
●
「
ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
の
仏
教
教
室
Ⅶ
」
始
ま
る�

　
ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
先
生
（
武
蔵
野
大
学
名
誉
教
授
）
を
講
師
に

お
迎
え
し
、
内
容
も
新
た
に
第
七
期
仏
教
入
門
講
座
「
ケ
ネ
ス
・

タ
ナ
カ
の
仏
教
教
室
Ⅶ
」が
四
月
よ
り
始
ま
り
ま
す
。
昨
年
度
同
様
、

オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
）
に
て
実
施
し
ま
す
。
ご
関
心
の
あ
る

方
は
是
非
と
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

（
厳
念
寺
公
式
サ
イ
ト:https://www.gonnenji.com

/

参
照
）

●
『
ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
の
仏
教
教
室
Ⅵ
』
出
版
！

　

昨
年
に
厳
念
寺
で
実
施
さ
れ
た
ケ
ネ
ス
先
生
の
仏
教
教
室
第
六

期
目
の
内
容
が
本
に
な
り
ま
し
た
。
仏
教
に
関
心
の
あ
る
方
は
一

読
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し

ま
す
。

　

今
回
は
「
今
か
ら
は
じ
め
る
仏

教
入
門
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
仏

教
に
つ
い
て
、
親
し
み
や
す
く
、

新
し
い
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
ま

す
。
初
心
者
で
も
分
か
り
や
す
い

内
容
で
す
。

　
ご
希
望
の
方
は
厳
念
寺
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い(

無
料)
。

 

●
ご
懇
志
御
礼

�　

昨
年
末
か
ら
今
年
に
か
け
て
、
次
の
方
々
よ
り
特
別
に
ご
懇
志

を
賜
り
ま
し
た
。心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
順
不
同
）

　
山
本
文
子
様
／
鈴
木
博
久
様
／
西
宮
仁
様

　
田
口
京
子
様
／
金
井
弘
美
様
／
富
塚
長
徳
様

　
江
田
勇
様
／
仲
谷
洋
子
様
／
神
敏
惠
様

　
坂
本
惠
様
／
中
山
要
子
様
／
一
居
博
子
様

　（
株
）
ジ
ャ
ク
エ
ツ
様
　
　
　
　
　
そ
の
他

●
ご
奉
仕
・
ご
奉
納
御
礼

　
昨
年
末
か
ら
今
年
に
か
け
て
次
の
方
々
よ
り
ご
奉
納
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
順
不
同
）

　
川
上
よ
し
子
様
／
田
村
洋
・
恵
子
様
／
矢
作
望
様
／
ウ
ハ
ラ
生
花
様

　
佐
野
千
代
様
／
高
旨
良
子
様
／
リ
ノ
カ
・
ク
ッ
カ
様
　
　
　
　
そ
の
他

●
子
ど
も
支
援
御
礼

　
次
の
方
々
か
ら
「
子
ど
も
フ
ー
ド
パ
ン
ト
リ
ー
（
困
窮
す
る
子
供
を
抱
え

た
家
庭
へ
の
支
援
活
動
）」
へ
ご
寄
付
を
た
ま
わ
り
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
な
お
、
今
後
も
毎
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
、
厳
念
寺
に
て
フ
ー
ド
パ

ン
ト
リ
ー
を
継
続
し
て
ゆ
く
予
定
で
す
。
引
き
続
き
皆
様
か
ら
の
ご
支
援
・

ご
協
力
を
ど
う
か
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
よ
り
一
月
末
現
在
／
順
不
同
）

早
川
芙
紗
子
様
／
百
目
鬼
健
様
／
富
田
和
子
様
／
山
下
忠
一
郎
様

山
本
喜
則
様
／
西
出
朱
美
様
／
荒
木
昌
子
様
／
武
井
健
祐
様
／
佐
藤
裕
子
様

井
上
健
治
様
／
今
西
み
ど
り
様
／
田
原
福
美
様
／
大
久
保
純
子
様

遠
藤
か
ほ
る
様
／
常
田
幸
子
様
／
聖
徳
寺
（
横
井
）
様
／
太
田
光
春
様

柴
崎
有
司
様
／
金
蔵
寺
（
藤
田
）
様
／
西
村
和
夫
様
／
松
下
裕
也
様

前
澤
侑
吾
・
晴
代
様
／
矢
崎
修
・
有
理
様
／
松
本
美
智
子
様
／
田
村
聡
様

富
田
裕
蔵
様
／
北
川
温
子
様
／
加
藤
桂
子
様
／
清
水
洋
子
様

幸
保
美
和
子
様
／
信
夫
恭
子
様
／
堀
内
佳
菜
様
／
黒
川
た
か
と
様

吉
田
美
佐
枝
様
／
寺
田
龍
雄
様
／
吉
村
奈
都
子
様
／
森
田
昌
宏
様

川
崎
三
喜
子
様
／
曽
村
泰
子
様
／
倉
品
武
文
様

水
谷
修
三
様
／
中
根
聡
美
様
／
斎
藤
幸
久
様
／
武
石
美
知
子
様

原
田
敬
子
様
／
東
京
文
化
ラ
イ
オ
ン
ズ
様
／
和
の
会
様

満
徳
寺
（
白
露
）
様
／
林
光
寺
（
久
萬
壽
）
様

（
株
）
ロ
ー
ズ
ィ
ブ
ル
ー
様
／
縁
の
木
（
白
羽
玲
子
）
様

お
い
も
や
さ
ん
興
伸
様

そ
の
他
（
匿
名
多
数
）
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春
彼
岸
の
お
知
ら
せ

　　

�

● 

春
の
お
彼
岸
は
三
月
十
八
日
（
土
）
か
ら
二
十
四
日
（
金
）
の
一
週
間
で
す
。

二
十
一
日
（
火
）・
春
分
の
日
は
お
中
日
と
い
っ
て
、
お
彼
岸
の
中
心
に
な

る
日
で
す
。
当
日
は
午
前
十
一
時
か
ら
本
堂
に
て
彼
岸
法
要
を
お
勤
め
い
た

し
ま
す
。
ど
う
ぞ
皆
様
で
お
参
り
下
さ
い
。
そ
の
際
に
ご
希
望
の
方
は
お
位

牌
・
過
去
帖
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
ご
一
緒
に
お
参
り
い
た
し
ま
し
ょ

う
。お
釈
迦
様
の
誕
生
仏（
左
写
真
）に
も
甘
茶
を
か
け
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。

　
●    

コ
ロ
ナ
禍
に
つ
き
、
な
る
べ
く
混
雑
を
避
け
て
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。

　
　

���

そ
し
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
墓
参
を
や
む
な
く
控
え
て
い
る
人
の

た
め
に
、
代
わ
っ
て
住
職
が
お
彼
岸
期
間
中
に
墓
前
に
生
花
と
お
線
香
を

供
え
て
の
「
墓
前
読
経
」
を
承
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
お
寺
ま

で
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。　
　
　
【
電
話
：
〇
三
（
三
八
四
四
）
九
三
八
三
】

　
● 

「
お
む
つ
交
換
台
」
を
一
階
男
子
ト
イ
レ
と
二
階
女
子
ト
イ
レ
に
設
置
い

た
し
ま
し
た
。
ご
利
用
下
さ
い
。

　

 

●�

ご
参
詣
の
際
に
は
、
厳
念
寺
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
〈
仏
教
の
こ
こ
ろ
〉
に
出
遇

う
「
仏
教
お
み
く
じ
」
を
是
非
試
し
に
引
い
て
み
て
く
だ
さ
い
（
無
料
）。

好
評
で
す
。

　
　
お
彼
岸
と
い
う
節
目
を
私
た
ち
に
と
っ
て
大
切
な
ひ
と
時
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
合　
掌　

菅原�篤　�画

―１―
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暗
雲
が
立
ち
込
め
る
日
々

あ
っ
と
い
う
間
に
お
正
月
が
過
ぎ
、
節
分

が
き
た
か
と
思
え
ば
、
春
彼
岸
の
お
便
り
を

お
送
り
す
る
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん

は
ど
の
よ
う
な
年
始
め
を
お
過
ご
し
に
な
ら

れ
た
で
し
ょ
う
か
。

年
越
し
と
い
う
節
目
を
穏
や
か
に
過
ご
せ

た
の
も
束つ

か

の
間
、
再
び
も
と
の
日
常
生
活
へ

と
戻
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
コ

ロ
ナ
禍
、
物
価
高
騰
、
異
常
気
象
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
戦
争
…
、
私
た
ち
の
日
常
に
は
様
々
な

社
会
問
題
が
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
く
、
ど

こ
と
な
く
暗
雲
が
立
ち
込
め
る
日
々
が
続
い

て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
そ
の
よ
う
な
日
常

を
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
よ
り
自
分
自
身

の
心
身
の
ケ
ア
を
丁
寧
に
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

厳
念
寺
で
は
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
心
身

の
ケ
ア
が
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
徐
々
に
人
気
が
で
て
き
て
い

る
の
が
「
よ
る
て
ら
」
で
す
。

「
よ
る
て
ら
」

　「
よ
る
て
ら
」
は
月
に
一
度
、
夜
に
行
な
っ

て
い
る
厳
念
寺
の
催
し
で
す
。

普
段
は
夕
方
に
閉
門
し
ま
す

が
、
こ
の
日
は
ピ
ロ
テ
ィ
を
明

る
く
照
ら
し
、
夜
の
九
時
ま
で

誰
で
も
気
軽
に
お
寺
に
入
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

門
を
く
ぐ
る
と
ス
タ
ッ
フ
が
お
迎
え
し
、
訪

れ
た
方
に
コ
ー
ヒ
ー
を
淹い

れ
て
差
し
上
げ
ま
す
。

そ
し
て
、
コ
ー
ヒ
ー
を
受
け
取
っ
た
人
は
お
寺

の
本
堂
に
入
り
、
椅
子
に
座
っ
て
ゆ
っ
く
り
過

ご
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
は

基
本
的
に
何
も
行
う
こ
と
は
な
い
、
と
て
も
シ

ン
プ
ル
な
イ
ベ
ン
ト
で
す
。（
昨
年
の
十
二
月
か

ら
は
、
二
階
の
客
間
で
絵
本
を
読
め
る
コ
ー
ナ

ー
も
設
け
て
い
ま
す
。）

こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
毎
回
十
人
以
上
、
多
い

時
で
は
二
十
人
近
く
も
の
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
年
齢
層
は
二
十
代
か
ら
七
十
代
と
幅
広

く
、
若
い
カ
ッ
プ
ル
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
近
所

の
ご
高
齢
の
方
な
ど
、
年
齢
性
別
問
わ
ず
多
く

の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
ひ
と
り
」
時
間

　「
よ
る
て
ら
」
は
そ
も
そ
も
「
あ
の
寺
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の
一
貫
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。

「
あ
の
寺
が
身
近
に
あ
る
生
活
は
、
僕
ら
の
暮

ら
し
を
ど
う
変
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
？
」
を

合
言
葉
に
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
日
常
生

活
を
豊
か
に
す
る
お
寺
の
姿
を
実
験
的
に
考

え
て
い
く
企
画
で
す
。

　
趣
旨
に
沿
っ
た
イ
ベ
ン
ト
を
考
え
る
中
、

着
目
し
た
の
は
「
ひ
と
り
」
時
間
で
す
。
き

っ
か
け
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
て
い
る
ス
タ

ッ
フ
の
一
人
が
「
現
代
人
は
『
ひ
と
り
』
に

な
れ
る
時
間
が
少
な
い
。
職
場
に
い
て
も
、

家
に
戻
っ
て
も
役
割
が
あ
り
、
誰
か
と
か
か

わ
り
続
け
る
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
喫
茶
店

に
行
っ
て
も
店
員
や
他
の
客
も
い
て
、
気
を

遣
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
誰
か
と
接
す
る
こ
と

な
く
、
心
穏
や
か
に
『
ひ
と
り
』
に
な
る
時

間
を
現
代
人
は
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い

か
？
」
と
言
い
、
そ
ん
な
思
い
か
ら
コ
ン
セ

プ
ト
が
固
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、「
会
社
か
ら
自
宅
に
戻
る
と
き
、

ほ
ん
の
一ひ

と
と
き時

で
も
夜
の
本
堂
で
ゆ
っ
く
り
過

ご
す
時
間
を
提
供
で
き
れ
ば
、『
ひ
と
り
』
に

な
る
時
間
を
も
て
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
こ
と
で
、「
よ
る
て
ら
」
の
大
ま
か
な
内
容

が
決
ま
り
ま
し
た
。

普
段
、
お
寺
で
暮
ら
し
て
い
る
身
と
し
て

は
「
本
当
に
夜
の
本
堂
に
座
る
だ
け
の
た
め

に
人
が
来
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
思
い
も
あ

り
ま
し
た
。
お
寺
の
門
前
を
通
る
人
を
見
て

も
、
耳
を
イ
ヤ
ホ
ン
で
塞ふ

さ

い
で
い
る
人
が
半

分
以
上
で
、
こ
ち
ら
を
見
向
き
も
せ
ず
ス
タ

ス
タ
と
夜
道
を
歩
い
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、

回
を
重
ね
る
ご
と
に
一
人
、
二
人
と
常
連
さ

ん
も
増
え
て
い
き
、
今
で
は
「
開
催
日
を
増

や
さ
な
い
の
か
」
と
い
う
声
も
寄
せ
ら
れ
る

ぐ
ら
い
親
し
ま
れ
る
イ
ベ
ン
ト
に
定
着
し
て

い
ま
す
。

「
ひ
と
り
」
に
な
れ
る
居
場
所

　
で
は
、
訪
れ
た
人
た
ち
は
「
よ
る
て
ら
」

が
提
供
す
る
「
ひ
と
り
」
時
間
で
何
を
得
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
い
先
日
、
常
連
の

若
い
男
性
が
帰
り
際
、
こ
の
よ
う
に
語
っ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

―
私
の
仕
事
は
主
に
介
護
で
す
。
基
本
的
に

は
肉
体
労
働
で
す
し
、
利
用
者
の
思
い
に
も

耳
を
傾
け
る
た
め
、
精
神
的
に
も
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
使
い
ま
す
。
夜
勤
明
け
は
と
く
に
疲
れ

て
い
て
、
心
が
ざ
わ
つ
い
て
い
る
の
で
、
な
ん

と
な
く
、
ま
っ
す
ぐ
家
に
帰
り
た
く
な
い
の

で
す
。

　
こ
こ
に
来
る
と
不
思
議
と
気
持
ち
が
落
ち

着
き
ま
す
。
気
持
ち
の
リ
セ
ッ
ト
が
で
き
、

安
心
し
て
日
常
に
戻
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
私
に
と
っ
て
大

切
な
居
場
所
な
の
で
す
。
―

　
居
場
所
と
い
え
ば
、
た
い
て
い
の
場
合
は
他

者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
空
間
を
イ
メ

ー
ジ
し
ま
す
。
し
か
し
、こ
の
男
性
は『
ひ
と
り
』

に
な
れ
る
「
よ
る
て
ら
」
の
時
間
こ
そ
が
大
切

な
居
場
所
な
の
だ
と
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

私
た
ち
が
生
き
る
人
間
社
会
は
誰
か
と
つ
な

が
り
、
支
え
合
う
こ
と
を
何
よ
り
も
重
要
視
し

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
「
誰
か

と
つ
な
が
り
か
か
わ
り
続
け
ざ
る
を
得
な
い
」

社
会
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

私
た
ち
が
抱
え
る
苦
悩
の
多
く
は
他
者
と
の

関
係
性
か
ら
生
じ
ま
す
。
他
者
と
比
較
し
、
競

争
し
、
傷
つ
け
合
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
未
然

に
防
ぎ
、
修
復
し
、
お
互
い
の
関
係
を
保
つ
こ

と
に
も
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
い
る
は

ず
で
す
。

し
か
し
、
現
代
の
よ
う
な
複
雑
で
、
心
落
ち

着
か
ぬ
日
々
が
続
く
と
、
い
つ
の
間
に
か
自
分

の
存
在
・
人
生
を
ゆ
っ
く
り
見
つ
め
る
時
間
が

疎お
ろ
そか

に
な
り
、
と
き
に
は
自
分
が
何
を
大
切
に

生
き
て
い
る
の
か
も
見
失
う
こ
と
す
ら
あ
り
ま

す
。「よ

る
て
ら
」
の
提
供
す
る
「
ひ
と
り
」
時
間

は
一
見
、
他
者
と
の
関
係
を
断
つ
た
め
の
よ
う

で
、
本
質
と
し
て
は
「
自
分
自
身
と
の
つ
な
が

り
を
回
復
・
修
繕
す
る
た
め
の
時
間
」
で
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
過
程
こ
そ
が
生
を
実

感
し
、
そ
の
人
が
そ
の
人
ら
し
く
生
き
て
い
く

上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

ビ
ハ
ー
ラ
～
お
寺
の
役
割
～

　
お
寺
は
も
と
も
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で

「
ビ
ハ
ー
ラ
（Vihāra
）」
と
い
い
、「
安
ら
か

に
心
身
を
癒
や
し
、
養
う
場
所
」
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
自
分
の
生
き
方
・

生
活
を
深
く
見
つ
め
直
し
、
い
か
な
る
状
況

で
あ
っ
て
も
お
互
い
を
大
切
に
生
き
て
ゆ
く

道
を
探
す
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば「
保

養
所
」
で
あ
り
「
道
場
」
で
あ
る
の
が
お
寺

な
の
で
す
。

　
お
墓
参
り
や
観
光
で
お
寺
に
参
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
な
ん
と
な
く
敷
居
が
高
く
、
そ

れ
以
外
の
目
的
で
お
寺
を
訪
れ
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
よ
く
よ
く
菩
提
寺
や
近
所
の
お
寺
の
様

子
を
う
か
が
う
と
、
意
外
と
多
く
の
お
寺
が

色
々
な
催
し
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
は
ず
で
す
。

　
今
年
も
様
々
な
禍
福
が
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
を
待
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な

中
で
も
、
自
分
の
力
を
十
分
に
発
揮
し
、
生

き
生
き
と
生
活
で
き
る
よ
う
、
自
分
に
と
っ

て
の
「
ビ
ハ
ー
ラ
」
を
探
し
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
厳
念
寺
も
皆
さ
ん
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。（
よ
）　
　
　
　
　
合
　
掌

「
よ
る
て
ら
」

～
「
ひ
と
り
」
に
な
れ
る
居
場
所
～

仏教の窓

■厳念寺「よるてら」の様子

■二階客間で絵本を読めます


