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仏
教
の
医
と
医
薬 

現
代
で
は
「
医
薬
」が
仏
教
か
ら
独
立
し
、
医
と
薬
も
分
業
さ
れ
る

時
代
と
な
り
ま
し
た
が
、
医
も
薬
も
仏
教
と
深
い
係
わ
り
を
持
って

ま
い
り
ま
し
た
。 

古
代
イ
ン
ド
で
は
五
明
（ご
み
ょ
う
）
と
言
って
、
必
要
な
学
問
を
五

種
①
声
明
（
し
ょ
う
み
ょ
う
）
、
②
工
巧
明 (
く
ぎ
ょ
う
み
ょ
う)

、

③
医
方
明
（
い
ほ
う
み
ょ
う
）
、
④
因
明
（
い
ん
み
ょ
う
）
、
⑤
内
明

（
な
い
み
ょ
う
）
に
分
け
て
お
り
ま
し
た
が
、
仏
教
は
こ
れ
ら
の
五
明

を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
、
中
国
や
日
本
の
寺
院
で
も
、
こ
れ
ら
を

学
ば
せ
て
き
ま
し
た
。
学
問
寺
と
称
さ
れ
る
大
寺
に
は
医
学
部

（
医
方
明
を
学
ぶ
部
所
）
を
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
い

う
歴
史
的
事
実
が
こ
れ
を
物
語
って
い
ま
す
。 

医
と
は
病
を
治
療
す
る
こ
と
で
す
が
、
身
体
の
病
ば
か
り
で
は
な

く
、
無
明
や
煩
悩
に
犯
さ
れ
た
衆
生
の
心
を
い
や
す
と
い
う
部
分

を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

お
釈
迦
様
は
法
と
い
う
薬
を
与
え
て
心
の
病
を
な
お
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
お
釈
迦
様
を
医
者
に
喩
（
た
と
）
え
て
医
王
如
来
な
ど
と
も

言
い
ま
す
。
薬
師
如
来
は
お
釈
迦
様
が
五
如
来
と
展
開
し
て
、
更

に
慈
悲
を
具
象
化
し
た
仏
と
な
ら
れ
た
も
の
で
、
病
気
を
治
し
安

楽
を
得
さ
せ
る
有
難
い
仏
様
で
す
。 

仏
様
が
医
者
に
喩
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
法
華
経
に
こ
ん
な
お

話
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
良
医
の
子
供
達
が
毒
を
飲
ん
で
苦

し
ん
で
い
た
時
、
父
で
も
あ
る
医
者
は
子
に
良
薬
を
与
え
ま
し
た
。

そ
の
お
か
げ
で
子
供
達
は
助
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
場
合
、
医
者
と

は
仏
様
の
こ
と
、
子
供
達
は
衆
生
、
毒
は
邪
教
で
良
薬
は
法
華
経 

だ
そ
う
で
す
。
こ
の
子
供
達
は
、
素
直
に
良
薬
と
し

て
教
え
を
頂
き
心
や
病
の
処
方
箋
を
実
践
す
る
が

如
く
受
け
入
れ
た
。 

私
達
も
素
直
に
な
って
、
仏
様
の
処
方
箋
に
従
う

薬
を
服
用
し
、
無
明
や
煩
悩
の
苦
か
ら
速
や
か
に

脱
し
た
い
も
の
で
す
。 

ま
さ
に
仏
教
は
現
代
医
薬
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ

の
在
り
方
は
医
の
あ
り
方
と
同
じ
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

山
主
合
掌 
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「「「
「「「 

年
間
行
事
は
一
般
県
市
民
ど
な
た
で
も
法
要
に

参
列
で
き
ま
す 

令
和
四
年
み
ん
な
の
寺 

参
拝
で
き
る
観
音
寺
年
間
行
事
案
内 

 

一
月 

一
日
午
前 

八
時 

 

修
証
会
祈
祷 

 
 

御
祈
祷
、
家
内
安
全
、
無
病
息
災
を
祈
る
法
要 

一
月 
十
八
日
午
後
三
時
初
観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

二
月 

二
十
七
日
午
後
三
時
観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

三
月 

二
十
一
日
午
後
三
時 

 

春
彼
岸
法
要 

 

先
祖
へ
の
報
恩
の
実
践
と
追
善
供
養
し
ま
す 

三
月 

二
十
七
日
午
後
三
時
観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

四
月 

 
 
 

六
日
午
後
三
時
、 

五
時 

清
明
祭
（シ
ー
ミ
ー
）  

 
 

本
堂
で
の
先
祖
の
供
養
、
観
音
寺
永
代
供
養
墓 

四
月 

二
十
四
日 

午
後
三
時 

観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

五
月 

二
十
七
日 

午
後
三
時 

観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

六
月 

二
十
三
日 

午
後
三
時 

慰
霊
供
養 

六
月 

二
十
六
日 

午
後
三
時
観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

七
月 

二
十
四
日 

午
後
三
時 

一
周
年
記
念 

落
慶
法
要
並
び
に
住
職
就
任
式 

八
月 

 

十
一
日 

午
後
三
時 

 

盆
供
養
法
要 

八
月  

十
四
日 

 
 
 
 
 

旗
ス
ガ
シ
ー 

中
止
予
定 

 

エ
イ
サ
ー
出
発
の
祈
祷
で
、
地
域
の
発
展
と 

無
病
息
災
を
祈
り
ま
す 

八
月 

十
四
日 

 
 
 
 
 
 

上
地
観
音
供
養 

尚
王
家
と
上
地
丑
根
（ウ
シ
ニ
ー
）門
中
報
恩
供
養 

八
月 

二
十
八
日 

午
後
三
時
観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

九
月 

 

七
日 

 

午
後
三
時 

 

大
祈
祷
会 

戦
没
者
慰
霊
大
法
要 

九
月 

二
十
三
日 

午
後
三
時 

秋
彼
岸
法
要 

 

九
月 

二
十
五
日 

午
後
三
時
観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

十
月 

二
十
三
日 

午
後
三
時
観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

十
一
月
二
十
七
日 

午
後
三
時
観
音
祈
祷
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

十
二
月 

十
八
日 

午
後
三
時 

 
 

観
音
年
越
法
要 

並
び
に
戦
没
者
供
養 

 

2022年 1 月 1日 

第２号 

沖縄市上地 4-13-7 

☎090-2589-0951 

 

観 
音 

寺 

 

寺
だ
よ
り 
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心
を
育
て
る 

こ
ど
も
仏
教
塾 

 

心
が
き
れ
い
な
人
に
、 

な
れ
る
か
な
れ
な
い
か
は
、 

ぜ
ん
ぶ
自
分
し
だ
い
な
ん
だ 

 

み
ず
か
ら
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
み
ず
か
ら
を
汚
す
こ
と
に
な

る
。
み
ず
か
ら
悪
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
み
ず
か
ら
を
浄
め
る

こ
と
に
な
る
。
き
れ
い
と
か
汚
い
と
か
い
う
も
の
は
、
各
自
の
こ
と

が
ら
で
あ
り
、
人
が
他
人
を
浄
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で

す
。 

『ダ
ン
マ
パ
ダ
』 

一
六
五
よ
り 

 

心
を
よ
ご
す
の
は
だ
れ
？ 

教
室
や
、
き
み
の
へ
や
が
よ
ご
れ
て
も
、
だ
れ
か
が
そ
う
じ
し
て

く
れ
た
ら
、
き
れ
い
に
な
る
よ
ね
。
き
み
が
何
も
し
な
く
て

も
、
そ
う
じ
し
て
く
れ
る
人
が
い
れ
ば
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
。
で

も
、
き
み
の
心
は
、
だ
れ
も
そ
う
じ
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
も
と
も

と
心
は
き
れ
い
で
す
が
、
き
み
が
も
し
、
わ
る
い
こ
と
を
し
た

ら
、
き
み
の
心
は
よ
ご
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
わ
る
い
こ
と
を
つ
づ
け

た
ら
、
ど
ん
ど
ん
よ
ご
れ
て
い
き
ま
す
。
だ
れ
も
そ
う
じ
し
て
く

れ
な
い
の
で
、
よ
ご
れ
っ
ぱ
な
し

で
す
。
心
を
よ
ご
し
た
く
な
い

な
ら
、
わ
る
い
こ
と
は
し
な
い
こ

と
。
よ
ご
れ
た
心
を
き
れ
い
に
し

た
い
な
ら
、
わ
る
い
こ
と
を
せ
ず

に
、
い
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
す
る

こ
と
で
す
。  

 

次
回
に
続
く 

  

〈保
護
者
の
方
へ
〉 

心
を
き
れ
い
に
保
つ
の
も
汚
す
の
も
、
す
べ
て
自
分
次
第

な
の
だ
と
い
う
こ
と
。
う
そ
を
つ
い
た
り
、
他
人
の
心
を
傷

つ
け
る
よ
う
な
悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
た
ら
心
は
汚
れ
ま

す
。
悪
い
こ
と
を
せ
ず
、
人
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
い
い
こ
と

を
た
く
さ
ん
す
れ
ば
、
心
は
浄
め
ら
れ
ま
す
。
汚
れ
た
ま

ま
の
心
で
は
幸
福
に
は
な
れ
な
い
こ
と
を
ブ
ッ
ダ
は
教
え
て

い
ま
す
。
だ
れ
の
せ
い
で
も
な
く
、
自
分
の
行
い
が
全
部
自

分
に
は
ね
返
って
く
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
伝
え
ま
し
ょ

う
。 

」
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
」」」」 

「御
詠
歌

ご

え

い

か

」 

三
宝
御
和
讃

さ
ん
ぼ
う

ご
わ

さ
ん 

⑴
心

こ
こ
ろ

の
闇や

み

を
照て

ら
し
ま
す 

い
と
も
尊

と
う
と

き
み
仏

ほ
と
け

の 

 
誓
願

ち

か

い

を
冀ね

が

う
も
の
は
み
な 

南
無

な

む

帰
依
仏

き

え

ぶ

つ

と
唱と

な

え
よ
や 

⑵
憂う

き
世よ

の
波な

み

を
乗の

り
越こ

え
て 

浄き
よ

き
め
ぐ
み
に
ゆ
く
法の

り

の 

 

船ふ
ね

に
棹さ

お

さ
す
も
の
は
み
な 

南
無

な

む

帰
依
法

き

え

ほ

う

と
唱と

な

え
よ
や 

⑶
悟さ

と

り
の
岸き

し

に
わ
た
る
べ
き 

道み
ち

を
伝つ

た

え
し
も
ろ
も
ろ
の 

 

僧
伽

ひ

じ

り

に
頼た

よ

る
も
の
は
み
な 

南
無

な

む

帰
依

き

え

僧そ
う

と
唱と

な

え
よ
や 

  
 

三
宝
の
お
し
え 

大
意 

⑴
迷
い
や
悩
み
の
中
で
生
き
る
私
た
ち
は
、
み
仏
さ
ま
の
誓
願
を

信
じ
、
み
仏
さ
ま
の
教
え
に
か
な
った
生
き
方
を
し
よ
う
と
発

心
し
、
「南
無
帰
依
仏
」と
一
心
に
唱
え
ま
し
ょ
う
。 

⑵
人
生
の
荒
波
の
中
を
生
き
て
い
く
私
た
ち
は
、
そ
の
荒
波
に
向 

か
って
み
仏
さ
ま
の
教
え
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
て
い
こ
う

と
決
意
し
、
「南
無
帰
依
法
」と
一
心
に
唱
え
ま
し
ょ
う
。 

 
⑶
み
仏
さ
ま
の
教
え
に
照
ら
し
た
暮
し
を
し
、
平
穏
な
心
を 

育
む
べ
く
、
私
た
ち
は
、
仏
道
と
い
う
同
じ
道
を
歩
む
な
か
ま
を

信
じ
、
「南
無
帰
依
僧
」
と
一
心
に
唱
え
ま
し
ょ
う
。 

と
な
り
ま
す
。 

考
え
て
み
ま
す
と
、
私
た
ち
が
仏
さ
ま
や
神
さ
ま
を
信
仰
す
る
、

あ
る
い
は
先
祖
供
養
す
る
、
と
い
った
敬
虔
な
心
は
、
私
た
ち
が
仏

法
の
お
か
げ
で
「今
生
き
て
い
る
」と
い
う
思
い
と
感
謝
の
心
か
ら

生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「よ
り
よ
く
生
き
る
」「共

に
生
き
る
」と
い
う
願
い
が
家
族
へ
の
思
い
や
り
、
社
会
へ
の
思
い
や

り
、
広
く
人
類
へ
の
思
い
や
り
へ
と
広
が
って
行
く
べ
き
も
の
と
思
い

ま
す
。
そ
の
願
い
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教

え
、
仏
教
で
す
。 

歌
詞
の
中
に
あ
る
「南
無
帰
依
」と
は
、
庇
護
を
求
め
る
こ
と
、
頼

り
に
す
る
こ
と
と
い
う
絶
対
的
な
信
へ
の
深
さ
を
表
し
ま
す
。 

第
一
は
仏
さ
ま
。
第
二
の
法
と
は
、
仏
さ
ま
の
説
か
れ
た
み
教

え
。
第
三
の
僧
と
は
、
仏
さ
ま
の
み
教
え
に
し
た
が
って
、
仏
教
徒

と
し
て
生
活
す
る
仲
間
の
こ
と
を
い
い
ま
す
と
同
時
に
、
信
仰
の
対

象
と
な
る
僧
伽
の
一
員
と
し
て
、
私
た
ち
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
ど

う
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
、
自
分
自
身
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い

る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
れ
は
一
番
の
歌
詞
に
「請
願
を
冀
う
も
の
は
み
な
」と
あ
る
よ

う
に
、
私
た
ち
が
戒
を
受
け
て
仏
道
修
行
で
き
る
の
は
、
ひ
と
え

に
仏
の
誓
願
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
な
の
で
す
。 

観
音
寺
で
は
、
「御
詠
歌
」（詠
讃
歌
）を
毎
月
第
四
日
曜
日
午

後
七
時
よ
り
教
え
て
お
り
ま
す
。
詠
讃
歌
を
お
唱
え
し
て
ご
自

宅
の
仏
壇
で
ご
先
祖
の
ご
供
養
が
で
き
ま
す
。 

申
し
込
み 

電
話090-5595-7894 

担
当
実
佑 
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シ
リ
ー
ズ 

う
ち
な
ー
の
行
事 

す
す
は
ら
い 

新
し
い
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
厄
を
祓
い
落
す

と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
旧
暦
の
十
二
月
二
十
四
日
が

「
御
解
御
願
（
ウ
フ
ド
チ
ウ
グ
ヮ
ン
）
」
で
す
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て

き
れ
い
に
浄
め
祓
い
、
年
神
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
準
備
を
し

ま
す
。
ま
た
、
正
月
三
が
日
は
、
で
き
る
だ
け
家
の
内
か
ら
品

物
を
外
に
出
し
た
り
物
の
貸
し
借
り
は
し
な
い
、
掃
除
も
で

き
る
だ
け
避
け
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
正
月
三
が

日
は
、
年
神
様
に
よ
っ
て
一
年
分
の
福
運
、
徳
運
が
家
い
っ
ぱ

い
に
撒
（
ま
）
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
福
を
外
に
出
し
て
し
ま

わ
な
い
よ
う
に
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
で
す
。 

門
松 

門
松
は
、
年
神
さ
ま
が
家
へ
尋
ね
入
る
に
あ
た
っ
て
の
目
印
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

門
に
一
対
の
門
松
を
立
て
ま
す
が
、
正
面
か
ら
見
て
左
側
に

雄
松
、
右
側
に
雌
松
が
く
る
よ
う
に
飾
り
ま
す
。
門
松
は
竹

を
真
ん
中
に
三
本
立
て
、
周
囲
を
松
や
梅
な
ど
を
あ
し
ら

い
、
む
し
ろ
を
包
み
縄
で
縛
っ
た
も
の
が
正
式
で
す
が
、
現
在

松
の
枝
に
水
引
な
ど
を
結
ん
で
門
や
玄
関
に
打
ち
付
け
る
も

の
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
門
松
は
十
二
月
二
十
七
日
、
二
十
八
日
ご
ろ
立
て

て
準
備
し
ま
す
が
、
二
十
九
日
は
「
苦
立
て
」
と
い
い
、
大
晦

日
に
立
て
る
と
「
一
夜
飾
り
」
と
い
っ
て
嫌
う
習
慣
が
あ
り
ま

す
。 

 

鏡
餅 

古
来
よ
り
、
「
鏡
」
に
は
魂
が
宿
る
も
の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
鏡
餅
の
餅
が
丸
い
の
は
、
鏡
の
か
た
ち
に
由
来
す

る
、
あ
る
い
は
人
間
の
心
臓
の
形
を
表
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
小
二
つ
の
餅
を
重
ね
て
い
る
の
は
「
円
満

に
年
を
重
ね
る
」
「
縁
起
が
い
い
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。 

そ
し
て
、
日
本
人
に
と
って
「
稲
」は
特
別
な
も
の
で
し
た
。
稲

は
一
年
と
い
う
長
い
月
日
と
労
力
を
か
け
て
育
て
ら
れ
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
毎
年
一
回
ず
つ
収
穫
さ
れ
る
新
し
い
お

米
を
食
べ
る
こ
と
で
、
生
命
力
を
得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
ん
な
お
米
を
つ
い
て
固
め
た
「
餅
」
は
、
生
命
力
を

倍
増
さ
せ
る
も
の
と
し
て
特
に
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
年
に
良
い
縁
を
運
ん
で
く
る
年
神

様
に
入
って
い
た
だ
く
た
め
の
相
応
し
い
器
（
依
り
代
）
と
し
て

「鏡
餅
」が
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。 

御
花
米
（み
は
な
ぐ
み
）の
飾
り
方 

沖
縄
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
正
月
飾
り
で
、
鏡
餅
と
同
じ
意

味
が
あ
り
ま
す
。 

ま
ず
、
重
箱
を
三
段
重
ね
、
の
し
紙
の
上
に
お
米
を
入
れ
炭

と
昆
布
を
の
し
紙
で
巻
い
て
米
の
中
央
に
飾
り
立
て
ま
す
。 

正
月
の
か
ま
ど
飾
り 

か
ま
ど
（
台
所
）
の
上
に
竹
を
横
に
吊
り
下
げ
ま
す
。
そ
れ
に

炭
と
昆
布
、
み
か
ん
を
飾
り
付
け
中
央
に
吊
り
、
そ
の
左
右

に
葉
の
つ
い
た
に
ん
に
く
、
人
参
、
大
根
と
芋
を
飾
り
、
甲
イ

カ
、
タ
コ
、
ス
ー
チ
カ
ー
、
干
物
な
ど
も
飾
る
と
良
い
で
す
。 

正
月
飾
り
の
中
心
は
床
の
間 

基
本
的
な
飾
り
方
を
紹
介
し
ま
す
。
お
正
月
の
部

屋
飾
り
は
床
の
間
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
正
月
に
ふ

さ
わ
し
い
め
で
た
い
掛
け
軸
を
掛
け
、
正
面
に
鏡
餅
を

置
き
四
方
紅
（
し
ほ
う
べ
に
）
を
敷
き
ま
し
ょ
う
。
そ

の
上
に
、
紙
垂
（
し
で
）
、
裏
白
（
う
ら
じ
ろ
）
、
譲
り

葉
と
重
ね
て
い
き
ま
す
。
鏡
餅
を
の
せ
た
ら
、
昆
布
や

橙
で
飾
り
ま
す
。
飾
り
に
は
縁
起
の
良
い
も
の
が
選
ば

れ
る
の
で
、
串
柿
、
勝
栗
な
ど
家
や
地
方
に
よ
っ
て
特

色
が
み
ら
れ
ま
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
飾
り
物
に
は
正
月
飾
り
に
ふ
さ
わ
し

く
、
次
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

名
称 

 
 
 
 
 
 
 

祈
願
・意
味
す
る
も
の 

四
方
紅
（し
ほ
う
べ
に
）
四
方
か
ら
の
災
い
を
退
け
る
、 

裏
白
（う
ら
じ
ろ
）  

長
寿
、
末
永
い
繁
栄 

譲
り
葉
（ゆ
ず
り
は
） 

家
督
相
続
、
家
系
の
存
続 

御
幣
（ご
べ
い
） 

 
 

魔
よ
け
、
繁
栄 

橙
（だ
い
だ
い
） 

 
 

代
々
の
子
孫
繁
栄 

昆
布 

 
 
 

 
 
 

 

よ
ろ
「
こ
ぶ
」、
子
孫
繁
栄 

串
柿 

 
 
 
 
 

 

日
本
の
三
種
の
神
器
を
あ
ら
わ
す

（「鏡
：
鏡
餅
、
玉
：
橙
、
剣
：
串
柿
」） 

「家
族
の
繁
栄
」「
災
い
を
は
ら
う
」「
長
生
き
を
す
る
」

と
い
う
願
い
が
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
共
通
の
想
い

な
の
で
す
。 
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何
事
に
も
動
じ
ず
に
凛
と
す
る 

 

 

心
の
平
穏
が
幸
せ
に
つ
な
が
る 

同
じ
出
来
事
に
遭
遇
し
て
も
、
怒
る
人
も
い
れ
ば
、
怒
ら
な
い

人
も
い
ま
す
。
ラ
ク
な
生
き
方
が
で
き
る
人
は
、
心
が
穏
や
か

な
の
で
、
簡
単
に
怒
り
に
振
り
回
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
り
ま

す
。
ブ
ッ
ダ
は
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
深
い
湖
に
喩
え
ま
し
た
。 

『
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
』は
じ
め
ま
し
た 

 

左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
、
み
ん
な
の
寺
沖
縄
観
音
寺
広

報
『
み
ん
な
の
寺
便
り
』
『
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
』
『YouT

ube

』

を
見
る
事
が
で
き
ま
す
。 

     

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
登
録
し
て
法
話
配
信
を
受
け
取
って
下
さ
い
。
仏

教
の
本
当
の
情
報
を
知
り
ま
し
ょ
う
。 

「み
ん
な
の
寺
だ
よ
り
」は
、
次
号
よ
り
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
て
配
信

い
た
し
ま
す
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
ご
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

「
「「「
「「「
「「「
「「「
「「「
「「
「「「
「「「
「「「
「「「
「「 

今
年
の
あ
な
た
の
運
勢
は
？ 

今
年
の
干
支
「
壬
寅
（み
づ
の
え
と
ら
）
」は
、
「陽
気
を

孕
（は
ら
）
み
、
春
の
胎
動
（
た
い
ど
う
）
を
助
（た
す
）

く
」、
冬
が
厳
し
い
ほ
ど
春
の
芽
吹
き
は
生
命
力
に
溢

れ
、
華
々
し
く
生
ま
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。 

ま
た
「
寅
」は
、
も
と
も
と
は
、
引
っ張
る
や
伸
ば
す
と
い
っ

た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
が
、
矢
が
放
た
れ
る
準
備
段

階
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
動
き
始
め
、
胎
動
」と
い

った
意
味
が
派
生
し
た
。
つ
ま
り
、
「
壬
」陽
気
を
孕
み

厳
冬
を
耐
え
、
「寅
」春
の
胎
動
を
、
本
質
的
な
実
力

を
養
い
な
が
ら
、
何
事
に
も
好
奇
心
を
持
って
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
に
進
め
ば
、
華
々
し
い
成
果
が
期
待
で
き
る
、
希

望
に
あ
ふ
れ
る
年
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

坐 

禅 

会 

坐
禅
終
了
後
、
心
の
依
り
所
と
し
て
和
尚
様
と
一

緒
に
お
茶
を
頂
き
、
法
話
を
聞
い
て
楽
し
く
茶
話
会

を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
坐
禅
に
は
、 

①
集
中
力
を
高
め
る
、 

②
ス
ト
レ
ス
を
解
消
し
心
が
穏
や
か
に
な
る
、 

③
洞
察
力
を
高
め
、
直
観
力
を
高
め
る
、 

④
思
い
や
り
が
育
ま
れ
人
間
関
係
が
良
く
な
る
、 

⑤
眠
り
の
質
が
上
が
り
幸
福
感
を
覚
え
る
、 

⑥
自
分
に
自
信
が
生
ま
れ
る
、
な
ど
に
影
響
が
あ 

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

坐
禅
の
体
験
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

日
時 

毎
週
土
曜
日 

午
後
七
時
半
よ
り 

場
所 

沖
縄
市 

み
ん
な
の
寺
観
音
寺 

連
絡
先 

090-2589-0951 

」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 

 

宗
旨
・宗
派
不
問 

 

管
理
費
・
永
代
供
養
料
込
み 

 

内
容
等
は
、
お
問
合
せ
・ご
相
談
下
さ
い
。 

 

み
ん
な
の
寺
観
音
寺 

 

沖
縄
市
上
地
四
丁
目
十
三‐

七 

電
話 

098-932-7510 

携
帯090-2589-0951 

 
   

   

住
職 

島
袋
善
照 

 

ホームページ 

YouTube 

みんなの寺便り 
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