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不
二
と
い
う
こ
と 

住
職 

 
 

松 

倉 

太 

鋭 
 

禅
の
修
行
は
難
し
い
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
誤
解
が
あ

る
よ
う
で
す
。
禅
の
修
行
で
難
し
い
の
は
、
長
い
時
間
膝
を
組
ん
で
座
り
、
坐
禅
の
姿
勢
を
保

つ
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
難
し
い
の
は

心
を
混
じ
り
け
の
な
い
も
の
に
し
て
お
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
心
を
維
持
す
る
こ
と
が
中
々
大

変
な
の
で
す
。 

そ
し
て
一
番
大
事
な
こ
と
は
「
二
つ
」
に
見
え
る
け
れ
ど
「
一
つ
」
に
見
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
身
近
な
例
で
譬
え
ま
す
と
私
た
ち
の
「
身
体
」
と
「
心
」
が
二
つ
で
あ
る
と
考
え
る
の
は

間
違
い
で
す
。
私
た
ち
の
「
身
体
」
と
「
心
」
は
二
つ
で
あ
り
な
が
ら
一
つ
な
の
で
す
。
そ
の

こ
と
を
不
二
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。 

一
つ
の
も
の
を
二
つ
に
捉
え
る
経
験
は
赤
ち
ゃ
ん
の
時
代
に
学
び
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
は
生
ま

れ
た
時
は
何
も
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
”
生
物
の
奇
跡
と
い
う
べ
き
母
性
“
を
与
え
ら
れ
た
母
親

が
一
生
懸
命
か
わ
い
が
っ
て
育
て
て
く
れ
ま
す
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
は
そ
の
と
き

“
零
”
と
い
う
こ
と
を
先
天
的
に
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
十
六
ヶ
月
経
つ
と
“
一
”
を
覚
え

ま
す
。
一
を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
は
父
親
も
母
親
も
一
、
動
物
も
人
間
も
大
自
然
も
す
べ
て
一
、

赤
ち
ゃ
ん
は
一
の
世
界
を
十
六
ヶ
月
か
け
て
覚
え
る
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
三
十
二
ヶ
月
た
つ
と
“
二
”
を
覚
え
ま
す
。
こ
の
二
が
問
題
な
の
で
す
。
知
識
持

つ
た
り
、
自
我
が
芽
生
え
る
こ
と
は
生
物
と
し
て
大
事
な
こ
と
で
す
。
た
だ
そ
の
時
に
「
良
い
、

悪
い
」「
勝
ち
、
負
け
」「
損
と
、
得
」「
好
き
、
嫌
い
」
の
二
つ
に
も
の
を
分
け
る
こ
と
を
覚
え

ま
す
。
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
を
人
「
分
別
心
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
分
別
が
人
間
は
小

さ
い
時
か
ら
身
に
付
け
て
し
ま
い
、
こ
の
こ
と
が
、
苦
し
み
や
悩
み
と
い
う
も
の
に
つ
な
が
り

ま
す
。
と
く
に
「
好
き
、
嫌
い
」
と
い
う
感
情
だ
け
で
、
も
の
ご
と
を
判
断
す
る
こ
と
は
生
き

る
上
で
避
け
た
い
も
の
で
す
。 

分
別
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
よ
う
に
人
間
の
心
を
濁
ら
し
て
し
ま
う
。
坐
禅
は
そ
う
い
う
こ

と
を
や
め
、
零
に
い
た
し
ま
す
。
零
と
い
う
す
べ
て
を
越
え
た
世
界
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
す
。 

私
た
ち
が
合
掌
す
る
こ
と
も
、
本
質
は
二
つ
で
あ
っ
て
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
身
体

で
行
う
尊
い
行
な
の
で
す
。
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長
光
寺
の
歴
史 

 
創
建
当
時
の
梵
鐘
に
刻
ま
れ
た
銘
に
は
左
記
の
文
が

刻
ま
れ
た
よ
う
で
す
。 

創
基
文
禄 
占
地
武
陽 

山
称
玉
寶 

寺
号
長
光 

華
鯨
新
就 
篆
刻
含
章 

声
通
下
界 

響
徹
上
方 

祖
庭
良
範 

佛
国
金
楊 

一
人
発
信 

衆
檀
韱
力 

大
功
不
宰 

弘
願
如
玉 

億
万
年
後 

出
迹
窮
蒼 

維
時
元
禄
十
一
年
戌
寅
夷
則
如
意
日 

前
惣
持
当
寺
二
世
海
翁
寒
刹
和
尚 

 

(

意
味
を
簡
単
に
述
べ
る
と)  

 

「
お
寺
の
始
ま
り
は
文
禄
年
間
。
場
所
は
武
蔵
野
の

地
。
山
号
は
玉
寶
山
と
言
い
。
寺
の
名
前
は
長
光
寺
。

こ
の
度
鐘
を
新
し
く
鋳
込
み
。
茲
に
文
を
刻
む
。
鐘

の
声
は
下
界
に
通
じ
。
響
き
は
天
上
に
届
き
。
先
達

は
良
き
範
を
示
し
。
仏
教
の
教
え
が
益
々
広
が
り
。

一
人
の
信
心
は
。
多
く
の
檀
信
徒
の
懺
悔
の
力
と

な
り
。
そ
の
功
徳
は
い
つ
ま
で
も
途
絶
え
ず
。
広
き

願
は
玉
の
如
く
で
。
億
万
年
の
後
に
な
っ
て
も
。
そ

の
繁
栄
は
続
き
ま
す
よ
う
に
願
う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
れ
時
、
元
禄
十
一
年
七
月
吉
日
、
さ
き
の
總
持
寺(

大

本
山
に
一
夜
住
職
し
た)

長
光
寺
二
世
海
翁
寒
刹
和
尚

の
代
に
鋳
る
。
」 

と
い
っ
た
意
味
の
文
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
と
記
録

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
前
回
に
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

現
在
こ
の
梵
鐘
は
あ
り
ま
せ
ん
。
内
田
氏
の
篤
信
で
堂

内
の
殿
鐘
は
新
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
き
な
梵
鐘
は
た

と
え
新
し
く
鋳
込
ん
で
も
、
都
市
の
騒
音
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
大
き
な
梵
鐘
の
音
声
の
響
き
は
、
心
が

落
ち
着
き
良
い
と
感
じ
ま
す
が
、
近
隣
の
住
民
の
方

に
は
騒
音
と
し
て
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
あ
る
都
市
に
行
く
と
教
会
の

鐘
の
音
が
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
こ
え
て
き
て
ま
い
り

ま
す
。
静
か
な
鐘
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
、
何
と
な
く

心
が
澄
ん
で
く
る
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て
、
そ
の
町

の
歴
史
の
奥
深
さ
が
感
じ
ら
れ
て
き
ま
す
。 

東
京
は
近
代
日
本
の
首
都
で
す
が
、
江
戸
三
百
年

の
歴
史
の
都
で
も
あ
り
ま
す
。
奈
良
や
京
都
に
は
梵

鐘
が
似
合
っ
て
東
京
は
ダ
メ
と
い
う
論
理
は
あ
り
ま

せ
ん
。
新
宿
と
い
う
街
に
も
本
当
は
静
か
に
鐘
の
音

を
聞
く
よ
う
な
ゆ
と
り
が
あ
っ
て
も
、
好
い
の
で
は

な
い
か
と
存
じ
ま
す
。 

 

い
ず
れ
「
し
あ
わ
せ
薬
師
」
の
御
堂
の
近
く
に
小
さ

な
も
の
で
「
し
あ
わ
せ
の
鐘
」
を
お
参
り
す
る
人
が
撞

け
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。
そ
の
時
に
は
忘
れ
ず

に
江
戸
時
代
に
刻
ん
で
あ
っ
た
銘
文
を
復
刻
し
た
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 

坂
東
観
音
巡
礼 

 

十
一
月
十
七
日
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
て
檀
信
徒
の
方
、

お
写
経
、
梅
花
講
の
方
、
総
勢
二
十
名
で
坂
東
観
音
札
所

巡
礼
を
行
い
ま
し
た
。
第
一
番
の
杉
本
寺
を
は
じ
め
鎌
倉

方
面
の
お
寺
を
お
参
り
致
し
ま
し
た
。
幸
い
お
天
気
に
も

恵
ま
れ
、
信
仰
深
い
皆
様
と
と
も
に
紅
葉
を
楽
し
み
な
が

ら
、
無
事
参
拝
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

 

「
妙
法
蓮
華
経
」
の
中
の
「
普
門
品
第
二
十
五
」
に
「
真

心
を
も
っ
て
一
心
に
観
音
の
御
名
を
称
え
れ
ば
、
そ
の
音

声
を
観
じ
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
わ
れ
わ
れ
の
苦
悩
を
救
い

た
も
う
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

観
音
様
の
広
大
無
辺
な
お
慈
悲
を
信
じ
て
一
心
に
念

じ
た
な
ら
ば
願
い
が
叶
う
ば
か
り
で
な
く
、
心
に
や
す
ら

ぎ
と
喜
び
が
湧
い
て
く
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

坂
東
は
関
東
一
円
、
と
て
も
広
範
囲
な
の
で
一
年
に
二

回
ず
つ
回
っ
て
も
満
願
す
る
に
は
四
年
か
か
り
ま
す
。
札

所
巡
礼
は
一
番
か
ら
順
番
に
回
ら
な
く
て
も
よ
い
そ
う

で
す
。
途
中
か
ら
で
も
是
非
、
観
音
様
と
の
ご
縁
を
深
め
、

仏
道
修
行
の
第
一
歩
と
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
ご
参
加
お

待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。 

 

次
回
は
来
年
の
春
頃
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

 

 

文政寺社書上 

一番札所 杉本寺にて 
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四 

国 

の 

旅 
 
 
 

松 

倉 

徳 

允 
 

峯
の
色 

 

谷
の
ひ
び
き
も 

 

み
な
な
が
ら 

 

 
 
 
 
 

わ
が
釈
迦
牟
尼
の 

 

声
と
姿
と 

  

梅
雨
が
明
け
き
れ
て
な
い
七
月
上
旬
に
、
私
は
東
京
を
出
て
四
国
へ
と
出
発
致
し
ま
し
た
。
今
年
つ
い
に
千
二
百
年
目
を

迎
え
た
四
国
遍
路
の
旅
を
す
る
為
で
ご
ざ
い
ま
す
。
四
国
遍
路
と
は
、
弘
法
大
師
空
海
様
が
四
国
の
地
で
生
ま
れ
、
修
行
し

た
八
十
八
カ
所
の
寺
院
を
巡
る
旅
の
こ
と
で
す
。
同
行
二
人
（
ど
う
ぎ
ょ
う
に
に
ん
）
と
呼
ば
れ
、
遍
路
の
際
に
持
つ
杖
を

弘
法
大
師
様
そ
の
も
の
と
見
立
て
、
旅
の
間
は
常
に
弘
法
大
師
様
と
一
緒
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

遍
路
中
は
、
現
代
の
便
利
さ
を
常
に
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
足
裏
の
痛
み
に
耐
え
、
日
中
に
足
が
棒
に
な
る
ま
で
歩
い
て

も
、
車
が
一
時
間
走
る
距
離
に
遠
く
及
び
ま
せ
ん
。
家
や
ホ
テ
ル
が
あ
れ
ば
心
配
す
る
こ
と
な
ど
な
に
一
つ
ご
ざ
い
ま
せ
ん

が
、
野
宿
だ
と
虫
や
蛇
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
寝
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
体
力
も
満
足
に
回
復
し
な
い
ま
ま
、
次
の
日
の
朝

を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
東
京
に
居
た
頃
は
、
普
段
利
用
し

て
い
た
も
の
が
当
た
り
前
過
ぎ
て
、
そ
の
便
利
さ
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
遍
路
生
活
や
、
永
平
寺
で
の
修

行
生
活
を
経
て
、
今
ま
で
の
自
分
の
生
活
は
ど
れ
ほ
ど
便
利
で
、

満
ち
足
り
て
い
た
の
か
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

人
間
は
た
と
え
満
ち
足
り
た
生
活
を
送
っ
て
い
て
も
、
多
く
の
方
は
そ
れ
が
当
た
り
前
過
ぎ
て
気
づ
く
こ
と
が
出
来
て
お
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
満
足
で
き
ず
に
、
次
か
ら
次
へ
と
求
め
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
あ
る

も
の
か
ら
、
さ
ら
に
余
計
な
も
の
を
求
め
る
か
ら
、
自
分
の
人
生
が
一
層
せ
わ
し
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
私
た
ち
は
今
こ
こ
に

あ
る
も
の
が
全
て
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
満
ち
足
り
て
お
り
ま
す
。
遍
路
の
旅
で
、
私
は
今
の
自
分
の
生
活
が
ど
れ
ほ
ど
満
ち
足
り

て
い
る
か
知
り
ま
し
た
。
便
利
な
も
の
で
溢
れ
る
東
京
に
住
ん
で
い
る
だ
け
で
は
、
き
っ
と
気
づ
く
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

人
と
の
関
係
や
社
会
の
し
が
ら
み
を
全
て
脱
ぎ
去
っ
て
、
身
一
つ
で
弘
法
大
師
様
と
長
い
二
人
旅
を
し
て
、
よ
う
や
く
気
づ
く
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。 

冒
頭
で
詠
っ
た
歌
は
、
道
元
禅
師
様
が
「
渓
声
山
色
」
の
巻
で
詠
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
峯
の
色
や
谷
川
の
響
き
も
、
す
べ

て
が
お
釈
迦
様
の
声
や
姿
の
体
現
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
道
元
禅
師
様
が
悠
然
と
佇
む
自
然
を
見
て
、
感
じ
た
こ
と
を
こ
の
歌

に
込
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
も
遍
路
の
旅
の
中
で
、
東
京
で
は
見
ら
れ
な
い
多
く
の
自
然
を
見
て
回
り
、
そ
の
中
に
あ
る
お
釈
迦
様
の

教
え
を
心
静
か
に
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
今
の
生
活
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
、
大
切
な
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
。 

道
元
禅
師
様
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
際
に
説
い
た
「
八
大
人
覚
」
の
「
知
足
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
足
り
て
い
る
こ
と

を
知
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
遍
路
の
後
、
今
は
日
常
の
一
つ
一
つ
が
大
変
あ
り
が
た
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
は
日
常
の
そ

ん
な
些
細
な
こ
と
に
気
づ
く
だ
け
で
、
き
っ
と
誰
も
が
少
し
だ
け
幸
せ
に
な
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
頂
い
た

道
元
禅
師
様
や
弘
法
大
師
様
、
他
に
も
遍
路
の
旅
で
温
情
を
頂
い
た
多
く
の
方
々
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

八十八番札所手前で配布される任命書 

四国遍路で使用した杖と傘 

地図提供 CraftMAP 様 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.craftmap.box-i.net%2F&ei=x-eLVMLqFsewmAXGzYKoBA&usg=AFQjCNHShwyAqREO8AAbHHDDUADAfSXQwQ&bvm=bv.81828268,d.dGY
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施
食
会
の
お
知
ら
せ 

 

本
年
度
も
ま
た
五
月
二
十
三
日
に
施
食
会
を
行
い
ま
す
。
い
つ

も
は
平
日
の
た
め
に
来
ら
れ
な
い
方
も
お
り
ま
す
が
、
今
年
は
幸

い
に
も
日
に
恵
ま
れ
、
土
曜
日
と
な
り
ま
し
た
。
普
段
出
ら
れ
な

い
方
も
是
非
ご
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

初
詣
は
長
光
寺
へ 

  

お
正
月
は
長
光
寺
の
御
本
尊
様
と
、
ご
先
祖
様
の
お
参
り
を
す

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
檀
家
の
皆
様
の
お
話
を
伺
っ
て
い

ま
す
と
、
お
正
月
は
お
墓
参
り
を
し
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い

る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
様
で
す
が
、
新
年
だ
か
ら
こ
そ
、
ご
先
祖

様
に
報
恩
の
お
参
り
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
な
事
と
存

じ
ま
す
。 

 

長
光
寺
で
は
元
旦
か
ら
皆
様
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。
お
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
方
に
は
、
新
年
の
祈
祷
を
し
た

お
札
を
差
し
上
げ
ま
す
。 

          

  

長
光
寺
の
年
間
行
事
（平
成
二
十
七
年
） 

  

一
月
一
日
～
三
日 

 

大
般
若
祈
祷 

 

二
月
十
五
日 

 
 
 

涅
槃
会 

 

三
月 

 
 
 
 
 
 

春
の
彼
岸
会 

 

四
月
六
日 
 
 
 
 

花
ま
つ
り 

 

十
三
日 

 
 
 

坂
東
観
音
巡
礼 

 

五
月
二
十
三
日 

 
 

施
食
会 

 

七
月 

 
 
 
 
 
 

盂
蘭
盆
会 

 

九
月 

 
 
 
 
 
 

秋
の
彼
岸
会 

 
十
二
月
一
日
～
八
日 

臘
八
摂
心 

  
 

八
日 

 
 
 
 

成
道
会 

 

そ
の
他
月
行
事
と
し
て
第
一
、
第
三
土
曜
日
に
経
験
者
様

向
け
坐
禅
会
。
第
二
、
第
四
土
曜
日
に
初
心
者
様
向
け
の
坐

禅
会
を
、
ど
ち
ら
も
十
四
時
か
ら
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た

梅
花
講
、
写
経
会
を
第
二
、
第
四
月
曜
日
（
変
更
あ
り
）
に

行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。 

年
間
行
事
、
月
行
事
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
是

非
体
験
し
て
み
て
下
さ
い
。 

編
集
後
記 

 

◆
下
り
て
か
ら
の
一
年 

 

昨
年
の
十
月
に
永
平
寺
を
下
り
て
か
ら
、
す
で
に

一
年
が
過
ぎ
去
り
ま
し
た
。
三
年
近
く
山
の
中
に
籠

っ
て
い
た
の
で
、
帰
っ
て
き
た
当
初
は
新
宿
の
目
ま

ぐ
る
し
さ
に
中
々
馴
染
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
こ
の
一
年
で
す
っ
か
り
都
会
の
喧
騒
に
慣

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

永
平
寺
で
学
ん
だ
知
識
や
心
得
は
、
長
光
寺
へ
戻

っ
た
後
も
様
々
な
形
で
活
き
て
い
ま
す
。
大
学
だ
け

で
は
仏
教
の
深
さ
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
と
実

感
で
き
る
一
年
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
輩
方
が
よ
く

「
山
を
下
り
て
か
ら
が
本
番
」
だ
と
言
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
身
を
も
っ
て
実
感
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
修
行
で
学
ん
だ
こ
と
を
、
坐
禅
会
や
法
要
な
ど

を
通
じ
て
、
皆
様
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
大
変

嬉
し
く
思
い
ま
す
。 

新
し
い
年
が
始
ま
り
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
皆
様
来
年

も
ま
た
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fblog.goo.ne.jp%2Fheisui%2Fe%2F6eb11b2fcbbd9c7d6fb0f8f538965ab5&ei=s3B-VLm5JYXAmwX16YCgDA&usg=AFQjCNH2feMEkL26QGTMG8Rm1j2-ItfxLA&bvm=bv.80642063,d.dGY
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fblog.goo.ne.jp%2Fheisui%2Fe%2F6eb11b2fcbbd9c7d6fb0f8f538965ab5&ei=s3B-VLm5JYXAmwX16YCgDA&usg=AFQjCNH2feMEkL26QGTMG8Rm1j2-ItfxLA&bvm=bv.80642063,d.dGY

