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私
の
幼
児
体
験
か
ら

宮
城
県
は
気
仙
沼
市
（
当
時
は

町
）
の
曹
洞
宗
寺
院
、
Ｓ
寺
で
生

ま
れ
た
私
は
、
二
歳
で
住
職
の
父

を
、
三
歳
で
母
を
喪な

く
し
て
独
り

子
に
な
っ
た
の
で
、
在ざ

い

（
村
）
に
あ

る
Ｈ
寺
の
、
母
方
の
祖
父
母
に
育

て
ら
れ
た
。

祖
父
に
は
何
人
か
の
弟
子
が
お

り
、
そ
の
中
の
二
人
が
Ｈ
寺
に
住

ん
で
私
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た

が
、
年
の
差
が
あ
っ
て
い
わ
ゆ
る

「
お
友
だ
ち
」
に
は
な
れ
な
か
っ

た
。だ

か
ら
門
前
の
檀
家
の
子
ど
も

た
ち
と
を
除
く
と
、
独
り
遊
び
が

多
か
っ
た
。
独
り
遊
び
に
は
い
ろ

い
ろ
の
「
発
見
」
が
伴
う
も
の
で

あ
る
。

寺
の
位
牌
堂
に
は
檀
信
徒
の
位

牌
と
と
も
に
遺
骨
も
安
置
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
位
牌
と
遺
骨
は
一
九

三
七
年
（
昭
和
十
二
年
）
七
月
に
日

中
戦
争
（
支し

那な

事
変
）
が
勃ぼ

っ

発ぱ
つ

す
る

と
急
に
増
え
た
。

戦
死
者
の
葬
儀
は
村
を
挙
げ
て

の
儀
式
で
「
村
葬
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
。

村
葬
に
は
檀
家
と
否
と
を
問
わ

ず
大
勢
の
人
が
寺
に
参
集
し
た
。

村
葬
に
は
村
長
が
来
寺
し
て
弔
辞

を
読
ん
だ
が
、
そ
の
な
か
で
村
長

は
必
ず
「
嗚あ

呼あ

悲
し
い
哉か

な

」
と
述

べ
る
の
が
常
だ
っ
た
。

一
九
三
七
年
は
私
が
七
歳
で
小

学
校
一
年
生
の
と
き
で
あ
る
が
、

ど
う
い
う
わ
け
か
村
長
が
読
み
上

げ
る
「
嗚
呼
悲
し
い
哉
」
と
い
う

表
現
が
私
の
心
に
残
り
、
村
長
の

弔
辞
が
始
ま
る
と
後
ろ
の
方
に
坐

っ
て
観
て
い
た
私
は
、
い
つ
村
長

が
「
嗚
呼
悲
し
い
哉
」
と
唱
え
る

の
か
と
待
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
耳

に
す
る
と
一
安
心
し
た
も
の
で
あ

る
。
今
に
な
っ
て
も
そ
の
こ
と
を

想
い
だ
す
と
不
思
議
に
感
ず
る
。

さ
き
に
触
れ
た
位
牌
堂
の
と
こ

ろ
に
戻
ろ
う
。

堂
内
に
は
円
形
の
明
り
窓
が
左

右
の
壁
に
二
つ
あ
り
障
子
紙
が
貼

っ
て
あ
っ
た
。
こ
の
障
子
紙
は
か

な
り
厚
手
で
あ
り
破
れ
に
く
か
っ

た
。と

こ
ろ
が
こ
の
破
れ
に
く
か
っ

た
障
子
紙
が
と
き
ど
き
大
き
く
破

け
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

破
け
た
明
り
窓
を
見
上
げ
た
私

は
「
あ
っ
、
窓
の
障
子
紙
が
破
け

て
い
る
。
誰
が
破
っ
た
ん
だ
ろ

う
」
と
声
を
あ
げ
た
。
た
ま
た
ま

傍そ
ば

に
い
た
祖
父
の
弟
子
の
一
人
Ｋ

さ
ん
は
「
魂
が
抜
け
て
い
っ
た
ん

だ
よ
」
と
言
っ
た
。
私
は
咄と

っ

嗟さ

に

「
誰
の
魂
？
」
と
訊
ね
た
。
Ｋ
さ

ん
は
何
食
わ
ぬ
顔
で
「
よ
く
分
か

ら
ん
け
ど
多
分
Ｙ
子
さ
ん
で
は
な

い
か
な
」
と
答
え
た
。

Ｙ
子
さ
ん
は
寺
の
す
ぐ
近
く
の

檀
家
の
娘
で
歳
は
十
四
か
十
五
。

評
判
の
美
女
で
頭
も
よ
く
気
の
や

さ
し
い
人
で
あ
っ
た
。

病
気
は
肺
結
核
で
あ
っ
た
。
そ

の
頃
（
昭
和
十
年
＝
一
九
三
五
）
は
、

と
く
に
地
域
社
会
で
は
肺
を
病
む

人
が
多
か
っ
た
。

当
時
の
地
域
社

会
＝
田
舎
で
は

栄
養
不
足
と
医

療
施
設
の
不
十

分
な
こ
と
も
あ

っ
て
か
結
核
を

病
む
人
が
多
か

っ
た
。
結
核
に

な
っ
た
人
の
家

族
は
「
肺
病
た

か
り
の
家
」
と

呼
ば
れ
、
ハ
ン
セ
ン
病
（
癩ら

い

病び
ょ
う

）
に

な
っ
た
人
と
そ
の
家
族
と
と
も
に

人
々
か
ら
忌い

み
嫌
わ
れ
る
の
が
常

だ
っ
た
。

ハ
ン
セ
ン
病
に
罹か

か

っ
た
人
の
家

の
前
を
通
る
際
に
は
、
手
で
口
を

塞ふ
さ

い
で
走
っ
た
も
の
で
あ
る
。

今こ
ん

日に
ち

か
ら
み
る
と
明
ら
か
に
差

別
行
為
で
あ
る
が
、
一
九
三
〇
年

代
に
は
そ
れ
が
地
方
の
慣
行
、
言

わ
ば
文
化
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

肺
結
核
は
ハ
ン
セ
ン
病
ほ
ど
で

は
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
結
核
患

者
の
い
る
家
族
は
前
述
の
よ
う
に

「
肺
病
た
か
り
」
と
呼
ば
れ
周
囲

に
嫌
わ
れ
た
。

実
は
私
の
両
親
も
肺
結
核
で
死

去
し
て
い
る
。

両
親
だ
け
で
は
な
く
祖
母
も
伯

父
も
肺
結
核
で
仏
界
に
赴
い
て
い

た
。
私
も
肺
病
た
か
り
一
族
の
一

人
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
「
肺
病
た
か
り
」
の

「
た
か
り
」と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

国
語
辞
典
で
は
「
た
か
り
」
は

「
集
り
」、「
群
」
を
意
味
す
る
。

右
に
「
私
も
肺
病
た
か
り
一
族
の

一
人
」
と
記
し
た
が
、
檀
家
の
人

も
学
校
の
先
生
方
も
そ
の
こ
と
を

よ
く
知
っ
て
お
り
、
冬
に
な
る
と

受
持
ち
の
先
生
は
と
く
に
私
に
対

し
て
「
風
邪
を
ひ
か
な
い
よ
う
に

ね
」
と
言
葉
を
か
け
た
。
ど
う
し

て
私
だ
け
に
風
邪
の
注
意
を
す
る

の
だ
ろ
う
か
と
、
は
じ
め
は
「
不

思
議
」
に
思
っ
て
い
た
が
、
後
に

な
っ
て
自
分
が
「
肺
病
た
か
り
」

の
一
族
の
一
人
だ
か
ら
だ
と
納
得

し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
不
思
議
」と
は
何
か

前
節
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
私
は

「
不
思
議
」と
い
う
語
を
使
っ
た
が
、

「
不
思
議
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
」

と
改
め
て
問
わ
れ
た
ら
、
普
段
何

気
な
く
用
い
て
い
る
人
も
、
は
て

さ
て
と
考
え
こ
む
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
に
「
チ
コ
ち
ゃ

ん
に
叱
ら
れ
る
」
と
い
う
好
評
の

番
組
が
あ
る
。
五
歳
の
女
の
子
と

さ
れ
る
チ
コ
ち
ゃ
ん
が
大
人
を
相

手
に
対
話
を
し
、「
そ
れ
ど
う
い

う
意
味
」
と
訊き

か
れ
て
大
人
が
答

え
に
戸
惑
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
チ
コ
ち
ゃ
ん
番
組
に
「
不

思
議
」
の
語
が
取
り
上
げ
ら
れ
た

か
否
か
分
か
ら
な
い
が
、
取
り
あ

げ
た
ら
面
白
い
と
思
う
。

私
た
ち
は
日
常
生
活
の
な
か
で

「
不
思
議
」
の
語
を
よ
く
使
う
が

「
不
思
議
っ
て
な
あ
に
」
と
問
わ

れ
た
ら
、
答
え
は
そ
う
簡
単
で
は

あ
る
ま
い
。

『
広
辞
苑
』
で
は
「【
不
思
議
】（
不

可
思
議
の
略
）
①
思
い
は
か
ら
れ
な

い
こ
と
。
い
ぶ
か
し
い
こ
と
。
あ

や
し
い
こ
と
。
奇
怪
。」
と
あ
る
。

こ
の
『
広
辞
苑
』
の
説
明
に
も

な
お
納
得
し
え
な
い
人
が
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

チ
コ
ち
ゃ
ん
的
に
「
思
い
は
か

ら
れ
な
い
こ
と
」
っ
て
な
あ
に
、

「
い
ぶ
か
し
い
こ
と
」
っ
て
ど
う

い
う
意
味
、「
あ
や
し
い
こ
と
」

っ
て
ど
う
い
う
こ
と
、「
奇
怪
」

と
は
？
と
詮せ

ん

索さ
く

さ
れ
た
ら
、
誰
し

も
す
ぐ
に
答
え
る
の
は
難
し
い
の

で
は
な
い
か
。

「
不
思
議
」
と
は
何
か
を
概が

い

念ね
ん

的て
き

に
問
題
に
す
る
と
右
の
よ
う
に

堂
々
巡
り
に
落
ち
入
り
か
ね
な
い
。

で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
私

の
考
え
で
は
人
び
と
の
生
活
の
生

き
た
場
面
を
問
題
に
す
る
ほ
か
に

有
効
な
手
だ
て
は
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

以
下
で
は
こ
の
手
だ
て
と
し
て

小
説
家
の
佐
藤
愛
子
さ
ん
著
『
私

の
遺
言
』（
新
潮
社
、
初
版
二
〇
〇
六
＝

平
成
十
七
年
）
を
取
り
あ
げ
た
い
。

著
者
は
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二

年
）
大
阪
市
生
れ
で
小
説
家
佐
藤

紅こ
う

緑ろ
く

を
父
に
、
詩
人
サ
ト
ウ
ハ
チ

ロ
ー
を
兄
に
持
ち
、
一
九
六
九
年

に
『
戦
い
す
ん
で
日
が
暮
れ
て
』

で
直
木
賞
を
受
賞
、
そ
の
他
数
々

の
賞
を
受
け
て
い
る
。

本
書
は
小
説
の
形
を
採
っ
て
い

る
が
、
内
容
的
に
は
氏
の
自じ

叙じ
ょ

伝で
ん

と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

私
が
本
書
を
取
り
あ
げ
る
の
は

氏
の
人
生
観
・
死
生
観
に
同
意
し

同
感
す
る
点
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
本
書
第
一
章
「
試
練

の
始
ま
り
」
に
お
い
て
氏
は
こ
う
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述
べ
て
い
る
。「
世
の
中
に
は
「
ふ

し
ぎ
な
こ
と
」
は
幾
つ
も
実
在
す

る
。
昔
も
今
も
変
り
な
く
あ
る
。

科
学
万
能
の
世
に
な
る
ま
で
は
、

ふ
し
ぎ
な
こ
と
は
ふ
し
ぎ
な
こ
と

と
し
て
素
直
に
受
け
容
れ
る
心
を

人
は
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
は

ふ
し
ぎ
な
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ

て
は
い
け
な
い
と
大
多
数
の
人
が

思
っ
て
い
る
。
無
理
に
も
理
由
を

つ
け
て
わ
か
っ
た
よ
う
に
な
る
の

が
知
識
人
だ
と
思
う
人
が
多
い
。

ふ
し
ぎ
を
ふ
し
ぎ
と
い
う
人
、
こ

の
不
思
議
は
科
学
を
越
え
た
現
象

だ
と
考
え
る
人
は
嘲ち

ょ
う

笑し
ょ
う

さ
れ
、
無

智
の
徒
と
し
て
黙
殺
さ
れ
、
片
づ

け
ら
れ
て
し
ま
う
。」
と
。

そ
し
て
不
思
議
な
こ
と
の
事
例

と
し
て
著
者
は
、
岐
阜
県
の
富と

み

加か

町ち
ょ
う

と
い
う
人
口
六
千
人
の
町
の

町
営
住
宅
で
一
九
九
九
年
に
生
じ

た
ふ
し
ぎ
な
現
象
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。

要
点
を
挙
げ
る
と
、
四
階
建
て

で
二
十
四
世
帯
が
入
居
し
て
い
た

こ
の
住
宅
で
、
あ
る
と
き
か
ら

「
ド
ン
ド
ン
」「
バ
チ
バ
チ
」「
バ
シ

ー
ッ
」「
バ
シ
バ
シ
」「
ビ
シ
ッ
」
と

い
う
快
音
が
生
じ
、
そ
の
音
は
七

種
類
に
上
っ
た
と
い
う
。
こ
の
怪

音
は
大
多
数
の
世
帯
で
聞
え
、
眠

れ
な
い
人
が
増
大
し
た
。

そ
こ
で
こ
の
不
思
議
な
現
象
を

解
明
す
る
べ
く
各
界
の
識
者
が
招

か
れ
た
。

日
本
音
響
研
究
所
所
長
の
鈴
木

松
美
氏
は
、「
ビ
シ
ッ
と
い
う
音

は
各
世
帯
の
仕
切
り
ボ
ー
ド
が
熱

で
伸
縮
す
る
際
に
枠わ

く

の
ひ
ず
み
が

拡
大
し
て
出
る
音
で
あ
る
」
と
説

明
し
た
。
早
稲
田
大
学
の
物
理
学

教
授
大
槻
義
彦
氏
は
、「
低
周
波

が
原
因
で
あ
り
、
低
周
波
に
物
体

が
共
振
す
る
と
、
物
体
自
体
が
振

動
す
る
」
と
解
釈
し
た
。
ま
た
信

州
大
学
の
菊
池
聡
助
教
授
は
、

「
い
っ
た
ん
怪
奇
現
象
と
思
え
ば

何
で
も
そ
う
見
て
し
ま
う
の
が
人

間
と
い
う
も
の
」
だ
と
し
た
。

立
命
館
大
学
の
安
斎
育
郎
教
授

は
、「
こ
の
際
、
第
三
者
的
な
機

関
に
依
頼
し
て
徹
底
的
な
科
学
調

査
を
す
る
べ
き
だ
」
と
総
括
し
た

と
い
う
。

こ
の
出
来
事
は
結
局
ど
う
な
っ

た
か
。

本
書
の
著
者
佐
藤
氏
は
、「
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
が
駆
け
ず
り
廻
り
、

野
次
馬
が
右
往
左
往
し
、
霊
能
者

を
自
称
す
る
人
た
ち
が
押
し
か
け

て
、
て
ん
で
に
祈
り
を
上
げ
、
一

般
の
人
は
そ
れ
ら
を
テ
レ
ビ
の
ワ

イ
ド
シ
ョ
ウ
で
楽
し
ん
だ
だ
け
で

終
っ
た
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

そ
の
佐
藤
氏
に
「
不
思
議
な
こ

と
」
は
な
お
も
付
き
纏ま

と

い
続
け
た
。

氏
は
一
九
七
五
年
に
、
北
海
道
は

日
高
地
方
の
町
、
浦
河
町
の
山
の

中
腹
に
、
夏
の
間
だ
け
暮
す
山
荘

を
建
て
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で

氏
は
さ
ま
ざ
ま
な「
超
常
現
象
」に

見
舞
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
生

観
を
変
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

家
が
建
ち
上
が
っ
た
一
九
七
五

年
の
夏
、
高
校
生
だ
っ
た
娘
さ
ん

が
四
人
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
一
緒

に
山
荘
に
入
っ
た
。
佐
藤
氏
は
仕

事
の
た
め
三
日
ほ
ど
遅
れ
て
山
荘

に
行
っ
た
ら
、
娘
さ
ん
は
「
こ
の

家
は
お
か
し
い
。
変
な
こ
と
が
起

こ
る
」
と
言
っ
た
。
こ
こ
へ
来
た

夜
、
皆
と
座
敷
で
寝
て
い
た
ら
、

窓
の
外
を
人
が
歩
く
足
音
が
し
た
。

そ
れ
も
砂じ

ゃ

利り

の
上
を
歩
く
よ
う
な
、

ジ
ャ
リ
ッ
ジ
ャ
リ
ッ
と
い
う
音
で
、

こ
ん
な
夜よ

更ふ

け
に
人
里
離
れ
た
こ

の
山
に
い
っ
た
い
誰
が
来
た
の
だ

ろ
う
と
言
い
合
っ
て
い
る
と
、
そ

の
う
ち
水
が
ジ
ャ
ア
ジ
ャ
ア
流
れ

る
音
が
聞
え
出
し
た
。
散
水
口
は

表
庭
に
あ
る
が
裏
に
は
何
も
な
い
。

変
だ
、
お
か
し
い
と
言
い
な
が
ら

眠
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
を
聞
い
て
も
佐
藤
さ
ん
は

「
ふ
ー
ん
、
お
か
し
い
ね
え
」
と

言
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
頃
の

彼
女
に
は
そ
の
た
ぐ
い
の
話
は
面

倒
く
さ
い
だ
け
で
あ
っ
た
。

翌
年
の
夏
、
山
荘
へ
行
っ
た
氏

は
、
東
京
へ
所
用
の
た
め
帰
り
、

留る

守す

居い

と
し
て
夏
の
間
だ
け
小
説

家
志
望
の
若
い
女
性
を
雇
っ
て
い

た
。
氏
が
山
荘
に
戻
る
と
こ
の
女

性
は
氏
の
留
守
中
の
出
来
事
を
報

告
し
た
。

彼
女
は
毎
晩
、
午
前
三
時
頃
ま

で
小
説
を
書
い
て
い
た
が
、
あ
る

夜
、
屋
根
の
上
を
ノ
ッ
シ
ノ
ッ
シ

と
人
が
歩
く
音
が
し
た
。
怖
い
の

で
パ
ト
カ
ー
を
呼
び
周
辺
を
見
廻

っ
て
も
ら
っ
た
が
何
の
変
っ
た
こ

と
も
な
か
っ
た
。
警
察
官
は
「
怖

い
怖
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
だ
か

ら
、
そ
ん
な
音
を
聞
い
た
ん
で
し

ょ
う
」、
と
笑
っ
て
帰
り
、
彼
女

は
集
落
の
商
店
な
ど
の
笑
い
者
に

な
っ
た
と
い
う
。

そ
の
時
も
佐
藤
氏
は
「
へ
え
ー
、

そ
う
な
の
」
と
言
っ
て
笑
っ
て
い

た
。と

こ
ろ
が
そ
の
う
ち
今
度
は
佐

藤
氏
自
身
が
そ
の
足
音
（
ら
し
い
）

音
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。

お
手
伝
い
の
言
う
通
り
そ
れ
は

ノ
ッ
シ
ノ
ッ
シ
と
重
い
足
音
で
あ

っ
た
。
集
落
の
人
に
そ
の
話
を
す

る
と
、「
そ
り
ゃ
熊
だ
べ
さ
」
と

言
い
、
別
の
人
は
「
狐
だ
べ
」
と

言
っ
た
。

佐
藤
氏
は
い
ろ
い
ろ
疑
問
を
ぶ

つ
け
て
み
た
が
誰
も
答
え
ず
、

「
そ
ん
な
こ
と
っ
て
あ
る
べ
か
？
」

と
氏
の
精
神
状
態
を
疑
わ
れ
て
話

は
終
っ
た
。

だ
が
不
思
議
な
出
来
事
は
な
お

も
続
い
た
。

深
夜
の
足
音
に
続
き
、
確
か
に

置
い
て
あ
っ
た
物
が
な
く
な
っ
た

り
、
五
枚
の
シ
ー
ツ
を
台
所
の
隅

に
置
い
て
お
い
た
の
が
三
枚
に
な

っ
た
り
、
つ
け
て
お
い
た
電
燈
が

消
え
て
い
た
り
、
揃
え
て
お
い
た

ス
リ
ッ
パ
の
片
方
が
遠
く
へ
飛
ん

で
い
た
り
等
々
。

何
者
の
仕
業
か
？
地
元
の
人
は

「
泥
棒
だ
べ
さ
」
と
か
「
暇ひ

ま

な
奴
が

悪い
た

戯ず
ら

に
来
た
ん
だ
べ
さ
」
な
ど
と

言
っ
て
す
ま
し
て
い
る
。

事
例
的
に
観
て
く
る
と
ど
う
も

「
不
思
議
」
を
合
理
的
・
科
学
的
に

説
明
し
よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な

か
埒ら

ち

が
明
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
私
が
本
文
の
最
初
に
記

し
た
こ
と
に
戻
ろ
う
。
寺
の
位
牌

堂
の
障
子
紙
が
と
き
ど
き
大
き
く

破
け
て
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

「
誰
が
破
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
声

を
挙
げ
た
私
に
た
い
し
て
大
人
の

答
え
は
「
魂
が
抜
け
て
い
っ
た
ん

だ
よ
」
で
あ
っ
た
。「
タ
マ
シ
イ
」

は
「
霊
魂
」
と
か
「
精
霊
」
と
も
言

わ
れ
る
。
そ
れ
は
①
肉
体
の
ほ
か

に
精
神
的
実
体
と
し
て
考
え
ら
れ

る
も
の
、
②
人
間
の
身
体
内
に
あ

っ
て
そ
の
精
神
・
生
命
を
支
配
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
格
的
・

非
肉
体
的
な
存
在
。
病
気
や
死
は

霊
魂
が
身
体
か
ら
遊ゆ

う

離り

し
た
状
態

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
多

く
…
」（『
広
辞
苑
』）
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
説
明
は
大
筋
で
各
種
の
『
宗

教
学
辞
典
』
や
『
文
化
人
類
学
辞

典
』
の
記
述
と
類
似
し
て
い
る
。

霊
魂
や
タ
マ
シ
イ
は
抽ち

ゅ
う

象し
ょ
う

名
詞

で
あ
り
、
五
、
六
歳
の
子
ど
も
に

理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
無
理
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
私
は
こ
の
無
理
な
こ
と

を
よ
く
耳
に
し
て
育
っ
た
。
寺
の

檀
信
徒
の
な
か
に
幽
霊
を
目
に
し

た
と
か
追
い
か
け
ら
れ
た
と
語
る

人
が
何
人
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。

大
人
た
ち
に
よ
れ
ば
男
の
幽
霊

よ
り
も
女
の
幽
霊
の
方
が
怖こ

わ

い
と

い
う
。
寺
に
は
幽
霊
の
掛
軸
が
二

幅
あ
っ
た
。
お
盆
の
と
き
に
本
堂

の
一
室
に
掛
け
た
。

そ
の
掛
軸
の
女
の
幽
霊
は
目
が

細
長
く
白
衣
を
着
て
両
手
を
胸
の

あ
た
り
で
揃
え
て
垂た

ら
し
、
下
半

身
は
ぼ
や
け
て
い
た
。
髪
は
長
か

っ
た
が
子
ど
も
の
目
に
は
怖
か
っ

た
。
こ
の
軸
を
掛
け
る
と
雨
が
降

る
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
本
当
に

雨
が
降
っ
た
。「
涙
の
雨
」
と
言

わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
「
不
思
議

な
こ
と
」
で
あ
る
。

佐
藤
愛
子
氏
に
戻
る
。『
私
の

遺
言
』
の
一
四
五
〜
四
六
ペ
ー
ジ

に
、
当
時
超
高
名
な
評
論
家
で
あ

っ
た
小
林
秀
雄
氏
の
不
思
議
論
を

引
用
し
て
い
る
。
要
旨
を
述
べ
る
。

「
世
間
に
は
、
不
思
議
は
い
く
ら

で
も
あ
る
の
で
す
が
、
現
代
の
イ

ン
テ
リ
は
、
不
思
議
を
不
思
議
と

す
る
素
直
な
心
を
失
っ
て
い
ま
す
。

テ
レ
ビ
で
不
思
議
を
見
せ
ら
れ
る

と
、
こ
れ
に
対
し
嘲
笑
的
態
度
を

と
る
か
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
見
る
よ

う
な
面
白
が
る
態
度

を
と
る
か
、
ど
ち
ら

か
で
し
ょ
う
。
今
の

知
識
人
の
中
で
、
一

人
く
ら
い
は
、
念
力

と
い
う
よ
う
な
も
の

に
対
し
て
ど
う
い
う

態
度
を
と
る
の
が
正

し
い
か
を
考
え
る
人

が
い
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。
と
こ
ろ
が
い

な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
理
解
出

来
な
い
声
は
、
み
ん
な
不
正
常
な

の
で
す
。
知
識
人
は
本
当
に
堕だ

落ら
く

し
て
い
ま
す
。
皆
お
し
ゃ
べ
り
ば

か
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う

こ
と
に
対
す
る
正
し
い
態
度
が
な

い
の
で
す
ね
」。
知
人
か
ら
送
ら

れ
た
こ
の
講
演
録
の
コ
ピ
ー
を
読

ん
だ
時
、
佐
藤
氏
は
千
万
の
味
方

を
得
た
心
地
が
し
た
。「
私
は
必

ず
し
も
確
信
が
あ
っ
て
心
霊
観
を

敷ふ

衍え
ん

し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
佐
藤
氏

は
、
小
林
秀
雄
が
「
本
当
に
切
実

な
経
験
と
い
う
も
の
は
、
主
観
的

で
も
客
観
的
で
も
な
い
の
で
す
ね
。

つ
ね
ら
れ
て
痛
い
と
感
ず
る
経
験

と
同
じ
で
す
」
と
い
う
文
を
も
引

用
し
て
い
る
。
小
林
秀
雄
の
不
思

議
肯
定
論
は
、
拙
論
「
不
思
議
な

こ
と
と
は
？
」
の
帰
結
で
も
あ
る
。

さ
き
に
不
思
議
な
現
象
を
説
明

し
て
も
ら
う
た
め
に
三
人
の
知
識

人
の
見
解
を
紹
介
し
た
。
三
人
と

も
合
理
的
・
科
学
的
に
「
不
思
議
」

を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
小
林
秀
雄
の
見
解
と
比

較
す
る
と
、
三
人
の
解
釈
が
い
か

に
浅
薄
で
あ
る
か
が
よ
く
見
え
て

こ
よ
う
。「
不
思
議
な
こ
と
」
は

人
生
に
必
ず
伴
う
こ
と
で
あ
り

「
人
生
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
も

言
え
よ
う
か
ら
で
あ
る
。

前
回
は
大
悲
心
陀
羅
尼
を
含
む

『
千
手
経
』
の
概
要
を
述
べ
た
。

そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
あ
る
と
き

釈
迦
牟
尼
仏
が
、
観
世
音
菩
薩
の

補
陀
落
迦
山
中
の
宝
荘
厳
道
場
に

あ
る
と
き
、
観
世
音
菩
薩
が
仏
に

対
し
、「
衆
生
の
安
楽
、
一
切
の

病
を
取
り
除
く
」
な
ど
の
十
種
の

利
他
行
の
た
め
に
、「
大
悲
心
陀

羅
尼
」
を
説
く
こ
と
を
願
い
出
た
。

仏
は
そ
れ
を
喜
ば
れ
、
観
世
音

菩
薩
は
か
つ
て
千
光
王
静
住
如
来

か
ら
こ
の
大
悲
心
陀
羅
尼
を
授
け

ら
れ
、
未
来
の
悪
世
の
一
切
衆
生

の
た
め
に
こ
の
呪
を
説
く
べ
き
こ

と
を
宣
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
観

音
菩
薩
は
衆
生
利
益
・
衆
生
安
楽

の
誓
願
に
よ
っ
て
、
千
手
千
眼
を

授
け
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
本

経
が
説
か
れ
た
由
来
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
陀
羅
尼
を
唱
え

た
い
と
願
う
者
は
、
衆
生
に
慈
愛

の
心
を
起
こ
し
て
、「
南
無
観
世

音　

願
わ
く
は
我
、
速
や
か
に
一

切
の
法
を
知
ら
ん
こ
と
を
」
以
下

の
十
大
願
と
「
我
が
六
悪
処
に
向

か
う
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
災
い

が
自
ら
摧
折
せ
ん
こ
と
を
」
と
い

う
六
功
徳
の
願
を
発
し
、
さ
ら
に

観
世
音
菩
薩
の
名
字
を
称
念
し
、

そ
の
本
師
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
に
専

念
し
て
、
一
晩
に
こ
の
陀
羅
尼
咒

を
五
回
唱
え
れ
ば
、
自
身
に
蓄
積

し
た
輪
廻
の
重
罪
を
除
滅
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
観
世
音
菩
薩
は
言
葉
を

説
き
終
わ
っ
て
、
集
会
の
前
で
合

掌
し
、
微
笑
み
な
が
ら
、
こ
の

「
広
大
円
満
無
礙
大
悲
心
陀
羅
尼

の
神
妙
章
句
を
説
く
。
陀
羅
尼
に

曰
く
」
と
し
て
、
大
悲
心
陀
羅
尼

を
説
き
始
め
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
以
下
、
実
際
に
大
悲

心
陀
羅
尼
の
原
文
、
和
訳
、
語
句

の
註
解
を
対
照
さ
せ
て
解
説
す
る
。

こ
こ
で
は
便
宜
上
、『
千
手
経
』

（
大
正
新
修
大
蔵
経
）
中
の
伽
梵
達
摩

訳
を
原
文
に
用
い
、
そ
れ
に
曹
洞

宗
の
慣
用
音
で
ル
ビ
を
振
っ
て
あ

る
。
た
だ
、
陀
羅
尼
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
の
音
写
な
の
で
、
こ
の
読

み
だ
け
で
は
何
の
意
味
も
持
ち
得

な
い
。
さ
ら
に
本
陀
羅
尼
が
伝
え

ら
れ
た
時
代
の
違
い
も
あ
っ
て
、

宗
派
に
よ
っ
て
も
そ
の
読
み
は
大

き
く
異
な
る
。
加
え
て
、
伽
梵
達

摩
訳
そ
の
も
の
に
は
か
な
り
不
正

確
な
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
、
必
要
な
箇
所
に
は
不
空
訳
や

チ
ベ
ッ
ト
語
訳
な
ど
も
参
照
し
、

和
訳
は
で
き
る
だ
け
平
易
に
、
そ

し
て
、
正
確
な
理
解
に
資
す
る
べ

く
、
語
句
に
は
詳
し
い
解
説
を
施

し
た
。
煩
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
読
者
の
皆
さ
ん
に
は
寛
恕
を

請
い
た
い
。

曹
洞
宗
で
唱
え
ら
れ
る

ダ
ラ
ニ
経
典

大

悲

心

陀

羅

尼

第
三
回

　 東 洋 大 学 文 学 部 教 授  

渡 辺 章 悟

『
大
悲
心
陀
羅
尼
』が

説
か
れ
る
背
景
か
ら

和訳 語句の註解

南
な

無
む

喝
か

囉
ら

怛
た ん

那
の う

哆
と

囉
ら

夜
や ー や ［仏法僧の］

三宝に帰依し奉る。
ナマハ（南無喝namaḥ）は、正しくは梵語の音韻の規則上、ナモー（南無namo）とすべきか。
意味は「帰依する」。ラトナトラヤーヤ（囉怛那哆囉夜  ratna-trayāya）は「三宝に」である。

南
な

無
む

阿
お

唎
り や

婆
ほ

盧
り ょ

羯
き ー

帝
ち い

爍
し

鉢
ふ

囉
ら ー や

大悲者なる聖観自在菩薩摩
訶薩に帰依し奉る。

阿唎 。婆盧羯帝爍鉗囉 は、「聖観自在に」（アーリヤ・アヴァロキテーシュヴァラārya-
avalokiteśvarāya）にあたる。ただし、オリヤ（阿唎  ārya）は、「聖なる」という意味の形
容詞なので、ナムオリヤー（南無阿唎 ）では切れない。
菩提薩 婆 が「菩薩に（bodhisattvāya）」、摩訶薩 婆 が「摩訶薩（mahāsattvāya偉
大な修行者）に」、摩訶迦盧尼迦 が「大悲者に」（mahākāruṇikāya）にあたる。

菩
ふ

提
じ

薩
さ と

婆
ぼ ー や

摩
も

訶
こ

薩
さ と

婆
ぼ ー や

摩
も ー

訶
こ ー

迦
きゃー

盧
る

尼
に

迦
きゃー や

唵
え ん

おーん エン（Oṃオーン）はインドの宗教文献の冒頭に付される聖語。

薩
さ ー

皤
は

囉
ら

罰
は ー

曳
え ー

數
しゅう

怛
た ん

那
の ー

怛
と ん

寫
しゃー

一切の恐怖を救済する者、
彼（観音）に

通常は「サーハラハーエイ。シュウータンノートンシャー（薩皤囉罰曳。數怛那怛寫）」と読
んでいるが、正しくは、「サーラハハーエイシュ。」（薩囉皤罰曳數 sarvabhayeṣu一切の恐怖
において）で、次に「タンノートンシャー」（怛那怛寫 trāṇ［akarāya］ tasya（救済［者］、彼に）
と切って読むべきか。「トンシャー」（怛寫 tasya彼に）とは観音のこと。ただし、この伽梵達
摩の抄本では、「タンノー」（怛那 trāṇa救済）の後の「カラーヤ」（karāyaする者に）が欠け
ているが、不空訳「怛囉拏迦囉野」やチベット語訳のように、（trāṇa-karāya）と読むべきで
ある。

南
な

無
む

悉
し

吉
き

利
り ー

埵
と

伊
い

蒙
も ー

帰依してから、私は聖なる観
自在［菩薩］の威神力を持っ
た「青頸」と呼ばれるこの本
質、つまりすべての対象を成
就させ、光輝ある、すべての
悪鬼・鬼神にとって、打ち勝
ちがたい、［迷いの］生存の
道を浄化するこの心真言を私
は読誦するであろう。

「帰依する」という意味のナマスクリ（namas√kṛ）から作られた絶対分詞で、「ナムシ」（南無
悉namas 帰依する）、「キリート」（吉利埵kṛtvā …して）。「イモー」（伊蒙 idamこの）は次
の文章に続く。

阿
お

唎
り や

婆
ぼ

盧
ろ

吉
き ー

帝
ち ぃ

室
し

佛
ふ

囉
ら ーり ん

馱
と う

婆
ぼ ー

「オリヤー。ボリョキーチーシフラーリン」（阿唎 婆盧吉帝室佛囉［ ］ āryāvalokiteśvaraṃ
聖なる観自在に）、「トウボー」（馱婆 tava）は、力、威神力を意味するtavasの変化。その
間の「 」は不明?

南
な

無
む

那
の

囉
ら

謹
き ん

墀
じ

ナム（南無namo帰依する）、ノラキンジ（那囉謹墀nῑlakaṇṭha青頸）は、青黒い首を持つ
という意味で、青頸観音のことである。もともとヒンドゥー教のシヴァ神の別名。インド神話に
よれば、神々が大洋を撹拌して乳海としたときに生じた猛毒を、シヴァ神が慈悲のために飲
み込んだため、その喉が青くなったという。仏教ではこれをヴィシュヌ神の姿をとる青頸観音と
して受容した。ここに見るように、本来大悲呪は青頸観音の陀羅尼であり、これが後に千
手観音の陀羅尼に転用された可能性がある。

醯
き ー

唎
り ー

摩
も ー

訶
こ ー

皤
ほ ー

哆
ど ー

沙
しゃー

咩
み ー

キーリーモーコー（醯唎摩訶hṛ［daya］m）は、かなり不正確な音写である。不空訳はフリダ
ヤ「訖哩娜野」（hṛdaya心真言）とあるのでこれをとる。ホードーシャーミー（皤哆沙咩）は、
アーヴァルタイシュヤーミ（āvarta［yi］ṣyāmi）に相当。アーブリット（ā-√vṛt 読誦する）の使役、
未来形で、読誦するであろう。

『千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經』唐西天竺沙門伽梵達摩譯

「廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼」
（大正蔵経一〇六〇番、第二十巻、一〇七中二三～下二五）
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六
世
紀
の
中
頃
と
い
え
ば
、
欽

明
天
皇
の
時
代
に
、
日
本
に
朝
鮮

半
島
の
百
済
か
ら
仏
教
が
伝
え
ら

れ
た
時
期
と
重
な
り
ま
す
。
不
幸

な
こ
と
に
、
そ
の
直
後
に
得
体
の

知
れ
ぬ
感
染
症
（
疫
病
）
が
ひ
ろ
が

り
、
多
く
の
人
々
が
死
に
ま
し
た
。

こ
の
と
き
の
感
染
症
の
正
体
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
「
瘡
（
か
さ
）
が
出

て
死
ぬ
者
が
あ
と
を
絶
た
な
い
。

そ
の
死
に
ざ
ま
は
生
き
な
が
ら
焼

か
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
痛
苦

は
打
た
れ
て
粉
々
に
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
天

然
痘
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

つ
ま
り
、
仏
教
は
天
然
痘
と
い

っ
し
ょ
に
、
日
本
に
伝
来
し
た
ら

し
い
の
で
す
。
こ
の
未
曾
有
の
事

態
に
、
物
部
氏
を
中
心
と
す
る
勢

力
は
、
外
来
の
仏
教
を
受
容
し
古

来
の
神
々
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た

神
罰
だ
と
強
硬
に
主
張
し
、
廃
仏

派
の
立
場
か
ら
、
蘇
我
氏
を
中
心

と
す
る
仏
教
の
受
容
に
熱
心
な
勢

力
を
崇
仏
派
と
み
な
し
、
激
し
く

対
立
し
た
と
い
う
の
が
通
説
で
す
。

た
だ
し
、
近
年
の
研
究
で
は
、

物
部
氏
を
中
心
と
す
る
勢
力
も
仏

教
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
私
的
に
崇
拝
す
る

こ
と
は
認
め
て
い
た
証
拠
が
出
て

い
ま
す
。
か
れ
ら
は
、
蘇
我
氏
を

中
心
と
す
る
勢
力
が
、
仏
教
を
国

家
祭
祀
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
反

対
し
て
い
た
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、

廃
仏
派
と
い
う
表
現
は
あ
た
ら
な

い
と
み
な
す
研
究
者
も
い
ま
す
。

ま
た
、
蘇
我
氏
が
神
事
を
軽
視
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
事
実
も
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る

に
、
単
純
な
廃
仏
・
崇
仏
と
い
う

問
題
で
は
な
く
、
そ
の
裏
に
政
治

的
な
権
力
闘
争
が
か
か
わ
っ
て
い

た
の
で
、
騒
動
が
拡
大
し
た
と
い

う
の
が
実
情
の
よ
う
で
す
。

さ
ら
に
重
要
な
事
実
は
、
こ
の

こ
ろ
の
支
配
階
層
の
人
々
は
、
仏

教
を
外
来
の
霊
験
あ
ら
た
か
な

神
々
を
祀
る
宗
教
と
理
解
し
て
い

た
点
で
す
。
当
時
の
用
語
で
い
え

ば
、「
蕃
神
（
あ
だ
し
く
に
の
か
み
）」

あ
る
い
は
「
今
来
神
（
い
ま
き
の
か

み
）」
で
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
理

念
や
思
想
は
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き

ず
、
も
っ
ぱ
ら
ご
利
益
を
期
待
で

き
る
神
々
の
宗
教
と
し
て
受
け
い

れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。
も

っ
と
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
古

神
道
ｖ
ｓ
仏
教
と
い
う
対
立
で
は

な
く
、
日
本
在
来
の
神
々
崇
拝
ｖ

ｓ
新
来
の
異
国
の
神
々
崇
拝
を
め

ぐ
る
対
立
だ
っ
た
の
で
す
。

と
も
あ
れ
、
欽
明
天
皇
も
最
有

力
の
軍
事
氏
族
だ
っ
た
物
部
氏
の

主
張
は
無
視
で
き
ず
、
や
む
な
く

仏
像
を
破
壊
し
、
寺
院
を
焼
却
す

る
こ
と
を
黙
認
し
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
今
度
は
欽
明
天
皇
の
皇
居

が
、
青
天
で
雷
も
鳴
ら
な
か
っ
た

の
に
、
突
如
と
し
て
火
災
を
生
じ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
事
態
に

欽
明
天
皇
は
か
な
り
狼
狽
し
た
よ

う
で
、
今
の
大
阪
湾
に
流
れ
着
い

た
霊
木
か
ら
仏
像
を
彫
ら
せ
、
吉

野
の
寺
に
祀
ら
せ
た
り
し
て
い
ま

す
。
こ
の
と
お
り
、
姿
勢
が
右
に

左
に
揺
れ
動
い
て
い
て
、
ど
う
や

ら
定
見
は
な
か
っ
た
様
子
で
す
。

 

天
然
痘
が
東
大
寺
の 

 

大
仏
を
つ
く
ら
せ
た
？

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
欽
明
天

皇
は
崩
御
し
、
敏
達
天
皇
が
即
位

し
ま
し
た
。
敏
達
天
皇
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
、
仏
教
に
否
定
的
だ

っ
た
よ
う
で
す
。
敏
達
天
皇
一
四

年
（
五
八
五
）
に
、
蘇
我
馬
子
が
寺

を
建
て
仏
を
祀
る
と
、
時
を
置
か

ず
、
疫
病
が
発
生
し
た
た
め
、
物

部
守
屋
の
献
言
を
採
用
し
て
、
仏

教
禁
止
令
を
出
し
、
仏
像
と
仏
殿

を
焼
却
さ
せ
て
い
ま
す
。

す
る
と
、
天
皇
自
身
が
感
染
症

に
罹
患
し
、
薬
石
効
な
く
、
ま
も

な
く
崩
御
し
て
し
ま
い
、
皇
太
子

が
い
な
か
っ
た
の
で
、
異
母
兄
弟

の
用
明
天
皇
が
あ
と
を
継
ぎ
ま
し

た
。
こ
の
と
き
敏
達
天
皇
を
死
に

至
ら
し
め
た
感
染
症
も
、
天
然
痘

だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

用
明
天
皇
は
、
先
代
の
敏
達
天

皇
と
ち
が
っ
て
、
仏
教
に
好
意
的

な
政
策
を
展
開
し
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
用
明
天
皇
も
ま
た
、
在
位

わ
ず
か
二
年
足
ら
ず
で
天
然
痘
に

罹
患
し
、
あ
っ
け
な
く
崩
御
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
仏
教
に
対
し
て

好
意
的
で
あ
ろ
う
が
否
定
的
で
あ

ろ
う
が
、
ま
っ
た
く
お
か
ま
い
な

く
、
天
然
痘
は
人
々
を
苦
し
め
つ

づ
け
て
い
た
の
で
す
。

用
明
天
皇
の
あ
と
を
継
い
だ
の

が
、
妹
の
推
古
天
皇
。
そ
の
推
古

天
皇
の
摂
政
と
し
て
活
躍
し
た
の

が
聖
徳
太
子
で
す
。
や
が
て
蘇
我

氏
と
聖
徳
太
子
が
、
敵
対
し
て
い

た
物
部
氏
を
滅
亡
さ
せ
、
日
本
に

真
の
意
味
で
仏
教
を
定
着
さ
せ
た

こ
と
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。

し
か
し
、
天
然
痘
の
脅
威
は
、

ま
だ
ま
だ
続
き
ま
し
た
。

奈
良
時
代
中
期
の
天
平
年
間

（
七
三
五
〜
七
三
七
）
に
大
流
行
し
た

と
き
に
は
、
総
人
口
の
二
五
〜
三

五
％
に
相
当
す
る
一
〇
〇
〜
一
五

〇
万
人
が
死
亡
し
た
と
推
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
政
権
中
枢
に

い
た
藤
原
氏
の
四
兄
弟
が
相
次
い

で
死
去
し
、
そ
の
間
隙
を
縫
う
よ

う
に
、
政
敵
だ
っ
た
橘
諸
兄
が
政

権
を
握
っ
た
の
で
し
た
。
当
時
の

常
識
で
は
、
こ
う
い
う
惨
事
が
起

こ
る
原
因
は
、
為
政
者
に
徳
が
な

い
か
ら
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

責
任
を
感
じ
た
聖
武
天
皇
は
仏
教

に
あ
つ
く
帰
依
し
、
仏
教
に
よ
る

救
済
を
願
っ
て
、
東
大
寺
の
大
仏

建
立
を
思
い
た
っ
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
天
然
痘
の
大
流
行
が
な

け
れ
ば
、
東
大
寺
の
大
仏
は
造
立

さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
っ
と
も
天
平
年
間
の
大
流
行

は
、
日
本
人
の
か
な
り
の
部
分
に

天
然
痘
の
免
疫
を
獲
得
さ
せ
た
形

跡
が
あ
り
、
以
後
は
、
天
平
年
間

ほ
ど
の
大
流
行
は
起
こ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
文
字
ど
お
り
、「
禍
福

は
あ
ざ
な
え
る
縄
の
ご
と
し
」
で

す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ

い
て
も
、
人
口
の
大
半
が
罹
患
し

て
、
免
疫
を
獲
得
で
き
れ
ば
、
普

通
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
程
度
の
感

染
症
に
落
ち
着
く
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
い
っ
た
い
い
つ
に
な
る

の
か
、
そ
れ
が
大
問
題
で
す
。

 

ペ
ス
ト
が
宗
教
改
革
を 

 

も
た
ら
し
た
？

感
染
症
が
宗
教
に
あ
た
え
た
影

響
と
い
う
点
で
、
最
も
有
名
な
事

例
の
一
つ
は
、
一
四
世
紀
の
中
頃

か
ら
一
五
世
紀
の
初
め
頃
に
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
を
ゆ
る
が
せ
た
ペ
ス
ト

の
大
流
行
で
す
。
ペ
ス
ト
に
は
何

種
類
か
が
あ
り
ま
す
が
、
中
で
も

リ
ン
パ
節
が
冒
さ
れ
る
腺
ペ
ス
ト

は
、
致
死
率
が
六
〇
〜
九
〇
％
に

達
し
ま
す
。
主
に
ペ
ス
ト
に
罹
患

し
た
人
間
あ
る
い
は
ク
マ
ネ
ズ
ミ

に
つ
い
た
ノ
ミ
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
、
全
身
の
皮
膚
が
内
出
血
に
よ

っ
て
紫
黒
色
に
な
る
の
で
、「
黒

死
病
」
と
も
呼
ば
れ
、
非
常
に
恐

れ
ら
れ
ま
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
三
四
八
年

〜
一
四
二
〇
年
に
か
け
て
大
流
行

し
、
域
内
全
人
口
の
三
〇
〜
六
〇

％
が
死
亡
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
と
き
の
大
流
行
は
、

い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
が
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
説
も
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
と
き
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
は
、「
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る

平
和
（
パ
ッ
ク
ス
・
モ
ン
ゴ
リ
カ
）」
に

よ
っ
て
実
現
し
ま
し
た
。
北
ア
ジ

ア
の
片
隅
か
ら
勃
興
し
た
騎
馬
民

族
の
モ
ン
ゴ
ル
族
が
、
チ
ン
ギ

ス
・
カ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
優
れ

た
指
導
者
に
ひ
き
い
ら
れ
た
強
大

な
軍
事
力
を
背
景
に
、
す
こ
ぶ
る

短
期
間
に
、
東
は
中
国
か
ら
西
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
を
支
配
下
に
置

い
た
結
果
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を

か
つ
て
な
か
っ
た
く
ら
い
自
由
に

行
き
来
で
き
る
情
勢
が
生
ま
れ
た

の
で
す
。

た
だ
し
、
そ
の
展
開
は
良
い
こ

と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ペ
ス
ト
に
罹
患
し
た
人
間
や

ク
マ
ネ
ズ
ミ
に
つ
い
た
ノ
ミ
ま
で

が
、
東
西
を
自
由
に
行
き
来
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
も
と
も
と
は
中

央
ア
ジ
ア
で
発
生
し
た
ペ
ス
ト
が

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
全
域
に
広
が

っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。

こ
の
と
き
は
、
世
界
の
総
人
口

四
億
五
〇
〇
〇
万
人
の
う
ち
、
約

一
億
人
が
死
ん
だ
と
推
計
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
衝
撃
は
甚
大
で
、

社
会
構
造
を
激
変
さ
せ
た
ほ
ど
で

し
た
。
東
ア
ジ
ア
で
は
、
モ
ン
ゴ

ル
が
建
国
し
た
元
の
人
口
が
三
分

の
一
に
ま
で
減
少
し
て
し
ま
い
、

滅
亡
の
一
因
に
な
っ
た
と
い
う
研

究
が
あ
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
受
け
た
衝
撃
は

も
っ
と
激
烈
で
し
た
。
な
に
し
ろ

三
〇
〜
六
〇
％
が
死
亡
し
た
と
い

う
の
だ
か
ら
、
当
然
で
す
。
人
口

の
減
少
は
労
働
人
口
の
減
少
を
招

き
、
農
奴
に
頼
っ
て
い
た
荘
園
制

が
成
り
立
た
な
く
な
り
ま
し
た
。

地
域
に
よ
っ
て
は
、
農
業
の
中
心

が
人
手
の
か
か
る
穀
物
生
産
か
ら
、

人
手
の
あ
ま
り
か
か
ら
な
い
羊
の

放
牧
に
移
行
し
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ

人
の
せ
い
で
ペ
ス
ト
が
流
行
し
た

と
い
う
デ
マ
が
各
地
で
広
ま
り
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
迫
害
が
横
行

し
ま
し
た
。
魔
女
狩
り
も
始
ま
り

ま
し
た
。

し
か
し
最
大
の
影
響
を
受
け
た

の
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
を
頂
点
と
す

る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
だ
っ
た
の
で

す
。
こ
れ
ほ
ど
の
悲
劇
を
前
に
、

何
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
人
々

の
声
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権

威
を
根
底
か
ら
ゆ
る
が
し
た
か
ら

で
す
。
ペ
ス
ト
の
大
流
行
か
ら
一

〇
〇
年
を
待
た
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
に
叛
旗
を
ひ
る
が
え
す
宗
教

改
革
運
動
が
勃
発
し
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
が
誕
生
し
た
の
は
、
決
し

て
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

ハ
ン
セ
ン
病
も
梅
毒
も 

 

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン 

 

の
副
産
物

ペ
ス
ト
が
大
流
行
す
る
前
は
ハ

ン
セ
ン
病
が
、
大
流
行
し
て
い
ま

し
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
は
も
と
も
と

は
熱
帯
地
方
の
病
気
だ
っ
た
よ
う

で
す
が
、
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
奪
回

に
出
掛
け
た
十
字
軍
が
エ
ジ
プ
ト

あ
た
り
か
ら
持
ち
帰
っ
て
し
ま
っ

た
ら
し
い
の
で
す
。

日
本
で
も
ハ
ン
セ
ン
病
は
、
現

代
ま
で
つ
づ
い
た
難
病
で
し
た
。

『
日
本
書
紀
』
巻
廿
二
を
読
む
と
、

早
く
も
飛
鳥
時
代
に
、
ハ
ン
セ
ン

病
と
思
わ
れ
る
記
述
が
見
出
せ
ま

す
。推
古
天
皇
元
年
（
五
九
三
年
）
に
、

聖
徳
太
子
が
飛
鳥
に
『
四
天
王
寺

 

致
死
率
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

肺
炎
が
世
界
中
を
ゆ
る
が
し
て
い

ま
す
。
全
地
球
的
な
規
模
で
人
と

物
の
往
来
が
禁
じ
ら
れ
て

世
界
中
が
鎖
国
状
態
に
な
り
、
経

済
に
も
甚
大
な
影
響
を
あ
た
え
て

い
ま
す
。

ほ
ん
の
少
し
前
ま
で
、
こ
ん
な

事
態
に
な
る
と
は
、
誰
も
予
想
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ネ
ッ
ト
上

に
は
「
こ
う
な
る
と
思
っ
て
い

た
！
」
と
か
「
だ
か
ら
、
言
っ
た

じ
ゃ
な
い
！
」
的
な
こ
と
も
書
か

れ
て
い
ま
す
が
、
ど
れ
も
具
体
性

は
な
く
、
所
詮
は
後
知
恵
の
た
ぐ

い
で
す
。
少
な
く
と
も
、
政
治
や

経
済
の
専
門
家
が
具
体
的
な
警
告

を
発
し
て
い
た
形
跡
は
見
当
た
り

ま
せ
ん
。

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
肺
炎
の
致
死
率
（
死
亡
症
例

数
／
感
染
症
例
数
）
そ
の
も
の
は
、

地
域
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
ま

す
が
、
全
世
界
の
平
均
的
な
致
死

率
が
５
％
を
超
え
る
こ
と
は
な
さ

そ
う
で
す
の
で
、
感
染
症
と
し
て

は
決
し
て
高
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

過
去
に
は
致
死
率
が
は
る
か
に
高

い
感
染
症
が
、
い
く
た
び
も
人
類

を
襲
っ
て
い
ま
す
。

ほ
ぼ
一
〇
〇
年
前
の
一
九
一
八

年
一
月
か
ら
一
九
二
〇
年
一
二
月

に
か
け
て
、
世
界
中
を
恐
怖
に
お

と
し
い
れ
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
、

当
時
の
全
人
口
の
四
分
の
一
が
罹

患
し
、
最
少
で
一
七
〇
〇
万
人
、

最
大
で
は
五
〇
〇
〇
万
人
が
生
命

を
奪
わ
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

で
は
平
均
寿
命
が
一
二
歳
く
ら
い

低
下
し
た
そ
う
で
す
。

日
本
で
も
大
流
行
し
、
最
新

の
研
究
で
は
四
五
万
人
か
ら
四
八

万
人
も
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
ろ
の
人
口
は
五
六
〇

〇
万
人
く
ら
い
で
す
か
ら
、
現
在

に
換
算
す
る
と
、
一
〇
〇
万
人
も

の
死
者
が
出
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
病
原
体
は
Ａ

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

（
Ｈ
１
Ｎ
１
亜
型
）
で
し
た
が
、
そ
れ

が
判
明
し
た
の
は
一
〇
年
以
上
も

後
の
一
九
三
三
年
で
、
当
時
は
ま

だ
不
明
の
ま
ま
で
し
た
。
ち
な
み

に
、
こ
の
と
き
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ウ
イ
ル
ス
は
、
そ
れ
ま
で
人
間

は
罹
患
し
な
か
っ
た
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
突
然
変
異
し
、

人
間
も
罹
患
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
未

知
の
感
染
症
（
新
興
感
染
症
）
で
あ
り
、

誰
も
免
疫
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た

た
め
に
、
大
流
行
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、
今
回

の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
同
じ
で
す
。

近
年
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
二
〇

〇
二
年
一
一
月
一
六
日
に
、
今
回

と
同
じ
よ
う
に
、
中
国
南
部
の
広

東
省
で
発
生
し
た
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
（
サ

ー
ズ
）
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

全
身
性
の
感
染
症
（
重
症
急
性
呼
吸

器
症
候
群
）
の
致
死
率
は
一
四
〜
一

五
％
に
達
し
て
い
ま
し
た
。

二
〇
一
四
年
二
月
か
ら
ギ
ニ
ア
、

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
リ
ベ
リ
ア
な
ど
、

西
ア
フ
リ
カ
の
諸
国
で
流
行
し
た

エ
ボ
ラ
出
血
熱
は
、
感
染
疑
い
の

例
も
含
め
二
八
五
一
二
人
が
感
染

し
、
一
一
三
一
三
人
が
死
亡
し
た

と
い
い
ま
す
か
ら
、
致
死
率
は
四

〇
％
前
後
も
あ
っ
た
の
で
す
。
原

因
は
野
生
動
物
を
食
べ
た
こ
と
に

あ
る
よ
う
で
す
。

ま
だ
確
定
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
肺
炎
は
コ
ウ
モ
リ
、
Ｓ
Ａ
Ｒ

Ｓ
は
ハ
ク
ビ
シ
ン
、
エ
ボ
ラ
出
血

熱
は
コ
ウ
モ
リ
が
疑
わ
れ
て
い
ま

す
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
エ
イ
ズ
）
も
、
サ
ル

↓
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
↓
人
間
と
い
う

説
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
も
鳥
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
由
来
し
て
い
ま

す
か
ら
、
動
物
た
ち
、
と
り
わ
け

野
生
動
物
た
ち
と
の
か
か
わ
り
は
、

ひ
と
つ
間
違
え
る
と
、
人
類
全
体

に
致
命
的
な
脅
威
を
も
た
ら
す
可

能
性
を
つ
ね
に
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

 

天
然
痘
の
恐
怖

歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
凄
ま

じ
い
事
例
が
い
く
つ
も
見
出
せ
ま

す
。
天
然
痘
（
疱
瘡
）
の
致
死
率
は
、

平
均
で
二
〇
〜
五
〇
％
と
き
わ
め

て
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。「
高
か

っ
た
」
と
過
去
形
で
書
け
る
と
お

り
、
幸
い
な
こ
と
に
、
天
然
痘
は

人
類
史
上
初
め
て
撲
滅
に
成
功
し

た
感
染
症
で
す
が
、
治
癒
し
て
も

醜
い
瘢
痕
（
あ
ば
た
）
が
残
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
か
つ
て
は

ひ
じ
ょ
う
に
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。た

と
え
ば
、
明
治
時
代
を
代
表

す
る
大
作
家
の
夏
目
漱
石
も
罹
患

者
の
一
人
で
し
た
。
正
確
を
期
す

と
、
漱
石
の
場
合
は
、
三
歳
の
こ

ろ
に
、
受
け
た
種
痘
（
天
然
痘
の
予

防
接
種
）
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。
可
哀
想
に
天
然
痘

に
罹
患
し
て
し
ま
い
、
か
ゆ
み
に

耐
え
か
ね
て
か
き
む
し
っ
た
せ
い

で
、
鼻
の
頭
に
痘
痕
が
残
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
周
囲
か
ら

「
一
つ
夏
目
の
鬼
瓦
」
と
嘲
笑
さ

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
終
生
の
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
な
る
ほ
ど
気
に

し
て
い
た
ら
し
く
、
顔
写
真
を
撮

ら
せ
た
と
き
は
、
必
ず
修
正
さ
せ

て
い
た
と
い
い
ま
す
。

一
六
世
紀
の
前
半
期
に
、
南
米

の
イ
ン
カ
帝
国
が
滅
亡
し
た
原
因

も
、
じ
つ
は
ス
ペ
イ
ン
の
軍
事
力

で
は
な
く
、
天
然
痘
だ
っ
た
と
推

測
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
ず
か
一
六

八
名
の
兵
士
と
大
砲
一
門
に
馬
二

七
頭
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
軍
の
力
で

は
、
い
く
ら
な
ん
で
も
無
理
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
っ

て
持
ち
込
ま
れ
た
天
然
痘
は
、
免

疫
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
人
々
に

襲
い
か
か
り
、
わ
ず
か
数
年
間
で

イ
ン
カ
帝
国
人
口
の
六
〇
〜
九
〇

％
を
死
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。

一
八
世
紀
の
中
頃
の
ア
ジ
ア
で

も
似
た
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

清
に
と
っ
て
最
大
の
抵
抗
勢
力
だ

っ
た
オ
イ
ラ
ト
（
モ
ン
ゴ
ル
西
部
の

遊
牧
民
集
団
）
が
、
清
の
軍
隊
に
よ

る
制
圧
に
く
わ
え
、
か
れ
ら
に
よ

っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
天
然
痘
の
蔓

延
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
絶
滅
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。

 

仏
教
と
天
然
痘
は 

 

い
っ
し
ょ
に
伝
来

日
本
で
も
何
回
も
大
流
行
し
て
、

歴
史
を
大
き
く
変
え
る
原
因
に
な

っ
た
こ
と
す
ら
あ
り
ま
す
。
天
然

痘
は
典
型
的
な
外
来
の
感
染
症
で
、

朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
大
陸
と
の

交
流
が
盛
ん
に
な
っ
た
六
世
紀
の

中
頃
に
、
最
初
の
大
流
行
が
あ
り

ま
し
た
。

感染症と宗教の長い歴史
宗教学者　正木 晃

和訳 語句の註解

薩
さ ー

婆
ぼ ー

阿
お ー

他
と う

豆
じゅー

輸
しゅー

朋
べ ん

帰依してから、私は聖なる観
自在［菩薩］の威神力を持っ
た「青頸」と呼ばれるこの本
質、つまりすべての対象を成
就させ、光輝ある、すべての
悪鬼・鬼神にとって、打ち勝
ちがたい、［迷いの］生存の
道を浄化するこの心真言を私
は読誦するであろう。

サルヴァ・アルタ・サーダナンシュバム（sarva-artha［sādha］naṃ śubham）で、やはり不正確。
不空訳は「薩栗嚩囉他沙駄喃」とあり、こちらの方が正確。抄本の薩婆はサルヴァ（薩栗
嚩 sarva一切の）、阿他はアルタ（囉他artha対象）、豆はサーダナ（沙駄喃［sādha］nam
成就させ）の一部に対応、輸朋はシュバム（śubham光輝ある）の音写。これで、一切の対
象を成就させ、浄化するの意味。 

阿
お ー

逝
しゅー

孕
い ん アジェーヤン（ajeyaṃ）で、「打ち勝つ」を意味する動詞√jiの受動分詞ジェーヤ（jeya）に

否定詞ア（a-）がついて、「打ち勝ちがたい」という形容詞。

薩
さ ー

婆
ぼ ー

薩
さ ー

哆
と ー

那
の ー

摩
も ー

サルヴァサットヴァーナーム（sarvasattvānāmすべての衆生の）となっているが、不空訳「薩
栗嚩歩 南」の方が理解できる。これによれば、サルヴァブーターナーム（sarvabhūtānām
すべての悪鬼 /鬼神の）となる。

婆
ぼ ー

伽
ぎゃー

摩
も ー

罰
は ー

特
て ー

豆
ち ょ

婆伽はバヴァ（bhava生存）と読んだ。モーハーテーチョ（摩罰特豆）は、チベット語訳より
マールガ・ヴィショーダカム（mārga-viśodhakam 道〈世界〉を浄化させる）と読んだ。以上、
すべて心真言（フリダヤ）にかかる形容句である。

正木  晃（まさき　あきら）

宗教学者。1953年神奈川
県生まれ。国際日本文化研
究センター助教授を経て、
現在、慶應義塾大学非常勤
講師。『再興!日本仏教』な
ど多数の著書がある。

転載可
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生
ま
れ
の
宗
派
で
、
中
国
文
化
の

伝
達
者
で
も
あ
っ
た
の
で
、
中
国

医
学
す
な
わ
ち
漢
方
を
学
ぶ
に
は
、

都
合
が
良
か
っ
た
こ
と
も
関
係
し

て
い
そ
う
で
す
。

 

「
祈
り
」は
有
効
か
？

た
だ
し
、
致
死
率
が
圧
倒
的
に

高
い
大
規
模
な
感
染
症
の
発
生
に
、

宗
教
が
な
か
な
か
対
処
で
き
な
か

っ
た
こ
と
も
す
で
に
指
摘
し
た
と

お
り
で
す
。
そ
の
結
果
、
宗
教
が

衰
退
す
る
原
因
に
な
っ
た
こ
と
も

疑
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
科
学
、
特
に
医
学
が

未
発
達
な
段
階
で
は
、
宗
教
以
外

に
す
が
る
す
べ
が
な
か
っ
た
か
ら
、

宗
教
の
地
位
は
ま
だ
安
泰
で
し
た
。

し
か
し
、
近
代
的
な
医
学
が
発
達

し
て
く
る
と
、
そ
う
は
い
か
な
く

な
り
ま
す
。
一
般
の
人
々
に
と
っ

て
、
同
じ
科
学
で
も
、
物
理
学
や

化
学
な
ど
は
縁
遠
い
で
し
ょ
う
が
、

生
死
に
じ
か
に
関
わ
る
医
学
に
限

っ
て
は
と
て
も
身
近
だ
か
ら
で
す
。

わ
け
て
も
ペ
ニ
シ
リ
ン
を
筆
頭

に
、
抗
生
物
質
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
れ
ま
で
不
治
と
さ
れ

た
ペ
ス
ト
や
ハ
ン
セ
ン
病
や
肺
結

核
か
ら
生
還
す
る
人
々
が
つ
ぎ
つ

ぎ
に
現
れ
る
と
、
状
況
は
一
変
し

ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
人
の
肉
体

を
病
気
か
ら
救
う
の
は
、
宗
教
で

は
な
く
、
医
学
の
役
割
に
な
っ
た

の
で
す
。

と
い
う
わ
け
で
、
い
ま
さ
ら
人

命
を
救
う
役
割
を
科
学
と
争
っ
た

と
こ
ろ
で
、
意
味
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
む
し
ろ
宗
教
の
原
点
に
帰

る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
は
、
宗
教
の
原
点
と
は
何
か
。

見
解
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う

が
、「
祈
り
」
が
有
力
な
候
補
で

あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
祈
り
」
の
な
い
宗
教

は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
。

で
は
、「
祈
り
」
と
は
何
か
。

こ
れ
ま
た
見
解
は
い
ろ
い
ろ
あ
る

で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
、
キ
リ
ス

ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
な
一

神
教
の
「
祈
り
」
と
仏
教
の
「
祈

り
」
が
同
じ
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

一
神
教
の
場
合
、「
祈
り
」
は

全
知
全
能
の
超
越
者
に
対
す
る

「
請
願
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
り

ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、

徹
底
的
に
神
に
す
が
り
、
自
己
の

運
命
を
含
む
す
べ
て
を
神
に
ゆ
だ

ね
る
の
で
す
。

し
か
し
、
原
則
と
し
て
全
知
全

能
の
超
越
者
を
認
め
ず
、
因
果
応

報
を
説
く
、
い
い
か
え
れ
ば
徹
底

的
な
自
己
責
任
論
を
説
く
仏
教
の

場
合
、「
祈
り
」
は
お
の
ず
か
ら

自
発
的
な
行
動
へ
の
誓
い
、
す
な

わ
ち
「
誓
願
」
と
い
う
か
た
ち
を

と
り
ま
す
。「
請
願
」
と
「
誓
願
」

で
は
、「
せ
い
が
ん
」
と
い
う
発

音
は
同
じ
で
も
、
意
味
は
一
八
〇

度
違
う
の
で
す
。

特
に
大
乗
仏
教
の
場
合
は
「
利

他
行
」、
す
な
わ
ち
他
者
救
済
こ

そ
自
己
救
済
の
唯
一
の
す
べ
に
他

な
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、「
祈

り
＝
誓
願
」
は
他
者
の
た
め
に
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
、「
祈
り
」
が
有
効
か

否
か
を
問
う
必
要
は
な
い
の
で
す
。

「
祈
り
」
は
宗
教
の
専
権
事
項
で

あ
っ
て
、
他
の
領
域
か
ら
あ
れ
こ

れ
言
わ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
か
ら

で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
科
学
的
な
実
験
に

よ
っ
て
、「
祈
り
」
を
は
じ
め
、

も
ろ
も
ろ
の
宗
教
的
行
為
の
効
用

を
検
証
す
る
こ
と
を
全
面
的
に
否

定
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

時
と
場
合
し
だ
い
で
、
試
み
て
も

良
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
の
方
向
に
こ
だ
わ

り
す
ぎ
る
と
、
問
題
が
生
じ
ま
す
。

科
学
に
よ
っ
て
宗
教
の
効
用
を
証

明
し
て
も
ら
う
と
い
う
事
態
に
お

ち
い
り
、
つ
い
に
は
宗
教
が
科
学

に
屈
服
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
宗
教

の
自
己
破
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
、
よ
く
よ
く
考
え
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

 

「
死
は
平
等
」は 

 

嘘
で
あ
る

人
は
よ
く
「
死
は
平
等
で
あ

る
」
と
か
「
死
の
前
に
は
金
持
ち

も
貧
乏
人
も
な
い
」
と
言
い
ま
す
。

特
に
宗
教
に
か
か
わ
る
者
は
、
永

遠
の
真
理
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、

言
い
た
が
り
ま
す
。

し
か
し
、「
死
は
平
等
で
あ
る
」

は
嘘
で
す
。「
死
の
前
に
は
金
持

ち
も
貧
乏
人
も
な
い
」
も
真
っ
赤

な
嘘
で
す
。
現
実
に
は
、
死
は
不

平
等
で
あ
り
、
死
は
権
力
や
経
済

力
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
生
命
の
値
段
」
と
い
う
表
現
は

不
遜
も
い
い
と
こ
ろ
で
、
私
は
大

嫌
い
で
す
が
、
話
を
わ
か
り
や
す

く
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
使
い
ま

す
。死

が
平
等
で
な
い
と
い
う
こ
と

は
、「
生
命
の
値
段
」
が
異
な
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

実
例
を
あ
げ
ま
す
。
日
本
な
ど

の
先
進
国
で
は
、
数
千
万
円
か
ら

億
単
位
の
お
金
が
か
か
る
治
療
が

認
可
さ
れ
、
現
に
実
行
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
開
発
途
上

国
で
は
一
つ
が
一
〇
〇
円
の
ア
ン

プ
ル
が
買
え
な
い
た
め
に
助
か
る

は
ず
の
生
命
が
、
毎
日
の
よ
う
に
、

た
く
さ
ん
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

早
い
話
が
、
先
進
国
と
発
展
途

上
国
と
で
は
、「
生
命
の
値
段
」

が
い
ち
じ
る
し
く
異
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
こ
れ
は
歴
然
た
る
事
実

で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
先
進
国
で

も
、
人
種
や
職
業
に
よ
っ
て
、
富

裕
層
と
貧
困
層
に
よ
っ
て
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
肺
炎
の

も
た
ら
す
致
死
率
に
、
い
ち
じ
る

し
い
差
が
生
じ
て
い
る
と
た
び
た

び
報
道
さ
れ
て
い
る
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

こ
ん
な
状
況
で
、「
死
は
平
等

で
あ
る
」
と
か
「
死
の
前
に
は
金

持
ち
も
貧
乏
人
も
な
い
」
と
言
え

ま
す
か
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
状
況

が
つ
づ
く
か
ぎ
り
、
死
は
不
平
等

で
あ
り
つ
づ
け
ま
す
。
誰
が
考
え

て
も
、
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
で
す
。

で
は
、
ど
う
す
る
か
。
申
し
わ

け
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
に
も
、
い

ま
す
ぐ
実
践
で
き
る
具
体
的
な
解

決
策
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
最
低
限
で
き
る
こ
と
は

あ
る
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、

宗
教
に
か
か
わ
る
者
は
、
安
易
に

「
死
は
平
等
で
あ
る
」
と
か
「
死
の

前
に
は
金
持
ち
も
貧
乏
人
も
な

い
」
と
口
に
し
な
い
こ
と
で
す
。

次
に
、
ま
こ
と
に
残
念
な
が
ら

「
生
命
の
値
段
」
に
い
ち
じ
る
し

い
差
が
あ
る
事
実
を
、
多
く
の

方
々
に
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で

す
。
一
般
的
な
通
念
と
は
ま
っ
た

く
逆
で
、
耳
障
り
の
極
み
で
す
が
、

そ
れ
が
、
真
の
意
味
で
、
死
を
平

等
に
す
る
た
め
に
、
絶
対
に
必
要

な
最
初
の
一
歩
だ
か
ら
で
す
。

 

電
話
に
よ
る 

 

「
声
か
け
」の
す
す
め

こ
こ
か
ら
は
、
住
職
と
い
う
立

場
に
あ
る
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

融
通
念
仏
宗
の
宗
祖
、
良
忍
上

人
（
一
〇
七
二
〜
一
一
三
二
）
は
「
念

仏
を
唱
え
る
こ
と
で
、
私
も
仏
も

他
人
も
皆
一
体
と
な
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
私
の
積
ん
だ
功
徳
が
皆

の
功
徳
と
な
り
、
皆
の
積
ん
だ
功

徳
が
私
の
功
徳
と
な
る
」
と
説
き

ま
し
た
。「
祈
り
」
も
同
じ
で
す
。

「
祈
る
こ
と
で
、
私
も
仏
も
他
人

も
皆
一
体
と
な
り
、
そ
の
結
果
と

し
て
私
の
積
ん
だ
功
徳
が
皆
の
功

徳
と
な
り
、
皆
の
積
ん
だ
功
徳
が

私
の
功
徳
と
な
る
」
は
ず
で
す
。

だ
か
ら
、
一
箇
所
に
集
ま
っ
て
、

皆
で
祈
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
今

回
は
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
が
で

き
ま
せ
ん
。
た
び
た
び
報
道
さ
れ

て
い
ま
す
と
お
り
、
韓
国
の
キ
リ

ス
ト
教
会
や
イ
ラ
ン
の
モ
ス
ク
に

大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
礼
拝
し
た

こ
と
で
、
爆
発
的
な
感
染
が
生
じ

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
提
案
し
た
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
声
か
け
」

で
す
。
指
導
的
な
立
場
に
あ
る
方

か
ら
、
信
者
さ
ん
た
ち
に
、
ぜ
ひ

「
声
か
け
」
を
し
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
す
。

こ
の
発
想
の
原
点
は
、
以
前
、

チ
ベ
ッ
ト
旅
行
に
ご
一
緒
し
た
お

医
者
さ
ん
（
甲
状
腺
癌
治
療
の
世
界
的

な
権
威
）
か
ら
、
退
院
さ
れ
た
患
者

さ
ん
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
、
ど
う
と
っ
た
ら
良
い

か
？
と
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
癌
治
療
は
予
後
が
と
て
も

大
切
な
の
に
、
退
院
す
る
と
、
そ

れ
っ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー

ス
が
あ
り
、
悩
み
の
種
だ
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
私
が
提
案
し
た
の
は
、

病
院
に
勤
務
し
て
い
ま
す
看
護
師

さ
ん
た
ち
に
、
退
院
さ
れ
た
患
者

さ
ん
た
ち
に
、
手
紙
を
定
期
的
に

書
い
て
も
ら
う
と
い
う
方
法
で
し

た
。
こ
の
方
法
は
実
践
し
て
み
る

と
、
け
っ
こ
う
う
ま
く
い
っ
た
よ

う
で
す
。
と
り
わ
け
、
一
人
暮
ら

し
の
方
に
は
大
好
評
だ
っ
た
と
聞

き
ま
し
た
。

今
回
の
場
合
、
濃
厚
接
触
は
厳

禁
な
の
で
、
直
接
「
声
か
け
」
は

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
文
明
の

利
器
を
使
え
ば
、
な
ん
と
か
な
り

ま
す
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
電
話

に
よ
る
「
声
か
け
」
で
す
。

常
日
頃
、
尊
敬
し
て
い
ま
す
方

か
ら
直
接
、
電
話
を
い
た
だ
け
ば
、

信
者
さ
ん
た
ち
は
、
驚
く
と
と
も

に
、
必
ず
喜
ぶ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
際
、
ぜ
ひ
、「
あ
な
た
の

た
め
に
祈
っ
て
い
ま
す
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

で
き
れ
ば
、
電
話
口
で
般
若
心
経

や
真
言
や
陀
羅
尼
や
念
仏
を
い
っ

し
ょ
に
と
な
え
、「
祈
る
」
よ
う
に
、

す
す
め
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

じ
つ
は
私
に
知
人
に
、
自
坊
で
あ

ろ
う
と
、
出
張
先
で
あ
ろ
う
と
、

ど
こ
に
い
て
も
、
似
た
こ
と
を
す

で
に
実
践
し
て
い
ま
す
方
が
い
て
、

信
者
さ
ん
た
ち
か
ら
絶
大
な
信
頼

を
得
て
い
ま
す
。

生
の
声
は
文
字
よ
り
も
、
は
る

か
に
大
き
な
力
を
秘
め
て
い
ま
す
。

文
字
で
は
伝
わ
ら
な
い
切
実
な
思

い
も
、
生
の
声
な
ら
伝
え
ら
れ
ま

す
。
最
近
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

携
帯
電
話
は
音
質
が
飛
躍
的
に
向

上
し
て
い
ま
す
か
ら
、
な
お
さ
ら

で
す
。

信
者
さ
ん
一
人
ひ
と
り
に
電
話

す
る
の
は
、
手
間
暇
か
か
り
ま
す
。

面
倒
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
効
用
は
私
た
ち
が
想
像
し
て

い
ま
す
よ
り
も
、
ず
っ
と
大
き
い

は
ず
で
す
。

四
箇
院
』
を
建
立
し
て
い
る
の
で

す
。以

来
、
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時

代
ま
で
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
援
助
は

も
っ
ぱ
ら
仏
教
に
よ
っ
て
に
な
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
大
阪
の
四
天
王

寺
に
は
中
世
以
降
、
ハ
ン
セ
ン
病

に
罹
患
し
た
人
々
が
あ
ま
た
暮
ら

し
て
い
ま
し
た
。
中
世
を
代
表
す

る
物
語
の
『
小
栗
判
官
』
は
、
そ

の
こ
ろ
「
業
病
」
と
み
な
さ
れ
て

い
た
ハ
ン
セ
ン
病
に
罹
患
し
た
主

人
公
が
、
熊
野
権
現
と
熊
野
の
温

泉
の
お
か
げ
で
病
を
癒
し
た
と
い

う
内
容
で
あ
り
、
一
遍
を
祖
と
す

る
時
宗
の
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
創

作
さ
れ
、
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た

歴
史
が
あ
り
ま
す
。

ペ
ス
ト
の
次
に
大
流
行
し
た
の

は
梅
毒
で
し
た
。
こ
の
病
気
は
、

ア
メ
リ
カ
大
陸
の
先
住
民
の
あ
い

だ
に
存
在
し
て
い
た
感
染
症
と
推

測
さ
れ
て
い
ま
す
。
欧
米
人
で
初

め
て
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
発
見
し
た

と
さ
れ
る
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
コ

ロ
ン
ブ
ス
の
率
い
た
探
検
隊
員
が
、

ア
メ
リ
カ
大
陸
に
上
陸
し
た
際
、

原
住
民
の
女
性
と
交
わ
っ
て
感
染

し
、
ス
ペ
イ
ン
に
持
ち
帰
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
後
、
イ
タ
リ
ア
征
服
に
出

掛
け
た
フ
ラ
ン
ス
軍
の
傭
兵
と
し

て
イ
タ
リ
ア
に
駐
留
し
た
ス
ペ
イ

ン
兵
が
、
フ
ラ
ン
ス
兵
に
感
染
さ

せ
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
兵
が
ア
ル
プ

ス
の
北
方
に
持
ち
帰
り
、
さ
ら
に

大
航
海
時
代
の
波
に
乗
っ
て
、
ま

た
た
く
ま
に
全
世
界
に
広
ま
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
し
た
。
と
い
う
こ

と
は
、
こ
れ
も
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
副
産
物
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。

日
本
に
は
戦
国
時
代
の
後
期
に
、

い
わ
ゆ
る
南
蛮
貿
易
の
担
い
手
と

し
て
渡
来
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や

ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま

れ
、
ま
た
た
く
間
に
広
が
り
ま
し

た
。
黒
田
孝
高
（
官
兵
衛
）
を
は
じ

め
、
加
藤
清
正
、
前
田
利
長
、
浅

野
幸
長
な
ど
、
戦
国
時
代
を
代
表

す
る
武
将
た
ち
が
梅
毒
で
死
ん
で

い
ま
す
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
前
半
期
ま

で
、
日
本
人
の
死
亡
原
因
の
第
一

位
は
梅
毒
だ
っ
た
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。「
お
医
者
様
で
も
、
草

津
の
湯
で
も
、
惚
れ
た
病
は
治
り

ゃ
せ
ぬ
」
と
う
た
わ
れ
た
群
馬
の

草
津
温
泉
が
大
い
に
繁
盛
し
た
理

由
は
、
ほ
ん
と
う
は
ハ
ン
セ
ン
病

と
梅
毒
に
効
く
と
さ
れ
た
か
ら
で

し
た
。
江
戸
は
男
女
比
が
五
対
三

と
、
男
性
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
遊
郭
や
色
街
、

あ
る
い
は
岡
場
所
と
呼
ば
れ
る
性

愛
中
心
の
娯
楽
の
場
が
発
達
し
、

梅
毒
の
感
染
源
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
町
民
の
大
半
が

罹
患
し
て
い
た
と
い
う
説
す
ら
あ

り
ま
す
。

か
つ
て
「
国
民
病
」
と
か
「
亡

国
病
」
と
呼
ば
れ
て
恐
れ
ら
れ
た

肺
結
核
の
蔓
延
は
、
む
し
ろ
明
治

維
新
以
降
の
近
代
化
の
過
程
で
生

じ
て
い
ま
す
。
劣
悪
な
環
境
下
に

お
け
る
人
口
の
密
集
化
、
工
場
や

軍
隊
へ
の
大
規
模
な
動
員
な
ど
が
、

蔓
延
の
原
因
で
し
た
。
こ
の
点
で

は
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
肺
炎
と
共
通
す
る
要
素

が
あ
り
ま
す
。

 

病
気
治
し
と
宗
教

以
上
に
あ
げ
た
実
例
の
と
お
り
、

宗
教
の
栄
枯
盛
衰
が
、
病
気
、
と

り
わ
け
感
染
症
の
大
流
行
と
、
切

っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
は
、
歴
史
が
証
明
し
て
い
ま

す
。
結
論
か
ら
先
に
言
っ
て
し
ま

え
ば
、
宗
教
は
病
気
を
癒
す
こ
と

に
よ
っ
て
繁
栄
し
、
逆
に
病
気
を

癒
や
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
衰
退

し
て
き
た
の
で
す
。

宗
教
が
病
気
を
癒
す
こ
と
に
よ

っ
て
勢
力
を
拡
大
し
た
実
例
は
、

開
祖
や
聖
人
と
呼
ば
れ
た
人
物
の

多
く
が
、
病
気
治
療
に
よ
っ
て
有

名
に
な
っ
た
事
実
か
ら
証
明
で
き

ま
す
。
た
と
え
ば
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
言
行
録
と
も
い
え
る
『
新

約
聖
書
』
を
読
む
と
、
イ
エ
ス
は

多
く
の
人
々
を
病
気
か
ら
救
っ
て

い
ま
す
。
病
気
の
種
類
は
さ
ま
ざ

ま
で
、
悪
霊
退
治
の
よ
う
な
精
神

的
な
領
域
も
あ
れ
ば
、
婦
人
病
の

よ
う
な
生
理
に
ま
つ
わ
る
領
域
も

あ
り
ま
す
。
中
に
は
『
ル
カ
に
よ

る
福
音
書
』
や
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る

福
音
書
』
に
記
さ
れ
る
「
ラ
ザ
ロ

の
復
活
」
の
よ
う
に
、
死
人
を
蘇

生
さ
せ
た
と
い
う
伝
承
ま
で
書
か

れ
て
い
ま
す
。

イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
、

イ
ス
ラ
ム
世
界
の
み
な
ら
ず
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
か

ら
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
生
み
出
し

た
最
高
の
知
識
人
、「
第
二
の
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
と
讃
美
さ
れ
る

イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
（
九
八
〇
〜

一
〇
三
七
）
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
神
秘

主
義
の
大
哲
学
者
で
あ
る
と
も
に
、

当
時
と
し
て
は
世
界
最
高
峰
の
医

学
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
か
れ
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
医
学
に
お
よ
ぼ
し

た
影
響
は
絶
大
で
す
。
著
作
の

『
医
学
典
範
』
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
世
は
も
と
よ
り
、
地
域
に
よ
っ

て
は
一
七
世
紀
ま
で
、
医
学
の
教

科
書
と
し
て
使
わ
れ
た
事
実
が
、

な
に
よ
り
の
証
拠
で
す
。

仏
教
の
場
合
も
同
じ
で
す
。
ブ

ッ
ダ
が
直
接
、
病
人
を
治
療
し
た

と
い
う
話
は
な
い
も
の
の
、
ブ
ッ

ダ
の
説
法
が
イ
ン
ド
医
学
の
病
因

論
・
治
療
論
に
も
と
づ
い
て
い
る

と
い
う
指
摘
が
あ
る
の
で
す
。
典

型
例
は
「
十
二
因
縁
」
で
す
。
人

が
迷
い
に
惑
わ
さ
れ
た
ま
ま
死
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
因
を
、

「
無
明
」
か
ら
「
老
死
」
に
至
る
十

二
の
過
程
と
し
て
提
示
し
、
根
本

原
因
が
「
無
明
（
根
源
的
な
無
知
）」

に
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
、

「
無
明
」
の
克
服
こ
そ
悟
り
へ
の

道
と
説
い
て
い
ま
す
。
ま
た
初
期

仏
典
に
は
、
薬
剤
の
製
法
は
も
と

よ
り
、
脳
外
科
手
術
と
思
わ
れ
る

記
述
す
ら
見
出
せ
ま
す
。

 

日
本
仏
教
と
医
学

日
本
に
伝
え
ら
れ
た
仏
典
、
た

と
え
ば
奈
良
時
代
に
よ
く
使
わ
れ

て
い
た
『
陀
羅
尼
集
経
』
な
ど
の

中
に
も
、
イ
ン
ド
の
ア
ー
ユ
ル
ヴ

ェ
ー
ダ
医
学
や
中
国
の
漢
方
に
も

と
づ
く
薬
剤
の
製
法
や
具
体
的
な

治
療
法
が
、
思
い
の
ほ
か
詳
し
く

書
か
れ
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
こ

と
に
、
伝
統
医
学
の
研
究
者
か
ら
、

こ
れ
ら
の
処
方
の
中
に
は
、
実
際

に
効
き
目
の
あ
る
例
も
少
な
か
ら

ず
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
な
お
使
わ
れ
て
い
る
ア
ー
ユ

ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
や
中
国
の
漢
方

の
成
立
が
古
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

り
、
し
か
も
古
代
や
中
世
で
は
仏

教
僧
こ
そ
先
端
的
な
知
識
の
ほ
と

ん
ど
唯
一
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
な
ん
ら
不
思
議
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に
な

っ
て
も
、
杉
田
玄
白
や
高
野
長
英

と
い
っ
た
医
学
者
が
法
体
と
い
っ

て
、
頭
を
僧
侶
の
よ
う
に
剃
り
あ

げ
て
い
た
の
は
、
そ
の
名
残
と
い

い
ま
す
。

日
本
に
初
め
て
正
式
な
戒
律
を

伝
え
た
鑑
真
（
六
八
八
〜
七
三
三
）
は
、

『
鑑
真
秘
方
』
と
い
う
医
方
の
著

作
が
あ
る
く
ら
い
、
薬
学
に
通
じ

て
い
ま
し
た
。

真
言
密
教
の
祖
、
空
海
（
七
七
四

〜
八
三
五
）
も
薬
学
に
通
じ
て
い
て
、

著
書
に
『
本
草
』
や
『
太
素
』
な
ど
、

中
国
の
医
学
書
を
よ
く
引
用
し
て

い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
空
海
は
唐

に
留
学
す
る
に
あ
た
り
、
当
初
は

「
薬
生
」、
す
な
わ
ち
薬
学
研
究
者

と
し
て
登
録
し
て
い
た
と
い
う
記

述
が
、
平
安
時
代
前
期
の
文
献
に

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
医
学
を
重
視
す
る

姿
勢
が
、
空
海
の
衣
鉢
を
継
ぐ
真

言
密
教
系
の
僧
侶
に
顕
著
な
こ
と

は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
す
。

そ
の
証
拠
に
、
古
代
か
ら
中
世
の

日
本
で
医
学
に
通
じ
た
僧
侶
、
す

な
わ
ち
「
僧
医
」
の
ほ
と
ん
ど
が

真
言
密
教
系
な
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
平
安
末
期
か
ら
鎌

倉
初
期
に
京
都
の
政
界
を
代
表
す

る
人
物
だ
っ
た
九
条
兼
実
は
、
仏

厳
と
い
う
高
野
山
系
の
真
言
密
教

僧
か
ら
た
び
た
び
療
治
を
受
け
て

い
ま
す
。
鎌
倉
後
期
に
奈
良
の
西

大
寺
を
拠
点
に
、
戒
律
の
復
興
を

実
践
し
た
真
言
律
宗
の
叡
尊
（
一

二
〇
一
〜
一
二
九
〇
）
と
忍
性
（
一
二

一
七
〜
一
三
〇
三
）
は
全
力
を
あ
げ

て
病
人
の
救
済
に
つ
と
め
、
欧
米

の
医
学
史
研
究
者
か
ら
も
高
い
評

価
を
受
け
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
忍
性
は
弘
安
十
年

（
一
二
八
七
）
に
、
鎌
倉
近
辺
で
疫

痢
が
大
流
行
し
た
と
き
、
拠
点
と

し
て
い
た
極
楽
寺
の
境
内
に
恒
常

的
な
病
屋
と
し
て
鎌
倉
桑
谷
療
養

所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
以
来
二

〇
年
間
に
四
六
八
〇
〇
人
を
治
療

し
、
そ
の
う
ち
の
五
分
の
四
に
あ

た
る
人
々
の
生
命
を
救
っ
た
こ
と

が
、『
元
亭
釈
書
』
と
い
う
書
物

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
割
合

は
そ
の
こ
ろ
の
医
療
水
準
を
考
え

る
な
ら
、
驚
異
的
で
す
ら
あ
り
ま

す
。叡

尊
を
師
と
し
て
出
家
し
た
梶

原
性
全
（
浄
観
房
一
二
六
六
〜
一
三
三

七
）
は
、
極
楽
寺
に
お
い
て
医
療

活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
中
世
と

し
て
は
最
高
次
元
の
医
学
書
を
二

冊
も
書
き
あ
げ
、
こ
の
時
代
に
お

け
る
最
高
の
「
僧
医
」
と
い
う
評

価
を
得
て
い
ま
す
。

山
野
を
修
行
の
場
と
し
て
き
た

修
験
者
（
山
伏
）
た
ち
が
、
山
野
草

に
関
す
る
豊
富
な
知
識
を
も
ち
、

生
薬
を
中
心
に
薬
学
に
通
じ
て
い

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
に
、
金
峯
山
寺
の
門
前
に
あ
る

店
な
ど
で
売
ら
れ
て
い
る
「
陀
羅

尼
助
」
は
、
修
験
道
が
い
か
に
深

く
こ
の
領
域
に
か
か
わ
っ
て
い
た

か
、
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
室
町
時
代
後
期
以

降
に
な
る
と
、「
僧
医
」
を
輩
出

す
る
主
な
宗
派
が
、
密
教
系
か
ら

禅
宗
系
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

日
本
医
学
中
興
の
祖
と
し
て
「
医

聖
」
と
た
た
え
ら
れ
る
三
人
の
う

ち
、
田
代
三
喜
（
一
四
六
五
〜
一
五

四
四
）
と
曲
直
瀬
道
三
（
一
五
〇
七
〜

一
五
九
四
）
は
臨
済
宗
の
出
身
。
永

田
徳
本
（
一
五
一
三
〜
一
六
三
〇
）
は

修
験
道
の
出
身
で
す
が
、
田
代
三

喜
に
師
事
し
て
学
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
背
景
に
は
、
古
代
以
来
の

貴
族
に
代
わ
っ
て
支
配
階
層
と
な

っ
た
上
級
武
士
層
の
多
く
が
、

「
有
事
に
際
し
て
う
ろ
た
え
な
い

よ
う
に
、
心
身
を
鍛
錬
で
き
る
」

禅
宗
に
帰
依
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
ま
た
、
禅
宗
は
中
国



8令和2年 （2020年） 6月1日第60号 仏 教 企 画 通 信

※『仏教企画通信』58 号の寄附者ご芳名の欄で
「北海道　普光寺」様と掲載しましたが正しくは
「福島県　普光寺」様でございます。謹んでお詫
び申し上げ訂正させていただきます。

晋
山
結
制
を
考
え
て
お
ら
れ
る

お
寺
で
は
首
座
和
尚
さ
ん
が
い
な

く
て
困
っ
て
い
ま
す
。

私
も
昨
年
十
一
月
に
晋
山
結
制

を
致
し
た
く
準
備
を
し
て
い
ま
し

た
が
、
相
模
原
市
に
建
て
た
日
庭

寺
分
院
の
登
録
申
請
が
間
に
合
わ

ず
や
む
な
く
落
慶
法
要
に
切
り
替

え
ま
し
た
。
こ
の
事
も
あ
っ
て
晋

山
結
制
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
な
い

原
因
を
調
べ
て
い
ま
し
た
ら
、
大

き
な
原
因
の
一
つ
に
首
座
和
尚
さ

ん
不
足
で
す
。
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
か
と
聞
き
ま
し
た
ら
、
配
役
首

座
し
か
方
法
が
な
い
と
の
ご
意
見

で
し
た
。
晋
山
結
制
を
予
定
し
て

い
る
ご
寺
院
は
首
座
を
前
も
っ
て

予
約
し
て
時
期
を
見
て
お
ら
れ
る

状
態
の
よ
う
だ
。
首
座
候
補
の
方

は
モ
テ
モ
テ
な
の
だ
が
、
首
座
不

足
は
宗
門
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題

で
す
。
速
や
か
に
解
決
を
図
っ
て

い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

中
国
の
武
漢
で
発
生
し
た
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
問
題
は
第

二
次
世
界
大
戦
以
降
最
大
の
危
機

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発

生
し
た
の
か
原
因
が
ま
だ
定
か
で

は
な
い
よ
う
で
す
が
、
世
界
に
与

え
た
影
響
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く

早
く
終
息
に
向
か
っ
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。

日
本
で
も
感
染
を
防
ぐ
た
め
に

非
常
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
人
の

動
き
が
止
ま
り
、
経
済
が
ガ
タ
ガ

タ
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
身
の
回

り
で
も
日
ご
ろ
か
ら
親
し
く
お
付

き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た

ご
住
職
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

大
変
ご
活
躍
中
の
方
で
し
た
か
ら

誠
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
仏
教
界
や

お
寺
に
と
り
ま
し
て
対
岸
の
火
事

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
下
鉄
サ
リ

ン
事
件
を
起
こ
し
た
オ
ウ
ム
真
理

教
事
件
で
は
仏
教
界
が
何
も
発
信

し
な
か
っ
た
こ
と
で
仏
教
界
や
お

寺
に
対
し
て
の
不
信
に
つ
な
が
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は

そ
の
よ
う
な
事
に
な
ら
な
い
よ
う

に
団
体
や
個
人
（
住
職
）
と
し
て
身

近
な
と
こ
ろ
か
ら
発
信
し
た
い
も

の
で
す
。

で
は
何
を
発
信
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
場
合

は
宗
教
学
者
正
木
晃
先
生
と
話
し

合
っ
て
先
生
か
ら
ご
提
言
頂
い
た

も
の
を
『
仏
教
企
画
通
信
』
に
て

発
信
致
し
ま
す
（
ご
参
考
に
な
る
と

こ
ろ
が
あ
れ
ば
ご
利
用
く
だ
さ
い
）。 

も
う
一
つ
は
ご
家
庭
で
の
静
座
の

勧
め
で
す
。
家
庭
か
ら
和
室
が
な

く
な
り
、
静
か
に
座
る
習
慣
が
近

年
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

に
よ
り
何
か
し
ら
世
の
中
の
落
ち

着
き
も
失
わ
れ
ま
し
た
。

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
１
５
３
号
の

裏
表
紙
で
読
者
の
皆
様
に
は
普
通

の
静
座
を
お
勧
め
し
ま
し
た
。
こ

の
機
に
座
る
習
慣
を
少
し
で
も
取

り
戻
し
た
い
も
の
で
す
。
こ
の
こ

と
が
習
慣
と
な
っ
て
、
お
仏
壇
の

前
で
の
読
経
な
ど
に
繋
が
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

『修証義』 解説　丸山劫外著  1,400円 ★

『うたい継ごうよ、子守唄』　長田暁二・西舘好子共著 1,200円 ★

『まんが問答一期一話』　文 平和宏昭　まんが 垣内敬遠 1,200円 ★

『葬送のしおり』　長井龍道著  30円

修証義読本 『生老病死』　須田道輝著  500円 ★

『曹洞宗檀信徒経典』　須田道輝解説  300円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『供養のすべて』　霊元丈法著 140円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『葬儀のすべて』　霊元丈法著 150円 ★

『修
し ゅ

証
し ょ う

義
ぎ

』解説
道元禅師に学ぶ人間の道
丸山劫外 著

発行所: 仏教企画
発売元: 佼成出版社
定価: 本体1400円+税

おもとめは下記お申込先までご連絡ください

（ ★ 部数により割引があります）　すべて税別価格です

 9部以下 200円
10部以上 150円に割引
20部以上 135円に割引
50部以上 130円に割引
100部以上 120円に割引
200部以上 110円に割引
300部以上 100円に割引
500部以上   90円に割引

春 彼岸号 2月10日
夏 お盆号 5月30日
秋 彼岸号 8月20日
冬 正月号 10月30日

1部 200円

発行日

曹洞禅グラフ 

所在地 寺院名（個人名） 金額

神奈川県 青木義次（78） 9,000
東京都 月窓寺 10,000
東京都 砂金智佐（98） 3,000
東京都 本多 徹 10,000

神奈川県 宗泉寺 10,000
福島県 普光寺 10,000

神奈川県 青木義次（79） 9,000
東京都 大田美和 30,000
東京都 砂金智佐（99） 3,000

神奈川県 青木義次（80） 9,000
東京都 砂金智佐（100） 3,000

合 計 106,000 

所在地 寺院名（個人名） 金額

秋田県 円通寺 7,000 
茨城県 龍泉院 10,000 
佐賀県 梶原玲子 5,000 
大阪府 伊勢寺 30,000 
栃木県 満福寺 10,000 
三重県 地蔵院 10,000 
東京都 守栄子 10,000 
大阪府 川上初枝 7,000 
埼玉県 曹源寺 10,000 
埼玉県 見性院 10,000 
千葉県 龍泉院 10,000 
静岡県 龍泉院 30,000 
東京都 南雲サダ子 7,000 
静岡県 宿蘆寺 30,000 
愛媛県 高昌寺 20,000 

合 計 206,000 

所在地 寺院名（個人名） 金額

東京都 白泉寺　来馬英紀 20,000
合 計 20,000 

手 ま り 学 園

日 庭 寺

仏 教 企 画 通 信

寄附者御芳名

ご支援者ご芳名

ご支援寺院名

てまり学園にご支援をいただき
誠にありがとうございます。

仏教企画通信59号にて日庭寺落慶法
要をご紹介したところ下記の皆さま
からご寄付を頂きました。ありがと
うございました。

仏 教 企 画 発 行 の 刊 行 物

Ｒ2.1.21～Ｒ2.4.15

Ｒ2.2.17～Ｒ2.3.26

Ｒ2.1.21～Ｒ2.4.15

〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5　※住所・FAX番号がかわりました
TEL: 042-703-8641　FAX: 042-782-5117　Email: fujiki@water.ocn.ne.jp

仏教企画

お申込み

※ご寺院名後の番号（3桁もしくは 4桁）がお客様番号（コード）になります。
　お申込みは　①ご寺院名　②お客様番号　③電話番号でも可能です。

＊『仏教企画通信』を10部以上購読希望の方は一部100円で頒布致します。同封はがきの空欄
にその旨をお書きください。（消費税、送料別）

総　　序──仏法に出会えた幸せ

懺悔滅罪──広々とした仏の御前に

受戒入位──仏の灯りに照らされて

発願利生──ともに手をたずさえて

行持報恩──あなたもやがて仏に

編

集

後

記

藤
木
隆
宣


