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慚
愧
の
念

『
し
く
じ
り
住
職
』

慚
愧
（
ざ
ん
き
）
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
頻
繁
に
使
う
言
葉
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
が
、
政
治
家
が
「
慚
愧
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
」
と
謝
罪
の
場
で
使
っ
て
い
る
光

景
は
よ
く
見
ま
す
。
こ
の
〈
慚
愧
〉
は
自
分
の
過
ち
を
恥
ず
か
し
く
思
い
、
深
く
反
省
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
仏
教
用
語
で
す
。
ち
な
み
に
、
似
た
意
味
の
懺
悔
（
さ
ん
げ
）
と

は
、
そ
の
慚
愧
の
心
を
神
仏
の
前
で
告
白
し
て
反
省
す
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

あ
ん
な
こ
と
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
、
と
い
く
ら
後
悔
し
て
も
先
へ
は
進
め
ま
せ
ん
。

過
去
の
過
ち
は
消
せ
な
い
の
で
す
か
ら
、
慚
愧
の
念
を
も
っ
て
今
後
の
自
分
の
人
生
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

〈
慚
〉
と
は
自
分
自
身
で
反
省
し
、
今
後
同
じ
過
ち
は
犯
さ
な
い
と
思
う
心
。
そ
し
て
〈
愧
〉
と
は
そ
の
自
分
と
同
じ
過
ち
を

人
に
も
犯
さ
せ
な
い
と
思
う
心
で
す
。
つ
ま
り
〈
愧
〉
と
は
他
者
へ
の
思
い
や
り
、
慈
悲
の
心
で
も
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
最
近
テ
レ
ビ
の
『
し
く
じ
り
先
生
』
と
い
う
番
組
を
よ
く
見
ま
す
。
芸
能
人
が
し
く
じ
り
の
実
体
験
を
包
み
隠
さ
ず

暴
露
し
、
最
後
に
教
訓
を
示
す
と
い
う
も
の
で
す
。
お
も
し
ろ
お
か
し
く
編
集
し
て
は
あ
り
ま
す
が
、
最
後
に
は
「
自
分
は
し

く
じ
っ
た
け
ど
、
み
ん
な
は
同
じ
轍
を
踏
む
な
よ
」
と
生
き
る
ヒ
ン
ト
を
く
れ
る
、
ま
さ
に
こ
の
〈
慚
愧
〉
を
テ
ー
マ
に
し
た

番
組
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
は
こ
こ
か
ら
は
恥
ず
か
し
な
が
ら
『
し
く
じ
り
住
職
』
。
先
日
、
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
友
人
達
の
中
の
一
人
を
、
冗
談
の

通
じ
る
相
手
だ
か
ら
と
い
う
甘
え
も
あ
っ
て
ち
ょ
っ
と
か
ら
か
っ
た
と
こ
ろ
、
聖
域
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
週
末

の
人
通
り
も
多
い
東
京
の
街
中
で
、
い
き
な
り
大
泣
き
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
周
囲
の
視
線
も
痛
い
ほ
ど
こ
ち
ら
に
注
が
れ

る
中
、
ま
さ
に
「
慚
愧
の
念
に
堪
え
な
い
」
思
い
で
、
私
は
た
だ
た
だ
何
度
も
謝
っ
て
い
ま
し
た
。
「
だ
か
ら
二
流
和
尚
な
ん

だ
」
と
叩
か
れ
な
が
ら
・
・
・
・
・
。
と
こ
ろ
が
話
は
そ
こ
で
終
わ
り
ま
せ
ん
。
後
で
冷
静
に
な
っ
て
思
え
ば
、
慚
・
愧
の

「
愧
」
が
お
ろ
そ
か
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
泣
か
せ
た
原
因
を
他
の
友
人
達
に
隠
し
た
こ
と
か
ら
事
態
は
悪
化
。
自
分
の
思
い
は

自
分
の
言
葉
で
伝
え
な
け
ば
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
伝
え
な
か
っ
た
こ
と
で
隠
さ
れ
た
友
人
達
は
何
が
あ
っ
た
の
か
ひ
た
す

ら
妄
想
し
ま
す
。
あ
り
も
し
な
い
事
実
を
悪
い
方
へ
悪
い
方
へ
誇
大
妄
想
し
て
怒
り
出
す
結
果
に
。

禅
語
に
〈
妄
想
す
る
莫
れ
〉
と
あ
り
ま
す
。
誰
か
ら
何
を
聞
か
れ
て
も
、
一
生
「
妄
想
す
る
莫
れ
」
と
答
え
続
け
た
中
国
唐

時
代
の
名
僧
、
無
業
和
尚
も
い
る
く
ら
い
で
、
臨
済
宗
で
は
自
分
で
自
分
の
悩
み
の
種
を
ま
く
か
ら
と
妄
想
す
る
こ
と
を
つ
よ

く
戒
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
人
間
は
妄
想
す
る
も
の
。
人
間
だ
か
ら
こ
そ
妄
想
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
断
ち
切
る
の
は

容
易
で
は
な
い
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
妄
想
さ
せ
る
原
因
を
作
っ
た
の
は
他
の
誰
で
も
な
く
こ
の
私
。

以
前
、
天
目
の
第
１
０
号
に
も
書
き
ま
し
た
因
果
応
報
。
全
て
の
結
果
に
は
必
ず
原
因
が
あ
り
、
良
い
原
因
は
良
い
結
果

を
、
悪
い
原
因
は
悪
い
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
今
回
の
こ
と
は
全
て
私
の
悪
因
が
引
き
起
こ
し
た
悪
果
。
次
の
日
に
は
笑
い

話
に
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
以
後
、
本
尊
様
の
前
で
懺
悔
門
（
懺
悔
の
お
経
）
を
読
み
続
け
て
い
ま
す
。

悪
行
（
し
く
じ
り
）
は
誰
で
も
犯
し
ま
す
。
大
事
な
の
は
そ
の
後
。
後
悔
だ
け
で
終
わ
ら
ず
、
善
行
（
慚
愧
）
に
変
え
て
い

く
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。
←
無
論
そ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
仏
の
教
え
と
し
て
頭
で
は
理
解
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の

た
び
自
分
の
体
験
か
ら
あ
ら
た
め
て
実
感
と
し
て
得
た
次
第
で
す
（
反
省
）

二
流
で
は
な
く
三
流
和
尚

青
柳

真
元

反 省



今
後
の
主
な
予
定

七
月
二
十
七
日

開
山
忌
（
十
時

法
要
）

十
月
二
日

山
門
大
施
餓
鬼

・

武
田
信
満
六
百
年
遠
諱
法
要

十
一
月
十
二
日
、
十
三
日

宝
物
風
入
れ
展
・
囲
炉
裏
カ
フ
ェ

※坐禅会、法話、写経会、境内案内等、

可能な限りお受けします。電話でお気軽に

お問い合わせください。

*********************************
*********

監
視
カ
メ
ラ
を
設
置

庫
裏
の
二
ヶ
所
と
伝
灯
庵
に

監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
し
ま
し

た
。
深
夜
で
も
わ
ず
か
な
明
か

り
で
顔
が
判
別
可
能
だ
っ
た

り
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
確

認
や
遠
隔
操
作
も
で
き
る
キ
ヤ

ノ
ン
の
高
性
能
カ
メ
ラ
で
す
。

多
く
の
文
化
財
を
所
蔵
す
る
栖

雲
寺
で
す
の
で
、
犯
罪
の
抑
止

力
に
も
つ
な
が
る
か
と
思
い
決

断
し
ま
し
た
。
県
と
市
か
ら
も

補
助
を
得
て
の
事
業
で
す
。

施
餓
鬼
会
と
遠
諱
法
要

平
成
二
十
九
年
二
月
六
日
に
天
目
山
で
自
害
し
た
武
田
信
満

公
の
没
後
六
百
年
を
迎
え
ま
す
。
正
当
で
の
法
要
は
寒
さ
も
厳

し
く
、
雪
の
恐
れ
も
あ
る
の
で
、
本
年
十
月
二
日
の
山
門
大
施

餓
鬼
会
に
合
わ
せ
て
の
遠
諱
法
要
を
執
り
行
い
ま
す
。

武
田
家
と
最
も
縁
の
深
い
お
寺
と
言
え
ば
塩
山
の
恵
林
寺
。

信
玄
公
の
菩
提
寺
で
も
あ
る
そ
の
恵
林
寺
の
住
職
「
古
川
周
賢

老
師
」
を
拝
請
し
て
導
師
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

武
田
信
玄
の
家
臣
末
裔
で
結
成
す
る
武
田
家
旧
温
会
の
皆
様
や

甲
州
市
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
、
こ
の
記
念
す
べ
き
遠
諱
大
法

要
を
厳
修
す
る
予
定
で
す
。
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ぶ
っ
ち
ゃ
け
寺
に
出
演

当
山
所
蔵
の
信
玄
公
鉄
製

軍
配
が
、
テ
レ
ビ
朝
日
の
人

気
番
組
「
ぶ
っ
ち
ゃ
け
寺
」

に
取
り
上
げ
ら
れ
、
私
も
出

演
し
て
二
月
に
放
送
さ
れ
ま

し

た
。
近

年

の
武
田
勝
頼

人
気
も
あ
っ

て
、
放

送

後

は
な
か
な
か

の

反

響

で

す
。

普
応
国
師
坐
像

東
京
国
立
博
物
館
へ

当
山
所
蔵
の
重
要
文
化
財
、
普
応
国

師
坐
像
が
、
東
京
上
野
の
国
立
博
物
館

へ
御
出
向
さ
れ
ま
す
。

臨
済
禅
師
一
一
五
〇
年
遠
諱
、
白
隠

禅
師
二
五
〇
年
遠
諱
の
特
別
展
で
す
。

全
国
か
ら
名
宝
を
一
堂
に
集
め
、
禅
の

歴
史
、
文
化
、
美
術
が
間
近
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
こ

の
機
会
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
八
日
～
十
一
月
二
十
七
日

あ
と
が
き

平
成
二
十
一
年
十
月
発
行
の
天
目
第
二
号
に
、
「
私
事
で
す

が
長
男
が
誕
生
し
ま
し
た
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
長
男
も
、
早
い
も
の
で
こ
の
四
月
か
ら
鎌
倉
市
内
の
小
学

校
に
通
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
私
自
身
も
、
建
長
寺
で
の
財
務

部
長
の
役
職
が
二
期
目
に
突
入
し
た
こ
と
も
あ
り
、
相
変
わ
ら

ず
栖
雲
寺
を
多
く
留
守
に
し
て
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
お
り
ま

す
が
、
お
寺
の
諸
行
事
に
は
今
後
も
で
き
る
だ
け
子
供
達
も
連

れ
て
帰
り
、
参
加
さ
せ
る
つ
も
り
で
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
指

導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

********************************

******************************************


