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事

＊
中
国
訪
門
特
集

＊
喝

記

＊

な主

鈴
木
正
因

老
大

師

子
供

授
戒

大

雄
寺

＊
荒
廃

無
檀

家
の
寺
に

家
族
と
入

っ
て
、

玉

台
寺

一

世

間
の
若

い
人

た
ち

は
、
無

宗

教
だ

と
か

、
人
間

の
尊

厳
、

心
の
大

切

さ
を

自
覚
し

て

い
な

い
な
ど

と
言

い
ま

す
が

、

お
寺
の

若

い
人
の

育
ち

も
良
す

ぎ

る
。

お
坊

ち
ゃ

ん
で

す
よ

。
違

い
ま

す
か

。

そ

れ

ぞ
れ
に

階
級

の
つ

い
た

寺
の
住

職

、
副

住
職

に
な

る
と

、
そ
こ

で

も
う

、

あ

そ
こ

は
別

格
地

だ
と

か
、
三

等

地
だ

と

か
、
社

会

的
な
階

級
が
付

く

。
無
階

級

を

叫

ぶ
に
も

、
す
で

に

難
し

い
状

態
に

な
っ
て

い
る
。
ま

っ
た

く
窮
屈

な

組
織

で
す
。

会
合
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
長
老
が

居
る
と
、
言
い
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
も

黙
っ
て
る
。
普
段
か
ら
肉
山
の
和
尚
の

寺
へ

役
僧
に
頼
ま
れ
て
行
っ
て
る
と
、

片
方
は

い
つ
も
頭
を
下
げ
る
、
型
が
自

然
に
で
き
て
る
。
長
い
も
の
に
は
巻
か

れ
ろ
主
義
的
な
要
素
が
一
番
強
い
。

人
間
の
絶
対
平
等
を
説
い
て
も
、
自

分
た
ち
が
や
っ
て
な
け
れ
ば
、
人
は
つ

い
て
来
ま
せ
ん
よ
。

案
外
ル
ー
ル
を
知
ら
な
い
の
が
、
坊

さ
ん
じ
や
あ
な
い
か
な
。

自

ら

が

手
本

で

後

継

者

を

育
め

我
が
子
を
後
継
者
に
育
て
よ
う
と
苦

心
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
家
族
が

一
緒
の
寺
の
生
活
で
は
難
し
い
。

お
医

者
さ
ん
で
も
自
分
の
子
の
診
断

は
、
難
し

い
と
言
い
ま
す
。

小

さ
い
子
に
は
、
言
葉
で
教
え
る
よ

り
、
一
つ
一
つ
や
っ
て
見
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

私
は
、
小
さ
い
時
か
ら
坐
禅
し
ろ
、

参
禅
し
ろ
と
い
つ
も
言
わ
れ
て
き
た
。

そ
う
い
う
環
境
の
中
で
育
っ
て
き
た
。

朝
二
時
頃

起
き
て
、
峠
を
越
し
て
十

分
ぐ
ら
い
の
所
に
参
禅
に
行
く
の
で
す

が
、
楞
厳
咒
の
朗
々
と
し
た
声
が
、
谷

底
か
ら
響
く
よ
う
な
感
じ
で
聞
え
で
く

る
。
引
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
感
じ

で
し
た
。
師
匠
は
、
囗
を
開
け
ば
坐
ら

に
ゃ
あ
な
ら
ん
、
坐
ら
に

や
あ
駄
目
だ

と

言

い
ま
し

た
ね

。
そ

れ
に
対

し
て

、

何

の
抵

抗
も

感
じ

な
か

っ
た
。

経

済
的

に
は
、

何
の

保
証

も
な

い
寺
で

す

。

米

が
無
く

な
り

や
米

の
く

れ
そ

う
な

所

に

托
鉢

に
行
く

、

縉
っ
て

く
る

と
喚

鐘
打

つ
。

朝
は
一

緒

に
朝

課
よ
む

、
茶

礼

を

す
る

。
毎
日

が
接
心
で

し
た

。

大

勢
集

め
て

教
育

す
る

の
で

な
く

、

一
人

だ
け
後

継

者
を

作
ろ

う
と
力

説
し

、

実
践

さ

れ
左
方
で

し

た
。

坐
る
こ

と
の

大
切

さ
を

身

体
で

感

じ
、
共

に

坐
り
共

自
己
を

生
か
し
き
る

静
岡
　
臨
済
僧
堂
師
家

鈴

木

正

因

老

師

に
托

鉢
し

、
子

弟
に

隙
を
与
え

な

い
師

匠

と

夢
中
で

過

せ
た
事

が
幸

い
で
し
た

。

小

さ
い
時

誇
り
を

持

っ
て
何

か
を

す

る
と

い
う
こ

と
も

重
要
で

す
。

今
の

ボ

ー
イ

ス

カ
ウ

ト
の
よ

う
に

、

ユ

ニ
フ

ォ

ー
ム
に

誇
り
を

持

っ
て
、

す

る
事

に
喜
び

を
感

じ
る

こ
と

が
大
切

で

し

ょ
う

。

統
一
し

た

バ

。
チ

を
付

け
て

や
る

と
か

。

型

か
ら
入

る
と

い
っ
た

っ
て

、

い
き

な

り
僧

堂
へ

行

っ
て
法

衣
を

着
る
と

い

う
こ
と

で
な

く

、
段

階

的

に
小

さ
い
子

た
ち

が
信

じ
る

も
の

、
こ

れ
か
ら

親
父

の
跡

を
と

っ
て

行
く

ん
だ

と

い
う
自
覚

を
持

た
せ
て

や

る
こ

と
が
大

切
で

し

よ

生
れ

た
時

か
ら
洗

脳
教

育
と

い
う

か
、

野

球
で

い
え

ば
、

ベ
ン
チ

に
入

れ

な

い

よ

う

な
下

積

み
の

者
で

、
黙

々
と

や
っ

て

る

姿
の
方

が
力

強

く
、
コ

。
コ

。
相

続
し
て

い
く
こ

と
の

価
値
を

喜
び

合
う

良

い
ム

ー
ド
を

作

っ
て

や

る
こ

と
こ
そ

大
切

で

す
。

親

の

ご

都

合

主

義

を

見

抜

け

各

寺
で

子

供
坐
禅
会

を

や
る

。
子

供

た
ち

が

坐
る

こ
と
を

覚
え

る
。

自
分

の

家
で

坐
ろ

う

と
し
て

も

家
が

坐
る
環

境

に
な

い
。
悲

し

い
け
ど

現
実
だ

ね
。

坐
禅

す

る
こ
と

に
重

き
を
置

い
て

な

い
。
行

儀
悪

い
か
ら
、

言
う

こ
と
聞

か

な

い
か
ら

坐
ら
せ

て
く

れ
と

か
、

親
の

ご
都
合

主

義
で

寺
に
来

る
。

あ

る
人

に
任

せ
て

お
け

ば
良

い
と

い

う
流

れ

が
強

い
ね
。

目

的

を

明

確

に
示

せ

坐
禅
を
し
な
さ
い
と
言
っ
て
、
理
屈

な
し
に
入
れ
る
人
は
良

い
け
ど
、
入
っ

て
来
な
い
。
理
屈
が
わ
か
っ
た
頃
は
、

も
う
坐
ら
な
い
。
ど
こ
の
寺
で
も
初
心

者
が
、
坐
り
方
だ
け
覚
え
る
と
来
な
く

な
っ
ち
や
う
。
あ
ま
り
簡
単
す
ぎ
る
の

か
、
そ
の
相
続
が
で
き
な
い
。

禅
と
は
何
か
と
い
う
事
を
、
一
応
学
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一

術

書
な

ど
を
見

ち

や
っ
た
人

は

、
坐
ら

な

い

人
が
多

い
。

誰

に
も

わ
か
る
統

一

さ
れ
た

も
の

が

必
要

な
ん
だ

。

ス

リ
ラ

ン
カ
の

人
な

ど
、
　「

あ

な
た
、

釈
迦

牟
尼

を
信

じ
ま
す

か
」

、
と
言

う

け

ど
、
日

本
で

そ
う

い
う
質

問
を

受
け

た
事

は

な

い
。
大

乗
を

説
く

な
ら

、
大

慈

悲
を

説
く

な
ら
、
「

ブ

ッ
ダ
を

信

じ

ま

す
か
」

、
と

い
う
言

葉
が
出

て

も

い

い
と
思
う

。
信

じ
な
け

れ
ば

い
け

な

い
。

信

じ

さ
せ
な
け

れ
ば

い
け
な

い
。

病
院

な

ど
で

の
靴

の
脱

ぎ
方
、

食
堂

で

の
食

事
の

態
度
は

、
情
け

な
く

な

る

程
乱

れ
て

い
る
。
人

々
は

、
そ

れ
が
大

切

な
事

と
気
付

い
て

い
な

い
し

、
全

々

神
経
使

わ

な
い
。

年
寄

り
だ

け

が
、

と
言

う
け

ど
、

手

を

合
せ

る

、
掃
除
を

す

る
こ
と

の
価

値

に
目
覚

め

る
の
は
、

普

通
の
人

は
、

そ

の
頃

に
な

ら
な

い
と

、
で

き
な

い
の

じ

や
あ

な

い
だ
ろ
う
か

。

寺

に
押
し

込
め
ら

れ
て

声

が
届
か

な

い
も

ど
か

し
さ
は
あ

る

が
、
こ

の
風

潮

を

改
め

て
行

く

務
め
が

我
々

に
あ

る
。

そ

う
か

と

い
っ
て

禅
宗

の
場

合

、
坐

禅
す

る
以
外

に

は
無

い
で

す
よ

。

懺
悔

、

相
続

を
年
中

絶

や
さ
な

い
為

に
も

、
坐

る

ご
と
し

か
な

い
で

す

よ
。

時

流

の

変

化

を

見

誤

ま

る

な

私
も

若

い
頃

は
、

”
概
成

宗
教

は
、

何

を
し

と
る

か
”
と
叫

ん

だ
方
で

し
た

。

そ

れ

が
変

っ
て

き
ま

す
よ

。

法
要
だ
と
か
、
葬
式
だ
と
か
を
馬
鹿

に
す
る
人
も
居
る
け
ど
、
そ
れ
は
違
う
。

四
十
、
五
十
に
な
っ
て
、
自
分
か
そ
の

立
場
に
な

っ
て
も
出
来
る
こ
と
じ
や
あ

な
い
で
す
。
儀
式
一
つ
で
も
尊
い
も
の

で
す
。

拝
を
す
る
こ
と
で
す
ら
で
き
な
い
。

馬
鹿
に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ず
い
分

自
己

流
の
い
い
加
減
な
こ
と
を
や
っ
て

る
。修

行
時
代
で

も
、
こ
ん
な
主
観
的
な

事
や
っ
て
い
て
良
い
も
の
か
と
、
煩
悶

は
随
分
あ
っ
た
。
や
め
よ
う
と
思
う
が
、

あ
っ
誰
か
居
る
、
自
分
一
人
じ
や
あ
な

い
、
一
緒
に
頑
張
っ
て
い
る
人
が
居
る

こ
と
が
、
自
分
と
の
闘
い
の
励
み
に
も

な
っ
た
。

和
尚
へ
の
尊
敬
が
薄
ら
い
だ
中
で
の

布
教
が
、
難
し

い
と
い
い
ま
す
が
、
昭

和
二
十
年
頃
は
、
「
な
ん
で
坐
禅
な
ん

か
」
、
な
ん
て
笑
っ
た
で
す
よ
。
坊
さ

ん
仲
間
で
す
よ
。
軽
蔑
の
眼
で
す
よ
。

お
葬
式
今
月
い
く
つ
あ
り
ま
し
た
か
、

お
宅
檀
家
何
軒
あ
り
ま
す
か
、
と
い
う

物
差
し
で
価
値
感
決
め
て
い
く
。

肉

山
の
和
尚
た
ち
で
す
。

小
さ
な
小
僧
で
し
た
が
、
何
糞
覚
え

て
い
や
が
れ
、
何
だ
こ
の
坊
主
は
、
と

お
茶
出
し
な
が
ら
思

っ
て
い
ま
し
た
。

自
由
、
人
間
の
尊
厳
な
ど
、
つ
い
数

十
年
前
迄
は
、
囗
に
出
せ
な
か
っ
た
。

そ
の
点
す
ご
い
時
代
で
し
た
よ
。

我
々
は
、
徒
弟
制
度
の
時
代
、
今
は

そ
の
囲
み
を
外
さ
れ
た
時
代
で
す
ね
。

一

大
き
な
変
化
の
時
代
の
流
れ
の
中
を

生
き
て
き
て
、
僧
侶
が
、
現
実
を
し
っ

か
り
観
て
、
求
め
に
応
じ
ら
れ
る
心
構

え
を
し
て
い
る
必
要
を
感
じ
ま
す
。

自
己

を

生

か
し

き

る

こ
れ
か
ら
は
、
禅
が
重
要
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
何
も
自
分
の
実
力
以
上
の

こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る
必
要
は
な
い
。

そ
の
人
な
り
に
務
め
て
行
く
こ
と
が

良
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
も
、
自

分
自
身
を
投
げ
出
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

お
互

い
に
自
信
を
持
っ
て
、
信
じ
て

行
じ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
尊
い
姿
だ
と
思

い
ま
す
。

僧
堂
だ
っ
て
、
生
活
し
て
い
る
こ
と

自
体
が
修
行
で
あ
っ
て
、
教
化
し
て
い

る
姿
で
す
。

真
理
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
表
す
言

葉
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
無
い
。

擅
家
何
百
軒
だ
ろ
う
と
何
十
軒
だ
ろ

う
と
、
自
分
の
で
き
る
範
囲
内
で
や
る

と
い
う
事
が
、
一
番
大
切
で
す
。

看
板
挙
げ
る
と
、
そ
の
看
板
が
気
に

な
っ
て
、
重
荷
に
な
っ
て
動
き
が
鈍
く

な
る
。
坐
禅
会
一
つ
で
も
、
自
分
の
ペ

ー
ス
で
気
楽
に
や
る
方
が
良
い
。
都
合

の
良
い
時
お
坐
り
な
さ
い
と
い
っ
た
方

が
良
い
。
力
み
が
入
っ
た
り
、
改
ま
っ

ち
や
う
と
、

お
膳
立
て
が
大
変
で
、
そ

れ
に
振
り
回

さ
れ
ち
や
う
。

何
人
来
よ
う
と
そ
ん
な
事
、
第
二
第

三
の
問
題
で
す
よ
。
縁
の
あ
る
人
が
、

二

、
三

人
で

も
共

に
行

じ
て

ゆ
け

ば
、

そ

れ
が

又
天
下

に

轟

い
て

く
る
。

そ
し

て

、
乂

人
が

訪
ね

て

く
る

。
来

な
く
て

も

良

い
ん
で

す

。
こ

の
寺

の
本

堂
は
閧

い
て

い
る
ん

だ

、
お
和

尚

さ
ん

は
坐

っ

て

る
ん

だ
。

檀

家
の

人
は

、
来

な
く
て

も
見
て

ま
す

よ

。
寺

は
、

そ
う

ゆ
う

縁

の
あ

る
場
所

で

す
。

そ

の
和

尚
な

り

に
、

一
つ
の

特
徴

を

持

っ
て

、

毎
日

版
を

一
回

打

つ
と

か
、

あ

る

い
は

、
昏

鐘
を

必
ず

打

つ
と

か
、

一

つ
の
事

を

相
続

す

る
と

い
う

こ

と
が

良

い
。

何
も
八

方
美

人

に
な

る
こ

と
な

い
で

し

ょ
う

。

看
板
出

さ
な

い
で

、

そ

れ
な
り

に
務

め

て

い
る
人

は
尊

い
。

本
当

の
こ

と
を

、

本

当
に

や

っ
て

い
る

人
と

い
え
ま

し

ょ

う
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
文

責

編
集

）

臨済宗御法衣調進所

亠嶝八郎法,毳豸店
臨済宗法衣佛具

浅 法 ．衣湯
唇460 名古屋市中区大須三丁目39-31

電　　話<052>2  4 1-18
夜間日曜<052>8  5 1-17

京都市上京区千本通出水上ル 電話･075)463-2377番〒602


	page1
	page2

