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「楽
な
こ
と
が
こ
の
世
に
あ
ろ
う
ば
し
。

楽
な
こ
と
は
ね
え
ん
ど
も
、
こ

れ
で
こ
れ
も
仏
に
還
し
て
、
楽
さ
せ
て
や

れ
る
と
思
う
さ
け
、
辛
抱
も
出
来
る
て
も

ん
だ
。
…
…
鴉か

ら
すも

兎
も
魚
も
、
も
と
も
と

仏
と
い
う
で
ね
え
か
。
そ
れ
が
業ご

う

で
鴉
や

兎
や
魚
さ
な
っ
て
、
現
れ
て
来
た
な
だ
さ

け
、
業
が
尽
き
れ
ば
仏
さ
還
る
。
も
と
も

と
み
ん
な
仏
だ
て
。
ン
だ
さ
け
、
即そ

く

身し
ん

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
聞
い
た
が

の
う
」

こ
れ
は
森も

り

敦あ
つ
しの

小
説
、『
わ
れ
逝
く
も

の
の
ご
と
く
』
に
登
場
す
る
人
物
の
一
人
、

焼
き
場
の
じ
さ
ま
（
爺
さ
ま
）
が
遺
体
を
焼

き
な
が
ら
、
語
っ
た
言
葉
で
す
。

自
伝
的
な
要
素
を
含
む
傑
作
、『
月が

っ

山さ
ん

』

を
書
い
て
、
そ
の
こ
ろ
と
し
て
は
最
高
齢

の
六
二
歳
で
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
森
敦

（
一
九
一
二
〜
八
九
）
は
、
日
本
近
現
代
の

小
説
家
の
中
で
も
、
抜
群
の
仏
教
的
素
養

の
持
ち
主
で
し
た
。
若
い
頃
に
奈
良
の
東

大
寺
で
、
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
大
乗
仏

教
経
典
と
さ
れ
る
華け

厳ご
ん

経ぎ
ょ
うを

本
格
的
に
学

び
、
そ
の
後
、
日
本
各
地
を
放
浪
し
な
が

ら
、
独
特
の
仏
教
思
想
を
は
ぐ
く
ん
で
い

き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
長
い
歳
月
を
過
ご

し
た
の
が
、
妻
の
故
郷
だ
っ
た
山
形
県
の

庄
内
地
方
で
す
。

山
形
県
の
庄
内
地
方
は
伝
統
的
な
仏
教

文
化
が
色
濃
く
残
る
地
域
で
す
。
た
と
え

ば
、「
即
身
仏
」
と
い
っ
て
、
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

済さ
い

度ど

の
誓
い
を
立
て
て
、
あ
え
て
生
き
な
が
ら

ミ
イ
ラ
と
な
っ
た
仏
教
者
の
遺
像
が
今
な

お
ま
つ
ら
れ
、
尊そ

ん

崇す
う

の
対
象
に
な
っ
て
い

ま
す
。
回
忌
法
要
も
、
五
〇
回
忌
ど
こ
ろ

か
二
五
〇
回
忌
ま
で
お
こ
な
う
家
さ
え
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
仏
教
文

化
が
色
濃
く
残
る
地
で
、
森
敦
は
イ
ン
ド

生
ま
れ
の
仏
教
が
日
本
の
風
土
の
な
か
で
、

い
か
に
変
容
し
土
着
し
た
か
を
目
の
当
た

り
に
し
た
の
で
す
。

そ
の
結
論
を
登
場
人
物
の
言
葉
と
し
て

表
現
し
た
の
が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
文
言

で
す
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
す
べ
て
、

万
人
成
仏
は
お
ろ
か
万
物
成
仏
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
、
み
な
も
と
も
と
仏
で
あ
っ
て
、

業
の
せ
い
で
、
一
時
的
に
こ
の
世
に
生
ま

れ
あ
わ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
世
の
苦
に
満
ち
た
生
を
終
え
れ

ば
、
み
な
仏
と
な
る
の
だ
。
そ
う
、
森
敦

は
書
い
て
い
ま
す
。

万
人
成
仏
は
、
た
と
え
ば
法
華
経
が
強

く
主
張
し
て
い
ま
す
が
、
成
仏
で
き
る
の

は
も
っ
ぱ
ら
人
間
だ
け
で
す
。
人
間
以
外

の
生
き
物
は
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
成
仏

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

成
仏
す
る
に
は
、
膨
大

な
時
間
を
か
け
て
修
行

を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。私

が
学
ん
で
き
た
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
で
も
、
生

き
変
わ
り
死
に
変
わ
り

し
な
が
ら
、
厳
し
い
修

行
を
長
く
続
け
な
け
れ

ば
、
絶
対
に
仏
に
は
な

れ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。「
日
本
で
は
人
は

死
ぬ
と
す
ぐ
仏
に
な
り

ま
す
」
と
言
お
う
も
の
な
ら
、
言
下
に

「
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
は
ず
は
な
い
」
と

反
論
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
し
て
、
人

間
以
外
の
生
き
物
が
成

仏
す
る
な
ど
、
ま
さ
に

論
外
で
す
。

性
悪
説
が
圧
倒
的
に

多
い
外
国
人
に
比
べ
、

日
本
人
は
性
善
説
が
普

通
と
よ
く
指
摘
さ
れ
ま

す
。
日
本
人
の
性
善
説

と
人
は
死
ね
ば
み
な
仏

に
な
る
と
い
う
考
え
方

は
、
深
い
と
こ
ろ
で
通

じ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

そ
し
て
日
本
人
が
東
日

本
大
震
災
の
よ
う
な
悲

劇
に
た
び
た
び
遭
遇
し

て
い
な
が
ら
、
自
然
に

対
し
て
悪
い
感
情
を
ほ

と
ん
ど
も
た
な
い
理
由

も
、
万
物
成
仏
と
い
う

考
え
方
と
一
脈
通
じ
る

と
思
う
の
で
す
。

挿絵 /長谷川葉月
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（
ネ
ア
ン
ダ
ル
タ
�
ル
人
）
の
人
骨
が
発
掘
さ
れ
た
。
一

九
六
〇
年
代
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
人
骨
の
う
ち
の

何
体
か
は
埋
葬
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
墓
の
土
を
分
析
す
る
と
花
粉
や
花

弁
が
確
認
さ
れ
て
、
つ
ま
り
故
人
を
悼
ん
で
花
を
手

向
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
葬
祭
の
起
源
と
い
う
こ

と
で
有
名
に
な
�
た
例
で
す
が
、
や
は
り
人
類
の
起

源
は
死
者
を
尊
ん
で
祀
�
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ

と
、
正
木
先
生
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た

ら
い
い
で
し
�
う
か
。

正
木　
死
者
を
悼
む
と
い
う
行
為
が
、
結
局
、
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
文
化
や
文
明
の
起
源
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
す
よ
ね
。
象
で
も
仲
間
の
遺
骨
と
い
う
か
、
骨

を
鼻
で
触
�
て
悼
む
と
い
う
こ
と
を
す
る
ら
し
い
。

象
は
か
な
り
知
的
レ
ベ
ル
が
高
い
み
た
い
で
す
が
、

や
は
り
例
外
的
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
死
者
を
悼

む
と
い
う
行
為
が
、
人
間
の
場
合
は
普
遍
的
に
行
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

佐
々
木　
そ
う
で
す
ね
。

猿
や
ゴ
リ
ラ
で
も
死
を

悼
む
と
い
う
行
為
が
あ

�
て
、
そ
の
場
所
を
な

か
な
か
離
れ
が
た
い
よ

う
な
形
を
と
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
後
を
祀
る
と

か
、
悼
む
と
い
う
こ
と

は
な
い
よ
う
で
す
ね
。

正
木　
そ
う
で
す
。

佐
々
木　
そ
れ
が
や
は
り
人
間
と
動
物
と
の
決
定
的

な
違
い
と
い
う
ふ
う
に
思
え
る
。
だ
か
ら
、
人
間
と

い
う
の
は
何
だ
と
い
う
と
、
葬
式
を
す
る
と
い
う
こ

と
を
し
な
く
な
�
た
ら
人
間
じ
�
な
く
な
る
、
と
い

う
こ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

死
後
の
問
題
は 

科
学
で
も
割
り
切
れ
な
い

正
木　
ち
�
�
と
余
談
め
き
ま
す
が
、
日
本
科
学
協

会
の
中
に
、
昨
年
、
科
学
隣
接
領
域
研
究
会
と
い
う

研
究
会
が
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の
研
究
会
の
中
心
が

金
子
務
先
生
（
八
十
四
歳
）
で
す
。
東
大
の
科
学
史
出

身
で
大
阪
府
立
大
学
の
名
誉
教
授
で
す
。
ア
イ
ン
シ

�
タ
イ
ン
研
究
の
世
界
的
権
威
で
あ
り
、
か
つ
て
Ｎ

Ｈ
Ｋ
が
「
ア
イ
ン
シ
�
タ
イ
ン
・
ロ
マ
ン
」
と
い
う

番
組
を
作
�
た
と
き
の
総
監
修
者
で
し
た
。

　

お
話
し
た
い
こ
と
は
、
要
す
る
に
科
学
者
で
あ
る

先
生
が
、
先
日
、
奥
さ
ま
を
亡
く
さ
れ
た
と
き
、
そ

の
葬
儀
を
伝
統
的
な
お
葬
式
そ
の
ま
ま
に
い
と
な
ま

れ
た
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
友
人
の
科

学
者
か
ら
、
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
と
批

判
め
い
た
こ
と
を
言
わ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
し
か

し
金
子
先
生
は
、『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
の
第
九

章
六
〇
節
に
書
か
れ
て
い
る
イ
エ
ス
の
「
死
者
を
し

て
死
者
を
葬
ら
し
め
よ
」
と
い
う
言
葉
を
根
拠
に
、

葬
式
を
し
な
く
な
っ
た
ら 

人
間
で
な
く
な
る

佐
々
木　
今
日
は
「
霊
魂
」
と
い
う
テ
�
マ
で
お
話

し
合
い
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
の
多
く

の
日
本
人
は
、
霊
魂
と
い
い
ま
す
と
、
お
ど
ろ
お
ど

ろ
し
い
も
の
と
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
霊
と
い
う
文
字
を
旧
漢
字
で
書
く
と
、
雨
冠

の
下
に
口
を
三
つ
書
き
、
そ
の
下
に
巫
と
い
う
字
が

く
る
。
上
と
下
と
を
結
ぶ
人
々
と
い
う
よ
う
な
字
形

で
す
が
、
こ
れ
は
巫
女
と
い
う
意
味
で
神
に
仕
え
る

シ
�
�
マ
ン
の
よ
う
な
存
在
、
東
北
の
イ
タ
コ
の
よ

う
な
も
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
字
の
意
味
か
ら
考
え

て
も
面
白
い
。
魂
に
つ
い
て
も
、
云
と
い
う
字
に
鬼

で
、
も
の
を
云
う
鬼
。
鬼
は
正
木
先
生
の
ご
専
門
で

す
が
、
中
国
で
は
死
ん
だ
人
の
霊
と
い
う
意
味
に
な

る
。
霊
魂
と
い
う
言
葉
に
は
そ
う
い
う
、
文
字
を
辿

�
て
い
�
て
も
非
常
に
面
白
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
一
つ
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
日
本
は
葬
式
中
心
の
仏
教
だ
と
い
わ

れ
る
。
葬
式
仏
教
と
い
う
と
イ
ン
テ
リ
か
ら
は
あ
ま

り
い
い
評
価
を
受
け
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し

こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
な
の
で
ね
。
イ
ラ
ク
北

部
の
シ
�
ニ
ダ
�
ル
と
い
う
洞
窟
遺
跡
か
ら
、
旧
人

人間の個体を離れても存在するような、
そういうものを認めないと、
宗教はもともと成り立たない

対　談

佐
さ

々
さ

木
き

宏
こ う

幹
か ん

× 正
ま さ

木
き

晃
あ き ら

駒沢大学名誉教授 宗教学者

霊
魂
は
宗
教
の
基
盤
に
あ
る

人類の起源は死者を尊んで祀った
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者
死

を
葬

は
に
る

的
統
伝

な

礼
儀

に
沿

行

べ
う

と
る
あ
で
き

考

て
え

に
さ
ま

的
統
伝

な

儀
葬

い
を

す
で
う
そ
だ
ん
な
と

か
な
か
な
は
れ
こ

白
面

な
い

と
思

た
し
ま
い木

々
佐

　

者
学
科

と
る
な
に
と
こ
う
い
と

だ
ん

ら
終

で
り
わ

物
に
返

ら
か
だ
と
こ
う
い
と
る

は
の
も
て
ん
な

視
無

て
し

何

と
い
い
て
く
な
し
も

思

う
人
が
多

い
な
れ
し
も
か
い

が
ろ
こ
と

な
か
な

木
正

　

も
そ
も
そ

域
領
接
隣
学
科

で
と
こ
う
い
と

取

り
上

が
の
る
げ

教
宗

と

術
芸

と

理
倫

す
で

学
科

の

走
暴

う
ど
を

防

う
い
と
か
ぐ

起
提
題
問

の
な

す
で

も

的
実
現

な

題
課

は

学
科
命
生

間
人

何

で
か

新

い
し

命
生

を
生

だ
み

う
ま
し
て
し

は
い
る
あ

は
死
が

も
に

理

解

る
き
で

形

は
で

ご
存

り
お
と
の
じ

が
死

そ
こ
れ
そ

置
装
持
維
命
生

を
使

ば
え

年
十

も
で

十
二

年

も
で

生

す
で
け
わ
る
れ
ら
き

は
れ
そ

生
体
一

か
の
る
い
て
き

死

か
の
る
い
で
ん

う
い
う
そ

題
問

を
含

て
め

す
う
ど
ら
か
れ
こ
は
で

だ
の
る

？
　

す
で
と
こ
う
い
と

　

う
い
う
そ

題
課

を

の

体
全
史
歴

を
通

て
じ

在
現

に
至

で
ま
る

括
総

う
い
と
う
よ
し

試

で
み

す

は

回
前

の

会
究
研

で

と

学
科

い
つ
に

て

ト
ス
リ
キ
と

教
を
例

し
を

す
で
ろ
こ
と
た

ざ
ら
や
を
と
こ
う
い
う
そ
り
は
や

を
る

得

な
う
よ
い
な

況
状

科学の暴走をどう防ぐか
　　という問題提起なのです

7

す
で
と

木
々
佐

　

代
現

ね
が

木
正

　

え
え

け
す
で

も
ど
れ

の

題
問

う
ど
を

考

か
の
る
え

ん

て
べ
す
で

消

か
の
う
ま
し
て
え

な
わ
ま
し
て
え

か
の
い

に
消

も
て
し
と
う
ま
し
て
え

て
え

う
い
と
う
ま
し

形
で

識
認

で
け
だ
る
す

終

か
の
る
わ

の
そ

先

か
の
る
あ
が

う
い
う
そ

こ
な
ろ
い
ろ
い

を
と

取
り
上

を
る
ざ
げ

得

す
で
け
わ
い
な

木
々
佐

　

魂
霊

と
う
い
と

に
親

み
し

深
く
考

る
え

代
世

と

と
か
る
あ
は
の
も
な
ん
そ

的

な
う
ふ
う
い
と
だ

も
て
と
は
に

受
け
入
れ

と
い
な
れ
ら

思
う

代
世

に
分

ど
れ
け
う
ろ
だ
る
れ
か

も

し
か
し

親
が
亡

夫
が
亡

合
場

に

う
も

無
に
帰
し

ら
か
だ
の
た

何

と
い
い
て
く
な
し
も

割
り
切

と
こ
る

か
う
ど
か
る
き
で
が

な
う
よ
の
そ

り
切

生

る
き

間
人

の
こ
が

世
に
増

は
に
き
と
た
え

会
社

り
ま
つ

性

か
と
だ

格
人

か
と
だ

う
い
う
そ

題
問

に
こ
ど
が

行

考

ね
す
ま
れ
ら
せ
さ
え

と
い
無
が
魂
霊

 

い
な
た
立
り
成
は
生
転
廻
輪

木
正

　

系
教
仏

の

学
大

は
で

は
無

り
あ
で

魂
霊

と
い
な
は

教

が
す
ま
い
て
え

は
や
は
で

う
い
と
る
あ
り

提
前

で

を
行

が
の
う

半
大

だ

を
見

と
す
ま

と

魂
霊

の

在
存

を

対
絶

の

提
前

と

る
す

教
神
一

が

的
倒
圧

に

位
優

す
で

ら
か
れ
そ

教
も
神
と

魂
霊

の

在
存

を
絶

対
の

提
前

が
す
ま
い
て
し
と

の
そ

者
仰
信

の
数
は

人
億
九

ら
か
す
ま
い
い
と

に
さ
ま

大
膨

す
で

そ

を
れ

考

と
る
え

で
今

も
で

分
五

の

上
以
四

の
人

が
ち
た

魂
霊

の

在
存

を
信

と
る
い
て
じ

思

の
う

す
で

木
々
佐

　

と
う
ろ
だ
う
そ

思
う

木
正

　

ろ
し
む

と
い
な
が

言

人
た

は
ち

ら
か

見

ば
れ

く
ご

部
一

い
か
し

ん
せ
ま
れ
し
も
か
い
な

だ
た

う
い
う
そ

人

ち
た

る
ゆ
わ
い
は

人
識
知

は
強

で
の
い

う
い
う
そ

人

の
ち
た

声
が
大

す
で
の
い
き

し
か
し

体
全
界
世

を
見

は
に
き
と
た

ず
ら
わ

方
割
八

の
人

が
ち
た

論
在
実
魂
霊

す
で
の
な

木
々
佐

　

ね
す
で
う
そ

ト
ス
リ
キ

教

も
で
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す
。
彼
の
提
唱
し
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
う
概
念
で
は
、

す
べ
て
の
物
や
自
然
現
象
に
、
霊
魂
や
精
神
が
宿
る

と
い
う
考
え
方
、
と
定
義
し
て
い
る
。
タ
イ
ラ
ー
に

よ
る
と
、
人
間
と
い
う
の
は
霊
的
な
存
在
が
外
へ
出

た
、
あ
る
い
は
う
ち
へ
帰
っ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う

作
用
を
持
つ
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
人
間
と
ほ

か
の
動
物
と
の
違
い
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と

言
っ
て
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
、
霊
的
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ

れ
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ビ
ー
イ
ン
グ
ズ
と
い
う
複

数
形
に
な
っ
て
お
っ
て
、
霊
魂
と
か
精
霊
と
か
妖
怪

だ
と
か
、
幽
霊
と
か
幽
鬼
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

入
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
す
べ
て
入
っ
て

は
じ
め
て
、
特
に
日
本
仏
教
の
基
盤
の
よ
う
な
も
の

が
で
き
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
仏

教
の
基
盤
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
庶
民
と

い
う
か
民
衆
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
多
く
の
人
々
が

そ
れ
を
信
じ
る
。
あ
る
い
は
信
じ
な
い
に
し
て
も
、

完
全
否
定
は
と
て
も
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
状
況
が

あ
る
と
思
い
ま
す
ね
、
霊
魂
に
つ
い
て
は
。

正
木
　
ち
ょ
っ
と
面
白
い
話
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド

人
の
大
半
が
信
仰
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
考
え
て
い

る
霊
魂
は
、
実
は
宇
宙
と
同
じ
大
き
さ
だ
と
言
う
の

で
す
。
宇
宙
大
で
す
。
そ
こ
に
私
た
ち
の
小
さ
な
肉

体
が
ぽ
こ
っ
と
、
ま
る
で
ポ
リ
ー
プ
か
イ
ボ
み
た
い

に
く
っ
付
い
て
い
る
。
自
分
の
体
と
霊
魂
の
大
き
さ

を
仮
に
比
べ
る
と
す
る
と
、
常
識
的
に
は
体
の
中
に

霊
魂
が
入
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
す
。
霊
魂

は
い
く
ら
大
き
く
て
も
体
と
同
じ
く
ら
い
と
い
う
の

が
せ
い
ぜ
い
で
、
霊
魂
の
ほ
う
が
ば
か
ば
か
し
く
大

き
く
て
、
肉
体
の
ほ
う
が
ず
っ
と
小
さ
い
と
は
私
た

ち
は
考
え
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

霊
魂
観
で
は
、
小
さ
な
肉
体
は
五
十
年
か
百
年
す
る

と
消
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
お
終
い
で
は
な

く
、
超
巨
大
な
霊
魂
の
表
面
に
ま
た
ポ
リ
ー
プ
か
イ

ボ
み
た
い
に
小
さ
な
肉
体
が
ぽ
こ
っ
と
出
て
く
る
と

い
う
よ
う
な
発
想
な
の
で
す
。

　
ま
た
、
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
霊
魂
は
三
つ
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
死
ぬ
と
天
上
へ
行
く
も
の
と
、

土
に
潜
る
も
の
と
、
輪
廻
転
生
す
る
も
の
と
、
こ
の

三
つ
で
す
。
中
国
人
は
、
魂
と
魄
と
い
う
。
骨
に
宿

る
よ
う
な
も
の
と
上
に
行
っ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
っ

て
、
上
に
行
っ
て
し
ま
う
の
は
消
え
ま
す
か
ら
、
こ

れ
は
位
牌
を
作
っ
て
お
祀
り
し
た
わ
け
で
す
。
骨
の

ほ
う
は
墓
に
祀
っ
た
。
だ
か
ら
霊
魂
と
い
っ
て
も
、

民
族
と
か
文
化
と
か
宗
教
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
き
さ

に
「
神
は
霊
な
れ
ば
」
云
々
と
出
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
、

神
様
の
実
態
と
い
う
の
か
、
本
質
は
何
だ
ろ
う
と
い

う
と
、
霊
と
い
う
、
ス
ピ
リ
ッ
ト
と
い
う
言
葉
を
使

わ
な
い
と
説
明
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

よ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
人
た
ち
が
葬
式
仏
教
を
あ
げ
つ

ら
っ
た
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は
霊
な
ん
て
い
う
の
は

ど
う
で
も
い
い
、
神
が
大
事
だ
と
言
い
ま
す
か
ら
、

僕
は
反
論
し
た
、「
し
か
し
、
聖
書
に
神
は
霊
な
り

と
書
い
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
、
そ
ん
な
こ

と
で
議
論
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
や
は
り
、
人
間
の
個
体
を
離
れ
て
も
存
在
す
る
と

い
う
「
も
の
」
を
認
め
な
い
と
、
宗
教
と
い
う
の
は

も
と
も
と
成
り
立
た
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。
仏
教
で
は
空
を
説
き
、
無
自
性
と
い
い
ま
す
。

こ
れ
は
そ
れ
自
身
に
特
有
の
本
性
を
も
た
な
い
と
い

う
意
味
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
実
体
が
な
い
と
い
う
。

し
か
し
、
仏
教
が
発
展
し
て
、
特
に
大
乗
仏
教
に
な

っ
た
後
、
霊
魂
と
か
死
後
の
存
在
と
い
う
も
の
を
否

定
し
て
、
仏
教
教
団
や
お
寺
の
経
営
が
成
り
立
っ
た

か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
全
く
成
り
立
た
な
い
と
思
い

ま
す
。

　
今
の
曹
洞
宗
の
場
合
で
も
、
全
国
で
一
万
五
千
カ

寺
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
収
入
の
八
、
九
割
は

葬
儀
に
よ
る
も
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
ら

坊
さ
ん
が
や
ろ
う
と
し
て
も
、
一
般
の
人
が
頼
ん
で

こ
な
か
っ
た
ら
葬
儀
は
成
り
立
た
な
い
訳
で
、
亡
き

人
を
そ
の
ま
ま
放
る
の
で
な
く
、
形
だ
け
で
も
坊
さ

ん
に
頼
ま
な
い
と
気
が
済

ま
な
い
と
い
う
、
そ
う
い

う
空
気
と
い
う
か
、
文
化

が
ま
だ
日
本
に
は
あ
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
先

生
が
詳
し
い
チ
ベ
ッ
ト
あ

た
り
で
も
、
死
者
は
大
事

に
し
ま
す
ね
。

正
木
　
祀
り
方
は
違
う
に
し
て
も
、
死
後
の
存
在
を

考
え
て
お
か
な
い
と
、
輪
廻
転
生
は
成
り
立
ち
ま
せ

ん
。
イ
ン
ド
型
宗
教
は
生
ま
れ
変
わ
り
、
死
に
変
わ

り
を
前
提
に
し
て
い
ま
す
。
永
遠
に
輪
廻
転
生
を
繰

り
返
す
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
死
後
に
何
か
残
っ

て
い
な
い
と
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
神
教
で
も
、

最
後
の
審
判
ま
で
何
か
が
残
っ
て
い
な
い
と
困
る
わ

け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
死
後
に
何
か
残

る
。
そ
の
何
か
を
霊
魂
だ
と
い
う
の
が
一
番
分
か
り

や
す
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
霊
魂
を
定
義
し
よ

う
と
す
る
と
非
常
に
難
し
い
。
も
ち
ろ
ん
生
き
て
い

る
う
ち
も
、
体
の
中
の
ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
で
す
が
、

で
は
出
し
て
見
せ
ろ
、
と
言
わ
れ
て
も
で
き
ま
せ
ん

か
ら
。霊

魂
は
大
き
さ
も
数
も 

民
族
に
よ
っ
て
異
な
る

佐
々
木
　
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者
で
、

有
名
な
エ
ド
ワ
ー
ド
・
タ
イ
ラ
ー
と
い
う
人
が
い
ま

一神教でも、最後の審判まで
　　何かが残っていないと困るわけです。
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も
数
も
違

る
あ
が
い

私

は
ち
た

個
一
魂
霊

と
決

ま
い
て
け
つ
め

が
す

は
い
る
あ

大

も
さ
き

小

う
よ
い
さ

に
思

は
れ
そ

外
意

に

代
近

的
な

想
発

れ
し
も
かす

で
の
い
な

木
々
佐

　
今

人
の

観
魂
霊

は
で

な

魂
霊

の

身
分

が

々
個

の

間
人

の

魂
霊

ね
す
で
け
わ
る
な
に

は
れ
そ

常
非

に

白
面

い
考
え
方

と
だ

思

す
ま
い

木
正

　

ら
か
す
で

り

験
体

れ
わ
い
く
よ
て
し
と

る
梵ん
ぼ

我が

一ち
い

如

り
ま
つ

宙
宇

と

分
自

が

体
一

い
と
だ

う
考
え
方
が
成
り
立

す
で
の
つ

ば
れ
え
か
い
い

悟

の
り

験
体

も

の
ら

観
魂
霊

と

接
密

に
絡

で
ん

　

ら
か
れ
そ

会
究
研
域
領
接
隣
学
科

に

学
大
應
慶

の

授
教

で

学
理
生
脳
大

の

場
立

ら
か

心
の

題
問

を
取
り
扱

人

す
ま
い
が

は

学
科

的
な
面

ら
か

は
と

何

と
か

に
対

る
す

心
関

が

常
非

に
強
い

は
と

何

と
う
い
と
か

は
霊

魂

は
と

何

う
い
と
か

題
課

く
よ
と

似

な
た

話

す
ま
き
て

木
々
佐

　

す
で
う
そ

の

魂
霊

は
と

何

い
と
か

だ
ん

人
の
心
と
言

だ
ん

後
の

格
人

も
と

言

木
正

　
要

に
る
す

だ
ん

人
の
心

ま
ま
の
そ
が

残

明
説

の
い
す
や
り
か
わ
が
の
る
す

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読

宮城県/後藤礼子 千葉県/大宮紀江
千葉県/菅原夏子 静岡県/紅林道也
兵庫県/大野隆子

曹洞禅グラフ139冬号プレゼント『寂円さま物
語』は次の方が当選されました。

正木晃先生の著書『いま知っておきたい
霊魂のこと』を5名の方にプレゼントい
たします。仏教企画（下欄の送り先）まで、
お名前・ご住所・電話番号・プレゼント名
を明記のうえハガキでご応募ください。

平成29年9月末必着

NHK出版（1400円+税）

集
募
り
便
お

Eメールアドレス ……………………………
fujiki@water.ocn.ne.jp

送り先………………………………………
〒252-0113
神奈川県相模原市緑区谷ケ原2-9-5-5
仏教企画編集部

身近な人との心温まるふれあいや本誌へ
の感想、仏教についての質問などを600
字以内でお寄せください。Eメールでも
受け付けております。

毎回表紙絵が素晴らしいと思っていましたが、
春号の涅槃図は特に感銘を受けました。今は涅
槃図の絵解きを勉強しています。良い機会を与
えていただきありがとうございました。

読者からのお便り 佐藤絵美 様

11

送り先 〒252-0113　神奈川県相模原市緑区谷ケ原2-9-5-5
 仏教企画　☎042-703-8641
締　切 平成29年9月末

句
文
た
し
に
本
手
お
回
今

句
名
る
え
み
に
経
お
う
い

で
う
よ
の
幻
や
夢
て
べ
す

一
切い

さ

有う
の

為の
い

法う
ほ

如

し
と
ご
の
う
よ
う
ほ
ん
げ
む

影
泡
幻
夢

如

し
と
ご
の
り
な
み
か
く
と
ご
の
ゆ
つ

電
如
亦
露

応

し
べ
す
な
を
ん
か
き
と
ご
の
く
か
に
さ
ま

観
是
如
作

り
よ」
六
十
第
品
量
寿
来
如
経
華
蓮
法
妙
「

毎
日
書
道

ご家族のみなさまの応募をお待ちしております

榮
秀
橋
高

作品
募集
お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）
ご応募の中から優秀な作品を選び、年に 1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
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。
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自照図（正泉寺蔵） 達磨図（竜昌寺蔵）

今
回
は
趣
向
を
か
え
て
、
宗
門
人
僧
侶
の
書

い
た
絵
画
を
拝
見
し
ま
す
。
宗
門
人
で
絵
を
書

い
た
人
は
大
勢
い
ま
す
が
、
私
は
何
と
い
っ
て

も
第
一
に
風
外
慧
薫
（
一
五
六
六
―
一
六
五
四
）

を
掲
げ
ま
す
。
宗
門
人
の
書
い
た
画
の
中
で
は

抜
群
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
平
成
三
十
年
は
生

誕
四
百
五
十
年
を
迎
え
ま
す
。
私
の
所
属
し
て

い
る
「
曹
洞
宗
禅
文
化
の
会
」
で
は
「
風
外
慧

薫
遺
墨
展
ー
現
代
に
よ
み
が
え
る
禅
画
ー
」
を

計
画
し
て
い
ま
す
。

風
外
は
群
馬
県
松
井
田
町
に
て
生
れ
、
地
元

の
乾
窓
寺
で
出
家
、
群
馬
県
の
長
源
寺
、
補
陀

寺
、
雙
林
寺
で
修
行
。
そ
の
後
、
諸
方
を
歴
参

し
、
一
所
不
在
の
雲
水
に
徹
し
、
神
奈
川
県
小

田
原
、
真
鶴
に
滞
在
。
最
後
は
静
岡
県
浜
名
湖

北
岸
石
岡
の
地
で
、
村
人
に
穴
を
掘
ら
せ
、
そ

こ
で
亡
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
穴あ
な

風ふ
う

外が
い

」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
す
。
一
代
、

求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
描
い
た
書
画
は
の
び
の
び

と
し
た
筆
の
運
び
で
透
明
さ
、
瓢
逸
さ
は
江
戸

時
代
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
こ
で
絵

の
修
行
を
し
た
の
か
、
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

旅
か
ら
旅
へ
と
野
生
の
き
び
し
さ
も
あ
り
、
か

の
円
空
、
木も
く

喰じ
き

、
良
寛
の
さ
き
が
け
と
で
も
い

い
ま
し
ょ
う
か
。

「
曹
洞
宗
禅
文
化
の
会
」
事
務
局
長
鈴
木
潔
州

師
は
〝
風
外
は
室
町
期
水
墨
画
の
お
も
か
げ
が

あ
る
〟
と
。
又
あ
る
人
は
〝
柔
ら
か
さ
の
中
に

強
靭
性
が
あ
る
。
強
み
の
あ
る
線
が
印
象
的
〟

と
い
っ
て
い
ま
す
。

達
磨
図
・
布ほ

袋て
い

図
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
今

回
は
拙
蔵
の
「
自
照
図
（
自
画
像
）」
と
東
京
目

黒
竜
昌
寺
所
蔵
の
「
達
磨
図
」
の
二
本
を
紹
介

し
ま
す
。

「
自
照
図
」
の
方
に
は
賛
（
絵
に
対
し
て
、
画
く

人
の
心
持
ち
、
見
解
）
が
つ
い
て
い
ま
す
。
も
う

一
本
の
「
達
磨
図
」
に
は
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
時
の
風
外
の
気
持
、
心
境
、
絵
の
構
成
等

に
よ
っ
て
、
賛
を
書
い
た
り
、
書
か
な
か
っ
た

の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
画
の
足
り
な
い
所
は
賛

で
補
う
と
い
う
風
外
の
妙
味
で
し
ょ
う
か
。

吉

岡

博

道

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。

風ふ

う

　
外が

い

　
慧え

　
薫く

ん

宗  門  の  絵  画
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2

タ
イ
ト
ル
に
あ
り
ま
す
「
行

住
坐
臥
」。
こ
れ
は
（
行
：
歩
く

こ
と
、
住
：
と
ど
ま
る
こ
と
、
坐
：

す
わ
る
こ
と
、
臥
：
寝
る
こ
と
）
で

生
活
す
べ
て
を
指
す
も
の
で
す
。

曹
洞
宗
宗
旨
に
は
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

「
坐
禅
の
精
神
に
よ
る
行
住
坐

臥
の
生
活
に
安
住
し
、
お
互
い

に
安
ら
か
で
お
だ
や
か
な
日
々

を
送
る
こ
と
に
、
人
間
と
し
て

生
ま
れ
て
き
た
こ
の
世
に
価
値

を
見
い
だ
し
て
い
こ
う
と
い
う

の
で
す
」。

坐
禅
の
精
神
を
作
り
出
す
心

得
と
し
て
「
調
身
・
調
息
・
調

心
」
が
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は

決
し
て
硬
ま
っ
た
身
体
、
同
じ

リ
ズ
ム
の
呼
吸
、
固
定
化
し
た

思
想
を
築
く
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
常
に
移
り
ゆ
く
身
体
・

呼
吸
・
心
に
際
し
、
向
き
合
い

変
化
を
認
め
続
け
る
こ
と
。
そ

し
て
調
い
の
心
地
さ
を
味
わ
い

続
け
る
こ
と
で
す
。

坐
禅
は
、
下
半
身
は
足
を
組

む
こ
と
で
樹
木
が
地
面
に
根
を

張
る
よ
う
安
定
し
、
上
体
は
幹

や
枝
の
よ
う
に
し
な
や
か
で
柔

軟
性
が
あ
る
姿
勢
で
す
。
こ
れ

は
人
間
工
学
的
に
も
東
洋
医
学

的
に
も
合
致
し
た
調
い
の
姿
勢

で
す
。
坐
禅
時
に
限
ら
ず
日
常

で
も
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
保
つ

こ
と
で
、
坐
禅
の
精
神
に
沿
っ

た
、
安
ら
か
で
お
だ
や
か
な
生

活
を
築
く
源
に
な
っ
て
い
く
の

で
す
。
今
回
は
坐
禅
に
通
じ
る
、

調
っ
た
心
地
よ
い
身
体
を
築
く

基
礎
を
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。

ふじい  りゅうえい

曹洞宗 愛知県豊橋市 一月院 副住
職。整体師。「身心堂」主宰。北
海道大学水産学部漁業学科卒業。
同大学院中退。現在横浜市 徳雄
山 建功寺勤務の傍ら「安楽の法
門」となる禅の身心を伝える活動
を展開。著書「身体と心をととの
える禅の作法」（秀和システム）

足を肩幅程度に開き、膝
に体重をかけて支える

膝立ちになります。上体と腕
の力をできるだけ抜き、頭頂
から尾てい骨の線が床より垂
直になるよう姿勢を調えます。
これが坐禅時と同様の骨盤位
置と上体の姿勢です。姿勢が
安定したら目をつぶり、数分
間上体の緩まりと心地よい膝
立ちの状態を探り続け、その
感覚を記憶して下さい。

膝立ちの体勢からゆっく
りと立ち上がり、足を

肩幅程度に開き、心地よい膝
立ちの感覚を保ちながら静止
します。心地よいと感じられ
る適切な立ち姿勢ができてい
るときは、足の裏の中心とか
かとの間の内側部分で身体全
体を支えています。姿勢が安
定したら目をつぶり、数分間
心地よい立ち姿勢の状態を探
り続け、その感覚を記憶して
下さい。

調った立ち姿勢を確認し
ます。両かかとを同時

に上げ下げして地面をトント
ンと叩きます。かかとでリズ
ムを刻む程度の軽い動作で結
構です。かかとから響く振動
が、 尾 て い 骨・お へ そ・両
肩・両耳・頭頂部の順にまっ
すぐ伝わってくれば調った姿
勢になっています。決して型
を作り固める目的でなく、調
うことの心地よさを味わうよ
う行って下さい。

膝
立
ち

123 適
切
な
立
ち
姿
勢 

か
か
と
で
ト
ン
ト
ン 調

身
　
～ 

し
な
や
か
な
身
体 

～

日
々
を

安
ら

か

に

過
ご

す
藤
井
隆
英

坐
禅
か
ら
学
ぶ「
行ぎ

ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

」の
レ
ッ
ス
ン
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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

蔵ぞ
う

法ほ
う

師し  

鳩く

摩ま

羅ら

什
じ
ゅ
う 

訳や
く

原
文
訓
読

汝な
ん

等だ
ち

比び

丘く

、
若
し
人
有
り
来
っ
て
、
節せ

つ

々せ
つ

に
支し

解げ

す

る
と
も
、
当ま

さ

に
自み

ず
か

ら
心
を
摂お

さ

め
て
、
瞋し

ん

恨ご
ん

せ
し
む
る
こ

と
な
か
る
べ
し
。
亦ま

た

当
に
口
を
護ま

も

っ
て
悪あ

く

言ご
ん

を
出い

だ

す
こ

と
勿な

か

る
べ
し
。
も
し
恚い

心し
ん

を
縦

ほ
し
い
ま
まに

す
れ
ば
、
則す

な
わ

ち
自

み
ず
か

ら
道ど

う

を
妨さ

ま
た

げ
、
功く

徳ど
く

の
利り

を
失し

つ

す
。
忍に

ん

の
徳と

く

た
る
こ
と
、

持じ

戒か
い

苦く

行ぎ
ょ
うも

及お
よ

ぶ
こ
と
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
能よ

く
忍
を

行ぎ
ょ
うず

る
者
は
、
乃す

な
わ

ち
名な

づ

け
て
有う

力り
き

の
大た

い

人に
ん

と
為
す
べ
し

訳修
行
者
た
ち
よ
、
も
し
も
、
あ
る
人
が
、
た
と
え
、
あ
な

た
の
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
ま
さ
に

心
を
冷
静
に
保
っ
て
、
瞋お

こ

っ
た
り
恨う
ら

ん
だ
り
す
べ
き
で
は
な

い
の
だ
。
ま
た
、
口
を
慎
ん
で
、
乱
暴
な
言
葉
を
口
か
ら
出

さ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。
も
し
瞋い

か

り
の
心
を
好
き
放
題
に

さ
せ
た
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
自
ら
道
を
妨
げ
て
し
ま
い
、
功

徳
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
耐
え
忍
ぶ
こ
と
の
徳
は
、

戒
を
持た

も

ち
苦
し
い
修
行
を
す
る
こ
と
さ
え
も
、
及
ば
な
い
ほ

ど
の
徳
な
の
で
あ
る
。
よ
く
耐
え
忍
ぶ
こ
と
を
行
う
者
こ
そ
、

ま
さ
し
く
力
あ
る
偉
大
な
人
と
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

原
文
訓
読

若も

し
其
れ
悪お

罵め

の
毒
を
歓か

ん

喜ぎ

し
忍に

ん

受じ
ゅ

し
て
、
甘か

ん

露ろ

を

飲
む
が
如ご

と

く
す
る
こ
と
能あ

た

わ
ざ
る
者
は
、
入

に
ゅ
う

道ど
う

智ち

慧え

の

人
と
名な

づ

け
ず
。
ゆ
え
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
瞋し

ん

恚い

の
害
は

則す
な
わち

諸
も
ろ
も
ろの

善ぜ
ん

法ぽ
う

を
破や

ぶ

り
、
好こ

う

名み
ょ
う

聞も
ん

を
や
ぶ
る
。
今こ

ん

世せ

後ご

世せ

、
人ひ

と

見
ん
こ
と
を
ね
が
わ
ず
。
当
に
知
る
べ
し
、

瞋し
ん

心じ
ん

は
猛

み
ょ
う

火か

よ
り
も
甚

は
な
は
だし

。
常
に
当
に
防ぼ

う

護ご

し
て
入い

る

こ
と
を
得え

せ
し
む
る
こ
と
勿な

か

る
べ
し
。
功く

徳ど
く

を
か
す
む

る
の
賊ぞ

く

は
瞋し

ん

恚い

に
過
ぎ
た
る
は
無
し
。

訳も
し
毒
の
よ
う
な
悪
口
や
罵ば

倒と
う

を
喜
ん
で
耐
え
て
受
け
、

あ
た
か
も
最
高
に
お
い
し
い
甘
露
を
飲
む
よ
う
に
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
は
、
出
家
し
た
智
慧
あ
る
者
と
は
言
わ
な

い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
瞋い

か

り
の
害
は
、
た
ち
ま

ち
に
今
ま
で
諸
々
行
っ
て
き
た
善
法
を
傷
つ
け
て
し
ま
い
、

好
い
評
判
も
そ
こ
な
っ
て
し
ま
う
。
現げ

ん

世せ

だ
け
で
な
く
来ら
い

世せ

に
お
い
て
さ
え
も
、
誰
も
こ
の
よ
う
な
者
に
会
い
た
い
と
思

わ
な
い
だ
ろ
う
。
ぜ
ひ
と
も
次
の
よ
う
に
知
る
べ
き
で
あ
る
。

瞋
り
の
心
は
激
し
く
燃
え
る
火
よ
り
も
す
さ
ま
じ
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
。
常
に
自
ら
を
し
っ
か
り
と
護
っ
て
、
瞋
り
の

心
を
入
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
諸
々
の

功
徳
を
盗
み
取
る
賊
の
中
で
、
瞋
り
以
上
の
も
の
は
な
い
の

で
あ
る
。

原
文
訓
読

白び
ゃ
く

衣え

は
受じ

ゅ

欲よ
く

非ひ

行ぎ
ょ
う

道ど
う

の
人
な
り
。
法
と
し
て
自
ら

制
す
る
こ
と
無
き
す
ら
瞋し

ん

な
お
恕な

だ

む
べ
し
。
出し

ゅ

家っ
け

行
ぎ
ょ
う

道ど
う

無む

欲よ
く

の
人
に
し
て
、
し
か
も
瞋し

ん

恚い

を
懐い

だ

く
は
甚は

な
は

だ
不ふ

可か

な
り
。
た
と
え
ば
、
清

し
ょ
う

冷り
ょ
うの

雲
の
中
に
霹

び
ゃ
く

靂り
ゃ
く

火
を

起お
こ

す
は
所し

ょ

応お
う

に
非あ

ら

ざ
る
が
如ご

と

し
。

訳在
家
の
人
（
白
衣
）
は
、
禁
欲
の
生
活
や
修
行
を
す
る
生
活

で
は
な
く
、
自
ら
を
制
す
る
戒
法
に
は
縛
ら
れ
て
い
な
い
が
、

そ
れ
で
も
瞋い

か

り
は
、
や
は
り
お
さ
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
し

て
出
家
者
は
、
道
を
求
め
て
修
行
し
、
欲
を
離
れ
た
人
で
あ

る
の
に
、
瞋
り
の
心
を
起
こ
す
こ
と
は
、
全
く
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
澄
ん
だ
青
い

空
に
浮
か
ぶ
白
い
雲
の
中
か
ら
、
雷
が
鳴
り
稲
妻
が
光
る
よ

う
な
こ
と
で
、
不
自
然
な
こ
と
な
の
と
同
じ
で
あ
る
。

解
説

罵
詈
も
甘
露
の
水
の
ご
と
く

和
文
の
お
経
は
お
聞
き
い
た
だ
い
て
い
れ
ば
、
な
ん

と
な
く
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
で
し
ょ
う
が
、
こ
の

「 

節せ
つ

々せ
つ

に
支し

解げ

す
る
」
の
意
味
は
、
ま
さ
か
自
分
の
体

を
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
聞
い
て
い
て
わ
か

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
意
味
が
わ
か
る
と
、
ギ
ョ
ッ
と

し
ま
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
目
に
あ
っ
て
も
怒い
か

り
の
心
を

起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
、
お
釈
迦
様
は
最
後
の
説

法
で
、
お
説
き
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
。

在
家
出
家
に
か
か

わ
ら
ず
、
腹
を
立
て

て
は
な
ら
な
い
が
、

特
に
出
家
者
が
怒
り

の
心
を
起
こ
す
こ
と

は
、
す
べ
て
の
功
徳

を
失
っ
て
し
ま
う
こ

と
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

た
と
え
、
他
人
か
ら
罵ば

倒と
う

さ
れ
て
も
、
悪
口
を
言
わ

れ
て
も
、
喜
ん
で
耐
え
な
さ
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
、
お
い
し
い
甘
露
の
水
を
飲
む
か
の
よ
う
に
、

そ
の
毒
を
受
け
な
さ
い
。
そ
れ
が
で
き
て
初
め
て
智
慧

あ
る
人
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
有う

力り
き

の
大た
い

人に
ん（

力

の
あ
る
偉
大
な
人
）
と
言
え
る
の
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
る
の
で
す
。

は
た
し
て
皆
さ
ん
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
か
な
り
だ
め
で
し
た
。
自
分
は
出
家
者
と
は

言
い
難
い
、
と
、
つ
い
最
近
ま
で
頭
を
抱
え
て
い
ま
し

た
。
あ
る
種
の
い
じ
め
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

す
と
、
二
十
五
年
間
、
許
し
が
た
い
思
い
を
起
こ
し
て

い
た
の
で
す
。

（
改
め
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
筆
者
は
自
分
の
こ
と

を
と
き
ど
き
例
に
使
い
ま
す
。
他
人
の
心
の
内
ま
で
見
え
ま
せ

ん
し
、
や
た
ら
に
他
の
人
の
こ
と
を
例
に
使
っ
て
は
申
し
訳
な

い
の
で
、
自
分
の
ケ
ー
ス
を
俎そ

上じ
ょ
うに
載
せ
る
こ
と
、
お
断
り
し

て
お
き
ま
す
。）

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
5  

丸
山
劫
外
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「
瞋
恨

む
し
せ

る
か
な
と
こ
る

や
り
怒
に
ら
自

起
を
心
の
み
恨

な
は
て
せ
さ
こ

る
い
て
し
を
方
き
生
な
意
本
不
に
の
い
な
は
で
因
原
が

悪
罵

あ
に
」
毒
の

切
々

な
き
説
お
と

「
に
中
の
』
経
華
法
『

常
不
軽
菩

品

が
章
う
い
と
」

永平寺中雀門

19

罵
詈
雑
言

を
浴

も
年
何
と
」
だ
の
も

罵

木

で
殴

瓦

る
す
り
た
れ
ら
け
つ
げ
投
を
石
や

能

て
れ
か
説
も
で
』
経
遺
『
の
こ

い
て
し
」
受
忍
を
毒
の
罵
悪
「
ず

て
れ
わ
た
う
と
人
詩
の
経
華
法

の
た
き
生
に
心
の
治
賢
沢
宮
る
い

　
デ

　

ズ
セ
モ
レ
ラ
メ
ホ

　

サ
モ
ニ
ク

ズ
レ

　

ニ
ノ
モ
フ
イ
ウ
サ

　

と
」
イ
タ
リ
ナ
ハ
シ
タ
ワ

思
慕
す』

経
遺
『
の
回
今
に
中
の
」
ズ
ケ
マ
モ
ニ
雨
「
く
じ
同

ク
ナ
ハ
欲
「

　

テ
シ
決

瞋

ズ
ラ

　

ワ
ニ
カ
ズ
シ
モ
ツ
イ

　

カ
ズ
シ
モ
ツ
イ
「
は
に
」
ズ
ケ
マ
モ
イ
雨
「
の
治
賢

れ
わ
た
う
が
姿
の
」
喜
歓
「
に
う

思
と
る
あ
で
界
世
の
」
ズ
ケ
マ
モ

し
ま
り
貼
に
横
の
机
て
い
書
を
詩

清

浄

思
と
い
た
き
い
て
い
抜
き
生
に
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ま
す
。

そ
の
日
仕
上
げ
る
つ
も
り
だ
�
た

仕
事
が
片
づ
か
な
か
�
た
り
、
予
定

さ
れ
て
い
た
外
部
の
仕
事
関
係
者
と

の
打
ち
合
わ
せ
の
準
備
が
充
分
に
で

き
な
か
�
た
り
…
…
。
そ
ん
な
ふ
う

に
終
え
た
一
日
に
充
実
感
が
あ
る
で

し
�
う
か
。
ど
こ
か
に
や
り
残
し
た

感
覚
が
残
る
は
ず
で
す
。
不
完
全
燃

焼
の
自
分
を
感
じ
る
と
い
�
て
も
い

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
生
は
一
日
一
日
の
積
み
重
ね
で

す
。
充
実
感
の
な
い
一
日
が
ず
�
と

連
な
�
た
ら
、
人
生
も
充
実
感
の
な

い
も
の
に
な
�
て
し
ま
い
ま
す
。

一
方
、
早
起
き
を
す
れ
ば
、
余
裕

を
も
�
て
朝
の
時
間
が
す
ご
せ
ま
す
。

窓
を
開
け
放
�
て
清
々
し
い
空
気
を

部
屋
に
取
り
入
れ
る
こ
と
も
で
き
ま

す
し
、
朝
食
を
し
�
か
り
と
る
こ
と

も
で
き
る
で
し
�
う
。
身
支
度
や
そ

の
日
の
仕
事
に
必
要
な
書
類
や
デ
�

タ
の
チ
�
�
ク
な
ど
に
も
充
分
に
時

間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

会
社
に
着
い
た
と
き
に
は
す
で
に

仕
事
へ
の
臨
戦
態
勢
が
整
�
て
い
ま

す
か
ら
、
す
ぐ
に
も
能
力
を
フ
ル
回

転
さ
せ
て
仕
事
に
入
�
て
い
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
日
を
終
え
る
と

き
に
は
、
や
る
べ
き
こ
と
を
や
り
き

�
た
と
い
う
充
実
感
が
心
い
�
ぱ
い

に
広
が
り
ま
す
。

禅
で
は
「
縁
」
と
い
う
こ
と
を
大

事
に
し
ま
す
。
は
じ
め
に
よ
い
縁
を

結
べ
ば
、
そ
の
良
縁
は
次
々
に
連
鎖

し
て
い
く
の
で
す
。
逆
に
最
初
に
悪

禅
の
修
行
と
い
う
と
、
一
般
の

み
な
さ
ん
は
坐
禅
を
思
い
浮

か
べ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ

ん
、
坐
禅
も
大
切
な
修
行
の
ひ
と
つ

で
す
が
、
禅
の
修
行
の
幅
は
も
�
と
、

も
�
と
広
い
の
で
す
。
行
ぎ
�
う

住じ
�
う

坐ざ

臥が

の
す
べ
て
が
、
日
常
の
立
ち
居
ふ
る

ま
い
の
一
切
合
切
が
修
行
で
あ
る
。

禅
で
は
修
行
を
そ
の
よ
う
に
考
え
て

い
ま
す
。

言
葉
を
換
え
れ
ば
、
生
活
の
な
か

に
禅
が
あ
る
と
い
う
い
い
方
が
で
き

る
で
し
�
う
。
そ
こ
で
、
今
回
か
ら

は
日
常
生
活
に
禅
の
教
え
を
、
考
え

方
を
活
か
す
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
探
�

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

朝
早
起
き
を
す
る

朝
の
時
間
を
ど
う
過
ご
す
か
で
そ

の
日
一
日
が
ど
の
よ
う
な
日
に
な
る

か
が
決
ま
る
。
わ
た
し
は
常
々
そ
う

お
話
し
し
て
い
ま
す
。
朝
ギ
リ
ギ
リ

ま
で
寝
て
い
て
、
朝
食
も
ま
と
も
に

と
ら
ず
、
あ
わ
た
だ
し
く
身
支
度
を

し
て
家
を
飛
び
出
す
。
現
代
人
の
多

く
は
そ
ん
な
朝
の
す
ご
し
方
を
し
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
�
う
か
。
さ

て
、
そ
の
日
は
ど
の
よ
う
な
一
日
に

な
る
で
し
�
う
。

ス
タ
�
ト
か
ら
時
間
に
追
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
気
持
ち
は
急

い
て
い
ま
す
。
会
社
に
着
い
て
か
ら

し
ば
ら
く
は
気
持
ち
を
落
ち
着
け
て
、

仕
事
に
取
り
組
む
態
勢
を
整
え
る
た

め
の
時
間
が
必
要
で
す
。
そ
の
時
間

的
な
ロ
ス
は
一
日
中
つ
い
て
ま
わ
り

禅
的

生
き
方
の

ヒ
ン
ト

枡
野
俊
明

1
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わ
う
。
何
も
考
え
ず
、

「
あ
あ
、
い
い
香
り
だ
な
�
」

「
お
い
し
い
な
�
」

と
い
う
思
い
だ
け
が
心
に
満
た
さ

れ
た
ら
、
そ
れ
が
お
茶
を
飲
む
こ
と

と
ひ
と
つ
に
な
�
て
い
る
姿
で
す
。

そ
の
と
き
、
心
は
何
も
の
に
も
と

ら
わ
れ
ず
、
自
由
で
ど
こ
ま
で
も
穏

や
か
で
す
。
一
日
を
始
め
る
の
に
も

�
と
も
望
ま
し
い
心
の
在
り
様
だ
と

い
�
て
も
い
い
で
し
�
う
。
こ
の

「
テ
�
�
タ
イ
ム
」
を
、
ぜ
ひ
、
毎

朝
の
習
慣
に
し
て
く
だ
さ
い
。　

朝
は
本
来
、
一
日
の
う
ち
で
い
ち

ば
ん
清
々
し
い
時
間
帯
で
す
。
そ
の

朝
を
追
わ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
で
過

ご
す
の
は
あ
ま
り
に
も
�
た
い
な
い
。

三
〇
分
早
く
起
き
れ
ば
、
朝
は
め
ざ

ま
し
く
変
わ
り
ま
す
。「
禅
即
行
動
」

の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
禅
で
は
と

に
か
く
動
く
こ
と
、
や
�
て
み
る
こ

と
を
と
く
に
重
ん
じ
て
い
ま
す
。

さ
あ
、
朝
を
変
え
ま
し
�
う
。
そ

れ
は
、
一
日
を
変
え
、
人
生
を
変
え

る
こ
と
に
つ
な
が
�
て
い
き
ま
す
。

そ
の
す
ば
ら
し
い
変
化
を
み
な
さ
ん

自
身
で
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

縁
を
結
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
連

鎖
し
て
い
く
。
結
果
と
し
て
両
者
に

は
大
き
な
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

早
起
き
を
し
て
朝
を
充
実
し
て
す

ご
す
こ
と
は
、
一
日
の
は
じ
め
に
良

縁
を
結
ぶ
こ
と
。
い
つ
ま
で
も
寝
て

い
る
の
は
悪
縁
を
結
ぶ
こ
と
で
す
。

先
の
例
で
い
え
ば
、
前
者
は
仕
事
が

テ
キ
パ
キ
と
片
づ
き
、
打
ち
合
わ
せ

も
こ
ち
ら
の
主
導
で
進
め
ら
れ
る
、

と
い
�
た
い
い
状
況
を
も
た
ら
し
、

後
者
は
仕
事
が
先
送
り
に
さ
れ
、
打

ち
合
わ
せ
で
も
相
手
に
翻
弄
さ
れ
る
、

と
い
�
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
ま

さ
に
「
善ぜ
ん

因い
ん

善ぜ
ん

果か

」「
悪あ
く

因い
ん

悪あ
�

果か

」
な

の
で
す
。

ゆ
�
た
り
と 

お
茶
を
楽
し
む

朝
の
す
ご
し
方
の
「
締
め
」
と
し

て
実
践
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、

ゆ
�
た
り
と
お
茶
を
飲
む
こ
と
で
す
。

こ
ん
な
禅
語
が
あ
り
ま
す
。

「
喫き
�

茶さ

喫き
つ

飯ぱ
ん

」

お
茶
を
飲
む
と
き
は
飲
む
こ
と
だ

け
に
集
中
し
、
食
事
を
い
た
だ
く
と

き
は
そ
の
こ
と
だ
け
に
徹
す
る
、
と

い
う
意
味
で
す
。
禅
で
は
そ
の
こ
と

（
お
茶
を
飲
む
こ
と
、
食
事
を
す
る
こ
と
）

と
ひ
と
つ
に
な
る
と
い
�
た
り
し
ま

す
が
、
こ
れ
が
と
て
も
難
し
い
の
で

す
。人

は
集
中
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、

つ
い
余
計
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う

も
の
で
す
。
仕
事
を
し
な
が
ら
、
退

社
後
の
予
定
の
こ
と
を
思
�
た
り
、

趣
味
に
興
じ
て
い
る
と
き
に
仕
事
の

こ
と
が
頭
を
掠
め
た
り
、
と
い
�
た

塩
梅
。
思
い
当
た
る
と
い
う
人
は
少

な
く
な
い
は
ず
で
す
。

て
い
ね
い
に
お
茶
（
コ
�
ヒ
�
、
紅

茶etc.

）
を
淹
れ
て
、
ゆ
�
た
り
と
味

ますの・しゅんみょう
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