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最
近
の
若
い
人
や
学
生
を
見
て
い
ま
す
と
、

ど
う
も
、
住
職
に
な
る
為
に
形
だ
け
僧
堂
に
行

く
人
が
増
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ

れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
、
本
当
に
僧
侶
と

し
て
の
自
覚
を
持
た
せ
る
為
に
、
老
大
師
は
ど

の
よ
う
に
御
指
導
な
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

私
は
、
僧
堂
の
師

家
と
短
大
の
学
長
を

兼
ね

た

特
殊
な
立
場
に
あ

り
ま
す
か
ら
、

僧
堂

の
立

場

だ
け
を
主
張
し
て

い
る
訳
に
は
参

ら
な
い
こ

と
が
多
く
あ
り
ま
す

。

と
思

い
ま
す
。

そ

こ
で
目
下

の
と
こ

ろ
、
短
大

側
の
協
力
を

得
て
、
雲
水
に
も

、
法
儀
・
書
道

・
茶

華
道
な

ど
学
生
と
一
緒
に
出

来
る
も
の
は

、
大

接
心
中

や
托
鉢
日
を
除

い
て

、
僧
堂
の
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
許

さ
れ
る
限
り

学
校
に
も
出
席
出

来
る
よ
う

に
し
て

い
ま
す
。
雲

水
で
す
か
ら

授
業
料
を
と

ら
ず
学
生
と
同
席
し

て
聴
講
で

き
、
資
格
が
取

れ
る
訳
で
す
。

例
え
ば
、
書
道
な

ど
僧
侶
と
し

て
必
要
な
こ
と
の

基
本
や
、
住
職

と
し
て
実
際

に
日
常
使
う
文
字

、
（
菓
儀
と

か
○
○
九

拝
）

を
習
う
こ
と

が
出

来
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

三

年
僧
堂
で
頑
張

れ
ば
少
な
く

と
も
、
そ
う
し

た
こ
と
も
身
に

つ
き
役
に
立

つ
よ
う
に
し
た

い

も
の
と
考
え
て

い
ま
す
。

－

現
在
、
一
般
の

人
の
方

が
求

め
る
点

で

真
剣
で
あ
り
、

私
達
の
方

が
弱

い
と
い
う
面

が

あ

る
と
思

い
ま
す
。。
そ

の
差
を
何
と
か
縮
め
て

い
く
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
と
思
う
の
で
す

が
。

そ
う
な
ん
で
す
。
繋
が
っ
て

い
く
も
の

が
無

い
か
ら
、
励
み
に
な
る
こ
と
を
一

つ
で

も
多
く

ノ

ド

匐

驤

≫
i

 
< 
>

身
に
つ
け
、
そ
れ
が
役
立
つ
ん

だ
と
、
こ
れ
か

ら
の
若
い
人
に
は
こ
ち
ら
か

ら
励
み
を
つ
け
て

あ
げ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。

正

眼
寺
で
は
毎
年
、
雲
水
と

学
生
が
主
体
と

な
り
、
少
年
を
対
象

と
し
た

林
間
学
校
、
一
般

社
会
人
を
対
象

と
し

た
夏

期
講
座
、
そ
の
他

、

制
間
を
利
用
し
た
、
各
種
の
研

修
会
が
何
れ
も

好
評
で
あ
り
、
そ
う
し
た
行

事
を
通
し
て
身
に

つ
け
る
も
の

が
大

き
い
と
思

わ
れ
ま
す
。

－

私
達
青
年
僧
は
次
の
世
代
の
為
に
、
ど
の

よ

う
な
心
掛
け
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。

今
の
雲
水
を
見
て
思

う
の
で

す
が
、
衣
に
誇

り
を
持

つ
と

い
う
こ

と
で
す
。
親
が
衣
に
誇
り

を
持
て

ば
、

き
っ
と
子

供
が
そ
の
誇
り
を
受

け

継

ぎ
、
ま
た
そ
め

誇
り
を
持
つ
よ
う
に
な

る
。

こ
れ

が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。
親
に
衣
の
誇

り

が
無

い
と
、

せ
っ
か
く
短
大

ま
で
来
て

も
、
も

う
一

つ
子
供

が
衣

を
着
た
が
ら
な

い
。
誇

り
を

捨
て
て
し
ま

う
。
こ
ち
ら
に
も
責

任
が
あ

る
の

で

す
が
、
そ

れ
以
上
に
親
に
衣
を
着
る
誇
り

が

無

い
と
駄
目
で
す
ね
。
そ
の
意
味
で
、
親

と
し

て
衣
を
着
た
か
ら
に
は
衣
に
誇
り
を
持

っ
て
ほ

し

い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
子
供

は
何

も
言

わ

な
く
て
も
衣
を
着
ま
す
。
広

い
意

味
で

の
お
坊

さ
ん
で
あ

る
と
い
う
自
覚
で

す
。
こ
れ

が
大
事

で
す
ね
。

「
坊
主
は
つ
ま
ら
ん
、
つ
ま
ら
ん

」

と

親
が
い
う
と
、
子
供
は
、「
親

が
つ
ま
ら

ん
も

ん
に
な
ん
で
な
る
ん
か

」
と

い
う
事

に
な
る
の

で
す
。

１

そ
う

い
う
人
に
限

っ
て

後
住
で
な
や

む
。

や

は
り
日

常
底
が
大
事
な
の
で
は
な

い
で
し

ょ

う
か
。

開
山

様
の
遺
誡
に
、
「
請
う
、
そ
の

本
を
務

め
よ
葉

を
つ
み
枝
を
尋
ね
る
こ
と
な
く

ん
ば
よ

し

」
と
あ
り
ま
す
が
、
私
達
は
お
互

い
に
や
は

り
そ
の
意

味
で
も
、
常
に
自
分
達
の
足
下

だ
け

で

も
正
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で

す
。

－

開
山

様
が
、
自
分

も
一
緒
に
畑
を

耕
し

た

そ
の
心
が
、
今
、
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私

達
僧
侶
だ
け
で
な
く

、
現
代

人
は
あ
ま
り

に
も
目
先
き
の
こ
と
が
忙
し
く

て
、
そ
れ
ぞ
れ

自
分
の
足
下

を
耕
す
と
い
う
こ
と
を
忘
れ

が
ち

で

す

。
即
ち

、
僧
堂
に
於
け
る
陰
徳
を
積
む
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
と
思
う
の
で

す
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
伊
深
の
開
山
様
、

関
山
国
師
の
生
き
様
は
や
は
り
素
晴
ら
し

い
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
心
が
本
当

に
現
代

の
社
会
に
も
当
て
嵌

ま
る
こ

と
と
思
う
の
で

す
。

－

そ
の
時
々
、
場
所

く

で
、
そ
れ
ぞ
れ
相

手
が
求
め
る
も
の
に
な
っ
て
開
山
様
は
お
仕
事

を
な
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

そ
う
自
分
を
棄
て

き
っ
て
、
お
百
姓

さ
ん

と

共
に
生

き
て
お

ら
れ
た
。
正
眼
寺
で
は
、
「
今

在
ま
す

が
如

く
」

開
山

様
の
心
を
心
と
し
て

お

動
め
し
、
修
行
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
僧
堂
で
修
行
さ
れ
た
方
々
の
中

に
は
、

住

職
と
し
て
地
域
社
会
の
中
に
出
て
も
尚
、
そ

の

心
を
忘
れ
ず
、
隠
れ
た
徳
を
積
ん
で
お
ら
れ

る
方
が
、
沢
山
お
ら

れ
ま
す
よ
。

－

有
難
う
御
座
居
ま
し
た
。
最
後
に
老
大
師

の
お
好
き
な
お
言
葉
を
お
願

い
い
た
し

ま
す
。

逸
外
先
師

が
よ
く

い
わ
れ
た
、
「
窮
す
れ

ば

変
じ
、
変
ず

れ
ば
通
ず
」
で
す
。
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