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毒
　
　

語

現
代
へ
の
提
言

こ
の
人
こ
の
道

江
原
通
子

会
の
も
ち
方

生
き
活
き
寺
院

野
衲
は
岐
阜
市
の
百
姓
の
出
身
で
あ

り
ま
す
が
、
代
々
僧
侶
に
な

る
習
慣
が

あ
っ
た
の
で
す
。

父
参
二
の
次
男
で
あ
っ
た
の
で
、
僧

侶
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
も
小
学
校

へ
上
ら
ぬ
前
と
云
う
の
で
、
七
才
に
な

る
と
す
ぐ
に
、
叔
父
が
住
職
し
て
い
た

東
福
寺
塔
頭
霊
源
院
の
小
僧
に
な
り
ま

し
た
。
頭
は
丸
坊
主
で
、
言
葉
が
岐
阜

弁
な
の
で
同
級
生
が
寄

っ
て
た
か
っ
て

坊
主
坊
主
と
か
ら
か
わ
れ
た
。

負
け
ん
気
で
、
そ
れ
等
に
泣
き
な
が

ら
立
向
っ
で
行

っ
た
。
束
福
寺
の
山
内

に
は
小
学
生
が
十
人
程
が
居
り
、
殊
に

一
年
の
同
級
生
が
三
人
居
っ
て
、
そ
の

三

人
が
協
同
作
戦
を
取
っ
て
戦
っ
た
為

め
に
い
じ
め
は
止
っ
た
。

八
万

困
っ
だ
の
は
本
山
の
出
頭
の
た

め
、
毎
月
一
日
十
五
日
、
そ
れ
に
開
山

忌
の
三
日
の
日
は
一
時
間
、
二
時
間
と

遅
刻
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ
っ
た
。

当
時
は
本
山
の
塔
頭
が
二
十
五
ヶ
寺

あ
っ
た
が
山
内
出
の
児
童
は
一
人
も
居

ら
な
か
っ
た
。
何
れ
も
在
家
か
ら
の
出

身
で
あ
っ
た
。
婆
阿
（

バ
ー
ヤ
）
が
居

っ
た
け
れ
ど
も
子
供
が
生
め
る
年
の
者

は
一
人
も
居
ら
な
か
っ
た
。
其
時
期
に

思
い
切
っ
て
嫁
を

も
ら
い
正
式
に
結
婚

を
し
た
の
は
善
慈
和
尚
で
あ
っ
た
。
随

分
抵
抗
は
あ
っ
た
が
敢
然
と
し
て
結
婚

を
し
、
子
供
を
こ
し
ら
え
た
の
で
あ
る
。

わ
が
師
匠
霊
源
和
尚
も
大
阪
か
ら
嫁

を
も
ら
っ
た
。
そ
れ
が
相
場
師
の
娘
で

あ
っ
た
。
こ
の
事
が
や
が
て
山
を
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
所
謂
「
株
屋
」
の
義
父
を
持
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
影
響
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
山
へ
出
仕
し

て
財
務
部
長
に
な
っ
た
霊
源
和
尚
は
、

本
山
の
債
券
を
抵
当
に
「
株
」
を
や
っ

た
。
こ
の
事
は
や
が
て
本
山
の
知
る
事

に
な
っ
て
、
住
職
を
剥

奪
し
、
地
方
へ

の
住
職
の
転
住
と
云
う
事
に
な
っ
だ
の

で

あ

る
。

そ
の
出

発
の

日
に

立
会

人
に

な

っ
た
の

が
、

善
慧
院

住
職
爾

以
三

師

で

あ

っ
た

。
岐

阜
の
父

、
参
二

も

来
で

居

っ
た
。

其
の

時
中

学
一
年

で
あ

っ
た

私
を

岐
阜

へ

連
れ
て

か
へ

る
と
云

う

。

そ

れ
に

抵
抗
し

た
の

は

自
分
で

あ

っ
た
。

今

の
中

学
校
へ

続
け

て
行

き
た

い
と
云

う

。
そ

れ
を

見
て

「
守
宏

さ

ん
、
う

ち

へ

来
る

か
」

と
。
中

学

校
へ

続
け
て

行

け

る
な

ら
と
。

そ
れ

か
ら

が
大

変
だ

っ

た

。
善
慧

和
尚

の
奥

さ
ん

に
は

二
言
も

云

っ
て

な

い
の

で
あ

る
。
時

は

十
二

月

の
寒

い
日

で
あ

っ

た
。

「
お

い
、
小

僧
を

う
ち
へ

お

く
事

狐

き

め
た

ぞ
」

何
に

も
知
ら

な

い
奥
様

は

ポ

カ

ン
と

囗
を

あ

け
て

お
っ
た

。
そ

の

当

時
善
慧

院

は

ビ
タ
銭

一
文

善
慧

（

銭

ネ

ー

）
院
と
云

は

れ
、
檀

家
は

十
軒

余

り

、
山
内

で

一
番

の
貧
乏

寺
で

、
奥

様

と
女
の
児

が
二
人
で
あ
っ
た
。
朝
は
六

時
に
起
き
る
、
顔
を
洗
っ
た
ら
本
堂
で

朝
課
を
よ
め
、そ
れ
か
ら
内
掃
除
、
そ
れ

が
済
ん
だ
ら
、
弁
当
を
つ
め
て
学
校
へ

行
く
。
学
校
が
終
っ
た
ら
す
ぐ
に
帰
っ

て

庭
の
外
掃
除
、
明
る
い
間
は
寺
の
仕

事
を
し
、
勉
強
は
晩
食
の
後
ね
る
ま
で
、

と
。
そ
れ
に
は
別
に
不
服
は
な
か
っ
た
。

寺
に
よ
っ
て
は
夜
学
に
通
っ
て

い
る
者

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
奥
様
か
ら
は
弁

当

は

自
分
で

つ

め
る
事

、

冷
飯
か

ら
食

べ
る

こ
と

、
塩

こ
ん

ぶ

が
弁

当
の

お
か

ず
で

あ
る

、
勿

論
飯

は
麦

め
し
で

あ

る
。

こ
れ

等
は
外

の

寺
で

も
同

様
で
あ

っ
た

か
ら

文
句

は
な

か
っ

た
。
所

が
冷

飯
に

茶

漬

に
し
て

食

べ
る

の
に
薬

か
ん

の
湯

が
沸

湯
し

て
お

ら
ぬ

、

一
杯
入

れ
て
あ

る
の

で
、

こ
れ

を
半

分

程
に
し
て

お
く

と

早

く
沸

湯
す

る
の
で

あ

る
。

奥

様

が
薬

か
ん
に
水

を

一
杯
入

れ
て
あ

る
の

を
半

分

程
捨
て

る
と

早
く
沸

く
、

こ
の

事
を

発
見

し
て

、
そ

れ
を

実
行
し

て

よ

い
気

に
な

っ
て

い

る
と
三
日

め
に

、

和

尚

か
ら
云

は

れ
た

。
お
前

は
生

ぬ
る

い
お
茶

で

は
朝

食
は
食

え
ぬ

の
か

と
、

仕
方

が
な

い
と

諦
め
た

。
そ

れ
か
ら

十

日

程

し
て

か
ら

晩
食

の
後

、
紙
に

包
ん

だ
五
円

札

を
出

し
て

、
こ

れ
は
ど

う
し

た
金

だ
。
（

ツ
、
と

気
ず

い
た
の
で

す
。

こ
れ

は
田

舎
の
父

が
こ
ち
ら

に
御
世

話

に
な

る
時

に
、

決
し
て

無

駄
使

い
し

て

は
な

ら
ぬ

ぞ
、

ど
う
し

て

も
必
要

な
時

に
使

う
様

に
、

と
渡
し

て

く
れ
た

も
の

で

す

。
と
言

う

と
ニ

ッ
コ

リ
笑

っ
て

、

こ

の
金

は

わ
し

が
預

っ
て
お

く
、
必
要

な

時
は
出

し

て
や

る
と

。
そ

れ
迄
は

だ

ま

っ
て

い
た

奥

様
が

、
駄
目
で

す
、

こ

れ
は

鑑
札

の
お
金

で

す
。
虚

無
僧

が
送

っ
て
来

た
為

替
で

す

、
郵
便

局
で

現
金

に
代
え

て

来
た

の
で

す
。
私

が
盗

ん
だ

と
云

わ
れ
て

ビ

ッ

ク
リ

し
ま

し
た
。

私

が
父

か
ら

貰
っ
た

と
云

う
と

、
和

尚
は

そ

れ
な
ら

岐
阜

へ
手

紙
で
尋

ね
て

（
四
頁
四

段
に
続
く
）
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