
語
句
を
そ
の
ま
ま
解
釈
す
れ
ば
、
善
悪
の
報
い
は
三

通
り
の
現
れ
か
た
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

善
悪
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
全
て
の
行
為
の
結
果

の
現
れ
方
と
受
け
止
め
て
も
同
様
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

一
つ
に
は
、
い
ま
行
っ
た
こ
と
が
即
座
に
結
果
が
現

れ
る
、
二
つ
に
は
、
い
ま
行
っ
た
こ
と
が
数
時
間
・
数

日
・
数
年
後
と
時
間
の
経
過
を
要
す
る
結
果
が
あ
る
、

三
つ
に
は
、
自
分
の
死
後
何
世
代
も
後
に
な
っ
て
結
果

が
現
れ
る
と
い
う
因
果
関
係
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。

よ
く
テ
レ
ビ
な
ど
で
先
祖
の
た
た
り
が
災
い
し
て
い

る
な
ど
と
、
脅
迫
的
な
因
縁
話
を
し
て
い
る
場
面
を
見

た
り
、
聴
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
。
こ
こ
に

言
わ
れ
る
因
果
歴
然
と
か
、
業
報
と
い
う
こ
と
は
テ
レ

ビ
な
ど
で
脅
迫
感
を
あ
お
る
よ
う
な
因
縁
話
と
は
本
質

的
に
異
な
る
、
因
果
の
道
理
を
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を

理
解
し
て
頂
か
な
く
て
は
誤
解
を
招
き
ま
す
。

こ
の
三
時
の
業
報
の
教
え
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
捉
え

方
が
あ
り
ま
す
。
一
日
の
内
に
も
、
朝
つ
ま
ず
い
て
打

ち
身
を
し
た
、
痛
い
、
あ
ざ
が
出
来
た
、
数
時
間
後
に

腫
れ
て
き
て
歩
行
が
苦
し
く
な
っ
た
、
夜
床
に
入
っ
て

忘
れ
て
い
た
打
ち
所
が
痛
み
出
し
て
寝
ら
れ
な
い
と
い

う
結
果
を
招
い
て
、あ
の
時
の
一
寸
と
し
た
不
注
意
が
、

な
ど
と
後
悔
し
て
も
取
り
返
し
は
つ
か
な
い
と
言
う
こ

と
も
。
一
月

ひ
と
つ
き

の
内
に
も
一
年
の
内
に
も
、
一
生
の
内
に

も
因
果
の
報
い
は
、
偽

い
つ
わ
り
よ
う
の
な
い
事
実
と
し
て
あ

る
の
で
す
。
人
間
の
道
を
諦

あ
き
ら

め
て
生
き
る
こ
と
は
、
昔

か
ら
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
三
時
の
業
報
の
道
理
を

「
な
ら
い
あ
き
ら
め
て
」
人
間
の
有
り
様
を
学
ぶ
用
心

を
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
し
か
あ
ら
ざ
れ
ば
　
多
く
錯

あ
や
ま

り
て
邪
見

じ
ゃ
け
ん

に
堕お

つ

る
な
り
、
但た

だ

邪
見

じ
ゃ
け
ん

に
堕お

つ
る
の
み
に
非あ

ら

ず
、
悪
道

あ
く
ど
う

に
堕お

ち
て
長
時

ち
ょ
う
じ

の
苦く

を
う
く
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
人
間

の
死
ん
で
い
く
先
の
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
祖
先
よ
り
授
か
っ
た
こ
の
命
は
、
精
神
や
意
識

の
持
ち
方
に
よ
っ
て
善
と
も
悪
と
も
な
る
、
人
間
の
生

き
方
の
大
事
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
私
ご
と
で

恐
縮
で
す
が
、
息
子
が
こ
の
人
と
結
婚
し
た
い
と
言
っ

て
、
い
ま
二
児
の
母
と
な
っ
て
い
る
嫁
を
初
め
て
私
達

夫
婦
に
紹
介
し
た
と
き
に
、「
貴
女
は
食
べ
物
に
好
き

嫌
い
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
た
ら
、「
は
い
あ
り

ま
す
、
納
豆
が
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
答
え
て
く
れ
ま

し
た
。
私
は
「
そ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
、
納
豆
と
い
う
食

べ
物
は
日
本
の
食
文
化
を
代
表
す
る
物
で
あ
る
し
、
主

婦
が
食
に
対
す
る
偏
見
が
あ
る
と
一
家
の
健
康
を
損
な

う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
、
嫁
に
く
る
ま
で
に
食

べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
下
さ
い
」
と
言
っ
て
結
婚
を

受
け
入
れ
た
の
で
す
。

我
が
家
で
は
冷
蔵
庫
に
納
豆
が
無
い
と
い
う
日
は
無

い
と
い
う
く
ら
い
で
す
か
ら
、
嫁
も
大
変
だ
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
結
婚
し
て
間
も
な
く
ア
メ
リ
カ
へ
渡
り
四

〜
五
年
た
っ
た
頃
、
私
が
ア
メ
リ
カ
の
息
子
宅
を
訪
ね

た
と
き
、
嫁
が
「
お
父
さ
ん
私
い
ま
頃
納
豆
が
大
好
き

に
な
り
ま
し
た
」
と
言
っ
た
と
き
、
嫁
も
横
山
の
人
と

成
っ
た
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
し
、
そ
の
後
に
ア
メ
リ
カ

で
生
ま
れ
育
っ
た
孫
が
九
歳
に
な
っ
て
帰
國
し
た
翌
日

の
朝
食
に
、「
僕
は
何
を
食
べ
る
」
と
聞
き
ま
す
と
、

「
み
そ
汁
に
納
豆
ご
飯
」
と
言
っ
た
と
き
に
は
、
偏
食

を
戒
め
常
に
健
康
的
な
食
事
を
と
る
こ
と
を
家
訓
の
如

く
躾
て
く
れ
た
、
母
の
生
き
方
が
孫
に
伝
わ
っ
た
喜
び

を
感
じ
ま
し
た
。

一
方
で
私
の
父
方
の
祖
母
は
二
十
八
歳
で
五
人
の
子

供
を
抱
え
て
寡
婦
と
な
り
ま
し
た
。
子
育
て
を
始
め
お

寺
の
護
持
に
大
変
な
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
、

そ
の
為
か
師
範
学
校
の
教
師
か
ら
小
寺
の
住
職
の
妻
に

な
っ
た
母
と
は
折
り
合
い
が
悪
く
、
幼
か
っ
た
私
の
目

か
ら
見
て
も
厳
し
い
嫁
い
び
り
の
一
面
が
あ
っ
た
こ
と

を
見
て
い
ま
し
た
。

母
は
よ
く
辛
抱
し
て
七
人
の
子
育
て
を
し
、
い
び
ら

れ
な
が
ら
も
祖
母
か
ら
の
家
伝
を
守
っ
て
い
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
食
生
活

を
始
め
生
活
習
慣
を
通
し
て
、
祖
先
の
祈
り
や
子
孫
に

伝
え
よ
う
と
さ
れ
た
思
い
を
、
私
に
受
け
継
ぎ
、
子
孫

へ
と
伝
え
る
義
務
を
感
じ
ま
す
。
こ
れ
を
、
押
し
つ
け

で
は
な
く
自
然
に
伝
承
し
て
行
く
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
う
思
い
ま
す
と
私
の
生
き
方
は
、
嫁
や

孫
に
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
生
き
方
を
、
自
ら
に
問

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
心
が
け
て
お
り
ま
す
。

孫
に
祖
先
の
祈
り
や
思
い
を
伝
承
す
る
た
め
に
は
嫁

が
子
育
て
に
専
念
で
き
る
環
境
を
作
っ
て
あ
げ
る
こ
と

が
、
祖
父
母
の
立
場
の
私
や
妻
の
役
割
が
如
何
に
大
切

か
を
考
え
る
生
き
方
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
祖
先
と
私

と
息
子
や
孫
が
過
去
現
在
未
来
と
い
う
三
世
が
一
体
に

な
る
姿
を
思
い
ま
す
。

そ
の
今
（
現
世
）
の
己
の
生
き
方
が
問
わ
れ
、
こ
の

生
き
方
の
結
果
が
、
邪
見
に
堕
ち
悪
道
に
堕
ち
苦
し
み

も
す
る
し
。
己
の
生
き
方
に
目
覚
め
れ
ば
未
来
に
安
ら

ぎ
を
感
ず
る
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

因
果
関
係
を
科
学
的
に
実
証
す
る
事
は
出
来
ま
せ
ん

が
、
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
自
分
よ
が
り
に
な
り
が
ち

な
生
き
方
を
教
え
に
照
ら
し
、
教
え
を
信
じ
て
疑
わ
な

い
純
真
さ
が
大
事
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

住
職
　
横
山

正
賢

「
善
悪

ぜ
ん
あ
く

の
報ほ

う

に
三
時

さ

ん

じ

あ
り
、
一
者

ひ
と
つ
に
は

順
現
報
受

じ
ゅ
ん
げ
ん
ほ
う
じ
ゅ

、

二
者
順
次
生
受

ふ
た
つ
に
は
じ
ゅ
ん
じ
し
ょ
う
じ
ゅ

、
三
者

み
つ
に
は

順
後
次
受

じ
ゅ
ん
ご
じ
じ
ゅ

、
こ
れ
を
三
時
と
い
ふ
、

仏
祖

ぶ

っ

そ

の
道ど

う

を
修
習

し
ゅ
じ
ゅ
う

す
る
に
は
、
其そ

の

最
初

さ
い
し
ょ

よ
り
斯こ

の

三
時

さ

ん

じ

の

業
報

ご
っ
ぽ
う

の
理り

を
効な

ら

ひ
験あ

き

ら
む
る
な
り
、
爾し

か

あ
ら
ざ
れ
ば
多お

お

く
錯

あ
や
ま

り
て
邪
見

じ
ゃ
け
ん

に
墜お

つ
る
な
り
、
但た

だ

邪
見

じ
ゃ
け
ん

に
墜お

つ
る
の

み
に
非あ

ら

ず
、
悪
道

あ
く
ど
う

に
墜お

ち
て
長
時

ち
ょ
う
じ

の
苦く

を
受う

く
。」

修
証
義
　
第
五
節

善
悪
の
報
い
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今
年
は
暖
冬
が
続
い
て
い
ま
し
た
が
、
去
る
三

月
十
七
日
の
彼
岸
法
要
の
日
は
寒
の
戻
り
が
厳
し

い
一
日
で
し
た
。
そ
の
寒
さ
の
中
で
百
六
十
名
を

超
え
る
多
く
の
檀
信
徒
が
集
い
、
厳
粛
な
法
要
に

続
い
て
の
護
持
会
総
会
は
重
要
な
議
案
が
多
く
、

中
で
も
説
明
が
あ
り
ま
し
た
通
り
　
平
成
二
十
二

年(

西
暦
二
〇
一
〇
年)

五
月
七
日
か
ら
九
日
の
退

隠
・
晋
山
式
へ
向
け
て
の
諸
準
備
が
今
後
の
禅
昌

寺
の
最
も
重
要
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
は
予
想
以
上
に
早
く
少
子
高
齢
化
が
進
ん

で
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
お
寺
も
例
外
で
は
な
く

後
継
者
が
無
く
て
廃
寺
・
統
廃
合
さ
れ
る
寺
が
出

て
来
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
り
ま

し
て
、

禅
昌
寺
は
三
年
後
の
平
成
二
十
二
年
五

月
に
正
賢
方
丈
さ
ん
か
ら
泰
賢
さ
ん
に
住
職
が
禅

譲
さ
れ
ま
す
。

檀
信
徒
に
と
り
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
た
い
事
だ

と
思
い
ま
す
。

皆
様
も
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
が
禅
昌
寺
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
ま
す
と
、
禅
昌
寺
は
元
和
元

年(

西
暦
一
六
一
五
年)

奈
良
県
の
補
厳
寺

ふ

が

ん

じ

第
七
世

蘭
裔

ら
ん
し
ゅ
う

守
胤

し
ゅ
い
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

の
弟
子
、
東
庵

と
う
あ
ん

守
陽

し
ゅ
よ
う

禅
師

ぜ

ん

じ

に
よ
り

広
島
市
中
区
薬
研
堀
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
の
が
始

ま
り
で
す
。
江
戸
時
代
は
藩
の
重
臣
で
あ
る
藩
医
・

武
術
家
・
剣
術
家
・
書
家
等
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
禅

の
道
場
に
も
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
原
爆

に
も
遭
遇
し
幾
多
の
変
遷
を
経
て
、
昭
和
四
十
年

に
は
戸
坂
町
く
る
め
木
に
、
昭
和
五
十
五
年
に
は

現
在
地
に
境
内
を
移
し
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

方
丈
さ
ん
が
二
十
三
世
で
、
創
建
か
ら
三
百
九

十
五
年
の
節
目
の
年
に
泰
賢
さ
ん
が
二
十
四
世
住

職
に
就
任
さ
れ
ま
す
。

方
丈
さ
ん
は
若
く
し
て
住
職
と
し
て
禅
昌
寺
に

来
ら
れ
て
以
来
、
お
寺
の
復
興
・
再
興
に
幾
多
の

苦
難
を
経
な
が
ら
全
精
力
を
注
い
で
来
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
間
、
広
島
県
で
も
有
数
の
格
調
の
あ
る

曹
洞
宗
の
寺
と
し
て
拡
大
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま

た
檀
信
徒
が
集
い
易
い
開
か
れ
た
寺
を
目
指
し
て

色
々
な
催
し
を
実
行
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
さ
に
、

禅
昌
寺
中
興
の
祖
で
あ
り
ま
す
。
古
希
を
迎
え
ら

れ
ま
し
た
が
心
身
と
も
に
ご
壮
健
で
す
の
で
、
こ

れ
か
ら
も
檀
信
徒
の
心
の
支
え
と
し
て
ご
活
躍
さ

れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

泰
賢
さ
ん
は
曹
洞
宗
本
山
で
厳
し
い
修
行
を
さ

れ
て
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
本
部
の
信
任
も
厚
く
布
教

活
動
の
派
遣
で
ア
メ
リ
カ
・
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン

ス
等
の
外
国
生
活
を
長
く
経
験
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
の
お
寺
は
、
従
来
の
し
き
た
り

等
を
踏
襲
す
る
だ
け
で
は
な
く
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が

必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
古
来
の
良
き
伝
統

を
重
ん
じ
、
現
在
の
時
代
要
請
・
将
来
の
展
望
等

を
も
要
求
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
様
な
時
期
に
、
泰
賢
さ
ん
は
時
代
が
求
め

る
最
も
ふ
さ
わ
し
い
住
職
に
な
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
度
「
日
光
山
禅
昌
寺
二
三
世
退
隠
・
二
四

世
就
任
記
念
事
業
奉
賛
会
」
並
び
に
事
業
計
画
案

が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
来
る
平
成
二
二
年
五
月
の

住
職
退
隠
・
晋
山
式
法
要
に
向
け
て
奉
賛
会
を
中

心
に
、
奉
賛
事
業
の
推
進
に
当
た
り
具
体
的
な
計

画
案
が
練
ら
れ
檀
信
徒
各
位
に
ご
協
力
を
お
願
い

す
る
運
び
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

未
来
永
劫
に
続
く
禅
昌
寺
が
益
々
発
展
す
る
為

に
新
時
代
を
築
く
心
積
り
で
、
皆
様
と
共
に
禅
昌

寺
を
護
り
支
え
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

合
掌

禅昌寺通信「道心」第25号
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佐
伯
区
　
護
持
会
会
長

原
　
一

彦
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昭
和
三
七
年
五
月
当
時
広
島
市
薬
研
堀
廿
一
番
地

に
在
っ
た
禅
昌
寺
に
入
山
し
、
翌
年
六
月
十
九
日
住

職
辞
令
を
受
け
て
今
年
四
五
年
に
な
り
ま
す
。

私
が
入
山
し
た
と
き
の
寺
は
原
爆
後
に
急
造
し
た

仮
建
築
の
状
態
で
し
た
。

昭
和
廿
九
年
四
月
当
山
廿
二
世
正
身
住
職
が
他
界

し
て
九
年
間
、
戦
後
の
混
乱
期
を
妻
の
養
母
横
山
カ

ツ
ヨ
が
自
ら
の
私
財
を
投
じ
て
廃
墟
の
境
内
に
貸
家

を
建
て
、
廿
二
世
の
遺
児
で
あ
る
妻
の
養
育
と
禅
昌

寺
の
護
持
に
精
進
し
て
お
り
ま
し
た
。

当
時
の
檀
信
徒
は
市
内
に
六
八
戸
、
県
外
に
十
七

戸
、
寺
に
は
是
と
い
う
固
定
収
入
も
な
く
、
寺
の
将

来
像
が
見
え
な
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
寺
の
移
転

復
興
が
完
成
し
た
数
年
後
に
分
か
っ
た
こ
と
で
し
た

が
、
昭
和
二
六
年
先
代
住
職
の
下
で
復
興
計
画
が
檀

信
徒
一
丸
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま

す
。
先
代
正
身
住
職
が
原
爆
症
の
た
め
急
逝
し
、
翌

年
七
月
筆
頭
総
代
さ
ん
が
同
じ
く
原
爆
症
に
よ
り
急

逝
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
復
興
計
画
は
頓
挫
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。

住
職
は
当
時
す
で
に
七
二
歳
で
し
た
か
ら
募
金
の

会
計
は
全
て
筆
頭
総
代
さ
ん
に
お
任
せ
し
て
あ
っ
た

よ
う
で
す
。

当
時
筆
頭
総
代
さ
ん
の
事
業
は
順
調
に
繁
栄
し
て

い
た
か
に
見
え
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
が
、
急

逝
さ
れ
た
後
は
事
業
は
破
綻
し
、
ご
家
族
は
離
散
さ

れ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
筆
頭
総
代
さ
ん
に
一
任

さ
れ
て
い
た
、
集
金
さ
れ
た
総
予
算
の
七
〜
八
割
の

浄
財
も
行
方
不
明
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
そ
う
で

す
。し

か
し
こ
の
と
き
檀
信
徒
各
家
か
ら
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
募
金
の
記
録
は
、
私
が
受
け
継
い
だ
古
い
書
類

を
最
近
整
理
し
て
い
る
内
に
発
見
し
往
事
を
忍
ば
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
資
料
は
大
事
に
保
存
し
て
お

り
ま
す
。

遺
さ
れ
た
養
母
や
妻
、
総
代
さ
ん
方
は
寺
の
将
来

を
如
何
に
す
る
か
悲
嘆
に
く
れ
る
日
々
の
中
に
、
私

は
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
は
何
も
知
ら
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
私
は
、
お
寺
を
復
興
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
自
分
の
理
想
と
す
る
寺
院
の
復
興
が
出
来
る

と
言
う
思
い
で
一
杯
で
し
た
。
私
は
将
来
の
理
想
像

を
描
く
中
で
、
お
寺
を
郊
外
の
閑
静
な
山
裾
に
移
し

て
檀
信
徒
の
方
々
が
お
寺
へ
お
参
り
さ
れ
て
静
寂
の

中
に
心
が
洗
わ
れ
る
環
境
を
夢
見
て
お
り
ま
し
た
。

昭
和
三
八
年
秋
、
私
の
晋
山
式
の
準
備
の
会
議
に

日
光
山
禅
昌
寺
廿
三
世
　

禅

峰

正

賢

被爆禅昌寺正門（村上涯子画）薬研堀禅昌寺晋山記念

昭和60年頃の禅昌寺全景
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責
任
役
員
、
総
代
、
養
母
、
妻
と
関
係

者
全
員
が
集
ま
っ
て
い
る
席
で
私
は

「
お
寺
を
郊
外
に
移
し
て
復
興
し
て
は
如

何
で
し
ょ
う
か
」
と
唐
突
に
発
言
し
ま

し
た
。
一
同
は
誰
も
思
い
も
つ
か
な
か

っ
た
「
移
転
復
興
」
と
言
う
こ
と
に
唖

然
と
さ
れ
暫
く
の
沈
黙
の
あ
と
、
総
代

さ
ん
の
一
人
が
責
任
役
員
で
あ
っ
た
私

の
師
匠
に
「
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
ん

の
！
」
と
尋
ね
ら
れ
、
師
匠
が
「
そ
り

ゃ
出
来
ま
す
よ
」
の
一
声
に
そ
の
場
に

い
た
全
員
が
「
そ
う
し
ゃ
ん
し
ょ
う
や

ー
」
と
い
う
声
は
忘
れ
ぬ
こ
と
の
出
来

な
い
一
瞬
で
し
た
。
其
れ
は
前
述
の
復
興
計
画
が
頓

挫
し
て
以
来
の
関
係
者
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
重
荷

が
下
ろ
さ
れ
た
一
瞬
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
あ
っ

て
そ
の
時
の
「
そ
う
し
ゃ
ん
し
ょ
う
や
ー
」
の
響
き

に
格
別
な
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。禅

昌
寺
復
興
か
ら
今
日
ま
で

移
転
復
興
す
る
事
を
関
係
者
よ
り
承
認
さ
れ
て
か

ら
は
、
月
忌
参
り
等
仏
事
法
要
は
月
に
数
件
と
い
う
、

二
十
五
歳
の
私
に
し
て
は
毎
日
決
ま
っ
た
仕
事
も
作

業
も
無
い
と
い
う
状
況
は
大
変
苦
痛
で
自
問
自
答
す

る
毎
日
で
し
た
。

そ
ん
な
中
で
住
職
一
代
の
内
に
伽
藍
の
復
興
を
す

る
と
い
う
一
大
事
因
縁
と
そ
の
責
任
の
重
さ
を
考
え

る
毎
日
で
し
た
。

早
速
中
古
ス
ク
ー
タ
ー
を
買
い
求
め
格
好
の
移
転

先
を
探
す
日
々
が
続
き
ま
し
た
。

移
転
先
選
択
の
条
件
と
し
て
、
青
少
年
の
育
成
と

檀
信
徒
の
精
神
的
癒
し
の
禅
寺
に
相
応
し
い
環
境

と
、
バ
ス
停
な
ど
か
ら
の
距
離
が
徒
歩
で
十
分
以
内

に
位
置
す
る
こ
と
、
建
築
は
木
造
で
等
と
理
想
を
掲

げ
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
住
職
し
て
わ
ず
か
二
年
の
私
の
提
案
は
理

想
に
走
り
す
ぎ
る
と
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
移
転
先
の
選
定
も
建
築
業
者
の
指
名
も
私
の
思

う
に
任
さ
れ
ず
、
私
に
と
っ
て
誠
に
不
本
意
な
移
転

先
と
業
者
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

建
築
に
当
た
っ
て
は
只
安
く
仕
事
を
す
る
と
い
う

こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
技
術
力
な
ど
は
二
の
次
と
な

っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

建
築
中
何
度
も
私
と
業
者
の
間
で
工
事
の
進
め
方

や
材
料
の
選
定
で
対
立
が
あ
り
、
若
干
二
十
七
歳
の

私
の
言
う
こ
と
な
ど
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
ど
の
よ
う
に
し
て
も
意

の
ま
ま
に
な
ら
な
い
寺
の
復
興
に
、
己
の
不
徳
に
悔

し
い
思
い
を
募
ら
せ
、
や
り
切
れ
な
い
気
持
ち
を

「
何
れ
建
て
変
え
て
や
る
！
」
と
言
う
思
い
の
中
で

不
本
意
な
が
ら
、
昭
和
四
十
年
五
月
入
山
し
て
三
年

で
、
現
在
の
東
区
く
る
め
木
に
最
初
の
復
興
を
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。

復
興
後
は
幼
児
教
育
を
と
思
っ
て
、
予
定
地
ま
で

確
保
し
て
い
た
幼
稚
園
の
開
園
は
、
当
時
の
総
代
会

で
は
時
期
尚
早
と
言
う
こ
と
で
認
め
ら
れ
ず
悔
し
い

思
い
を
致
し
ま
し
た
。

移
転
復
興
し
た
年
の
八
月
長
男
泰
賢
が
誕
生
し
、

翌
年
長
男
一
歳
の
誕
生
日
を
記
念
し
て
始
め
た
坐
禅

会
は
今
日
も
継
続
し
て
お
り
ま
す
。

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
の
復
興
へ
の
期
待
を
か
け
ら
れ

た
浄
財
が
破
綻
し
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
私
は
、

財
産
を
処
分
し
て
復
興
し
た
と
言
う
こ
と
は
、
禅
昌

寺
歴
代
の
住
職
始
め
檀
信
徒
各
家
の
ご
先
祖
に
対
し

申
し
訳
な
い
と
い
う
思
い
が
、
報
恩
行
と
し
て
、
こ

れ
か
ら
の
禅
寺
と
し
て
是
非
と
も
坐
禅
堂
を
建
立
し

た
い
と
い
う
願
い
を
た
て
総
代
会
で
の
激
し
い
議
論

の
末
、
長
老
の
お
一
人
が
、「
若
い
住
職
の
情
熱
を

ど
う
す
れ
ば
叶
え
て
や
れ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が

くるめ木移転地での起工式

くるめ木禅昌寺落慶入仏式の日
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総
代
会
の
役
目
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
ご
提
案

を
頂
い
て
、
昭
和
四
十
五
年
二
百
軒
ほ
ど
に
増
え
て

い
た
檀
信
徒
の
ご
理
解
と
、
当
時
広
島
市
議
会
議
員

故
植
田
二
三
様
の
ご
紹
介
で
、
広
島
財
界
二
葉
会
代

表
山
陽
木
材
防
腐（
株
）（
現
在
（
株
）ザ
イ
エ
ン
ス
）

社
長
、
故
田
中
真
一
郎
様
の
呼
び
か
け
で
広
島
財
界

百
二
十
三
社
の
ご
協
賛
を
頂
い
て
宿
泊
施
設
を
備
え

た
坐
禅
道
場
を
建
立
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り

ま
す
。

こ
れ
を
機
に
広
島
の
禅
寺
と
し
て
皆
様
に
知
れ
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

早
い
時
期
に
地
元
の
住
民
と
親
密
に
な
る
こ
と
を

考
え
る
私
は
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
活
動
を
通
し
て
地

域
社
会
と
青
少
年
育
成
に
携
わ
る
こ
と
を
考
え
、
昭

和
四
十
二
年
指
導
者
の
資
格
を
修
得
し
、
昭
和
四
十

五
年
四
月
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
広
島
第
十
五
団
を
結
成

し
、
い
ま
で
は
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
広
島
県
連
盟
の
中

核
団
と
し
て
優
秀
な
指
導
者
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十
二
年
二
月
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
広
島
第
十

五
団
結
成
当
時
か
ら
団
の
育
成
に
ご
尽
力
下
さ
っ

た
、
元
戸
坂
村
助
役
を
務
め
ら

れ
、
後
に
広
島
市
議
会
議
員
と

し
て
地
域
の
人
望
を
集
め
て
お

ら
れ
た
、
神
明
政
三
様
の
町
づ

く
り
に
賭
け
ら
れ
る
思
い
が
。

禅
昌
寺
を
現
在
地
に
再
移
転
す

る
縁
を
結
ん
で
く
だ
さ
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

「
こ
の
山
は
昔
か
ら
戸
坂
の

聖
地
と
し
て
言
い
伝
え
が
あ
る
、

其
れ
を
団
地
に
さ
れ
る
の
は
忍
び
な
い
、
神
社
仏
閣

が
建
つ
の
な
ら
良
い
が
」
と
言
わ
れ
て
強
引
と
も
い

え
る
関
係
者
の
説
得
を
さ
れ
た
こ
と
、
加
え
て
建
設

に
当
た
っ
て
は
第
一
期
の
移
転
復
興
と
は
異
な
り
、

「
何
れ
自
分
は
死
ぬ
、
後
世
に
良
い
仕
事
を
遺
し
て

お
き
た
い
」
と
言
う
一
念
で
建
設
に
携
わ
ら
れ
た
、

建
築
家
村
上
和
一
様
と
の
出
会
い
が
今
日
の
禅
昌
寺

を
創
建
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

振
り
返
り
ま
す
と
、
私
の
一
僧
侶
と
し
て
の
生
き

方
を
ご
理
解
と
ご
支
援
を
下
さ
っ
た
檀
信
徒
の
皆
様

を
始
め
、
計
り
知
れ
な
い
ご
縁
に
恵
ま
れ
た
在
職
四

十
五
年
の
感
謝
は
言
葉
に
言
い
尽
く
せ
ま
せ
ん
。

只
生
か
さ
れ
る
ま
ま
に
何
を
す
べ
き
か
を
一
生
懸

命
模
索
し
て
来
た
四
十
五
年
で
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。退

隠
に
当
た
り
心
残
り
に
思
い
ま
す
こ
と
は
、
大

き
な
伽
藍
を
残
し
、
そ
の
維
持
管
理
の
負
担
を
後
世

に
残
す
こ
と
を
思
う
と
、
こ
れ
で
良
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
と
、
四
十
五
年
の
道
程
の
数
々
を
反
省
す
る
ば

か
り
で
す
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
後
継
者
に

変
わ
ら
ぬ
ご
厚
情
を
賜
り
ま
す
よ
う
伏
し
て
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

昭和37年 5月廿三世入寺
9月16日 伝福寺一九世哲涯
正純の法を継ぎ住職す

昭和38年 2月禅昌寺復興計画第一回会
議、移転復興に決定
10月 戸坂町西合谷五番地四
号に移転を決定

昭和39年 5月起工式、9月墓地移転開
始

昭和40年 3月墓地移転完了
5月入仏開眼法要
10月9日落慶法要

昭和41年 3月壇信徒護持会結成
昭和42年 1月1日年頭参禅会開始

8月書院裏築庭
昭和44年 11月 坐禅堂建設委員会準備

会開催、12月 錬成道場建設
後援会設立

昭和45年 1月錬成道場着工、9月錬成
道場落成式、道心寮命名
4月日本ボーイスカウト広島
第15団結成
10月 一泊参禅会開始（毎月1
回）

昭和50年 3月28日 松村敏明氏の後援
を得て呉市押込町に分院並び
に本庄霊園を建設起工す
7月27日泰賢得度
12月 禅昌寺創建360年、移
転復興10周年記念法要

昭和51年 10月呉市押込町分院本堂起
工式

昭和52年 10月11日分院を末寺観音山
道心寺として設立

昭和53年 4月24日 再移転の為建設委
員会発足

昭和54年 8月12日 再移転禅堂、庫裡
起工式

昭和55年 3月禅堂、庫裡完成
昭和56年 1月11日 本堂起工式、6月

14日上棟式
昭和57年 5月2日落成慶賛法要
昭和60年 11月17日禅昌寺創建370年

記念法要
昭和63年 3月10日 泰賢大本山永平寺

へ安居、10月冬安居首座に
任ぜられる

平成元年 12月19日泰賢伝法
平成５年 5月13日泰賢渡米、8月30日

泰賢副住職辞令
平成13年 10月地域での交流を目指し、

第一回演奏会「Tsukimi in寺」
を開催、以後毎年一回開催

平成15年 12月15日永大供養の合同墓
「無量壽塔」建立

平成17年 3月17日 護持会総会にて平
成22年5月7日から9日、廿
三世の退隠、廿四世晋山式開
催が決定

45年の道程

ボーイスカウト広島第15団（昭和57年5月3日本堂落慶の日）

くるめ木禅昌寺坐禅堂開単式

現本堂の上棟式



武
田
山（
４
１
１
）・
火
山（
４
８
８
）

東
区
在
住

清
谷

克
寛

【
山
の
概
要
と
交
通
の
便
】

広
島
市
の
北
西
部
に
連
な
る
武
田
山
連
山
の
最

北
端
に
位
置
し
、
ま
る
で
お
椀
を
伏
せ
た
よ
う
に

な
だ
ら
か
な
山
容
を
見
せ
る
の
が
武
田
山
、
そ
れ

と
は
対
照
的
に
急
峻
な
山
容
を
見
せ
る
の
が
隣
の

火
山
で
あ
る
。
火
山
か
ら
西
に
進
む
と
、
丸
山
、

大
茶
臼
山
と
続
き
、
一
旦
己
斐
峠
に
下
り
て
、
さ

ら
に
西
に
柚
木
城
山
、
鬼
ヶ
城
山
と
進
む
と
鈴
が

峰
山
ま
で
縦
走
で
き
る
。
そ
こ
で
人
々
は
一
連
の

山
々
を
親
し
み
を
込
め
て
「
広
島
（
南
）
ア
ル
プ

ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。
な
か
な
か
の
ロ
ン
グ
コ
ー

ス
で
あ
る
が
、
エ
ス
ケ
ー
プ
ル
ー
ト
が
い
く
つ
も

あ
る
の
で
、
体
力
に
あ
わ
せ
て
好
き
な
所
か
ら
登

っ
て
、
好
き
な
所
か
ら
下
り
る
事
が
出
来
る
。

【
山
歩
き
レ
ポ
ー
ト
】

Ｊ
Ｒ
可
部
線
下
祇
園
駅
前
の
道
を
少
し
広
島
方

向
に
戻
り
、
踏
切
を
渡
っ
て
油
谷
重
工
の
工
場
の

間
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
山
の
方
に
向
か
っ
て
進
む
。

信
号
の
先
の
突
き
当
た
り
を
右
折
し
て
、
谷
川
沿

い
に
山
手
に
向
か
っ
て
登
っ
て
ゆ
く
と
、
武
田
山

憩
い
の
森
に
到
着
す
る
。
途
中
、
道
の
両
側
の
田

圃
で
は
芹
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
ク
レ
ソ
ン
か
と

思
っ
て
農
家
の
方
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
芹
だ
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
何
も
知
ら
な
い
私
は
、
い
ら
ぬ
事

を
聞
い
て
ま
た
ま
た
恥
を
か
い
て
し
ま
っ
た
。
憩

い
の
森
に
は
い
く
つ
か
の
池
が
あ
る
が
、
一
番
上

の
池
の
右
奥
が
登
山
道
の
取
り
付

き
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
い
き
な
り
薄
暗
く
狭

く
急
な
登
山
道
と
な
り
、
小
さ
な

谷
川
に
沿
っ
て
登
っ
て
ゆ
く
。
道

は
所
々
深
く
え
ぐ
れ
て
登
り
に
く

い
が
、
急
な
所
に
は
ロ
ー
プ
が
張
っ
て
あ
り
、
ロ

ー
プ
を
掴
ん
で
よ
じ
登
る
。
し
ば
ら
く
行
く
と
鞍

部
に
着
き
、
こ
こ
を
右
に
行
く
と
馬
返
し
の
広
場

で
あ
る
。
こ
こ
が
銀
山
城
の
玄
関
口
だ
そ
う
で
、

そ
の
昔
、
城
へ
運
び
込
む
荷
物
を
こ
こ
ま
で
馬
で

運
び
、
こ
こ
で
馬
を
返
し
、
こ
こ
か
ら
先
は
人
力

で
運
び
上
げ
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
。
鞍
部

ま
で
戻
っ
て
道
を
左
に
取
る
と
、
登
山
道
の
両
側

に
大
き
な
石
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ

ら
は
全
て
山
頂
の
銀
山
城
に
続
く
道
に
人
為
的
に

配
置
さ
れ
た
物
ら
し
い
。
そ
の
先
が
、
大
き
な
石

が
積
ま
れ
て
い
る
御
門
跡
で
、
こ
こ
か
ら
の
眺
望

も
す
ば
ら
し
い
。
尾
根
道
を
少
し
行
っ
た
所
が
、

千
畳
敷
き
と
呼
ば
れ
る
本
丸
跡
で
あ
る
。
少
し
広

く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
矢
竹
が
群
生
し
て
い
る

以
外
、
今
で
は
往
時
を
偲
ば
せ
る
物
は
何
も
な
い
。

さ
ら
に
少
し
行
く
と
大
き
な
岩
が
現
れ
て
来
、
そ

の
上
が
武
田
山
の
山
頂
で
、
か
つ
て
の
城
郭
の
跡

で
あ
る
。
山
頂
は
広
場
で
二
段
に
な
っ
て
お
り
、

御
守
岩
を
は
じ
め
大
き
な
岩
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い

る
。

6

禅昌寺通信「道心」第25号

私
は
、
菩
提
寺
の
住
職
と
し
て
何
時
も
、
禅
昌
寺
檀
信
徒
皆

様
の
健
康
と
安
ら
ぎ
を
見
守
っ
て
い
る
想
い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ

な
企
画
を
し
、
皆
様
に
働
き
か
け
を
し
て
お
り
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
「
道
心
」
二
十
四
号
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
、「
百
山

登
覇
達
成
に
感
謝
」
東
区
在
住
　
清
谷
克
寛
様
の
記
述
の
な
か

に
、
二
○
○
二
年
二
月
に
第
二
回
目
の
山
登
り
の
会
の
お
誘
い

に
参
加
さ
れ
て
以
来
、
そ
れ
を
契
機
に
広
島
近
郊
の
山
歩
き
を

始
め
ら
れ
、
四
年
九
ヶ
月
を
経
て
百
の
山
を
登
覇
さ
れ
、
そ
の

記
録
を
一
山
一
山
ご
と
に
道
標
と
共
に
一
冊
の
本
に
ま
と
め
ら

れ
ま
し
た
。

拝
読
し
て
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
手
前
味
噌
に
な
り
ま
す
が

「
互
い
の
健
康
の
た
め
に
、ご
一
緒
に
山
に
登
っ
て
み
ま
せ
ん
か
」

と
い
う
軽
い
気
持
ち
で
お
誘
い
を
し
た
登
山
が
、
百
の
山
を
踏

破
さ
れ
る
契
機
と
な
ら
れ
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
。
あ
る
時

は
、
登
山
口
を
探
し
な
が
ら
、
あ
る
時
は
草
が
生
い
茂
り
分
か

り
に
く
く
な
っ
た
山
道
に
、
ご
苦
労
さ
れ
て
登
ら
れ
た
道
程
を
、

後
に
登
る
人
の
た
め
に
懇
切
丁
寧
に
道
標
と
し
て
、
ま
た
道
中

の
情
景
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
織
り
交
ぜ
て
つ
づ
ら
れ
た
内
容
は
、

明
日
に
で
も
私
を
そ
の
山
に
誘
い
出
さ
れ
る
想
い
で
拝
読
し
ま

し
た
。（
希
望
者
に
は
お
貸
し
し
ま
す
。
但
し
護
持
会
会
員
・
参

禅
会
会
員
・
禅
昌
寺
関
係
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
会
員
に
限
り
ま
す
。）

皆
様
の
日
暮
ら
し
の
参
考
と
な
れ
ば
と
、
小
誌
四
月
号
・
十

月
号
に
手
軽
に
登
れ
る
山
か
ら
ご
紹
介
し
、
此
を
ご
覧
に
な
っ

た
方
が
、
明
日
は
天
気
が
良
さ
そ
う
だ
と
思
い
立
た
れ
て
、
こ

の
「
道
心
」
の
紙
面
を
頼
り
に
身
軽
に
登
山
に
出
か
け
ら
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
こ
こ
に
ご
紹
介
す
る
次
第
で
す
。

健
康
増
進
に
皆
様
に
お
勧
め

禅
昌
寺
住
職

横

山

正

賢

← 急な所にはロープが張ってあ
り、ロープを掴んでよじ登る場所
もある登山道。

↓ かつての城郭の跡で大きな岩が
ゴロゴロしている武田山山頂。

禅昌寺から武田山・火山を望む。
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山
頂
か
ら
尾
根
道
を
道
標
に
従
っ
て
西
に
進
む

と
、
火
山
で
あ
る
。
武
田
山
は
麓
か
ら
眺
め
る
と

な
だ
ら
か
に
見
え
る
が
、
予
想
に
反
し
て
登
山
道

は
急
坂
で
あ
る
。
こ
れ
は
敵
の
来
襲
か
ら
城
を
守

る
た
め
の
山
城
の
宿
命
で
、
憩
い
の
森
か
ら
馬
返

し
の
先
の
鞍
部
ま
で
も
そ
う
で
あ
る

が
、
特
に
山
頂
か
ら
火
山
に
向
か
う

道
は
急
坂
で
、
ま
る
で
落
ち
て
行
く

か
の
ご
と
く
に
下
っ
て
ゆ
く
。
途
中

大
き
な
二
つ
の
ピ
ー
ク
を
越
え
、
水

越
峠
の
分
岐
を
見
送
っ
て
進
む
と
、

や
が
て
火
山
の
山
頂
で
あ
る
。
山
頂

は
ち
ょ
っ
と
し
た
広
場
と
な
っ
て
お

り
、
南
側
に
「
神
武
天
皇
烽
火
伝
説

地
」
の
石
碑
が
あ
る
。
天
孫
降
臨
伝

説
や
ら
神
武
天
皇
の
狼
煙
台
や
ら

と
、
何
や
ら
曰
く
因
縁
が
あ
り
そ
う

だ
が
特
に
説
明
等
は
な
い
。

山
頂
か
ら
は
西
に
遠
く
大
茶
臼
山

を
臨
む
こ
と
が
出
来
る
が
、
体
力
に

自
信
の
な
い
方
は
往
路
を
引
き
返

し
、
水
越
峠
か
ら
東
山
本
の
立
専
寺

に
下
り
る
事
を
勧
め
る
。
水
越
峠
の

分
岐
を
右
に
折
れ
る
と
、
道
は
谷
沿

い
の
今
に
も
ず
り
落
ち
そ
う
な
狭
い

道
と
な
る
。
足
下
を
注
意
し
な
が
ら

下
り
る
と
、
程
な
く
舗
装
さ
れ
た
林

道
に
な
り
、
道
路
右
側
の
谷
は
ど
ん

ど
ん
広
く
な
っ
て
行
く
。
そ
の
ま
ま

車
道
を
下
り
る
と
、
武
田
家
の
菩
提

寺
で
あ
る
立
専
寺
の
前
に
出
る
。
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
る
と
由
緒
有
る
お

寺
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
う
見
て

も
つ
い
最
近
建
て
替
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
私
に
は

と
て
も
十
六
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
物
と
は
思
え
な

か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
面
白
か
っ
た
の
は
、
庫
裏

の
方
に
眼
を
や
る
と
、
そ
こ
に
は
「
武
田
」
の
表

札
が
か
か
っ
て
お
り
、
な
る
ほ
ど
武
田
家
の
菩
提

寺
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
あ
っ
た
。

体
力
に
自
信
の
あ
る
方
に
は
、
火
山
山
頂
か
ら

西
に
広
島（
南
）ア
ル
プ
ス
の
縦
走
を
勧
め
る
。

火
山
山
頂
か
ら
少
し
下
り
た
と
こ
ろ
に
、
展
望

の
良
い
岩
が
あ
る
。
眼
下
に
は
造
成
中
の
大
規
模

団
地
（
春
日
野
団
地
）、
前
方
に
は
松
笠
山
、
右

前
方
に
は
宗
箇
山
が
見
え
る
。
広
島
市
街
地
か
ら

見
る
と
、
山
肌
が
大
き
く
削
ら
れ
て
い
る
の
が
見

え
る
が
、
こ
の
辺
り
が
見
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
下
る
と
鞍
部
が
権
現
峠
で
、
こ
こ
を
左
に

下
る
と
東
山
本
方
面
、
右
に
下
る
と
大
原
方
面
へ

と
下
り
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
平
成
16
年
に
登

っ
た
時
に
は
こ
こ
に
場
違
い
な
ま
で
に
大
き
な
通

行
止
め
の
看
板
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
か
ら

東
山
本
方
面
へ
は
下
り
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。

団
地
の
造
成
工
事
に
伴
う
発
破
作
業
の
た
め
で
あ

る
が
、
通
行
禁
止
は
平
成
18
年
４
月
９
日
に
、
既

に
解
除
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
先
は
い
く
つ
か
の
小
さ
な
ピ
ー
ク
の

ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を
繰
り
返
し
な
が
ら
の
道
で
あ
る

が
、
最
後
の
ピ
ー
ク
は
ピ
ー
ク
と
言
う
に
は
惜
し

い
と
思
っ
て
い
た
ら
、
石
山(

４
２
６)

と
言
う
名

前
が
付
い
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
ピ
ー
ク
を
さ
ら

に
進
む
と
道
は
平
坦
に
な
り
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

分
か
れ
て
い
く
つ
か
の
パ
ー
テ
ィ
が
昼
食
を
摂
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
が
丸
山
の
山
頂
か
と
思

っ
た
が
、
三
角
点
が
見
当
た
ら
な
い
。
と
り
あ
え

ず
先
に
進
む
と
、
三
角
点
が
あ
り
、
そ
の
直
ぐ
先

に
フ
ェ
ン
ス
で
囲
ま
れ
た
大
き
な
反
射
板
が
あ

る
。
反
射
板
に
は
畑
峠
中
継
基
地
と
書
い
て
あ
る

が
、
ど
う
や
ら
こ
の
辺
り
が
丸
山
の
山
頂
ら
し
い
。

丸
山
か
ら
の
道
は
な
だ
ら
か
で
、
右
手
に
広
島

市
立
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
や
西
風
新
都
心
、
ビ
ッ

グ
ア
ー
チ
を
中
心
に
し
た
広
域
公
園
が
、
左
手
に

は
宗
箇
山
を
見
な
が
ら
進
む
と
、
左
側
に
宗
箇
山

方
面
へ
の
分
岐
が
あ
り
、
そ
の
先
が
鉄
塔
ピ
ー
ク

で
あ
る
。
鉄
塔
ピ
ー
ク
か
ら
数
分
で
、
突
然
舗
装

道
路
に
下
り
る
が
、
そ
こ
が
畑
峠
で
あ
る
。
こ
の

舗
装
道
路
は
、
右
に
行
く
と
そ
の
ま
ま
大
茶
臼
山

山
頂
の
中
継
基
地
ま
で
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
舗
装
道
路
に
出
て
、
左
側
に
ち
ょ
っ
と
行
っ

た
と
こ
ろ
が
峠
の
一
番
上
で
、
道
が
少
し
広
く
な

っ
て
お
り
、
何
台
か
の
車
が
停
め
ら
れ
て
い
る
。

峠
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
右
前
方
に
、
フ
ェ
ン
ス
の

途
切
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ
に
テ
ー
プ
が
巻

い
て
あ
り
、
三
段
ほ
ど
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
階
段

が
付
け
て
あ
る
。
こ
こ
が
大
茶
臼
山
へ
の
取
り
付

き
で
あ
る
。
や
が
て
前
方
に
大
き
な
ア
ン
テ
ナ
が

四
基
見
え
て
く
る
が
、
三
番
目
の
ア
ン
テ
ナ
の
所

に
三
角
点
が
あ
り
、
こ
こ
が
大
茶
臼
山
の
山
頂
で

あ
る
。

三
番
目
の
ア
ン
テ
ナ
の
先
で
登
山
道
は
終
わ

り
、
一
旦
舗
装
道
路
に
下
り
る
。
舗
装
道
路
右
側

の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
赤
い
ペ
ン
キ
で
矢
印
が
書
い

て
あ
る
の
で
、
そ
こ
を
ま
た
い
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
法
面
の
下
の
細
い
道
を
行
く
と
、
そ
の
先
で
登

山
道
に
続
い
て
い
る
。
直
ぐ
先
に
己
斐
峠
方
面
と

五
月
が
丘
方
面
の
分
岐
が
あ
る
の
で
、
己
斐
峠
方

面
に
下
り
る
。
己
斐
峠
か
ら
さ
ら
に
鈴
が
峰
山
ま

で
縦
走
す
る
と
広
島（
南
）ア
ル
プ
ス
の
全
行
程
走

破
で
あ
る
。

▲ 411
▲ 488

● 

● 
● 
● 

▲ 

0 500500 1,01,00000 1,51,50000 2,02,00000m0 500 1,000 1,500 2,000m

0 500 1,000 1,500 2,000m

武田山 
火山 

武田山 
憩の森 

馬返し 

御門跡 
千畳敷 

立専寺 

山本4丁目 

祇園 
4丁目 東山本 

権現峠 

沼田町伴 

沼田高校 

広島JCT

広島高速 
（西風新都線） 

水越峠 

安古市 
東亜ハイツ 

相田 

ＪＲＪＲ 
可部線可部線 
ＪＲ 
可部線 

大町 

旧
国
道

旧
国
道 

旧
国
道 

国
道
　
号 

平和台 
団地 

東亜祇園ニュータウン 
春日野 

広島経済大学 

広島市立大学広島市立大学 広島市立大学 

祇園北高校 

N

54

山
陽
自
動
車
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丸山 
沼田町 
大塚 
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ながつかながつか 
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しもぎおん 

あき 
ながつか 

54

火山山頂はちょっとした広場になっている。
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禅昌寺通信「道心」第25号
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

●

青
に
透す

く
空
を
伝
い
て
上
が
る
月

満み

ち
て
明
る
き
黄き

な
る
十
五
夜

●

つ
ぶ
や
き
て
言こ

と

の
葉は

ひ
ね
も
す
並
べ
か
え

つ
い
に
一
首
も
得
ず
で
終
わ
れ
り

東
区
　
矢
野

淑
子

●

木
の
芽
も
し

声
揚
ぐ
る
な
ら

谿
吼

た

に

ほ

え
む

●

春
の
海

藍
碧

あ
い
あ
お

翠
み
ど
り

手
に
掬す

く

ふ

●

木
や
草
や

蟲む
し

の
言
葉
で

ハ
ル
と
言
ふ

●

い
く
つ
も
の

橋
を
く
ぐ
り
て

春
の
川

廿
日
市
市
　
伊
藤

順
二
郎

●

雛
の
夜
姉
妹
昔
の
ま
ま
座
せ
り

●

啓
蟄
の
人
形
展
や
賑
わ
い
ぬ

●

禅
の
寺
春
ひ
た
ひ
た
と
牡
丹
の
芽

東
区
　
青
笹

俊
枝

短
歌

◆
行
事
報
告
◆（
一
月
〜
三
月
）

「方丈専用E-mail：zenshoji@hicat.ne.jp 」

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。

●

三
月
十
七
日
（
土
）

・
彼
岸
法
要
・
護
持
会
総
会

当
山
二
十
三
世
正
賢
住
職
の
退
隠
式

と
、
二
十
四
世
泰
賢
新
命
住
職
の
晋
山
式

の
日
程
が
発
表
さ
れ
た
。

俳
句

予
定
　
午
後
二
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ
も

り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招
い

て
練
習
　
昼
ま
で

◎
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講
師

の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、
お
寺
に

電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

◆
行
事
案
内
◆（
四
月
〜
六
月
）

●

平
成
十
九
年
元
旦

・
新
春
坐
禅
会

年
々
参
加
者
が
減
る
の
が
寂
し
い
。

・
新
年
ご
祈
祷
法
要

年
ご
と
に
ご
家
族
連
れ
が
増
え
て
賑

わ
っ
た
。

●

二
月
二
十
八
日
（
水
）

・
青
山
俊
董
老
師
講
演
会

百
人
を
超
え
る
聴
講
者
で
会
場
一
杯

に
賑
わ
っ
た
。

●

檀
信
徒
交
流
登
山

四
月
二
十
二
日
（
日
曜
日
）

行
き
先

向
原
「
鷹
ノ
巣
山
」
標
高
九
二

二
米

集
合
場
所

広
島
駅
北
口
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン

ビ
ア
前
バ
ス
停
（
午
前
八
時
集
合
、
午
後

四
時
帰
着
）

持
ち
物

弁
当
・
間
食
・
水
筒
・
ス
ト
ッ

ク
・
軍
手
等
必
要
と
考
え
ら
れ
る
物

参
加
費

参
加
人
数
に
よ
り
割
り
勘
と
し

ま
す
。
コ
ー
ス
は
初
心
者
向
き
コ
ー
ス
で

す
、
お
揃
い
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

檀
信
徒
交
流
コ
ン
サ
ー
ト
＆
懇
親
会

五
月
五
日
（
土
曜
日
）
午
後
五
時
よ
り

ピ
ア
ノ
伊
藤

優
・
バ
イ
オ
リ
ン
佐
田
大

陸
（
二
人
と
も
桐
朋
学
園
大
学
四
年
生
）

懇
親
会
は
ワ
イ
ン
パ
ー
テ
ィ
ー（
他
の
飲
み

物
も
あ
り
ま
す
）ご
家
族
で
ご
参
加
下
さ

い
。
詳
細
は
お
寺
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

※
檀
信
徒
交
流
コ
ン
サ
ー
ト
へ
の
参
加

は
、
禅
昌
寺
護
持
会
・
坐
禅
会
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
会
員
に
限
り
ま
す
。

■
毎
月
定
例
行
事

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
　
第
二
又
は
第
四
金
曜
日
の

■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
五
時
十
分
〜
六
時
ま
で

宗
教
法
人
禅
昌
寺
役
員
更
新（
就
任
順
）

●

代
表
役
員

横
山
正
賢

●

責
任
役
員

副
住
職
　
横
山
泰
賢

五
十
嵐
靖
雄
　
原
　
一
彦

斎
藤
昭
夫
　
高
瀬
正
則

●

干
与
者

石
田
英
雄
　
内
山
　
浩

住
田
和
士
　
伊
藤
　
潤

西
原
英
治
　
山
下
敏
之

茅
原
　
愿
　
中
山
俊
郎

禅
昌
寺
護
持
会
理
事
会
は
右
記
の
方
々

の
兼
任
と
田
中
春
江
・
中
谷
テ
ル
子
で

勤
め
ら
れ
ま
す
。

日
光
山
禅
昌
寺
二
三
世
退
隠
・
二
四
世

就
任
記
念
事
業
奉
賛
会

●

会
　
　
　
長
　
住
田
和
士

●

副
　
会
　
長
　
伊
藤
　
潤
　
西
原
英
治

●

事
業
委
員
長
　
高
瀬
正
則

●

会
　
　
　
計
　
山
下
敏
之

●

監
　
　
　
査
　
茅
原
　
愿
　
中
山
俊
郎

●

推
進
委
員
　
石
田
英
雄
　
内
山
　
浩

●

水
曜
坐
禅
会

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会

終
了
三
時

（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の
後
、
写
経
）

●

日
曜
坐
禅
会

第
一
日
曜
日
午
前
九
時
よ

り

御詠歌練習風景


