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の
で
す
。
い
つ
し
か
、
雪
竇
が
い
つ
も

陰
徳
を
積
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、
隠
れ
て

掃
除
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
便
所
で

あ
っ
た
た
め
、
「
雪
隠
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
自
分
は
い
つ
で

も
便
所
掃
除
を
し
て
い
る
と
人
に
知

ら
し
め
る
の
で
は
な
く
、
誰
も
見
て
い

な
い
と
こ
ろ
で
黙
々
と
功
徳
を
積
み

続
け
る
こ
と
は
中
々
誰
で
も
で
き
る

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

九
月
末
に
先
住
十
八
世
洞
光
大
和

尚
の
法
要
で
、
平
成
十
八
年
御
征
忌
焼

香
師
以
来
三
年
ぶ
り
に
檀
信
徒
と
共

に
永
平
寺
に
参
籠
し
て
き
ま
し
た
。
ど

こ
も
か
し
こ
も
掃
き
浄
め
ら
れ
塵
一

つ
無
い
諸
堂
や
廻
廊
、
境
内
等
、
道
元

禅
師
の
時
代
か
ら
七
百
五
十
年
経
っ

て
い
る
が
今
も
変
わ
ら
ぬ
修
行
が
続

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

「
そ
の
家
を
知
ら
ば
、
玄
関
と
便
所

を
見
よ
」
と
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
き

れ
い
に
揃
え
ら
れ
た
履
き
物
は
そ
の

家
の
人
々
の
心
が
揃
い
、
思
い
や
り
を

も
っ
て
綺
麗
に
磨
か
れ
た
ト
イ
レ
は

使
う
人
の
心
ま
で
美
し
く
し
ま
す
。 

東
司
掃
除
は
仏
道
成
就
の
為
の
一

番
の
修
行
、
毎
日
の
生
活
に
欠
か
せ
な

い
ト
イ
レ
、
綺
麗
に
使
い
ま
し
ょ
う
。 

平
成

22年
度

 

年
回
表

 

 
[

回
忌]

 
 
 
[

没
年]

 

一
周
忌 

 
 
 
 

平
成
二
十
一
年 

三
回
忌 

 
 
 
 

平
成
二
十
年 

七
回
忌 

 
 
 
 

平
成
十
六
年 

十
三
回
忌 

 
 

平
成
十
年 

十
七
回
忌 

 
 

平
成
六
年 

二
十
三
回
忌 

昭
和
六
十
三
年 

二
十
七
回
忌 

昭
和
五
十
九
年 

三
十
三
回
忌 

昭
和
五
十
三
年 

五
十
回
忌 

 
 

昭
和
三
十
六
年 

百
回
忌 

 
 
 
 

明
治
四
十
四
年 

 

＊
来
年
の
年
回
忌
の
ご
案
内
は
、 

十
二
月
中
に
正
当
の
各
家
に 

通
知
い
た
し
ま
す
。 

＊
日
曜
・
祝
日
の
ご
法
事
の
申 

し
込
み
は
お
早
め
に
お
願
い 

い
た
し
ま
す
。 

▼
「
周
」
は
「
め
ぐ
る
」
こ
と
を
意
味

す
る
言
葉
で
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
ち
ょ

う
ど
一
め
ぐ
り
し
た
翌
年
の
そ
の
日
を

一
周
忌
と
呼
ぶ
。
回
忌
と
は
亡
く
な
ら

れ
た
日
を
最
初
の
忌
日
と
考
え
て
、
三

回
目
の
忌
日
が
「
三
回
忌
」
と
な
る
。

以
降
は
丸
六
年
め
が
七
回
忌
と
な
る
。 

広厳寺の宗旨 曹洞宗（そうとうしゅう） / 開祖 道元禅師 / 本山 福井県永平寺 神奈川県總持寺 

東
司
の
仏
法 

 
 

 

禅
宗
の
修
行
道
場
に
は
必
ず
「
東
司

と
う
す
」
が
あ
り
ま
す
。
七
堂
伽
藍
（
山

門
、
仏
殿
、
僧
堂
、
庫
院
、
法
堂
、
浴

室
、
東
司
）
の
一
つ
で
、
永
平
寺
で
は

山
門
の
左
手
に
あ
り
ま
す
。
一
般
に
い

う
お
手
洗
い
（
ト
イ
レ
）
の
こ
と
で
す
。

京
都
東
福
寺
の
東
司
は
、
室
町
時
代
に

で
き
た
貴
重
な
も
の
で
重
要
文
化
財
に

な
っ
て
い
て
、
奥
行
き
が
約
３
０
メ
ー

ト
ル
も
あ
り
、
百
間
東
司
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。 

曹
洞
宗
の
開
祖
で
大
本
山
永
平
寺
を

修
行
の
道
場
と
し
て
お
開
き
に
な
ら
れ

た
道
元
禅
師
は
「
正
法
眼
蔵
洗
浄
（
し

ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う
せ
ん
じ
ょ
う
）
」

の
巻
を
撰
述
さ
れ
、
身
心
の
清
浄
と
国

土
の
清
浄
を
お
示
し
に
な
っ
て
い
ま

す
。
永
平
寺
に
上
山
す
る
と
、
ま
ず
一

番
に
身
に
付
け
さ
せ
ら
れ
る
修
行
が
お

掃
除
で
、
特
に
陰
徳
を
積
む
修
行
と
し

て
便
所
掃
除
を
重
ん
じ
て
い
ま
す
。 

 

七
堂
伽
藍
の
中
で
も
、
特
に
僧
堂
・

東
司
・
浴
室
は
三
黙
道
場
と
呼
ば
れ
一

切
の
私
語
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
東
司

に
は
守
護
の
烏
樞
沙
摩
（
う
す
さ
ま
）

明
王
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
五
十
五

年
十
月
、
行
啓
さ
れ
た
皇
太
子
・
同
妃

両
殿
下
（
現
、
天
皇
陛
下
、
同
皇
后
陛

下
）
を
永
平
寺
七
十
六
世
秦
慧
玉
（
は

た
え
ぎ
ょ
く
）
禅
師
は
自
ら
ご
案
内
し
、

永
平
寺
の
東
司
を
ご
説
明
さ
れ
ま
し

た
。
身
心
の
み
な
ら
ず
、
国
土
の
全
て

が
浄
く
な
る
と
い
う
道
元
禅
師
の
教
え

に
両
殿
下
は
と
て
も
感
激
さ
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ト
イ
レ
の
こ
と
を
「
雪
隠
（
せ
っ
ち

ん
）
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
由

来
を
調
べ
て
み
る
と
、
中
国
の
宋
の
時

代
、
浙
江
省
の
霊
隠
寺
に
雪
竇
重
顕
（
せ

っ
ち
ょ
う
じ
ゅ
う
ゆ
う
）
と
い
う
修
行

僧
が
お
ら
れ
た
。
だ
れ
も
好
ま
な
い
便

所
掃
除
を
雪
竇
は
毎
日
毎
日
、
人
知
れ

ず
黙
々
と
さ
れ
て
い
た
。
修
行
の
中
で

も
最
も
尊
い
「
陰
徳
」
を
積
ん
で
い
た 


