
「自分を観て　自分を書くのが
山河あるくよりたのしい」、妙好人・
榎本栄一さんの詩です。我執、悪念、邪念、
煩悩が渦巻く私の心ですが、同時にそんな凡
夫を大らかに包んで生死させている如来（自
然）を感知する心を持っているはずの私です。
いろいろな師におしえられながら、その悲し
みを知り、そのよろこびを知ります。“知ら
ないままで”では決して気付かない“生かさ
れている私のいのち”は、何やらうれしい、
はずかしい、いのちです。

教
区
基
本
テ
ー
マ

　このテーマを初めて聞いた時、
僕は知らなあかんなぁと思いながらも、
実際めっちゃ難しいなぁと思った。僕は、自
分のことって自分が一番分かっているようで、
一番分かっていないことだと思う。だから、
自分のいい所も悪い所も、別の人に言っても
らわないと分からないし、また、自分が別の
人にいい所とか、悪い所とかそういうことも、
その人のためになるから、重要なことだと思っ
たし、そういう風に思うと、この教区のテー
マは、「人と人とのつながり、『縁』というもの
を大切にしよう」と言っているようにも見え
た。人との縁を大切にしていれば、自ずと縁
が広がってくるものだと思うし、これも大切
なことだと思う。いろんなことを機縁として、
新しい縁を広げていくことも大切だと思う。

01
大阪教区教化委員会機関誌［沙羅林］
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私
の
こ
と　
知
ら
な
い
ま
ま
で　
い
い
の
か
な
。

私を含め、ほとんどの人が、『自
分』のことを一番知っているのは、自分だと思
いがちです。自分が「これが『自分』だ」と思
い込んでいる『自分』は、意外と的外れです。
そして時と場合によって、自分に対する見方は
常に変化し、『自分』がわからなくなってしま
います。ということは、『自分』を一番知らな
いのは実は、自分自身なのです。
自分を知ることは、これからの人生を空過さ

せないためにも『自分』を見つめ、知ることが
大切だと思います。

久世　貴子さん（23）

　このテーマを知った時、すぐに
頭に浮かんだのは、清沢満之の「自己とは何ぞ
や、これ人生の根本的問題なり」というお言
葉であります。このことは、真宗の信心の歴
史と言えます。私達はこの世に生をうけたこ
とはまぎれもない事実であり、すでにこの歴
史の道に生きていると言えましょう。そのこ
とに目ざめることがこのテーマの、問いかけ
であると思い、自分を知らないまま人生を終
えることほど空しいことはないと先人が教え
ています。どうしても会わねばならないのが
自分自身との出会いでありましょう。それに
はただ「聞」以外にないと教えられました。

澤田　了さん（66）

巨津　圭子さん（67）

田代　隆慶さん（15）
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１
ｐ

教
区
内
の
方
々
に
、
教
区
基
本
テ
ー
マ
を
聞
い
て

感
じ
る
こ
と
を
綴
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

２
ｐ

「
ハ
ン
セ
ン
病
パ
ネ
ル
展
・
邑
久
光
明
園
作
品
展
」

の
報
告
に
加
え
、
大
阪
市
で
実
施
さ
れ
た
「
外
島

保
護
院
記
念
碑
参
拝
」
の
レ
ポ
ー
ト
で
す
。

３
ｐ

教
区
の
教
化
機
関
で
あ
る
「
出
版
会
議
」・「
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
推
進
会
議
」
の
紹
介
と
、
出
版
物
紹
介

コ
ー
ナ
ー
「
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ　

し
ゃ
ら
り
ん
堂
」。

４
〜
５
ｐ

教
区
教
化
委
員
会
の
講
座
の
様
子
を
お
伝
え
す
る

「
シ
リ
ー
ズ　

聞
く
」。
今
回
は
、
聖
典
講
座
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。

６
ｐ

教
区
内
諸
団
体
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。今
回
は
、

仏
教
青
年
会
連
盟
と
児
童
連
盟
に
寄
稿
い
た
だ
き

ま
し
た
。

７
ｐ

教
区
教
化
委
員
会
が
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
る

教
区
指
定
同
朋
の
会
。
第
27
組
即
徳
寺
さ
ん
の
様

子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

８
ｐ

南
御
堂
周
辺
の
お
店
紹
介「
ち
ょ
っ
と
い
こ
か
」

と
、
マ
ン
ガ「
し
ゃ
ら
り
ん
ち
ゃ
ん
」。

去
る
２
０
０
２
年
10
月
25
日
か
ら
28
日
ま
で
、

難
波
別
院
報
恩
講
に
あ
わ
せ
、
教
区
教
化
委
員
会

で
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
パ
ネ
ル
展
及
び
邑
久
光
明
園

作
品
展
を
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
展
示
は
、
わ
た
し
た
ち
は
「
ハ
ン
セ
ン
病

は
恐
ろ
し
い
病
気
」
と
い
う
意
識
を
完
全
に
ぬ
ぐ

い
去
る
こ
と
は
難
し
く
、
無
意
識
の
う
ち
に
真
実

に
眼
を
閉
じ
、
問
題
を
遠
ざ
け
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
現
状
認
識
に
真
向
か
い
、
一
人
で

も
多
く
の
方
々
に
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
正
し
い

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
開
催
さ

れ
た
も
の
で
す
。

開
催
期
間
中
は
、
約
２
７
０
人
の
方
が
訪
れ
、

パ
ネ
ル
や
作
品
に
見
入
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

訪
れ
た
方
か
ら
は
、

「
本
で
ハ
ン
セ
ン
病
の
方
々
の
こ
と
は
よ
く
知
っ

て
い
た
。
で
も
未
だ
に
知
識
不
足
に
よ
る
差
別
が

あ
る
の
は
と
て
も
つ
ら
い
と
思
う
」（

42
歳
・
女
性
）

「
今
回
パ
ネ
ル
展
を
見
て
初
め
て
知
っ
た
こ
と
ば

か
り
で
す
。
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
資
料
が
あ
っ
た

ら
な
あ
と
も
思
い
ま
し
た
」

（
31
歳
・
男
性
）

「
心
の
こ
も
っ
た
美
し
い
作
品
で
し
た
」

（
34
歳
・
男
性
）

「
す
ご
く
き
れ
い
で
す
。
作
品
の
紫
の
犬
が
特
に

好
き
で
す
。
写
真
も
き
れ
い
で
す
。
私
も
こ
ん
な

の
が
作
り
た
い
で
す
」

（
６
歳
・
女
性
）

な
ど
数
多
く
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
26
日
に
は
、
作
品
を
提
供
し
て
い
た
だ
い

た
国
立
邑
久
光
明
園
在
園
者
の
方
々
が
報
恩
講
に

参
拝
さ
れ
る
機
会
に
併
せ
、
教
区
教
化
委
員
会
と

の
２
回
目
の
交
流
会
が
も
た
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
か
ら
退
所
さ

れ
、
現
在
、
大
阪
府
内
に
住
ま
わ
れ
て
い
る
方
も

参
加
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
は
、
交
流
会
の
場
で
、

「
２
０
０
１
年
の
５
月
に
熊
本
地
方
裁
判
所
が
、

「『
ら
い
予
防
法
』
違
憲
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
」
に

お
い
て
、
原
告
の
訴
え
を
ほ
ぼ
認
め
る
判
決
を
出

さ
れ
、
こ
れ
を
契
機
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る

高
い
関
心
が
一
般
に
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

我
々
も
強
い
意
志
が
芽
生
え
た
。
社
会
に
身
を
置

く
と
い
う
こ
と
は
、
地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
、

人
間
関
係
の
つ
な
が
り
が
非
常
に
大
切
で
あ
り
、

そ
う
い
っ
た
つ
な
が
り
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
お
話
を
聞
き
、
ま
た
在
園
さ
れ
る

方
々
と
の
会
話
を
と
お
し
、
私
自
身
は
、
ハ
ン
セ

ン
病
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し

て
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
な
の
だ
と
、

改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
場
と
な
り
ま
し
た
。

外
島
保
養
院
記
念
碑
参
拝
レ
ポ
ー
ト

現
在
、
実
行
委
員
会
が
交
流
を
続
け
て
い
る
岡

山
県
邑
久
光
明
園
は
、
１
９
３
４
年
（
昭
９
）
ま

で
大
阪
の
淀
川
と
神
崎
川
に
挟
ま
れ
、
大
阪
湾

に
面
し
た
中
洲
に
外
島
保
養
院
と
し
て
在
り
ま
し

た
。
同
年
９
月
21
日
、
室
戸
台
風
の
襲
来
に
よ
り

施
設
は
壊
滅
流
失
し
、
患
者
１
７
３
名
、
職
員
３

名
、
職
員
の
家
族
11
名
が
死
亡
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
地
に
、
１
９
９
７
年
11
月
、
記
念
碑
が
建
立
さ

れ
、
毎
年
９
月
に
園
か
ら
バ
ス
で
園
長
、
自
治
会

の
方
々
、
そ
し
て
当
時
の
生
存
者
の
人
が
参
拝
に

来
ら
れ
ま
す
。
実
行
委
員
の
方
々
と
共
に
式
典
に

参
加
し
、生
存
者
の
人
か
ら
当
時
の
様
子
を
伺
い
、

こ
の
海
抜
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
で
起
き
た
大
惨
事

に
、
胸
が
悼
み
ま
し
た
。
他
の
団
体
の
方
々
も
参

加
さ
れ
て
い
て
、
委
員
の
人
た
ち
は
パ
ネ
ル
展
へ

の
お
誘
い
や
名
刺
交
換
を
さ
れ
て
い
て
、
出
会
い

の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。（
渡
邉
）

ハ
ン
セ
ン
病
パ
ネ
ル
展
・
邑お

く久
光
明
園
作
品
展
を
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

行
事
部
／
ハ
ン
セ
ン
病
交
流
会
実
行
委
員
会
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教
区
内
全
寺
院
に
チ
ラ
シ
で
お
願
い
し
ま
し
た
。

30
件
余
り
の
協
力
が
あ
り
、
ま
る
１
日
も
ち
切
り

を
し
て
、
お
も
ち
に
も
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り
、

表
情
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。

１
月
11
日
の
夕
方
の
炊
き
出
し
の
時
間
ま
で
に

届
け
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
教
務
所
を
四
時
に
出
発

す
る
た
め
に
、
10
人
程
の
人
員
で
ワ
ゴ
ン
車
、
乗

用
車
２
台
に
積
み
込
み
釜
が
崎
に
向
か
い
ま
し

た
。
委
員
以
外
に
一
般
の
門
徒
さ
ん
２
人
が
、
カ

ビ
取
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
来
て
く
だ
さ
り
、
そ
の

方
々
が
一
緒
に
釜
が
崎
ま
で
お
付
き
合
い
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

炊
き
出
し
の
食
事
の
配
給
に
、
５
０
０
人
余
り

の
長
蛇
の
列
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
方
は
、

「
当
初
若
い
頃
に
働
か
ず
に
遊
ん
で
い
た
人
が
行

き
場
が
無
く
、
こ
こ
に
来
て
い
る
と
決
め
つ
け
て

い
ま
し
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
不
況
の
厳
し
さ
、

ま
た
、
現
在
は
『
清
沢
満
之
語
録
』
の
編
集
を

進
め
る
と
と
も
に
、
お
内
仏
の
あ
る
生
活
を
テ
ー

マ
と
し
た
教
化
ビ
デ
オ
『
シ
ロ
の
聞
法
見
聞
録

②
』
の
制
作
に
併
せ
、
そ
の
テ
ー
マ
が
よ
り
浸
透

す
る
こ
と
を
願
っ
た
教
化
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
編
集

に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
も
近
々
に
発

行
す
る
運
び
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
ご
活
用
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
こ
う
し
た
文
書

伝
道
に
関
す
る
組
織
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
大
阪

教
区
が
有
す
る
地
域
性
や
教
区
の
方
々
の
要
望
を

見
据
え
つ
つ
、
寺
院
・
教
会
の
よ
り
一
層
の
活
性

化
に
繋
が
る
よ
う
な
出
版
物
の
発
行
を
願
っ
て
の

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
幸
い
に
も
多
く
あ
る
教
区

の
教
化
機
関
と
の
具
体
的
な
連
携
を
も
っ
て
、
幅

広
い
、
深
み
の
あ
る
教
化
活
動
の
展
開
を
目
指
し

た
も
の
で
あ
る
と
了
解
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
、

そ
う
し
た
願
い
を
活
動
の
基
底
に
据
え
歩
ん
で
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、ど
う
か
皆
さ
ま
に
は
、

ご
意
見
や
ご
要
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
出
版
会
議
主
査
・
奥
林　

暁
さ
ん
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
会
議

「
釜
が
崎
の
越
冬
対
策
に
少
し
で
も
協
力
で
き
な

い
か
な
」「
お
正
月
の
お
鏡
も
ち
を
活
用
で
き
た

ら
い
い
な
」「
古
着
も
毎
年
必
要
だ
と
聞
い
て
い

る
」、
そ
う
い
う
委
員
の
発
言
か
ら
、
お
も
ち
か

ら
始
ま
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
お
も
ち
供
出
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
企
画
が
考
え
出
さ
れ
、
お
正
月
の
お
供

え
し
た
後
の
鏡
も
ち
と
古
着
供
出
の
協
力
依
頼
を

出
版
会
議

大
阪
教
区
に
お
け
る
真
宗
同
朋
会
運
動
の
よ
り

一
層
の
推
進
を
図
る
べ
く
、
時
代
社
会
に
適
応
し

た
教
区
の
教
化
体
制
が
構
築
さ
れ
る
中
、
文
書
伝

道
を
審
議
・
調
整
す
る
機
関
と
し
て
こ
の
「
出
版

会
議
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
活

動
を
い
よ
い
よ
円
滑
に
行
う
た
め
、「
出
版
物
及

び
視
聴
覚
伝
道
教
材
特
別
会
計
」
が
設
定
さ
れ
た

こ
と
は
、
誠
に
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
理
解

し
て
い
ま
す
。

さ
て
、出
版
会
議
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
内
容
は
、

『
真
宗
入
門
Ｑ
＆
Ａ
』
及
び
『
教
区
同
朋
大
会
記

念
講
演
録
』の
発
行
、教
区
基
本
テ
ー
マ
ポ
ス
タ
ー

及
び
同
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
、
教
化
委
員
会
が

制
作
し
た
『
シ
ロ
の
聞
法
見
聞
録
』
で
取
り
上
げ

た
「
清
め
塩
」
に
関
す
る
教
化
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
真

宗
門
徒
と
仏
事
」
の
編
集(

発
行
及
び
頒
布
は
難

波
別
院)

な
ど
で
あ
り
ま
す
。
特
に
、『
真
宗
入

門
Ｑ
＆
Ａ
』
は
、
既
に
三
千
部
以
上
が
有
償
頒
布

さ
れ
、
今
な
お
購
入
の
ご
要
望
を
教
区
内
外
か
ら

頂
戴
し
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
本
当
に
よ
ろ
こ
ば

し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

し
わ
よ
せ
が
一
番
顕
著
に
出
て
い
る
の
が
こ
の
釜

が
崎
だ
と
、
自
分
の
傲
慢
な
見
方
、
私
の
認
識
不

足
を
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

２
０
０
３
年
も
１
月
９
・
10
日
と
「
お
も
ち
」

「
古
着
」（
今
回
は
、
醤
油
・
み
り
ん
・
お
酒
・
お

米
な
ど
も
あ
り
が
た
く
）
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
会
議
主
査
・
松
本 

曜
一
さ
ん
）

こ
の
た
び
17
組
青

年
部
か
ら
、｢

安
心｣

と
題
さ
れ
た
小
冊
子

を
出
版
い
た
し
ま
し

た
。
組
内
の
若
手
で

構
成
さ
れ
て
い
る
17

組
青
年
部
で
は
、
青
年
部
で
の
学
び
や
、
日
ご
ろ

語
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
形
に
し
て
み
た
い
と
い

う
願
い
か
ら｢

安
心｣

の
製
作
に
取
り
か
か
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

組
内
の
先
輩
住
職
に﹇
法
話
﹈と
し
て
筆
を
と
っ

て
も
ら
い
、
青
年
部
員
か
ら
は
﹇
研
究
発
表
﹈
と

し
て
、
今
自
分
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
語

り
、
そ
し
て
﹇
同
朋
の
声
﹈
で
は
、
ご
門
徒
か
ら

の
貴
重
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
日
々
逮
夜
参
り
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
若
手

な
ら
で
わ
の
ペ
ー
ジ
と
し
て
﹇
Ｑ
ア
ン
ド
Ａ
﹈
や

﹇
お
参
り
日
記
﹈
と
多
種
多
彩
で
非
常
に
柔
ら
か

い
読
み
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

青
年
部
で
は
冊
子
を
作
る
と
い
う
こ
と
を
通
し

て
、
一
文
字
一
文
字
を
丁
寧
に
何
度
も
読
み
直
す

こ
と
が
そ
の
ま
ま
学
習
会
の
よ
う
に
な
り
、
ま
た

新
ら
た
な
語
り
合
い
の
場
が
持
て
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。

「安心」　発行：17組青年部
1部 100 円
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本
誌
の
取
材
で
、
去
年
10
月
11
日
に
行
わ
れ
た

聖
典
講
座
に
参
加
し
ま
し
た
。
第
１
回
と
い
う
こ

と
で
、
私
達
が
ご
和
讃
と
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
ご
和
讃
全
般
に

つ
い
て
の
お
話
で
し
た
。

「
ご
和
讃
を
頭
で
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
声
に

出
し
て
読
み
、宗
祖
の
教
え
を
何
も
付
け
足
さ
ず
、

水
で
薄
め
ず
、
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
く
」
と
述
べ

ら
れ
、
ま
た
「
宗
祖
の
ご
和
讃
作
成
は
、
教
化
者

と
し
て
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
感
動
の
表
現
、

讃
嘆
の
言
葉
と
し
て
の
姿
勢
で
あ
る
」
と
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
今
迄
、
ご
和
讃
が

ど
う
し
て
当
時
の
人
々
に
響
い
た
の
か
疑
問
で
し

た
。
決
し
て
解
り
や
す
い
と
は
思
え
ず
、
や
わ
ら

げ
と
い
う
意
味
に
引
っ
か
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、

「
く
り
返
し
く
り
返
し
声
に
出
し
て
読
む
」
こ
と

に
よ
っ
て
響
い
て
く
る
言
葉
に
出
会
い
、
そ
の
こ

と
が
生
き
る
力
に
な
っ
て
く
る
と
教
え
て
い
た
だ

き
、
私
は
、
ご
和
讃
を
頭
で
理
解
し
よ
う
と
向
き

合
っ
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。後

半
、「
宗
祖
に
と
っ
て
何
故
七
祖
な
の
か
、

ま
た
そ
れ
が
何
故
、
龍
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
道
綽
、

善
導
、
源
信
、
源
空
な
の
か
」
と
い
う
お
話
で
し

た
が
、
私
は
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
持
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
宗
祖
の
教
え
を
学
ぶ
者
と

し
て
、
持
っ
て
し
か
る
べ
き
疑
問
で
な
か
っ
た
か

と
思
い
、
今
迄
解
っ
た
こ
と
と
し
て
い
た
宗
祖
の

お
言
葉
を
、
ひ
と
つ
ず
つ
確
か
め
て
い
く
こ
と
の

大
切
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

２
時
間
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
ま
し
た
。
一

つ
残
念
だ
っ
た
の
は
、
質
問
の
時
間
が
用
意
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
？
こ
と
で
す
。（
渡
邉
）

■
講
義
要
旨

　

金
子
大
榮
先
生
は
、「
念
仏
を
法
と
し
て
、
和

讃
を
義(

い
わ
れ)

と
し
て
、
そ
の
日
そ
の
日
の

道
と
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
、
私
た
ち
が
和
讃

に
学
ぶ
こ
と
の
大
切
な
意
義
を
教
え
て
お
ら
れ
ま

す
。
そ
の
意
味
で
、『
正
信
偈
』『
和
讃
』
を
開
版

し
た
蓮
如
上
人
は
、
宗
祖
の
教
え
を
自
ら
に
確
認

し
、
そ
の
教
え
の
と
お
り
に
伝
え
て
い
く
と
い
う

点
に
、
大
切
な
意
義
を
見
出
さ
れ
て
い
た
と
思
い

ま
す
。

　

蓮
如
上
人
を
と
お
し
て
和
讃
が
真
宗
門
徒
に

身
近
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
が
、
同
時
に
宗
祖
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
宗
祖

と
共
に
生
き
て
い
っ
た
同
行
に
お
い
て
も
、
和
讃

は
も
と
よ
り
声
に
出
し
て
と
な
え
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
和

讃
と
は
、
声
に
出
し
て
と
な
え
、
そ
れ
を
耳
に
す

る
こ
と
で
教
え
に
頷
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
の
で

す
。

　
『
浄
土
和
讃
』
と
『
高
僧
和
讃
』
が
、『
教
行
信

証
』
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
視

点
か
ら
和
讃
を
見
直
す
と
き
、
和
讃
に

表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
総
序
」
に

表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
如
来
の
深
い
恩

徳
を
明
ら
か
に
知
り
得
た
と
い
う
宗

祖
の
感
動
で
す
。
そ
れ
は
直
接
的
に
は

法
然
上
人
と
の
出
遇
い
の
意
味
が
明

確
に
な
っ
た
と
い
う
よ
ろ
こ
び
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
感
動
を
教
え
に
確
か

め
つ
つ
、
教
え
を
讃
嘆
す
る
と
い
う
点

に
、
宗
祖
に
お
け
る
和
讃
の
性
格
が
あ

り
ま
す
。

　

和
讃
に
表
現
さ
れ
る
讃
嘆
の
性
格

に
つ
い
て
、
和
語
讃
嘆(

や
ま
と
言
葉)

、
和
解
讃

嘆(

理
解
し
や
す
く)

、
応
和
讃
嘆(

共
に
声
に
し

て
い
く)

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
仏

教
に
お
い
て
讃
嘆
と
は
「
声
に
し
て
ほ
め
た
た
え

る
」
こ
と
を
意
味
し
ま
す
が
、
法
然
上
人
と
の
出

遇
い
、
教
え
と
の
出
遇
い
が
宗
祖
に
明
確
に
な
っ

た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
ご
自
身
の
言
葉
に
よ
る
讃

嘆(

和
語)

が
生
ま
れ
た
。そ
れ
ゆ
え
そ
の
言
葉
は
、

宗
祖
と
歩
み
を
共
に
す
る
同
行
達
に
も
教
え
を
頷

く
わ
か
り
や
す
い
言
葉
と
し
て(

和
解)

伝
達
さ

れ
て
い
き
、
そ
こ
に
共
に
声
に
し
て
と
な
え
、
唱

和
し
て
い
く(

応
和)

と
い
う
こ
と
が
成
立
し
た
。

讃
嘆
に
お
け
る
こ
の
和
語
・
和
解
・
応
和
と
い
う

性
格
は
、
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
の
も
と
に
、
そ
こ

に
具
体
的
な
広
が
り
を
生
み
出
し
て
い
く
の
だ
と

思
い
ま
す
。
仏
教
に

出
遇
い
、
そ
の
慶
び
を

讃
嘆
し
、
表
現
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
必
ず
そ

れ
が
他
に
伝
達
さ
れ
、

共
に
往
生
人
と
し
て

歩
む
と
い
う
事
実
を

人
間
に
生
み
出
す
。
こ

こ
に
宗
祖
の
和
讃
の

大
切
な
性
格
が
あ
る

と
言
え
ま
す
。
そ
の
意

味
で
蓮
如
上
人
の
真

宗
再
興
の
基
点
に
は
、

和
讃
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

　
『
教
行
信
証
』
は
同
行
と
宗
祖
と
の
関
わ
り
の

中
か
ら
著
さ
れ
た
も
の
で
す
。
宗
祖
が
『
教
行
信

証
』
に
明
ら
か
に
す
る
浄
土
真
宗
と
は
、「
い
な

か
の
ひ
と
び
と
」
が
頷
い
た
仏
教
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
宗
祖
の
讃
嘆
の
言
葉
は
、
同
行

で
あ
る
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
に
と
っ
て
、
論

理
や
理
屈
で
な
く
自
ら
の
頷
き
と
し
て
一
致
で
き

る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

和
讃
は
念
仏
の
生
活
と
共
に
あ
る
も
の
で
あ

り
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
根
幹
に
関
わ
る

も
の
で
す
。
人
間
の
知
性
と
し
て
わ
か
る
、
わ
か

ら
な
い
で
は
な
く
、
和
讃
を
口
に
し
つ
つ
生
き
、

生
き
る
方
向
や
力
を
そ
こ
に
見
出
し
て
い
く
。
こ

の
点
に
私
た
ち
が
和
讃
に
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。『
正
信
偈
』『
和
讃
』
の
お
勤

め
と
は
、
単
に
形
式
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
く
、
宗
祖
の
お
言
葉
を
と
お
し
て
、
私
自

身
が
教
え
に
触
れ
る
こ
と
を
願
い
、
教
え
に
出
遇

っ
て
い
く
者
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
さ
れ
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

�
�
�
�

聞
く

●
聖
典
講
座
・
真
宗
学
基
礎
講
座
『
高
僧
和
讃
』

　
　
　
　
　
　
　
　

講
師
／
大
谷
大
学
専
任
講
師
・
三
木　
彰
円　
先
生
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去
年
11
月
13
日
に
行
わ
れ
た
聖
典
講
座
に
参
加

し
ま
し
た
。
息
を
切
ら
し
時
間
ギ
リ
ギ
リ
に
駆
け

つ
け
た
僕
と
は
対
照
的
に
、
開
講
前
の
教
化
セ
ン

タ
ー
講
義
室
は
、
ほ
ぼ
満
席
に
近
い
人
た
ち
が
和

や
か
な
雰
囲
気
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
談
笑
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

近
く
の
席
か
ら
初
老
の
ご
婦
人
と
思
わ
れ
る

方
が｢

今
日
が
第
１
回
っ
て
聞
い
た
か
ら
来
ま
し

た
。
ま
た
聖
典
講
座
に
続
け
て
来
た
い
で
す｣
と

話
さ
れ
て
い
る
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
い
ろ
い

ろ
な
講
座
に
参
加
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

｢

続
け
て｣

と
い
う
言
葉
か
ら
聞
法
さ
れ
て
お
ら

れ
る
だ
な
ぁ
、
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

さ
て
、
講
義
の
方
は
、
仏
教
学
と
は
一
体
何
な

の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
、｢

一
言
で
言
う

な
ら
釈
尊
観
で
あ
る｣

と
し
、
ま
た
仏
教
の
歴
史

は｢

そ
の
時
代
、
そ
の
時
代
が
生
み
だ
し
た
釈
尊

観
の
歴
史
で
も
あ
る｣

と
語
ら
れ
、
そ
し
て
仏
教

経
典
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
と
阿
含
経
典
と
大

乗
経
典
と
な
り
、
阿
含
経
典
で
の
涅
槃
は
釈
尊
の

涅
槃
の
み
を
説
き
、
大
乗
経
典
に
な
っ
て
さ
ら
に

積
極
的
な
表
現
と
し
て
涅
槃
経
は
展
開
さ
れ
て
い

る
と
、
こ
れ
か
ら
の
講
義
の
面
白
さ
を
持
た
せ
た

ま
ま
第
１
回
を
終
わ
ら
れ
ま
し
た
。

講
義
全
体
を
通
し
首
尾
一
貫
し
て｢

仏
教
そ
の

も
の
が
、
一
体
何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か
を
考

え
な
い
と
、
経
典
そ
の
も
の
が
私
た
ち
に
訴
え
て

い
る
こ
と
が
見
え
て
こ
な
い｣

と
語
ら
れ
る
講
師

か
ら
、
聖
典
を
学
ぶ
の
は
遠
い
昔
の
話
を
学
ぶ
の

で
な
く
、
今
の
貴
方
を
学
ぶ
の
だ
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
を
受
け
ま
し

た
。（
廣
瀬
）

■
講
義
要
旨

　

私
は
、
釈
尊
と
は
ど
う
い
う
方
で
あ
る
の
か
と

い
う
釈
尊
観
を
学
ぶ
こ
と
が
仏
教
学
で
あ
り
、
仏

教
の
歴
史
と
は
釈
尊
観
の
歴
史
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

仏
教
経
典
は
、
阿
含
経
典
と
大
乗
経
典
に
大
き

く
分
類
で
き
ま
す
。阿
含
経
典
は
釈
尊
入
滅
直
後
、

紀
元
前
五
世
紀
か
ら
四
世
紀
頃
に
成
立
し
、
伝
承

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
大
乗
経
典
は
紀
元
前

後
頃
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
釈
尊
の
教
説

を
伝
え
る
も
の
で
す
が
、
経
典
の
成
立
時
期
や
背

景
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
れ
ら
二
種
類
の
経
典
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
釈
尊
観
が

あ
り
、
そ
の
釈
尊
観
を
も

と
に
し
た
釈
尊
の
教
説
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

な
ぜ
歴
史
上
に
実
在
し

た
釈
尊
の
見
方
が
変
わ
る

の
か
。
こ
こ
で
は
、
客
観

的
に
歴
史
上
の
釈
尊
を
明

ら
か
に
す
る
立
場
で
見
た

釈
尊
を
「
歴
史
的
実
像
と

し
て
の
釈
尊
」
と
し
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
、
見
る
も
の

に
よ
っ
て
釈
尊
が
変
わ
る
、

つ
ま
り
釈
尊
観
は
動
く
と
い
う
立
場
か
ら
の
釈
尊

を
「
信
仰
的
実
像
と
し
て
の
釈
尊
」
と
言
い
ま
し

ょ
う
。
経
典
で
教
説
を
説
く
釈
尊
は
信
仰
的
実
像

と
し
て
の
釈
尊
で
す
。
こ
の
視
点
は
、
経
典
を
学

ぶ
上
で
非
常
に
重
要
で
す
。
客
観
的
に
仏
教
の
歴

史
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
、
歴
史
的
記
録
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
阿
含
経
典
な
ど
の
経
典
か
ら
推
測

し
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
経
典
は
記
録
を
目

的
に
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
典
は
信
仰

的
実
像
と
し
て
の
釈
尊
の
教
説
を
伝
え
た
も
の
で

す
。
信
仰
的
実
像
と
申
し
ま
し
た
が
、
問
題
は
そ

の
信
仰
の
内
実
で
す
。
仏
教
徒
の
信
仰
を
明
確
に

す
る
、
こ
の
こ
と
は
極
め
て
大
切
な
事
柄
で
す
。

　
『
涅
槃
経
』
と
い
う
経
題
は
略
称
で
、
正
式
に

は
『
大
般
涅
槃
経
』
と
い
い
ま
す
。
阿
含
経
典
に

も
大
乗
経
典
に
も
経
題
を
全
く
同
じ
に
す
る
経
典

が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
釈
尊

観
に
基
づ
い
た
『
大
般
涅
槃
経
』
が
二
つ
あ
る
わ

け
で
す
。
ま
ず
「
大
般
涅

槃
」
と
は
何
か
。
釈
尊
が

そ
の
生
涯
を
終
え
ら
れ
た

こ
と
を
「
偉
大
な
る
般
涅

槃
」
と
呼
び
ま
し
た
。
経

典
に
は
「
涅
槃
」
と
も
あ

る
い
は
「
般
涅
槃
」
と
も

あ
り
ま
す
。「
涅
槃
」
と
は

仏
教
徒
だ
け
の
課
題
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
涅
槃
は
全

て
の
沙
門
の
目
標
で
あ
り
、

苦
し
み
が
消
滅
し
た
静
寂

さ
を
表
わ
し
ま
す
。
た
だ
、

そ
の
苦
し
み
あ
る
い
は
そ

の
原
因
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

沙
門
が
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
見
た
か
に
よ
っ
て
、
涅
槃
の
内
実
も
違
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
沙
門
達
の
こ
と
は
「
六
師
外

道
」の
説
と
し
て『
涅
槃
経
』に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

基
本
的
に
は
沙
門
達
は
、
そ
の
苦
し
み
の
重
さ
を

輪
廻
の
苦
し
み
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
か

ら
解
放
さ
れ
た
世
界
が
涅
槃
と
い
わ
れ
ま
す
。
釈

尊
は
三
十
五
歳
の
と
き
に
涅
槃
を
獲
得
さ
れ
仏
陀

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
涅
槃
」も「
般

涅
槃
」
も
言
葉
と
し
て
は
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
な
の

で
す
が
、
仏
弟
子
で
あ
る
阿
羅
漢
の
死
や
釈
尊
の

死
を
「
般
涅
槃
し
た
」
と
受
け
止
め
て
き
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
般
涅
槃
」
と
い
う
言
葉
は

死
を
指
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
死
を
意
味
す
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
道
を
求
め
て
歩
ん
で
き

た
も
の
が
、
ど
う
い
う
生
命
を
生
き
て
死
ん
で
い

っ
た
の
か
と
い
う
、
そ
の
人
の
生
涯
あ
る
い
は
生

命
の
意
味
を
「
般
涅
槃
」
と
い
う
言
葉
で
受
け
止

め
た
の
で
す
。
そ
し
て
特
に
釈
尊
の
死
を
「
偉
大

な
る
般
涅
槃
」
と
呼
ん
だ
の
で
す
。

　

仏
教
は
何
を
問
題
に
し
た
の
か
、
仏
教
の
問

題
領
域
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
涅
槃
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

そ
の
問
題
領
域
を
表
す
も
の
の
一
つ
が
渇
愛
で

す
。
仏
教
で
は
渇
愛
と
い
う
言
葉
で
何
を
問
題
に

し
て
い
る
の
か
。
仏
教
に
お
け
る
涅
槃
は
「
渇
愛

の
消
滅
」
で
す
。
釈
尊
は
渇
愛
を
人
間
に
と
っ
て

ど
う
い
う
問
題
と
し
て
捉
え
た
の
か
、
そ
れ
が
阿

含
経
典
の
中
心
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
す
。
ま
た
、

宗
祖
は
「
成
等
覚
証
大
涅
槃
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
宗
祖
の
仏
道
観
に
お
い
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
今
後
は
、
こ
れ
ら

の
問
題
が
、
仏
教
の
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
確

か
め
ら
れ
て
き
た
の
か
を
た
ず
ね
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

●
聖
典
講
座
・
仏
教
学
基
礎
講
座
『
涅
槃
経
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師
／
大
谷
大
学
教
授
・
宮
下　
晴
輝　
先
生
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い
て
い
て
も
、
何
食
わ
ぬ
顔
で
他
人
事
と
し
て
生

活
し
て
い
る
我
々
の
有
り
様
が
問
わ
れ
て
い
た
の

だ
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
中
、「
青
少
年
と
共
に

聞
い
て
い
き
た
い
」
と
い
う
願
い
の
も
と
、
仏
青

研
は
始
ま
っ
た
。

次
に
、
そ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
毎
年
「
五

感
を
研
ぎ
澄
ま
せ
!!
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
当
会
員
の
友
人
で
、「
筋
ジ
ス
ト

ロ
フ
ィ
ー
」
と
い
う
病
と
闘
う
青
年
と
の
出
会
い

が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。病
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
受
け
止
め
、
必
死
で
生
き
よ
う
と
す
る
意

欲
と
、
進
行
す
る
病
状
の
中
、
残
さ
れ
た
五
感
を

存
分
に
使
っ
て
、
い
の
ち
の
表
現
を
す
る
そ
の
姿

に
我
々
は
大
き
な
衝
撃
と
感
銘
を
受
け
た
。
言
う

ま
で
も
な
く
五
感
と
は
、「
視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
・

味
覚
・
触
覚
」
の
五
つ
の
感
覚
を
い
う
が
、
我
々

は
普
段
の
生
活
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
そ
の
与
え
ら
れ

た
感
覚
を
つ
か
い
、生
き
て
い
る
の
か
？　

ま
た
、

そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
の
か
？　
『
本
当
に
生
き

る
』
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら

の
感
覚
で
受
け
た
も
の
を
、
素
直
に
表
現
し
て
い

く
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
う
。

そ
し
て
、
そ
の
表
現
を
も
と
に
、
参
加
者
そ
れ

ぞ
れ
が
共
に
語
り
合
っ
て
い
く
場
と
し
て
仏
青
研

を
今
年
も
迎
え
た
い
。

（
仏
青
委
員
長
・
藤
並　

慈
さ
ん
）

い
よ
い
よ
今
年
３
月
、
第
４
回
目
と
な
る
『
仏

教
青
年
研
修
会
（
仏
青
研
）』
が
開
催
さ
れ
る
。

思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
仏
青
研
が
始
ま
っ
た
き
っ

か
け
に
は
い
ろ
い
ろ
な
願
い
が
あ
っ
た
。
一
つ

は
、
仏
教
青
年
会
と
い
う
青
少
年
の
活
動
の
場

に
お
い
て
、
我
々
自
身
が
「
本
当
に
青
少
年
と
出

会
っ
て
い
こ
う
と
す
る
歩
み
を
し
て
い
る
の
か
」

「
本
当
に
青
少
年
の
現
状
を
抱
え
る
こ
と
の
で
き

る
歩
み
を
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
浮
か

び
上
が
っ
た
。
青
少
年
教
化
、
青
少
年
育
成
と
い

う
大
き
な
課
題
を
背
負
い
な
が
ら
歩
ん
で
き
た
仏

青
で
あ
っ
た
が
、
な
か
な
か
そ
の
実
が
あ
が
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
単
純
に
そ
の
青
少
年
と
直
接
出

遇
っ
て
い
く
場
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
机
上

の
論
理
が
い
か
に
も
、
青
少
年
の
問
題
に
関
わ
っ

て
い
る
か
の
よ
う
に
勘
違
い
し
て
い
る
我
々
の
姿

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
毎
日
、『
不
登
校
』『
い

じ
め
』『
援
助
交
際
』『
自
殺
』
…
…
と
報
道
を
聞

児
童
連
盟
で
は
、
子
ど
も
が
お
寺
の
門
を
く

ぐ
っ
て
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る
、
お
寺
の
子
ど

も
会
を
身
近
な
も
の
に
感
じ
て
も
ら
う
と
い
う
こ

と
を
願
い
と
し
て
、
小
学
２
年
生
か
ら
中
学
３
年

生
ま
で
の
子
ど
も
を
対
象
に
、
毎
年
８
月
の
お
盆

過
ぎ
頃
に
「
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

こ
の
キ
ャ
ン
プ
の
班
は
た
て
割
り
構
成
で
、
中

学
生
の
お
兄
さ
ん
や
お
姉
さ
ん
は
小
さ
い
子
ど
も

の
面
倒
を
見
て
、
高
校
生
以
上
は
リ
ー
ダ
ー
や
本

部
ス
タ
ッ
フ
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

期
間
中
、子
ど
も
達
は
飯
ご
う
炊
さ
ん
や
工
作
、

キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
等
楽
し
い
盛
り
だ
く
さ
ん

の
企
画
を
自
分
達
だ
け
で
、
あ
る
い
は
リ
ー
ダ
ー

に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
な
が
ら
た
い
へ
ん
充

実
し
た
顔
を
し
て
す
ご
し
て
い
ま
す
。

最
近
は
高
校
生
の
方
で
も
「
中
学
校
卒
業
ま
で

参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
お
返
し
を
し
た
い
」
と
希
望
し
て
く

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

旅
行
や
自
然
学
習
等
、
様
々
な
体
験
を
通
し
て

活
動
し
て
い
く
中
で
「
ほ
と
け
様
の
教
え
」
は
特

別
な
も
の
で
は
な
く
、
何
気
な
い
会
話
や
生
活
の

い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
、
私
自
身
も
仏
さ
ま

に
願
わ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
子

ど
も
な
り
に
自
覚
し
て
も
ら
え
る
機
会
に
な
れ
ば

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年
も
多
数
の
ご
参
加
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

（
児
連
委
員
長
・
新
川
隆
教
さ
ん
）

●
感
想
文
抜
粋

ぼ
く
は
、
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
に
行
っ
た
の
は
今

回
が
初
め
て
で
友
達
も
あ
ん
ま
り
で
き
な
か
っ
た

だ
け
ど
飯
ご
う
炊
さ
ん
の
時
や
、
夜
の
つ
ど
い
、

フ
ィ
ー
ル
ド
サ
ー
チ
、
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
な

ど
で
だ
ん
だ
ん
協
力
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
班

の
み
ん
な
と
な
か
よ
く
な
っ
た
り
で
き
ま
し
た
。

で
も
活
動
す
る
時
に
列
が
一
列
に
き
れ
い
に

な
っ
て
な
か
っ
た
り
リ
ー
ダ
ー
に
め
い
わ
く
を

か
け
た
り
し
て
し
ま
う
と
い
う
悪
い
事
も
あ
り
ま

し
た
。
と
い
う
よ
う
な
事
で
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
は

良
い
悪
い
の

重
な
り
で
し

た
。し
か
し
、

そ
の
よ
う
な

こ
と
で
夏
の

思
い
出
に
な

る
こ
と
は
い

っ
ぱ
い
で
し

た
。今

回
の
サ

マ
ー
キ
ャ
ン

プ
で
は
大
切

な
も
の
っ
て

な
に
？
の
テ

ー
マ
だ
っ
た

け
ど
、
そ
れ
が
友
達
の
事
を
思
っ
て
助
け
る
な
ど

の
友
情
な
ん
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
サ
マ
ー
キ
ャ

ン
プ
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
学
校
６
年
生
）

仏
青
連
盟

児
童
連
盟

各
種
団
体

活
動
報
告
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今
回
は
27
組
即
得
寺
さ
ん
で
行
な
わ
れ
て
い
る

「
教
区
指
定
同
朋
会
」
に
お
邪
魔
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
、
研
修
・
講
座
部
担
当
で
、
推
進
員

養
成
講
座
終
了
組
の
寺
院
（
単
独
若
し
く
は
共

同
）
を
指
定
し
（
３
ヵ
寺
）、
同
朋
の
会
の
結
成

と
充
実
を
目
指
し
、
同
朋
奉
讃
勤
行
式
の
お
け
い

こ
な
ど
を
交
え
な
が
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。
現
在

27
組
で
は
一
昨
年
２
回
目
の
推
進
養
成
講
座
が
終

了
し
、
組
内
で
同
朋
の
会
が
未
結
成
の
正
念
寺
さ

ん
と
、
休
会
中
の
即
得
寺
さ
ん
の
２
ヵ
寺
が
選
ば

れ
ま
し
た
。
講
師
は
正
念
寺
さ
ん
が
戸
次
公
正
さ

ん
。
即
得
寺
さ
ん
は
當
麻
秀
圓
さ
ん
が
担
当
さ
れ

て
い
ま
す
。

即
得
寺
さ
ん
で
は
、
今
回
２
０
０
２
年
10
月
19

日
（
土
）
午
後
７
時
よ
り
８
回
目
の
会
が
、
参
加

者
25
名
で
開
か
れ
ま
し
た
。
同
朋
唱
和
の
後
、
お

つ
と
め
の
け
い
こ
。
み
ん
な
恥
ず
か
し
が
ら
ず
に

大
き
な
声
で
練
習
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
休
憩
の
あ

と
先
生
の
お
話
が
始
ま
り
ま
し
た
。「
願
い
」
に

つ
い
て
、私
た
ち
の
願
い
ご
と
の
例
を
取
り
上
げ
、

如
来
の
本
願
に
つ
い
て
話
を
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

質
疑
応
答
の
後
、
９
時
に
解
散
と
な
り
ま
し
た
。

■
門
徒
会
長
の
土
井
篤
郎
さ
ん
の
お
話

「
こ
の
機
会
に
つ
い
て
、
昭
和
43
年
か
ら
30
年
続

い
て
き
た
同
朋
の
会
が
、
参
加
者
の
高
齢
化
と

諸
々
の
事
情
で
休
会
し
て
い
ま
し
た
。
推
進
員
と

な
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
の
機
会
に
門
徒
会
の
若

手
を
中
心
と
し
た
集
い
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
呼
び

か
け
を
し
ま
し
た
」

●
参
加
者
に
つ
い
て

「
参
加
者
は
40
名
を
越
え
、
８
割
が
女
性
で
、
40

代
〜
60
代
前
半
の
方
々
で
す
」

●
今
日
の
会
に
つ
い
て

「
今
日
は
農
繁
期
で
も
あ
り
、
村
の
秋
祭
り
と
も

重
な
っ
て
参
加
者
が
い
つ
も
よ
り
少
な
い
で
す
」

●
お
勤
め
の
け
い
こ
に
つ
い
て

「
１
回
目
に
比
べ
る
と
み
ん
な
声
が
出
て
き
た
。

こ
の
辺
で
は
、
門
徒
の
方
の
通
夜
の
席
で
、
正
信

偈
を
み
ん
な
で
勤
め
る
風
習
が
ま
だ
残
っ
て
い

る
。
こ
の
機
会
に
し
っ
か
り
学
ん
で
も
ら
い
、
そ

れ
ぞ
れ
調
声
が
で
き
る
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
ほ
し

い
」

●
先
生
の
講
義
に
つ
い
て

「
身
近
な
こ
と
を
テ
ー
マ
に
、
話
が
わ
か
り
や
す

い
」

●
今
後
に
つ
い
て
は

「
10
回
の
講
座
が
終
了
す
れ
ば
、
同
朋
の
会
を
継

続
し
、
年
に
一
度
は
み
ん
な
揃
っ
て
ご
本
山
に
参

拝
し
た
い
」

■
参
加
者
の
声

・
女
性「
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
か
ら
、
主
人

と
毎
日
お
内
仏
で
正
信
偈
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ

た
」

・
男
性「
先
生
の
話
は
聞
い
て
い
る
時
は
う
な
ず

く
が
、
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
。
正
信
偈
を
１
行
づ

つ
学
校
の
よ
う
に
学
ぶ
方
が
頭
に
入
る
よ
う
に
思

う
」

・
女
性「
先
生
の
話
は
、
生
活
の
中
で
の
話
を
し

27
組
・
即
得
寺

て
く
だ
さ
る
の
で
、
気
付
か
さ
れ
た
り
、
う
な
ず

か
さ
れ
た
り
す
る
」

●『
参
加
し
て
よ
か
っ
た
で
す
か
』
の
質
問
に
全

員
手
を
上
げ
て
返
事
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

■
坊
守
さ
ん
の
お
話

「
当
初
総
代
役
員
さ
ん
や
推
進
員
さ
ん
が
中
心
に

参
加
者
の
呼
び
か
け
を
し
、
本
堂
の
掃
除
や
準
備

ま
で
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
で
は
参
加
者
が

自
主
的
に
早
く
来
て
、
準
備
を
し
て
く
だ
さ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」

■
講
師
當
麻
先
生
の
お
話

「
女
性
の
参
加
者
は
熱
心
で
、
男
性
の
方
は
仕
事

の
都
合
で
あ
ろ
う
が
休
み
が
ち
。
話
を
継
続
さ
せ

て
行
き
た
い
が
、な
か
な
か
難
し
い
。10
回
終
わ
っ

て
も
聞
法
会
と
し
て
続
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
」

●
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、役
員
さ
ん
が
熱
心
で
、

参
加
者
も
真
剣
で
あ
る
こ
と
。
で
も
肩
に
力
が

入
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
休
憩
時
間
に
お
茶
を

飲
み
な
が
ら
み
ん
な
で
和
気
あ
い
あ
い
と
談
笑
し

て
い
る
す
が
た
に
、
今
後
の
同
朋
の
会
が
継
続
さ

れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
力
強
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。（
松
林
）

教
区
指
定
同
朋
の
会
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◆「
し
ゃ
ら
り
ん
」
第

１
号
を
お
届
け
し
ま

す
。
◆
近
年
、
ネ
ッ
ト

の
普
及
や
印
刷
技
術
の
向
上
な
ど
で
、
特
権
的
な
情

報
の
出
し
手
と
そ
の
他
大
勢
の
情
報
を
た
だ
受
け
取

る
だ
け
の
階
層
、
と
い
う
従
来
の
図
式
が
崩
れ
つ
つ

あ
る
と
感
じ
ま
す
。
誰
も
が
自
由
に
情
報
を
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
質
は
玉
石
混
淆

で
量
は
爆
発
的
に
増
え
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
情

報
の
大
海
で
溺
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
は
、
一
人

ひ
と
り
が
確
か
な「
よ
り
ど
こ
ろ
」
を
持
た
な
く
て
は

い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
。
◆
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
言

え
る
の
は
、
今
こ
そ
私
た
ち
は
、
出
す
べ
き「
も
の
」

を
本
当
に
持
っ
て
い
る
の
か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
個
人
単
位
で
も
、
お

寺
と
し
て
で
も
、
教
区
や
教
団
と
し
て
で
も
言
え
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
◆「
し
ゃ
ら
り
ん
」
の
編
集
に

関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
感

じ
て
い
ま
す
。
教
区
の
み
な
さ
ん
が
情
報
を
発
信
し
、

交
流
す
る
場
と
し
て
、
こ
の「
し
ゃ
ら
り
ん
」
を
利

用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
み
な
さ
ま
の
ご
参
加
、
ご
協
力
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
ｓ
）
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南御堂をしり目に、心斎橋筋へと流
れる一行の目的は美味しい料理と旨い
お酒。ほどなくたどり着いたお店が今回
紹介する『とりあえず』。細い木製の階
段を降りると、竹を使い和風漂う、スッ
キリとした清潔感のある空間が広がる。
さて、“とりあえずビール”と言って

おきながら、料理の方は［明太子のだし
巻き］や［豚トロ炙り焼き］などおっちゃんの好みそうなもの

もあれば、［ペペロンチーノ］や［帆
立のクリームグラタン］までお連
れする年齢層の巾も広がりそうな
Food Menu.
お酒の方も地酒や焼酎もたくさ

ん揃っていて、山形の超辛口『く
どき上手ばくれん』はお薦めです。
教化委員会での疲れを癒しに、は
たまたたったいま聴聞してきた講
座について信仰談義を交わしてみ
ては。ゆったりとしたスペースの
掘りごたつ式お座敷は 25 ～ 30
名のご宴会や打ち上げに最適。

ちなみにしゃらりん編集部調査部隊が調査に行ったところ、
ほどよく呑んで、ほどよく食べて一人 3,000 円でお釣りがあっ
たぐらいでした。（廣瀬）

ち
ょっと
い
こ
か
■南御堂周辺のお店紹介

「とりあえず」
大阪市中央区南久宝寺町 3-4-14 三興ビルB1
06-6252-0557
昼 ● AM11:30 - PM2:00
夜 ● PM5:30 - PM10:30
定休日●日・祝

南御堂 

中央大通り 

御
堂
筋

 

心
斎
橋
筋

 

南久宝寺町「とりあえず」


