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末
法

ま
っ
ぽ
う

悪
あ
く

世 せ

の
か
な
し
み
は 

南
都
北
嶺

ほ
く
れ
い

の
仏
法

ぶ
っ
ぽ
う

者
し
ゃ

の 

輿
こ
し

か
く
僧

そ
う

達
た
ち

力
者

り
き
し
ゃ

法
師 

高
位
を
も
て
な
す
名
と
し
た
り （

聖
典
五
〇
九
頁
） 

 

愚
禿
悲
歎
述
懐
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
「
か
な
し
き
か
な

や
」
と
嘆
く
感
情
を
あ
ら
わ
す
表
現
が
二
度
で
て
き
ま
し

た
。
こ
の
和
讃
で
は
、「
か
な
し
み
は
」
と
憂
い
や
悲
哀
を

も
っ
て
見
つ
め
て
お
ら
れ
る
親
鸞
聖
人
が
思
わ
れ
ま
す
。 

「
南
都
北
嶺
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
見
つ
め
る
先
に

は
奈
良
の
東
大
寺
や
興
福
寺
に
代
表
さ
れ
る
諸
大
寺
、
比
叡

山
延
暦
寺
に
三
井
の
園
城
寺
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
当
時

を
代
表
す
る
そ
の
寺
々
の
仏
法
者
の
、「
輿
か
く
」「
高
位
を

も
て
な
す
」
の
姿
を
見
つ
め
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。 

 

そ
の
高
位
・
高
官
の
僧
の
輿
を
担
ぐ
僧
を
、「
力
者
法

師
」
と
呼
ん
で
、
そ
れ
が
広
く
世
間
一
般
で
の
呼
び
名
に
な

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
辞
書
に
よ
る
と
、
平
安
末
期
以
後
、

髪
を
そ
っ
た
姿
を
し
、
院
・
門
跡
・
公
家
・
武
家
な
ど
に
仕

え
て
力
仕
事
に
携
わ
っ
た
従
者
や
、
輿
を
担
ぎ
、
馬
の
口
取

り
を
し
、
長
刀
を
持
つ
な
ど
し
て
主
人
の
外
出
の
供
を
し
た

者
が
、
力
者
法
師
、
青
法
師
、
力
士
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
あ

り
ま
す
。 

 

仏
法
の
存
在
を
世
に
示
し
、
世
に
於
い
て
仏
法
を
証
し
す

る
存
在
で
あ
る
「
仏
法
者
」
の
名
が
、「
輿
か
く
」「
高
位
を

も
て
な
す
」
名
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
当
時
の
仏
教
の
姿

を
見
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
政
治
的
権
威
や
経
済
的
利
権
を

有
す
る
人
々
や
、
あ
る
い
は
武
力
で
世
を
動
か
す
人
々
な
ど

の
高
位
の
存
在
を
も
て
な
し
、
不
殺
生
の
戒
が
あ
り
な
が
ら

長
刀
で
武
装
し
て
、
そ
れ
に
付
き
従
う
あ
り
方
が
、
当
時
の

仏
教
を
象
徴
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

そ
の
仏
教
は
、「
世
の
盲
冥
を
て
ら
」
し
て
政
治
の
歪
み

や
偏
り
を
指
摘
し
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
役
割
を
放
棄
し
、

政
治
権
力
に
お
も
ね
り
、
す
り
寄
っ
て
、
そ
の
権
力
を
利
用

し
て
自
ら
を
保
つ
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
ま

た
政
治
権
力
の
側
も
、
ど
こ
ま
で
も
仏
教
を
自
ら
の
勢
力
拡

大
や
正
当
化
の
た
め
に
利
用
す
る
だ
け
で
、
決
し
て
仏
教
を

敬
い
教
え
を
仰
い
で
い
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
政
治

も
仏
教
も
自
ら
の
本
務
を
見
失
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的

利
益
が
何
よ
り
の
関
心
事
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

人
間
に
歴
史
を
貫
い
て
呼
び
か
け
る
永
遠
性
や
真
実
性
に

触
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
だ
け
の
関
心
事
に
閉
じ
こ
も
る
こ

と
で
、
親
鸞
聖
人
は
「
果
報
よ
う
や
く
お
と
ろ
え
て 

二
万

歳
に
い
た
り
て
は 

五
濁
悪
世
の
名
を
え
た
り
」
と
、
悪
世

と
な
る
と
詠
わ
れ
ま
す
。 

 

現
代
に
お
い
て
も
、
宗
教
団
体
が
政
治
家
に
近
づ
き
、
選

挙
に
人
を
動
員
し
支
援
し
て
、
政
治
家
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。
政
治
家
も
ま
た
、
宗
教
団
体
の
教
え

を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
無
批
判
に
追
随
し
、
自
ら
の
地
位
の

安
泰
を
は
か
る
の
で
す
。
そ
の
利
害
が
一
致
し
た
両
者
は
、

そ
の
団
体
の
宗
教
性
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
悲
惨
な
状
況
に

あ
る
人
の
こ
と
な
ど
全
く
顧
み
る
こ
と
が
な
い
の
で
し
ょ

う
。 

 

親
鸞
聖
人
が
そ
れ
を
「
か
な
し
み
」
と
さ
れ
る
の
は
、
個

人
的
な
正
義
感
か
ら
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。「
誠
に
知
り

ぬ
。
悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鸞
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
真
の

教
え
に
知
ら
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
末
法
悪
世
の
事
実
を
ど
こ

ま
で
も
知
ら
せ
る
教
え
に
裏
打
ち
さ
れ
て
の
こ
と
で
す
。
教

え
を
私
化
し
て
利
用
す
る
人
間
の
問
題
を
ど
こ
ま
で
も
知
ら

せ
る
「
本
願
の
ま
こ
と
」
か
ら
問
わ
れ
、
自
身
の
悲
し
み
と

さ
れ
る
親
鸞
聖
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

な
ぎ
な
た 

せ 

も
う
み
ょ
う 

じ
ょ
く
あ
く
せ 

に
ま
ん 

ざ
い 

ま
こ
と 

わ
た
く
し
か 
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出
版
部
会 

藤
野

ふ
じ
の 

顕 あ
き

生 お 

五
月
二
十
日
（
金
）、
真
宗
本
廟
視
聴
覚
ホ
ー
ル
に
て
、
教

区
教
化
委
員
、
教
区
教
化
推
進
本
部
員
、
組
教
化
委
員
長
、

教
区
門
徒
会
常
任
委
員
を
対
象
に
、
総
勢
六
十
一
名
参
加
の

も
と
、
教
区
同
朋
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
教
区
教
化
委
員
会

規
則
の
改
正
を
受
け
て
、
本
年
度
は
新
た
に
教
化
推
進
本
部

員
が
加
わ
り
、
ま
た
男
女
共
同
参
画
部
会
が
新
規
に
発
足
す

る
な
ど
新
た
な
教
化
体
制
で
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。 

会
議
で
は
、
教
務
所
長
挨
拶
、
教
化
推
進
本
部
長
挨
拶
の

あ
と
、
各
部
会
お
よ
び
同
和
協
議
会
の
活
動
報
告
・
活
動
計

画
が
発
表
さ
れ
た
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
収
束
が
見
え
な
い
中
、様
々

な
事
業
が
中
止
ま
た
は
規
模
の
縮
小
、
変
更
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
が
、今
後
は
状
況
を
見
据
え
な
が
ら
対
面
で
の
研
修
会
・

行
事
等
を
再
開
し
て
い
き
た
い
と
の
方
向
性
が
確
認
さ
れ
た
。

一
方
で
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
従
来
で
あ

れ
ば
教
区
の
事
業
に
関
わ
り
に
く
い
遠
方
の
方
も
参
加
で
き

る
な
ど
有
意
義
な
面
も
あ
っ
た
の
で
は
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。 

後
半
は
東
京
教
区
・
首
都
圏
教
化
推
進
本
部
本
部
員
の
二

階
堂
行
壽
氏
よ
り
「
仏
事
・
葬
儀
は
誰
の
た
め
に
勤
め
る
の

か
～
真
宗
の
仏
事
の
回
復
～
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
講
義
を

頂
い
た
。 

近
年
は
葬
儀
社
主
導
に
よ
る
、
宗
旨
に
合
わ
な
い
儀
式
形

態
や
儀
式
の
簡
略
化
な
ど
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
う
い

う
現
状
に
お
い
て
「
真
宗
の
仏
事
の
回
復
」
と
い
う
こ
と
が

テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
回
復
」
と
い
っ
て
も

単
に
伝
統
へ
回
帰
す
る
こ
と
だ
け
が
目
的
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
、
そ
も
そ
も
「
回
復
」
と
は
誰
か
ら
誰
に
向
け
ら
れ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
を
は
じ
め
に
頂

い
た
。 

ま
た
、
教
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
「
開
教
」
と
い
う
言

葉
で
表
現
で
き
る
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
お
話
さ

れ
た
。
開
教
と
い
う
と
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
教
え
を
伝
え

て
い
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
大
切
な
こ
と
は
、
ど
こ
ま

で
も
教
え
に
よ
っ
て
自
ら
が
教
え
に
開
か
れ
て
い
く
、
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
か
始
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
。 

先
生
の
ご
自
坊
で
は
、ご
門
徒
の
家
の
多
く
は
お
寺
か
ら

離
れ
た
場
所
に
あ
り
、
お
参
り
向
か
う
の
に
平
均
一
時
間
か

ら
一
時
間
半
に
な
る
と
の
こ
と
。
中
陰
の
間
、
七
日
毎
に
お

参
り
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
そ
れ
で
も
一
度
は
必
ず
お
参

り
す
る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
る
、「
出
向
く
」
と
い
う
こ
と
を

大
切
に
し
た
い
、
と
お
話
さ
れ
た
。 

ま
た
、あ
る
葬
儀
社
と
の
印
象
的
な
お
話
を
紹
介
さ
れ
た
。

近
年
、「
式
中
初
七
日
」（
葬
儀
式
の
中
に
初
七
日
法
要
を
入

れ
る
形
式
）
と
か
「
一
日
葬
」（
通
夜
を
行
わ
な
い
葬
儀
）
と

い
っ
た
簡
略
化
し
た
形
態
が
あ
る
が
「
こ
の
よ
う
な
や
り
方

を
葬
儀
社
の
側
か
ら
提
案
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
、
こ
の

よ
う
な
や
り
方
は
全
て
お
寺
さ
ん
側
が
提
案
し
て
始
ま
っ
た

も
の
で
す
よ
」
と
話
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。 

コ
ロ
ナ
下
に
お
い
て
仏
事
の
簡
略
化
が
さ
ら
に
進
ん
で
い

る
よ
う
に
感
じ
る
。
仏
事
に
限
ら
ず
、
一
度
簡
略
化
さ
れ
た

も
の
は
中
々
元
の
形
に
は
戻
ら
な
い
と
も
聞
く
。
私
自
身
も

コ
ロ
ナ
下
に
か
こ
つ
け
て
、「
こ
ん
な
状
況
だ
か
ら
」
と
楽
な

方
、
楽
な
方
を
選
ん
で
い
る
気
が
す
る
。
今
一
度
、
私
に
と

っ
て
真
宗
の
仏
事
と
は
何
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
つ
め

直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
た
。

教化推進本部各部会からの報告 

二階堂行壽氏による講義の様子 

教
区
同
朋
会
議 

レ
ポ
ー
ト 

二
〇
二
一
年
度 
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去
る
五
月
十
四
日
、
第
二
回
と
な
る
青
少
幼
年
教
化
各
組

代
表
者
研
修
会
が
開
催
さ
れ
た
。
教
区
教
化
体
制
が
大
き
く

変
わ
り
、
担
当
す
る
私
た
ち
も
青
少
幼
年
教
化
部
会
と
名
を

改
め
、
構
成
員
の
顔
ぶ
れ
も
変
わ
り
、
何
事
も
初
事
と
な
る

中
で
の
最
初
の
事
業
で
あ
っ
た
。 

 

本
研
修
会
は
、
教
区
内
全
二
十
九
ヵ
組
か
ら
青
少
幼
年
教

化
を
担
う
者
の
代
表
が
一
堂
に
会
し
、「
私
に
と
っ
て
青
少
幼

年
教
化
と
は
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
る
、
講
義
座
談
を
中

心
と
し
た
研
修
会
で
あ
る
。広
域
に
わ
た
る
教
区
内
の
人
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
抱
え
て
い
る
課
題
や
苦
悩
、
こ
れ
ま
で

の
経
験
の
中
で
の
工
夫
、
ア
イ
デ
ア
な
ど
の
情
報
を
共
有
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
共
に
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
学
び
、
教
化

伝
道
の
歩
み
を
共
に
す
る
同
朋
に
出
遇
う
事
を
願
い
と
し
て

い
る
。 

講
師
は
、
前
回
に
続
き
、
寺
澤
三
郎
氏
（
北
海
道
教
区
第

一
三
組
敎
證
寺
住
職
・
北
海
道
教
区
教
化
本
部
長
）
に
お
越

し
い
た
だ
い
た
。事
前
会
議
等
を
全
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
い
、

研
修
会
の
方
針
や
趣
旨
文
の
作
成
な
ど
に
も
ご
指
導
を
頂
き

な
が
ら
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。 

今
回
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
状
況
を
見
な
が
ら
、
ど
の
よ

う
な
日
程
で
開
催
す
る
か
の
判
断
に
苦
労
し
た
。第
一
回
は
、

一
泊
二
日
の
開
催
で
あ
り
、
四
十
名
近
い
参
加
が
あ
っ
た
。

夜
に
は
懇
親
会
を
開
き
、
教
区
会
館
大
講
堂
一
面
に
布
団
が

敷
か
れ
、
夜
遅
く
ま
で
熱
気
ム
ン
ム
ン
の
時
間
を
過
ご
す
こ

と
が
で
き
た
。 

し
か
し
、
今
回
は
人
数
制
限
を
設
け
、
宿
泊
・
懇
親
会
を

あ
き
ら
め
、
一
日
だ
け
の
開
催
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で

あ
っ
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
、
普

段
な
か
な
か
会
わ
な
い
か
ら
こ
そ
、
直
接
交
流
な
ら
で
は
の

熱
量
を
感
じ
た
い
と
、
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
対
面
で
行
う
こ

と
に
こ
だ
わ
っ
た
。
当
日
は
無
事
に
対
面
で
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
、
十
三
ヵ
組
十
四
名
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
た
。 

寺
澤
氏
の
講
義
は
、『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
を
も
と
に
、

真
宗
の
教
化
活
動
の
内
容
と
、
共
同
教
化
の
必
要
性
・
重
要

性
に
つ
い
て
重
点
的
に
お
話
を
い
た
だ
い
た
。 

私
は
、「
教
化
す
る
者
、
さ
れ
る
者
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

気
が
付
く
と
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
特
に
主
催
者
側
に
い

る
場
合
は
色
濃
く
「
教
化
す
る
者
」
に
な
る
。「
い
い
場
に
し

た
い
」
と
心
か
ら
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
今
回
の
開
催
形
態
に

不
満
が
募
り
、
前
回
と
同
じ
よ
う
に
開
催
し
た
い
、
そ
れ
な

ら
参
加
し
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
も
ら
え
る
と
妄
信
し
て
い

た
。「
私
に
と
っ
て
」
が
抜
け
落
ち
て
、
教
化
の
場
を
作
る
の

は
私
、
参
加
者
は
教
化
さ
れ
る
者
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
つ
私

に
ハ
ッ
と
気
づ
か
さ
れ
た
。
テ
ー
マ
に
あ
る
よ
う
に
「
私
に

と
っ
て
」
と
い
う
事
を
抜
き
に
し
て
「
教
化
」
と
い
う
の
は

成
り
立
た
な
い
。
ど
の
よ
う
な
形
の
開
催
で
あ
れ
、
で
き
た

か
、で
き
な
か
っ
た
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

す
べ
て
が
ベ
ス
ト
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
場
は
、
教
化
伝
道
の

現
場
で
苦
悩
す
る
者
同
士
が
出
遇
い
、共
に
課
題
を
見
出
し
、

励
ま
し
合
い
な
が
ら
自
身
の
歩
み
を
確
か
め
る
場
で
あ
り
、

主
催
す
る
者
も
、
参
加
す
る
者
も
、
共
に
如
来
の
教
化
に
よ

っ
て
歩
み
を
す
す
め
る
朋
で
あ
る
。「
私
に
と
っ
て
」
の
歩
み

は
「
共
に
」
と
い
う
事
な
し
に
は
、
開
か
れ
て
こ
な
い
よ
う

に
思
う
。
本
研
修
会
が
、「
私
」
と
い
う
一
人
の
青
年
教
化
の

場
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。 

青
少
幼
年
教
化
部
会 

副
主
査 

仁
科 

洸 

         「
教
化
と
は
、
ま
ず
や
る
ん
だ
。 

動
く
ん
だ
。や
っ
て
み
れ
ば
わ
か
る
」 

講
師
の
寺
澤
氏
が
力
強
く
話
さ
れ
た
。
そ
の
言
葉
に
「
あ

な
た
の
や
り
方
で
、
や
れ
ば
い
い
ん
だ
よ
」
と
、
励
ま
さ
れ

た
気
が
し
た
。 

特
集   

青
少
幼
年
教
化
部
会  

            

青
少
幼
年
教
化
各
組
代
表
者
研
修
会 

講師の寺澤三郎氏 

班別座談の様子 

二
〇
二
一
年
度   

に
し
な  

こ
う  
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昨
年
度
よ
り
、
研
修
会
の
企
画
に
携
わ
り
、
当
日
は
司
会

進
行
を
務
め
た
。
今
ま
で
子
ど
も
た
ち
と
関
わ
る
仕
事
を
し

て
き
た
私
に
と
っ
て
、
部
会
員
と
し
て
の
活
動
は
、
自
ら
の

生
き
る
姿
勢
を
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
て
い
る
。
私

が
自
分
自
身
を
縛
っ
て
い
た
コ
コ
ロ
へ
の
気
付
き
も
あ
っ
た
。

 

 

今
の
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

や
知
識
基
盤
社
会
の
進
展
、 
少
子
高
齢
化
、
親
の
価
値
観
の

多
様
化
な
ど
、
急
激
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況

の
中
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
明
る
い
未
来
を
切
り
拓

い
て
い
く
た
め
に
は
、
社
会
の
変
化
に
対
応
し
、
心
豊
か
に

生
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 

豊
か
な
心
を
育
て
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
は
、
自
然
体
験
活

動
や
様
々
な
人
々
と
の
交
流
活
動
か
ら
学
び
、
そ
の
経
験
を

通
し
て
身
に
付
け
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

子
ど
も
た
ち
を
見
守
っ
て
い
く
大
人
世
代
が
、失
敗
を
恐
れ
、

弱
音
が
吐
け
な
い
よ
う
な
辛
さ
や
生
き
に
く
さ
を
抱
え
て
い

る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。 

先
輩
方
が
今
ま
で
培
っ
て
こ
ら
れ
た
も
の
を
辿
り
な
が
ら
、

お
寺
が
ど
の
世
代
に
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
た
め
に
何
が
で

き
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
研
修
会
を
通
し
て
、
人
と
の

出
会
い
や
繋
が
り
、話
す
こ
と
の
楽
し
さ
や
大
切
さ
を
再
認

識
し
た
。 

 

た
っ
た
一
枚
の
新
聞
紙
の
ゲ
ー
ム
。
あ
の
日
、
大
寝
殿
で

「
全
力
で
遊
ぶ
」
参
加
者
の
笑
顔
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。 

青
少
幼
年
教
化
部
会 

上
寺 

恵
美 

                    

参
加
者
の
声 

今
回
、
初
め
て
「
青
少
幼
年
教
化
各
組
代
表
者
研
修
会
」

に
参
加
す
る
ご
縁
を
い
た
だ
き
、「
青
少
幼
年
教
化
」
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

「
青
少
幼
年
教
化
」
と
聞
く
と
、
子
ど
も
た
ち
が
お
寺
に
集

ま
り
、
仏
教
に
触
れ
つ
つ
、
様
々
な
活
動
を
す
る
、
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
実
際
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
の

事
例
紹
介
が
あ
り
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
実

践
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
で
は
、
新
聞
紙
を
使
っ
て
様
々
な
遊
び

を
し
ま
し
た
。
大
人
で
も
楽
し
め
る
の
だ
か
ら
、
子
ど
も
た

ち
は
さ
ぞ
か
し
楽
し
い
だ
ろ
う
、
と
実
感
し
ま
し
た
。 

し
か
し
、
そ
の
後
、
班
別
座
談
の
中
で
出
た
話
題
に
お
い

て
、私
の
中
で
抜
け
落
ち
て
い
た
視
点
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
「
青
年
」
に
対
す
る
教
化
に
つ
い
て
で
す
。 

右
記
の
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
「
少
幼
年
」
に

当
た
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
十
代
、
二
十
代
に
当
た
る

「
青
年
」
に
対
す
る
教
化
は
ど
う
い
う
形
の
も
の
な
の
か
。
親

と
一
緒
に
来
て
く
れ
る
「
少
幼
年
」
に
対
し
て
、
自
立
し
て
い

る
「
青
年
」
に
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
は
た
ら
き
か
け

て
い
け
ば
良
い
の
か
。「
青
年
」
は
様
々
な
悩
み
を
抱
え
て
い

ま
す
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
ど
う
す
れ
ば
応
え
ら
れ

る
の
か
。
私
自
身
、
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

り
、
と
て
も
重
要
な
視
点
だ
と
受
け
と
め
ま
し
た
。 

最
後
の
講
義
で
、
寺
澤
三
郎
先
生
は
「
人
間
の
課
題
を
伝
え

共
に
歩
む
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
に
で
き
る
唯
一
の
「
教
化
」

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
青
年
」

と
共
に
歩
む
こ
と
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

山
城
第
二
組 

法
泉
寺 

井
上 

至 

実践アイスブレイク 

の様子 

か
み
で
ら 

め
ぐ
み 

い
の
う
え 

い
た
る 
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「猶存在耶」。『観無量寿経』のこの言葉に幾度振り返らせてもらったことだろうか。 

この阿闍世の言葉は、直訳すれば「今になお存在せりや」、現代語に直せば「まだお元気なの

か？」という意味だろう。ご存知のように父王である頻婆娑羅王を２１日間に渡って食べ物を与え

ず幽閉していた状況で発せられた言葉は「あまりにもむごい」とある先生がおっしゃっていたのを

思い出す。殺すつもりで幽閉したにもかかわらず「まだ父王はご存命（お元気）なのか」と部下に

問う、その姿勢に人間の醜い姿の根源を見ておられた。自分の手は汚したくない、しかし邪魔なも

のは消えてほしい。２６００年前の出来事だが現代に通じるのではないかと。たとえば介護に疲れ

はてた家族はこの様な思いをするのでないか、と問われたのを覚えている。 

この阿闍世の言葉の世界観は介護問題だけでなく、日常大なり小なり様々な場面で身近にある。

たとえばレジの長い順番待ち、たとえば運転中に理不尽な割り込みを受けたとき、自分の前から居

なくなってくれればいいのにと思うことは多々ある。そんな時には自分自身が阿闍世と同じ気持ち

を抱いていることに気がつかない。しかしこの言葉を思い出す時に「ああ、また自分中心に世界を

見てしまっていたなあ」と今もなお自分を問う言葉となってくれている。 

（出版部会 蒲池 義圭） 

 

教
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ 

︽
経
常
費
の
早
期
完
納
に
つ
い
て
︾ 

経
常
費
の
早
期
完
納
締
切
期
⽇
は
二
〇
二
二
年
九
⽉
三

⼗
⽇
︵
金
︶
で
す
︒ 

な
お
︑
本
廟
部
︵
参
拝
接
待
所
︶
で
相
続
講
金
︵
真
宗

本
廟
収
⾻
︶
︑
読
経
志
︵
永
代
経
・
申
経
︶
等
を
直
接
納

金
さ
れ
た
場
合
は
︑
各
寺
の
御
依
頼
額
に
は
算
⼊
さ
れ
ま

せ
ん
︒
予
め
教
務
所
を
通
し
て
お
⼿
続
き
く
だ
さ
い
︒ 

郵
便
振
替
に
よ
る
送
金
の
場
合
の
⼝
座
番
号
・
加
⼊
者

名
は
左
記
の
通
り
で
す
︒ 

・
⼝
座
番
号 

０
０
９
６
０
ー
８
ー
１
８
９
６
７ 

・
加
⼊
者
名 

真
宗
⼤
⾕
派
京
都
教
務
所 

※
払
込
⽤
紙
︵
振
込
料
教
務
所
負
担
︶
を
ご
希
望
の
⽅
は
︑

教
務
所
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
︒ 

︽
教
務
所
員
の
異
動
に
つ
い
て
︾ 

六
⽉
二
⼗
九
⽇
付
で
⽇
野
隆
文
所
長
が
︑
教
育
部
長
と

し
て
異
動
と
な
り
︑
篠
岡
誓
法
所
長
︵
前
教
学
研
究
所
事

務
長
︶
が
着
任
い
た
し
ま
し
た
︒ 

な
お
︑
篠
岡
誓
法
所
長
は
︑
⼤
津
別
院
・
山
科
別
院
・

伏
見
別
院
の
輪
番
を
兼
務
い
た
し
ま
す
︒ 

ま
た
︑
八
⽉
一
⽇
付
で
佐
々
木
⼤
駐
在
教
導
が
四
国
教

区
駐
在
教
導
と
し
て
異
動
と
な
り
︑
赤
松
崇
麿
駐
在
教
導

が
着
任
い
た
し
ま
し
た
︒ 

︽
教
務
所
事
務
休
暇
の
お
知
ら
せ
︾ 

九
⽉
二
⼗
七
⽇
︵
火
︶
を
教
務
所
整
理
の
為
︑
事
務
休

暇
と
し
ま
す
︒
教
務
所
は
開
所
し
て
お
り
ま
す
が
︑
事
務

の
取
り
扱
い
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒ 

『教区だより』の編集に携わるようになってから、約１年になる。 
編集の主な仕事として、原稿のチェックがある。誤字・脱字を見つけることは分かり易いが、文章の表現

の仕方、漢字の使い分けに関しては執筆者に確認しなくてはならない。執筆者の意図が重要だからである。 
世間では最近、議論になる表現として「コロナ禍・コロナ下」「障害・障碍・障がい」等がある。私たちは
どのような意味があって、このように使い分けられているのかをしっかりと理解できているだろうか。意味
も分からずに形だけの使い分けでは、不十分なのである。 
お念仏の教えについても同様である。「いわれを聞く」ことが大切なのである。いわれを聞いていくこと

によって、その意味がはっきりとしてくる。 
 この基本的な姿勢を忘れずにいきたい。                  （出版部会 井上 至） 
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