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社
会
が
求
め
る
仏
教
に
つ
い
て

│
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
を
視
察
し
て
│

影
　
山
　
教
　
俊

○
は
じ
め
に

　
昨
年
に
引
き
続
き
「
教
化
学
」
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、「
教
化
学
」
と
は
仏
教
を
哲
学
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
仏
教
を
社
会
化
す
る
こ

と
で
す
。
そ
の
社
会
化
の
た
め
に
は
、
そ
の
分
母
で
あ
る
社
会
が
ど
う
い
う
形
を
し
て
い
る
か
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
現
状

把
握
が
必
須
だ
か
ら
で
す
。
戦
前
の
日
本
社
会
は
、
戦
時
下
の
国
家
統
制
と
家
父
長
制
度
の
も
と
、
人
々
の
生
き
方
は
大
家
族
の
中
と
限

定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
人
々
が
投
げ
続
け
て
き
た
自
由
・
平
等
・
人
権
の
ボ
ー
ル
は
、
国
家
や
大
家
族
と
い
う
大
き
な
塀
に
悉
く
遮
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
現
代
日
本
は
戦
後
の
新
憲
法
を
も
と
に
、
基
本
的
人
権
、
個
人
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
た
め
に
、
個
人
の
生
き
方
は
個
人
の

責
任
の
も
と
に
職
業
も
、
宗
教
も
自
由
に
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
私
た
ち
現
代
人
は
多
様
化
の
道
を
歩
ん
で
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
個
人
の
多
様
化
は
社
会
そ
の
も
の
の
多
様
化
を
生
み
出
し
、
社
会
の
全
て
が
個
人
の
ニ
ー
ズ
、
個
人
の
求
め
に
応
ず
る
よ

う
に
機
能
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
個
人
の
多
様
性
を
反
映
す
る
多
様
化
社
会
で
は
、
人
々
は
大
き
な
物
語
を
共
有
で
き
な
い
た
め
に
、

共
に
趣
味
の
あ
っ
た
小
さ
な
集
団
、
小
さ
な
コ
ロ
ニ
ー
を
求
め
ま
す
。
そ
の
多
様
化
し
た
個
々
人
を
繋
い
で
い
る
の
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
あ
り
、
情
報
化
社
会
が
個
人
の
多
様
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
ま
す
。
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と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
日
本
社
会
は
こ
の
多
様
化
に
よ
っ
て
、
大
家
族
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
伝
統
仏
教
の
檀
家
制
度
が
崩
壊
し
、

雨
後
の
竹
の
子
の
よ
う
に
個
々
人
と
の
繋
が
り
を
求
め
る
新
興
宗
教
が
勃
興
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
六
〇
年
余
り
を
経
過
し
た
現
在
、

人
口
バ
ラ
ン
ス
が
激
変
し
て
少
子
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
た
瞬
間
、
個
人
の
多
様
化
に
よ
っ
て
躍
進
し
て
き
た
新
興
宗
教
、
特
に
新
宗
連

最
右
翼
の
立
正
立
正
佼
成
会
で
す
ら
会
員
が
半
減
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
た
教
団
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
成
二
二
年
か
ら
は

法
典
部
が
設
け
ら
れ
、
檀
那
寺
を
持
た
な
い
信
徒
の
葬
儀
を
執
行
す
る
な
ど
新
興
教
団
の
伝
統
教
団
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
更
に
公
称

一
〇
〇
〇
万
会
員
を
誇
る
創
価
学
会
に
至
っ
て
は
、
国
内
布
教
を
あ
き
ら
め
国
際
創
価
学
会
（
Ｓ
Ｇ
Ｉ
）
を
基
軸
に
海
外
布
教
に
力
を
入

れ
て
い
ま
す
。
い
よ
い
よ
大
き
な
物
語
を
共
有
で
き
な
く
な
っ
た
社
会
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
今
回
は
こ
の
よ
う
な
個
人
の
多
様
化
が
進
ん
だ
ア
メ
リ
カ
社
会
で
、
ア
メ
リ
カ
仏
教
と
し
て
組
織
を
維
持
し
運
営
し
て
い
る
サ

ン
フ
ラ
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
の
視
察
を
通
じ
て
、
檀
信
徒
の
い
な
い
社
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
仏
教
の
あ
り
方
を
報
告
し
、
若
干
の

考
察
を
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
　
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
に
つ
い
て

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
日
本
人
の
生
活
は
大
家
族
か
ら
個
人
を
基
調
に
す
る
社
会
構
造
へ
と
激
変
し
、
個
人
の
多
様
性
を
抜
き

に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
共
に
私
た
ち
の
宗
教
的
な
感
性
ま
で
様
変
わ
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の

様
変
わ
り
し
た
社
会
を
眺
め
て
、
日
本
仏
教
の
世
俗
化
や
現
代
社
会
の
脱
宗
教
化
を
嘆
く
僧
侶
は
多
い
が
、
そ
の
ご
本
人
自
身
も
僧
侶
の

な
り
立
ち
が
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
実
態
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
な
ぜ
仏
教
の
社
会
化
が
で
き

な
い
か
、
本
化
の
大
法
を
広
宣
流
布
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
理
由
が
、
い
ま
一
つ
私
た
ち
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
す
。

　
こ
こ
で
宗
教
社
会
学
の
知
見
を
借
用
し
て
、
そ
の
理
由
を
整
理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
宗
教
に
は
「
救
い
の
機
能
と
統
合
性
機

能
」
の
二
つ
の
機
能
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
救
い
の
機
能
と
は
も
ち
ろ
ん
個
人
の
宗
教
的
救
済
で
あ
り
、
統
合
性
機
能
と
は
そ
の
宗
教
的
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救
済
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
宗
教
の
社
会
的
な
信
用
度
の
こ
と
で
す
。
い
ま
ま
で
伝
統
的
な
仏
教
教
団
は
、
こ
の
信
用
度
に
よ
っ
て
社
会
的

の
存
続
し
て
こ
れ
た
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
が
偉
大
だ
っ
た
の
で
、
私
た
ち
小
善
の
僧
侶
も
丁
重
に
扱
わ
れ
て
き
た
と
言
う
こ
と
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
先
の
よ
う
に
戦
後
の
社
会
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
個
人
と
社
会
の
多
様
化
が
進
ん
だ
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
伝
統
教
団
を
支

え
て
き
た
日
本
社
会
の
統
合
性
も
崩
壊
し
、
昨
今
は
偉
大
な
は
ず
の
日
蓮
聖
人
も
さ
ほ
ど
有
り
難
く
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
す
。

で
す
か
ら
、
一
介
の
寺
院
住
職
な
ど
の
扱
い
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
す
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
的
な
統
合
性
を
失
っ
た
日
本
社
会
の
実
際
は
、

新
興
教
団
の
信
徒
数
約
六
〇
〇
〇
万
人
に
比
し
て
、
伝
統
教
団
の
信
徒
数
約
四
五
〇
〇
万
人
（『
宗
教
年
鑑
』
平
成
十
七
年
）
と
、
そ
の

宗
教
勢
力
の
分
布
図
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
個
人
の
多
様
性
が
進
み
す
ぎ
た
現
在
、
先
の
よ
う
に
新
宗
連
最
右
翼
の
立

正
佼
成
会
、
創
価
学
会
も
現
状
維
持
す
ら
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
を
ひ
る
が
え
せ
ば
、
私
た
ち
僧
侶
を
含
め
た
現
代
人
は
宗
教
を
補
償
す
る
救
い
の
機
能
と
統
合
性
の
機
能
と
い
う
二
つ

を
共
に
失
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
現
代
社
会
は
日
蓮
聖
人
や
偉
大
な
祖
師
方
の
救
い
の
歴
史
に
よ
っ
て
培
わ
れ

た
統
合
性
の
機
能
を
失
っ
て
い
る
た
め
に
、
す
で
に
「
信
仰
は
大
切
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
暗
黙
の
了
解
を
基
に
し
た
布
教
教
化
は
通

用
し
な
い
の
で
す
。
本
化
の
大
法
が
広
宣
流
布
し
な
い
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
見
え
る
一
つ
の
解
決
策
は

「
救
い
の
機
能
と
統
合
性
機
能
」
の
二
つ
の
機
能
の
う
ち
「
救
い
の
機
能
」、
救
い
の
文
化
を
前
面
に
打
ち
出
す
こ
と
で
す
。
各
宗
派
の
祖

師
方
も
こ
の
救
い
の
文
化
に
よ
っ
て
、
社
会
的
な
統
合
性
の
機
能
を
培
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

　
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
仏
教
を
眺
め
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
信
徒
は
じ
め
仏
教
に
影
響
を
受
け
て
い
る
愛
好
者
た
ち
は
、
日
本
仏
教
の

よ
う
に
各
宗
派
の
教
義
や
依
経
文
解
釈
を
さ
ほ
ど
重
く
受
け
と
ら
ず
に
、
ど
の
様
な
仏
教
の
実
践
を
し
て
い
ま
す
か
、
座
禅
で
す
か
、
読

経
で
す
か
、
唱
題
で
す
か
、
念
仏
で
す
か
と
、
そ
の
実
践
面
を
重
ん
じ
ま
す
。
曰
く
、ZEN

 M
editation

（
禅
瞑
想
）、T

ibetan Bud-

dhism
 Sūtra Chanting

（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
読
経
）、Lotus Sūtra Chanting

（
法
華
経
の
唱
題
）
と
い
っ
た
具
合
に
、
思
想
信
条
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よ
り
も
信
行
（practice

）
が
重
要
視
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
仏
教
の
あ
り
方
が
、
こ
れ
か
ら
世
界
の
主
流
に
な
る
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
事
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
仏
教
の
各
宗
派
が
世
界
で
最
も
多
く
集
ま
っ
て
い
る
都
市
が
ど
こ
か
と
言
え
ば
、
日
本
の
京
都
や

タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
と
思
い
き
や
、
な
ん
と
ア
メ
リ
カ
第
二
の
都
市
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
す
。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
は
東
南
ア
ジ
ア
、
チ
ベ
ッ

ト
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
韓
国
、
台
湾
、
そ
し
て
日
本
か
ら
伝
わ
っ
た
八
〇
を
超
え
る
宗
派
が
集
ま
り
共
存
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

　
ア
メ
リ
カ
社
会
は
キ
リ
ス
ト
教
右
派
の
保
守
政
党
が
政
権
を
左
右
す
る
ほ
ど
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
社
会
で
す
が
、
仏
教
は
一
九

六
〇
年
代
頃
か
ら
急
速
な
伸
び
を
示
し
一
九
九
〇
年
代
に
は
「
ア
メ
リ
カ
仏
教
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在

の
ア
メ
リ
カ
に
は
三
〇
〇
万
人
（
ア
メ
リ
カ
人
口
の
一
％
）
を
超
え
る
仏
教
徒
が
い
る
と
言
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
仏
教
の
同
調
者
（sym

pathizers

）
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
同
調
者
は
仏
教
に
は
同
調
す
る
が
仏
教
徒
と
い
う
自
己
認
識

を
も
た
な
い
メ
ン
バ
ー
を
数
え
る
と
二
五
〇
万
人
に
及
ぶ
と
言
い
ま
す
。
こ
の
同
調
者
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
「
ナ
イ
ト
ス
タ
ン
ド
・
ブ
ッ
デ

ィ
ス
ト
」（nightstand Buddhists

）
と
呼
ば
れ
、
彼
ら
の
多
く
は
高
学
歴
で
仏
教
書
を
よ
く
読
み
、
た
ま
に
は
近
く
の
大
学
で
仏
教

講
演
を
聴
き
、
仏
教
的
美
術
工
芸
品
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
、
夜
に
な
る
と
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
本
を
読
み
、
そ
の
本

を
ナ
イ
ト
ス
タ
ン
ド
の
脇
に
置
い
て
就
寝
し
、
翌
朝
に
は
前
の
晩
に
読
ん
だ
通
り
に
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
言
い
ま
す
。

　
ま
た
「
仏
教
に
影
響
さ
れ
て
い
る
人
び
と
」（those infl uenced by Buddhism

）
と
し
て
、
仏
教
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
が
寛

容
（tolerant

）
や
、
平
和
的
（peace-loving

）
な
ど
の
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
ア
メ
リ
カ
人
は
二
五
〇
〇
万
人
に
及
び
、

彼
ら
が
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
発
展
へ
と
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
言
い
い
ま
す
。
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
歴
史
を
論
ず
る
余
白
は
な
い
の

で
現
代
ア
メ
リ
カ
で
ア
メ
リ
カ
仏
教
と
し
て
組
織
を
維
持
し
て
い
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
が
ど
の
様
に
広
ま
っ
た
の
か
、
そ

の
動
向
に
目
を
向
け
ま
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
写
真
が
誰
で
あ
る
か
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
二
〇
一
一
年
一
〇
月
五
日
に
五
六
才
の
若
さ
で

逝
去
し
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ス
氏
で
す
。
彼
は
ｉ
Ｍ
ａ
ｃ
や
ｉ
Ｐ
ｏ
ｄ
、
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｏ
ｎ
ｅ
、
ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
を
生
み
出
し
た
ア
ッ
プ
ル
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社
の
前
最
高
経
営
責
任
者
で
し
た
。
彼
は
二
〇
〇
五
年
六
月
一
二
日
に
卒
業
生
へ
の
は

な
む
け
に
次
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
チ
を
し
ま
し
た
。

　「
自
分
が
間
も
な
く
死
ぬ
の
を
覚
え
て
お
く
こ
と
は
、
人
生
の
重
大
な
決
断
を
助
け

て
く
れ
る
最
も
重
要
な
道
具
だ
。
な
ぜ
な
ら
他
人
か
ら
の
期
待
や
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
プ

ラ
イ
ド
、
恥
や
失
敗
に
恐
れ
る
な
ど
は
死
を
前
に
し
て
消
え
、
真
に
重
要
な
こ
と
だ
け

が
残
る
か
ら
だ
。」

　
こ
の
ス
ピ
ー
チ
を
読
ま
れ
て
お
気
づ
き
の
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
彼
は
仏

教
の
同
調
者
（sym

pathizers

）
で
あ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ロ
ス
ア
ル
ト
ス
で

曹
洞
宗
慈
光
寺
を
開
創
し
た
知
野
弘
文
老
師
に
師
事
し
て
い
ま
す
。
老
師
が
一
九
六
〇

年
代
半
ば
に
渡
米
し
、
サ
ン
タ
ク
ル
ズ
禅
セ
ン
タ
ー
で
仏
教
講
演
を
し
た
際
に
ジ
ョ
ブ

ズ
と
出
会
い
、
そ
の
後
参
禅
を
続
け
て
い
た
と
言
い
ま
す
。（
週
刊
新
潮
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
〇
日
号
）

　
こ
の
よ
う
に
現
代
の
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
周
辺
を
眺
め
る
と
、
日
本
の
現
代
仏
教
が
何
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
見
え
て
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
二
〇
一
一
年
三
月
八
日
か
ら
一
一
日
に
か
け
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
を
視
察
し
た
事
柄
を
踏
ま
え
て
、「
社
会

が
求
め
る
仏
教
に
つ
い
て
」
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
　
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
と
鈴
木
俊
隆
老
師
に
つ
い
て

　
は
じ
め
に
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
」
に
興
味
を
懐
い
た
理
由
を
述
べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
日
本
の
現
代
仏
教
の
寺
院
運
営

は
、
葬
儀
法
要
の
お
布
施
か
、
観
光
客
の
拝
観
料
か
、
そ
の
収
入
源
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
禅
セ
ン
タ
ー
は
、
お
布
施
な
ど
の
収
入
を

当
て
に
し
た
運
営
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
昨
年
も
指
摘
し
ま
し
た
が
、
現
在
は
葬
儀
法
要
は
少
子
高
齢
化
社
会
と
リ
ー
マ
ン
・
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シ
ョ
ッ
ク
以
後
の
世
界
的
経
済
不
況
の
た
め
に
、
全
国
的
に
は
寺
院
環
境

を
め
ぐ
る
施
収
入
等
は
減
少
し
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。
し
か
し
、
ア
メ

リ
カ
仏
教
は
戦
前
に
移
民
し
た
日
系
人
社
会
を
除
け
ば
、
そ
こ
に
は
檀
信

徒
は
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
組
織
が
維
持
さ
れ
更
に
拡
大
し
て

い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
様
に
そ
の
組
織
が
形
作
ら
れ
運
営

さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
大
き
く
興
味
を
持
っ
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
海
外
布
教
で
禅
仏
教
と
言
え
ば
、
何
と
言
っ
て
も
フ
ラ
ン

ス
で
流
行
っ
た
弟
子
丸
禅
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
に

曹
洞
宗
僧
侶
で
あ
っ
た
弟
子
丸
泰
仙
師
（
写
真
）
は
、
な
か
ば
日
本
か
ら

脱
出
す
る
形
で
フ
ラ
ン
ス
へ
と
、
後
年
「
乞
食
坊
さ
ん
が
フ
ラ
ン
ス
へ
渡
っ
た
」
と
言
わ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
パ
リ
の
地
下
鉄
の
ホ
ー

ム
な
ど
で
人
が
多
く
通
る
と
こ
ろ
の
ド
ラ
ム
缶
の
上
で
、
法
衣
を
着
て
座
禅
を
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
変
わ
っ
た
東
洋
人
が
い

る
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
彼
は
禅
仏
教
を
布
教
し
始
め
て
、
パ
リ
郊
外
に
大
き
な
お
城
を
買
い
取
っ
て
禅
堂
を
作
り
ま
し
た
。
そ

し
て
自
分
が
禅
を
教
え
て
、
三
十
人
も
四
十
人
も
弟
子
を
作
っ
て
禅
僧
を
養
成
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
禅
宗
は
、「
師
家
」
と
い
っ
て
修

行
僧
を
養
成
で
き
る
立
場
の
僧
侶
以
外
は
、
禅
僧
の
印
可
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
日
本
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ

た
弟
子
丸
氏
は
、
師
家
の
分
際
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
だ
け
の
禅
僧
を
養
成
し
、
組
織
作
り
を
し
て
日
本
へ
と
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
帰
っ
て
き
た
た
め
に
、
曹
洞

宗
は
そ
の
時
代
は
そ
の
弟
子
丸
師
を
受
け
入
れ
た
の
で
す
。
永
平
寺
の
山
田
霊
林
貫
主
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
開
教
総
監
に
任
じ
ら
れ
、

一
九
七
〇
年
欧
州
に
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ゼ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（A

ssociation Zen Internationa

）
を
設
立
し
て
立
場

が
出
来
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
泰
西
仏
教
第
一
道
場
（
一
九
八
〇
年
）
な
ど
多
く
の
道
場
を
建
て
、
ま
た
多
く
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の
著
書
を
執
筆
し
て
一
九
八
二
年
に
六
九
才
遷
化
し
ま
す
。

　
丁
度
、
こ
の
弟
子
丸
師
が
フ
ラ
ン
ス
へ
と
渡
り
開
教
し
た
頃
、
曹
洞
宗
林
叟
院

（
静
岡
県
焼
津
市
）
住
職
の
鈴
木
俊
隆
師
（
写
真
、
五
五
才
）
は
、
一
九
五
九
年
に

ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ 

の
曹
洞
宗
桑
港
寺
の
住
職
と
な
り
ま
す
。

桑
港
寺
は
日
系
人
向
け
の
宗
教
活
動
と
言
い
ま
す
か
ら
、
檀
家
さ
ん
、
ア
メ
リ
カ
で

は
メ
ン
バ
ー
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
は
日
本
の
感
覚
と
は
大
き
く
異
な

り
、
檀
家
さ
ん
が
住
職
を
週
給
幾
ら
の
金
銭
で
雇
用
す
る
感
覚
で
葬
儀
法
要
を
依
頼

さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
俊
隆
師
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
宗
門
や
檀
家
さ
ん
と
は
一
線

を
引
い
て
、
日
系
人
に
限
ら
ず
全
て
の
ア
メ
リ
カ
人
対
象
に
禅
を
広
め
よ
う
と
し
て
、

一
九
六
一
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
内
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
を
設

立
し
ま
す
。
一
九
六
七
年
に
は
、
カ
ル
メ
ル
渓
谷
近
く
の
山
中
の
タ
サ
ハ
ラ
に
禅
マ
ウ
ン
テ
ン
セ
ン
タ
ー
（
禅
心
寺
）
を
設
立
し
ま
す
。

更
に
一
九
六
九
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
は
桑
港
寺
よ
り
、
発
心
寺
と
し
て
独
立
し
ま
す
。
一
九
七
二
年
に
グ
リ
ー
ン
・
ガ
ル

チ
・
フ
ァ
ー
ム
（
蒼
龍
寺
）
が
設
立
さ
れ
ま
す
。

　
桑
港
寺
に
赴
任
し
た
と
き
、
檀
家
さ
ん
方
は
住
職
の
俊
隆
師
に
座
禅
を
教
え
て
く
れ
と
言
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
で

す
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
ヒ
ッ
ピ
ー
文
化
花
盛
り
の
頃
で
し
た
か
ら
、
青
い
目
の
大
学
生
や
文
化
人
が
座
禅
を
求
め
て
禅
寺
に
通
い
続

け
ま
し
た
。
そ
こ
で
多
く
の
お
弟
子
さ
ん
を
養
成
し
た
の
で
す
。
と
く
に
公
案
を
用
い
な
い
只
管
打
坐
の
曹
洞
禅
の
ア
メ
リ
カ 

へ
の
普

及
に
貢
献
し
た
の
で
す
。
俊
隆
師
は
一
九
七
一
年
一
二
月
に
六
七
才
で
癌
で
遷
化
し
ま
す
が
、
そ
の
二
週
間
前
に
法
嗣
（
後
継
者
）
に
リ

チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ー
カ
ー
を
任
命
し
ま
し
た
。
弟
子
に
はT

enshin Reb A
nderson

、Zentatsu Richard Baker

、Edw
ard Espe 

Brow
n

、D
avid Chadw

ick

、Jakusho K
w
ong

、Sojun M
el W

eitsm
an

等
の
名
前
が
英
語
版
「
ウ
ィ
ッ
キ
ペ
デ
ィ
ア
」
に
掲
載
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さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
及
び
関
連
施
設
が
出
来
上
が
っ
て
き
ま
し
た
が
、
俊
隆
師
が
ア
メ
リ
カ
仏
教
界

へ
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
一
九
九
八
年
五
月
に
は
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
「
鈴
木
俊
隆
学
会
」
も
開
催
さ
れ
て
る
ほ
ど
で
す
。
著
書

と
し
て
は
『
禅
へ
の
い
ざ
な
い
』（Zen M

ind, Beginner

's M
ind

）
は
四
五
カ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
（
発
心
寺
）
は
、
俊
隆
師
の
後
継
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ー
カ
ー
師
は
俊
隆
師
か
ら
相

伝
さ
れ
た
座
禅
の
作
法
が
、
伝
統
的
な
作
法
と
は
異
な
っ
て
若
干
ア
メ
リ
カ
流
に
改
正
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
日
本
曹
洞

宗
に
帰
属
せ
ず
ア
メ
リ
カ
仏
教
と
し
て
独
立
し
た
運
営
を
志
し
ま
す
。
現
在
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
の
運
営
上
の
問
題
で
曹

洞
宗
と
近
い
関
係
を
保
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
曹
洞
宗
寺
院
と
は
異
な
っ
た
形
で
組
織
を
作
り
し
て
、
檀
家
制
度
に
よ
ら
な
い
寺
院
運
営

を
行
っ
て
い
ま
す
。

３
　
主
な
三
つ
の
施
設
に
つ
い
て

　
施
設
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
（
発
心
寺
・City Center

）、
グ
リ
ー
ン
・
ガ
ル
チ
・
フ
ァ
ー
ム
（
蒼
龍
寺
・Green 

Gulch Farm

）、
タ
サ
ハ
ラ
禅
マ
ウ
ン
テ
ン
セ
ン
タ
ー
（
禅
心
寺
・T

assajara Zen M
ountain Center

）、
更
に
一
つ
グ
リ
ー
ン
ズ
・

レ
ス
ト
ラ
ン
（Greens Restaurnt

）
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

（
１
）　
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
（
発
心
寺
・C

ity C
enter

）

　
　
　300 Page Street

　San Francisco CA
 94102 U

.S.A
. 1-415-863-3136

　
こ
れ
は
シ
テ
ィ
ー
・
セ
ン
タ
ー
（
写
真
）
で
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
市
電
が
走
る
メ
イ
ン
通
り
か
ら
一
本
入
っ
た
閑
静
な
住
宅
街
に
、

以
前
は
ユ
ダ
ヤ
人
婦
女
子
の
宿
泊
施
設
だ
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
風
の
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
、
地
上
四
階
地
下
一
階
の
ビ
ル
を
改
修
し
て
、
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一
階
が
禅
堂
、
二
階
は
書
籍
出
版
部
、
そ
の
奥
に
は
精
進
料
理
な
ど
を
ベ
ー
ス
し
た
ベ
ジ
タ
リ

ア
ン
・
レ
ス
ト
ラ
ン
（
現
在
は
宿
泊
者
の
食
堂
と
な
っ
て
い
る
）、
三
、
四
階
は
座
禅
を
す
る

方
々
の
宿
泊
施
設
（
宿
泊
料
金
は
一
ヶ
月
食
事
付
で
九
〇
〇
ド
ル
）
と
し
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
長
期
や
短
期
の
宿
泊
者
を
迎
え
た
参
禅
会
、
ま
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
街
と
い
う
環
境
を

生
か
し
た
、
朝
の
参
禅
会
や
朝
粥
と
い
っ
た
修
養
会
を
毎
週
末
に
開
催
し
、
更
に
は
市
民
に
向

け
た
定
期
的
な
研
修
会
「
禅
と
健
康
」
な
ど
、
健
康
や
医
療
、
平
和
と
環
境
問
題
に
関
す
る
テ

ー
マ
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

（
２
） 　
グ
リ
ー
ン
・
ガ
ル
チ
・
フ
ァ
ー
ム
（
蒼
龍

寺
・G

reen G
ulch Farm

）

　
　 1601 Shoreline H

ighw
ay M

uir Beach, 

CA
 94965 1-415-383-3134

　
も
う
一
つ
は
フ
ァ
ー
ム
・
セ
ン
タ
ー
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
郊
外
に
禅
堂
（
写
真
）
と
農

場
を
つ
く
り
、
青
い
目
の
禅
僧
た
ち
が
作
務
と
し
て
農
業
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
と
て

も
広
い
農
場
が
あ
り
、
や
は
り
宿
泊
し
て
座
禅
を
す
る
方
々
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
巻
き

込
ん
で
農
作
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
野
菜
が
栽
培
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
こ
こ

で
焼
か
れ
る
パ
ン
は
絶
品
で
グ
リ
ー
ン
・
ガ
ル
チ
・
フ
ァ
ー
ム
の
野
菜
と
パ
ン
は
マ
リ
ン
・

カ
ウ
ン
テ
ィ
の
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
人
気
に
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
く
、
無
農
薬
の
野
菜
は
禅
セ
ン
タ
ー
が
運
営
す
る
グ
リ
ー
ン
ズ
・
レ
ス
ト
ラ
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ン
な
ど
で
消
費
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
事
務
所
、
食
堂
、
図
書
室
、
会
議

室
が
入
っ
て
い
る
建
物
（
写
真
）
で
は
、

平
日
は
僧
侶
や
参
加
者
の
修
行
や
研
修
が

行
わ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
日
曜
日
に
は

一
般
解
放
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
ま
す
。

午
前
八
時
か
ら
は
座
禅
、
一
〇
時
か
ら
法

話
、
一
二
時
か
ら
食
堂
で
ラ
ン
チ
。
月
一

回
、
子
供
の
為
（
幼
児
か
ら
小
学
生
く
ら

い
ま
で
）
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
用
意
さ
れ
て

い
ま
す
。
訪
問
し
て
そ
の
運
営
の
様
子
を

伺
っ
た
と
こ
ろ
、
責
任
者
で
あ
る
ア
ン
ダ

ー
ソ
ン
全
機
師
（
写
真
、
左
全
機
師
、
右
筆
者
）
は
、
三
つ
の
施
設
の
中
で
こ
の
フ
ァ
ー
ム
・
セ
ン
タ
ー
が
赤
字
を
抱
え
て
い
ま
す
と
、

「
農
場
の
運
営
が
大
変
な
ん
で
す
」
と
語
っ
て
く
れ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

（
３
）　
タ
サ
ハ
ラ
禅
マ
ウ
ン
テ
ン
セ
ン
タ
ー
（
禅
心
寺
・Tassajara Zen M

ountain C
enter

）

　
　
　General Inform

ation 1-415-865-1895

　
更
に
も
う
一
つ
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
山
中
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
内
か
ら
車
で
約
五
時
間
の
カ
ル
メ
ル
渓
谷
近
く
の
温
泉
場
に
、
禅

堂
と
大
き
な
会
議
場
、
宿
泊
施
設
、
ま
た
温
泉
場
で
ス
パ
な
ど
の
癒
し
の
環
境
作
り
し
て
、
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
や
ヨ
ー
ガ
セ
ラ
ピ
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ー
な
ど
の
施
設
を
中
心
に
、
環
境
問
題
や
、
平
和
問
題
の
発
信
地
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
ま
す
。

　
地
理
的
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
南
南
東
一
五
〇
㌔
、
モ
ン
ト
レ
ー
の
南
東
五
〇
㌔
で
途
中
は
未
舗
装
の
道
路
が
二
五
㌔
ほ
ど
続
く

山
道
を
行
き
ま
す
。
通
常
、
一
般
の
方
を
招
い
て
い
る
の
は
、
四
月
か
ら
九
月
末
ま
で
の
六
ヶ
月
間
、
一
〇
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
は
、

参
禅
目
的
の
修
行
者
だ
け
を
受
け
入
れ
て
い
て
、
禅
セ
ン
タ
ー
の
修
行
期
間
と
言
っ
た
と
こ
ろ
の
よ
う
で
す
。
こ
の
期
間
に
僧
堂
が
実
質

的
に
開
設
さ
れ
、
禅
僧
を
養
成
し
て
い
る
の
で
す
。

　
一
般
に
開
放
す
る
に
し
て
も
、
参
禅
期
間
に
し
て
も
、
山
中
に
人
が
集
ま
れ
ば
当
然
宿
泊
施
設
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
シ
テ
ィ
ー
・
セ

ン
タ
ー
も
そ
う
で
す
が
、
宿
泊
施
設
は
単
に
安
く
泊
ま
れ
る
簡
易
宿
泊
所
で
チ
ー
プ
な
も
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
は
日
本
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の
仏
教
文
化
が
魅
力
的
な
の
で
す
か
ら
、
日
本
的
な
様
式
を
用
い
て
豪
華
で
は
な
い
も
の
の
世

間
並
以
上
の
宿
泊
料
金
が
頂
け
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
食
事
も
同
様
で
、
精
進
料
理
は
べ
ジ
タ
リ
ア
ン
に
好
ま
れ
る
よ
う
な
、
徹
底
し
た
玄

米
正
食
、
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
ニ
ュ
ー
・
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
（
ニ
ュ
ー
・
マ
ク
ロ
は
現
在
日
本
へ
と

逆
輸
入
さ
れ
て
い
る
）
の
食
事
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
温
泉
場
の
ス
パ
で
は
仏
教
医
学
の
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
よ
る
癒
し
や
、
そ
れ

に
加
え
て
禅
堂
で
の
ヨ
ー
ガ
・
セ
ラ
ピ
ー
な
ど
、
信
仰
と
健
康
と
い
う
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
会

議
場
も
設
置
さ
れ
て
お
り
、
フ
ァ
ー
ム
・
セ
ン
タ
ー
の
会
議
室
と
は
異
な
り
、
平
和
や
環
境
問
題
、
健
康
や
医
療
と
い
っ
た
仏
教
文
化
に

似
合
っ
た
発
信
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
そ
の
タ
サ
ハ
ラ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
す
。
更
に
最
近
で
は
禅
堂
を
兼
ね
た
ヨ
ー

ガ
・
セ
ン
タ
ー
ま
で
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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（
４
）　
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
た
め
の
グ
リ
ー
ン
ズ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
（G

reens R
estaurnt

）
と
は

　
グ
リ
ー
ン
ズ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
の
入
り
口
で
す
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
ベ
イ
ブ
リ
ッ
チ
が
望
め
る
ヨ
ッ
ト
・
ハ
ー
バ
ー
に
隣
接
す
る
こ

の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
仏
教
文
化
や
禅
文
化
を
強
調
す
る
こ
と
な
く
、
ニ
ュ
ー
・
マ
ク
ロ
の
食
文
化
を
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
に
提
供
す
る
形
で
運

営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ベ
ジ
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ
フ
は
尼
僧
の
ア
ニ
ー
さ
ん
等
が
中
心
に
な
っ
て
、
ニ
ュ
ー
・
マ
ク
ロ
と
い
っ
て
も
、
道
元
禅
師
の
『
典て
ん

座ぞ

教き
ょ
う

訓く
ん

』、『
赴ふ

粥し
ゅ
く

飯は
ん

法ぽ
う

』
を
ベ
ー
ス
に
禅
の
食
文
化
の
伝
統
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。
単
な
る
ベ
ジ
タ
ブ
ル
で
は
な
く
、

精
進
料
理
と
し
て
の
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
料
理
は
「
五ご

辛し
ん

」
と
い
っ
て
、
日
蓮
宗
の
荒
行
堂
な
ど
で
も
禁
止
す
る
「
ネ
ギ
・
ニ
ラ
・
ニ
ン
ニ

ク
・
玉
葱
・
ら
っ
き
ょ
う
」
な
ど
の

匂
い
の
強
い
野
菜
類
は
使
用
し
て
い

ま
せ
ん
。

　
レ
ス
ト
ラ
ン
内
は
一
般
の
方
々
の

期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
仏
教
文
化

を
ベ
ー
ス
に
改
装
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

テ
ー
ブ
ル
の
上
の
ベ
ジ
タ
ブ
ル
料
理

を
見
な
い
限
り
、
こ
こ
が
禅
の
食
文

化
を
提
供
す
る
店
だ
と
言
う
こ
と
に

気
づ
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
シ

ェ
フ
が
尼
僧
な
ら
、
従
業
員
の
面
々

は
み
な
禅
瞑
想
の
愛
好
者
ば
か
り
で
、
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ひ
い
き
目
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
接
客
の
態
度
に
は
茶
道
や
華
道
な
ど
の
雰
囲
気
す
ら
感
じ
る
ほ

ど
で
し
た
。

　
ラ
ン
チ
・
タ
イ
ム
の
店
内
は
と
て
も
明
る
く
、
ど
の
テ
ー
ブ
ル
か
ら
も
ヨ
ッ
ト
・
ハ
ー
バ
ー
に

浮
か
ぶ
船
や
ベ
イ
ブ
リ
ッ
チ
を
一
望
で
き
、
細
か
い
気
配
り
を
感
じ
ま
し
た
。
二
人
で
ラ
ン
チ
を

い
た
だ
い
て
三
〇
ド
ル
ほ
ど
で
す
か
ら
、
昼
食
と
し
て
は
高
額
で
す
が
、
お
昼
時
に
は
空
い
た
テ

ー
ブ
ル
が
な
い
ほ
ど
、
繁
盛
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
な
り
の
客
層
を
掴
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
営
業
の
利
益
で
フ
ァ
ー
ム
・
セ
ン
タ
ー
の
苦
し
い
懐
を
賄
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で
し
た
。

５
　
禅
セ
ン
タ
ー
の
視
察
か
ら
見
え
る
も
の

　
鈴
木
俊
隆
師
の
伝
え
た
禅
仏
教
は
、
ア
メ
リ
カ
仏
教
と
し
て
し
っ
か
り
と
歩
い
て
い
ま
す
。
日

本
の
よ
う
に
檀
家
制
度
に
寄
り
か
か
ら
ず
に
、
お
葬
式
や
法
事
と
い
う
施
収
入
を
頼
ら
ず
に
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
（
発
心
寺
・City Center
）
を
中
心
に
、
グ
リ
ー
ン
・
ガ
ル
チ
・
フ
ァ
ー
ム
（
蒼
龍
寺
・Green Gulch 

Farm

）、
タ
サ
ハ
ラ
禅
マ
ウ
ン
テ
ン
セ
ン
タ
ー
（
禅
心
寺
・T

assajara Zen M
ountain Center

）、
更
に
は
以
前
は
シ
テ
ィ
ー
・
セ
ン

タ
ー
の
二
階
に
宿
泊
者
等
の
精
進
料
理
の
食
堂
と
し
て
出
発
し
た
グ
リ
ー
ン
ズ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
（Greens Restaurnt

）
ま
で
も
巻
き
込

ん
で
運
営
資
金
を
捻
出
し
て
い
ま
す
。

　
青
い
眼
の
禅
僧
等
や
禅
瞑
想
の
愛
好
者
等
が
、
早
朝
の
参
禅
を
す
ま
せ
た
後
、
宿
泊
施
設
の
運
営
、
出
版
事
業
な
ど
の
運
営
、
図
書
館
、

会
議
場
な
ど
の
運
営
、
農
場
の
農
作
業
な
ど
、
全
て
を
仏
道
修
行
の
作
務
と
し
て
営
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
檀
家
・
メ
ン
バ
ー

の
葬
儀
法
要
に
よ
る
施
収
入
に
寄
り
か
か
ら
ず
、
き
ち
ん
と
社
会
化
す
る
事
業
を
展
開
し
て
い
る
の
で
す
。
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こ
と
ろ
で
、
私
は
一
般
社
団
法
人
日
本
ヨ
ー
ガ
療
法
学
会
が
認
定
す
る
認
定
ヨ
ー
ガ
療
法
士
で
、
心
理
療
法
の
一
つ
と
し
て
の
ヨ
ー
ガ

療
法
士
と
し
て
医
療
現
場
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
が
禅
文
化
を
社
会
化
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は

医
療
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
や
ヨ
ー
ガ
・
セ
ラ
ピ
ー
の
施
設
を
運
営
し
な
が
ら
、
禅
文
化
の
布
教
教
化
に
努

め
て
い
る
意
義
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
こ
の
数
年
、
私
は
「
健
康
法
に
も
な
ら
な
い
仏
教
で
は
、
布
教
教
化
も
で
き
な
い
」
と
い
う
お
話

し
を
し
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
を
視
察
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、
社
会
全
体
が
、
ア
メ
リ
カ
ば
か
り
で
は

な
く
日
本
社
会
で
も
「
健
康
」
と
い
う
切
り
口
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
す
。
宗
教
的
な
理
念
や
仏
教
哲
学
で
は
な
く
、
具
体
的
な
行
い
に

よ
っ
て
健
康
的
に
生
き
る
と
い
う
技
術
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
こ
の
切
り
口
で
日
本
の
宗
教
界
を
眺
め
る
と
、
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
布
教
区
が
ヨ
ー
ガ
療
法
を
取
り
入
れ
て
、
す
で
に
日
本
国
内
で
布
教

し
て
い
る
事
実
に
出
会
い
ま
す
。
日
本
霊
性
セ
ン
タ
ー
（Japan Spiritual Center

）
と
称
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
れ
ば
、

す
ぐ
に
分
か
り
ま
が
、
厚
生
労
働
省
が
肩
入
れ
し
て
い
る
日
本
統
合
医
療
学
会
と
い
う
学
会
が
後
押
し
し
て
い
る
ヨ
ー
ガ
療
法
を
取
り
入

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
心
理
療
法
を
取
り
入
れ
て
、
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
は
布
教
の
一
貫
と
し
て
病
気
を
治
す
た
め
の
ヨ
ー
ガ
と
瞑
想
を

教
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
聖
書
を
読
み
讃
美
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
医
学
的
に
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ヨ
ー
ガ
療
法
の

技
術
を
布
教
に
つ
な
げ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
ど
う
い
う
形
態
の
仏
教
が
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
っ
た
か
と
言
う
こ
と
で
す
。
そ
の
流
行
の
背
景

に
あ
る
事
実
は
、
仏
教
の
教
義
や
哲
学
、
そ
う
い
う
観
念
的
な
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
現
代
の
キ

リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
は
「
宗
教
エ
ゴ
」
が
嫌
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
と
こ
ろ
の
宗
教
が
一
番
偉
い
、
そ
う
い
う
偉
い
と
い
う
教
義
性
は

特
に
宗
教
エ
ゴ
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
総
本
山
バ
チ
カ
ン
で
は
、
今
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
前
に
パ
ウ
ロ
二
世

が
宗
教
間
対
話
を
打
ち
出
し
た
こ
と
も
、
聖
書
を
中
心
と
し
た
教
義
の
優
位
性
を
強
調
す
る
こ
と
が
宗
教
エ
ゴ
と
思
わ
れ
て
き
た
か
ら
に

他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
、
体
験
的
な
こ
と
を
重
要
視
し
て
霊
性
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
っ
て
、
禅
や
瞑
想
や
ヨ
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ー
ガ
ま
で
も
取
り
入
れ
て
布
教
を
始
め
た
の
で
す
。

　
初
め
に
１
の
「
ア
メ
リ
カ
仏
教
に
つ
い
て
」
の
中
で
「
私
た
ち

僧
侶
も
宗
教
を
補
償
す
る
救
い
の
機
能
と
統
合
性
の
機
能
と
い
う

二
つ
を
共
に
失
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
言
い

ま
し
た
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
も
同
じ
状
態
で
す
。
そ

れ
に
気
づ
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
世
界
に
霊
性
セ
ン
タ
ー
を
設

立
し
て
禅
や
瞑
想
や
ヨ
ー
ガ
ま
で
取
り
入
れ
た
の
で
す
。
一
時
は

日
本
の
禅
宗
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は

心
理
療
法
の
技
術
と
し
て
の
ヨ
ー
ガ
療
法
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
こ
れ
で
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
宗
教
の
「
救
い
の
機
能
と
統
合

性
機
能
」
の
二
つ
の
機
能
が
失
わ
れ
た
と
き
、
宗
教
の
「
救
い
の

機
能
」、
救
い
の
文
化
を
前
面
に
打
ち
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
言
う
こ
と
で
す
。
大
事
な
こ
と
は
仏
教
教
義
の
優
位
性
を

追
求
す
る
こ
と
よ
り
も
、
読
誦
・
唱
題
と
い
う
信
行
生
活
を
ど
う

実
践
を
し
て
行
く
か
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
お
題
目
を
唱
え
て
い
る

私
た
ち
が
何
を
実
践
し
て
い
る
か
」
と
言
う
こ
と
、
ど
の
様
な
仏

教
文
化
を
実
行
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が

仏
教
を
社
会
化
す
る
こ
と
で
、
仏
教
文
化
を
生
活
面
で
伝
え
て
行

11　影山氏.indd   128 14/02/03   16:51



129 社会が求める仏教について（影山）

く
作
業
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
は
実
際
に
ア
メ
リ
カ
仏
教
で
体
験
し
た
こ
と
で
す
が
、
あ
な
た
は
ど
う
い
う
実
践
を
し
て
い
ま
す
か
？
、
ど
う
い
う
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
（
信
行
）
を
し
て
い
る
か
？
、
た
と
え
ば
、
私
は
禅
瞑
想
と
ヨ
ー
ガ
瞑
想
と
か
、
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
チ
ャ
ン
テ
ィ
ン
グ
（
読
経
）

と
か
、
そ
う
い
う
風
に
実
践
し
て
い
る
技
術
が
仏
教
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
仏
教
教
義
の
優
劣
だ
と
か
、
仏
教
の
宗
派
性
を
超

え
た
と
こ
ろ
、
宗
教
エ
ゴ
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
タ
の
仏
教
へ
と
繋
が
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
に
仏
教
の
社
会
化
の
鍵
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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