
気
持
ち
、
誰
か
が
や
っ
て

く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
期
待
感
が
優
し
さ
の

邪
魔
を
し
ま
す
。

そ
ん
な
邪
魔
な
気
持
ち

を
働
か
せ
な
い
よ
う
に
、

困
っ
て
い
る
人
に
サ
ッ
と

手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
、
意
識
と

体
を
生
ま
れ
た
ま
ま
の
素

直
な
状
態
に
調
え
て
い

く
、
ひ
と
つ
の
訓
練
と
し

て
あ
る
の
が
坐
禅
で
す
。

せ
っ
か
く
仏
教
の
智
識

を
学
ん
で
も
、
頭
で
理
解

し
た
だ
け
で
は
、
仏
教
を

学
ん
だ
価
値
が
半
減
し
て

し
ま
い
ま
す
。
外
か
ら
学

ん
だ
智
識
と
、
内
か
ら
育

む
心
、
こ
の
二
つ
が
相
乗

効
果
と
な
っ
て
、
意
識
が

日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場

面
で
、
素
直
に
手
足
の
動

き
と
な
っ
て
現
れ
て
こ

そ
、
仏
教
が
活
き
活
き
と

生
き
て
く
る
の
で
す
。

さ
て
、
阿
難
の
大
悟
の

機
は
熟
し
つ
つ
あ
り
ま
し

た
、
あ
た
か
も
卵
が
か
え

ろ
う
と
す
る
と
き
、
殼
の

内
側
を
新
た
な
生
命
力
が

つ
つ
き
、
殻
の
外
側
か
ら

親
鳥
が
つ
つ
い
て
破
ろ
う

と
す
る
、
こ
の
二
つ
の
力

が
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
、

こ
こ
に
ひ
な
烏
の
誕
生
と

な
り
ま
す
。

迦
葉
も
、
も
う
そ
ろ
そ

ろ
外
側
か
ら
殻
を
つ
つ
い

て
や
る
べ
き
頃
だ
と
思
っ

た
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ

の
と
き
、
殼
の
内
側
か
ら

も
真
実
の
心
が
動
き
出
し

ま
し
た
。

阿
難
は
、
迦
葉
に
向
っ

て
次
の
質
問
を
し
ま
し

た
。

「
師
兄
よ
、
世
尊
釈
迦
牟

尼
仏
は
、
師
兄
に
袈
裟
と

け

さ

鉢
盂
を
お
伝
え
に
な
っ
た

は
つ
う

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ

の
他
に
何
を
伝
え
給
う
た

の
で
す
か
」

師
僧
が
弟
子
に
法
を
伝

し
そ
う

え
る
と
き
に
は
、
袈
裟
と

鉢
盂
と
を
伝
え
る
も
の
で

す
。
そ
こ
で
現
在
で
も
仏

法
を
相
続
す
る
と
き
に
は

衣
鉢
を
伝
え
る
と
か
衣
鉢

い
は
つ

を
継
ぐ
と
い
い
ま
す
。

阿
難
は
迦
葉
に
、
そ
の

ほ
か
に
何
か
別
の
も
の
を

伝
え
ら
れ
た
の
で
す
か
、

と
い
う
質
問
を
し
た
の
で

す
。
説
法
の
内
容
を
伝
え

ら
れ
た
と
い
う
な
ら
、
そ

の
点
は
わ
た
く
し
の
方
が

あ
な
た
よ
り
く
わ
し
く
且

つ
正
確
で
す
が
、
何
か
別

に
も
う
ひ
と
つ
あ
る
の
で

す
か
。

さ
あ
い
よ
い
よ
ぎ
り
ぎ

り
の
一
点
に
触
れ
て
き

た
。
迦
葉
は
そ
う
思
っ
た

に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

迦
葉
は
い
き
な
り
こ
う
言

っ
た
の
で
す
。

「
阿
難
！
」

阿
難
は
即
答
し
ま
す
。

「
は
い
！
」

こ
れ
に
つ
い
て
日
本
の

曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
開

そ

う

じ

山
の
瑩
山
禅
師
は
、
そ
の

け
い
ざ
ん
ぜ
ん
じ

著
『
伝
光
録
』
の
な
か
で

で
ん
こ
う
ろ
く

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま

す
。「

阿
難
と
召
す
、

恰
か
も
谷
神
の
喚

ぶ
に
従
い
、
響
を

作
が
如
し
。

阿
難
応
ず
。
石

火
の
石
を
離
れ
て

出
る
が
如
し
」

こ
の
呼
応
の
な
か
に
禅

の
神
秘
が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
場
面
は
正
法
眼
蔵
そ

の
も
の
で
す
。
釈
尊
の
侍

者
た
る
こ
と
二
十
年
、
迦

葉
に
侍
従
す
る
こ
と
二
十

年
、
あ
わ
せ
て
四
十
年
間

の
総
決
算
が
、
こ
の
「
は

い
」
の
一
語
だ
っ
た
の
で

す
。そ

こ
で
迦
葉
が
つ
づ
け

ま
す
。

「
門
前
の
刹
竿
を
倒
し
て

せ
っ
か
ん

し
ま
う
が
よ
い
」

こ
の
と
き
、
阿
難
は
大
悟

し
ま
し
た
。

門
前
の
刹
竿
と
い
う
の

は
当
時
の
イ
ン
ド
の
な
ら

わ
し
で
、
仏
教
徒
や
仏
教

以
外
の
者
ど
う
し
が
互
い

に
討
論
を
や
る
と
き
に
、

先
端
に
金
銅
製
の
焔
形
の

宝
珠
を
つ
け
た
長
い
竿
を

立
て
ま
す
。
討
論
に
勝
っ

た
方
は
鼓
鐘
を
打
ち
鳴
ら

し
、
敗
け
た
方
は
自
分
の

方
の
刹
竿
を
折
り
倒
す
の

で
す
。

そ
こ
で

「
阿
難
！
」

「
は
い
！
」

「
旗
竿
を
倒
し
な

せ

っ
か
ん

さ
い
」

阿
難
よ
、
正
法
眼
蔵
は

そ
の
「
は
い
」
に
あ
る
の

だ
。
長
年
の
葛
藤
は
終
っ

た
。
な
ん
じ
と
我
と
は
刹

竿
を
立
て
て
張
り
あ
っ
て

い
て
は
い
け
な
い
。
双
方

と
も
に
い
ま
や
立
て
て
あ

っ
た
刹
竿
を
倒
す
の
だ
。

一
つ
お
前
の
手
で
双
方
の

刹
竿
を
ぶ
っ
倒
す
が
よ

い
。こ

こ
で
、
師
弟
の
壁
は

霧
散
し
て
師
弟
一
如
の
境

地
が
開
か
れ
た
の
で
す
。

師
の
刹
竿
を
弟
子
が
折

り
倒
し
た
。
そ
の
瞬
間
で

す
。こ

の
話
は
「
無
門
関
」

の
第
二
十
二
則
に
も
出
て

い
ま
す
。

問
処
何
ぞ
答
処
の

親
し
き
に
如
か
ん

幾
人
か
此
に
於
て

眼
に
筋
を
生
ず

兄
呼
び
弟
応
じ
て

家
醜
を
揚
ぐ

陰
陽
に
属
せ
ず
別

に
是
れ
春

こ
れ
を
平
易
に
し
て
み

る
と
、

迦
葉
の
答
え
の
素
晴
ら
し

さ幾
人
か
ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
が

兄
弟
呼
応
し
て
静
か
な
中

に
見
事
を
挙
げ
た
ぞ

こ
こ
に
時
な
ら
ぬ
春
が
来

て
花
爛
漫

魚
返
善
雄
氏
の
訳
で
は

こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
（
『
禅
問
答
四
十
八

章
』
）

問
い
し
に
ま
さ
る

答
え
か
な
、

こ
こ
を
見
か
ね
た

人
あ
ま
た
。

あ
に
弟
子
お
と
と

の
や
り
取
り
に
、

浮
き
世
ば
な
れ
の

春
の
さ
た
。

禅
門
で
伝
え
ら
れ
る
阿

難
で
は
、
い
ま
の
大
悟
の

場
面
が
有
名
で
す
。
と
こ

ろ
で
阿
難
の
場
合
は
、
途

方
も
な
く
頭
の
よ
い
人
の

( 4 )
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修
行
の
話
で
す
が
、
釈
尊

の
門
下
に
は
こ
れ
と
は
逆

に
桁
は
ず
れ
に
頭
の
わ
る

い
人
の
修
行
の
例
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
亡
く
な

っ
た
後
の
お
墓
の
ま
わ
り

に
茗
荷
が
生
え
て
き
た
と

い
う
あ
の
周
利
槃
特
と
い

し
ゅ
り
は
ん
ど
く

う
修
行
僧
の
話
で
す
。

周
利
槃
特
は
と
て
も
頭

し
ゅ
り
は
ん
ど
く

が
わ
る
く
て
、
十
を
聞
い

て
十
を
忘
れ
る
と
い
う
く

ら
い
で
し
た
。
あ
る
と
き

彼
は
精
舎
の
入
り
口
で
涙

に
く
れ
て
い
ま
し
た
。
托

鉢
か
ら
帰
っ
て
き
た
釈
尊

が
彼
に
問
い
か
け
た
の
で

す
。

「
比
丘
よ
、
そ
な
た
は
な

ぜ
そ
の
よ
う
に
悲
し
ん
で

い
る
の
か
」

「
世
尊
よ
、
私
は
兄
の
摩ま

訶
槃
特
に
ひ
ど
く
叱
ら
れ

か
は
ん
ど
く

ま
し
た
。
私
は
戒
律
の
こ

と
が
覚
え
ら
れ
ず
直
ぐ
に

忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の

た
め
に
戒
律
が
保
て
な
い

の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
で

は
と
て
も
見
込
み
が
な
い

か
ら
、
在
家
に
か
え
れ
と

兄
が
言
う
の
で
す
」

「
そ
う
か
、
そ
な
た
は
何

一
つ
覚
え
ら
れ
な
い
の

か
」

「
は
い
、
何
一
つ
覚
え
ら

れ
ま
せ
ん
」

「
い
や
、
失
望
す
る
こ
と

は
な
い
。
さ
あ
、
わ
し
に

つ
い
て
お
い
で
」

こ
う
言
っ
て
釈
尊
は
周

利
槃
特
の
手
を
と
っ
て
静

か
な
部
屋
に
つ
れ
て
行

き
、
そ
こ
に
坐
ら
せ
て
一

本
の
箒
を
授
け
「
よ
い

か
、
こ
の
箒
で
塵
を
掃

い
、
垢
を
除
こ
う
。
さ

あ
、
言
っ
て
ご
ら
ん
、
こ

の
箒
で
、
塵
を
掃
い
、
垢

ほ
う
き

ち
り

あ
か

を
除
こ
う
」

周
利
槃
特
は
幾
度
も
幾

度
も
や
っ
て
み
ま
し
た
。

鈍
中
の
鈍
と
し
て
大
衆
に

笑
わ
れ
た
彼
の
こ
と
で

す
。
こ
の
句
が
な
か
な
か

覚
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
前
の
句
を
誦
す
れ
ば

後
の
句
を
忘
れ
る
の
で

す
。し

か
し
彼
は
懸
命
に
な

っ
て
や
っ
と
こ
の
句
を
覚

え
た
の
で
す
。
そ
う
し
て

こ
れ
だ
け
を
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
て
掃
除
を
続
け
年

月
を
す
ご
し
ま
し
た
。
世

尊
に
授
け
ら
れ
た
箒
を
い

つ
も
側
に
置
い
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
彼
の
記
憶
を

い
つ
も
呼
び
さ
ま
し
た
の

で
す
。

あ
る
と
き
、
槃
特
は
釈

尊
の
前
に
進
み
出
て
言
い

ま
し
た
。

「
世
尊
よ
、
お
か
げ
さ
ま

で
智
慧
を
得
ま
し
た
。
お

言
葉
の
意
味
も
わ
か
り
ま

し
た
」

「
比
丘
よ
、
ど
う
わ
か
っ

び

く

た
の
か
」

「
世
尊
よ
、
塵
と
い
う
の

は
煩
悩
の
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。
掃
い
て
垢
を
除

く
と
い
う
の
は
智
慧
の
働

き
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し

た
」釈

尊
は
こ
れ
を
聞
い
て

深
く
感
動
し
、
心
か
ら
喜

び
ま
し
た
。
周
利
槃
特
は

阿
羅
漢
果
を
得
た
の
で

あ

ら

か

ん

か

す
。さ

て
話
を
戻
し
、
阿
難

に
は
前
号
で
触
れ
た
よ
う

に
も
う
一
つ
の
大
き
な
功

績
が
あ
り
ま
し
た
。

現
在
、
女
性
の
出
家

者
、
つ
ま
り
尼
さ
ん
が
こ

の
世
に
存
在
し
て
い
る
の

は
阿
難
の
お
か
げ
な
の
で

す
。
釈
尊
は
当
初
、
仏
教

と
い
う
宗
教
を
、
男
性
の

た
め
の
修
行
組
織
と
し
て

設
立
し
ま
し
た
。
「
女
性

を
排
除
す
る
」
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
色
恋
沙
汰

を
離
れ
た
独
身
の
男
だ
け

が
集
ま
っ
て
、
平
安
な
暮

ら
し
の
中
で
悟
り
を
目
指

す
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

で
、
組
織
を
設
計
し
た
の

で
す
。
だ
か
ら
初
め
は
、

お
坊
さ
ん
は
全
員
男
性
だ

っ
た
の
で
す
。

し
か
し
釈
迦
の
教
え
を

聞
い
た
女
性
の
中
に
は

「
私
も
男
の
坊
さ
ん
の
よ

う
に
出
家
し
た
い
。
そ
う

し
て
本
当
の
平
安
を
手
に

入
れ
た
い
」
と
願
う
人
も

出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
第

一
号
は
、
お
釈
迦
様
の
育

て
の
母
親
で
し
た
。

釈
尊
の
父
、
浄
飯
王
の

最
初
の
妻
は
摩
耶
（
マ

ヤ
）
、
そ
の
摩
耶
か
ら
釈

尊
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
摩

耶
の
亡
く
な
っ
た
後
、
摩

耶
の
妹
だ
っ
た
摩
訶
波
闍

波
提
（
マ
ハ
ー
・
プ
ラ
ジ

ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
）
が
新
し

い
妻
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
叔
母
か
ら
皇
太
子
の

難
陀
が
生
れ
た
の
で
す
。

ナ
ン
ダこ

の
難
陀
が
次
の
王
の

ナ
ン
ダ

地
位
を
捨
て
て
釈
尊
の
教

団
に
入
信
し
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
続
い
て
、
釈
尊

の
息
子
で
、
浄
飯
王
の
嫡

孫
な
る
羅
喉
羅
も
釈
尊
に

ラ

ゴ

ラ

帰
依
し
ま
し
た
。
や
が
て

浄
飯
王
は
亡
く
な
り
、
取

り
残
さ
れ
た
波
提
夫
人
の

パ
テ
ィ
ー

孤
独
感
や
寂
し
さ
は
ひ
と

し
お
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
息
子
の
難
陀
と
孫
の

羅
喉
羅
は
仏
門
に
帰
依
し

て
、
い
ま
や
頼
み
の
夫
も

先
立
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。こ

こ
で
、
深
く
無
常
を

観
じ
て
菩
提
心
を
起
こ
し

た
夫
人
は
、
老
い
の
身
な

が
ら
も
出
家
の
思
い
を
懐

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
自
分

の
甥
で
あ
り
義
理
の
息
子

で
あ
る
釈
尊
に
使
者
を
た

て
切
に
出
家
の
こ
と
を
願

っ
た
の
で
す
。

し
か
し
釈
尊
は
、
叔
母

で
あ
り
義
理
の
母
の
願
い

を
許
そ
う
と
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

「
思
い
と
ど
ま
ら
れ
る
が

よ
い
。
出
家
の
修
行
は
き

び
し
く
て
、
年
老
い
た
女

性
の
身
に
は
堪
え
難
い
で

あ
り
ま
し
ょ
う
」

そ
れ
で
も
夫
人
は
諦
め

き
れ
ず
に
再
三
出
家
を
願

い
出
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
願
い
は
な
か
な
か
許

さ
れ
ま
せ
ん
。
夫
人
は
釈

尊
を
慕
っ
て
ガ
ン
ジ
ス
河

の
北
方
ヴ
ー
シ
ャ
リ
の
地

ま
で
歩
い
て
行
き
ま
し

た
。
一
族
の
志
を
同
じ
く

す
る
婦
人
た
ち
と
一
緒
に

艱
難
辛
苦
の
旅
で
す
。
美

か
ん
な
ん
し
ん
く

し
く
飾
り
立
て
た
輿
よ
り

こ
し

他
に
移
動
の
手
段
を
知
ら

な
い
夫
人
が
、
髪
を
お
ろ

し
、
糞
掃
衣
を
ま
と
い
、

ふ
ん
ぞ
う
え

裸
足
で
歩
き
ま
し
た
。

釈
尊
の
侍
者
で
あ
っ
た

じ
し
ゃ

阿
難
は
、
そ
の
夫
人
の
姿

に
心
を
打
た
れ
た
よ
う
で

す
。
そ
う
し
て
熱
心
に
釈

尊
に
波
提
夫
人
の
出
家
を

パ
テ
ィ
ー

願
っ
た
の
で
す
。

釈
尊
は
そ
れ
で
も
な
お

許
そ
う
と
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
阿
難
の
熱
心
さ

と
夫
人
の
志
の
切
な
る
に

感
じ
入
っ
て
遂
に
お
許
し

に
な
り
ま
し
た
。

比
丘
尼
の
修
行
規
則
を

び

く

に

綿
密
に
作
っ
て
、
こ
こ
に

女
性
教
団
を
創
立
さ
れ
た

の
で
し
た
。

思
え
ば
阿
難
が
い
な
か

っ
た
ら
、
女
性
、
す
な
わ

ち
人
類
の
半
数
に
対
し
て

仏
教
は
門
を
閉
ざ
し
た
ま

ま
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
今
も
多
く
の
尼

寺
で
は
阿
難
を
特
別
に
供

養
し
て
い
る
の
で
す
。

た
っ
た
一
人
の
女
性
を

救
お
う
と
し
た
阿
難
の
思

い
は
、
そ
の
後
の
数
万
、

数
十
万
の
女
性
に
修
行
の

道
を
開
い
て
く
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
男
女
の
性
の

垣
根
を
取
り
払
っ
た
、
当

時
と
し
て
は
思
い
切
っ
た

改
革
だ
っ
た
の
で
す
。
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こ
の
第
一
結
集
に
お
い

て
、
釈
迦
の
遺
し
た
教
え

の
こ

は
多
く
の
優
れ
た
弟
子
た

ち
の
確
認
を
得
な
が
ら

編
纂
さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ

へ
ん
さ
ん

が
、
そ
の
後
さ
ら
に
少
し

ず
つ
整
理
・
編
集
さ
れ
な

が
ら
、
パ
ー
リ
語
の
初
期

仏
典
（
三
蔵
）
に
な
り
、

今
日
の
仏
教
の
教
理
教
説

の
中
核
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
釈
尊
は
そ

の
究
め
た
究
極
の
真
理
、

す
な
わ
ち
正
法
眼
蔵
を
迦

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

葉
だ
け
に
伝
え
ま
し
た
。

こ
の
場
面
を
「
拈
華
微

ね

ん

げ

み

笑
」
と
い
っ
て
、
以
心
伝

し
ょ
う心

の
極
致
と
い
わ
れ
続
け

て
い
ま
す
。
こ
の
正
法
眼

蔵
の
付
与
が
あ
っ
た
と
き

に
、
釈
尊
は
阿
難
に
向
っ

て
、
「
そ
な
た
は
今
後
、

迦
葉
に
師
事
し
て
、
迦
葉

か
ら
正
法
眼
蔵
を
受
け
継

ぐ
が
よ
い
」
と
ね
ん
ご
ろ

に
諭
さ
れ
ま
し
た
。
阿
難

は
素
直
に
「
は
い
」
と
答

え
て
迦
葉
に
随
従
し
、
さ

ら
に
二
十
年
の
あ
い
だ
修

行
を
続
け
た
の
で
す
。

釈
尊
の
一
番
近
い
と
こ

ろ
で
仕
え
て
二
十
年
間
も

修
行
に
励
ん
だ
の
で
あ
り

な
か
ら
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に

釈
尊
か
ら
究
極
の
法
は
授

け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ

が
仏
法
、
特
に
禅
の
特
質

に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
二
十
年
間
、
釈
尊
の

そ
ば
で
説
法
を
聞
き
、

「
多
聞
第
一
」
と
呼
ば
れ

た
阿
難
で
し
た
が
、
釈
尊

の
生
前
に
は
、
悟
り
を
開

く
に
到
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
ん
な
阿
難
が
、
大

悟
に
到
る
き
っ
か
け
と
な

っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り

ま
す
。

釈
尊
が
お
亡
く
な
り
に

な
ら
れ
た
後
、
阿
難
は
昼

に
夜
に
と
多
く
の
説
法
会

を
開
い
て
い
ま
し
た
。
阿

難
は
坐
禅
の
時
間
も
と
れ

ぬ
ほ
ど
多
忙
な
日
々
で
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
を

見
か
ね
た
あ
る
修
行
者
が

次
の
よ
う
な
詩
を
示
し
ま

し
た
。

樹
下
に
い
て
思
う

を
凝
ら
せ
ば

心
、
涅
槃
に
ゆ
か

ん禅
、
放
逸
な
る
な

か
れ

多
く
説
く
も
何
か

あ
ら
ん

放
逸
と
は
、
怠
け
る
こ

ほ
う
い
つ

と
、
疎
か
に
す
る
こ
と
を

お
ろ
そ

意
味
し
ま
す
が
、
こ
こ
で

は
特
に
教
え
を
説
く
こ
と

に
重
き
を
置
い
て
い
た
阿

難
に
、
坐
禅
修
行
に
励
め

と
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の

詩
を
よ
ん
で
阿
難
は
心
を

入
れ
替
え
坐
禅
に
励
み
、

大
悟
に
近
づ
い
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

「
行
解
相
応
」
と
い
う

ぎ
ょ
う
げ
そ
う
お
う

仏
教
語
が
あ
り
ま
す
。
仏

教
智
識
の
学
び
も
、
坐
禅

な
ど
の
修
行
も
バ
ラ
ン
ス

良
く
し
な
い
と
仏
道
修
行

は
円
満
な
形
に
な
ら
な
い

こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。で

は
、
な
ぜ
学
び
だ
け

で
は
足
り
な
い
の
で
し
ょ

う
。

昔
、
中
国
の
唐
代
の
白

楽
天
と
い
う
詩
人
が
、
道

林
和
尚
と
い
う
禅
僧
に

「
仏
法
の
真
髄
と
は
何
で

す
か
」
と
質
問
す
る
と
、

諸
悪
莫
作

し

ょ

あ

く

ま

く

さ

衆
善
奉
行

し

ゅ

ぜ

ん
ぶ
ぎ
ょ
う

「
悪
い
こ
と
を
す
る
な
、

善
い
こ
と
を
せ
よ
」
と
答

え
ま
し
た
。

白
楽
天
は
、
「
そ
ん
な

こ
と
は
、
三
歳
の
子
供
で

も
知
っ
て
い
ま
す
よ
」
と

言
い
返
し
ま
す
が
、
道
林

和
尚
は
「
三
歳
の
子
供
が

知
っ
て
い
て
も
、
八
十
歳

の
老
人
で
す
ら
こ
れ
を
実

行
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し

い
で
す
ぞ
！
」
と
応
じ
た

と
い
う
逸
話
が
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。

頭
で
理
解
出
来
て
い
る

こ
と
が
、
な
か
な
か
実
行

に
移
せ
な
い
の
が
私
達
人

間
で
す
。

例
え
ば
、
電
車
や
バ
ス

で
お
年
寄
り
が
立
っ
て
い

た
ら
、
私
達
に
は
席
を
譲

ろ
う
か
な
と
い
う
気
持
ち

が
少
な
か
ら
ず
湧
い
て
き

ま
す
。
人
間
に
は
、
人
さ

ま
に
優
し
く
で
き
る
仏
の

心
が
、
生
ま
れ
つ
き
具
わ

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
う
思
っ
て
も
す
ぐ
に
行

動
出
来
な
い
時
が
あ
り
ま

す
。
恥
ず
か
し
い
と
い
う
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梅花講員の皆様は、お寺に集う事をひとつの楽しみと

して練習に励み、その練習の成果は、お寺の法要や檀信

徒のお葬儀などの場面で,皆様のお耳に届けられ、

聴く方の心に寄り添い癒します

三
宝
御
和
讃

心
の
闇
を
照
ら
し
ま
す

い
と
も
尊
き
み
仏
の

誓
願
を
冀
う
も
の
は
み
な

南
無
帰
依
仏
と
唱
え
よ
や

憂
き
世
の
波
を
乗
り
越
え
て

浄
き
め
ぐ
み
に
ゆ
く
法
の

船
に
棹
さ
す
も
の
は
み
な

南
無
帰
依
法
と
唱
え
よ
や

悟
り
の
岸
に
わ
た
る
べ
き

道
を
伝
え
し
も
ろ
も
ろ
の

僧
伽
に
頼
る
も
の
は
み
な

南
無
帰
依
僧
と
唱
え
よ
や

御詠歌とは、お釈迦さまの教えをわかりやすく歌にしたも

のが始まりとされております。

近代以前の巡礼歌を源流とする御詠歌の伝統を受け、大正

時代に大和流が誕生し、さらに臨済宗では花園流、真言宗で

は密厳流が創設され、曹洞宗では梅花流詠賛歌が昭和二十七

年に誕生しました。

まさに日本仏教の歴史と共に御詠歌の歴史も歩んできたの

です。亡き方のご供養の為、また、み仏の教えに触れる第一

歩として、是非ご一緒に御詠歌をはじめてみませんか。

ご希望の方は桃源院までお問い合わせください。

梅
花
流
詠
讃
歌

講
員
募
集


