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ほ
と
け

「
仏
の
存
在
と
い
う
こ
と
」

平和公園墓参のご案内

日 時 ： ８ 月 １ ２ 日 （ 火 ）

　 　 　 　 　 １ ３ 日 （ 水 ）

  ：午前８時頃～午後１時頃

平成２０年夏号

■ 中 国 の ６ 世 紀 の 仏 像

浄
信
寺
候
補
衆
徒

　
羽 

塚 

高 

照

〈
い
ま
・
こ
こ
〉
な
る
私
の
身

　
仏
教
の
伝
統
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
（
仏
陀
、
釈
尊
な
ど
と
も
呼
ば
れ
ま
す
）
の

し
ゃ
か
は
っ
そ
う

生
涯
は
、「
釈
迦
八
相
」と
呼
ば
れ
る
八
つ
の
大
き
な
出
来
事
を
中
心
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
何
と
言
っ
て
も
、
そ
の
中
で
、
さ
と
り
を
ひ
ら
か
れ
た
こ
と
、

じ
ょ
う
ど
う

つ
ま
り
「
成
道
」
が
中

心
で
す
の
で
、
こ
れ

を
「
八
相
成
道
」
と
も

呼
び
ま
す
。

　
そ
の
八
つ
と
は
、

て

ん

げ

①
天
下
（
天
か
ら
白

象
に
乗
っ
て
こ
の
世

た
く
た
い

に
降
下
）、②
託
胎（
白

象

に

の

っ

て

ま

や

ぶ

に

ん

摩
耶
夫
人
の
右
脇
か

ご
う
た
ん

ら
胎
内
に
入
る
）、③
降
誕（
摩
耶
夫
人

ご

う

ま

の
右
脇
か
ら
出
生
）、④
出
家
、⑤
降
魔

（
菩
提
樹
の
下
で
悪
魔
を
降
伏
す
る
）
、

じ
ょ
う
ど
う

て
ん
ぽ
う
り
ん

⑥
成
道
、
⑦
転
法
輪
（
教
え
を
説
い
て

に
ゅ
う
ね
は
ん

弟
子
た
ち
を
教
化
）
、
⑧
入
涅
槃
、
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
お
釈
迦
さ
ま
の
伝
記
は
、単
な

る
歴
史
的
な
記
録
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
教
は
、お
釈
迦
さ
ま
の
個
人
的
な
経

験
に
は
じ
ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教

の
伝
統
は
、こ
の
釈
尊
八
〇
年
の
生
涯

に
す
べ
て
お
さ
ま
る
も
の
で
は
決
し

て
な
く
、む
し
ろ
こ
の
お
釈
迦
さ
ま
の

生
涯
は
、そ
の
始
ま
り
に
過
ぎ
な
い
こ

と
は
、
い
ま
イ
ン
ド
か
ら
遠
く
離
れ

た
、
は
る
か
後
代
に
お
い
て
、
い
ま
私

た
ち
の
と
こ
ろ
に
も
仏
教
が
至
り
つ

い
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
明
ら

か
で
す
。

　
八
相
の
う
ち
の
①
～
③
は
、お
釈
迦

さ
ま
が
悟
り
を
ひ
ら
く
よ
り
以
前
の

こ
と
で
す
。
ま
た
、
そ
の
生
涯
に
限
ら

ず
、前
世
で
お
こ
な
っ
た
功
徳
に
つ
い

て
詳
細
に
語
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。お
釈
迦
さ
ま
が
こ
の
世
で
さ
と
り

を
ひ
ら
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、人
類

全
体
に
と
っ
て
、
と
て
つ
も
な
く
大
き

な
出
来
事
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ

は
、
さ
と
り
と
い
う
体
験
が
、
こ
の
世
に

生
ま
れ
て
か
ら
の
努
力
だ
け
で
は
と
う

と
う
た
つ

て
い
到
達
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
前

世
か
ら
の
善
業
の
積
み
重
ね
が
あ
っ

て
、
は
じ
め
て
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で

き
る
と
、
伝
記
の
作
者
は
考
え
た
の
で

し
ゅ
じ
ょ
う

し
ょ
う
。
も
う
一
つ
の
視
点
は
、「
衆
生
」
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□
　
京
都
の
寺
で
修
行
す
る
僧
侶

と
し
て
の
「
菩
薩
」
と
い
う
認
識
で

す
。
い
ま
や
仏
と
な
ら
れ
た
お
釈
迦

さ
ま
も
、か
つ
て
は
、自
分
た
ち
と
同

じ
苦
悩
に
あ
え
ぐ
存
在
（
衆
生
）
で

あ
っ
た
。
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
と
い

う
も
の
は
、仏
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
、

自
分
た
ち
の
未
来
を
照
ら
し
て
く
れ

る
光
で
あ
り
、
自
ら
の
歩
み
を
う
つ

す
鏡
で
も
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
　
　
　
※

　
お
釈
迦
さ
ま
は
、
こ
の
世
に
釈
迦

族
の
王
子
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル

タ
と
し
て
生
ま
れ
出
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
世
の
「
老
病
死
」
と
い
う
、
誰
も

逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
何
一
つ

自
分
の
思
い
通
り
に
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
現
実
に
苦
悩
し
、
王
位
を
、
家

族
を
捨
て
て
「
出
家
」
し
ま
す
。
長
い

苦
行
生
活
の
果
て
で
、
苦
行
に
よ
っ

て
は
本
当
の
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
知
っ
た
お
釈
迦
さ
ま

ぼ

だ

い

じ

ゅ

は
、
ひ
と
り
静
か
に
、
後
に
菩
提
樹
と

き

め
い
そ
う

呼
ば
れ
る
樹
の
下
で
瞑
想
に
入
り
、

さ
と
り
を
ひ
ら
か
れ
た
と
さ
れ
ま
す

じ
ょ
う
ど
う

（
成
道
）。

　
お
釈
迦
さ
ま
は
、
七
日
ご
と
に
樹

を
か
え
つ
つ
暝
想
に
と
ど
ま
り
、
自

分
の
さ
と
り
知
っ
た
真
理
は
他
人
に

ゆ
う
り
ょ

は
理
解
し
が
た
い
こ
と
を
憂
慮
し

め
い
そ
う

て
、
そ
の
ま
ま
瞑
想
の
中
に
留
ま
ろ

う
と
し
た
と
伝
え
ら
ま
す
。
よ
り
具

体
的
に
は
、
も
う
こ
の
ま
ま
死
ん
で

し
ま
お
う
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
お
釈
迦
さ
ま
が
さ
と

り
を
ひ
ら
い
た
こ
と
を
聞
き
知
っ

ぼ
ん
て
ん

て
、
イ
ン
ド
の
最
高
神
で
あ
る
梵
天

が
、「
耳
の
あ
る
も
の
は
い
る
、
さ
と

り
に
近
い
も
の
は
い
る
、
ど
う
ぞ
教

え
を
説
い
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い

を
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
お
釈
迦
さ

ま
は
、
教
え
を
説
く
こ
と
（
転
法
輪
）

を
決
意
し
て
、
立
ち
上
が
る
わ
け
で

ぼ
ん
て
ん
か
ん
じ
ょ
う

す
。
こ
れ
は
、「
梵
天
勧
請
」
と
い
う

名
前
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
す
。

じ
ょ
う
ど
う

て
ん
ぽ
う
り
ん

は
さ

　
「
成
道
」
と
「
転
法
輪
」
の
間
に
挟

ち
ゅ
う
ち
ょ

ま
る
、「
説
法
の
躊
躇
」
と
「
梵
天
勧

請
」と
い
う
二
つ
の
出
来
事
は
、多
く

の
こ
と
を
示
唆
し
ま
す
が
、
ま
ず
何

よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ

ま
が
さ
と
り
知
っ
た
真
理
と
い
う
も

の
は
言
葉
で
は
言
い
表
す
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
。あ
る
い
は
、た

と
え
言
葉
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

し
て
も
、
と
て
も
難
し
い
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
真
理
は
言

葉
で
は
言
い
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
い
う
認
識
が
、
仏
教
徒
に
は

あ
っ
た
。

　
こ
の
出
来
事
を
伝
承
し
て
き
た
の

は
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
徒
で
あ
る
わ
け

で
、仏
教
徒
に
と
っ
て
、お
釈
迦
さ
ま

が
教
え
を
説
く
こ
と
は
あ
た
り
ま
え

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
っ
き
ょ
う

の
は
ず
で
す
。
特
に
、
大
乗
仏
教
で
説

し
ゅ
じ
ょ
う
き
ゅ
う
さ
い

か
れ
る
よ
う
な
、
衆
生
救
済
の
た
め

ぼ

さ

つ

に
修
行
を
積
む
と
い
う
菩
薩
像
か
ら

ち
ゅ
う
ち
ょ

見
れ
ば
、
説
法
を
躊
躇
す
る
と
い
う

記
述
は
お
か
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

さ
と

ん
。
し
か
し
、
悟
り
に
達
し
た
お
釈
迦

さ
ま
は
、
教
え
を
説
く
こ
と
を
た
め

ら
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
仏
教
の
伝

統
は
大
切
に
伝
え
て
き
た
の
で
す
。

　
お
釈
迦
さ
ま
は
、
そ
の
困
難
さ
に

も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
教
え
を
説
い

た
。
こ
こ
に
、
師
と
弟
子
と
い
う
こ
と

が
成
立
し
、
そ
こ
に
お
い
て
仏
教
が
、

始
ま
っ
た
の
で
す
。
も
し
お
釈
迦
さ

さ
と
り

ま
が
、
悟
り
を
ひ
ら
か
れ
て
も
、
教
え

を
説
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
ら
、
仏

教
は
こ
の
地
球
上
に
存
在
し
な
か
っ

た
。
お
釈
迦
さ
ま
が
教
え
を
説
く
こ

と
で
、
仏
教
は
こ
の
世
に
出
現
し
た

の
で
す
。

　
す
な
わ
ち
、
仏
教
に
は
、
必
然
的
に

た

し

ゃ

「
他
者
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で

す
。
仏
の
側
か
ら
言
え
ば
、
教
え
を
説

く
べ
き
相
手
が
い
る
。
教
え
を
聞
く

側
か
ら
言
え
ば
、
い
ま
迷
い
の
生
存

の
な
か
に
あ
る
こ
の
自
分
に
対
し
て
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日時　：２００８年９月１８日（木）

　　　：午後２時～５時３０分　　　入場無料

場所　：真宗大谷派名古屋別院　対面所　地下鉄名城線「東別院」下車　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         →４番出口西へ徒歩５分

講師予定：関山和夫・広陵兼純・祖父江佳乃・伊藤孝道・羽塚孝和

※
広
陵
兼
純

　
昭
和
十
二
年
石
川
県
生
ま
れ
昭
和
三

十
五
年
か
ら
昭
和
の
名
布
教
使
の

の
り
き
よ
ぶ
ん
ゆ
う

範
浄
文
雄
師
の
随
行
。
昭
和
三
十
九
年

範
浄
師
の
逝
去
に
と
も
な
い
独
立
。
以

後
四
十
五
年
間
節
談
説
教
一
筋
に
全
国

を
布
教
。
節
談
説
教
の
第
一
人
者
。

毎
年
六
月
十
一
日
の
布
教
大
会
に
は
、

六
百
名
も
の
人
々
を
集
め
る
。
大
谷
派

満
覚
寺
（
輪
島
市
）
住
職
。

※
関
山
和
夫 

　

　(

佛
教
大
学
名
誉
教
授)

節
談
説
教
・

日
本
の
話
芸
研
究
の
第
一
人
者
。

□能登満覚寺布教大会の広陵師2008.6.11

当
山
住
職
も
口
演
し
ま
す
。
正
統
な
能
登

節
の
節
談
説
教
を
是
非
一
度
聴
聞
し
て

下
さ
い
。

『 節談説教　伝統と継承 』　―　スペース・サラナン　第１回布教大会　―

教
え
を
説
い
て
く
れ
る
仏
が
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
　
　
　
※

で

あ

い

　
さ
て
、
そ
の
仏
と
仏
弟
子
の
出
遭

い
と
い
う
場
面
を
考
え
て
見
ま
し
ょ

う
。
そ
こ
で
は
何
が
起
こ
っ
て
い
る

か
？

　
弟
子
に
と
っ
て
、仏
は
、絶
対
的
な

か

な

た

存
在
で
す
。
は
る
か
彼
方
の
存
在
と

い
っ
て
も
い
い
。し
か
し
そ
れ
は
、完

か
く
ぜ
つ

全
に
自
分
と
は
隔
絶
し
た
存
在
で

も
、
ま
た
、
な
い
の
で
す
。
弟
子
に

か

な

た

と
っ
て
仏
は
、や
が
て
、は
る
か
彼
方

で
あ
っ
て
も
、
や
が
て
到
達
す
べ
き

も
の
で
あ
り
、自
ら
に
と
っ
て
の「
未

来
」で
す
。弟
子
に
と
っ
て
仏
と
い
う

存
在
は
、
自
ら
が
や
が
て
歩
み
ゆ
く

べ
き
未
来
で
す
。逆
に
、仏
に
と
っ
て

弟
子
は
、そ
の
逆
で
す
。い
ま
目
の
前

に
い
る
、こ
の
苦
悩
し
て
い
る
者
は
、

か
つ
て
自
分
も
そ
う
で
あ
っ
た
、
ま

さ
に
「
過
去
」
の
自
分
な
の
で
す
。
こ

の
よ
う
に
、
仏
と
弟
子
と
い
う
間
に

は
、
過
去
と
未
来
が
「
入
れ
子
」
の
よ

う
な
状
態
に
な
っ
て
い
て
、そ
れ
が
、

〈
い
ま
・
こ
こ
〉
と
い
う
「
現
在
」
の

場
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。時
間
が

過
去
か
ら
現
在
、そ
し
て
未
来
へ
と
一

方
向
に
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、そ

こ
で
は
、
瞬
間
的
に
で
あ
れ
、
時
間
の

循
環
、交
流
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
は
、
何
も
「
仏
と
弟
子
」
と
い

う
関
係
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
も
『
教
行
信

証

』

に

引

用

さ

れ

て

い

ま

す

、

あ
ん
ら
く
し
ゅ
う

『
安
楽
集
』に
は「
前
に
生
ま
れ
ん
者
は

後
を
導
き
、後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を

訪
（
た
ず
ね
）
え
」
と
あ
り
ま
す
。
教

え
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し

て
、
人
と
人
と
の
関
係
の
中
で
、
伝
え

は
る

ら
れ
て
き
た
の
で
す
。
　
遼
か
昔
、
遠

く
離
れ
た
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
仏
教

は
、
そ
の
間
、
無
数
の
人
々
に
よ
っ
て

伝
え
ら
れ
き
ま
し
た
。人
と
人
と
が
語

り
え
ぬ
も
の
を
伝
え
て
き
た
。そ
し
て

〈
い
ま
・
こ
こ
〉な
る
私
の
身
に
も
至
り

つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
は
や
奇
跡

と
い
っ
て
も
い
い
出
来
事
の
よ
う
に

私
に
は
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

　 

（
大
谷
大
学
非
常
勤
講
師
仏
教
学
）
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午前１０：００

勤行・説教・おとき

ほうげいいちにょ

　住職の法話　『法芸一如』

 内容は？？？
聴いてのお楽しみに！

淨　　信　　寺　　通　　信

報 恩 講 勤 修

▲旅僧は、何かを察したらしく、両手の指で輪を作り、胸の前に出した。

●これに対し六兵衛は両手で大きな輪を作った。

▲旅僧はその答えに恐れ入り、今度は両手を広げた。

●六兵衛は、片手を開いて応えた。

▲旅僧は今度は指を３本差し出した。

●すると六兵衛は人差し指で右の下まぶたを引きながら舌を出した。

▲これを見た旅僧は「私の修行不足でした。」と退散していった。

何が起こったのか皆目わからない八五郎は、旅僧を捕まえて理由を聞いた。旅僧が言うには・・・

▲どうやら和尚は「無言の行」の最中だから言葉を発しないのだろうと気づき、こちらも無言で

　問うと？

『大和尚、ご胸中は？』と尋ねると、

『大海の如し』と答え。さらに、

『十方世界は？』と聞くと、

『五戒で保つ』との答え。さらに、

『三尊の弥陀は？』と問うと、

『目の下にあり』と。

【永平寺　雲水の沙弥托善想い】　　　　　　　【薬王寺の和尚（＝蒟蒻屋六兵衛）の想い】

こ
ん
に
ゃ
く
も
ん
ど
う

※
落
語
　『
蒟
蒻
問
答
』　

こんにゃくやろくべい にせ

※登場人物：蒟蒻屋六兵衛、贋坊主（八五郎）、薬王寺の権助、永平寺雲水沙弥托善。

ふ
し
だ
ん

　
節
談
説
教
は
、
芸
能
で
は
な
い
、
あ
く

ま
で
真
宗
の
教
え
を
伝
え
る
ご
法
義
で

あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
我
が
国
で
は
、
古
代
よ
り
、
宗

教
・
生
活
・
年
中
行
事
等
は
不
可
分
の
関

係
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
寺
参
り
も
そ

う
し
た
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
。

こ
と

　
殊
に
昔
は
何
日
も
続
く
ご
法
座
に
、

人
々
を
引
き
つ
け
る
話
に
は
、
世
俗
的

ひ

ゆ

い
ん
ね
ん

な
譬
喩
・
因
縁
話
を
抜
き
に
し
て
は
、
成

り
立
た
な
い
。
勢
い
説
教
者
が
、
芸
能
性

の
高
い
、
感
銘
深
い
話
を
勤
め
る
よ
う

け
ん
さ
ん

に
研
鑚
・
努
力
し
、
結
果
的
に
芸
人
を

り
よ
う
が

い

凌
駕
す
る
話
芸
の
達
人
と
謂
わ
れ
る

ゆ

え

ん

所
以
も
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。
関
山

和
夫
氏
は
、
こ
れ
を
『
法
芸
一
如
』
と
提

示
さ
れ
た
。

　
少
し
前
ま
で
の
落
語
に
は
、
説
教
か

す
ぐ

ら
題
を
と
っ
た
優
れ
た
噺
（
は
な
し
）
が

多
く
あ
っ
た
が
、
最
近
は
単
に
笑
い
を

取
る
事
を
目
的
に
し
て
話
す
落
語
家
が

多
い
気
が
し
て
い
る
。

　
そ
ん
な
落
語
の
中
で
、
日
本
の
話
芸

こ
ん
に
ゃ
く

を
代
表
す
る
噺
に
『
蒟
蒻
問
答
』
を
あ
げ

る
事
が
出
来
る
。
話
芸
と
仏
教
・
法
芸
一

如
等
を
『
蒟
蒻
問
答
』
を
通
し
て
今
年
の

報
恩
講
に
は
、
語
っ
て
み
た
い
の
で
あ

る
お
楽
し
み
に
！ 

（
住
職
記
）

ほ

う

げ

い

い

ち

に

ょ

『

法

芸

一

如

』

？

『お前の店の蒟蒻はこんな小さいだろう』言うので、

『これくらい大きいぞ』 と言ってやった。すると

『十丁でいくらだ？』 と値段を聞くじゃないか。

少々高いと思ったが『五百だ』 とふっかけたら、

『銭が無いから、三百にしろ』 と値切ったから

『アカンベエ～』 をした、と言うのだ。


