


5l曹洞宗における啓発活動の現状 5０ 

一
九
九
二
年
、
栃
木
県
内
の
あ
る
ス
ー
パ
ー
の
レ
ジ
の
前
で
悪

質
な
差
別
発
一
一
一
一
口
が
寺
院
住
職
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が

惹
起
し
た
。
こ
の
住
職
は
、
修
行
道
場
に
お
い
て
一
定
の
修
行
課

程
を
終
え
資
格
を
取
得
し
て
住
職
に
就
任
し
、
さ
ら
に
毎
年
行
わ

れ
て
い
る
現
職
研
修
な
ど
に
も
出
席
し
て
い
た
と
い
う
。
け
れ
ど

も
こ
の
住
職
は
、
「
差
別
発
言
」
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
差
別
的
な

戒
名
付
与
の
仕
方
を
師
匠
か
ら
受
け
継
ぎ
、
過
去
帳
や
墓
石
な
ど

に
よ
っ
て
「
家
柄
調
べ
」
を
し
て
来
た
こ
と
な
ど
も
、
そ
の
後
の

部
落
解
放
同
盟
栃
木
県
連
合
会
に
よ
る
糾
弾
・
〈
学
習
〉
の
中
で
明

ら
か
に
し
た
（
以
下
、
こ
う
し
た
問
題
を
一
括
し
て
「
栃
木
問
題
」

「
栃
木
問
題
」
の
事
実
を
踏
ま
え
、
宗
祖
は
被
差
別
者
を
ど
の

よ
う
に
見
て
い
た
の
か
。
宗
祖
以
降
、
教
団
は
ど
こ
で
変
節
し
た

の
か
。
曹
洞
宗
は
「
世
の
な
ら
い
」
と
し
て
差
別
を
容
認
す
る
の

か
。
自
己
完
結
的
な
実
践
の
観
念
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、

こ
れ
ま
で
の
曹
洞
宗
の
研
修
の
あ
り
方
が
問
題
で
は
な
い
の
か
。

と
い
う
）
。

に
よ
っ
て
仏
教
者
に
対
し
て
提
起
さ
れ
続
け
て
い
る
課
題
で
あ
る

が
、
曹
洞
宗
も
ま
さ
に
こ
の
と
き
に
、
こ
う
し
た
教
学
と
差
別
の

問
題
と
正
面
か
ら
出
合
っ
た
の
で
あ
る
。

曹
洞
宗
に
は
現
在
、
全
国
に
約
一
四
、
七
○
○
の
寺
院
が
あ
り
、

約
一
六
○
万
世
帯
の
檀
信
徒
の
方
た
ち
が
信
仰
を
寄
せ
て
い
る
と

さ
れ
る
が
、
そ
の
約
六
五
％
が
北
海
道
、
東
北
、
関
東
・
甲
信
越
、

静
岡
や
愛
知
な
ど
の
東
曰
本
に
集
中
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の

地
域
に
お
い
て
は
、
被
差
別
部
落
は
、
い
わ
ゆ
る
「
少
数
散
在
」

で
あ
る
た
め
、
部
落
差
別
の
問
題
が
な
か
な
か
見
え
に
く
い
と
い

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
東
日
本
の
長
野
、
群
馬
、
埼

玉
、
栃
木
な
ど
に
数
多
く
の
「
差
別
戒
名
」
が
確
認
さ
れ
、
そ
の

調
査
や
改
正
作
業
の
中
で
、
今
曰
な
お
厳
し
い
部
落
差
別
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
体
験
的
に
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。

被
差
別
者
が
曰
常
的
な
差
別
に
さ
ら
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う

状
況
を
、
住
職
は
じ
め
「
一
般
」
檀
信
徒
な
ど
に
対
し
て
訴
え
、

身
近
な
問
題
と
し
て
差
別
問
題
を
考
え
る
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い

る
が
、
な
か
な
か
理
解
が
得
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
打
ち

破
る
た
め
に
暗
中
模
索
、
試
行
錯
誤
を
続
け
て
い
る
の
が
、
曹
洞

宗
の
「
啓
発
活
動
」
の
現
状
で
あ
る
。

被
差
別
者
の
声
に
耳
を
傾
け
る

荊
訓
割
囲
謝
制
鋤
咀

「
実
践
の
観
念
論
」
が
糾
さ
れ
る ！ 

教
団
内
の
各
種
研
修
に
お
い
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
三
つ
の
柱

を
立
て
、
地
域
性
や
受
講
者
の
グ
レ
ー
ド
な
ど
を
考
慮
し
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
組
む
よ
う
に
し
て
い
る
。

①
「
部
落
解
放
運
動
に
学
ぶ
」
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
地
元
の
部

落
解
放
運
動
団
体
な
ど
か
ら
講
師
を
招
き
、
被
差
別
者
側
か
ら
の

訴
え
を
直
接
聞
き
、
さ
ら
に
解
放
運
動
の
歴
史
や
部
落
差
別
の
現

状
な
ど
に
つ
い
て
学
ぶ
中
で
、
仏
教
者
と
し
て
自
己
相
対
化
の
視

点
を
身
に
つ
け
、
「
人
間
解
放
」
を
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
講
義
形
式
だ
け
で
は
な
く
、
現
地
研
修
や
交
流
会
な
ど
で
〈
出

会
い
〉
を
重
ね
て
い
る
。

②
「
宗
門
の
取
り
組
み
」
は
、
「
第
三
回
世
界
宗
教
者
平
和
会
議

差
別
発
言
事
件
」
を
は
じ
め
「
差
別
戒
名
」
「
差
別
図
書
」
「
身
元

調
査
・
家
系
図
差
別
事
件
」
『
家
庭
訓
』
問
題
、
「
栃
木
問
題
」
な

ど
を
教
材
化
し
、
そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
自
ら
追
体
験
す
る
こ（３
）
 

と
を
通
し
て
、
差
別
を
見
抜
く
目
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

教
団
内
に
あ
る
戒
名
。
過
去
帳
な
ど
の
問
題
、
僧
侶
養
成
や
研
修

の
問
題
、
「
施
陀
羅
」
問
題
や
明
治
期
に
編
纂
さ
れ
た
宗
典
「
修
証

義
』
の
説
教
書
中
の
差
別
事
象
な
ど
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
が
、

栃
木
県
連
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
四
年
、
広
島
県
内
の
曹
洞
宗
寺
院
住
職
が
、
檀
信
徒
の

依
頼
に
よ
っ
て
「
過
去
帳
」
を
調
べ
「
部
落
出
身
で
は
な
い
」
証

明
の
た
め
に
「
家
系
図
」
を
作
成
し
、
そ
れ
が
縁
談
に
使
わ
れ
る

と
い
う
差
別
事
件
を
惹
起
し
た
（
以
下
「
家
系
図
差
別
事
件
」
と

い
う
）
。
こ
の
事
件
に
対
す
る
部
落
解
放
同
盟
広
島
県
連
合
会
に
よ

る
糾
弾
・
〈
学
習
〉
の
場
で
は
、
曹
洞
宗
の
祖
・
道
元
禅
師
（
一
二

○
○
～
一
二
五
一
一
一
）
の
教
え
と
部
落
差
別
と
は
相
容
れ
な
い
は
ず

な
の
に
、
な
ぜ
僧
侶
が
差
別
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
中

心
に
話
し
合
い
が
続
け
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
最
中
に
、
「
我
わ
れ
の

存
在
は
業
に
よ
る
（
被
差
別
部
落
に
生
ま
れ
た
の
は
過
去
世
の
悪

業
の
ゆ
え
で
あ
る
）
」
と
い
う
発
言
を
す
る
僧
侶
が
い
て
、
教
学
と

差
別
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
整
理
し
、
「
道
元
禅
師
の
人
間
観
と
部

（
２
）
 

落
解
放
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
回
答
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
糾
弾
・
〈
学
習
〉
の
継
続
中
に
、
縁
談
の
際
に
身
元
調
査

を
奨
励
す
る
よ
う
な
内
容
の
「
家
庭
訓
」
と
い
う
「
差
別
図
書
」

の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
さ
ら
に
修
行
者
を
指
導
す
る
責
任
あ

る
立
場
の
僧
侶
や
、
教
団
行
政
機
関
で
あ
る
宗
務
庁
内
で
の
係
長

の
差
別
発
言
事
件
な
ど
が
相
次
い
で
明
る
み
に
出
た
。

「
業
・
席
陀
羅
」
問
題
は
、
水
平
社
結
成
当
時
か
ら
解
放
運
動

研
修
に
お
け
る
三
つ
の
柱

教
学
と
差
別
の
問
題
と
の
遭
遇
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注（
１
）
「
非
人
癩
病
狂
死
者
引
導
法
」
ｌ
被
差
別
部
落
民
ハ
ン
セ
ン
病

者
、
「
狂
死
」
者
な
ど
の
葬
儀
時
の
「
差
別
儀
礼
」
、
「
留
穣
の
大
事
」

ビ
デ
オ
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。

道
元
禅
師
の
教
え
に
「
大
悲
を
先
と
な
し
て
、
誓
っ
て
一
切
衆

生
を
度
さ
ん
（
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
を
救
済
し
よ
う
）
と
す
る
坐
禅
」

が
あ
り
、
自
己
実
現
の
た
め
に
「
種
姓
を
観
ず
る
こ
と
莫
れ
（
生

ま
れ
や
門
地
な
ど
で
差
別
し
て
は
い
け
な
い
）
」
と
い
う
お
示
し
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
え
が
曹
洞
宗
の
「
啓
発
活
動
」
の
バ
ッ
ク
ボ

ー
ン
に
な
り
得
る
と
確
信
し
て
い
る
。

今
後
と
も
各
方
面
か
ら
の
ご
指
導
を
お
願
い
し
た
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
宗
門
内
の
差
別
事
件
を
教
材
と
し
て
学
ぼ

う
と
す
る
と
、
何
か
自
分
が
拠
り
所
と
し
て
来
た
「
信
仰
」
や
「
伝

統
」
な
ど
も
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
印
象
を
持
つ
の
か
、
「
ま
た
か
」

「
も
う
、
い
い
」
と
い
う
よ
う
な
反
発
を
抱
く
受
講
者
も
少
な
く

な
い
。

③
「
教
学
と
差
別
」
は
、
「
業
・
栴
陀
羅
」
問
題
、
そ
れ
に
関
連

す
る
「
不
殺
生
」
の
問
題
、
仏
教
の
教
え
の
中
の
性
差
別
や
「
障

害
」
者
差
別
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
差
別
の
問
題
、
そ
し
て
差
別
の
現

状
を
丸
ご
と
容
認
し
て
し
ま
う
「
悪
し
き
本
覚
思
想
」
の
問
題
１

１
世
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
や
不
合
理
な
こ
と
が
あ
る
が
、

「
さ
と
り
」
の
世
界
に
入
れ
ば
す
べ
て
平
等
で
あ
る
と
す
る
な
ど

が
あ
る
。
ど
れ
ひ
と
つ
と
っ
て
も
た
い
へ
ん
に
大
き
な
問
題
で
、

教
団
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
最
終
的
な
結
論
が
出

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
仏
教
者
と
し
て
自
ら
の
信
仰
と
深
く

関
わ
る
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
学
習
課
題
と
し
て
取
り
上

げ
て
い
る
。

「
栃
木
問
題
」
な
ど
を
契
機
に
、
研
修
の
見
直
し
を
始
め
た
。

一
九
九
五
年
一
一
一
月
か
ら
九
七
年
二
月
ま
で
の
間
、
リ
ー
ダ
ー
養

成
の
た
め
、
全
国
六
六
宗
務
所
の
人
権
擁
護
推
進
主
事
な
ど
を
対Ⅱ 

■■■■■■■■ 

￣￣－ 

代通落し､部
を説解事落
追が放実史
つ再運のの
て検動発見
平討の見直
易さ新、し
にれし歴と
解てい史は
きい間の？
明る題見
か部意方本
す落識の書
｡史に変は
をよ化、
、つ、新
時て部し
Ｌ－－ジ

「
信
仰
の
社
会
性
」
を
持
つ
た
め
に

、

部

解
放
出
版
社

渡
辺
俊
雄
署

四
六
判
２
１
０
頁

－
、
８
０
０
円
十
税

が

象
に
、
一
一
泊
三
曰
の
研
修
を
七
回
開
催
し
た
。
狭
山
の
現
地
調
査

学
習
を
は
じ
め
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
の
研
修
、
長
野
県
で
の
「
差

別
戒
名
」
に
関
す
る
現
地
研
修
、
栃
木
県
や
神
奈
川
県
の
被
差
別

部
落
や
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
街
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

な
ど
で
あ
る
。

さ
ら
に
各
地
の
修
行
道
場
の
研
修
に
お
い
て
も
、
被
差
別
部
落

な
ど
で
の
現
地
研
修
や
「
障
害
」
者
福
祉
施
設
の
体
験
学
習
な
ど

を
取
り
入
れ
て
い
る
。

ま
た
、
曹
洞
宗
自
主
制
作
人
権
啓
発
ビ
デ
オ
を
地
域
で
上
映
し
、

そ
れ
を
も
と
に
グ
ル
ー
プ
討
議
を
行
っ
て
い
る
。

ビ
デ
オ
の
第
一
作
は
『
身
元
調
査
そ
の
実
態
を
問
う
」
（
一
九

九
六
年
五
月
）
で
あ
り
、
「
家
系
図
差
別
事
件
」
や
「
栃
木
問
題
」

に
お
け
る
「
家
柄
調
べ
・
身
元
調
査
」
に
つ
い
て
改
め
て
取
り
上

げ
、
被
差
別
部
落
の
人
び
と
の
思
い
と
僧
侶
側
の
意
識
と
を
対
比

さ
せ
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
。

第
二
作
は
「
「
悪
し
き
業
論
」
そ
の
差
別
思
想
を
問
う
」
二

九
九
七
年
五
月
）
で
あ
り
、
部
落
差
別
は
じ
め
「
障
害
」
者
、
女

性
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
な
ど
に
対
す
る
差
別
を
繰
り
返
し
て
来
た
「
悪

し
き
業
論
」
に
つ
い
て
、
証
言
と
史
料
に
も
と
づ
き
考
え
よ
う
と

し
た
教
材
で
あ
る
。

第
三
作
目
二
九
九
八
年
五
月
完
成
予
定
）
は
、
「
差
別
戒
名
」

問
題
を
通
し
て
、
い
っ
た
い
「
戒
名
」
と
は
何
な
の
か
を
考
え
る

－
－
女
性
は
ケ
ガ
し
て
い
る
と
す
る
「
差
別
儀
礼
」
な
ど
が
あ
っ

た
。
当
該
部
分
の
抜
き
刷
り
を
作
成
し
て
人
権
学
習
・
「
同
和
」
研

修
の
教
材
に
し
て
い
る
。

（
２
）
「
「
悪
し
き
業
論
」
克
服
の
た
め
に
』
と
。
業
に
つ
い
て
」
１
１
道

元
禅
師
の
人
間
観
と
部
落
解
放
」
と
い
う
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
と
し
て

教
材
化
し
て
お
り
、
第
二
作
ビ
デ
オ
の
研
修
時
に
副
読
本
と
し
て

活
用
し
て
い
る
。

（
３
）
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
差
別
語
を
手
が
か

り
に
自
ら
の
生
き
方
を
見
つ
め
て
み
よ
う
と
し
た
『
差
別
語
を
考

え
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
笑
解
放
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
を
作
成
し
、

教
材
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。

し
ろ
い

魁■悪

甘い〉。。
｛
、
ｂ
ｒ
宮
。
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