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檀
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徒
の
皆
様
へ
　
万
が
一
ご
不
幸
が
あ
っ
た
際
の
お
願
い

　

葬
儀
の
導
師
を
勤
め
る
住
職
の
体
力
を
鑑
み
、
式
は
で
き
る

限
り
成
願
寺
に
て
執
り
行
う
よ
う
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
盂
蘭
盆
会
先
祖
ま
つ
り
の
お
知
ら
せ

七
月
十
一
日
（
木
）

  

十
時
半
　
　
受
付
始
ま
り

  

十
二
時
半
　
開
山
・
歴
住
諸
大
和
尚
追
善
供
養

  

十
三
時
　
　
説
教
　
石
川
県
永
光
寺
住
職
　
屋
敷
智
乘
老
師

  

十
四
時
　
　
先
祖
ま
つ
り
法
要
・
檀
信
徒
総
回
向

＊
お
盆
期
間
中
（
十
三
日
〜
十
五
日
）、
檀
信
徒
各
家
に
て
お

勤
め
す
る
棚
経
に
伺
い
ま
す
。
担
当
僧
侶
よ
り
ご
連
絡
を
差

し
上
げ
ま
す
。
新
た
に
ご
希
望
の
方
は
、
寺
務
所
へ
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

　
は
じ
め
に
、
本
年
元
日
に
突
如
起
こ
っ
た
能
登
半
島
地
震

で
犠
牲
と
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
祈
念
し
、
被
災
さ
れ

た
皆
さ
ま
に
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
福
井
に
住
む
私
の

と
こ
ろ
も
大
き
く
揺
れ
ま
し
た
が
、
大
事
に
は
至
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
地
震
発
生
か
ら
約
半
年
が
経
ち
、
徐
々
に
復
旧
作

業
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
石
川
と
富
山
の
皆
さ
ま
は
今
も
大

変
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
一
日
も
早
い
安

寧
の
日
々
を
取
り
戻
せ
ま
す
よ
う
、
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
千
年
に
一
度
と
い
い
ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
瑩
山
禅
師
も

経
験
さ
れ
な
か
っ
た
規
模
の
大
地
震
で
し
ょ
う
。
七
百
回
大

遠
忌
の
年
に
悲
惨
な
震
災
が
起
き
て
し
ま
い
、
と
て
も
悲
し

く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。

　
─
　
◇
　
─
　
◇
　
─
　
◇
　
─

　
前
号
は
当
時
の
瑩け

い
ざ
ん山

禅ぜ
ん

師じ

と
修
行
僧
た
ち
が
、
朝
起
き
て

連
載 

第
三
回
　
七
百
回
大
遠
忌
を
迎
え
た
大
本
山
總
持
寺
御
開
山

 

瑩
山
禅
師
の
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
井
県
龍
泉
寺 

住
職
　
山
口
正
章

か
ら
夜
寝
る
ま
で
の
一
日
を
、
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
た

か
を
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
禅
師
が
最
晩
年
に
著

さ
れ
た
『
瑩
山
清し

ん

規ぎ

』
に
基
づ
い
た
も
の
で
す
。
今
回
は
そ

の
『
瑩
山
清
規
』（
以
下
、
瑩け

い

規き

と
も
称
し
ま
す
）
を
ご
紹
介
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日
本
に
も
い
く
つ
か
の
清
規
が
編
ま
れ
ま
し
た
。

　
曹
洞
宗
で
も
い
く
つ
か
清
規
が
で
き
、『
瑩
山
清
規
』
と
道

元
禅
師
の
『
永
平
清
規
』
が
二
大
清
規
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
は
、
總
持
寺
や
永
平
寺
な
ど
僧
堂
で
修

行
す
る
僧
の
所
作
進
退
を
見
て
、
そ
こ
に
洗
練
さ
れ
た
美
し

さ
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ

れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
清
規
の
示
す
と
こ
ろ
に
従
っ
て
身

体
と
心
を
精
進
錬
磨
し
て
い
る
成
果
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
実
は
、
清
規
は
曹
洞
宗
の
檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
、
広
く
日

本
人
の
生
活
や
文
化
な
ど
、
各
方
面
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
禅
文
化
」「
仏
教
文
化
」

な
ど
と
称
さ
れ
、
私
た
ち
の
衣
食
住
な
ど
生
活
全
般
に
、
無

意
識
の
う
ち
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
さ
て
、『
瑩
山
清
規
』
と
い
う
書
名
は
通

称
で
あ
り
ま
し
て
正
式
に
は
『
能

の
う
し
ゅ
う州
洞と

う
こ
く
ざ
ん

谷
山

永よ
う
こ
う光
禅ぜ

ん

寺じ

行ぎ
ょ
う
じ事
次じ

序じ
ょ

』、
略
し
て
『
洞と

う

谷こ
く

清し
ん

規ぎ

』
と
い
い
ま
す
。
そ
の
名
の
と
お
り
、
洞

谷
山
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）
で
編
ま
れ

ま
し
た
。

　
後
に
江
戸
時
代
に
な
っ
て
加
賀
大
乗
寺
（
石

川
県
金
沢
市
）
の
月

げ
っ
し
ゅ
う舟

禅
師
と
卍ま

ん

山ざ
ん

禅
師
が

『
瑩
山
和
尚
清
規
』
と
い
う
題
名
で
開
版
（
出

い
た
し
ま
す
。

　
先
ず
「
清
規
」
と
は
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
で
す
が
、「
清

し
ょ
う
じ
ょ
う浄

大だ
い
か
い海

衆
し
ゅ
う

規き

く矩
準じ

ゅ
ん
じ
ょ
う

縄
」
の
略
称
で
、
宗
教
生
活
の
き
ま
り
を
教

え
る
も
の
で
あ
り
、
修
行
道
場
に
於
け
る
僧
の
守
る
べ
き
具

体
的
な
規
則
・
戒
律
を
指
す
も
の
で
す
。
古
く
は
中
国
、
唐

の
時
代
に
百

ひ
ゃ
く
じ
ょ
う丈

懐え

海か
い

禅
師
の『
百
丈
清
規
』が
最
初
と
い
わ
れ
、

大本山總持寺にて制作され
た「和訓『瑩山清規』」。題
字は總持寺二十四世大道晃
仙禅師の揮毫（上）。
「斎時」の所作進退が示さ
れた部分（左）。具体的で
細かな作法が示されてい
る。
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版
）
し
流
布
さ
せ
て
以
来
、
曹
洞
宗
の
行
事
法
要
・
典
礼
の

範
型
と
な
り
ま
し
た
。
瑩
規
の
内
容
は
、『
永
平
清
規
』
を
基

準
に
据
え
な
が
ら
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
両
者
を
比
較
し
ま

す
と
、『
永
平
清
規
』
は
「
精
神
的
・
個
人
的
・
出
世
間
的
」

で
あ
る
の
に
対
し
、
瑩
規
は
「
現
実
的
（
形
式
的
）・
集
団
的
・

対
世
間
的
」
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
内
題
と
し
て
、

　「
　
　
州
　
　
山
　
　
寺
行
事
次
第
」

　
と
書
か
れ
、
空
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
地
・
山
号
・
寺
名

を
書
き
込
め
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
成
願
寺
様
で
す
と
、「
武
州
多
宝
山
成
願
寺
行
事
次

第
」
と
書
き
込
ん
で
使
用
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
弟
子
た
ち
が

全
国
各
地
へ
教
え
を
広
め
て
い
く
際
に
携
行
し
、
実
際
に
使

用
す
る
よ
う
に
整
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
瑩
規
は
總
持
寺
・
永
光
寺
系
統
の
寺
院
だ
け
で
は
な
く
、

福
井
の
大
本
山
永
平
寺
に
於
い
て
も
『
曹
洞
宗
年
中
行
規
並

毎
月
勤
行
之
次
第
』
と
改
題
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
内
題
を
書
き
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
瑩
規
の
写
本
が
各
地
へ
伝
播
し
て
い
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
瑩
山
禅
師
の
教
え
と
瑩
規

に
基
づ
い
た
行
事
が
全
国
へ
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。

　
瑩
規
の
構
成
は
「
年
中
行
事
」「
日
中
行
事
」「
月
分
行
事
」

と
「
回
向
」
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
仏
祖
へ
の
報
恩
と
と

も
に
檀
信
徒
の
た
め
に
祈
禱
や
供
養
を
行
う
な
ど
、
現
実
的

な
幸
せ
を
祈
願
す
る
行
事
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
特
長
と
い

え
ま
す
。
仏
祖
や
祖
先
に
感
謝
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
幸
せ

を
祈
り
な
が
ら
、
す
べ
て
の
も
の
の
た
め
に
精
進
す
る
こ
と

が
、
瑩
規
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
い
え
ま
す
。

　
今
日
の
曹
洞
宗
で
は
、『
行

ぎ
ょ
う

持じ

軌き

範は
ん

』
と
い
う
指
南
書
に
基

づ
い
て
法
要
や
行
持
、
回
向
文
を
行
じ
て
お
り
ま
す
が
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
『
瑩
山
清
規
』
の
内
容
を
引
き
継
い
だ
も
の

で
す
。
具
体
的
に
は
、
私
た
ち
に
身
近
な
「
暁

き
ょ
う
て
ん天

坐
禅
」
や

「
朝

ち
ょ
う

課か

・
日
中
・
晩ば

ん

課か

の
三
時
諷ふ

経ぎ
ん

」、「
施せ

食じ
き

会え

」、「
大だ

い
は
ん
に
ゃ

般
若

会え

」、「
楞

り
ょ
う
ご
ん厳

会え

」
な
ど
で
す
。

　
鎌
倉
時
代
に
永
光
寺
や
總
持
寺
で
実
践
さ
れ
て
い
た
瑩
山

禅
師
の
仏
道
が
、
七
百
年
以
上
経
っ
た
現
在
も
、
私
た
ち
に

脈
々
と
受
け
継
が
れ
実
践
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
焼
け
跡
か
ら
最
古
の
『
瑩
山
清
規
』
写
本
を
発
見

　
今
か
ら
四
十
年
近
く
前
の
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）

三
月
十
六
日
、
真
夜
中
の
一
時
頃
で
あ
り
ま
し
た
。
突
然
電

話
が
鳴
り
響
き
、「
こ
ん
な
真
夜
中
に
」
と
恐
る
恐
る
受
話
器

を
取
る
と
、
新
聞
社
か
ら
で
し
た
。
電
話
の
内
容
は
、「
数
時
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間
前
に
福
井
市
の
禅
林
寺
が
火
災
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
」

と
の
報
告
と
、「
お
寺
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て

欲
し
い
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
ま
た
焼
け
跡
か
ら
遺
体
が

ひ
と
り
見
つ
か
っ
た
と
も
。「
も
し
や
方
丈
さ
ま
で
は
、
い
や
、

確
か
入
院
加
療
中
で
ご
不
在
の
は
ず
だ
」
な
ど
な
ど
思
い
な

が
ら
悶
々
と
世
の
明
け
る
の
を
待
ち
ま
し
た
。

　
禅
林
寺
は
龍
泉
寺
の
門
末
寺
に
て
、
ご
開
山
は
普ふ

済さ
い

善ぜ
ん
き
ゅ
う救

禅
師
で
す
。
普
済
禅
師
は
通
幻
禅
師
の
弟
子
で
あ
り
、
龍
泉

寺
の
第
四
世
住
職
。
ま
た
大
本
山
總
持
寺
の
第
十
二
世
住
職

に
も
な
ら
れ
た
大
禅
匠
で
す
。
法
脈
は
図
の
よ
う
に
相
承
し
、

瑩
山
禅
師
の
曾
孫
弟
子
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
成
願
寺
ご

開
山
川せ

ん
あ
ん
そ
う
て
い

庵
宗
鼎
大
和
尚
は
、
普
済
禅
師
の
兄
弟
弟
子
、
了

り
ょ
う
あ
ん庵

慧え

明み
ょ
う禅

師
（
小
田
原
最
乗
寺
開
山
）
の
法
脈
に
連
な
り
ま
す
。

　
普
済
禅
師
は
加
賀
の
富
樫
氏
の
出
身
で
、
龍
泉
寺
の
他
に

總
持
寺
や
永
光
寺
、
永
澤
寺
の
輪
番
住
職
を
歴
住
さ
れ
る
な

ど
、
初
期
曹
洞
宗
教
団
の
総
帥
と
し
て
活
躍
し
、
晩
年
に
師

匠
の
お
墓
を
見
護
る
べ
く
、
龍
泉
寺
近
隣
に
禅
林
寺
を
開
創

し
同
寺
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
世
寿
六
十
二
歳
で
し
た
。

　
そ
の
語
録
「『
禅
林
普
済
禅
師
語
録
』
三
巻
」
と
『
普
済
善

救
和
尚
法
語
』
は
、
格
調
高
く
詩
藻
豊
か
な
文
言
で
綴
ら
れ
、

現
在
に
到
る
ま
で
高
い
評
価
を
得
て
お
り
ま
す
。

　
話
を
戻
し
て
、
火
災
翌
朝
の
新
聞
に
は
「
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

の
爆
発
で
一
瞬
に
し
て
寺
全
体
が
火
の
海
と
な
り
、
帰
寺
中

の
住
職
が
避
難
す
る
間
も
な
く
痛
ま
し
い
結
果
に
な
っ
た
」

と
大
き
く
報
じ
て
お
り
ま
し
た
。

　
早
速
禅
林
寺
に
駆
け
付
け
て
み
ま
す
と
、
未
だ
煙
の
く
す

ぶ
っ
て
い
る
焼
け
跡
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
た
だ
茫
然
と

立
ち
す
く
む
の
み
で
し
た
。
そ
し
て
方
丈
さ
ま
の
遺
体
が
安

置
さ
れ
て
い
る
お
檀
家
宅
へ
行
き
、
読
経
し
た
後
、
裏
山
の

ご
開
山
普
済
禅
師
の
お
墓
に
参
り
ま
し
た
。

　
数
百
年
間
ず
っ
と
お
寺
を
見
護
り
続
け
て
き
た
ご
開
山
さ

ま
は
、
眼
下
の
焼
け
落
ち
た
境
内
を
無
言
で
見
つ
め
て
お
り

ま
し
た
。
そ
の
帰
り
で
し
た
。
本
堂
脇
を
過
ぎ
た
辺
り
で
、

足
元
に
木
箱
の
よ
う
な
も
の
が
コ
ツ
ン
と
当
た
り
ま
し
た
。

　
何
か
と
思
い
拾
い
上
げ
て
み
れ
ば
、
箱
の
表
面
は
焦
げ
て

瑩
山
紹
瑾

　
　明
峰
素
哲

　
　無
底
良
韶　
　

了
庵
慧
明

　
　
　
　
　
　壺
菴
至
簡

　
　太
源
宗
真

　
　石
屋
真
梁

　
　
　
　
　
　無
涯
智
洪

　
　無
際
純
証

　
　一
径
永
就

　
　
　
　
　
　峨
山
韶
碩

　
　道
叟
道
愛

　
　普
済
善
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　通
幻
寂
霊

　
　不
見
明
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　天
真
自
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　天
鷹
祖
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　天
徳
曇
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　量
外
聖
壽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　芳
庵
祖
厳

龍
泉
寺
・
永
澤
寺
開
山

最
乗
寺
開
山
・
永
澤
寺
二
世

太
祖
・
總
持
寺
開
山

禅
林
寺
開
山
・
總
持
寺
十
二
世

總
持
寺
二
世

瑩山禅師から連なる法脈
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真
っ
黒
で
し
た
が
、
中
に
は
金
襴
の
袱
紗
に
包
ま
れ
て
ほ
と

ん
ど
焼
け
て
い
な
い
和
綴
じ
の
古
本
二
巻
が
納
め
ら
れ
て
、

表
紙
に
「
禅
林
寺
開
山
普
済
大
和
尚
真
筆
」
と
墨
書
さ
れ
て

お
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
後
の
調
査
で
、
瑩
山
禅
師
が
亡
く
な

ら
れ
て
か
ら
僅
か
五
十
一
年
後
に
書
写
さ
れ
た
最
古
の
『
瑩

山
清
規
』
写
本
で
あ
る
と
判
明
し
た
も
の
で
し
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
一
瞬
に
し
て
寺
全
体
が
火
炎
に
包
ま
れ
、

ご
本
尊
や
ご
開
山
像
な
ど
全
て
が
灰
燼
に
帰
し
た
中
で
『
瑩

山
清
規
』
の
み
が
奇
跡
的
に
ほ
ぼ
無
傷
で
残
さ
れ
、
そ
れ
を

発
見
し
拾
い
上
げ
た
こ
と
に
は
、
不
思
議
な
因
縁
を
感
ぜ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
瑩
山
禅
師
の
典
籍
と
の
巡
り
逢
い

　
新
し
い
も
の
よ
り
古
い
も
の
を
好
む
私
は
、
若
い
頃
よ
り

宗
門
の
古
文
書
や
典
籍
、
祖
師
方
の
墨
蹟
を
蒐
集
し
て
き
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
瑩
山
禅
師
に
関
す
る
典
籍
を
三
度
発
見

す
る
仏
縁
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

　
先
ず
、
住
職
に
な
っ
て
間
も
な
い
昭
和
五
十
九
年
に
自
坊

の
蔵
か
ら
『
伝で

ん
こ
う
ろ
く

光
録
』
写
本
四
巻
を
見
つ
け
ま
し
た
（
前
号

で
写
真
を
掲
載
）。
次
に
先
述
の
如
く
、
昭
和
六
十
三
年
に
禅

林
寺
の
焼
け
跡
か
ら
最
古
の
『
瑩
山
清
規
』
写
本
二
巻
を
発

見
い
た
し
ま
し
た
。
三
度
目
は
平
成
十
二
年
に
北
海
道
札
幌

市
に
在
る
ア
イ
ヌ
民
俗
学
専
門
古
書
店
で
『
十

じ
ゅ
っ
し
ゅ種

疑ぎ

問も
ん

』
の

写
本
一
巻
（
江
戸
時
代
）
を
見
つ
け
、買
い
求
め
た
こ
と
で
す
。

　『
十
種
疑
問
』
は
、
嘗
て
存
在
し
た
と
さ
れ
る
瑩
山
禅
師
真

筆
の
草
稿
が
現
在
は
所
在
不
明
に
て
、
四
本
の
写
本
の
み
伝

わ
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
五
本
目
が
出
現
し
た
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
　

　『
十
種
疑
問
』
は
、
後
醍
醐
天
皇
（
一
二
八
八
〜
一
三
三
九
）

が
孤こ

峰ほ
う
か
く
み
ょ
う

覚
明
師
（
鎌
倉
時
代
末
期
の
臨
済
宗
の
僧
）
の
仲
介

に
よ
っ
て
瑩
山
禅
師
へ
仏
法
や
禅
に
関
す
る
十
の
疑
問
を
書

面
で
問
わ
れ
、
瑩
山
禅
師
が
明
快
に
答
え
ら
れ
た
問
答
集
で

あ
り
ま
す
。
瑩
山
禅
師
の
滋
味
あ
ふ
れ
る
答
え
に
満
足
さ
れ

た
後
醍
醐
天
皇
は
、
總
持
寺
に
対
し
て
綸り

ん

旨じ

（
天
皇
の
出
す

公
文
書
）
を
出
し
、
出
世
道
場
（
一
宗
の
本
山
）
と
さ
れ
ま

し
た
。

　
実
は
『
十
種
疑
問
』
は
、
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
学
者
の
意

見
が
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
問
答
内
容
は
普
遍
的
か

つ
現
代
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
く
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
『
伝
光
録
』
と
『
瑩
山
清
規
』
と
『
十
種
疑

問
』
の
新
出
写
本
に
巡
り
逢
う
と
い
う
法
縁
に
恵
ま
れ
ま
し

た
。
ま
さ
に
時
空
を
超
え
て
瑩
山
禅
師
と
重

じ
ゅ
う
じ
ゅ
う々

無む

げ礙
の
尊
い

宿
縁
を
賜
っ
た
も
の
と
承
当
し
、
心
よ
り
感
謝
感
激
を
し
て
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◎
能
登
半
島
地
震
被
災
地
支
援
の
報
告

　
当
山
の
夏
の
行
事
に
長
年
ご

随
喜
い
た
だ
い
て
い
る
宮
城
県

広
最
寺
住
職
の
小
野
大
龍
師

は
、
東
日
本
大
地
震
で
被
災
し

た
経
験
を
持
ち
、
以
降
被
災
地

支
援
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
去
る
五

月
十
四
日
よ
り
、
能
登
半
島
地

震
で
甚
大
な
被
害
に
遭
わ
れ
た

お
り
ま
す
。

　
次
回
最
終
稿
で
は
、『
十
種
疑
問
』
や
『
洞と

う
こ
く谷

記き

』
の
内
容

を
一
部
紹
介
し
、
二
十
一
世
紀
を
生
き
る
私
た
ち
が
瑩
山
禅

師
の
御み

教お
し

え
に
学
び
、
心
豊
か
な
社
会
を
築
く
た
め
に
ど
う

行
動
し
て
い
く
か
を
、
と
も
に
考
え
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
話
の
後
半
が
私
事
に
わ
た
っ
て
し
ま
い
恐
縮
で
す
が
、
こ

の
機
会
に
披
歴
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
合
掌

◎
日
本
オ
マ
ー
ン
学
生
交
流
会
開
催
の
報
告

　
中
東
の
親
日
国
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
オ
マ
ー
ン
。
当
山

は
諸
外
国
と
の
友
好
・
親
善
に
も
力
を
入
れ
て
い
て
、
特
に

日
本
で
暮
ら
す
オ
マ
ー
ン
人
、
留
学
生
と
の
交
流
は
十
年
以

上
に
及
び
ま
す
。
昨
年
十
一
月
十
八
日
、
日
本
オ
マ
ー
ン
ク

ラ
ブ
主
催
で
日
オ
学
生
交
流
会
が
四
年
ぶ
り
に
当
山
に
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
留
学
生
と
日
本
人
学
生
の
若
い
世
代
の
交

流
は
、
互
い
の
文
化
の
違
い
を
認
識
し
て
理
解
を
深
め
、
意

見
の
交
換
も
活
発
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
当
山
に
て
行
わ
れ
て
い
る
茶
道
教
室
「
ひ
さ
ご
の
会
」（
裏

千
家
准
教
授
巖
宗
鶴
先
生
）
の
お
社
中
に
よ
る
茶
道
体
験
で

は
、
オ
マ
ー
ン
留
学
生
、
日
本
人
学
生
共
に
は
じ
め
て
の
経

験
と
い
う
方
が
多
く
、
興
味
深
い
様
子
で
お
点
前
を
拝
見
し
、

薄
茶
を
一
服
い
た
だ
き
ま
し
た
。
翌
朝
は
早
朝
坐
禅
を
体
験

し
て
、
当
山
で
の
行
程
を
終
え
ま
し
た
。

交流会の様子

薄茶をいただくオマーン留学生

支援物資を積み込む小野師と副住職
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珠
洲
市
（
住
家
被
害
八
一
九
七
棟
、非
住
家
被
害
四
二
九
一
棟
。

四
月
二
日
ま
で
の
県
の
ま
と
め
）
の
つ
ば
き
保
育
園
（
加
護
清
美

園
長
）
と
、
輪
島
市
門
前
町
の
大
本
山
總
持
寺
祖
院
に
支
援

物
資
を
届
け
る
た
め
、
物
資
を
満
載
し
た
ワ
ゴ
ン
車
に
て
出

発
。
当
山
は
、
静
岡
県
冷
泉
寺
様
、
他
の
皆
様
と
共
に
小
野

師
の
活
動
に
賛
同
し
、
飲
料
水
や
菓
子
、
義
援
金
な
ど
を
師

に
託
し
て
活
動
の
一
助
と
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
珠
洲
市
は
断
水
が
い
た
る
所
で
起
き
、
珠
洲
市
内
に
あ
る

三
園
の
保
育
園
も
同
様
に
被
害
に
遭
わ
れ
ま
し
た
が
、
つ
ば

き
保
育
園
に
三
園
が
集
ま
り
、
合
同
で
預
か
り
保
育
を
行
っ

て
い
る
そ
う
で
す
。

　
大
本
山
總
持
寺
祖
院
は
、
平
成
十
九
年
の
大
地
震
の
際
も

甚
大
な
被
害
に
遭
い
、
長
期
に
亘
る
工
事
を
経
て
令
和
三
年

に
落
慶
法
要
を
挙
行
し
た
ば
か
り
で
、
前
回
の
地
震
を
大
き

く
上
回
る
被
害
に
遭
わ
れ
ま
し
た
。
修
行
道
場
と
し
て
の
機

能
を
失
い
、
水
道
が
使
え
な
い
な
か
、
伽
藍
が
文
化
財
に
指

定
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
応
急
処
置
も
で
き
ず
に
苦
労
を
さ

れ
て
い
ま
す
。
全
伽
藍
雨
漏
り
が
ひ
ど
く
、
そ
の
対
応
に
追

わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

　
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
（
詳
細

は
祖
院
公
式
サ
イ
ト
を
参
照
）。
ま
た
当
山
に
於
い
て
も
祖
院

へ
の
義
援
金
を
お
預
か
り
し
ま
す
。

被災した總持寺祖院。奥に見えるのが仏殿

雨漏り対策で畳を上げている様子（祖院）

半壊した家屋で道路が半分塞がれたまま（珠洲市）

「つばき保育園」に物資を届けた小野師
（写真はいずれも5月 15日撮影）

静岡県清水区冷泉寺
御影山広最寺
麺ハウスこもれ美　佐々木淑絵
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ス
ク
ー
ル
バ
ス
（
大
型
観
光
バ
ス
を
使
用
）
の
運
行
を
行
っ

て
い
ま
す
。
登
校
時
は
八
時
十
五
分
ご
ろ
、
当
山
山
門
前
に

停
車
し
児
童
が
降
車
。
下
校
時
は
曜
日
に
よ
り
異
な
り
ま
す

が
、
午
後
二
時
十
五
分
か
ら
三
時
半
の
間
に
二
便
、
土
曜
は

十
一
時
四
十
五
分
に
一
便
そ
れ
ぞ
れ
山
門
前
か
ら
出
発
し
ま

す
。
区
教
育
委
員
会
が
配
置
す
る
警
備
員
よ
り
誘
導
等
が
あ

り
ま
す
が
、
ご
来
山
の
際
は
お
気
を
つ
け
い
た
だ
き
、
子
ど

も
た
ち
の
通
学
の
安
全
の
た
め
、
ご
理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◎
小
林
尭
成  

両
大
本
山
へ
瑞
世
拝
登
の
報
告

　
住
職
の
孫
・
小
林
尭
成
が
、
僧
侶
と
し
て
の
重
要
な
節
目

と
な
る
瑞ず

い

世せ

拝
登
を
大
本
山
總
持
寺
（
三
月
十
四
日
）、
大
本

山
永
平
寺（
四
月
十
日
）に
て
修
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
瑞
世
と
は
、
両
本
山
に
拝
登
し
、
朝
の
法
要
の
導
師
を
勤

め
さ
せ
て
い
た
だ
く

も
の
で
、
こ
れ
に
よ

り
「
和
尚
」
の
法
階

が
認
め
ら
れ
、
黒
衣

か
ら
色
衣
に
転
じ
る

（
転て

ん

衣え

）
こ
と
が
許

さ
れ
ま
し
た
。

山
内
短
信

◎
古
卒
塔
婆
の
納
所
を
新
設

　
境
内
墓
地
の
入
り
口
に
、
古

く
な
っ
た
卒そ

塔と
う

婆ば

の
納
所
を
新

設
し
ま
し
た
。
各
家
に
て
、
墓

所
の
古
く
な
っ
た
卒
塔
婆
は
納

所
ま
で
下
げ
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

＊
卒
塔
婆
と
は
…
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
（
古
い
イ
ン
ド
の
言
葉
）

の
「
ス
ト
ゥ
ー
パ
」（
塔
）
の
こ
と
。
元
々
は
仏
舎
利
（
釈
尊

の
遺
骨
）
を
安
置
し
た
塔
で
し
た
が
、
中
国
、
日
本
へ
と
伝

わ
る
う
ち
に
三
重
の
塔
、
五
重
の
塔
、
五
輪
の
塔
へ
と
姿
を

変
え
ま
し
た
。
卒
塔
婆
は
五
輪
の
塔
が
簡
略
化
さ
れ
た
も
の

で
、
上
部
は
万
物
を
構
成
す
る
「
五
大
（
地
・
水
・
火
・
風
・

空
）」
を
表
し
て
い
ま
す
。
卒
塔
婆
の
功
徳
を
故
人
や
ご
先
祖

様
に
廻
ら
せ
て
、
追
善
供
養
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

◎
中
野
本
郷
小
ス
ク
ー
ル
バ
ス
山
門
前
に
停
車
の
お
知
ら
せ

　
中
野
区
立
中
野
本
郷
小
学
校
（
本
町
四
丁
目
）
は
今
年
度

よ
り
校
舎
建
て
替
え
の
た
め
、
旧
向
台
小
学
校
（
弥
生
町
一

丁
目
）
を
代
替
校
舎
と
し
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
伴
い
区
教
育
委
員
会
は
、
遠
方
の
児
童
に
対
し
、

記念写真（大本山總持寺）


