
世の中をゆり直すらん日の始め 小林一茶

文政七年元日から地震があったようで、天変地異に「世直し」を期待する人々

の気持ちを代弁して詠んだ句だそうです。昨年は、世界中で災害が多発しました。

今年はどうぞ穏やかな１年であってほしいものです。お寺では、お正月に修正会
しゆしよう え

を厳修し、お釈迦様の智慧をいただいて日々の暮らしに活かせるよう祈念します。



普段着のわたしたち

本年もよろし

くお願い申し上

げます。

飽きずに子育

てのこぼれ話や

愚痴を広いお心

でお読みいただ

ければ幸い。

皆様の幸せを

心よりご祈念申

します。 訶梨帝母

最近は車に

注連縄する人

減りましたよ

ね？

昔は、右を見

ても左を見ても正月に走っている車に注連

縄は付いていたものですが・・・。これも

「信仰離れ」なのでしょうか・・・。

露の身

2015 年の発見は、マ

グネシウムのサプリメン

トを飲みだしたら長年悩

まされた頭痛が治ったこ

と。

2016 年の目標は、法

然上人ご生誕の地にある誕生寺参拝と、中

国地方の城巡りです。津山城の石垣を何と

しても拝見したいものです。 征阿

年末はなんと

言ってもベート

ーベンの第 9。

お正月になった

ら同じくベート

ーベンの皇帝。

これを聞くのがわたしの定番。 幽思房

ゼミの指導教

授であられたＴ

先生、先生著の

分厚い『私説浄

土教概論』、卒業

後一度も開けたことがありませんが、毎年

この時期に活躍しています。本堂の御本尊

様にお供えする鏡餅、先ず三宝に先生の本

を横向きに置き、半紙を敷き、その上にお

餅を設置いたしますと何とも体裁が良いの

です。重さから出る安定感と分厚さが生む

高さがあつらえたみたいにちょうど良い。

年の暮れ毎年先生を思い出します。

再会を念じつつ。 俊徳丸

去年の暮れ、名古屋で

劇団四季の『オペラ座の

怪人』を観てきました。

「生」の迫力は圧倒的、

流麗な音楽と鮮やかな舞

台転換が楽しい。作曲者のロイド・ウェバ

ーは当時無名のサラ・ブライトマンのため

にこの作品を書き、主役に抜擢。彼女を妻

にしますが、６年後に去られ、怪人の悲哀

を身を以て味わうのです。 迷走坊
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□か○か … 

 私が生活する岐阜県美濃地方のお雑煮は、す

まし仕立ての汁に正月菜(小松菜をお正月用に

やわらかく小さく育てたもの)と煮た四角いお

餅で、「シンプル・イズ・ザ・ベスト！」です。 

 

一昨年の年末年始から、各々お寺の仕事で妻

は京都で私は岐阜で新年を迎えるようになり、

２年連続お雑煮用の四角い「切り餅」を買うこ

とを忘れていました。お供え用の丸餅は用意し

たのですが。２年前など、元旦にお雑煮のお汁

を仕立て、いざお餅投入という段になり買い忘

れに初めて気が付く有様。新年から大失態。今

年は幸いに、大晦日にお隣の奥さんから自家製

のお餅をいただき助かりましたけど。55回もお

正月を迎えていると、お雑煮やおせち料理に対

する楽しみや思いな

ど薄れてくるのでし

ょうか。 

 

 高校を卒業して京都の総本山光明寺に随身
ずいしん

(修行生活)をした時に、生まれて初めて自宅以

外で新年を迎えました。前の晩は除夜の鐘に参

詣される方々のお接待等で忙しかったのです

が、冬の深夜の冷気はとても新鮮で、気持ち良

く働きました。元旦には本山の管長猊下をはじ

め寺内全員が大広間に揃い、お正月の祝い膳が

一人一人に出ました。堂守りのおじいさんが皆

の前でお祝いの舞を披露されていると、朱塗の

お膳に京都のお雑煮が登場しました。京都のお

雑煮は甘口のとろりとした白味噌仕立ての汁

に、大根、金時人参、頭芋(男性の出世を願う)

が具材で、どれも円形に調理してされています。

すべてが岐阜のものとは異なりカルチャーシ

ョックです。人はなぜ生まれ育ったお雑煮に多

大なる郷愁をおぼえるのでしょうか。 

 

 生まれ故郷以外のお雑煮に拒否感をもたら

す要因は汁の種類、具材の違いもありますが、

お餅の形にあると思われます。四角い切り餅で

育った私は、元旦の雑煮に丸餅が入っている光

景から、まだ下げてはいけない神佛のお供え餅

をこっそりと頂戴してきて食べているようで

お尻がむず痒い気がします。それに対し京都で

生まれ育った妻にすれば、角のあるお餅など許

せないことでしょう。「角がたつ」を嫌う京都

人はその具材さえも全部丸型に揃えるくらい

ですから、メインのお餅に角があることなども

ってのほかなことでしょう。結婚して妻が岐阜

で初めての正月を迎えた時、台所の隅で四角い

お餅を包丁で器用に丸く削っていたのを想い

出します。現在の私は京都のあのはんなりとし

たお雑煮の良さを十分に理解できますけど。 

 

本来「雑煮」は正月だけのものではなく、平

安時代の貴族には節句などの「ハレの日」のお

供え物であり祝いの酒の肴だったそうです。こ

の点から言えば、お雑煮の餅は丸でなければな

りません。江戸時代、江戸の町に長屋住まいの

単身者の男性が多かったせいで、長屋へ餅屋が

出張して餅をつき販売したそうです。その時に

一つ一つ餅を丸めている暇がなく、また気の短

い江戸っ子もそれを許さなかったでしょう。餅

を板状に伸ばし切り餅としたものが東日本を

中心に広まったという説があります。 俊徳丸 



『
私
説
法
然
伝
』(

１
２)

出
家
へ
の
道
⑦

先
月
号
で
は
伝
教
大
師
最
澄
の
構
築
し
た
日

で
ん
ぎ
よ
う
だ
い

し

さ
い
ち
よ
う

本
の
佛
教
の
言
わ
ば
総
合
大
学
と
し
て
の
比
叡
山

延
暦
寺
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
。

勢
至
丸
こ
と
法
然
上
人
は
佛
教
の
総
合
大
学
と

な
っ
た
比
叡
山
延
暦
寺
へ
と
登
る
わ
け
で
す
が
、

そ
の
登
っ
た
年
は
各
伝
記
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る

こ
と(

十
三
歳
説
・
十
四
歳
説
・
十
五
歳
説)

、
受

戒
は
十
五
歳
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
は
以
前
に
書
き

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
出
家
か
ら
受
戒
と
い
う
佛

教
に
お
け
る
修
道
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
書
い
て

き
ま
し
た
。

今
回
よ
り
い
よ
い
よ
勢
至
丸
が
「
法
然
上
人
」

と
な
っ
て
い
く
部
分
へ
入
り
ま
す
。

年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
勢
至
丸

は
比
叡
山
延
暦
寺
へ
と
登
る
た
め
に
故
郷
で
あ
る

美
作
国
を
出
発
し
た
。
ま
だ
幼
き
近
衛
帝
の
御
代

こ
の

え

て
い

で
あ
る
。
そ
の
政
治
的
実
権
は
鳥
羽
院(

上
皇)

が

握
っ
て
い
た
。
永
治
元
年(

一
一
四
一)

鳥
羽
院
は

え
い

じ

崇
徳
帝
に
譲
位
を
迫
り
、
寵
愛
す
る
美
福
門
院

す

と
く

て
い

じ
よ
う

い

ち
よ
う
あ
い

び

ふ
く

も
ん

い
ん

得
子(

藤
原
得
子)

の
子
で
あ
る
近
衛
帝
を
即
位
さ

と
く

こ

せ
、
治
天
の
君
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

崇
徳
帝
に
と
っ
て
は
大
き
な
遺
恨
と
な
る
出
来

事
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て
大
き
な
政
治
的
混
乱

と
政
争
を
巻
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。

院
政
の
絶
頂
期
と
も
言
え
る
時
代
で
あ
る
が
、

藤
原
摂
関
家
の
権
勢
を
取
り
戻
そ
う
と
、
長
い
謹

慎
生
活
か
ら
政
界
へ
と
復
帰
し
た
藤
原
忠
実
卿
と

ふ
じ

わ
ら

た
だ

ざ
ね

そ
の
子
で
あ
る
忠
通
卿
・
頼
長
卿
ら
が
奔
走
し
て

た
だ

み
ち

よ
り

な
が

い
る
時
代
で
も
あ
る
。
ま
た
新
興
貴
族
で
あ
る
院

の
近
臣
の
藤
原
家
成
や
伊
勢
平
氏
、
い
わ
ゆ
る
後

の
平
家
が
力
を
持
ち
始
め
た
時
代
で
も
あ
る
。

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
よ
る
と
、
久
安
三

年(

一
一
四
七
年)

の
春
二
月
十
三
日
に
、
京
の
都

の
南
の
入
口
と
も
言
え
る
鳥
羽
の
作
道
に
て
、

つ
く
り

み
ち

摂
政
で
あ
っ
た
藤
原
忠
通
卿
と
勢
至
丸
が
出
会
っ

た
と
あ
る
。
忠
通
卿
の
車
列(

牛
車)

が
通
り
過
ぎ

る
の
を
下
馬
し
て
道
の
傍
ら
で
控
え
て
い
た
勢
至

丸
を
見
た
忠
通
卿
は
「
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
」
と

尋
ね
た
。
勢
至
丸
の
供
の
僧
が
事
情
を
返
答
し
、

忠
通
卿
が
勢
至
丸
に
会
釈
し
て
去
っ
た
と
あ
る
。

忠
通
卿
は
勢
至
丸
が
只
者
で
は
無
い
と
思
っ
た
と

記
述
さ
れ
て
い
る
。

事
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、
後
に
忠
通
卿

の
子
で
あ
る
九
条
兼
実
卿
が
法
然
上
人
に
深
く
帰

依
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
者
に
な
ぜ
勢
至
丸
の
こ
と
が
気
に
な
っ
た
の

か
と
尋
ね
ら
れ
た
忠
通
卿
は
「
あ
の
者
は
目
か
ら

光
を
放
っ
て
い
た
。
只
者
で
は
あ
る
ま
い
」
と
語

っ
た
と
い
う
。
そ
の
当
時
の
法
然
上
人
が
ど
の
よ

う
な
姿
で
、
ど
の
よ
う
な
心
持
ち
で
入
京
し
た
の

か
は
今
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
母
も
伯
父

も
親
類
縁
者
も
故
郷
か
ら
も
離
れ
て
ま
っ
た
く
見

知
ら
ぬ
土
地
で
新
し
い
人
生
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
、

比
叡
山
延
暦
寺
と
い
う
佛
教
の
総
合
大
学
へ
登
る

こ
と
へ
の
不
安
と
期
待
が
入
り
混
じ
っ
た
心
境
で

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
次
号
に
続
く
（
征
阿)藤原忠通(1097年～ 1164年)
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年
頭
に
、
私
の
大
恩
人
、
前
住
職
の
事
を
思
い
、

改
め
て
感
謝
せ
ん
と
綴
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

彼
女
は
元
々
私
の
箏
の

こ
と

師
で
あ
っ
た
為
、
ラ
ン
ド

セ
ル
を
背
負
う
童
女
の
頃

か
ら
稽
古
に
通
う
と
い
う
縁
で
し
た
。
当
時
は

「
先
生
は
尼
僧
さ
ん
な
ん
だ
〜
」
程
度
の
認
識
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
何
の
因
果
か
彼
女
を
慕
い
、

お
寺
へ
稽
古
に
通
い
続
け
、
二
十
九
歳
の
時
、
師

の
病
身
を
き
っ
か
け
に
「
こ
こ
へ
来
て
い
い
で
す

か
？
」
と
自
ら
お
寺
へ
入
っ
た
次
第
で
す
。

普
段
は
温
和
な
人
で
し
た
が
、
邦
楽
に
関
し
て

は
と
て
も
厳
し
く
、
稽
古
も
妥
協
無
く
指
導
し
て

く
れ
ま
し
た
。
故
に
、
よ
く
稽
古
場
前
の
廊
下
で

泣
い
て
い
る
お
弟
子
さ
ん
を
見
か
け
ま
し
た
（
私

は
師
匠
と
ウ
マ
が
合
っ
て
い
た
の
か
叱
ら
れ
な
い

ツ
ボ
を
心
得
て
い
る
ズ
ル
賢
い
子
供
？
だ
っ
た
の

で
泣
い
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）
。
彼
女
は
常
々

「
譜
面
通
り
弾
く
の
は
あ
っ
た
り
ま
え
！
ソ
コ
の

壱
の
絃
と
コ
コ
の
壱
の
絃
は
意
味
が
違
う
。
音
に

い
ち

い
と

対
し
て
理
解
が
足
ら
ん
！
」
と
弟
子
を
叱
り
ま
し

た
。
弾
け
て
も
弾
け
な
く
て
も
「
潔
さ
」
を
求
め

ら
れ
、
「
言
い
訳
」
は
最
も
彼
女
の
逆
鱗
に
触
れ

る
と
こ
ろ
で
し
た
。

高
校
生
頃
、
演
奏
会
前
の
稽
古
で
「
そ
こ
は
キ

ラ
キ
ラ
し
た
朝
日
の
様
な
音
で
弾
き
な
さ
い
」
と

指
導
を
受
け
ま
し
た
が
、
内
心
「
箏
の
絃
を
弾
く

の
に
キ
ラ
キ
ラ
も
ボ
ト
ボ
ト
も
あ
る
？
わ
か
ら

ん
」
と
思
い
つ
つ
、
た
だ
た
だ
稽
古
し

て
本
番
を
迎
え
ま
し
た
。
結
局
「
今
は

そ
れ
く
ら
い
ね
。
良

く
弾
い
て
い
た
と
思

う
わ
」
と
、
お
よ
そ

お
褒
め
の
言
葉
と
は
受
け
取
れ
な
い
程

度
の
誉
め
方
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
ん
な
師
匠
も
昨
年
早
や
七
回
忌
。
過
日
、
そ

の
「
誉
め
ら
れ
な
か
っ
た
曲
」
を
今
度
は
私
が
お

弟
子
さ
ん
に
指
導
し
、
演
奏
会
に
出
し
ま
し
た
。

実
は
前
述
の
思
い
出
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
稽
古
中
に
自
分
が
同
じ
事
を
言
い
指

導
し
て
い
て
、
当
時
を
鮮
明
に
思
い
出
し
ま
し
た
。

実
際
、
お
弟
子
さ
ん
が
ポ
ト
ポ
ト
と
ク
リ
ア
で
な

 

い
音
色
で
弾
く
の
で
「
そ
こ
は
冷
た
く
澄
ん
だ
水

が
コ
ン
コ
ン
と
湧
い
て
朝
日
で
水
面
が
キ
ラ
キ
ラ

〜
っ
と
す
る
音
を
だ
し
て
。
。
。
あ
！
」
と
。

年
月
を
経
な
い
と
わ
か
ら
な
い
事
が
あ
り
ま
す
。

懲
り
ず
に
云
い
続
け
て
も
ら
っ
た
か
ら
そ
れ
に
気

づ
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
「
こ
の
子
に
今
言
っ

て
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
や
〜
め
た
」
な
ら
ば
そ
こ

で
終
わ
り
で
す
。
師
匠
が
「
今
わ
か
ら
な
い
ね
、

で
も
い
つ
か
ね
」
と
思
い
根
気
強
く
言
い
続
け
て

下
さ
っ
た
か
と
思
う
と
、
有
難
く
て
嬉
し
く
て
涙

が
出
て
き
ま
す
。

子
育
て
に
限
ら
ず
、
何
か
を
、
誰
か
を
、
自
分

を
「
育
て
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
教
え
ら
れ

た
事
に
深
く
感
謝
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
考
え
続
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

追
記

そ
の
曲
は
宮
城
道
雄
師
の
『
泉
』
で
す
。
技
巧

の
効
い
た
キ
ラ
キ
ラ
と
美
し
い
曲
で
す
。訶

梨
帝
母
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布
施 

▽
「
お
寺
や
神
社
に
行
く
と
賽
銭
箱
が
あ
る
よ
な
」 

▼
「
あ
あ
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
あ
る
よ
な
」 

▽
「【
賽
銭
箱
】
に
入
れ
る
お
金
と
い
う
の
は
、
本
来

は
願
い
が
成
就
さ
れ
た
と
き
の
お
礼
参
り
と
し
て
入

れ
る
も
の
ら
し
い
ぞ
。
賽
銭
の
【
賽
】
と
い
う
の
は

そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
ら
し
い
」 

▼
「
え
っ
？
そ
う
な
の
？
じ
ゃ
あ
願
い
が
叶
わ
な
か

っ
た
ら
入
れ
な
く
て
も
い
い
っ
て
こ
と
？
」 

▽
「
い
、
い
や
・
・
・
。
ま
、
ま
あ
そ
れ
は
各
々
の

判
断
で
、
と
い
う
こ
と
で
・
・
・
」 

▼
「
で
も
さ
、
お
寺
の
場
合
は
、
箱
に
【
浄
財
】
っ

て
書
い
て
あ
る
の
も
あ
る
よ
な
」 

▽
「
そ
う
だ
な
」 

▼
「
そ
う
い
え
ば
さ
、
以
前
、
中
国
の
お
寺
に
行
っ

た
と
き
も
や
っ
ぱ
り
賽
銭
箱
が
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
さ
、

何
て
書
い
て
あ
っ
た
と
思
う
？
」 

▽
「
い
や
、
分
か
ん
な
い
よ
。
お
寺
だ
っ
た
ら
日
本

と
同
じ
よ
う
に
浄
財
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
の
？
」 

▼
「
違
う
よ
。同
じ
だ
っ
た
ら
わ
ざ
わ
ざ
訊
く
か
よ
！ 

分
か
ら
な
い
？
ヒ
ン
ト
、
仏
教
的
な
書
き
方
だ
っ
た

よ
。
分
か
ん
な
い
？
」 

▽
「
も
っ
た
い
ぶ
ら
ず
に
言
え
よ
！
」 

▼
「【
布
施
入
箱
】
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
ん
だ
」 

▽
「
ほ
う
、
そ
れ
は
お
も
し
ろ
い
！
本
堂
の
入
り
口

な
ど
、
日
本
と
同
じ
よ
う
な
所
に
あ
っ
て
、
同
じ
よ

う
な
感
覚
で
入
れ
る
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
少
な
く
と
も

【
賽
銭
箱
】
と
は
『
全
く
』
意
味
合
い
が
違
う
ね
。

い
や
ぁ
、
実
に
お
も
し
ろ
い
！
」 

▼
「
そ
う
だ
よ
な
。
賽
銭
の
【
賽
】
は
願
い
が
成
就

し
た
と
き
の
お
礼
。【
布
施
入
箱
】
は
、『
布
施
』
だ

か
ら
、
見
返
り
を
求
め
ず
に
己
の
徳
を
積
む
た
め
に

入
れ
る
わ
け
だ
。
ま
さ
に
布
施
行
！
財
施
だ
。」 

▽
「
い
や
、
待
て
よ
、
賽
銭
箱
と
布
施
入
箱
、
共
通

点
も
あ
る
ぞ
！
」 

▼
「
え
っ
？
な
に
？
」 

▽
「
ど
ち
ら
も
、
入
れ
る
側
が
お
礼
を
言
う
、
と
い

う
点
だ
よ
。
賽
銭
箱
は
、『
願
い
事
を
叶
え
て
く
れ
て

有
難
う
』
と
。
布
施
入
箱
は
、『
徳
を
積
ま
せ
て
く
れ

て
あ
り
が
と
う
』
と
」 

▼
「
そ
う
か
！
そ
の
点
で
は
同
じ
だ
」 

▽
「
し
か
し
さ
、
布
施
入
箱
っ
て
こ
と
は
さ
、
入
れ

る
の
は
お
金
に
限
ら
な
い
っ
て
こ
と
だ
よ
な
。
『
浄

財
』
と
書
い
て
あ
っ
た
ら
財
物
に
限
定
さ
れ
る
ん
だ

ろ
う
け
ど
布
施
な
ら
、
何
で
も
Ｏ
Ｋ
だ
」 

▼
「
確
か
に
！
し
か
も
、
そ
の
箱
に
入
れ
る
お
金
な

ど
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
箱
自
体
を
綺
麗
に

拭
い
て
あ
げ
た
り
、
曲
が
っ
て
置
か
れ
て
い
た
ら
真

っ
直
ぐ
な
お
し
て
あ
げ
た
り
、そ
の
行
為
自
体
が
『
布

施
』
に
な
る
よ
な
」 

▽
「
そ
れ
は
興
味
深
い
。入
れ
る
も
の
が
な
く
て
も
、

ま
た
、
入
れ
な
く
て
も
成
立
す
る
の
か
」 

▼
「
で
も
、
仏
教
的
に
い
っ
た
ら
そ
っ
ち
の
ほ
う
が

合
っ
て
る
か
も
な
」 

▽
「
今
度
ウ
チ
の
菩
提
寺
の
住
職
に
も
提
案
し
て
み

よ
う
。『
和
尚
さ
ん
、
本
堂
の
賽
銭
箱
、
布
施
入
箱
と

書
い
た
ら
ど
う
？
』
っ
て
」 

（
露
の
身
） 

 



お
茶
に
し
ま
せ
ん
か

珍
客
が
来
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
で
唯
一
人
の

「
日
本
茶
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
（
ソ
ム
リ
エ
）
」

の
資
格
を
持
つ
フ
ロ
ラ
ン
・
ヴ
ェ
ー
グ
氏
で
す
。

日
本
の
文
化
に
魅
せ
ら
れ
、
職
人
さ
ん
の
技
術

に
心
酔
し
て
、
日
本
に
住
み
着
く
外
国
人
が
後
を

絶
ち
ま
せ
ん
。
彼
も
そ
の
一
人
で
す
。
各
地
の
茶

畑
、
生
産
者
を
訪
ね
歩
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

紹
介
し
て
い
ま
す
。

彼
が
言
う
に
は
、
「
日
本
人
は
も
っ
た
い
な
い

お
茶
の
飲
み
方
を
し
て
い
る
。
美
味
し
い
お
茶
を

飲
む
こ
と
は
楽
し
み
の
半
分
で
し
か
な
い
。
飲
む

前
に
、
淹
れ
る
と
い
う
楽
し
み
が
あ
る
の
に
」
。

い

原
因
の
一
端
は
お
茶
屋
さ
ん
に
あ
る
そ
う
で
す
。

経
済
成
長
や
健
康
志
向
に
伴
っ
て
、
日
本
人
の

お
茶
の
消
費
量
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

企
業
間
の
競
争
は
よ
り
大
量
に
売
る
方
に
向
か
い
、

美
味
し
く
淹
れ
て
、
味
わ
っ
て
飲
む
と
い
う
、

「
両
方
の
楽
し
み
」
を
伝
え
る
努
力
を
怠
っ
た
の

で
す
。

結
果
、
若
者
の
多
く
が
、
お
茶
と
は
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
か
ら
注
い
で
飲
む
も
の
と
思
い
、
急
須
で
淹

れ
る
こ
と
な
ど
知
ら
な
い
。
実
際
、
会
議
な
ど
で

は
各
自
の
前
に
ペ
ッ
ト
茶
が
林
立
す
る
現
象
が

（
坊
さ
ん
の
会
議
で
も
）
起
き
て
い
ま
す
。

以
て
非
な
る
も
の
の
氾
濫
に
よ
り
、
本
物
は
ま

す
ま
す
高
価
に
、
手
に
入
り
に
く
く
な
り
、
大
き

く
二
極
分
化
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。

毎
日
飲
む
煎
茶
は
、
そ
の
季

せ
ん

ち
や

節
、
そ
の
日
の
天
候
、
温
度
な

ど
で
淹
れ
方
を
微
妙
に
調
整
す

る
こ
と
で
美
味
し
さ
が
増
し
、

茶
葉
が
開
い
て
充
分
に
味
が
で

る
ま
で
の
「
間
」
、
一
緒
に
味

わ
う
人
た
ち
と
の
「
会
話
」
、
そ
れ
ら
が
全
部

「
お
菓
子
」
と
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
新
茶
を
喜
び
ま
す
。
し
か
し
、
茶
葉

に
は
「
熟
成
期
間
」
が
必
要
で
あ
り
、
例
え
ば
、

玉
露
な
ど
は
五
月
に
茶
摘
み
し
た
葉
っ
ぱ
を
飲
め

る
よ
う
に
製
品
化
し
て
か
ら
、
夏
を
越
し
て
、
秋

に
飲
む
の
が
本
当
に
美
味
し
い
。

お
寺
と
お
茶
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
で
す
。

日
本
へ
茶
を
伝
え
た
の
は
、
平
安
時
代
、
遣
唐

使
と
し
て
中
国
で
学
ん
だ
最
澄
上
人
（
伝
教
大

さ
い

ち
よ
う

で
ん
ぎ
よ
う

だ
い

師
）
が
茶
の
種
を
持
ち
帰
っ
た
の
が
始
ま
り
と
か
。

し

飲
茶
の
記
録
は
、
弘
仁
六
年
（
８
１
５
）
嵯
峨

天
皇
が
近
江
の
梵
釈
寺
に
行
幸
さ
れ
た
折
、
崇
福

寺
の
永
忠
上
人
が
自
ら
茶
（
団
茶
）
を
煎
じ
て

え
い

ち
ゆ
う

だ
ん

ち
や

天
皇
に
差
し
上
げ
た
の
が
最
初
。
『
日
本
後
紀
』

鎌
倉
時
代
の
栄
西
禅
師
が
伝
え
た
抹
茶
は
室
町

よ
う

さ
い

ま
つ

ち
や

時
代
に
は
茶
道
へ
と
発
展
し
、
江
戸
時
代
に
清
か

し
ん

ら
煎
茶
が
伝
わ
り
、
緑
茶
が
広
く
飲
ま
れ
る
よ
う

せ
ん

ち
や

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

仕
事
の
合
間
の
「
お
茶
の
時
間
」
は
気
分
転
換
、

疲
労
回
復
と
い
う
生
活
の
知
恵
だ
っ
た
の
で
す
。

彼
に
講
演
を
依
頼
し
ま
し
た
ら
、
大
勢
で
は
試

飲
し
て
も
ら
う
の
に
無
理
が
あ
り
、
茶
器
を
揃
え

る
関
係
で
、

名
か
ら

名
が
限
度
と
の
こ
と
。

10

15

「
着
物
を
着
て
、
お
茶
を
淹
れ
ま
す
」
と
言
わ

れ
ま
し
た
か
ら
、
私
も
き
ち
っ
と
略
衣
に
袈
裟
を

着
け
な
け
れ
ば
。
作
務
衣
で
お
茶
を
に
ご
す
わ
け

さ

む

え

に
は
い
か
な
い
よ
う
で
・
・
・
。

迷
走
坊
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観
経
物
語(

９
０)

正
宗
分
（
し
ょ
う
じ
ゅ
う
ぶ
ん
）
そ
の
44

第
九
真
身
観
（
し
ん
じ
ん
が
ん
）
そ
の
９

《
私
訳
》

今
回
は
《
私
訳
》
と
し
て
、
前
回
《
本
文
》
の

「
無
量
寿
佛
を
見
る
者
は
、
即
ち
、
十
方
の
無

む

り
よ
う

じ
ゆ

ぶ
つ

量
の
諸
佛
を
見
る
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
れ
は
以
前
か
ら
申
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら

ゆ
る
修
行
を
す
る
能
力
が
あ
る
人
が
観
想
と
し
て

無
量
寿
佛(=

阿
弥
陀
佛)

の
お
姿(=

こ
こ
で
は
色し

き

身
と
言
っ
て
い
ま
す)

を
思
い
描
く
と
い
う
行
い

し
んを

し
た
と
き
、
無
量
寿
佛
だ
け
で
は
な
く
、
他
の

あ
ら
ゆ
る
佛
も
観
想
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う

意
味
と
同
時
に
、
無
量
寿
佛
と
諸
佛
は
同
じ
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。

で
は
無
量
寿
佛
と
諸
佛
は
何
が
同
じ
か
と
い
う

と
、
そ
の
本
性
や
本
質
が
、
真
理
そ
の
も
の
で
あ

り
、
お
姿
と
い
う
形
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
言
葉

で
表
現
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
、
「
不
可
思
議
」

で
あ
る(=

法
身
と
か
法
性
と
い
う)

が
ゆ
え
に
、

ほ
つ

し
ん

ほ
つ
し
よ
う

何
ら
区
別
が
な
い
か
ら
こ
そ
同
じ(=

同
証)

と
言

ど
う
し
よ
う

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
観
想
と
い
う
修
行
が
で
き

(

こ
こ
で
は
心
を
繋
げ
る)

て
、
し
か
も
、
そ
の
境

つ
な

地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
理
解
し
納
得
出

来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
な
い
大
多
数

の
人
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
？

そ
の
た
め
に
諸
佛
は
慈
悲
の
こ
こ
ろ
を
起
こ
し

て
、
縁
起
す
る
世
界
の
言
葉
と
か
事
象
な
ど
を
通

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
に
応
じ
て
、
姿
や
形
や
働

き
を
諸
佛
と
し
て
別
個
に
顕
さ
れ
る(=

報
身
佛
と

ほ
う

じ
ん

ぶ
つ

し
て
示
現
す
る)

の
で
、
人
々
は
、
そ
の
働
き
、

す
な
わ
ち
救
い
の
力
を
、
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
わ

け
で
す
。

そ
れ
で
は
無
量
寿
佛
と
諸
佛
と
は
本
質
が
同
じ

だ
か
ら
す
べ
て
「
同
等
」
「
同
質
」
な
の
か
？

諸
佛
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
に
応
じ
て
」
と
い
う

と
こ
ろ
で
、
縁
の
結
び
方
、
即
ち
「
条
件
」
が
有

っ
た
り
異
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
救
い
の
能
力

や
対
象
、
修
行
の
時
間
や
方
法
が
決
め
ら
れ
て
い

た
り
す
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
佛
か
ら
人
々
に
救
い
の
力
、
働

き
か
け
が
有
る
と
い
う
点
で
は
同
じ(

同
等)
で
も
、

条
件
は
格
別
と
い
う
点
で
は
、
異
な
っ
て
い
る

(

異
質
な)

の
で
す
。
何
が
違
う
の
か
？

諸
佛
で
は
、
佛
か
ら
の
救
い
と
い
う
働
き
か
け

を
行
う
に
際
し
て
、
人
々
か
ら
の
何
ら
か
の
修
行

と
い
う
働
き
か
け(

自
力)

と
い
う
相
互
の
働
き
が

必
要
条
件
な
の
に
対
し
て
、
無
量
寿
佛
で
は
、
以

前
の
「
華
座
観
」
の
場
面
の
よ
う
に
、
佛
が
突
然

け

ざ

か
ん

に
出
現
す
る
と
い
う
、
佛
の
側
か
ら
の
一
方
的
な

働
き
か
け
の
み
で
、
人
々
か
ら
の
修
行
と
い
う
働

き
か
け
は
必
要
が
な
い(

他
力)

と
言
う
点
が
大
い

に
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
佛
教
で
い
う
「
悟
り
」
と
い
う

も
の
が
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
修
行
し
て
得
ら
れ

る
と
言
っ
た
こ
と
で
は
な
く
「
悟
り
」
が
あ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
向
こ
う
か
ら
遣
っ
て
く
る
と
い
う

こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

《
幽
思
房
》
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