
曹
洞
宗
の
僧
侶
は
、
永
平
寺
で
の

安
居(

修
行)

を
終
え
て
も
、
様
々
な

あ

ん

ご

修
行
の
場
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

六
月
に
東
京
の
曹
洞
宗
宗
務
庁
で
行

わ
れ
た
「
布
教
師
養
成
所
講
座
」
で
は
、

全
国
か
ら
三
・
四
〇
代
の
僧
侶
約
六
〇

人
が
集
ま
り
、
五
日
間
の
道
場
が
開
か

れ
ま
し
た
。

本
尊
さ
ま
が
祀
ら
れ
た
八
〇
畳
ほ
ど

の
和
室
で
、
坐
禅
を
組
ん
だ
姿
勢
で
講

義
を
受
け
、
食
事
を
し
て
、
布
団
を
並

べ
て
寝
る
生
活
で
す
。

朝
の
五
時
半
か
ら
夜
の
九
時
ま
で
息

つ
く
暇
が
な
く
、
緊
張
感
に
溢
れ
た
有

意
義
な
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

は
じ
め
て
の
寺
報
を
作
る
に
当
た
り
、

私
が
「
布
教
師
養
成
所
講
座
」
で
発
表

し
た
法
話
を
掲
載
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

一
生
マ
ネ
を
続
け
る
と

ホ
ン
モ
ノ
に
な
る

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
見
て
の
と

お
り
、
私
は
若
い
お
坊
さ
ん
で
、
皆
さ

ん
よ
り
も
若
輩
者
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
本
日
は
、
去
年
の
一
月
に
、

一
〇
八
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
、
永
平
寺

の
宮
崎
禅
師
の
お
言
葉
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

宮
崎
禅
師
は
よ
く
、
「
一
時
の
マ
ネ

は
、
一
時
の
マ
ネ
で
終
わ
る
。
し
か
し
、

一
生
マ
ネ
を
続
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ホ
ン

モ
ノ
に
な
る
。
」
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
。

そ
の
お
言
葉
を
聴
い
て
、
永
平
寺
で

修
行
し
て
お
り
ま
し
た
私
は
、
分
か
っ

た
よ
う
な
、
分
か
ら
な
い
よ
う
な
、
そ

ん
な
気
持
ち
で
お
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
先
日
、
あ
る
法
事
の
席
で
、

私
の
読
経
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
檀
家

の
方
が
、
「
若
い
お
坊
さ
ん
は
、
大
き

な
声
で
、
一
生
懸
命
、
お
経
を
読
ん
で

く
れ
る
か
ら
嬉
し
い
。
」
と
仰
っ
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

私
は
、
「
ま
だ
ま
だ
若
造
で
す
の
で
、

せ
め
て
声
だ
け
で
も
一
生
懸
命
出
そ
う

と
頑
張
り
ま
し
た
。
」
と
お
答
え
し
ま

し
た
。

そ
の
と
き
、
宮
崎
禅
師
の
お
言
葉
を

ハ
ッ
と
思
い
出
し
た
の
で
す
。

私
は
今
ま
で
、「
早
く
よ
い
お
坊
さ

ん
に
な
り
た
い
」
と
願
っ
て
お
り
ま
し

た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
答
え

が
出
る
も
の
で
は
な
く
て
、
一
生
か
か
っ

て
見
付
け
、
達
成
す
る
も
の
で
あ
る
と

気
付
い
た
の
で
す
。

一
生
懸
命
に
お
坊
さ
ん
の
マ
ネ
を
続

け
る
…
そ
れ
し
か
道
は
な
い
の
だ
と
分

か
り
ま
し
た
。

拡
げ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
よ
い
お

父
さ
ん
、
よ
い
母
さ
ん
、
よ
い
旦
那
さ

ん
、
よ
い
奥
さ
ん
、
よ
い
息
子
さ
ん
、

よ
い
娘
さ
ん
…
そ
れ
は
、「
こ
こ
ま
で

や
っ
た
か
ら
、
こ
こ
ま
で
す
れ
ば
」
と

い
う
の
で
は
な
く
て
、
ず
っ
と
、
努
力

を
続
け
る
こ
と
が
、
大
切
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

今
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や

携
帯
電
話
が
あ
っ
て
、
即
時
性
が
求
め

ら
れ
る
時
代
で
す
が
、
よ
い
お
父
さ
ん

を
目
指
し
て
、
よ
い
お
母
さ
ん
を
目
指

し
て
、
ず
っ
と
、
一
生
懸
命
に
、
努
力

を
続
け
る
こ
と
が
、
仏
さ
ま
の
お
姿
に

も
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
は
、
宮
崎
禅
師
の
お
言
葉
、

「
一
時
の
マ
ネ
は
、
一
時
の
マ
ネ
で
終

わ
る
。
し
か
し
、
一
生
マ
ネ
を
続
け
れ

ば
、
そ
れ
は
ホ
ン
モ
ノ
に
な
る
。
」
こ

の
お
言
葉
を
、
ど
の
様
に
、
お
感
じ
に

な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

慈
弘
山

諦
崇
禅
寺

・

・

・

禅
宗
を
中
心
と
し
て
、
お
寺
に
は

「
山
号
」
が
あ
り
ま
す
。
諦
崇
禅
寺
の

さ

ん

ご

う

山
号
は
「
慈
弘
山
」
で
す
。

じ

こ

う

ざ

ん

山
号
と
は
、
そ
の
文
字
の
如
く
寺
院

に
冠
す
る
山
の
称
号
で
す
。
も
と
も
と
、

山
中
に
建
て
ら
れ
た
寺
院
が
、
そ
の
所

在
か
ら
○
○
山
○
○
寺
と
呼
ば
れ
た
こ

と
が
起
源
で
す
。
後
世
に
は
、
平
地
に

造
ら
れ
た
寺
院
に
も
山
号
が
付
け
ら
れ
、

つ
い
に
は
寺
院
の
別
称
と
し
て
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
お
寺
の
本
尊
さ
ま
を
祀

る
仏
壇
を
「
須
弥
壇
」
と
言
い
ま
す
。

し

ゅ

み

だ

ん

各
家
で
お
祀
り
に
な
る
仏
壇
も
広
義
で

の
須
弥
壇
と
な
り
ま
す
。

「
須
弥
」
と
は
「
須
弥
山
」

し

ゅ

み

せ

ん

の
こ
と
で
、
仏
教
の
世
界

観
で
は
世
界
の
中
心
に
位

置
し
、
帝
釈
天
や
四
天
王

な
ど
仏
教
を
護
持
す
る
神
々
が
住
む
処

を
指
し
ま
す
。

寺
院
に
山
号
が
用
い
ら
れ
る
の
も
、

須
弥
山
に
習
っ
て
、
仏
教
を
広
く
伝
え

よ
う
と
い
う
決
意
の
表
れ
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

「
慈
弘
山
」
と
い
う
山
号
は
、
大
本

山
永
平
寺
管
首
で
あ
る
福
山
諦
法
禅
師

に
命
名
し
て
戴
き
ま
し
た
。
願
わ
く
は

諦
崇
禅
寺
が
「
仏
さ
ま
の
慈
悲
を
弘
め

・

・

る
山
」
に
な
る
よ
う
、
私
も
微
力
な
が

・

ら
勤
め
て
参
り
ま
す
。

『
永
平
寺

一
〇
四
歳
の
禅
師
』

『
永
平
寺

修
行
の
四
季
』

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

Ｄ
Ｖ
Ｄ
二
枚
組

六
，
八
〇
〇
円(

税
抜)

永
平
寺
で
の
修
行
、
そ
れ
は
永
平
寺

で
の
生
活
で
す
。
道
元
禅
師
が
永
平
寺

を
開
か
れ
た
八
〇
〇
年
の
昔
か
ら
続
く

清
規(

規
則)

に
従
っ
て
、
日
々
を
行

し

ん

ぎ

じ
ま
す
。
必
要
最
低
限
の
食
事
と
睡
眠
、

顔
を
洗
う
に
も
入
浴
す
る
に
も
決
め
ら

れ
た
作
法
が
あ
り
ま
す
。

は
じ
め
の
う
ち
は
窮
屈
で
、
逃
げ
出

し
た
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
し
か
し

指
導
し
て
く
だ
さ
る
老
僧
や
仲
間
の
修

行
僧
に
助
け
ら
れ
、
た
だ
只
管
に
坐
禅

ひ

た

す

ら

に
打
ち
込
む
生
活
は
、
自
己
を
強
烈
に

意
識
さ
せ
、
そ
し
て
忘
れ
さ
せ
ま
す
。

「
何
だ
、
こ
れ
で
充
分
で
は
な
い
か
」

と
思
う
に
至
っ
て
、
そ
れ
ま
で
い
か
に

モ
ノ
に
溢
れ
、
我
ま
ま
な
暮
ら
し
を
し

て
い
た
か
を
知
る
の
で
す
。

す
る
と
、
永
平
寺
の
四
季
は
輝
き
を

増
す
よ
う
に
な
り
、
何
気
な
い
日
々
で

は
な
く
、
感
動
と
感
謝
の
気
持
ち
が
湧

き
起
こ
っ
て
き
て
、、
素
晴
ら
し
い
日
々

へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル

で
放
映
さ
れ
た
も
の
で
す
。

一
般
に
テ
レ
ビ
画
面
と
し
て
美
し
い

の
は
「
冬
の
朝
早
く
に
、
素
足
の
雲
水

う

ん

す

い

(

修
行
僧)

さ
ん
が
掃
除
を
し
て
い
る
」

と
な
り
、
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
の

で
す
が
、
永
平
寺
の
生
活
は
こ
れ
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
春
も
夏
も
秋
も
、

も
ち
ろ
ん
昼
も
夜
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
苦
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
例
え

ば
一
週
間
ぶ
っ
通
し
の
坐
禅
を
や
り
終

え
た
と
き
は
、
喜
び
も
あ
り
ま
す
。

テ
レ
ビ
放
映
用
に
製
作
さ
れ
て
い
る

の
で
堅
苦
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
だ

け
で
は
伝
わ
り
に
く
い
僧
堂
生
活
、
そ

の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

永
平
寺
七
八
世
管
首
宮
崎
奕
保
禅
師

え

き

ほ

と
作
家
・
立
松
和
平
氏
と
の
対
談
で
は
、

兵
庫
県
加
古
川
市
出
身
で
あ
る
禅
師
が

ユ
ー
モ
ア
も
交
え
な
が
ら
、
平
易
な
お

言
葉
で
「
禅
と
は
何
か
」「
修
業
と
は

何
か
」
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

禅
師
の
お
言
葉
は
、
と
き
に
厳
し
く

そ
し
て
優
し
く
、
私
た
ち
を
勇
気
付
け

て
く
だ
さ
り
、
き
っ
と
心
に
染
み
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。

あ
と
が
き

は
じ
め
て
の
寺
報
、

い
か
が
で
し
た
か
？

内
容
が
物
足
り
な
い

の
で
す
が
、
ま
ず
は
始

め
る
こ
と
が
大
事
と
考
え
ま
し
た
。

次
に
お
会
い
し
た
と
き
、
ご
意
見
・

ご
感
想
な
ど
を
お
話
し
く
だ
さ
れ
ば
、

嬉
し
く
思
い
ま
す
。
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