
 
 

 

身
心
一
如 

住
職 

平
田
真
純 

 

仏
教
で
は
、
「
身
心

し
ん
じ
ん

一
如

い
ち
に
ょ

」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。

身
体
と
精
神
は
別
の
次
元
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
俗
に
「

病
や
ま
い

は
気
か
ら
」
な
ど
と
例
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
心

身
の
健
康
は
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
通
し
て
、
私
た

ち
は
そ
の
言
葉
を
理
解
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

関
連
し
て
、
「
性
相

し
ょ
う
そ
う

不
二

ふ

に

」
と
い
う
言
葉
も
、
仏
教
で
は
よ

く
使
わ
れ
ま
す
が
、
「
性
」
と
は
も
の
の
本
性

ほ
ん
し
ょ
う

・
本
質
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
「
相
」
と
は
現
象
と
し
て
現
れ
た
す
が
た
と
い
う

こ
と
で
、
そ
の
二
つ
は
別
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

た
ち
の
心
の
本
性
は
、
目
に
見
え
る
す
が
た
と
し
て
現
れ
て
し

ま
う
と
例
え
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。 

 

あ
る
意
味
、
身
体
の
好
不
調
や
見
た
目
の
様
子
は
、
各
々
の

心
の
あ
り
方
の
あ
ら
わ
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
精
神
が
健
全
で

あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
身
体
も
健
康
だ
し
、
見
た
目
も
よ
い
で
し

ょ
う
。
し
か
し
心
に
何
か
良
く
な
い
も
の
を
抱
え
て
い
る
と
、

体
調
も
す
ぐ
れ
な
い
よ
う
に
感
じ
た
り
、
見
た
目
の
印
象
も
暗

か
っ
た
り
し
ま
す
。 

 

要
は
、
常
に
悩
み
な
く
精
神
が
健
全
で
あ
れ
ば
、
身
体
も
健

康
で
、
溌
剌

は
つ
ら
つ

と
感
じ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
信
仰
の
目
的
も
そ

こ
に
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
簡
単
に

い
か
な
い
の
が
実
情
で
す
。
身
体
の
物
理
的
な
健
康
や
機
能
は
、

結
果
と
し
て
見
え
る
の
で
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
心
の
精

神
的
な
健
康
や
機
能
は
分
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま

す
。
し
か
し
た
と
え
ば
、
身
体
の
運
動
能
力
的
な
機
能
は
、
心

の
機
能
に
も
応
用
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

身
体
を
動
か
す
の
に
必
要
な
機
能
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
筋
力
と
柔
軟
性
は
大
切
な
こ
と
と
思
わ

れ
ま
す
。
筋
力
を
鍛
え
る
こ
と
を
心
に
た
と
え
れ
ば
、
そ
れ
は

障
害
を
乗
り
越
え
る
と
か
、
逆
境
に
耐
え
る
と
い
っ
た
精
神
的

負
荷
を
克
服
す
る
こ
と
に
応
用
で
き
ま
し
ょ
う
。
逆
境
の
と
き

は
鍛
え
る
チ
ャ
ン
ス
と
、
日
々
の
努
力
と
信
仰
に
、
よ
り
一
層

励
み
た
い
も
の
で
す
。 

 

ま
た
体
が
硬 か

た

け
れ
ば
怪
我
を
し
や
す
い
で
す
し
、
心
が
硬
け

れ
ば
精
神
も
脆 も

ろ

い
で
し
ょ
う
。
心
の
柔
軟
さ
と
は
、
こ
だ
わ
り

か
ら
離
れ
、
自
分
だ
け
の
狭
い
判
断
で
も
の
ご
と
を
み
な
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
雑
念
を
捨
て
て
、
ご
本
尊

に
お
勤
め
を
し
、
良
い
お
智
慧
を
い
た
だ
く
こ
と
が
肝
要
と
思

い
ま
す
。 

 
言 い

う
は
易 や

す

し

行
お
こ
な

う
は
難 か

た

し
で
す
が
、
信
仰
に
よ
っ
て
、
心
の

健
康
を
保
ち
た
い
も
の
で
す
。 



 

待
乳
山
だ
よ
り 

 
朝
ま
い
り
会
の
ご
案
内 

毎
月
一
日
～
七
日
開
催 

午
前
八
時
よ
り
三
十
分 

会
費 

五
百
円 

 

当
山
で
は
布
教
と
信
徒
の
皆
様
と
の
交
流
を
目
的

と
し
て
、
昭
和
二
十
五
年
に
朝
ま
い
り
会
を
発
足
し

ま
し
た
。 

 

現
在
に
至
る
ま
で
当
山
僧
侶
の
導
師
で
、
皆
様
と

共
に
朝
の
お
勤
め
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
最
終
日
に

は
、
信
徒
会
館
に
て
御
供
米
を
用
い
て
斎
食
儀
を
実

施
し
て
い
ま
す
。 

 

一
日
の
み
の
参
加
で
も
け
っ
こ
う
で
す
。
正
し
い

礼
拝
作
法
を
身
に
つ
け
た
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご
入
会
く

だ
さ
い
。 

朝
ま
い
り
会
大
般
若
法
要 

五
月
七
日 

午
前
九
時 

 

 

ま
た
朝
ま
い
り
会
で
は
、
日
頃
の
ご
加
護
に
感
謝

す
る
た
め
に
、
毎
年
正
五
九
の
七
日
に
大
般
若
法
要

を
執
行
し
て
お
り
ま
す
。
朝
ま
い
り
会
の
会
員
の
方

の
参
加
は
無
料
で
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
ご
参
加
く
だ

さ
い
。 

奉
納 

宗
方
澄
子
様

よ
り
箪
笥
を
一
棹
御
奉

納
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本

堂
に
て
、
御
供
物
や
お
札

の
整
理
に
使
わ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す 

お
宮
参
り 

三
月
十
二
日
山
下
貴
八
く
ん
、
二

十
一
日
田
中
陽
茉
莉
ち
ゃ
ん
の
お
宮
参
り
を
行
い
、

ご
宝
前
で
お
加
持
が
授
け
ら
れ
ま
し
た
。
尊
天
様
の

ご
加
護
で
健
や
か
に
成
長
さ
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
し

て
お
り
ま
す
。 

       

当
山
の
縁
起
物
と
し
て
、
福
を
授
け
る
巾
着
型
の

今
戸
焼
貯
金
箱
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は
東
京
近
郊

で
広
く
使
わ
れ
て
い
た
今
戸
焼
で
す
が
、
今
で
は
名

前
を
知
ら
な
い
方
も
増
え

て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

今
戸
焼
と
は
、
江
戸
時
代

か
ら
今
戸

で
製
造
さ

れ
た
焼
き

物
の
こ
と

で
す
。 

 

そ
の
歴
史
は
古
く
、
今
戸

周
辺
の
土
が
粘
土
を
含
み
、

瓦
や
土
器
に
適
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
五
二
〇
年

下
総
千
葉
家
の
配
下
が
作
り
出
し
た
の
が
始
ま
り
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
に
入
り
、
瓦
の
需
要
が
高
ま
る
と
さ
ら

に
今
戸
の
窯
業
は
栄
え
ま
す
。
猿
若
町
の
芝
居
小
屋

や
吉
原
の
遊
郭
の
発
展
に
よ
っ
て
、
隅
田
川
周
辺
に

注
目
が
集
ま
る
と
、
今
戸
焼
も
名
産
品
と
し
て
有
名

に
な
り
ま
し
た
。
、
庶
民
の

生
活
に
根
差
し
た
素
朴
な

雑
器
を

作
り
、
江

戸
住
民

の
需
要

に
応
え
続
け
た
よ
う
で
す
。 

江
戸
時
代
に
は
隆
盛
を
誇
っ
た
今
戸
焼
で
す
が
、

震
災
や
戦
災
に
よ
っ
て
職
人
た
ち
は
徐
々
に
今
戸
を

離
れ
て
い
き
ま
し
た
。
今
で
は
白
井
家
六
代
目
の
白

井
裕
一
郎
さ
ん
が
、
唯
一
の
今
戸
焼
職
人
と
し
て
伝

統
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

行
事
報
告 

三
月
十
三
日
（
日
）、
稲
荷
祭
を
執
り

行
い
、
稲
荷
様
の
前
で
般
若
心
経
、
観
音
経
を
お
唱

え
い
た
し
ま
し
た
。 

三
月
二
十
日
（
日
）、
婦
人
講
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

大
般
若
法
要
に
よ
り
家
内
安
全
を
御
祈
願
い
た
し
ま

し
た
。 

 朝
ま
い
り
会 

四
月
度
表
彰
者
（
敬
称
略
） 

一
年 

小
澤
美
佳 

 



待乳山本龍院 五月の行事 

大
般
若
講
五
月
二
十
日
（
金
）
午
前
十
一
時 

講
金 

一
、
五
〇
〇
円 

 
五
月
二
十
日
、
大
般
若
講
に
お
い
て
大
般
若
転
読
会
を
執
行
い
た
し
ま
す
。 

大
般
若
経
は
、
三
蔵
法
師
玄
奘
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
持
ち
帰
り
、
翻
訳

し
た
経
典
で
す
。
五
百
万
字
六
百
巻
と
い
う
膨
大
な
内
容
を
持
ち
、
供
養
す

れ
ば
多
く
の
功
徳
を
得
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

経
典
を
一
字
一
句
す
べ
て
読
み
上
げ
る
こ
と
を
「
真
読
」
と
呼
び
ま
す
。 

し
か
し
、
少
数
の
僧
侶
の
み
で
大
般
若
経
の
よ
う
な
長
い
経
典
を
真
読
す
る

と
、
何
日
も
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
経
典
を
省
略
し
て
読
む
「
転

読
」
と
呼
ば
れ
る
作
法
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

転
読
会
の
際
は
、
導
師
が
「
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
…
」
と
経
題
を
読
み
上

げ
る
と
、
出
仕
し
た
僧
侶
も
そ
れ
に
続
い
て
経
題
を
大
声
で
唱
え
ま
す
。
そ

し
て
、
経
巻
を
扇
の
よ
う
に
大
き
く
広
げ
て
捲
り
上
げ
、
終
わ
っ
た
も
の
を

経
箱
に
打
ち
つ
け
ま
す
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
や
大
き
な
音
に
驚
か
れ
る

方
も
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
音
も
ま
た
魔
を
払
う
効
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。 

仏
教
の
智
慧
、
悟
り
に
つ
い
て
書
か

れ
た
大
般
若
経
を
よ
く
読
誦
し
、
他
人

に
伝
え
る
こ
と
は
、
仏
法
を
守
護
す
る

諸
天
に
と
っ
て
も
こ
の
上
な
い
喜
び
で

あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
単
に
幸
福
を
祈

願
す
る
だ
け
で
な
く
、
諸
天
に
御
礼
を

申
し
上
げ
る
法
要
で
も
あ
る
の
で
す
。 

聖
天
様
と
縁
を
結
ぶ
た
め
に
も
、
こ

の
機
会
に
み
な
さ
ま
ご
参
加
い
た
だ
き
、

大
般
若
転
読
会
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

  

総
代
世
話
人
往
来 

今
年
度
よ
り
、
西
川
晃
敏
様
が
新
た
に
総

代
と
し
て
任
命
さ
れ
ま
し
た
。 

同
じ
く
今
年
度
よ
り
、
竹
中
輝
夫
様
が
世

話
人
と
し
て
任
命
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
定
年
に
よ
り
倉
崎
良
子
様
、
安
西
美

佐
子
様
、
ご
両
名
が
世
話
人
を
退
任
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

長
い
間
、
当
山
の
発
展
の
た
め
に
ご
尽
力

い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

 

坐
禅
の
会 

五
月
は
二

十
一
日
に
開
催
し
ま
す 

毎
月
第
四
土
曜
日
に
行
っ
て
い
る
坐
禅

の
会
で
す
が
、
信
徒
旅
行
の
日
程
の
都
合
に

よ
り
、
一
週
間
早
い
二
十
一
日
（
土
）
に
開

催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
時
間
は
午
後
六

時
か
ら
八
時
。
会
費
は
五
百
円
に
な
り
ま
す
。 

参
加
希
望
の
方
は
事
前
に
寺
務
所
に
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｘ
ｘ 

 
大
般
若
講 

 

五
月
二
十
日
（
金
） 

午
前
十
一
時 

 
 
 
 
 
 
 
 

講 

金 
 
 
 

一
、
五
〇
〇
円
也 

皆
様
の
家
内
安
全
、
身
体
健
全
を
祈
願
い
た
し
ま
す
。 

 

朝
ま
い
り
会    
五
月
一
日
～
七
日 

午
前
八
時
か
ら
八
時
半 

 
 
 
 

会 

費 
 
 
 

月 

五
〇
〇
円
也 

都
合
の
よ
い
日
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
最
終
日
に
は
、
お
勤
め
終
了
後
に
食
事
作
法
と
大
般
若
法
要
を
行
い
ま
す
。 

日 

曜 

勤 

行 
 

五
月
八
日
（
日
） 

午
前
九
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

参
加
費 

 
 
 
 
 
 

無 
 

料 

初
心
の
方
も
気
軽
に
ご
参
加
い
た
だ
け
る
お
つ
と
め
の
会
で
す
。 

写 

経 

の 

会 
 

五
月
八
日
（
日
） 
午
前
十
時
／
午
後
一
時 

 
 
 
 

会 

費 
 
 

  
  

五
〇
〇
円
也 

心
を
落
ち
着
か
せ
て
写
経
す
る
こ
と
で
、
日
常
を
離
れ
、
自
分
を
見
つ
め
直
し
ま
し
ょ
う
。 

坐
禅
の
会        

五
月
二
十
一
日
（
土
）
午
後
六
時
～
八
時 

定
員
三
十
名 

 

参 

加 

費 
 
 

五
〇
〇
円
也 

信
徒
旅
行
の
日
程
の
都
合
に
よ
り
、
五
月
の
坐
禅
の
会
は
二
十
一
日
に
開
催
い
た
し
ま
す
。 

定
員
に
な
り
次
第
、
募
集
は
締
め
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

信
徒
旅
行        

五
月
二
十
八
日
（
土
）
～
二
十
九
日
（
日
）
定
員
四
十
五
名 

 

参
加
費 

 

四
五
、
〇
〇
〇
円
也 

今
年
は
比
叡
山
延
暦
寺
に
あ
る
居
士
林
に
て
修
行
体
験
を
行
う
他
、
聖
天
堂
、
律
院
を
参
拝
し
ま
す
。 

 
 

 

合
同
大
般
若
法
要 

五
月
二
十
五
日
（
水
） 

午
前
十
一
時 

 
 
 
 
 

法 
要 
料 

 
 

五
、
〇
〇
〇
円
也 

 

心
願
が
成
就
し
、
よ
り
一
層
の
御
加
護
を
頂
く
た
め
に
、
皆
さ
ん
と
ご
一
緒
に
お
上
げ
す
る
御
礼
の
法
要
で
す
。 

 

 

五
月
の
行
事  

地
蔵
供
養
会 

六
月
二
十
四
日
（
金
）
午
前
十
一
時 

 
 
 
 
 

講 
 
 
 

金 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
五
〇
〇
円
也 

 

 

 

ご
祈
祷
の
ご
案
内 

  

聖
天
様
独
特
の
供
養
法
で
あ
る
浴
油
供
は
、

密
教
の
中
で
最
も
深
秘
の
法
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
供
養
法
は
聖
天
様
の
お
力
が
よ
り
一

層
高
め
ら
れ
、
私
ど
も
が
不
可
能
と
思
わ
れ
る

よ
う
な
願
い
事
で
も
、
孫
天
様
の
不
思
議
方
便

の
お
働
き
を
得
て
、
必
ず
成
就
さ
せ
て
頂
け
る

の
で
あ
り
ま
す
。 

 

当
山
で
は
こ
の
浴
油
祈
祷
を
、
毎
朝
開
堂
と

同
時
に
厳
修
し
て
お
り
ま
す
。
寺
務
所
に
て
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
名
前
と
お
願
い

の
内
容
、
祈
祷
期
間
を
お
伝
え
下
さ
い
。 

 

ま
た
ご
遠
方
の
方
や
お
急
ぎ
の
方
は
、
お
電

話
や
お
手
紙
で
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

  

祈
祷
料 

別
座
祈
祷 

壱
万
円
以
上
（
一
週
間
） 

 

浴
油
祈
祷 

三
千
五
百
円
以
上
（
一
週
間
） 

 

華
水
供 

 

五
百
円
／
一
日 


