
私
が
住
職
を
務
め
る
全
生
庵
は
、臨
済
宗
国
泰
寺
派
の
寺
院

で
す
。臨
済
宗
は
仏
教
の
宗
派
の
一つ
。そ
の
仏
教
の
開
祖
が
お
釈
迦

様
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

で
は
、お
釈
迦
様
は
い
つ
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
か
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。

紀
元
前
６
２
４
年
、同
５
６
４
年
、同
４
６
３
年
な
ど
諸
説
あ
る

よ
う
で
す
が
、お
お
よ
そ
紀
元
前
７
〜
５
世
紀
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。そ
し
て
２９
歳
の
と
き
に
修
行
者
と
な
り
、
３５
歳
の
と
き
に

悟
り
を
開
か
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
仏
教
と
い
う
宗
教
は
２
５
０
０
年
、あ
る
い
は
そ
れ
以
上

の
長
き
に
わ
た
っ
て
続
く
、今
ど
き
の
言
葉
で
言
え
ば
、と
て
も

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
教
え
で
す
。

昨
今
、ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
は
決
算
も
経
営
計
画
も
短
期
化
が

進
ん
で
き
た
一
方
で
、サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
経
営
な
ど
の「
長
期
視
点
に

立
っ
た
経
営
」の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

確
か
に
、投
資
や
技
術
開
発
、人
の
育
成
な
ど
で
は
五
年
後
、十
年

後
を
見
据
え
た
取
り
組
み
が
欠
か
せ
な
い
で
し
ょ
う
。短
期
利
益

の
獲
得
に
し
か
目
を
向
け
ず
、経
営
ト
ッ
プ
が「
ノ
ル
マ
さ
え
達
成

で
き
れ
ば
よ
い
」と
い
う
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
、場
当
た
り
的
な

対
応
や
不
正
を
許
す
企
業
文
化
を
生
み
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
よ
く
考
え
て
み
る
と
、た
と
え
視
点
が
長
期
で
あ
っ

て
も
、目
標
を
達
成
す
る
こ
と
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
い
れ
ば
、や
は

り
ガ
バ
ナ
ン
ス
不
全
を
招
い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
未
来
の
た
め
に
」と
い
う
言
葉
は
一
見
、美
し
い
よ
う
で
す
が
、未
来

の
た
め
に
今
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
や
、未
来
に
と
ら
わ
れ
て
今
を

お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
本
末
転
倒
で
す
。

未
来
の
こ
と
な
ど
誰
に
も
分
か
り
ま
せ
ん
。分
か
ら
な
い
の
で

す
か
ら
、目
標
の
た
め
に
焦
っ
て
無
理
を
重
ね
た
り
、こ
と
さ
ら
に

不
安
を
感
じ
た
り
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
す
。ま
た
、先
の
こ
と

な
ど
分
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
何
を
し
た
っ
て
よ
い
、と
い
う
考
え
も

間
違
っ
て
い
ま
す
。

先
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。だ
か
ら
こ
そ「
い
ま
、こ
こ
」を
大
切

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

禅
で
は
、過
去
・
現
在
・
未
来
は
一
本
の
線
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
現
在
」と
い
う
点
の
連
続
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。過
去
に
執
着
せ
ず
、未
来
に
期
待
や
不
安
を
持
た
ず
、

今
で
き
る
こ
と
を
全
力
で
行
い
な
さ
い
。そ
れ
が
禅
の
教
え
で
す
。

お
釈
迦
様
も
、み
ず
か
ら
が
悟
っ
た
心
の
平
安
を
得
る
方
法
を

人
々
に
教
え
伝
え
始
め
た
当
初
か
ら
、２
５
０
０
年
先
の
目
標
を

お
持
ち
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。た
だ
、「
今
こ
の
目
の
前

に
い
る
人
々
を
苦
し
み
か
ら
救
い
た
い
」と
懸
命
に
教
え
を
説
く
。

そ
の
こ
と
が
一
つ
一
つ
の
点
と
な
っ
て
連
な
っ
て
き
た
結
果
、今
日
の

世
界
宗
教
た
る
仏
教
が
あ
る
の
で
す
。

「
い
ま
、こ
こ
」と
い
う
あ
り
方
に
関
わ
る
禅
語
が「 

し
ょ
う
こ
き
ゃ
っ
か 

照
顧
脚
下
」

で
あ
り
、「
自
分
の
足
元
を
き
ち
ん
と
見
よ
」と
い
う
意
味
で
す
。

よ
く
禅
寺
の
玄
関
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
、全
生
庵
に
も
あ

り
ま
す
か
ら
、目
に
し
た
こ
と
が
お
あ
り
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

玄
関
で「
足
元
を
見
よ
」と
言
わ
れ
た
ら
、「
靴
を
見
て
き
ち
ん

と
揃
え
な
さ
い
」と
い
う
意
味
に
と
れ
ま
す
が
、人
生
に
お
け
る
、

あ
る
い
は
経
営
に
お
け
る「
足
元
を
見
よ
」は
、「
自
分
自
身
の
現

在
の
立
ち
位
置
を
確
認
し
な
さ
い
」と
解
釈
で
き
る
で
し
ょ
う
。

先
の
目
標
だ
け
を
見
て
い
る
と
、自
分
の
現
在
地
が
分
か
ら

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。自
分
は
ど
こ
ま
で
進
ん
だ
の
か
、

目
標
に
到
達
す
る
た
め
に
は
ど
の
道
を
行
け
ば
よ
い
の
か
。い
っ

た
ん
立
ち
止
ま
り
、足
元
を
見
て
確
認
す
れ
ば
、次
に
何
を
す

べ
き
か
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

初
志
や
創
業
理
念
な
ど
の
座
標
軸
に
対
し
て
ず
れ
た
行
動
を

し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
、自
分
は
道
を
踏
み
外
し
て
い
な
い
だ
ろ

う
か
、と
自
分
自
身
の
あ
り
方
を
見
つ
め
直
す
た
め
に
も
、足
元

を
見
る
こ
と
は
大
切
で
す
。

皆
が
遠
く
を
見
て
い
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、足
元
を
見
る
こ
と

を
忘
れ
ず
に
い
た
い
も
の
で
す
。

巻
頭
エ
ッ
セ
イ

︽
禅
の
こ
こ
ろ
︾

全
生
庵
七
世 

平
井
正
修
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照
顧
脚
下　
｜ 

自
分
の
足
元
を
見
よ 

｜

し
ょ
う
こ
き
ゃ
っ
か

平井 正修　ひらい しょうしゅう
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