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毒
　
　
語

事

宗
教
者
の
必
読
書

μ
し

儀
式
の
工

夫
１

こ
れ
か

一
ぢ
卩

ら
の
法
要

九
冰

寺
院

と
法
律
－

文
化
観

、王

光
税

に
つ
い
て
考
え

る

旅
と

法
友
－

訪
印
記

▼

混
乱
し
た
現
代

、
宗
教
の
価
値

が
問
わ

れ

ア
い
ま
す

が

三
、
四

年
前
、
イ

ギ
リ
ス
の

仏
教
会
へ
何
度

か
行

っ
た
或
る
時
、

ロ
ー
マ
の

方
へ

廻
り
ま
し

て
、

バ
チ
カ
ン
の

『
他
の
宗

教
と
対
話
す
る
劼

か
ら
食
事

の
お
誘

い
を

受
け
て
、
表
敬
訪
問
に
参

り
ま
し

た
。
こ
の
事
を
イ

ギ
リ

ス
で
話
し
た
ら
、

彼
等

は
驚
い
て
、
「

昔
だ

っ
た
ら
考
え
ら
れ
な

い
こ

と
だ
。
絶
対

に
他
の
宗

教
と
は
交
わ
ら
な

か

っ
た
の
に

」
と
言

っ
て

い
ま
し
た
。

そ

の　カ
。 ソ

他　リの　ツ
宗　ク

教　か
と　ら
対　の

話　ア
す　プ
る　口昂　１

の　チ

亶

バ
チ
カ
ン
で
は
大
臣

に
当
た
る
人
、
ピ

ニ
ェ
ド

リ
枢

機
卿
と

お
会

い
し
ま
し
た
。
本
来
な
ら

法

王

に
も
な
ら
れ

る
位
の
人
で
、
そ
れ

位
の

実
力

者
を
置

い
て
、

他
の
宗
教
と
の
対

話
を

進
め
て

い
た
の
で

す
。

「
今
日
は
お
会

い
で

き
て
大
変

嬉
し

い
。

私
は
か
ね
が
ね

”
禅

”
に
非
常
に
興

味
を
持

っ
て
い
た
。
そ
の
関

心
と
は
、
褝
の
布

教
の

仕
方
で
は
な

い
、
失
礼

乍

ら
、
我
が
カ
ソ

リ

ッ

ク
教
団

は
、
全
世
界
の
宗

派
を
通
じ
て
最
も

布

教
活

動
を
し
て

い
る
と
自
負
し
て

い
る
。
そ

し
て
実

際
に
カ
ソ

リ

ッ

ク
立

の

学

校
や

病

院

は

、
全
世
界
に

在
り
民
衆
へ
の
救
済
活
動
は
昔

か
ら
い
か
な

る
宗

教
に
も
負
け
な

い
程
や

っ
て

い
る
。
し
か
し

世
界
の
政
治
的
社
会

的
情
勢
の

変
化
に
伴

い
カ
ソ
リ
ッ
ク
立
の
学

校
や
病

院
は

次
々
に
国
公
立

に
転
換
し
て
減

っ
て

い
る
現
状

で

あ
る
。
だ
か
ら
、
我

々
に
と
っ
て
今
、
最
も

関
心
あ
る
の
は
、
僧
侶
の
宗
教

体
験
で

あ
る
。

か
っ
て
、
中

世
に
は
セ
ン
ト
づ
不
デ
ィ
ク
ト

等
の

よ
う
に
多
く
の
人
達
が
、
禅
宗

の
僧
侶

と
同

じ

よ
う
に
宗
教
体
験
を
尊
重
し

た
時

代
も
あ
っ
た

が
、
そ
れ
以
後
、
我
々
の
宗

教
は
極
め
て
哲
学

的
に
な
っ
て
、

い
ま
や
宗

教
体
験
の
伝
統
は
跡

切
れ
て
し
ま

っ
た
。
我

々
の

知
る

”
禅
”
は
、

そ
う

い
う
宗
教

体
験
の
伝

統
が
、
今
日
も
脈

々

と
続

い
て

い
る
。
だ
か
ら

、
禅
の
お
坊

さ
ん

か

ら
、
そ
う

い
う
体
験
に
入

っ
て

い
く
為
の
諸

々

の
正
し

い
や

り
方
に
つ
い
て
学
び
た

い
の
で

あ

る
」

と
、
彼
は
話
し
ま
し
た
。

宗
教
の

存
在

価
値

私
も
か
ね
が
ね
、
考
え
て
い
た
事
で

す
が
仏

教
に
隕
ら
ず
宗
教
活
動
の
中
に
は
教
育

・
福
祉

・
厚
生
・
治
療
・
或

い
は
レ

ジ
ャ
ー
に
関
す
る

こ

と
ま
で

多
種
多
様
な
も
の

が
含
ま
れ
て
い
ま`

す
が
、
そ
の
中
の
多
く
の
部

分
は
古

い
時
代
、

政
治
行
政
が
未
発
達
な
為

に
本
来
な
ら
ば
政
府

が
、
あ
る

い
は
地
方
自
治

体
が
担
当

す

べ
き
事

母

晟
叩

を
、
で

き
な

い
か
ら

お
寺
が
代
わ
り
に
し
て

い

た
と
思
い
ま
す
。
今
そ

れ
ら
が
全
く
必
要
で
な

く
な
っ
た
の
で
な
く

、
地
域
に
よ
っ
て
は
顕
然

と
し
て

必
要

な
場
合

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

大
き
な

一
つ
の
流

れ
と
し
て
、
今
後
、
宗

教
が

分
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
、
即
ち

、
宗

教
の
存

在
価
値
が
問
わ
れ

る
も
の
は

、
や
は
り
。

「
宗

教
体
験
」

で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
う
の
で

す

。
そ
う
な
り
ま
す
と

、
他
宗

教
の
、
例
え
ば

カ
ソ
リ

ッ
ク
の
羨
望
の
的
で
あ

る
「

体
験
す
る

修
行
の
伝
統
」
に

つ
い
て
、
我
々
は
ど
こ
ま
で

し
っ
か
り
や

っ
て

い
る
か
と
い
う
疑
問

が
湧

い

て
く

る
の
で

す
ね
。

先
日

、
妙
心
寺
教
化
セ
ン

タ
ー
運
営
に
つ

い

て
の
諮

問
を
受
け
ま
し
た
時
、
雑
談
の
形
で

、

「
僧

堂
の
在
り
様
を
改
革
し
な
け

れ
ば
い
け

な

い
の
で

は
な
い
か

。

僧
堂
へ
行

っ
て
来
た
若

い
者

は
、
僧
堂
で
小
生
意
気
に

な
る
こ
と
だ
け

を

覚
え
て
帰
っ
て
来

る
」
と

い
う
批
評
が
、
大

部
出
ま
し
た
。

僧
堂
の
改
革
は
必
要

か
？

私
は
、
西
も
東

も
分
か
ら
ん
、
仏
教
の
勉
強

も
し
た
こ
と
の

無
い
状
態
で
禅
寺
に
入
り
、
出

家
し
た
者
で

す
。
で

す
か
ら
、
僧
堂
で
十
五
年

間
も
粥
を
食

べ
さ
せ
て
戴
い
た
け

れ
ど
、
そ

れ

が
一
体

、
釈

尊
の
教
え
と
ど
う

い
う
様
に
関
っ

て

い
る
か
に
つ
い
て
は
、
僧
堂

生
活
中

に
は
調

べ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
授
業

寺

に
帰

っ
て
か
ら
、
阿
含
経
な

ど
を

主
に
読
み
、

二
千

六
百

年
と

い
う
歳
月
を

経
な
が
ら
、
よ
く

京
都
　
大
誅
院

盛
永

宗
興

老

師

も
こ
れ
だ
け
釈

尊
在
世
当
時
を
伝
え
た
も
の
だ

と
、

自
分
の

僧
堂
体
験
を
有
難

く
思

い
ま
し

た
。

そ
し
て

、
非
常
な
誇
り
と
、
幸

運
に
も

修
行
さ

せ
て

戴
く
縁
が
あ
っ
た
事
に
感

謝
を
持
ち

ま
し

た
。

こ
の
自
分
の
体
験
か
ら
言

わ
せ
て

戴
く
と
、

僧

堂
の
在
り
様
と
か
シ
ス
テ

ム
が
い
け
な
い
の

で

は
な
く
て
、
そ
こ
へ
入

っ
て

来
る
人
の
素
養

そ

の
も
の
を
こ
そ
問
題

に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
僧
堂
の
形
式
云
々
の
前

に
、
今
、
我
々
が

一
番
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な

い
の
は
、

失
わ
れ
て

し
ま

っ
て

い
る
「
雛
僧
教
育
」
で
は

な
か
ろ
う

か
。
こ
れ
は
坊

さ
ん
に
な

る
者
だ
け

で
な

く
、

日
本
の
青
少
年

全
体

に
い
え

る
こ
と
で
す
が
、

敗
戦
後

『
国
公
立
の
学

校
で
特
定
の
宗
教
教
育

を
し
て
は
な
ら

な
い
』

と
し
て
、
宗
教
教
育

全

て
を
否
定
し
て

し
ま
い
、
日
本
の
青
少
年
は
宗

教
と
は
無

縁
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
当
は
、

宗
教
の
百

貨
店

で
あ
っ
て
良

い
の
に
、

一
切
な

さ
れ
ず

、
道
徳
教
育
す
ら
な
さ
れ
な
か

っ
た
。

従

っ
て
、
素
養
と

い
う
か
、
土
台
に
な

る
宗

教

的
情
操
と

い
う
も
の
が
僧
俗
を
問
わ
ず
無

い
ま

ま
で
育
っ
て
き
た
現
状
で
あ
り
、
更

に
、

学
校

教
育
と

い
う
も
の
が
知
育
偏
重
で
、
そ

の
為
の

施
設
や
シ
ス
テ

ム
を
充
実
し
ア

。
チ

向
い
て
る

者
を
コ
ッ
チ
向
か
せ
、

覚
え

る
気

の
無
い
者
に

ま
で
手
と
り
足
と
り
し
て

覚
え
さ
せ
る
の
が
良

い
先
生
良

い
教
育
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

翻
っ

て
、
古
来

の
教
育

理
念
を

考
え
る
と
一
つ
の
角

を
見
せ
て
や

っ
て
、
直

ぐ
に
三

つ
の
角
が

ぴ
り

っ
と
分

か
る
の
は
、
予

め
そ
の
問
題
に
対
し
て

本

人
が
苦
労
し
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
を

せ

ん
奴
に
は
物
言
わ
ん
、
と

い
う
の
が
本
来
の

教
育
で
あ
っ
た
筈
で
す
。
で
す
か
ら
、

私
の
偏

見

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

「
教
養
」

と
い
う
言

葉
は
、

『
教
育
』
と

「
修
養
」
が
重
な

っ
て
出

来
だ
の
で
は
と
思

っ
て

い
ま
す
。
教
育

と
い
う

の
は
、
外
部
か
ら
与
え

ら
れ
る
も

の
、
修
養
と

い
う
の
は
自
発

的
に
内
部

か
ら
勤

め
る
も
の
。

こ
の
二

つ
が
合

わ
さ
っ
て
始
め
て

『
教
養
』
が

で

き
上

が
る
も

の
で
あ

り
、
若
し
、
自
分
が
ヤ

ル
気

が
な
く
て
教
育
だ
け
受
け
た
者
は
、
学
歴

は

有
る
け
れ
ど
教
養
は
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

宗

教
体
験
に
つ
な
が
る
土
台
を

「
更
に
、
宗
教
的
素
養
と
い
う
、
も
う
一
つ
下
に
な

る
素
地
が
無

い
。
こ
う

い
う
状
態
で
僧

堂
に
人
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一不

る
な
ら
ば
、
た
と
え
ど
の
様
な
僧
堂
の
シ
ス
テ

ム
を
作
ろ

う
が
、
ど
の
様
な
師

家
や
先
輩

の
指

導

が
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
は
、
形
し

か
覚
え
ら
れ

ず

、
所

謂
、
「
宗
教
的
体
験
」

に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
は
思
え
な

い
。
若
し

、
素
地

と
教
養
と

い
う
も
の
が
掛
塔
以
前
に

有
る
な
ら
ば
、
宗

教

的
体
験
は
僧
堂

に
居

る
間

だ
け
の
問
題
で
は

な

く
て
、
在
錫
年
限

が
短
か
か
っ
た
と
し
て

も
、

そ
の
後
の
そ
の

方
々
の
生
活
の
中
で
、
繰

り
返

し
繰
り
返
し

体
験
さ
れ
て

い

く
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

で
す
か
ら

、
今
後
、
宗

教

に
、
世

間
も
期
待
し

、
又
、

宗
教
白

身
も
息
を
吹
き
返
す

為
に

、
布
教
教
化
の
前
に
、

よ
り

根
本
的
な
問
題
と
し
て

お
坊

さ
ん
達
の
「
宗

教
体
験
」

そ
れ
が
悟
り
と
か

い
う
大
袈

裟

な
も
の
で
な
く
て
、
し
み

子

▼

雲

水
の

素
地

を
つ
く
る
意
味
で

も
寺
庭
教

育
は
重
要
で

あ
る
と
思

い
ま

す
が
、
寺
庭

婦
人
の
心
構
え
に
つ

い
て

お
話
し
下
さ

い

寺
庭
婦
人
と

い
う
の

は
非

常
に
お
気
の
毒

な

ん
で
す
。
お
寺
以
外

か
ら
お
嫁
に
来
て
お
ら

れ

る
と
し
ま
す
と
、

何
し

ろ
、
禅
寺
と

い
う
所

は

掃
除
一

つ
取
り
上
げ

て
も
忙

し

い
で

す
。
で

す

か
ら

、
寺
庭

婦
人
程
、
宗
教
書
を
読
む
時

間
は

な

い
ん
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。
却

っ
て

、
一
般
家

グ
　

ン（

セ
　
　
　

七

日

不

¨
憤

不

゛
啓

ン
バ

セ
　
　

セ

不

¨
俳

不

゛
発

ゲ
テ
　
　

づ
　
ン
バ
　

テ
　
　
　

ヲ

挙

―
一

隅

不

゛
以

三

隅

’

エ
ラ
　
　

ル
　

セ

反

廁

不

滷

也

（

論

語

述

而

第

七

）

じ
み
と
仏
様
と
親
し

く
な

っ
た
り

、
「
お
釈
迦

さ
ま
・
：
　
」
と
口
に
出
し

た
だ
け
で

、
も
う
胸

が
暖
ま

っ
て
く

る
と

い
う
様
な
、
そ
う

い
う
も

の
で
す
ね
。
そ
れ

が
、
皆
ん
な
に
出
て
く

る
為

に
は
、
寺
庭
の

教
育

、
雛
僧
教
育
、
あ

る
い
は

社
会

一
般
に
対
し
て

の
凡（

全
）
仏
教
的
な
教
育
が

不
可

欠
で
す
。

即
ち
関
山
一
流
の
褝
と
し
て
の
宗

旨
が
あ
る

か

な

い
か
と

い
っ
た
よ

う
な

一
人
合

点
な
布
教

で

な

い
凡
宗
教

的
な

も
の
を

心
が
け
ね
ば
な
ら

な

い
の
で
は
な

い
か
。
素
地

の
有
る
人
を
専
門

道

場

に
送
り
込

む
、
あ
る
い
は
僧
侶
の
生
活
に

送
り
込

む
こ
と
を

本
気
で
考
え
ね
ば

い
か
ん
の

じ

ゃ
な
い
か
。
く
り
か
え
し
ま
す
が
僧
堂
の

シ

ス
テ

ム
の
問
題
で
は
な
く
そ
こ
へ
入

っ
て

ゆ
く

雲

水
の
素
地
の
問
題
だ
と
私
は
思

っ
て

い
る
の

で

す
。

庭
婦
人
の
方

が
、
カ
ル
チ

ャ

ー
セ
ン

タ
ー
で

聴
い
た
り
、

テ
レ
ビ
ラ

ジ
オ
で
宗

教
に
つ

い
て
聴
く
時

間
が
有
る
と
思

い
ま
す
。
又

、
夫
で

あ
る
ご

住
職
さ
ん

が
布
教
師
さ
ん
だ

と
す
る
と
、

こ
れ
は
奥
さ
ん

以
外
の
人

に
ば
っ
か
り
話
し

て

い
る

わ
け
で
、
奥
さ
ん
に

言
う
暇

が
な
い
。
こ
う
な
る

と
、
こ
の
世
の
中
で
。
自
分

の
宗
教
に
対
し
て

一
番
つ
ん
ぼ
伐
敷

に
置

か
れ
て

い
る
の

が
、
寺

庭
婦
人
と

い
え

る
の
で

は
な

い
か
。
勿

論
、
理

屈
は
知
ら
な
く
て

も
、

一
瞬
々

々
の
事

に
打

ち

込
ん
で
や
れ
れ

ば
、
そ

れ
が
仏
様
な
ん
だ

け
れ

ど
も
、
し
か
し
、
や
は
り

、
自
分
の
子

供
や
哦

信
徒
に
相
対
し
て

い
く
時

に
、
何
と
な

く
ボ
ン

や
り
し
て

い
る
の
で
は

な
く
、
ま
だ

駄
目
だ

け

れ
ど
方
向
は
こ

う
だ
と

確
信
を
持

っ
て

も
ら
い

た

い
の
で
す
。

一
一

暑
・
・

Ｉ
・

ｅ
・
一
・

正
見
に

向
け
て
確

信
を
も
て

法
華
経
の
中
に
説
か
れ
て
あ

る
「

一
大
事
因

縁
は
、
仰
物
牙
を
開
き
入
ら
し

め
る
の
が
、
仏

の
こ
の
世
に
出
ら
れ
た

最
大
目

的
で

あ

る
」

と
。

こ
れ
を
我
々

の
宗

祖

の

臨

済

禅
師

は

、

「
只
、
汝
等
真
正
の
見

解
を
要
す
　

」
と

言
わ

れ
、

「
正
見
」

と
い
う
こ
と
を
強
調
せ

ら
れ
て

）

い
る
。
世
の
中

の
常
識

、
一
般
的
な

知
識

と
は
、

正
見
に
反
し
て

『
邪
見
』

に
満
ち
て

い
る
。
よ

く
世
間
の
人

は
、
「
努
力
し
た
の
に
ど
う
し
て

こ
ん
な

に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
　

」
と
嘆

か
れ
る

が
、
努

力
だ
け
で

物
は
済
ま
な

い
こ

と
に
気
が

付

い
て

い
な
い
。
東
京
へ
行
こ
う

と
す
る
人
が
、

最
初

の
一
歩
を
九
州
へ
向
け
て
踏
み

出
し
た
と

す
る
な
ら
ば
、
後
は
努
力
す

れ
ば
す
る
程
、
東

京

か
ら
遠
ざ
か
る
。
そ
こ

に
、

『
正

見
』
と

い

う
最
大
の
要
素
が

必
要

と
さ
れ
る
の
で
す
。

▼

寺
庭
教
育
こ
そ
大
事
で

す
ね

布
教
の
第
一

人
者
で

あ
ら
れ

る

松
原

泰
道

師
は
「
南

無
の
会
」
を

作
っ
て
お
ら
れ

ま
す

が
、

『
南
無
』

と
い
う
の

は
「
帰
命
」

、
「
帰

っ
て

い
く
所

が
あ
る
こ

と
が

、
旅
の
よ
ろ
こ

び
だ
」

と
よ

く
お
話
し

さ
れ
ま
す
。
「
普

通
の

旅
行
の

喜

び
の
原
因
は
、
安
心
し
て
帰

っ
て

い
け
る
家

庭
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
人
生
の

過
程
の
色
々

な
出
来
事
も
、
怖
れ
と
し
て

受
け
取
る
か
、
喜

び
と
し
て
受
け
取

る
か
’は
心
の

帰
っ
て
い
く
家

を
持
っ
て

い
る
か

、
ど
う
か
に
あ

る
」
と
上
手

に

言
わ
れ
、
『
南
無
』
と
い
う
こ
と
を
理

解
さ

せ

ら
れ
る
ん
で
す
ね
。

寺

に
と
っ
て

、
南

無
の
本
拠
地
は
「
寺
庭
」

な
ん
で

す
。

そ
の
本
拠
地
が
い

い
加
減
に
な

っ

て

お
っ
て
、
雛
僧
、
僧
堂
、
あ

る
い
は

実
際
活

動
し

て
い
る
お
坊
さ
ん
の
質
の
問
題
を

論
ず

る

の
は

、
家
の
無

い
人
間
に
旅
の
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

を

書
い
て
、
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
に
よ

っ
て
苦
し

み

を
喜
び
に
変
え
さ
せ
よ
う
と

い
う
の

と
同

じ
で

は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
様

な
ス
ケ
ジ
ュ

ー

ル
で
あ
っ
て
も
、
帰

っ
て

い
く

家
の
無
い
人
に

と
っ
て
は
、
恐

れ
、
寂
し

さ
、
苦
し
み
に
な
っ

て
し
ま
う
と
思
う
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
宗

教
界

に
「
宗
教
体
験
」

と

い

う
も
の

が
強
烈

に
問
わ
れ
て

く
る
の
は
、
当

然

の
時
代
の

趨
勢
だ
と
言
え

ま
す
。
他
に
何
を
や

っ
て
も
、
そ

れ
は
政
治
で

、
あ
る
い
は
社
会
の

慈
善
で
代

わ
り
得
る
も
の

に
な
っ
て
く

る
で
し

ょ
う
。
そ

こ
で
、
宗
教
以
外

の
立
ち
入

る
こ

と

の
で

き
な
い
の
が
、
本
当

の
意
味
で
の
「
安
心
」

の

問
題
で

す
。
そ
し
て

、
そ
れ
は

Ｉ
朝
一
夕

に

は
で

き
ず
、
逆

に
綱
を

た
ど
っ
て

い
け
ば

、
寺

庭
の
教
育
と

い
う
こ

と
に
な
っ
て

い
く
。

在
家

か
ら

小

僧

に
入

っ
て

く

る
こ
と
の

少
く
な
っ

て
き
た
現
在
、
又

、
今
後
よ
り
社
会

が
豊

か
に

な
っ
て

い
け

ば
、
昔
の
様
に
、
七
。
八

才
で

寺

へ
入
っ
て
苦

労
す
る
人
間
な
ど
当
然
居

な
く
な

る
わ
け
で

す
。

ナ

ウ
ィ
若

者
、
宗
教
と
関
り
が
あ

る
／

。

こ
れ
は

、
教
団
の
使
命
を

制
す

る
問
題
で

あ

っ
て
、
同

時
に
、
社
会
に

と
っ
て

も
大

き
な
問

題
で

す
。
私
な
ど
は
、
西

も
東
も

わ
か
ら
な
い

う
ち

に
坊
さ
ん
に
な

っ
た
だ
け
に
、
自
分
か
仏

縁
が
あ
っ
た
こ
と

に
、
本

当
に
、
感
謝
し
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら

、
心
底
、
若
い
者
達
に
言
う

ん
で

す
。
「
現
代

の
若
者
で
宗
教
と
無
関
係
な

奴
は
、
ナ

ウ
ク
ナ

イ
／・
呵
々
最
も
先
端
的
に
ナ

ウ
イ
若
者
と

は
、
宗
教
と
関
り
の
あ

る
人
間
だ
」
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