
で
す
よ
。
偉
そ
う
な
お
坊
さ
ん
が
出
て
き
て
西
を
忘
れ
る
な
，
西
を

忘
れ
る
な
と
言
う
ん
で
す
。
誰
か
と
思
っ
て
お
堂
を
見
渡
し
た
ら
こ

の
お
大
師
様
で
す
ね
。
毎
日
3
日
も
連
続
で
出
て
く
る
ん
で
す
よ
」

え
〜
驚
き
の
あ
ま
り
声
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
な
ら
、
迷
わ
ず
誰
が
な
ん
と
言
お
う
と
東
成
井
の
土
地
に
し
よ
う
。

宗
教
法
人
申
請
が
で
き
な
く
て
も
時
が
解
決
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
自
分
に
言
い
聞
か
せ
，
決
断
し
て
『
浦
井
工
務
店
社
長
・
浦
井
安

正
氏
』
に
相
談
し
、
お
寺
の
敷
地
と
言
う
だ
け
で
は
な
く
（
近
隣
の
住

民
・
信
者
さ
ん
の
公
園
に
ま
ず
し
よ
う
）
昔
か
ら
作
り
た
か
っ
た
「
遊

び
の
森
」
何
も
し
て
な
い
と
，
何
も
考
え
て
い
な
い
と
腐
っ
て
し
ま
う

私
が
復
活
し
ま
し
た
。
公
園
の
名
前
は
【
遊
び
の
森
で
す
】
春
は
椿
・

こ
ぶ
し
・
桜
・
さ
つ
き
・
つ
つ
じ
・
初
夏
に
は
山
ぼ
う
し
・
し
ゃ
ら
の

花
が
咲
き
，
そ
し
て
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
や
イ
チ
ジ
ク
・
さ
く
ら
ん
ぼ
の
実

が
な
り
、
若
葉
が
茂
る
。
夏
は
木
陰
で
涼
を
と
り
，
秋
は
イ
チ
ヨ
ウ
、

も
み
じ
の
紅
葉
を
眺
め
、
ハ
ウ
ス
で
ブ
ド
ウ
を
摘
み
、
冬
は
礼
拝
堂
で

ス
ト
ー
ブ
を
囲
み
，
焼
き
た
て
パ
ン
と
ハ
ー
ブ
テ
イ
を
飲
み
な
が
ら
宗

教
の
話
で
盛
り
上
が
る
。
と
て
も
贅
沢
な
空
間
・
時
間
・
自
然
と
の
触

れ
あ
い
。
心
を
癒
し
て
く
れ
る
『
自
然
の
癒
し
の
ス
ポ
ッ
ト
』
の
誕
生

で
す
。
ま
だ
未
完
成
、
で
も
素
敵
で
す
。

　
こ
の
原
稿
を
書
き
終
わ
っ
た
数
日
後
、
東
京
か
ら
宗
教
法
人
専
門

の
長
谷
川
弁
護
士
が
来
て
、
こ
の
森
を
見
て
感
激
し
て
「
こ
こ
で
宗

教
法
人
を
申
請
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

土
地
の
問
題
も
設
計
士
が
石
岡
市
に
お
伺
い
に
言
っ
た
と
こ
ろ
，
元

八
郷
町
な
の
で
八
郷
町
の
規
則
に
則
っ
て
、
と
言
う
こ
と
に
な
り
規

制
が
当
初
よ
り
随
分
緩
和
さ
せ
て
，
何
と
か
礼
拝
堂
を
建
立
す
れ
ば

申
請
で
き
る
見
通
し
が
た
つ
と
の
こ
と
で
、
な
ん
だ
か
嬉
し
さ
と
活

気
が
み
な
ぎ
っ
て
来
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
一
度
【
遊
び
の
森
】
に
足
を
運

ん
で
見
て
下
さ
い
。

樹
木
の
御
寄
進
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
お
寺
に
ご
相
談
下
さ

い
。

※
押
辺
の
土
地
は
早
急
に
売
却

と

考

え

て

い

ま

す

。

約

2
6
0
0
坪
で
雑
地
、
40
坪
の

家
が
つ
い
て
ま
す
。
購
入
し
た

い
方
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
紹
介

下
さ
い
。
こ
の
土
地
は
事
業
は

繁
栄
す
る
土
地
で
す
。

　
運
送
業
・
土
木
工
事
業
・
産

業
廃
棄
物
業
・
ソ
ー
ラ
発
電
設

置
事
業
等
に
向
い
て
い
ま
す
。

宗
教
法
人
取
得
に
向
け
て

　
寺
、
建
立
当
寺
は
信
者
さ
ん
も
少
な
く
、
後
を
継
ぐ
者
も
居
な

か
っ
た
の
で
、
大
久
保
の
自
宅
敷
地
内
で
宗
教
活
動
を
す
れ
ば
よ
い

と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
現
在

（
１
）
本
尊
不
動
明
王
様
の
お
力
が
増
大
し
、
多
く
の
願
い
が
成
就

す
る
た
め

（
２
）
信
者
さ
ん
が
年
々
増
加
し

（
３
）
法
忍
さ
ん
と
言
う
立
派
な
跡
取
り
が
で
き
、
守
快
さ
ん
と
い

う
若
い
僧
侶
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
お
か
げ
さ
ま
で
，
波
切
不
動
寺

も
お
寺
と
し
て
の
形
が
整
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
立
派
な
お
不
動
様
の
お
力
を
後
世
に
残
す
た
め
、
宗

教
法
人
を
取
得
し
な
け
れ
ば
と
思
い
宗
教
法
人
取
得
を
発
願
し
ま
し
た
。

し
か
し
簡
単
に
は
宗
教
法
人
を
取
得
で
き
ま
せ
ん
。
多
く
の
条
件
を
満

た
さ
な
け
れ
ば
成
り
ま
せ
ん
。
主
な
条
件
を
挙
げ
て
み
ま
す
と

（
１
）
宗
教
活
動
を
三
年
以
上
続
け
て
い
る
こ
と
。
信
者
さ
ん
が
一

定
人
数
い
る
こ
と
。

（
２
）
礼
拝
場
所
・
施
設
が
あ
り
，
借
地
や
抵
当
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
。

（
３
）
僧
侶
が
い
て
伝
法
灌
頂
（
僧
侶
と
し
て
の
資
格
）
を
取
得
し

て
い
る
こ
と
。

以
上
の
様
な
条
件
が
24
項
目
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
全
て
ク
リ
ア
ー
し

な
い
と
取
得
で
き
な
い
の
で
す
。
波
切
不
動
寺
は
（
２
）
の
礼
拝
場

所
・
施
設
は
あ
る
の
で
す
が
，
借
地
・
抵
当
の
箇
所
だ
け
が
ク
リ

ア
ー
で
き
な
い
の
で
今
ま
で
宗
教
法
人
の
申
請
が
で
き
な
い
で
い
た

の
で
す
。

　
平
成
18
年
お
堂
は
，
大
久
保
聖
翠
・
個
人
の
退
職
金
と
銀
行
借
り

入
れ
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

お
堂
の
場
所
は
、
大
久
保
家
の
所
有
地
な
の
で
借
地
で
す
し
、
お
堂

は
銀
行
の
担
保
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　
今
の
場
所
で
宗
教
法
人
の
申
請
を
す
る
と
大
久
保
家
の
、
家
屋
敷

全
て
が
宗
教
法
人
の
も
の
に
な
つ
て
し
ま
う
た
め
、
寺
の
跡
取
り
が

聖
翠
の
子
供
で
な
い
の
で
、
大
久
保
家
と
し
て
は
大
変
困
る
訳
で
す
。

　
上
記
理
由
か
ら
、
寺
を
別
の
場
所
に
移
そ
う
と
考
え
ま
し
た
。
は
じ

め
に
石
岡
市
東
成
井
の
土
地
、
一
昨
年
柴
燈
護
摩
を
修
し
た
所
で
す
。

広
く
て
形
が
良
く
、
場
所
の
説
明
が
し
や
す
い
。
交
通
の
便
も
よ
い
が

土
地
代
が
高
い
の
が
難
点
で
し
た
が
、
半
額
を
銀
行
借
り
入
れ
で
購
入

し
ま
し
た
。
こ
の
土
地
に
新
し
く
お
堂
を
建
て
て
法
人
を
取
得
し
よ
う

と
動
き
始
め
た
の
で
す
が
、
入
り
口
が
狭
く
開
発
行
為
が
で
き
な
い
こ

と
が
判
り
ま
し
た
。
不
動
産
屋
も
そ
の
こ
と
は
承
知
し
て
い
て
，
道
を

広
げ
る
約
束
を
し
て
く
れ
て
も
一
向
に
実
行
し
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
に

加
え
て
、
税
制
上
、
波
切
不
動
寺
が
易
の
祈
祷
所
と
し
て
登
録
し
て
あ

る
関
係
上
、
事
業
税
・
消
費
税
等
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
、
税
金
を

支
払
う
と
寺
建
立
の
資
金
が
残
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
早
急

に
宗
教
法
人
を
取
得
し
な
け
れ
ば
，
寺
の
存
続
も
で
き
な
く
な
る
と
考

え
、
石
岡
市
東
成
井
の
土
地
を
売
却
す
る
こ
と
と
し
，
安
い
土
地
を
探

し
始
め
た
の
が
昨
年
の
12
月
で
す
。
北
東
の
方
角
に
安
く
て
築
38
年
の

家
が
あ
る
土
地
を
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
こ
で
法
人
申
請
が
で
き
る
と
考

え
購
入
し
ま
し
た
。
３
月
に
地
鎮
祭
を
し
て
5
月
4
日
に
柴
燈
護
摩
を

修
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
地
元
地
区
か
ら
厳
重
抗
議
を
受
け
ま
し
た
。
私

共
の
宗
教
活
動
は
一
切
認
め
な
い
と
の
強
気
な
姿
勢
で
、
話
し
合
い
に

も
成
り
ま
せ
ん
。
聖
翠
・
法
忍
も
嫌
気
を
強
く
感
じ
、
こ
の
場
所
で
は

活
動
不
能
と
判
断
し
ま
し
た
。

　
聖
翠
の
焦
り
な
の
か
、
時
期
尚
早
な
の
か
、
判
断
ミ
ス
な
の
か
、

自
暴
自
棄
が
一
ヶ
月
程
続
き
、
何
を
す
る
気
力
も
無
く
な
っ
て
、
法

人
申
請
も
あ
き
ら
め
か
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
7
〜

8
年
前
に
来
て
い
た
お
花
と
お
茶
の
先
生
か
ら
電
話
が
あ
り
「
先
生

お
元
気
、
な
ん
だ
か
先
生
が
意
気
消
沈
し
た
お
顔
で
夢
に
出
て
く
る

の
心
配
で
お
電
話
し
ま
し
た
」
言
う
の
で
す
。
「
あ
り
が
と
う
、
元

気
な
ん
だ
け
ど
何
か
が
ん
ば
れ
な
い
の
」
と
話
す
。
「
大
変
、
す
ぐ

行
く
ね
」
と
電
話
を
切
っ
て
30
分
後
に
笠
間
の
事
務
所
に
や
っ
て
き

た
。
簡
単
に
お
寺
建
立
の
場
所
で
悩
ん
で
い
る
こ
と
を
話
す
と
、
場

所
を
見
せ
て
と
言
う
の
で
石
岡
市
東
成
井
の
土
地
、
笠
間
市
押
辺
の

土
地
に
案
内
し
ま
し
た
。
（
こ
の
方
は
時
々
す
ご
い
霊
感
を
発
揮
す

る
人
な
の
で
す
。
）

　
す
る
と
「
東
成
井
の
土
地
は
と
て
も
気
が
錬
れ
て
い
て
気
持
ち
が

良
い
と
絶
賛
す
る
の
で
す
。
押
辺
の
土
地
は
拝
ん
で
も
拝
ん
で
も
気

が
散
乱
し
て
し
ま
う
よ
、
こ
こ
に
建
て
て
は
お
寺
は
栄
え
な
い
よ
。

神
社
・
仏
閣
は
木
々
に
囲
ま
れ
て
な
い
と
ね
」
と
言
う
の
で
す
。

　
そ
う
な
ん
だ
と
気
づ
い
た
が
、
「
な
ら
な
ん
で
お
不
動
様
は
こ
ん

な
土
地
を
買
わ
せ
た
の
か
ナ
ー
」
と
の
疑
問
が
先
に
立
っ
て
「
こ
こ

で
頑
張
ろ
う
」
と
言
う
気
に
は
な
ら
な
い
で
い
ま
し
た
。
そ
の
日
の

夕
方
暗
く
な
る
ま
で
，
東
成
井
の
山
の
切
り
株
に
腰
か
け
て
，

ボ
ー
っ
と
し
て
い
ま
し
た
。
次
の
日
も
次
の
日
も
山
に
入
っ
て
切
り

株
に
座
っ
て
い
ま
し
た
。
不
思
議
に
涙
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
3
日

目
の
夜
、
浦
井
さ
ん
が
荒
神
供
に
来
て
「
朝
3
時
頃
、
夢
を
見
る
ん
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思
い
が
明
日
を
つ
く
る
。

　
明
日
の
こ
と
、
一
ヶ
月
後
の
こ
と
、
１
年
後
の
こ
と
、
想
像

し
て
い
ま
す
か
？
　
強
く
想
っ
て
行
動
す
る
と
想
っ
た
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
事
例
の
ひ
と
つ
を
こ
の
号
で
は
紹
介
し

ま
す
。

　
そ
れ
は
、
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
大
久
保
先
生
の
こ
と
で
す
。

大
久
保
先
生
が
幼
稚
園
の
先
生
を
し
な
が
ら
、
お
坊
さ
ん
の
修

行
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
先
生
を
し
な
が
ら
で
す
し
、

息
子
さ
ん
た
ち
も
ま
だ
高
校
生
で
し
た
の
で
、
自
分
の
時
間
な

ん
て
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
修
行
を
す
る
に
は
、
眠

る
時
間
を
削
っ
て
修
行
を
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
強
豪
サ
ッ

カ
ー
部
に
所
属
し
て
い
る
息
子
さ
ん
が
い
ま
し
た
の
で
、
始
発

の
電
車
に
間
に
合
う
よ
う
に
、
早
朝
に
お
弁
当
を
つ
く
っ
て
送

り
出
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
修
行
を
す
る
か
ら
と

い
っ
て
、
家
事
を
し
な
く
て
い
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家

事
や
仕
事
を
し
っ
か
り
こ
な
し
た
上
で
、
眠
る
時
間
を
削
っ
て

お
不
動
さ
ん
を
拝
ん
だ
の
で
す
。
朝
は
２
時
30
分
起
床
。
そ
し

て
井
戸
端
で
水
を
か
ぶ
り
ま
す
。
そ
の
後
２
時
間
ひ
た
す
ら
読

経
し
ま
す
。
終
わ
れ
ば
休
み
も
な
く
ご
く
普
通
に
家
事
を
し
て
、

出
勤
し
ま
す
。

　
私
が
小
学
生
だ
っ
た
頃
こ
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
先
生

の
姿
を
見
て
、
「
よ
く
つ
づ
く
な
ぁ
。
す
ご
い
な
ぁ
。
」
と

思
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
と
き
よ
く
先
生
が
言
っ
て
い
た
の

は
、
「
裏
山
に
お
堂
を
建
て
よ
う
ね
。
」
「
困
っ
た
人
、
苦
し

ん
で
る
人
が
い
つ
で
も
お
不
動
さ
ん
に
助
け
を
求
め
に
来
ら
れ

る
お
堂
を
建
て
よ
う
ね
。
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
は
正
直
、

豚
小
屋
が
建
っ
て
い
て
、
竹
山
で
あ
っ
た
裏
山
を
見
な
が
ら
、

「
お
堂
を
建
て
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
簡
単
に
い
か
な
い
の
で
は

な
い
か
。
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
ど
う
で
し
ょ
う
、
時
は
流
れ
伝
法
学
院
か
ら
帰
っ
て

く
る
と
立
派
な
お
堂
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
中
に
入
れ
ば
お
不

動
さ
ん
を
中
心
に
祀
り
、
立
派
な
荘
厳
が
し
て
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
私
は
「
自
ら
の
意
志
・
行
動
の
力
」
「
熱
烈
な
信
仰
か

ら
生
ま
れ
る
お
不
動
さ
ん
の
力
」
「
世
の
中
の
人
の
協
力
」
の

三
つ
の
合
わ
さ
っ
た
と
き
こ
と
は
成
る
と
い
う
こ
と
を
目
の
当

た
り
に
し
ま
し
た
。

　
ま
ず
想
う
こ
と
、
強
く
想
う
こ
と
。
そ
し
て
行
動
す
る
こ
と

か
ら
全
て
が
始
ま
り
ま
す
。
大
久
保
先
生
も
人
間
で
す
。
私
た

ち
と
同
じ
人
間
な
の
だ
か
ら
大
久
保
先
生
に
で
き
て
私
た
ち
に

で
き
な
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
想
う
こ
と
。
強
く
想
う
こ
と
。

動
く
こ
と
。
早
く
動
く
こ
と
。
信
じ
る
こ
と
。
強
く
信
じ
る
こ

と
。
も
う
、
こ
と
は
動
き
出
し
た
は
ず
で
す
。

　
「
お
地
蔵
様
」
ほ
ど
私
た
ち
に
親
し
ま
れ
た
、
ま
た
、
私
た

ち
を
救
っ
て
き
た
仏
様
は
、
他
に
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
？

　
お
釈
迦
様
が
覚
り
の
世
界
に
お
帰
り
に
な
ら
れ
て
、
早
２
０

０
０
年
。
次
の
佛
で
あ
る
弥
勒
様
が
こ
の
世
に
出
現
さ
れ
る
の

は
５
６
７
０
０
０
０
０
０
０
年
も
先
の
こ
と
。
そ
の
間
は
、
肉

体
を
持
っ
た
佛
は
私
た
ち
の
前
に
来
て
く
れ
ま
せ
ん
。

　
明
恵
上
人
と
言
う
聖
者
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
「
我
々
は

母
の
な
い
子
牛
の
よ
う
な
も
の
だ
釈
迦
如
来
に
会
え
な
か
っ
た

こ
と
は
恨
み
中
の
恨
み
だ
」

　
だ
か
ら
こ
そ
弘
法
大
師
様
は
、
身
命
を
賭
け
万
里
の
波
濤
を

越
え
て
、
密
教
を
我
が
国
に
伝
へ
、
宇
宙
に
偏
在
す
る
佛
と
つ

な
が
る
方
法
を
求
め
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
世
界
の
中
に
た
っ
た
一
人
止
ま
っ
て
、
今
日
も

弱
者
に
手
を
差
し
伸
べ
る
た
め
に
旅
を
続
け
る
尊
い
御
仏
が
い

ま
す
。
（
ち
な
み
に
観
音
様
は
、
他
方
世
界
：
こ
の
世
と
は
違

う
次
元
か
ら
来
る
援
軍
で
す
）

坊
主
頭
に
杖
を
つ
い
た
旅
姿
　
誰
で
し
ょ
う
？

　
そ
う
で
す
　
「
お
地
蔵
さ
ん
」
で
す
。

「
私
た
ち
佛
が
居
な
い
間
、
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
命

は
あ
な
た
に
託
そ
う
」
と
い
う
、
お
釈
迦
様
の
遺
言
を

受
け
、
覚
り
を
開
く
実
力
が
あ
り
な
が
ら
、
迷
い
の
世

界
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
、
袈
裟
一
枚
の
お
姿
で
、
神
々

世
界
か
ら
地
獄
の
底
ま
で
「
救
わ
れ
な
い
存
在
」
の
た

め
に
昼
も
夜
も
関
係
な
く
駆
け
め
ぐ
る
尊
い
仏
様
な

の
で
す
。
「
地
獄
に
ほ
と
け
」
と
は
、
な
に
を
隠
そ
う

お
地
蔵
様
の
こ
と
な
の
で
す

救
わ
れ
な
い
存
在
と
は

　
自
分
の
意
志
で
は
、

救
い
を
求
め
ら
れ
な

い
弱
者
で
す
。
　
自

分
で
「
助
け
て
」
と

い
え
る
状
態
は
、
ま

だ
ま
だ
恵
ま
れ
て
い

る
ん
で
す
ね
。

「
一
つ
に
は
地
獄
に

堕
ち
た
皆
さ
ん
」
で

す
。
な
ぜ
か
っ
て
？

自
分
が
地
獄
に
居
る

こ
と
さ
え
気
づ
け
な

い
の
が
、
地
獄
の
一

番
の
苦
し
み
で
す
。

お
地
蔵
さ
ん
は
、
苦
し
み
を
み
ん
な
肩
代
わ
り
す
る
「
代
受

苦
」
を
一
番
の
願
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
二
つ
に
は
「
弱
い
立
場
の
皆
さ
ん
」
で
す
。
草
木
も
動
物
も

お
魚
も
、
み
ん
な
同
じ
命
で
す
。
人
間
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
と

こ
ろ
が
言
葉
を
話
せ
ま
せ
ん
。
今
日
も
た
く
さ
ん
の
命
が
無
言

の
う
ち
に
、
強
い
生
き
物
に
食
べ
ら
れ
、
人
間
に
殺
さ
れ
て
い

ま
す
。

同
じ
命
な
の
に
生
き
た
ま
ま
〆
ら
れ
る
魚
も
、
切
り
倒
さ
れ
る
大

樹
も
、
踏
み
潰
さ
れ
る
虫
た
ち
も
断
末
魔
の
叫
び
を
あ
げ
て
い
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
　
そ
の
声
は
私
た
ち
の
耳
に
は
入
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
お
地
蔵
さ
ん
は
、
し
っ
か
り
聞
い
て
い
ま
す
。

お
地
蔵
さ
ん
は
、
そ
ん
な
み
ん
な
の
為
に
ど
こ
に
で
も
行
き
ま
す
。

　
三
つ
に
は
「
無
惨
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
皆
さ
ん
」
で
す
。

中
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
水
子
は
悲
惨
で
す
。
子
供
は
親
し
か
助

け
を
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
頼
る
べ
き
親
に
殺
さ
れ
る
。
そ
ん
な

苦
痛
が
他
に
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
う
誰
を
頼
っ
て
い
い
の
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
不
慮
の
事
故
や
戦
争
に
よ
っ
て
命
を

失
っ
た
人
の
大
部
分
は
、
自
分
が
死
ん
だ
と
言
う
自
覚
が
無
い

よ
う
で
す
。
た
だ
、
死
ん
だ
と
き
の
絶
望
と
苦
痛
の
記
憶
に
捕

ら
わ
れ
た
ま
ま
、
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
お
地
蔵

お
地
蔵
様
の
お
話

おふどうさんありがとうございます。 第４号



盂
蘭
盆
会
・
先
祖
供
養
の
御
案
内

様
は
そ
ん
な
皆
さ
ん
の
為
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
ま
す
。

　
お
地
蔵
さ
ん
は
、
ど
う
や
っ
た
ら
私
た
ち
を
助
け
て
く
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
？
常
識
的
に
考
え
て
も
、
正
し
い
行
い
や
修
行
、

お
供
え
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？
な
ん
と
お
地
蔵
様
に
限
っ

て
は
、
そ
れ
ら
が
無
く
て
も
良
い
の
で
す
。

「
お
地
蔵
さ
ん
の
姿
が
目
に
入
っ
た
ら
、
少
し
礼
を
し
た
だ
け

で
、
お
地
蔵
さ
ん
は
、
そ
の
人
を
救
っ
て
く
だ
さ
る
」
と
『
地

蔵
菩
薩
本
願
経
』
書
か
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
祖
先
は
、
日

本
中
い
た
る
と
こ
ろ
の
辻
・
辻
に
、
お
地
蔵
さ
ん
を
石
に
刻
ん

で
く
れ
ま
し
た
。
仏
像
と
し
て
は
ダ
ン
ト
ツ
一
位
の
多
さ
で
す
。

み
ん
な
が
救
わ
れ
る
機
会
を
造
る
た
め
に
、
努
力
し
た
先
人
達

の
思
い
を
か
ん
が
み
る
に
、
喜
び
と
感
謝
の
念
で
胸
が
い
っ
ぱ

い
に
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
お
地
蔵
様
の
姿
を
見
て
ほ
ん
の
少
し
頭
を
下

げ
た
だ
け
の
こ
と
で
も
甚
大
な
る
恩
恵
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で

す
。
い
わ
ん
や
、
そ
の
お
姿
を
造
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
人
々
の

目
に
触
れ
、
心
に
触
れ
る
機
会
を
創
る
と
言
う
こ
と
は
、
ど
れ

く
ら
い
大
き
な
巨
大
な
功
徳
を
作
る
こ
と
に
な
る
か
、
想
像
も

お
よ
ば
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
　
自
分
自
身
の
た

め
・
他
の
た
め
。
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ
た
人
の
た
め
。
迷
惑

を
か
け
た
り
命
を
奪
っ
た
り
し
て
し
ま
っ
た
存
在
の
た
め
。

『
地
蔵
菩
薩
本
願
経
』
に
よ
る
と
他
の
為
に
撒
い
た
功
徳
の
種

も
、
７
割
は
撒
い
た
人
・
即
ち
自
分
に
還
っ
て
来
ま
す
。

　
子
孫
の
た
め
に
、
美
田
を
残
さ
な
く
て
も
、
全
て
の
命
の
た

め
に
福
田
を
残
す
こ
と
は
出
来
ま
す
。
今
・
ま
た
と
な
い
機
会

が
皆
様
の
前
に
現
れ
ま
し
た
。

　
８
月
13
日
〜
16
日
ま
で
お
盆
の
期
間
で
す
。

　
お
塔
婆
を
建
て
て
ご
供
養
し
ま
し
ょ
う
。
お
盆
が
終
わ
っ
た

後
、
お
塔
婆
は
１
年
間
お
地
蔵
様
の
前
で
拝
ま
れ
ま
す
。

　
お
盆
の
期
間
中
は
、
毎
日
夕
方
６
時
よ
り
護
摩
に
て
各
家
の

塔
婆
を
護
摩
壇
の
前
に
立
て
、
施
餓
鬼
供
養
を
行
い
ま
す
。
　

　
皆
様
ど
う
ぞ
ご
参
加
下
さ
い
。
お
塔
婆
の
申
し
込
み
を
受
け

つ
け
て
お
り
ま
す
。

　
塔
婆
一
体
５
０
０
０
円
で
す
。
別
紙
に
ご
記
入
の
上
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
７
月
10
日
ま
で
で
す
。

　
餓
鬼
道
に
あ
っ
て
苦
し
む
一
切
の
衆
生(

し
ゆ
じ
よ
う)

に
食

物
を
施
し
て
供
養
す
る
こ
と
で
、
特
に
そ
の
法
会
を
い
う
．

〈
施
餓
鬼
会
〉
の
略
．
期
日
は
特
に
定
ま
ら
な
い
が
、
年
中
行

事
の
一
つ
と
し
て*

盂
蘭
盆
会(

う
ら
ぼ
ん
え)

に
行
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
．
盆
に
は
家
の
先
祖
の
精
霊(

し
よ
う
り
よ
う)

を
祀

る
ほ
か
、
と
も
に
訪
れ
て
く
る
無
縁
仏
や
餓
鬼
の
た
め
に
も
施

餓
鬼
棚(

精
霊
棚)

を
つ
く
っ
て
施
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
．
一
般
に
餓
鬼
は
供
養
す
る
も
の
の
い
な
い
無
縁
仏
と

か
祀
る
も
の
の
な
い
霊
魂
と
し
て
観
念
さ
れ
た
の
で
す
。

 

　
目
連(

も
く
れ
ん)

尊
者
は
死
ん
だ
母
親
が*

餓
鬼(

が
き)

世

界
に
堕
ち
苦
し
ん
で
い
る
の
を
発
見
し
、
仏
の
教
え
に
従
っ
て

７
月
15
日
、
僧
達
が
総*

懺
悔(

さ
ん
げ)

の*

自
恣(

じ
し)

を
す

る
に
当
た
り
食
物
な
ど
の
布
施
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
功
徳
で

母
親
は
救
わ
れ
た
と
い
う
． 

　
盂
蘭
盆
経
に
出
る
語
．
〈
盆
〉
〈
お
盆
〉
と
略
称
す
る
．
　

正
し
く
は
〈
烏
藍
婆
拏(

う
ら
ん
ば
な)

〉
と
書
く
．
共
に
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語u

lla
m
b
a
n
a

に
相
当
す
る
音
写
で
、
〈
倒
懸

(

と
う
け
ん)

〉
と
漢
訳
さ
れ
、
さ
か
さ
吊
り
の
苦
痛
を
意
味
す

る
と
い
わ
れ
る
．
近
年
、
イ
ラ
ン
の
言
語
で
霊
魂
を
意
味
す
る

ウ
ル
ヴ
ァ
ンu

rv
a
n

が
原
語
だ
と
す
る
説
も
あ
る
．
盂
蘭
盆
経

に
説
く
と
こ
ろ
で
は
、*

目
連(

も
く
れ
ん)

救
母
説
話
に
由
来

し
、
と
も
か
く
祖
霊
を
死
後
の
苦
悩
世
界
よ
り
救
済
す
る
〈
盂

蘭
盆
会(

え)

〉
の
仏
事
を
生
み
、
先
祖
供
養
に
欠
か
せ
な
い
仏

事
と
な
っ
て
い
る
。

　
私
た
ち
が
現
世
で
積
ん
だ
功
徳
（
善
い
こ
と
）
を
、
亡
く

な
っ
た
方
の
た
め
に
廻
向
（
廻
ら
せ
る
）
こ
と
の
で
き
る
機
会

で
す
。
ご
先
祖
様
た
め
に
、
縁
の
な
い
方
の
た
め
に
、
塔
婆
を

建
て
ま
し
ょ
う
。

塔
婆
を
建
て
る
意
義

施
餓
鬼
供
養
と
は

盂
蘭
盆
会
と
は

【御嶽山登拝修行の御案内】
日　　時
費　　用
出　　発
そ の 他　

平成 25年 8月 31日～ 9月 1日　
一人三万円 (交通費・宿泊費・食事代 )
午前 4時
詳細につきましては、参加者にお知らせいた
します。大型バス2台を予定していますので、
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

おふどうさんありがとうございます。平成２５年７月２８日

『
梅
干
し
の
効
能
』

　
先
日
、
法
忍
先
生
が
自

転
車
乗
り
に
夢
中
に
な
り
、

寝
不
足
と
酷
暑
の
中
、
筑

波
山
に
登
に
行
き
、
40
キ

ロ
程
走
り
ま
し
た
。

　
途
中
悪
寒
と
震
え
、
冷
や
汗
、
脱
力

感
に
襲
わ
れ
意
識
が
薄
れ
て
ゆ
く
状
態

に
な
り
ま
し
た
。

　
一
緒
に
走
っ
て
い
た
救
急
隊
の
龍
君

パ
パ
が
「
熱
中
症
だ
」
と
気
付
き
、

持
っ
て
い
た
『
梅
干
し
』
を
食
べ
さ
せ

ま
し
た
。
す
る
と
寒
気
・
震
え
が
止
ま

り
頭
が
す
っ
き
り
快
調
に
、
無
事
帰
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
恐
る
べ
し
《
梅

干
し
パ
ワ
ー
》

●●● 第二回 大久保先生の梅レシピ！ ●●●

梅　　　５ｋｇ
塩　　　500ｇ(１割塩がいちばんベスト)

焼酎　　少々

❶梅を良く洗い水気を切っておく。

❷漬物樽に梅を入れ、梅に塩をふる。

❸落とし蓋をして梅と同量の重しをする。

❹水が上がったら、重しを１ｋｇにする。

❺３週間ほど漬けたら、天日に３日

間干すと出来上がり(干しあがった梅

に霧吹きでかける)　

造り方

材料

〈梅干しの作り方〉〈梅干しの作り方〉



　
前
回
は
四
聖
諦
と
い
う
幸
せ
に
な
る
た
め
の
方
法
を
勉
強
し

ま
し
た
。
強
い
明
確
な
動
機
と
、
そ
う
な
る
た
め
の
条
件
を
見

つ
け
出
し
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結

果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
教
え
は
仏
教
の
神

髄
と
も
言
え
る
も
の
で
、
仏
教
の
い
ろ
い
ろ
な
教
え
は
こ
の
展

開
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
我
々
は
こ

の
教
え
を
知
っ
て
い
て
も
そ
れ
を
な
か
な
か
正
し
く
実
践
で
き

ま
せ
ん
。

　
命
あ
る
も
の
す
べ
て
、
幸
せ
に
な
り
た
い
と
願
わ
な
い
も
の

は
い
な
い
は
ず
で
す
。
む
し
ろ
幸
せ
の
実
現
こ
そ
生
き
る
意
味

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
そ
の
方
法
を
知
ら
ぬ
が

故
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
不
幸
の
ほ
う
へ
歩
み
を
進
め

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
な
の
で
し
ょ
う
。

　
仏
教
は
「
苦
」
の
発
見
に
よ
り
始
ま
り
ま
し
た
ね
。
そ
の
原

因
（
集
諦
）
は
無
明
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
智
恵
の
な

い
状
態
、
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
苦
の
原
因
で
あ

る
無
明
の
正
体
と
は
。
「
執
着
」
で
あ
る
と
仏
教
は
い
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
誰
も
が
一
度
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
執
着
こ
そ
が
我
々
が
思
い
通
り
に
い
か
な
い
原
因
な
の
で

す
。
過
剰
に
自
分
に
執
着
す
る
。
我
執
、
自
己
愛
着
と
も
い
い

ま
す
が
、
こ
れ
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
気
付
か
な
い
か
ら
こ
そ

上
手
く
い
か
な
い
の
で
す
。

　
大
抵
の
人
が
上
手
く
い
か
な
い
と
い
っ
た
経
験
を
お
持
ち
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
経
験
を
よ
く
思
い
返
し
て
み
る
と
、

そ
の
原
因
は
こ
の
自
己
愛
着
と
い
う
も
の
に
行
き
着
く
で
し
ょ

う
。
私
た
ち
は
こ
の
存
在
を
知
ら
ぬ
が
故
に
、
幸
せ
を
求
め
る

こ
と
を
自
己
愛
着
よ
り
生
ず
る
欲
望
を
満
た
す
こ
と
と
混
同
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
自
己
中
心
的
な
行
動
を
し
て
し
ま

う
の
で
す
。
こ
の
勘
違
い
な
行
動
は
周
囲
を
も
巻
き
込
み
、

「
人
を
呪
わ
ば
穴
二
つ
。
」
　
自
分
に
も
そ
う
い
っ
た
行
動
の

つ
け
が
廻
っ
て
く
る
の
で
す
。

　
私
た
ち
は
普
通
、
自
分
自
身
が
大
切
で
す
。
し
か
し
私
た
ち

は
自
分
自
身
だ
け
で
は
生
き
て
い
け
ず
、
他
者
と
の
関
わ
り
に

よ
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
気
付
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

自
分
自
身
が
大
切
な
ら
ば
、
他
の
人
も
自
分
自
身
が
大
切
な
は

ず
で
す
。
み
ん
な
幸
せ
を
求
め
て
歩
ん
で
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

「
自
分
さ
え
・
・
・
」
と
い
う
考
え
方
で
は
上
手
く
行
く
わ
け

が
な
い
の
で
す
。

　
も
う
一
度
仏
教
の
始
ま
り
を
お
さ
ら
い
し
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ

お
釈
迦
さ
ま
が
修
行
を
し
て
お
覚
り
を
ひ
ら
か
れ
、
我
々
に
そ

の
教
え
を
お
説
き
に
な
っ
た
の
か
。

　
「
一
人
で
も
多
く
の
人
々
の
悩
み
を
解
決
し
た
い
。
み
ん
な

を
そ
の
苦
か
ら
解
放
し
た
い
。
」
と
い
う
大
い
な
る
慈
し
み
、

悲
し
み
の
心
か
ら
で
す
。
た
だ
自
分
の
た
め
に
修
行
を
し
た
の

で
は
な
い
の
で
す
。
他
者
の
た
め
に
修
行
を
し
覚
ら
れ
、
教
え

を
お
説
き
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
こ
こ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
幸
せ
と
は
他
者
を
害
さ
ず
、
む
し

ろ
他
者
の
幸
せ
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
ま

す
。
仏
教
で
は
こ
う
い
っ
た
心
の
こ
と
を
「
慈
悲
心
」
と
い
い

ま
す
。
こ
の
心
を
起
こ
す
こ
と
育
て
る
こ
と
が
、
我
々
の
苦
の

原
因
で
あ
る
無
明
や
自
己
愛
着
と
い
っ
た
も
の
を
対
治
す
る
手

段
と
な
り
ま
す
。
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
す
が
「
自
分
に
は
無

理
」
と
は
思
わ
ず
に
、
「
自
分
に
出
来
る
こ
と
は
し
て
い
こ

う
」
と
思
っ
て
下
さ
い
。
　

　
挨
拶
も
そ
の
手
段
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
「
お
は
よ
う
ご
ざ

い
ま
す
」
と
笑
顔
で
言
わ
れ
て
気
分
の
悪
い
人
は
い
な
い
は
ず

で
す
。
笑
顔
で
挨
拶
を
さ
れ
た
ら
と
て
も
気
持
ち
が
い
い
も
の

で
す
。
そ
う
し
た
ら
自
分
も
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
返

し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
や
る
の
で
は
無
く
て
、
心
を
こ
め
て
。
心

あ
る
行
動
に
こ
そ
力
が
あ
り
ま
す
。
嬉
し
さ
、
喜
び
が
ま
た
そ

れ
を
生
む
の
で
す
。

　
私
た
ち
は
必
ず
個
人
の
長
所
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
を
生
か
し
、
周
り
や
環
境
に
役
立
た
せ
て
い
け
ば
必
ず
上
手

く
行
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
行
動
を
繰
り
返
し
て
い
く
う
ち
に
、

自
己
中
心
的
な
行
動
は
少
し
ず
つ
無
く
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

　
「
な
ぜ
上
手
く
い
か
な
い
ん
だ
ろ
う
。
」
と
思
っ
た
と
き
は
、

よ
く
自
分
の
心
を
観
察
し
て
み
て
下
さ
い
。
す
べ
て
は
自
分
の

心
の
内
に
あ
り
ま
す
。
自
分

の
心
を
育
て
、
他
者
を
い
た

わ
る
心
を
育
て
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
こ
そ
が
幸
せ
を
実
現
さ

せ
る
た
め
の
鍵
で
す
。

　
お
大
師
さ
ま
も
「
夫
れ
仏

法
遙
に
あ
ら
非
ず
、
心
中
に

し
て
即
ち
近
し
。
真
如
ほ
か

外
に
非
ず
、
身
を
捨
て
て
い
ず
く
何
ん
か
求
め
ん
。
」
と
説
か

れ
て
お
り
ま
す
。
真
実
（
幸
せ
に
な
る
た
め
の
道
）
は
自
分
の

心
の
中
に
あ
る
も
の
な
ん
だ
。
こ
の
身
が
あ
っ
て
こ
そ
そ
れ
を

得
ら
れ
る
の
だ
と
。

 

よ
く
心
を
落
ち
着
か
せ
、
自
分
と
向
き
合
え
ば
そ
の
問
題
は

解
決
す
る
と
仏
教
は
教
え
て
い
ま
す
。
原
因
は
必
ず
自
分
の
中

に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
方
法
も
自
分
の
中
に

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
お
釈
迦
さ
ま
は
四
聖
諦
で
、
お
大
師
さ
ま

は
「
夫
れ
仏
法
遙
に
非
ず
・
・
・
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
を
心
に
留
め
置
き
自
己
中
心
的
だ
っ
た
自
分
を
改

め
、
心
を
訓
練
し
育
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
で
き
る
限

り
他
者
の
た
め
、
み
ん
な
の
た
め
に
努
力
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う

す
れ
ば
幸
せ
の
実
現
へ
と
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。
　
　
　
　
　

つ
づ
く

vol.2

仏
教

四聖諦
（ししょうたい）

基
礎か
ら
の

苦　諦（くたい）

苦しみ(思い通りにいかない)が
あるということを知る。

集　諦（じったい）

苦には原因があるということを知る。

滅　諦（めったい）

その原因より起こる苦を滅することが
できるということを知る。

道　諦（どうたい）

その為の方法があるということを知る。

シ
リ
ー
ズ

　四聖諦とは四つの道のことをい
います。それは苦諦、集諦、滅諦、
道諦の四つです。具体的にいうと
こうなります。

おふどうさんありがとうございます。 第４号


