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こ
の

人
　

こ
の
道

か
’
　
　
　

井

伊
文
子
女
史

ヽ
王

宗

教
者

の
必
読
書

現
代

社
会

と
仏
教

修

行

僧

の

疑

問

曽
っ
て
京

都
に
て
住
職
し
て

い
た
寺
は
僧
堂

か
ら
指
呼
の

間
に
あ
っ
た
。
朝

夕
、
僧
堂
の
「
鳴

ら
し
物
」
（

版
木
・
雲
板

・
殿
鐘
・
喚
鐘
等

）

が
聞
こ
え

る
た
び
に
身
の
引
き
締
る
思
い
が
し
た

も
の
で
あ

る
。

雲
水

達
も
よ
く
出
入
し
彼

等
か
ら
種
種
話
を

聞

い
た
が
、
そ
の
中
で

一
番

多
い
悩
み
は
、

「
僧
堂
の

修
行
が
現
代
の

一
般
の
人
の
救
済
と

ど
の

よ
う
々

関
わ
り
を

持
つ
の
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
内

容
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
質
問
に

対
し

、

「
僧

堂
で

修
行
し
た
こ

と
の
あ
る
人
は
、
僧

堂

の
「
鳴
ら
し
物
」
一

つ
を
聞

い
て
も
身
が
引

き
締

る
の
で

あ
る
。

一
般
の

信
者

の
方
も
修
行
僧

が

「
叉
手
当
胸
・

虎
視
牛

行
」

し
、
只
管

に
道
を

求
め
る
姿
を
見
て
感

銘
を
受
け
る
の
で
あ

る
。

姿
が
そ
の
ま
ま
「
下

化
衆
生
」
に
繋

が
る
の
で

あ
る
」

と
返
事
し
た

こ
と
が
あ
る
。

僧

堂

の

使

命

借
で
、
数
年
後

自
分

が
僧
堂
を
董

す
立
場
と

な
り
、
改
め
て
「
僧

堂
の
使
命
」

に
つ
い
て
考

え
て
み
る
と
次

の
如
く
で
あ

る
。

一
、
禅
堂
は

坐
禅
摂

心
第
一
で
あ

る
。
摂
心
は

規
矩
厳
正

に
行

う
べ
き
で
あ

る
。
こ

れ
は
僧
堂

に

し

て

始

め

て

行

う

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

あ

二

、

僧

堂

は

全

人

教

育

の
場

で

あ

る

。

四

六

時

中

、

衆

の

中

に
あ

っ

て

自

分

の

小

我

を

磨

り

減

す

の

が

修
行

で

あ

る

。
日

常

生

活

の

中

の
食

事
・

作

務

等

を

行

ず

る

う

ち

に

、

里

芋

の

子

を

洗

う

よ

う

に
他

人

の

泥

で

自

分

の

泥

を

洗

い
落

す

の

で

あ

る

。

三

、

現

在

の
僧

堂

は

雛

僧

教

育

の

場

で
も

あ
る
。

戦

前

は

徒

弟

教

育

に

よ

り

一

通

り

の

「
看

経

」

「

礼

儀

作

法

」「

維
那

」「
褝

録

の

素

読

」「
作

詩

法
」

等

の

基

礎

知

識

を

身

に

つ

け

て

僧

堂

に

褂

塔

し

た
も

の

で

あ

る

が

、

昨

今

は

僧

堂

が

こ

れ

ら

を

担

当

し

て

い

る

。

右

の

諸
項

目

の

う

ち

特

に

「

禅

録

の

素

読

」

「

作

詩

法
」

は

危

機

に
瀕

し

て

い
る

と
い
え

る
。

戦

後

の

教

育

に

よ

り

漢

文

が

軽

視

さ

れ

た

こ

と

に

よ

り

、

今

後

の

「
褝

録

」

の

伝

統

的
な

読

み

は

僧

堂

に

の

み

存

続

す

る

こ

と

に
な

ろ

う

。

又
、「
作
詩
法
」
も
同
様
で
あ

る
。

葬
式
等
の

香
語
は
「
法
語
集
」

等
の
参

考
書
で
間
に
合
せ

れ
ば
よ
い
’の
で
あ

る
が
、
そ

の
内
容
の
理
解
、

作
詩
の
基
本

的
な
指

導
は
僧

堂
に
課
せ
ら

れ
る

で
あ
ろ
う
。
明
治
時
代

の
あ
る
禅
僧
が
、
葬

式

の
「

一
喝
」

に
つ
い
て
信
者
に
質
問
せ
ら

れ
躊

躇
し
て
再

修
行
し

た
話
が
残
っ
て

い
る
が

、
現

今
で
は
「

一
喝
」

の
内

容
は
暫
く
措
き
、
参

考

書
の

「
法
語

集
」

に
あ
る
「
臈
頌
」
の
内
容

の

意
味
に
つ

い
て
聞
か
れ
て
躊
躇
す

る
こ
と
に
な

ろ
う
。

四
、「
禅
僧
と
し
て
の
社
会

的
、
国

際
的
使
命
を

自
覚
さ
せ
る
」
こ
の
課
題
は
前
項
の

「
雛
僧
教

育
」

と
共
に
戦
前
の
僧
堂

に
は
課
せ

ら
れ
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
。

然
し
、
あ

る
宗
教
学
者

が
言
う

よ
う
に
「
宗

教
が
社
会
を
規
制
し
、
社
会

が
宗

教
を
規
制
す

る
」

も
の
で
あ
れ
ば
、
現

実
社
会
の

動
向
、
国

際
的
関
係
の
動
向
も
十
分

自
覚
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
師
家
の

対
社
会

的
姿
勢
に
よ
り

決
定
さ
れ

る
問
題
で
あ

る
。

以
上
、「
僧
堂
の
使
命
」
を
四

点
に
集
約
し
た

の
で
あ

る
が
、
僧
堂
は
や

は
り
、
第
一
の
「
摂

心
」

に
よ
り
正
法
を
護
持
し

、
他
は
正

念
相
続

に
よ
り
付
随
し
て
行
わ

れ
る
も
の
で

あ
る
。

青

年

僧

へ

の

提

言

先
に
「
僧

堂
の
使
命
」
を
四
項
目

あ
げ
た
が
、

そ
の
う
ち
第
四
の
「
禅
僧

と
し
て
の

社
会
的
、

国
際
的
使
命
の
自
覚
」
を

現
実
社
会

に
お

い
て

実
践
し
推
進
し
て
行
く

こ
と
が
青
年

僧
の
使
命

で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
題

は
「
千

差
路
有
り
」

で
、
対
社
会
的
に
布
教
す

る
に
し
て

も
、
坐
禅

会
、
御
詠
歌
の
会
、
葬
式

、
法
事

、
説
教
、
幼

稚
園
、
保
育
園
の
経
営
と
広
義
に
解
釈
す

れ
ば

実
に
多
種
多
様
で
あ

る
。

対
国
際
的
活
動
に

つ
い
て
も
「
欧
米
に

対
す

る
禅
布
教
」「
東
南
ア
ジ
ヤ
の
難
民
救
済
」「
中
国

に
お
け
る
柤
塔
の
復
興
」
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ま
た
自
分
の

お
か
れ
た
立
場
に
よ
り
、

各

自
の
受
け
取
り
方
は
百
人
百

様
で
あ

る
。

と
は
い
え

、
こ
れ
ら
の
問
題
に

対
応
す
る
に

は
や

は
り
禅
僧

と
し

て
の
基
本

的
姿

勢
が
要
求

さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
基
本

的
姿

勢
に
は
僧

堂
の
「
摂

心
」

に
於
て
培

か
わ
れ
た
正

し

い
見

識
が
必
要

と
な
る
の
で
あ

る
。

先
般
、
あ

る
「
青
年
僧
の
会
」

に
て
懇
談
す

る

機
会

が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
話
を
し
た
。

「
青
年
僧
の
僧
は
、
僧
伽
（
サ

ン
ガ
）
と
言

う

こ
と
で
あ
る
。
僧
伽
は
「
つ
ど

い
の
力
」
で
あ

る
。
一
人
で
や

っ
て
も
で
き
な

い
こ
と
が
、
三

人
五
人
と
集
ま
れ
ば
で
き
る
。

現
在
、
私
達
を
取
巻
く
情
勢
は
社
会

的
に
も

国
際
的
に
も
問
題
は
多

い
。
各
自
の
お
か

れ
た

環
境
に
よ
り
取
り
組
み
方
は
異
な

る
が
、

「
臨

濟
録
」
の
中
に
あ

る
「
途
中
に
在

っ
て

家
舎
を

離
れ
ず
、
家
舎
を

離
れ
て
途
中
に
在
ら
ず
」

と

い
う
基
本

的
な
精

神
を
見

失
わ
な
か

っ
た
ら
、

道
は
自
ら

開

か
れ
る
で
あ

ろ
う
」
と
。

こ
れ
を
そ

の
ま
ま
こ
こ

で
青
年
僧
の

諸
君
に
提
示

し
て
、
こ
の

稿
の
結
語

と

し
た

い
。


	page1

