
100部以上 120円に割引
200部以上 110円に割引
300部以上 100円に割引
500部以上   90円に割引

春 彼岸号 2月10日
夏 お盆号 5月30日
秋 彼岸号 8月20日
冬 正月号 10月30日

1部 200円

発行日

曹洞禅グラフ 

仏 教 企 画 発 行 の 刊 行 物

＊『仏教企画通信』を10部以上購読希望の方は一部100円で頒布致します。同封はがきの空欄
にその旨をお書きください。（消費税、送料別）

編
集
後
記

藤
木
隆
宣


