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迷
惑
を
か
け
、
叱
ら
れ
な
が
ら
育
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
便
利
で
快
適
な
生
活
が
準
備
さ
れ
て
も
、
赤

ん
坊
の
泣
き
声
ひ
と
つ
聞
く
こ
と
が
出
来
ず
、
子
ど
も
た

ち
の
騒
ぎ
声
が
響
か
ず
、
子
ど
も
と
の
関
わ
り
の
な
い
地

域
の
風
景
は
「
貧
し
く
・
寂
し
い
」
の
で
は
な
い
か
。

「
安
全
」「
健
全
」へ
の 

ま
な
ざ
し
の
強
ま
り

許
容
度
の
狭
ま
り
と
反
比
例
し
て
強
ま
り
拡
大
し
て
い

る
ま
な
ざ
し
は
「
安
全
と
健
全
」
育
成
へ
の
ま
な
ざ
し
で

あ
る
。

「
安
心
・
安
全
」
が
強
調
さ
れ
る
陰
で
、
子
ど
も
の
行
動

や
子
ど
も
の
仲
間
関
係
へ
の
監
視
と
管
理
が
す
す
ん
で
い

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
ひ
ろ
が
る
監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
（
全
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
る
行
動
管
理
に
よ

っ
て
、
い
つ
で
も
大
人
や
親
が
子
ど
も
を
監
視
で
き
る
状

況
が
作
ら
れ
て
い
る
。
子
ど
も
が
通
常
の
通
学
路
か
ら
離

れ
る
と
ア
ラ
ー
ム
機
能
が
反
応
す
る
よ
う
な
ラ
ン
ド
セ
ル

さ
え
開
発
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
「
け
ん
か
」
や
「
い

た
ず
ら
」・「
わ
る
さ
」
は
も
と
よ
り
、「
み
ち
く
さ
」
や

「
よ
り
み
ち
」
も
許
さ
な
い
、
善
意
の
「
見
守
り
」「
先
回

り
」
に
よ
る
健
全
育
成
シ
ス
テ
ム
が
広
が
っ
て
い
る
。

学
校
教
育
の
現
場
な
ど
で
は
、
教

師
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
「
問
題

児
」
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
学
校

に
学
び
、
ゼ
ロ
ト
レ
ラ
ン
ス
（
寛
容

度
ゼ
ロ
）
と
い
う
考
え
方
も
検
討
さ

れ
て
い
る
。「
事
件
」
を
起
こ
し
た

少
年
少
女
に
対
し
て
、
ま
す
ま
す
厳げ
ん

罰ば
つ

化か

の
傾
向
が
強
ま

る
少
年
法
の
改
正
な
ど
、
全
体
と
し
て
、
失
敗
や
逸い
つ

脱だ
つ

を

し
な
が
ら
育
つ
子
ど
も
た
ち
へ
の
理
解
度
・
許
容
度
が
薄

く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

絶
滅
危
惧
種
と
し
て
の 

「
子
ど
も
社
会
」

日
本
社
会
の
寛
容
度
の
喪そ
う

失し
つ

と
過か

剰じ
ょ
う

警け
い

戒か
い

、
先
回
り

対
策
拡
大
の
現
実
は
、
子
ど
も
た
ち
自
身
の
生
活
と
仲
間

づ
く
り
に
よ
る
「
子
ど
も
社
会
」
の
形
成
を
狭
め
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
子
ど
も
た
ち
へ
の
管
理
的
・
監
視
的
ま

な
ざ
し
は
、
子
ど
も
の
健
康
な
育
ち
に
と
っ
て
不
可
欠
な

「
子
ど
も
の
自
由
世
界
」（
①
自
主
的
な
時
間
の
活
用
、
②
主
体

的
に
選
択
で
き
る
活
動
、
③
自
治
的
な
活
動
の
運
営
）
を
縮
小
・

喪
失
さ
せ
、
活
力
あ
る
「
子
ど
も
社
会
」
を
失
わ
せ
て
し

ま
う
。

子
ど
も
の
発
達
途
上
に
現
れ
る
仲
間
と
の
掟
お
き
て
を
重
視
し

お
と
な
社
会
に
対
抗
・
反
抗
す
る
ギ
ャ
ン
グ
・
エ
イ
ジ
期

が
失
わ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は「
子
ど
も
期
」の
剥は
く

奪だ
つ
・
喪
失

に
つ
な
が
る
。
そ
の
こ
と
が
、子
ど
も
の
そ
の
後
の
発
達
・

人
格
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
、
改
め
て

見
つ
め
直
し
考
え
直
す
べ
き
時
代
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
の
声
は 

「
騒
音
」な
の
か

近
年
、
大
人
と
社
会
の
側
の
「
子

ど
も
へ
の
ま
な
ざ
し
」
が
ど
ん
ど
ん

狭
く
な
り
、
許
容
度
・
寛
容
さ
を
失

っ
て
来
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
公
園
で
遊
ぶ
子
ど
も
の
声
が
う
る

さ
い
」
と
い
う
苦
情
や
、
保
育
所
や

小
学
校
の
近
く
に
住
む
住
民
が
子
ど

も
の
声
を
騒
音
と
し
て
訴
え
る
「
騒

音
訴そ

訟し
ょ
う」
が
各
地
で
お
こ
っ
て
い
る
。

西
東
京
市
で
起
き
た
訴
訟
で
は
、
公

園
で
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
を
し
て
騒
ぐ

子
ど
も
た
ち
へ
の
苦
情
が
発
端
で
あ

る
。
東
京
都
の
騒
音
基
準
は
50
デ
シ

ベ
ル
だ
っ
た
が
、
子
ど
も
た
ち
の
声

を
測
定
し
た
結
果
60
デ
シ
ベ
ル
だ
っ

た
た
め
、
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
が
禁
止

さ
れ
た
。

静
か
な
生
活
を
求
め
る
高
齢
者
や
、

静
養
を
必
要
と
す
る
病
弱
者
の
気
持

ち
も
分
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
も
そ
も
「
子
ど
も
（
た
ち
）」
は

騒
々
し
い
生
き
物
で
あ
る
。
か
つ
て

幼
い
日
の
自
分
た
ち
も
そ
う
だ
っ
た

よ
う
に
、
社
会
性
の
未
発
達
な
子
ど

も
た
ち
は
、
羽は

目め

を
は
ず
し
周
囲
に

挿絵 /長谷川葉月

寛
容
さ
を
失
う

　 

社
会
の
ゆ
く
え

ま
し
や
ま
・
ひ
と
し

教
育
学
・
社
会
福
祉
学
者
。

１
９
４
８
年
栃
木
県
生
ま
れ
。

日
本
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学
部
教
授
、

早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
を
経
て
、

早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
。

『
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
と
日
本
の
子
育
て
・
教
育
・
文
化
』

『
子
育
て
支
援
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』

な
ど
多
数
の
著
書
が
あ
る
。

増山 均
早稲田大学名誉教授
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（
二
〇
一
八
年
夏
号
）
で
ご
ざ
い
ま
す
、
季
刊
で
す
の
で

四
で
割
っ
て
三
十
六
年
続
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

佐
々
木
　
そ
ん
な
に
な
り
ま
す
か
。

藤
木
　
は
い
。
お
か
げ
さ
ま
で
。

佐
々
木
　
お
互
い
に
年
を
取
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
刊
行

は
本
当
に
立
派
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
こ
れ
だ
け

続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
。

藤
木
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
先
生
に
、

こ
れ
ま
で
歩
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
中
心
に
、
い

ろ
い
ろ
と
お
聞
き
し
て
い
き
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

佐
々
木
　
私
は
と
て
も
八
十
八
な
ん
て
、
そ
ん
な
に
長

生
き
で
き
な
い
と
実
は
思
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
よ
。
昭

和
一ひ
と

桁け
た

生
ま
れ
で
、
周
り
を
み
る
と
や
っ
ぱ
り
私
は
長

生
き
し
て
い
る
ほ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
戦
争
っ
子

と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
と
二
年
早
く
生
ま
れ
て
い

た
ら
徴
ち
ょ
う

兵へ
い

令れ
い

に
引
っ
か
か
っ
た
わ
け
で
す
。
敗
戦
が
一

九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
で
、
そ
の
と
き
十
五
歳
、
十

七
に
な
る
と
陸
海
軍
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
引
っ
張
ら
れ
た

わ
け
で
、
そ
れ
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、

先
輩
で
亡
く
な
ら
れ
た
人
た
ち
に
は
悪
い
け
れ
ど
、
そ

ん
な
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。

　
私
が
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
は
宮
城
県
気け

仙せ
ん

沼ぬ
ま

と
い
う
、

こ
れ
は
鰹か
つ
おや

鮪ま
ぐ
ろの

水
揚
げ
を
す
る
港
と
し
て
、
静
岡
県

の
焼や
い

津づ

と
並
び
ま
す
。

藤
木
　
有
名
な
漁
港
で
す
ね
。

佐
々
木
　
日
本
の
三
大
漁
港
の
一
つ
で
す
。
私
は
気
仙

沼
の
ほ
ぼ
中
心
の
少
し
ょ
う

林り
ん

寺じ

と
い
う
あ
ま
り
大
き
く
な
い

寺
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
育
っ
た
の
は
少
し
離
れ
た
宝ほ
う

鏡き
ょ
う

寺じ

に
お
い
て
で
す
。
気
仙
沼
に
は
広
野
さ
ん
と
い

う
檀
家
総
代
の
方
が
お
ら
れ
た
。
そ
こ
も
二
〇
一
一
年

の
大
津
波
で
や
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私
の
小
さ

い
こ
ろ
、
広
野
さ
ん
が
「
坊
、
坊
」
と
い
っ
て
非
常
に

可
愛
が
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

藤
木
　
そ
う
で
し
た
か
。

佐
々
木
　
あ
の
二
〇
一
一
年
の
大
津
波
の
と
き
は
、
居

場
所
を
失
っ
た
人
た
ち
が
少
林
寺
で
み
ん
な
が
憩い
こ

い
、

寝
泊
ま
り
し
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
お
寺
で
す
。
私
が

こ
ん
な
に
長
生
き
す
る
と
は 

思
い
ま
せ
ん
で
し
た

藤
木
　
先
生
は
こ
の
五
月
で
米
寿
（
八
十
八
歳
）
を
お
迎

え
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
ま
ず
は
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

佐
々
木
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

藤
木
　
私
ど
も
の
『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
は
一
四
五
号

虚
弱
な
戦
争
っ
子
が
こ
こ
ま
で
生
き
た
の
は

御
仏
と
し
て
の

祖
父
母
と

両
親
の
お
か
げ

聞
き
手 
藤
木
隆
宣

佐々木宏幹・わが人生を語る 上

佐々木宏幹（ささき・こうかん）■1930年、宮城県生まれ。東京都立大学（現、首都大学東京）大学院修了。駒澤大学名誉教授。
『人間と宗教のあいだ』（南斗書房）、『シャーマニズム』（中公新書）、『聖と呪力の人類学』（講談社学術文庫）など著書多数。
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佐
々
木
　
だ
か
ら
、
戦
争
っ
子
と
い
う
の
は
、
一
方
で

は
不
運
な
子
だ
か
ら
、
不
運
っ
子
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ

は
藤
木
老
師
も
ご
存
じ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
こ

ろ
の
全
国
の
小
学
校
に
は
奉ほ
う

安あ
ん

殿で
ん

と
い
う
も
の
が
あ
っ

て
、
そ
こ
に
昭
和
天
皇
と
皇
后
の
写
真
が
納お
さ

め
ら
れ
て

い
た
ん
で
す
。
入
学
式
や
卒
業
式
、
い
ろ
い
ろ
な
式
が

あ
る
と
き
に
は
校
長
が
そ
れ
を
恭う
や

々う
や

し
く
持
っ
て
来
て
、

わ
れ
わ
れ
は
気
を
つ
け
の
姿
勢
で
す
。
不
動
の
姿
勢
を

一
年
生
の
と
き
か
ら
取
ら
さ
れ
て
、
最さ
い

敬け
い

礼れ
い

で
す
よ
。

つ
ま
り
、
昭
和
天
皇
は
神
だ
と
い
う
こ
と
、
大
正
ま
で

は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
。

二・二
六
は 

物
心
が
つ
い
た
こ
ろ
の
大
事
件

佐
々
木
　
天
皇
の
神し
ん

格か
く

化か

と
い
う
の
は
、
文
献
に
よ
る

と
、
や
は
り
陸
軍
が
中
心
で
す
ね
。
彼
ら
は
ア
ジ
ア
を

何
と
か
征
服
し
て
、
日
本
を
一
等
国
に
育
て
た
い
と
い

う
野
望
を
持
っ
て
お
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
急
進
的
な

連
中
が
総
理
大
臣
か
ら
何
か
ら
、
平
和
を
説
く
よ
う
な

人
を
殺
そ
う
と
し
た
。

藤
木
　
昭
和
十
一
年
の
二
・
二
六
事
件
で
す
ね
。

佐
々
木
　
そ
の
と
き
の
こ
と
は
私
、
記
憶
に
あ
り
ま
せ

ん
が
、
東
京
に
雪
が
降
っ
て
お
っ
た
二
月
二
十
六
日
早

朝
、
陸
軍
の
部
隊
が
三
百
何
名
や
っ
て
来
て
、
首し
ゅ

相し
ょ
う

官か
ん

邸て
い

を
襲
っ
た
。
機
銃
で
も
っ
て
殺
し
て
い
っ
た
わ
け

で
す
。
官
邸
に
い
た
岡
田
総
理
は
偶
然
も
手
伝
っ
て
何

と
か
窮
き
ゅ
う

地ち

を
逃
れ
た
も
の
の
、
高た
か

橋は
し

是こ
れ

清き
よ

大
蔵
大
臣
、

斎さ
い

藤と
う

実み
の
る

内
大
臣
は
、
と
も
に
私
邸
で
銃
殺
さ
れ
た
。
斎

藤
内
大
臣
と
い
う
の
は
海
軍
大
将
で
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
も
う
ハ
チ
の
巣
み
た
い
に
な
っ
て
お
っ
た
と
い

う
。
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
私
が
物
心
つ
く
あ
た
り
の
大
事

件
で
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
こ
れ
は
、
ご
老
師
の
と
こ
ろ
の
何
か
に
書

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
私
が
大
人
の

話
に
関
心
を
持
ち
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
、

ち
ょ
う
ど
十
二
月
八
日
の
こ
と
で
す
。
法
要
を
や
っ
て

お
っ
た
と
き
で
、
仙
台
の
有
名
な
説
教
師
が
来
て
講
演

し
て
い
た
。
戦
争
が
始
ま
っ
た
と
。
そ
れ
は
「
待
っ
て

い
た
と
き
が
来
た
ん
だ
」
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
て
お
っ
て
ね
。

藤
木
　
そ
の
説
教
師
さ
ん
が
。

佐
々
木
　
そ
う
で
す
。
お
坊
さ
ん
は
殺
し
ち
ゃ
な
ら
ん

と
、
不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う

戒か
い

と
い
う
の
が
戒
の
一
番
最
初
に
く
る

ん
で
す
よ
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
で
。
つ
ま
り
命
を
で

き
る
だ
け
殺
さ
な
い
よ
う
に
生
き
よ
う
と
い
う
こ
と
が

お
坊
さ
ん
た
ち
の
伝
統
だ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
不
殺

生
戒
を
公
然
と
破
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
当
時
の
そ
う
し

た
軍
国
体
制
に
各
宗
門
で
反
対
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
真
宗
の
本ほ
ん

願が
ん

寺じ

派は

の
誰
か
が
そ
れ
に
反
対
を
唱と
な

え
て
警
察
に
引
っ
括く
く

ら

れ
て
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
者
が
、
や
っ
ぱ
り
檀
信
徒
も
そ

の
気
に
な
っ
て
お
っ
た
し
、
お
坊
さ
ん
も
本
当
は
戦
争

と
い
う
の
は
、
仏
教
と
は
最
も
相
離
れ
た
出
来
事
だ
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
大
勢
に
妥
協

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
大た
い

勢せ
い

な
ぜ
そ
こ
で
生
ま
れ
た
か
と
い
う
と
、
先
に
述
べ
た
宝ほ
う

鏡き
ょ
う

寺じ

と
い
う
大
き
な
お
寺
の
娘
の
夫
に
な
っ
た
の
が

ぼ
く
の
父
親
で
あ
り
、
宝
鏡
寺
の
娘
の
お
婿む
こ

さ
ん
と
し

て
、
少
林
寺
の
住
職
を
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

二
歳
で
父
を
、 

三
歳
で
母
を
亡
く
し
祖
父
の
寺
へ

佐
々
木
　
ど
う
も
今
考
え
る
と
、
私
の
父
親
は
結
婚
す

る
前
に
肺
結
核
を
患
わ
ず
ら

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
と
い
う
の
は
二
人
の
結
婚
式
の
写
真
を
見
る
と
、

父
親
の
頬ほ
お

が
ち
ょ
っ
と
こ
け
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
駒

澤
大
学
時
代
の
父
の
写
真
を
見
る
と
、
年
も
違
う
け
ど

真
ん
丸
な
顔
を
し
て
、
が
っ
し
り
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、

お
婿
さ
ん
で
気
仙
沼
に
来
る
こ
ろ
は
、
胸
を
患
っ
て
お

っ
た
の
か
と
思
う
よ
う
な
顔
つ
き
で
す
。
父
親
は
ぼ
く

が
二
歳
の
と
き
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
父
の
顔

は
写
真
で
し
か
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

　
父
が
葬ほ
う
むら
れ
る
と
き
に
、
お
墓
で
撮
っ
た
写
真
が
残

っ
て
い
て
、
そ
こ
に
母
親
が
写
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

母
も
翌
年
亡
く
な
る
。
肺
結
核
で
す
。
や
は
り
父
親
の

病
気
が
移
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、

二
歳
の
と
き
に
父
親
、
三
歳
で
母
親
が
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　
私
は
一
人
っ
子
で
す
が
、
物
心
が
つ
い
て
か
ら
は
母

方
の
祖
父
の
と
こ
ろ
、
新に
い

月つ
き

と
い
う
村
の
宝
鏡
寺
へ
引

き
取
ら
れ
ま
し
た
。
今
の
金き
ん

仙せ
ん

山ざ
ん

宝
鏡
寺
は
大
き
な
、

立
派
な
お
寺
で
す
。
そ
の
こ
ろ
は
女
中
さ
ん
と
い
う
こ

と
で
、
お
姉
さ
ん
が
二
人
お
り
ま
し
た
が
、
遊
び
相
手

に
な
っ
て
く
れ
て
、
ま
た
よ
く
面
倒
を
み
て
く
れ
ま
し

た
。
そ
れ
に
祖
父
の
お
弟
子
さ
ん
が
三
人
お
っ
て
、
祖

父
は
真
龍
と
い
い
ま
し
た
の
で
、
み
ん
な
名
前
に
龍
を

つ
け
ら
れ
ま
し
て
ね
、
そ
の
う
ち
の
一
人
の
歓
龍
さ
ん
、

二
十
五
、
六
で
し
た
か
、
こ
の
人
も
非
常
に
可
愛
が
っ

て
く
れ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
彼
も
肺
結
核
に
な
っ

て
、
そ
れ
が
頭
へ
上
っ
て
精
神
に
異
常
を
き
た
す
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
歓
龍
さ
ん
の
こ
と
は
今
で
も
よ

く
覚
え
て
い
ま
す
。

　
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
年
）
と
い
う
と
私
が
七
つ
の

と
き
、
小
学
校
一
年
生
の
と
き
に
、
当
時
は
支
那
事
変

と
い
い
ま
し
た
が
、
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
が

十
五
年
戦
争
の
走
り
で
、
十
六
年
に
太
平
洋
戦
争
が
始

ま
り
、
二
十
年
に
原
爆
を
落
と
さ
れ
て
負
け
た
わ
け
で

す
ね
。
つ
ま
り
、
そ
の
時
期
は
私
の
思
春
期
で
す
。
少

年
期
か
ら
思
春
期
に
か
け
て
ず
っ
と
戦
争
の
な
か
に
お

っ
た
わ
け
で
、

さ
っ
き
申
し

ま
し
た
よ
う

に
、
私
は
戦

争
っ
子
で
す
、

と
い
う
の
は

そ
う
い
う
意

味
で
す
。

藤
木
　
先
生

は
よ
く
お
っ

し
ゃ
い
ま
す

も
の
ね
。

当時のそうした軍国体制に
　各宗門で反対するということはほとんどなかったんですね。
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卒
業
し
た
小
学
校
の
代
用
教
員
が
必

要
だ
と
い
う
の
で
、
小
学
校
の
教
員

を
二
年
半
や
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

藤
木
　
そ
う
で
す
か
。
当
時
は
代
用

教
員
が
で
き
た
わ
け
で
す
ね
。

佐
々
木
　
そ
れ
は
、
高
校
を
出
て
か

ら
す
ぐ
に
私
は
、
当
時
、
戦
争
が
終

わ
っ
て
帝
国
大
学
か
ら
東
北
大
学
に

な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
の
法

学
部
を
受
け
て
落
ち
ま
し
た
。
旧
制

の
気
仙
沼
中
学
あ
た
り
か
ら
そ
こ
へ

入
れ
る
人
は
何
人
も
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
ま
あ
ま
あ
成
績
で
何
と
か
引
っ

か
か
る
か
な
と
思
っ
た
ら
、
そ
ん
な
甘
い
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
東
北
大
学
だ
っ
た
ら
お
金
も
そ
う
か
か
ら
な

い
し
、
叔
父
も
そ
っ
ち
へ
入
っ
て
く
れ
と
思
っ
て
い
た

で
し
ょ
う
。
い
と
こ
た
ち
の
教
育
費
も
か
か
る
わ
け
で

ね
。
私
も
そ
の
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
で

お
金
を
た
め
よ
う
と
、
代
用
教
員
で
す
。

　
私
が
受
け
持
っ
た
の
は
二
年
生
と
三
年
生
で
、
大
体

三
十
七
、
八
名
か
ら
四
十
名
の
ク
ラ
ス
で
す
。「
佐
々

木
先
生
、
佐
々
木
先
生
」
と
い
っ
て
、
な
つ
い
て
ね
。

今
は
み
ん
な
年
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い

ろ
そ
れ
な
り
に
活
躍
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
何
か
そ
う

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
ほ
ろ
ほ
ろ
と
し
ま
す
。

駒
澤
大
学
英
米
文
学
科 

卒
業
後
も
寮
生
活

佐
々
木
　
い
く
ら
か
の
お
金
が

た
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
叔お

父じ

の

勧す
す

め
も
あ
っ
て
駒
澤
大
学
へ
入

り
ま
す
。
い
と
こ
も
駒
澤
大
学

だ
っ
た
し
ね
。
ど
こ
の
学
部
へ

と
い
う
こ
と
は
叔
父
は
言
わ
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
叔
父
の
長

男
が
そ
の
大
き
い
寺
を
、
つ
ま

り
宝
鏡
寺
を
継
ぐ
と
思
っ
て
お

っ
た
か
ら
、
そ
う
す
る
と
、
や

っ
ぱ
り
月
給
取
り
に
な
ら
な
い

と
い
け
な
い
。
仏
教
学
部
を
出

た
の
で
は
、
お
寺
に
入
ら
な
い

と
仕
事
が
な
い
と
思
っ
て
ね
。
そ
れ
で
、
駒
大
の
英
米

文
学
科
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。
少
し
成
績
が
良
か
っ
た

せ
い
か
、
大
学
を
出
る
と
す
ぐ
附
属
高
校
の
英
語
の
先

生
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
そ
の
と
き
に
よ
か
っ
た
こ
と
は
、
四し

誓せ
い

寮り
ょ
うと

い
う
寮

が
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

藤
木
　
聞
い
て
い
ま
す
。
エ
リ
ー
ト
が
入
る
寮
で
し
た

ね
。

佐
々
木
　
そ
う
で
す
。
エ
リ
ー
ト
で
、
そ
こ
の
人
た
ち

が
威い

張ば

っ
て
お
っ
て
ね
。

藤
木
　
あ
あ
、
や
は
り
。

佐
々
木
　
私
は
そ
っ
ち
に
入
れ
な
い
か
ら
、
竹ち
く

友ゆ
う

寮り
ょ
うに

入
寮
し
た
。

藤
木
　
え
え
、
竹
友
寮
。
み
ん
な
が
入
っ
た
と
こ
ろ
で

す
か
。

順じ
ゅ
ん

応の
う

と
い
う
こ
と
で
ね
。
そ
う
し
な
い
と
、
檀
信
徒

か
ら
お
坊
さ
ん
が
批
判
を
受
け
た
と
思
う
。
と
に
か
く

そ
れ
は
後
に
な
っ
て
、
平
和
な
時
代
で
平
和
な
学
問
を

や
っ
た
私
に
し
て
、
今
感
じ
る
こ
と
で
す
。
当
時
、
私

も
大
人
だ
っ
た
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
か
な
と
思

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
勢
順
応
と
い
う
の
が
日
本
人
の

性
格
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

藤
木
　
今
で
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

佐
々
木
　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
今
も
そ
れ
は
あ
る
と

思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
悪
い
言
葉
で
、「
長
い

も
の
に
は
巻
か
れ
ろ
」
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、「
寄
ら

ば
大
樹
の
陰
」
と
い
う
諺
こ
と
わ
ざも
あ
り
ま
す
。
身
を
寄
せ
る

な
ら
ば
大
き
な
木
の
下
の
ほ
う
が
、
安
全
で
あ
り
、
利

益
も
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
大
樹
と
は
何
か
と
い

う
と
、
国
レ
ベ
ル
で
は
政
府
で
あ
り
、
国
家
権
力
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。

大
学
入
学
費
用
を
稼
ぐ
た
め 

小
学
校
の
代
用
教
員
に

佐
々
木
　
と
く
に
当
時
は
軍
国
主
義
で
、
ど
こ
の
中
学

に
も
配は
い

属ぞ
く

将し
ょ
う

校こ
う

が
お
り
ま
し
た
。
将
校
と
い
っ
た
ら

偉え
ら

い
ん
で
す
よ
。
下
か
ら
少
尉
、
中
尉
、
大
尉
、
少
佐
、

中
佐
、
大
佐
と
。
大
佐
と
な
る
と
三
千
人
ぐ
ら
い
の
兵

士
を
持
つ
連
隊
長
で
す
か
ら
。
カ
ー
キ
色
の
軍
服
に
肩け
ん

章し
ょ
うな
ん
て
い
う
の
を
付
け
て
、
一
等
兵
、
二
等
兵
の
と

き
は
赤
い
布
地
に
星
が
一
つ
と
か
二
つ
。
そ
れ
が
偉
く

な
る
と
金
色
に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
中
将
、
大
将

に
な
る
と
金
だ
ら
け
、
肩
を
い
か
ら
せ
て
威
張
っ
て
お

り
ま
し
た
。
あ
ん
な
空か
ら

威い

張ば

り
と
い
う
の
は
、
今
だ
と

何
に
当
た
り
ま
す
か
、
代
議
士
で
も
そ
う
は
威
張
ら
な

い
。
や
は
り
時
代
で
す
ね
。

　
配
属
将
校
な
ん
て
い
う
の
は
、
と
く
に
威
張
っ
て
お

っ
て
、「
君
ら
は
何
々
で
あ
る
か
ら
し
て
、
何
々
す
る

よ
う
に
せ
い
」
と
。
そ
う
す
る
と
、
中
学
校
の
校
長
先

生
も
そ
こ
で
黙
っ
て
聞
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
よ
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
後
「
今
の
時じ

局き
ょ
くが
こ
う
で
あ
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
も
国
の
た
め
に
一
生
懸
命
や
ろ
う
」
と
い
う

よ
う
な
話
が
あ
る
。
そ
う
い
う
将
校
の
中
に
村
山
中
尉

と
い
う
美
男
子
が
お
っ
て
、
ど
う
い
う
わ
け
か
分
か
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
案
外
と
私
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
こ
の
方
は
太
平
洋
戦
争
中
、
ア
ラ
ス
カ
の
ほ
う
に

船
団
を
組
ん
で
行
く
と
き
、
北
海
道
沖
か
樺か
ら

太ふ
と

沖
で
ア

メ
リ
カ
の
潜
水
艦
に
撃
沈
さ
れ
て
亡
く
な
っ
た
。
そ
れ

を
私
た
ち
は
後
で
聞
い
て
、
非
常
に
悲
し
ん
だ
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ね
。

　
中
学
三
年
の
と
き
に
敗
戦
と
な
り
ま
す
が
、
私
は
親

も
な
か
っ
た
し
、
祖
父
母
が
途
中
で
亡
く
な
り
ま
し
て
、

そ
の
大
き
い
お
寺
に
い
と
こ
筋
の
人
た
ち
が
や
っ
て
来

た
わ
け
で
す
。
今
ま
で
は
私
が
一
人
で
女
中
さ
ん
や
小

僧
さ
ん
が
お
っ
て
、
お
山
の
大
将
み
た
い
だ
っ
た
。
そ

こ
へ
兄
弟
の
多
い
い
と
こ
が
入
っ
て
来
て
、
住
職
を
叔お

父じ

さ
ん
が
継
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
私
は
い
と
こ
同

士
の
な
か
で
一
番
年
上
だ
か
ら
、
も
の
す
ご
く
気
を
遣つ
か

っ
た
ん
で
す
ね
。
十
七
、
八
で
高
等
学
校
を
終
え
て
か

ら
、
大
学
へ
入
る
の
に
で
き
る
だ
け
自
分
の
力
で
と
思

っ
て
、
少
し
お
金
を
た
め
よ
う
と
、
ち
ょ
う
ど
自
分
の

中将、大将になると金だらけ、
　肩をいからせて威張っておりました。
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住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。



13 12

2

タ
イ
ト
ル
に
あ
り
ま
す
「
三

毒
」
と
は
、
仏
教
の
教
え
に
沿

っ
た
貪と
ん

・
瞋じ
ん

・
痴ち

と
い
う
煩
悩

の
三
要
素
で
す
。
今
回
は
三
要

素
の
ひ
と
つ
「
貪
」
の
説
明
を

い
た
し
ま
す
。

「
貪と
ん

」
と
は
「
貪む
さ
ぼ
り
」
と
も
読

み
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
ら
の
欲

求
を
際
限
な
く
拡
大
し
よ
う
と

す
る
心
の
作
用
で
す
。
仏
教
の

教
え
で
は
、
欲
は
人
間
に
本
質

的
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
欲
自

体
は
貪
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
釈
迦
様
が
入
滅
前
に
行
っ

た
最
後
の
説
法
を
ま
と
め
た
お

経
で
あ
る
仏
遺
教
経
に
は
、

「
貪
り
」
に
関
す
る
こ
の
よ
う

な
記
述
が
あ
り
ま
す
（
現
代
語

訳
）。「
足
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
者
は
地
べ
た
に
寝
る
よ
う
な

生
活
で
あ
っ
て
も
幸
せ
を
感
じ

て
い
る
。
し
か
し
足
る
こ
と
を

知
ら
な
い
者
は
天
に
あ
る
宮
殿

の
よ
う
な
所
に
生
活
し
て
い
て

も
満
足
で
き
な
い
。
足
る
こ
と

を
知
ら
な
い
者
は
い
く
ら
裕
福

で
あ
っ
て
も
心
は
貧
し
い
。」

「
足
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
」

と
は
、
貪む

さ
ぼ
る
心
に
支
配
さ
れ
て

い
る
者
で
す
。「
足
る
こ
と
を

知
る
者
」
と
は
、
本
質
的
な
安

ら
か
さ
を
常
に
探
り
得
て
い
る

者
で
す
。
貪
り
と
は
、
自
我
意

識
が
高
ま
り
、
他
者
と
比
較
す

る
こ
と
で
欲
求
を
満
足
さ
せ
よ

う
と
す
る
時
に
起
こ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
決
し
て
本
物
の
「
足

る
」
状
態
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

本
物
の
「
足
る
」
状
態
と
は
、

物
や
行
為
を
思
い
や
る
丁
寧
さ

に
よ
っ
て
生
ま
れ
ま
す
。
今
回

は
お
茶
を
飲
む
行
為
を
通
し
て

心
の
安
ら
か
さ
が
得
ら
れ
る

「
足
る
」
作
法
を
お
伝
え
い
た

し
ま
す
。

ふじい　りゅうえい

豊橋市一月院副住職。横浜市 
徳雄山 建功寺勤務。北海道大
学水産学部卒業。同大学院中退。
整体師。zafu代表。身心堂 主宰。

「zafuざふ」「安楽坐禅法」開
発者。　禅をベースにしたオリ
ジナルの運動療法、動的瞑想法
を伝える活動を展開。

作法とは、自分と他者の
双方に思いやりを持っ

て行う実践です。「足る」作
法を行うと、自我意識が減退
し、本質的な安らかさが導か
れていきます。まず湯飲みに
お茶を入れ、上半身を揺らし
て緩めてから背筋を伸ばし座
ります ( イスでも結構です )。
顔は正面を向き、視線を斜め
下 (45 度程度 ) に置き、そこ
に湯飲みが見えるようにしま
す。そしてお茶が入った湯飲
みを丁寧に眺めます。

両手指先全体で、お茶の
入った湯飲みを優しく

包みこむように持ち、口元ま
で近づけます。湯飲みの重さ
や触れている感覚、お茶から
湯飲みを通じて伝わる温度を
指先で深く感じます。次にお
茶の匂いや蒸気を鼻で感じま
す。大切なのは、「自分」で
感じようとするのではなく、
作法の流れの中で起こる事象
を、自分の五感を総動員して
素直に受け取ってあげること
です。

お茶をゆっくり飲んでい
きます。湯飲みが唇に

当たる感触、お茶を口に含ん
だ味や温度、飲み込んだのど
ごし、食道を通り胃に入りゆ
く感覚など、お茶が流れゆく
先で出会う私の五感と丁寧に
向き合い、全身でお茶を思い
やり味わって下さい。お茶は
飲むことで私の一部となりま
す。お茶を思いやり飲むこと
は私を思いやることでもあり
ます。それが心の安らかさに
繋がっていくのです。

眺
め
る 

受
け
取
る 

思
い
や
る 

「
貪
」
と
は 

123

作 法 で 導 く 心 の 調 え 方

「 三 毒 」を 解 消 す る

藤
井
隆
英
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万 の書（正泉寺蔵）

石天の書（正泉寺蔵）

祖そ

師し

、
西せ
い

来ら
い

の
意い

と
よ
み
ま
す
。
達だ
る

磨ま

大だ
い

師し

が
イ

ン
ド
か
ら
中
国
に
渡と

来ら
い

し
た
意
義
、
目
的
は
何
で
す

か
と
質
問
で
す
。
更
に
仏
法
の
奥お
う

義ぎ

、
禅
の
真し
ん

髄ず
い

を

聞
い
て
い
ま
す
。
昔
よ
り
、
禅ぜ
ん

問も
ん

答ど
う

に
使
わ
れ
て
い

ま
す
。「
い
か
な
る
か
祖
師
西
来
の
意
」。
こ
の
問
い

に
対
す
る
答
え
は
時
、
所
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
で
す

が
、
根
本
は
、
仏
法
は
私
達
の
日
常
、
あ
し
元も
と

に
あ

り
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
「
祖
師
西
来
意
」
は
宗

門
人
が
よ
く
書
い
て
い
ま
す
。

二
本
掲か
か

げ
ま
す
。
初
め
の
も
の
は
万ば
ん
じ
ん

道ど
う

坦た
ん（

一

六
九
八
―
一
七
七
五
）
で
す
。
大
乗
寺
大
機
行
休
の
弟

子
。
主
な
住
職
地
は
愛
知
県
長
円
寺
、
万
福
寺
、
群

馬
県
宝
積
寺
、
佐
賀
県
泰
智
寺
で
す
。
万

は
正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

に
つ
い
て
力
を
注
ぎ
、
多
く
の
著
書
が
あ
り
、

卍ま
ん

山ざ
ん

・
面め
ん

山ざ
ん

と
並
ん
で
曹
洞
宗
振
興
の
祖
と
仰あ
お

が
れ

て
い
ま
す
。
掲
げ
た
書
は
肉
太
に
堂
々
と
一
気
に
書

き
あ
げ
、
タ
テ
棒
、
ヨ
コ
棒
の
強
さ
か
ら
、
そ
の
気き

骨こ
つ

、
気
迫
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

二
本
目
の
も
の
は
石せ
き

天て
ん

童ど
う

麟り
ん

で
す
。
万

道
坦
の

弟
子
で
愛
知
県
万
福
寺
の
後
を
継
ぎ
、
愛
媛
県
の
法

竜
寺
に
住
し
ま
し
た
。
奇く

し
く
も
師し

資し

二
代
の
「
祖

師
西
来
意
」
で
す
。
共
に
私
の
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
で

す
。
い
か
に
「
祖
師
西
来
意
」
が
万

門
下
で
問
話

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
石
天
の
書
は
時
々
、

書
画
屋
で
見
か
け
ま
す
。

永
き
に
わ
た
り
、
宗
門
祖
師
の
書
を
拝
見
し
て
、

そ
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
見
極
め
て
き
ま
し
た
。

私
達
は
こ
れ
ら
の
書
を
見
て
、
生
き
る
力
を
頂
き
、

こ
れ
を
後
進
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

完

よしおか・はくどう
1942年9月27日、静岡県生まれ。
駒澤大学仏教学部卒、永平寺僧堂
研究科修了。現在静岡県藤枝市文
化財保護審議会会長、曹洞宗禅文
化の会会長、藤枝市正泉寺東堂。 宗

門
人
の
書

吉
岡
博
道

祖
師
西
来
意
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仏ぶ
つ

遺ゆ
い

教
き
ょ
う

経
ぎ
ょ
う

（
仏ぶ

つ

垂し

般は
つ

涅ね

槃は
ん

略
り
ゃ
く

説せ
っ

教
き
ょ
う

誡か
い

経
き
ょ
う

） 
—

姚よ
う

秦し
ん

三さ
ん

蔵さ
う

法さ
う

師し  

鳩く

摩く

羅く

什
く
　
う 

訳や
く

原
文
訓
読

汝な
ん

等だ
ち

比び

丘く

、
若も

し
智ち

慧え

有あ

れ
ば
則す

な
わ

ち
貪と

ん

著じ
ゃ
く

無な

し
。

常つ
ね

に
自み

ず
か

ら
省

し
ょ
う

察さ
つ

し
て
失し

っ

す
る
こ
と
有あ

ら
し
め
ざ
れ
。
是こ

れ
則す

な
わ

ち
我わ

が
法ほ

う

の
中な

か

に
於お

い
て
能よ

く
解げ

脱だ
つ

を
得う

。
若も

し

し
か
ら
ざ
る
者も

の

は
既す

で

に
道ど

う

人に
ん

に
非あ

ら

ず
、
又ま

た

白び
ゃ
く

衣え

に
非あ

ら

ず
、

名な

づ
く
る
所

と
こ
ろ

無な

し
。

実じ
つ

智ち

慧え

は
則す

な
わ

ち
是こ

れ
老ろ

う

病び
ょ
う

死し

海か
い

を
度わ

た

る
堅け

ん

牢ろ
う

の
船ふ

ね

な
り
。
亦ま

た

是こ
れ

無む

明み
ょ
う

黒こ
く

闇あ
ん

の
大だ

い

明み
ょ
う

燈と
う

な
り
。
一い

っ

切さ
い

病
び
ょ
う

者し
ゃ

の
良

り
ょ
う

薬や
く

な
り
。
煩ぼ

ん

悩の
う

の
樹き

を
伐き

る
の
利り

斧ふ

な
り
。

 

是こ

の
故ゆ

え

に
汝な

ん

等だ
ち

、
ま
さ
に
聞も

ん

思し

修し
ゅ

の
慧え

を
以も

っ

て
、
而し

か

も
自み

ず
か

ら
増ぞ

う

益や
く

す
べ
し
。
若も

し
人ひ

と

智ち

慧え

の
照

し
ょ
う

有あ

れ
ば
、
是こ

れ

肉に
く

眼げ
ん

な
り
と
雖い

え
ど
も
、
而し

か

も
是こ

れ

明み
ょ
う

見け
ん

の
人ひ

と

な
り
。
是こ

れ

を
智ち

慧え

と
な
づ
く
。

訳修
行
者
た
ち
よ
、
も
し
智ち

慧え

が
あ
る
な
ら
ば
、
貪む
さ
ぼ
り
執
し
ゅ
う

着ち
ゃ
くす
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
い
つ
で
も
自
分
自
身
を
よ

く
観
察
し
て
、
智
慧
を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
私
の
教
え
に
よ
っ
て
必
ず
悟
り

を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
智
慧
の
な
い
者
は
、
出
家
者
と
は

い
え
な
い
し
、
ま
た
在
家
の
人
と
も
い
え
な
い
し
、
名
付
け

よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。	

	

　
ま
こ
と
の
智
慧
は
、
老
・
病
・
死
の
海
を
わ
た
る
頑
丈
な

船
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
真し
ん

理り

が
わ
か
ら
ず
に
煩ぼ
ん

悩の
う

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
暗く
ら

闇や
み

を
照
ら
す
大
い
な
る
灯と
う

明み
ょ
うで

あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
病
人
を
癒い
や

す
良
薬
で
あ
る
。
ま
た
煩
悩
を
断
ち
切

る
す
ぐ
れ
た
斧お
の

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。	

	
　（
智
慧
は
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
が
あ
る
の
だ
か
ら
）
修
行
者
た
ち
よ
、

聞も
ん

思し

修し
ゅ

の
智
慧
を
学
ん
で
、
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
く
べ
き
な

の
で
あ
る
。
智
慧
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
、（
煩
悩
は
ま
だ
あ

る
）
肉
眼
で
あ
っ
て
も
、
真
理
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
人
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
智
慧
の
教
え
と
い
う
の
で
あ
る
。

解
説

真
理
を
知
る
こ
と
を
智
慧
と
い
う

お
釈
迦
様
は
、
智
慧
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
た
と
え
出
家
し
た
と
し
て

も
、
智
慧
が
な
け
れ
ば
、
出
家
者
と
は
い
え
な
い
し
、

形
だ
け
は
出
家
の
姿
を
し
て
い
る
の
で
在
家
の
人
と
も

い
え
な
い
し
、
困
っ
た
も
の
だ
、
と
お
釈
迦

様
は
お
っ
し
ゃ
り
た
い
の
で
す
。
出
家
者
に

と
っ
て
は
、
耳
の
痛
い
お
諭さ
と

し
で
す
。
し
か

し
、
出
家
者
に
か
ぎ
ら
ず
、
ど
な
た
に
と
っ

て
も
、
智
慧
は
大
切
で
す
。
こ
の
命
の
不
思

議
を
感か
ん

得と
く

す
る
た
め
に
は
、
智
慧
は
大
事
で

す
。
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
智
慧
は
、
真
理

を
知
る
智
慧
の
こ
と
で
す
。

智
慧
、
智
慧
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
ど
う
し
た

ら
智
慧
を
得
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
お
釈
迦

様
は
、
い
つ
も
的
確
な
指し

針し
ん

を
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
の
で
す
。

聞
思
修
の
智
慧
で
す
。
聞も
ん

慧え

、
思し

慧え

、
修し
ゅ

慧え

で
す
。

聞
慧
は
、
仏
法
を
お
聞
き
し
て
得
る
智
慧
で
す
。
思
慧

は
こ
れ
を
よ
く
思し

惟い

し
て
得
る
智
慧
で
す
。
修
慧
は
仏

道
を
実
践
修
行
し
て
得
る
智
慧
で
す
。
こ
れ
ら
を
三さ
ん

慧え

と
い
い
ま
す
。

万
巻
の
仏
教
書
を
読
も
う
と
も
、
智
慧
を
得
る
こ
と

は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
知
識
は
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
し
、

知
恵
も
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
智
慧
は
、
仏

道
修
行
を
な
さ
っ
た
老
師
様
た
ち
の
教
え
を
受
け
る
こ

と
が
、
仏
道
修
行
と
し
て
と
て
も
大
事
な
こ
と
な
の
で

す
。
そ
れ
は
修
行
の
第
一
歩
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
法
を
説
い
て
く
だ
さ
る
人
に
つ
か
な
い
で
、

仏
教
書
な
ど
を
勝
手
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
お
釈
迦
様

の
教
え
に
反
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
自
分
の
考
え
だ
け

で
は
、
本
当
の
智
慧
が
つ
か
な
い
こ
と
を
、
お
釈
迦
様

は
ご
存
じ
だ
っ
た
の
で
す
。

聞
法
と
坐
禅
、
こ
れ
が
曹
洞
宗
の

修
行
の
要か

な
めな

の
で
す
。
私
事
に
な
り

ま
す
が
、
若
い
頃
は
内
山
興
正
老
師

と
い
う
方
の
元
で
、
学
ば
せ
て
頂
き
、

さ
ら
に
余
語
翠
巌
老
師
の
教
え
を
受

け
ま
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
老
師
様

方
の
御
提て
い

唱し
ょ
う（

禅
宗
で
は
、
師
が
『
正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

』
や
語
録
に
つ
い
て
講
義
を
し
た

り
す
る
こ
と
を
提
唱
と
い
い
ま
す
。）
を
聞
か
せ
て
頂
き
、

わ
か
ら
な
い
な
り
に
、
仏
法
を
し
み
こ
ま
せ
て
頂
い
た

と
確
信
し
て
い
ま
す
。

仏
法
と
は
な
ん
ぞ
や
、
と
い
つ
も
疑
問
だ
ら
け
、
道

元
禅
師
様
の
著
述
で
あ
る
『
正
法
眼
蔵
』
は
、
い
く
ら

聞
い
て
も
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
、
で
し
た
が
、
こ
の
頃

よ
う
や
く
少
し
分
か
っ
て
き
た
と
い
え
る
段
階
で
す
。

仏
道
の
実
践
修
行
は
、
曹
洞
宗
で
は
坐
禅
修
行
を
お

い
て
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。

前
の
号
で
も
解
説
し
ま
し
た
が
、
知
恵
と
智
慧
と
は

違
い
が
あ
り
ま
す
。
知
識
や
頭
脳
を
使
っ
て
得
る
の
は

知
恵
で
す
が
、
聞
思
修
の
三
慧
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の

は
智
慧
で
す
。
こ
の
智
慧
に
よ
っ
て
、
解げ

脱だ
つ

が
得
ら
れ

る
と
、
お
釈
迦
様
は
断
言
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
解
脱
と

は
、
悟さ
と

り
で
す
。
悟
り
は
得
ら
れ
る
と
、
お
釈
迦
様
は

確
約
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

真
理
と
は

そ
れ
で
は
真
理
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
か
。
い
ま
だ
十
分
な
智
慧
を
得
て
い
な
い
私
が
お
教

まるやま・こうがい
昭和21年群馬県生。早稲田
大学卒業。駒澤大学大学院博
士課程満期退学。昭和57年
得度（浅田大泉老師）。同年立
職（浅田泰徳老師）。平成元年
嗣法（余語翠巖老師）。現在所
沢市吉祥院住職。曹洞宗総合
研究センター特別研究員。

仏
遺
教
経
解
説
10  

丸
山
劫
外
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論
の
う
れ
い
を
な
く
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
不
戯
論
の
教

え
と
い
う
の
で
あ
る
。

解
説

戯
論
の
意
味
は
、
意
味
の
無
い
こ
と
を
論
じ
る
こ
と

を
い
い
ま
す
。
あ
ま
り
意
味
の
無
い
こ
と
を
、
口
角
泡

を
飛
ば
し
て
論
じ
る
よ
う

な
こ
と
を
避
け
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
と
お
釈
迦
様

は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
お
釈
迦
様

の
時
代
に
も
、
あ
あ
だ
、

こ
う
だ
と
無
駄
な
こ
と
を

論
じ
て
い
る
お
坊
さ
ん
た

ち
が
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。ど

ん
な
こ
と
が
無
駄
な

こ
と
で
し
ょ
う
。
道
元
禅

師
様
は
『
正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

』「
八は
ち

大だ
い

人に
ん

覚か
く

」
巻
の
な
か
で
次

の
よ
う
に
説
い
て
い
ま
す
。

「
八
に
は
、
不
戯
論
。
証

し
て
分ふ
ん

別べ
つ

を
離
る
る
を
、
不
戯
論
と
名
づ
く
。
実じ
っ

相そ
う

を

究ぐ
う

尽じ
ん

す
、
乃す
な
わち

不
戯
論
な
り
」
か
え
っ
て
難
し
そ
う
な

文
言
で
す
が
、
駒
澤
大
学
の
石
井
修
道
名
誉
教
授
の
訳

を
手
引
き
と
し
て
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。「
八
つ
に

は
無
意
味
な
議
論
を
し
な
い
。《
真
理
を
さ
と
っ
て
分

別
を
離
れ
る
こ
と
を
無
意
味
な
議
論
を
し
な
い
と
名
づ

け
る
。
真
実
の
姿
を
極
め
尽
く
せ
ば
、
無
意
味
な
議
論

を
し
な
い
こ
と
と
な
る
。》

宇
宙
に
は
果
て
が
あ
る
か
、
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
論
じ
た
り
、
あ
の
世
は
存
す
る
か
否
か
論
じ
た

り
、
等
々
証
明
し
よ
う
の
な
い
こ
と
を
、
論
じ
あ
う
こ

と
は
や
め
よ
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
お
釈
迦
様

の
時
代
と
違
い
、
現
代
で
は

証
明
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
知
識
を
ひ
け
ら
か
し

て
持
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
、

仏
弟
子
と
し
て
は
厳
に
戒い
ま
しめ

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
で

も
、
私
は
、
個
人
的
に
は

「
あ
の
世
は
あ
る
」
と
思
っ

て
い
ま
す
が
。
た
だ
ど
の
よ

う
な
有
り
様
か
等
全
く
分
か

り
ま
せ
ん
。

た
だ
証
明
す
る
必
要
も
無

く
、
は
っ
き
り
と
分
か
っ
て

い
る
こ
と
は
、
今
、
こ
の
世

に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
で
す
か
ら
、
微
力
な

が
ら
、
こ
の
世
で
の
命
が
終
わ
る
ま
で
、
力
を
尽
く
し

て
こ
の
世
で
生
き
き
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本

は
西
日
本
豪
雨
に
も
最
近
は
襲
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

突
然
こ
の
世
の
命
を
閉
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
も
、

誰
に
で
も
あ
り
ま
す
。
命
の
あ
る
間
、
あ
ま
り
悔
い
の

な
い
よ
う
に
生
き
あ
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

え
す
る
の
も
勇
気
の
要い

る
こ
と
で
す
が
、
解
説
と
し
て

ご
理
解
く
だ
さ
い
。

お
釈
迦
様
が
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
真
理
は
、
と
て
も

明
白
な
こ
と
だ
と
、
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

「
諸し
ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う」「
諸し
ょ

法ほ
う

無む

我が

」「
涅ね

槃は
ん

寂じ
ゃ
く

静じ
ょ
う」
な
ど
の
言

葉
は
、
真
理
を
表
し
て
い
ま
す
。「
諸
行
無
常
」
は
万

物
は
変
わ
り
づ
め
に
変
わ
っ
て
い
て
、
永
遠
不
滅
な
事

も
、
物
も
一
切
無
い
と
い
う
こ
と
。「
諸
法
無
我
」
は
、

全
て
の
事
も
、
物
も
、
因
が
あ
り
縁
が
あ
っ
て
生
じ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
実じ
っ

体た
い

性せ
い

が
無
い
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
実
体
性
と
い
う
表
現
に
は
説
明
が
い
る
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
花
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
き
れ
い
に

咲
い
て
い
る
花
が
目
の
前
に
あ
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ

の
花
が
ぽ
ん
と
突
然
に
こ
の
世
に
表
れ
る
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
ね
。
種
を
蒔
き
、
太
陽
の
光
や
雨
や
諸
々
の
条

件
に
よ
っ
て
花
開
く
わ
け
で
す
。
種
は
因
、
雨
等
は
縁

で
す
。
実
体
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
理

解
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
で
は
種
は
ど
う
な
の
か
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
や
は
り
因
と
縁
に
よ
っ
て
、

種
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
因

と
縁
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。「
縁え
ん

起ぎ

の
教
え
」
も
真
理
の
要
素
で
す
。
余
談
に
な
り
ま
す
が
、

母
と
父
か
ら
一
ゲ
ノ
ム
（
二
十
数
対
の
染
色
体
）
ず
つ
も

ら
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
前
世
と
全
く
同
じ
人
間
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

「
涅
槃
寂
静
」
は
お
釈
迦
様
の
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
教

え
を
き
ち
ん
と
学
べ
ば
、
生
し
ょ
う

死じ

を
離
れ
て
安
ら
か
に
な

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
死
ね
ば
涅
槃
寂
静
に
な
れ
る

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
ね
ば
楽
に
な
れ
る

と
思
い
込
ん
で
、
自
ら
命
を
絶
つ
こ
と
は
や
め
ま
し
ょ

う
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
生
が
あ
る
の
で
す
か
ら
来
生
は
あ
る
、
と
道
元
禅

師
様
の
お
師
匠
様
の
如
浄
禅
師
様
は
『
宝ほ
う

慶き
ょ
う

記き

』
の
な

か
で
明
ら
か
に
お
説
き
で
す
。
来
生
の
果
報
の
た
め
に

も
今
生
を
し
っ
か
り
と
生
き
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で

す
。こ

の
度
、
タ
イ
の
少
年
た
ち
が
洞
窟
に
閉
じ
込
め
ら

れ
て
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
さ
す
が
に
仏
教
国
の
少

年
た
ち
は
、
美
し
い
合
掌
の
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
も
、
せ
っ
か
く
今
生
で
お
釈
迦
様
の
教
え
に
触

れ
た
の
で
す
か
ら
、
教
え
を
自
ら
に
し
み
こ
ま
せ
て
、

ど
ん
な
苦
労
に
も
め
げ
ず
、
く
さ
ら
ず
、
掌
を
合
わ
せ

つ
つ
乗
り
越
え
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

原
文
訓
読

汝な
ん

等だ
ち

比び

丘く

、
若も

し
種し

ゅ

々じ
ゅ

の
戯け

論ろ
ん

は
、
其そ

の
心

こ
こ
ろ

則す
な
わち

乱み
だ

る
。
ま
た
出

し
ゅ
っ

家け

す
と
雖い

え
ど

も
、
な
お
未い

ま

だ
脱だ

っ

す
る
こ
と
を

得え

ず
。
是こ

の
故ゆ

え

に
比び

丘く

、
ま
さ
に
急き

ゅ
う

に
乱ら

ん

心し
ん

戯け

論ろ
ん

を
捨し

ゃ

離り

す
べ
し
。
若も

し
汝な

ん
じ

、
寂

じ
ゃ
く

滅め
つ

の
楽ら

く

を
得え

ん
と
欲ほ

っ

せ
ば
、

た
だ
ま
さ
に
善よ

く
戯け

論ろ
ん

の
患と

が

を
滅め

っ

す
べ
し
。
是こ

れ
を
不ふ

戯け

論ろ
ん

と
な
づ
く
。

訳修
行
者
た
ち
よ
、
い
ろ
い
ろ
な
戯
論
は
、
心
を
乱
す
も
の

で
あ
る
。
た
と
え
出
家
し
た
と
し
て
も
、
ま
だ
解
脱
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
修
行
者
た
ち
よ
、
す
み
や
か

に
心
を
乱
す
戯
論
を
捨
て
去
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
そ
な
た

が
、
煩
悩
の
な
い
寂
滅
の
楽
を
得
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
戯

大本山永平寺
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行
け
な
い
と
き
は
、
私
が
兄
弟
に
指
名
し
て
、
行
っ
て

く
れ
と
言
っ
て
、
や
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
あ
と
、

お
彼
岸
に
行
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
願
成
寺
さ
ん
は
先
代
が
身
延
山
の
ほ
う
の
お
寺
に
行

っ
て
、
そ
の
跡
を
息
子
さ
ん
が
継
が
れ
ま
し
た
。、
若

い
け
れ
ど
も
非
常
に
熱
心
に
や
っ
て
い
ま
し
て
ね
。
坐

禅
会
な
ど
を
や
っ
て
、
村
の
人
た
ち
を
集
め
て
は
熱
心

に
や
っ
て
く
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
私
も
そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
一
緒
に
行
っ
て
、
坐
禅
ま
で
組
ん
で
み
た
い
と

思
っ
て
は
い
ま
す
が
、
い
か
ん
せ
ん
今
は
め
ち
ゃ
く
ち

ゃ
忙
し
く
て
、
ち
ょ
っ
と
そ
う
い
う
こ
と
は
か
な
い
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
ね
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
願
成
寺
さ
ん
に
重
要
文
化
財

が
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
と
脇
き
ょ
う

侍じ

で
、
こ
れ
も
変
な

話
だ
け
れ
ど
も
、
戦
前
、
お
寺
さ
ん
は
困
窮
し
て
、
廃

仏
毀
釈
の
あ
お
り
を
受
け
て
お
寺
を
維
持
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ

を
売
り
に
出
し
た
。
そ
の
と
き
に
青
年
団
の
団
長
を
や

っ
て
い
た
、
う
ち
の
親
父
が
反
対
し
て
、
青
年
団
を
挙

げ
て
反
対
す
る
こ
と
に
な
っ
て
結
局
お
寺
に
残
っ
た
わ

け
で
す
。
そ
う
し
た
ら
戦
後
間
も
な
く
、
こ
れ
が
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
そ
う
い
う
話

も
聞
き
な
が
ら
育
っ
て
い
る
の
で
、
や
っ
ぱ
り
前
に
言

っ
た
よ
う
な
、
敬け
い

神し
ん

崇す
う

祖そ

と
い
う
言
葉
が
私
の
体
に
は

何
か
の
形
で
染
み
付
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

藤
木
　
先
生
は
仏
教
と
い
う
も
の
に
対
し
て
は
、
ど
ん

父
母
と
妻
の
命
日
に
は 

必
ず
墓
参
し
ま
す

藤
木
　
先
生
の
菩
提
寺
の
願
成
寺
と
い
う
お
寺
さ
ん
は

曹
洞
宗
と
う
か
が
っ
て
お
り
ま
す
が
。

大
村
　
そ
う
で
す
、
山
梨
県
韮
崎
市
に
あ
る
曹
洞
宗
の

お
寺
で
、
そ
こ
が
う
ち
の
菩
提
寺
と
し
て
、
い
つ
も
お

参
り
に
行
っ
て
お
り
ま
す
。
武
田
信
義
公
の
お
墓
が
あ

る
と
こ
ろ
で
す
。
信
義
公
は
武
田
の
始
祖
、
信
玄
の
十

何
代
か
前
の
、
山
梨
に
入
っ
て
最
初
に
武
田
を
名
乗
っ

た
人
物
で
す
ね
。
願
成
寺
は
先
般
、
本
堂
を
建
て
替
え

た
り
し
て
立
派
に
な
り
ま
し
た
。

藤
木
　
先
生
は
お
墓
参
り
に
行
か
れ
る
日
は
決
め
て
お

ら
れ
ま
す
か
。

大
村
　
こ
れ
は
、
確
実
に
行
く
の
は
年
に
三
回
で
す
。

家
内
の
命
日
の
九
月
一
日
、
母
親
の
命
日
の
十
二
月
三

日
、
そ
れ
に
父
親
の
命
日
の
二
月
十
七
日
、
こ
れ
だ
け

は
欠
か
さ
ず
行
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も

ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医
学
賞  

大
村
智
教
授
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

下

生
か
さ
れ
て
い
る

と
い
う
気
持
ち
に

な
る
と
き

大村 智（おおむらさとし）
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研究科修士課程修了。65年㈳北里研究所入所。75年北里大学薬学部
教授。90年北里研究所理事・所長。2007年同大名誉教授。08年㈻北
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丹
精
に
あ
る
」
と
い
う
言
葉

も
い
た
だ
い
た
り
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
お
坊
さ
ん
と
の

お
付
合
い
と
い
う
こ
と
に
つ

な
が
る
の
か
、
僕
も
短
い
お

経
ぐ
ら
い
は
覚
え
て
い
ま
す
。

最
近
忘
れ
か
け
て
き
て
い
る

け
れ
ど
も
、
幾
つ
か
の
短
い

お
経
は
。

藤
木
　
ど
う
い
う
お
経
で
し

ょ
う
か
。

大
村
　
般
若
心
経
、
延
命
十

句
観
音
経
、
そ
れ
に
舎
利
礼

文
。
こ
れ
く
ら
い
は
暗
唱
で

き
ま
す
。
修
証
義
は
覚
え
き
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
は

経
本
を
読
み
な
が
ら
唱
え
ま
す
ね
。
般
若
心
経
は
毎
朝
、

お
経
を
あ
げ
て
、
お
線
香
を
立
て
て
ね
。
だ
け
れ
ど
も
、

あ
れ
も
似
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
だ
ぶ
っ
た

り
し
ま
す
ね
。
な
か
な
か
終
点
に
届
か
な
い
と
き
が
あ

り
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
い
っ
ち
ゃ
っ
て
、
く

る
く
る
と
、
な
か
な
か
終
わ
り
ま
で
い
か
な
い
と
か
。

藤
木
　
先
生
で
も
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

大
村
　
僕
な
ん
か
ま
さ
に
そ
れ
で
す
。
よ
く
意
味
が
わ

か
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
大
体
こ
う
い
う

こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
テ
キ

ス
ト
ブ
ッ
ク
を
読
ん
で
い
る
か
ら
大
体
分
か
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
つ
な
が
り
が
、
こ
こ
で
こ
う
い
う
言

葉
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
理
解
で
き
て

い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か

ら
、
堂
々
巡
り
す
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
。
こ
の

間
、
円
覚
寺
の
横
田
南
嶺
さ

ん
か
ら
頼
ま
れ
て
講
演
に
行

き
ま
し
た
が
、
僕
が
延
命
十

句
観
音
経
を
覚
え
て
い
る
と

言
っ
た
ら
、
び
っ
く
り
し
た

よ
う
で
す
よ
。
科
学
者
が
そ

ん
な
こ
と
を
や
る
の
か
と
思

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。

藤
木
　
そ
れ
は
普
通
の
人
で

も
驚
く
と
思
い
ま
す
ね
。
最

後
に
な
り
ま
す
が
、
先
生
に
と
っ
て
、
宗
教
と
い
う
の

は
何
で
し
ょ
う
か
。

大
村
　
全
く
自
然
に
、
い
ろ
ん
な
と
き
に
神
頼
み
じ
ゃ

な
い
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
と
、
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い

な
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
が
ま
た
宗
教
の

い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
例
え
ば
仏
壇
の
前
に

坐
る
と
、
何
と
な
く
助
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
が

出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
大
事
で
あ
っ
て
、
え
ら

い
理
屈
で
仏
教
の
教
え
は
ど
う
の
こ
う
の
と
、
そ
ん
な

理
論
を
言
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
自
分
は
生
か
さ

れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
気
持
ち
が
出
て

き
ま
す
よ
、
仏
壇
の
前
に
坐
る
と
。
そ
れ
が
大
事
だ
と

思
う
わ
け
で
す
。�

完
　

な
お
考
え
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。

大
村
　
仏
教
と
い
う
の
は
大
ら
か
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
昔
は
多
少
宗
教
上
の
争
い
は
あ
っ
た
と
、
よ
く
聞

き
ま
す
ね
。
昔
の
本
を
読
む
と
、
何
と
言
っ
た
ら
い
い

か
、
多
少
先
鋭
的
な
宗
教
と
言
っ
た
ら
い
い
か
な
。
と

に
か
く
あ
ま
り
寛
容
的
で
は
な
い
と
い
う
時
代
が
あ
っ

た
よ
う
だ
け
ど
、
今
は
だ
い
ぶ
収
ま
っ
て
き
て
い
る
。

今
そ
う
い
う
こ
と
は
、
日
本
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
み

ん
な
互
い
に
受
け
入
れ
な
が
ら
、
お
互
い
仲
良
く
や
っ

て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
あ
い
う
の
は
日
本
の
仏

教
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。

　
仏
教
に
は
包
容
力
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

僕
は
仏
教
と
い
う
の
が
ち
ゃ
ん
と
栄
え
る
と
い
う
こ
と

は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
お
寺
の
数
で
は
、
曹
洞
宗

が
一
番
多
い
わ
け
で
し
ょ
う
、

日
本
で
は
。
だ
か
ら
、
一
番

頑
張
っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。

藤
木
　
激
励
し
て
い
た
だ
い

た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま

す
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

大
村
　
私
は
曹
洞
宗
だ
か
ら

と
い
う
こ
と
で
な
く
、
ど
こ

で
も
、
い
い
お
寺
が
あ
る
と
、

お
参
り
に
行
っ
て
い
ま
す
が
。

仏
壇
の
前
に
坐
っ
て 

お
経
を
あ
げ
る
と

藤
木
　
前
に
松
原
泰
道
先
生
に
つ
い
て
お
話
に
な
っ
た

と
こ
ろ
で
、
先
生
は
女
子
美
術
大
学
の
理
事
長
も
な
さ

っ
て
お
ら
れ
た
と
…
…
。

大
村
　
そ
う
で
す
。
北
里
研
究
所
の
所
長
を
や
っ
て
い

る
と
き
に
、
私
は
絵
の
関
係
も
結
構
い
ろ
い
ろ
や
っ
て

い
る
も
の
で
す
か
ら
、
女
子
美
の
百
周
年
記
念
事
業
が

あ
る
か
ら
少
し
力
を
貸
し
て
く
れ
な
い
か
と
頼
ま
れ
た

わ
け
で
す
。
兼
務
で
い
い
か
ら
と
い
う
の
で
引
き
受
け

て
、
十
四
年
や
っ
て
い
ま
し
た
よ
、
理
事
長
を
。

藤
木
　
そ
う
で
す
か
。
絵
が
お
好
き
と
い
う
こ
と
で
韮

崎
に
美
術
館
も
お
作
り
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

大
村
　
松
原
先
生
は
、
特
に

ど
こ
が
悪
い
と
い
う
の
で
は

な
く
て
、
よ
く
お
嬢
さ
ん
と

う
ち
の
東
洋
医
学
総
合
研
究

所
の
病
院
に
来
ら
れ
て
ま
し

た
。
そ
う
す
る
と
お
嬢
さ
ん

の
ほ
う
は
、
先
生
を
病
院
の

待
合
室
で
待
っ
て
頂
い
て
、

私
の
と
こ
ろ
へ
来
て
は
先
生

の
本
と
か
色
紙
を
持
っ
て
き

て
く
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
。

今
で
も
大
事
に
、
き
ち
ん
と

箱
に
し
ま
っ
て
あ
る
本
の
中

に
、「
よ
き
人
生
は
日
々
の
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