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私
事
な
が
ら
二
年
前
、
長

年
勤
め
た
教
区
内
の
別
院
職

員
を
辞
し
て
専
業
の
寺
院
住

職
に
な
り
ま
し
た
。
勤
め
て

い
た
時
分
は
、
ず
っ
と
個
人

事
業
主
で
あ
る
専
業
の
住
職

様
方
が
羨
ま
し
く
、
私
も
そ

う
な
り
た
い
と
ば
か
り
思
っ

て
お
り
ま
し
た
が
、
い
ざ
自

分
が
そ
の
立
場
に
な
る
と
反

対
に
職
員
時
代
が
懐
か
し
く

時
と
し
て
妬ね

た

ま
し
く
さ
え

思
っ
た
り
し
ま
す
。
彼か

の
岸

が
良
い
と
思
っ
て
此こ

の
岸
か

ら
渡
っ
た
つ
も
り
が
、
何ど

ち

ら方

も
同
じ
岸
だ
っ
た
の
で
す
。

　

国
語
辞
典
に
よ
れ
ば
「
縁
」

と
は
「
原
因
を
た
す
け
て
結

果
を
生
じ
さ
せ
る
作
用
」
だ

と
出
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は

因
と
果
を
つ
な
ぐ
「
関
係
」

そ
の
も
の
を
言
う
の
で
し
ょ

う
。
私
た
ち
は
「
関
係
」
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
「
私
」
が
「
親
」
に
な

る
に
は
「
子
」
と
の
関
係
が

必
要
で
す
し
、「
私
」
が
「
住

職
」
に
な
る
に
は
、
そ
う
呼

ん
で
い
た
だ
く
「
ご
門
徒
」

と
の
関
係
が
不
可
欠
な
の
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
は
他
者
と
の
「
縁
」

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
自
分

自
身
を
見
出
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
見
出
さ
れ

た
「
結
果
」
ば
か
り
に
重
き

を
置
い
て
、
そ
れ
を
成
り
立

た
せ
た
「
縁
」
を
も
良
し
悪

し
の
判
断
材
料
に
す
る
の
で

す
。
そ
し
て
生
じ
成
り
立
っ

た
「
結
果
」
の
「
い
わ
れ
」

を
振
り
返
る
こ
と
を
忘
れ
て

し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。

　

『
歎
異
抄
』
の
こ
の
言
葉

は
、
そ
う
い
う
人
間
の
関
係

や
環
境
に
よ
っ
て
い
と
も
簡

単
に
立
場
や
考
え
方
を
変
え

る
「
私
」
を
指
摘
し
て
く
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。　
　
　
　

（
入
江
賀
彦
）

リーフレット①  № 408

つ
く
べ
き
縁

つ
く
べ
き
縁

       
       

あ
れ
ば

あ
れ
ば

    

と
も
な
い

と
も
な
い

は
な
る
べ
き
縁

は
な
る
べ
き
縁
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『

　
　
　

『
歎歎た

ん

異異に

抄抄
し
ょ
う

』』



今
月
の
こ
と
ば

今
月
の
こ
と
ば
出
典
『
正
信
偈
』

　
　

『
真
宗
聖
典
』  

 
 
 
 
 
 

２
０
７
頁

 
 
 
 

『
真
宗
大
谷
派 

勤
行
集
』
（
赤
本
）

　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
６
頁

　

衿こ
う

哀あ
い

と
は
、
あ
わ
れ
み
悲

し
む
と
い
う
意
味
で
す
が
、

善ぜ
ん

導ど
う

大だ
い

師し

は
、
「
定

じ
ょ
う

善ぜ
ん

」
（
精

神
を
一
点
に
統
一
し
、
善
を

行
う
）
と
「
散さ

ん

善ぜ
ん

」
（
日
常

生
活
の
散
乱
し
た
心
の
ま
ま

で
善
を
行
う
）
の
善
人
に
も

五
逆
や
十
悪
を
犯
す
悪
人
に

も
同
じ
よ
う
に
、
高
い
立
場

に
立
っ
て
あ
わ
れ
み
悲
し
む

の
で
は
な
く
共
に
仏
道
を
歩

む
同ど

う

行
ぎ
ょ
う

と
し
て
の
温
か
い
眼ま

な

差ざ

し
を
向
け
て
お
ら
れ
ま

す
。
光
明
と
は
、
阿
弥
陀
仏

の
光
で
す
が
、
具
体
的
に
は

教
法
の
言
葉
を
指
し
ま
す
。

わ
ち
内
因
と
す
。
光こ

う

明
み
ょ
う

名
み
ょ
う

の
父ぶ

母も

、
こ
れ
す
な
わ
ち
外げ

縁え
ん

と
す
。
内な

い

外げ

の
因
縁
和
合

し
て
、
報
土
の
真
身
を
得
証

す
。か
る
が
ゆ
え
に
宗
師
は
、

『
光こ

う

明
み
ょ
う

名
み
ょ
う

号ご
う

を
も
っ
て
十
方

を
摂せ

つ

化け

し
た
ま
う
。
た
だ
信し

ん

心じ
ん

を
し
て
求
念
せ
し
む
」（
礼

讃
）
と
言

の
た
ま

え
り
。
』
」
（
真
宗

聖
典
・
１
９
０
～
１
９
１
頁
）

　

私
た
ち
が
、
日
頃
何な

に

気げ

な

く
称と

な

え
て
い
る
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
名
号
も
聞
法
の
場

で
学
ぶ
教
法
の
言
葉
も
、
私

の
内な

い

奥お
う

に
無
意
識
の
う
ち
に

じ
わ
じ
わ
と
深
く
浸
透
し
つ

つ
「
真
実
信
の
業
識
」
を
呼

び
覚
ま
し
て
く
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
力
を
尽つ

く
し
た
と
し
て
も
地
獄
一い

ち

定
じ
ょ
う

の
罪ざ

い

悪あ
く

生
し
ょ
う

死じ

の
凡
夫
で

し
か
あ
り
得
な
い
悲
し
い
我

が
身
の
覚か

く

醒せ
い

を
促

う
な
が

す
と
同
時

に
、
何い

時つ

を
始
め
と
も
な
く

こ
の
私
に
か
け
ら
れ
て
い
る

弥
陀
大
悲
の
誓せ

い

願が
ん

を
、
今
更

の
ご
と
く
深
く
信
知
せ
し
め

ら
れ
る
目
覚
め
の
体
験
で
も

あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
光
明
・
名
号

を
外げ

縁え
ん

と
し
、
人
間
存
在
の

根
底
に
内
因
と
し
て
の
「
真

実
信
の
業
識
」
が
確
実
に
定

ま
っ
て
く
る
時
を
、
親
鸞
聖

人
は
「
金こ

ん

剛ご
う

堅け
ん

固ご

の
信
心
の　

さ
だ
ま
る
と
き
を
ま
ち
え
て

ぞ　

弥み

陀だ

の
心し

ん

光こ
う

摂
し
ょ
う

護ご

し

て　

な
が
く
生

し
ょ
う

死じ

を
へ
だ
て

け
る
」
（
『
高
僧
和
讃
』
・
真

宗
聖
典
４
９
６
頁
）
と
、
感

慨
深
く
詠え

い

嘆た
ん

し
て
お
ら
れ
ま

す
。　
　
　

　
　
　
　
　

（
新
田　

修
巳
）

名
号
は
、
称
名
念
仏

の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

で
す
。

　

『
往お

う

生
じ
ょ
う

礼ら
い

讃さ
ん

』（
善

導
著
）
に
は
、
光
明

と
名
号
そ
し
て
信
心

と
の
関
連
を
、
と
て

も
簡
潔
に
分
か
り
や

す
く
論
述
さ
れ
た
一
節
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
箇
所
を
、
親
鸞
聖
人

は
我
が
身
に
深
く
受
け
止
め

ら
れ
て
、
『
教
行
信
証
』
（
行

巻
）
に
、
次
の
よ
う
に
記
し

て
お
ら
れ
ま
す
。

　

「
良

ま
こ
と

に
知
り
ぬ
。
徳
号
の

慈じ

父ぶ

ま
し
ま
さ
ず
は
能の

う

生
し
ょ
う

の
因
闕か

け
な
ん
。
光こ

う

明
み
ょ
う

の
悲ひ

母も

ま
し
ま
さ
ず
は
所し

ょ

生
し
ょ
う

の
縁

乖そ
む

き
な
ん
。
能の

う

所じ
ょ

の
因
縁
、

和
合
す
べ
し
と
い
え
ど
も
、

信し
ん

心じ
ん

の
業ご

っ

識し
き

に
あ
ら
ず
は

光こ
う

明
み
ょ
う

土ど

に
到い

た

る
こ
と
な
し
。

真
実
信
の
業
識
、
こ
れ
す
な
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定
じ
ょ
う

散さ
ん

と

逆

悪

と

を

矜こ
う

哀あ
い

し

て

、

光こ
う

明
み
ょ
う

名
み
ょ
う

号ご
う

、

因

縁

を

顕
あ
ら
わ

す

。

矜こ
う

哀あ
い

定
じ
ょ
う

散さ
ん

与よ

逆
ぎ
ゃ
く

悪あ
く

光こ
う

明
み
ょ
う

名
み
ょ
う

号ご
う

顕け
ん

因い
ん

縁ね
ん



　

人
助
け
が
生
き

が
い
っ
て
素
敵
な

人
生
を
歩
ん
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
ね
。
先

様
の
喜
ぶ
お
顔
を
見
ら
れ
た

ら
、
こ
ち
ら
ま
で
嬉
し
く
な

　

人
助
け
を
す
る
こ
と

に
生
き
が
い
を
感
じ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
寄
付

な
ど
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
周
り
か
ら
〝
目
立
ち
た

が
り
〟
と
か
〝
自
己
満
足
〟
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
自
分
に

は
偽
善
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

は
と
思
い
、
戸
惑
っ
て
い
ま
す
。

自
信
を
も
っ
て
人
助
け
す
る
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。　
　

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
27
歳
・
女
性
）

っ
て
来
ま
す
よ
ね
。
ど
う
ぞ

お
続
け
に
な
ら
れ
た
ら
い
い

で
し
ょ
う
。

　

で
も
、
そ
ん
な
貴
方
を
揶

揄
さ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
戸
惑

っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
。
や
は
り
他

人
の
評
価
っ
て
気
に
な
り
ま

す
ね
。

　

私
が
学
生
の
頃
に
あ
る
先

生
か
ら
「
君
は
皆
に
好
か
れ

た
い
と
考
え
て
い
る
だ
ろ
？
」

と
訊
ね
ら
れ
た
の
で
「
は
い
」

と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
「
他

人
の
評
価
っ
て
の
は
無
責
任

な
発
言
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
そ

の
評
価
を
気
に
し
て
生
き
る

の
を
『
傍ぼ

う

生
し
ょ
う

』
と
言
い
、
主

体
性
の
な
い
事
で
畜
生
道
の
一

つ
で
す
」
と
ご
指
導
い
た
だ

い
た
の
が
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
だ
っ

た
事
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
周
り
の
人
達
は

あ
れ
こ
れ
言
っ
て
て
も
無
責

任
な
言
葉
だ
っ
た
り
す
る
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
ら
自
分

の
思
っ
た
通
り
に
進
む
の
が

得
策
だ
と
思
い
ま
す
。

　

周
り
か
ら
色
々
評
価
さ
れ

て
も
自
信
を
も
っ
て
人
助
け

を
し
た
い
。
で
も
一
体
人
助
け

は
誰
の
為
に
し
て
ら
っ
し
ゃ

る
と
お
思
い
で
す
か
？
困
っ

て
ら
っ
し
ゃ
る
方
の
為
で
は

な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

貴
方
は
人
を
助
け
て
あ
げ

る
こ
と
を
、
ご
自
身
で
楽
し

ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
よ

ね
。
先
様
の
喜
ば
れ
て
い
る

お
顔
は
貴
方
に
と
っ
て
オ
マ

ケ
み
た
い
な
も
の
で
す
。
時

に
は
「
い
ら
な
い
お
節
介
は

焼
か
な
い
で
…
」
と
拒
否
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

「
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
に
い
い

事
し
て
る
の
に
」
な
ん
て
思

っ
て
し
ま
わ
な
い
事
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
も
『
歎
異
抄
』

の
中
で
、「
お
も
う
が
ご
と

く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き

わ
め
て
あ
り
が
た
し
。（
思
っ

た
通
り
に
助
け
ら
れ
る
事
は

殆
ど
な
い
で
し
ょ
う
）」
と
述

じ
ゅ
っ

懐か
い

さ
れ
て
い
ま
す
。
人
間
は

意
図
善
行
を
行
う
と
、
い
い

事
を
し
て
あ
げ
た
な
ん
て
雑

念
が
湧
い
て
来
る
も
の
で
す
。

こ
の
「
し
て
あ
げ
た
」
と
い

う
雑
念
が
先
方
の
負
担
に
な

っ
た
り
、
周
り
の
人
の
心
が

騒
ぐ
原
因
に
な
っ
た
り
す
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

た
だ
ひ
た
す
ら
、
手
助
け
す

る
。
そ
の
先
の
事
は
関
知
し

な
い
。
そ
れ
で
貴
方
は
幸
せ

に
な
る
筈
で
す
。

　
　
　
　
　

（
沼
田　

和
隆
）

自
信
を
も
っ
て

人
助
け
を
し
た
い
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ま
こ
と
の

賢け

ん

者じ
ゃ

で
し
た
︙
！

醜み
に
く

い
心
と
向む

き
合あ

え
る

あ
な
た
こ
そ　

や
は
り

あ
る
村む

ら

に
若わ

か

い
僧そ

う

が

や
っ
て
き
ま
し
た

私わ
た
し

は
山や

ま

に
戻も

ど

り

修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

し
直な

お

そ
う
と

思お
も

い
ま
す

私わ
た
し

は
あ
な
た
の

ウ
ワ
サ
を
聞き

い
て

き
た
の
で
す

自じ

己こ

を

正せ

い

当と

う

化か

し
て

い
ま
す

私わ
た
し

も
含ふ

く

め

多お
お

く
の
人ひ

と

が

醜み
に
く

い
心

こ
こ
ろ

を
隠か

く

し

私わ
た
し

に
は

あ
な
た
を
嫉ね

た

む

と
て
も
醜

み
に
く

い
心

こ
こ
ろ

が

あ
り
ま
し
た

私
わ
た
し

は
何な

に

を
し
よ
う
と
︙

新あ
た
ら

し
い

お
坊ぼ

う

さ
ん
に
も

届と
ど

け
て

い
た
だ
け

ま
す
か
？

足あ
し

下も
と

に
も

及お
よ

ば
な
い

お
か
ゆ
を

ど
う
ぞ

な
ん
と

立り

っ

派ぱ

な
方か

た

だ
︙

素す

直な

お

に

な
る
っ
て
︙

難む
ず
か

し
い
な
あ

嫉
ね た

んだ僧
そ う

侶
り ょ

『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 82）

か
っ
こ
つ
け
て
ま
し
た
！

ど
う
し
て
で
す
か
？

恥は

ず
か
し
く
て

こ
の
村む

ら

に
い
る
の
は

も
う
辛つ

ら

い
︙

ま
︙

待ま

っ
て
く
だ
さ
い
‼

ど
︙ え

⁉

こ
の

お
か
ゆ
を
︙

な
ん
な
の
だ

こ
の
醜

み
に
く

い
感か

ん

情じ
ょ
う

は
︙

し
か
も

私わ
た
し

よ
り
若わ

か

い

私わ
た
し

の
方ほ

う

が
先さ

き

に

こ
の
村む

ら

に

来き

た
の
に
︙
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