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こ
れ
は
『
歎た

ん

異に

抄
し
ょ
う

』
第

十
四
章
の
お
言
葉
で
す
。

「
無む

生
し
ょ
う

忍に
ん

」
と
は
「
不ふ

生
し
ょ
う

不ふ

滅め
つ

の
真
理
を
さ
と
る
」
こ

と
で
す
が
、
親し

ん

鸞ら
ん

聖
し
ょ
う

人に
ん

は

「
不ふ

退た
い

の
位

く
ら
い

（
仏
に
な
る
べ

き
身
と
定
ま
る
こ
と
）
」
と

も
了
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
大
切
な
の
は
「
転
ず
る
」

と
い
う
言
葉
で
す
。
つ
ま
り
、

煩ぼ
ん

悩の
う

を
消
し
去
っ
て
さ
と
り

を
得
る
の
で
は
な
く
、
煩
悩

が
さ
と
り
へ
と
転
ず
る
と
い

う
の
で
す
。

静し
ず

か
に
己お

の

れ
を

悲か
な

し
む
こ
こ
ろ
よ
り

真し
ん

実じ
つ

の
力ち

か
ら

は
生う

ま

る

　

こ
れ
は
、
真
宗
大
谷
派
に

お
い
て
部
落
差
別
を
は
じ
め

と
す
る
社
会
の
問
題
に
取
り

組
み
続
け
た
僧
侶
、
武た

け

内う
ち

了
り
ょ
う

温お
ん

氏
の
言
葉
で
す
。
私

は
、
こ
の
「
静し

ず

か
に
己お

の

れ
を

悲か
な

し
む
こ
こ
ろ
」
こ
そ
、
煩ぼ

ん

悩の
う

が
さ
と
り
へ
と
転
ぜ
ら
れ

る
機き

縁え
ん

と
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
常
に
自
己
中

心
的
に
し
か
物
事
を
考
え
ら

れ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時
に

は
他
者
を
傷
つ
け
、
ま
た
時

に
は
自
分
を
傷
つ
け
な
が
ら

生
き
て
い
ま
す
。
仏
の
教
え

に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
私
の
あ
り

方
に
深
い
悲
し
み
を
感
じ
た

と
き
、
は
じ
め
て
他
者
の
悲

し
み
に
も
目
が
開
き
、
そ
の

悲
し
み
を
通
じ
て
他
者
と
共

感
し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
。

 

そ
し
て
、
こ
の
悲
し
み
が

阿
弥
陀
仏
の
衆し

ゅ

生
じ
ょ
う

に
対
す
る

深
い
悲
し
み
（
大だ

い

悲ひ

）
と
呼

応
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た

ち
の
信し

ん

心じ
ん

が
呼
び
覚
ま
さ

れ
、
悲
し
み
の
現
実
を
歩
む

「
真
実
の
力
」
と
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　

（
加
藤　

斉
）
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も
ろ
も
ろ
の

も
ろ
も
ろ
の

  

煩煩
ぼ

ん

悩悩
の

う

悪悪
あ

く

性性
し

ょ

う

をを

　　

      
      

転
じ
て

転
じ
て

  

無無む

生生
し

ょ

う

忍忍
に

ん

をを

　

さ
と
ら
し
め

　

さ
と
ら
し
め

　
　

た
ま
う
な
り

　
　

た
ま
う
な
り

　　

    　　

    　
　
　
　

　
　
　
　

       
       

ー
『
ー
『
歎歎た

ん

異異に

抄抄
し
ょ
う

』
ー
』
ー



今
月
の
こ
と
ば

　

こ
こ
で
は
前ぜ

ん

二
句
「
惑わ

く

染ぜ
ん

凡ぼ
ん

夫ぶ

信し
ん

心じ
ん

発ほ
つ

／
証し

ょ
う

知ち

生し
ょ
う

死じ

即そ
く

涅ね

槃は
ん

」
と
一
緒
に
み
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

は
「
惑
染
の

凡
夫
、
信
心
発
す
れ
ば
、
生

死
即
涅
槃
と
証
知
せ
し
む
。

必
ず
無む

量
り
ょ
う

光こ
う

明
み
ょ
う

土ど

に
至い

た

れ

ば
、
諸し

ょ

有う

の
衆し

ゅ

生
じ
ょ
う

、
み
な

あ
ま
ね
く
化け

す
。
」
と
曇ど

ん

鸞ら
ん

大だ
い

師し

が
明
ら
か
に
し
て
く

だ
さ
っ
た
と
い
た
だ
か
れ
、

『
正

し
ょ
う

信し
ん

偈げ

』
の
中
の
曇
鸞
章

を
結む

す

ば
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
自
身
の

事
を
惑
染
の
凡
夫
と
い
う
意

識
で
は
な
か
な
か
と

ら
え
ら
れ
な
い
も
の

で
す
。
「
自
分
の
思

い
は
間
違
い
な
い
」

と
、
ど
こ
ま
で
も
固こ

執
し
ゅ
う

し
、
み
ず
か
ら
の

「
正
義
」
と
い
う
名

の
も
と
に
他
者
を
攻

撃
す
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま

す
。

　

今
現
在
も
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
感
染
の
不
安
と
恐
怖
の
中

で
、
ニ
ュ
ー
ス
報
道
等
で

「
自じ

粛
し
ゅ
く

警
察
」
・
「
マ
ス
ク
警

察
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ

て
る
現
状
が
ま
さ
し
く
そ
う

で
し
ょ
う
。
自
粛
を
し
な
い

飲
食
店
に
張
り
紙
を
し
て
攻

撃
を
す
る
。
首し

ゅ

都と

圏け
ん

か
ら
の

帰き

省せ
い

者し
ゃ

に
対
し
て
嫌
が
ら
せ

を
す
る
と
い
っ
た
報
道
が
さ

れ
て
い
る
の
を
見
て
、

　

「
あ
い
つ
は
嫌
い
／

　
　

こ
れ
は
駄
目
だ
／

　
　

あ
い
つ
は
困
る
／

　
　

こ
い
つ
は
い
い
と
切
り

　
　

続
け
る
／

　
　

私
は
ど
う
も
ハ
サ
ミ
の

　
　

よ
う
だ
」
（
平
野
修
）

と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
ま

し
た
。
他
者
と
の
関
係
に
於

い
て
、
事
あ
る
ご
と
に
自
身

の
闇
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、

気
付
か
さ
れ
る
こ
と
で
す
。

　
無

量

光

明

土

と

は
、

四し

じ

ゅ

う

は

ち

十
八
願が

ん

の
第
十
二
願
に

「
光
明
無
量
の
願
」
が
建
て

ら
れ
、
「
世
界
中
ど
こ
に
で

も
光
明
が
届
き
、
全
て
の

人
々
を
照
ら
し
浄

じ
ょ
う

土ど

に
往お

う

生
じ
ょ
う

で
き
な
け
れ
ば
私
は
仏
に

成
り
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
誓せ

い

願が
ん

が
成

じ
ょ
う

就じ
ゅ

し
て
成
り
立
つ
阿

弥
陀
の
浄
土
の
こ
と
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
『
唯ゆ

い

信し
ん

鈔
し
ょ
う

文も
ん

意い

』
に
「
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

は
光

明
な
り　

光
明
は
智ち

慧え

の
か

た
ち
な
り
」
と
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
形
も
色

も
な
い
の
で
人
間
の
眼
で
見

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
光
が
暗
闇
を
照
ら
す

よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
お
ろ

か
さ
を
明
ら
か
に
す
る
仏
の

智
慧
の
は
た
ら
き
と
し
て
あ

り
、
我
々
に
届
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
『
正
信
偈
』
の
文
を

読ど
く

誦じ
ゅ

す
る
時
に
改
め
て
、
私

が
光
明
土
に
至
る
の
で
は
な

く
、
光
明
が
私
に
至
り
は
た

ら
い
て
く
だ
さ
り
、
自
身
の

愚
か
さ
に
気
付
か
さ
れ
続

け
、
歩
ん
で
い
け
る
道
が
あ

る
の
だ
と
力
強
く
思
わ
さ
れ

る
こ
と
で
す
。

　
　
　
　
　
　

（
三
好
泰
紹
）

今
月
の
こ
と
ば
出
典
『
正
信
偈
』

　
　

『
真
宗
聖
典
』  

 
 
 
 
 
 

２
０
６
頁

 
 
 
 

『
真
宗
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赤
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必
ず
無
量
光こ

う

明
み
ょ
う

土
に
至
れ
ば
、
諸し

ょ

有う

の

衆し
ゅ

生
じ
ょ
う

、
み
な
あ
ま
ね
く
化け

す
と
い
え
り
。

必ひ
っ

至し

無む

量
り
ょ
う

光こ
う

明
み
ょ
う

土ど

諸し
ょ

有う

衆し
ゅ

生
じ
ょ
う

皆か
い

普ふ

化け



　

ご
相
談
の
件
で

す
が
、
地じ

鎮ち
ん

祭さ
い

を

行
う
こ
と
に
大
変

戸と

惑ま
ど

っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で

す
ね
。

　

浄
じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗
し
ゅ
う

の
場
合
、
地
鎮

　

両
親
の
面
倒
を
身
近

な
環
境
で
見
た
い
と
思

い
、
土
地
を
購
入
し
二

世
帯
住
宅
を
建
て
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
周
囲
か
ら
は
き
ち
ん
と
地じ

鎮ち
ん

祭さ
い

を
行
う
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し

た
。
家
の
宗
旨
は
浄
土
真
宗
で
す
。

地
鎮
祭
と
い
え
ば
神
社
だ
と
思
う

の
で
す
が
、
お
寺
で
も
そ
の
よ
う

な
お
祓は

ら

い
を
し
て
い
た
だ
け
る
の

で
し
ょ
う
か
。　

　
　
　
　
　
　
　

（
51
歳
・
男
性
）  

祭
で
は
な
く
、
起き

工こ
う

式し
き

を
行

い
ま
す
。
起
工
式
と
は
、
新

た
に
工
事
を
始
め
る
と
い
う

意
味
で
す
が
、
そ
れ
は
決
し

て
地
鎮
祭
の
よ
う
な
祟た

た

り
を

恐
れ
て
神し

ん

仏ぶ
つ

を
祀ま

つ

る
法ほ

う

要よ
う

で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
一
人
一
人
の
い
の
ち

の
背
後
に
は
、
無
数
の
い
の

ち
の
支
え
が
あ
り
ま
す
。
ど

ん
な
に
頑
張
っ
て
も
多
く
の

人
々
の
支
え
が
な
け
れ
ば
家

を
建
て
る
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
。
こ
の
い
の
ち
の
恩お

ん

徳ど
く

を

心
に
深
く
刻き

ざ

み
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
よ
う
と
の
思
い
の
こ

も
っ
た
起
工
式
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
私
た
ち
の
家
は
、

た
だ
単
な
る
生
活
の
場
で
は

な
く
、
教

き
ょ
う

法ぼ
う

を
聞も

ん

思し

し
て
い

く
大
事
な
場
で
す
。
教
法
を

聞
思
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
っ
た
一
つ
の
分ぶ

ん

子し

に
も
尊
い

い
の
ち
が
宿や

ど

っ
て
い
る
こ
と

に
目
覚
め
る
と
同
時
に
、
い

の
ち
に
背そ

む

く
こ
と
の
罪
の
重

さ
を
身
に
し
み
て
深
く
痛つ

う

感か
ん

さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
故
、
ど
ん
な
に
辛
く

悲
し
い
出
来
事
に
遭
遇
し
た

と
し
て
も
、
決
し
て
い
の
ち

の
尊そ

ん

厳げ
ん

を
見み

失
う
し
な

う
こ
と
の
な

い
人
間
に
な
っ
て
行
く
こ
と

が
出
来
る
の
で
す
。
ま
た
、

そ
う
い
う
人
間
に
な
り
た
い

と
い
う
決
意
を
新
た
に
す
る

儀ぎ

式し
き

が
真
宗
の
法
要
で
す
。

　

「
念ね

ん

仏ぶ
つ

者し
ゃ

は
、
無む

碍げ

の
一い

ち

道ど
う

な
り
」（『
歎た

ん

異に

抄
し
ょ
う

』）
と
い

う
言
葉
は
、
真
宗
の
流
れ
を

汲く

む
人
々
に
よ
っ
て
今
日
に

い
た
る
ま
で
大
切
に
伝で

ん

承
し
ょ
う

さ

れ
て
き
ま
し
た
。
無
碍
と
は
、

さ
わ
り
が
無
い
と
い
う
意
味

で
す
が
、
そ
れ
は
除じ

ょ

災さ
い

招
し
ょ
う

福ふ
く

を
祈き

願が
ん

す
る
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
と
い
ど
ん
な
に

波は

瀾ら
ん

万ば
ん

丈
じ
ょ
う

の
人
生
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
場
を
真し

ん

摯し

に
生
き
抜
く
こ
と
の
出
来
る

歩
み
を
、
無
碍
の
一
道
と
い
う

力
強
い
言
葉
で
表
明
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

　

今
回
、
地
鎮
祭
の
こ
と
で

悩
ま
れ
た
こ
と
は
、
あ
な
た

に
と
っ
て
大
変
意
味
深
い
出

来
事
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

何
度
も
戸
惑
っ
た
り
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

し

た
り
、
手
探
り
の
状
態
の
中

か
ら
こ
そ
心
の
底
か
ら
納
得

で
き
る
結
論
が
出
て
く
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
上
で
あ
な
た
の
気
持

ち
の
整
理
が
つ
き
し
だ
い
、

今
回
の
新
し
い
家
を
建
立
さ

れ
る
際
の
法
要
を
、
お
寺
に

お
願
い
さ
れ
た
ら
よ
い
と
思

い
ま
す
。　

   　

 

　
　
　
　

    

（
新
田　

修
巳
）

お
寺
で
も

お
寺
で
も
地地じじ

鎮鎮ち

ん

ち

ん

祭祭さ

い

さ

い

をを

し
て
く
れ
る
の
？

し
て
く
れ
る
の
？

ご
相
談
の
件
で
す
が
、
地じ

鎮ち
ん

祭さ
い

を

行
う
こ
と
に
大
変
戸と

惑ま
ど

っ
て
お

ら
れ
る
よ
う
で
す
ね
。

　
浄

じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
うの
場
合
、地
鎮

リーフレット③  № 402

も
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王お
う

の
も
と
へ

帝た
い

釈
し
ゃ
く

天て
ん

が
現

あ
ら
わ

れ

言い

い
ま
し
た

仏ぶ

っ

法ぽ
う

は

歌う

た

い
紡つ

む

が
れ
て
い
く

王お
う

よ
―

あ
る
と
こ
ろ
に

信し
ん

心じ
ん

深ぶ
か

い

王お
う

が
い
ま
し
た

今こ
ん

度ど

は

解か
い

釈し
ゃ
く

を
め
ぐ
っ
て

争あ
ら
そ

っ
て
い
る

私わ
た
し

の
や
っ
た
こ
と
は

意い

味み

が

あ
っ
た
の
か

民た
み

を
想お

も

い

仏ぶ

っ

法ぽ
う

護ご

持じ

に

尽つ

く
し
た

そ
の
姿

す
が
た

に

多お
お

く
の
者も

の

が

救す
く

わ
れ
た

見み

よ

仏ぶ
つ

の
真し

ん

理り

は

不ふ

変へ
ん

不ふ

滅め
つ

で
あ
る

決け

っ

し
て
民た

み

を

見み

捨す

て
は
し
な
い

な
ら
ば

た
く
さ
ん

お
寺て

ら

を

建た

て
よ
う
！

教お
し

え
は
欲よ

く

深ぶ
か

い
者も

の

に
は

届と
ど

き
に
く
い

罪つ
み

を
犯お

か

す
者も

の

は

後あ
と

を
絶た

た
な
い

…
…

悲か
な

し
い
こ
と
だ

し
か
し
私

わ
た
し

は

仏ぶ

っ

法ぽ
う

を
な
ん
と
か

届と
ど

け
た
い
の
で
す

犯は
ん

罪ざ
い

訴そ

訟し
ょ
う

実じ
つ

に
損そ

ん

得と
く

む
き
出だ

し
帝た

い

釈
し
ゃ
く

天て

ん

っ
て

知し

っ
て
る
？

仏ぶ

っ

法ぽ
う

の

守し

ゅ

護ご

神し
ん

だ
よ

帝
た い

釈
しゃく

天
て ん

と王
お う

様
さ ま

『ジャータカ』 は、 仏陀の過去生の物語集。 パーリ語聖典では、 22 編 547 話からなっています。 多くの経典の中に引用されて、

経典の広がりとともに、 世界各地に伝えられました。 （ジャータカ 31）

民た
み

は
お
寺て

ら

に
参ま

い

り

教お
し

え
を
聞き

く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
が
…
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