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人
と
し
て
尊
い
も
の

新
實　

信
導

　
「
人
間
と
し
て
一
番
尊
い
も

の
は
徳
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
徳

を
高
め
な
く
て
は
い
か
ん
。
技

術
は
教
え
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
習
う
こ
と
も
で
き
る
。
け

れ
ど
も
、
徳
は
教
え
る
こ
と
も

習
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
自
分

で
悟
る
し
か
な
い
。」
松
下
幸
之

助
氏
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。

　

古
来
、
中
国
で
は
理
想
的
な

統
治
、
後
代
の
模
範
と
さ
れ
た

の
が
、
唐
の
二
代
太
宗
（
李
世

民
）
が
治
め
た
貞
観
時
代
で
あ

る
。
そ
の
太
宗
が
亡
く
な
っ
て

五
十
年
後
、
唐
の
呉
兢
（
六
七

〇
～
七
四
九
）
が
政
治
理
想
を

主
旨
と
し
た
論
義
を
十
巻
四
〇

篇（
二
八
七
章
）に
ま
と
め
、『
貞

観
政
要
』
を
記
し
た
。

　

唐
中
期
以
後
、
歴
代
の
皇
帝

や
政
治
家
の
必
読
書
と
さ
れ
、

日
本
に
は
八
〇
〇
年
頃
、
遣
唐

使
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
後
、
天
皇
や
公

家
、
武
家
に
も
読
ま
れ
、
北
条

政
子
が
こ
れ
を
和
訳
さ
せ
愛
読

し
、
徳
川
家
康
が
印
刷
出
版
さ

せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
蓮
大
聖
人
は

『
貞
観
政
要
』
に
つ
い
て
「
太

宗
文
武
皇
帝
の
治
政
の
功
績
は

多
大
で
、
こ
の
よ
う
な
威
徳
は

い
ま
だ
か
つ
て
な
い
。
唐
の
堯

帝
、
虞
の
舜
帝
、
夏
の
禹
王
、

殷
の
湯
王
（
中
略
）
な
ど
の
、

著
名
な
仁
徳
の
諸
帝
王
と
い
え

ど
も
皆
と
て
も
お
よ
ば
な
い
」

（『
大
田
殿
許
御
書
』）
と
称
讃

さ
れ
て
い
る
。
な
お
大
聖
人
は

『
貞
観
政
要
』
を
五
二
紙
に
わ

た
り
書
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

を
見
て
も
い
か
に
大
切
に
さ
れ

て
い
た
か
が
推
測
で
き
る
。

　

こ
の
『
貞
観
政
要
』
に
は
、

「
故
に
知
る
、
人
の
身
を
立
つ

る
、
貴
ぶ
所
の
者
は
、
惟
だ
徳

行
に
あ
り
。
何
ぞ
必
ず
し
も
栄

貴
を
論
ず
る
を
要
せ
ん
」
と
あ

り
、
富
貴
な
ど
問
題
で
な
く
、

大
切
な
の
は
徳
行
で
あ
り
「
品

性
」
だ
と
断
じ
、
さ
ら
に
ま
た

自
戒
と
し
て
「
鏡
が
あ
れ
ば
衣

冠
を
正
す
。
歴
史
を
鏡
と
す
れ

ば
世
の
興
亡
衰
退
を
知
り
自
ら

を
正
す
。
人
を
鏡
と
す
れ
ば
善

悪
当
否
を
知
る
。
こ
の
三
鏡
で

常
に
自
ら
の
過
ち
を
正
す
」
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
と
説
く
。

　

つ
ま
り
三
鏡
の
自
戒
を
実
践

す
る
こ
と
が
徳
行
で
あ
り
、
こ

こ
か
ら
大
聖
人
は
法
華
経
こ
そ

が
明
鏡
で
あ
る
と
悟
ら
れ
、
法

華
経
を
実
践
す
る
こ
と
で
徳
行

を
得
ら
れ
る
と
確
信
さ
れ
た
。

「
徳
は
教
え
る
こ
と
も
習
う
こ

と
も
で
き
な
い
」
自
分
を
律
し

て
こ
そ
徳
が
具
わ
る
の
だ
と
。

『
妙
荘
厳
王
本
事
品
第
二
十
七
』

正た
だ

し
い
道み
ち

を
選え
ら

ぶ
に
は

世せ

間け
ん

の
塵ち
り

か
ら
遠と
お

ざ
か
り

溜た

ま
っ
た
垢あ
か

を
摺す

り
お
と
し

心こ
こ
ろも
体か
ら
だも
浄き
よ

く
し
て

ま
ず
は
ゆ
っ
く
り
深し
ん

呼こ

吸き
ゅ
う

そ
し
て
見み

開ひ
ら

く
眼め

玉だ
ま

な
ら

映う
つ

る
世せ

界か
い

は
あ
り
の
ま
ま

答こ
た

え
も
自お
の

ず
と
出で

る
で
し
ょ
う

【
12
月
の
主
な
行
事
】

★
写
経
会　
　
　
　

11
日
㈰
11
時

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈭
13
時

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈭
15
時

【
１
月
の
行
事
予
定
】

☆
正
月
歳と
し

始は
じ
め

祈
祷　

１
日
～
15
日

　

※
歳
始
祈
祷
申
込
受
付
中

　

※
開
運
シ
ー
ル
の
授
与

★
書
初
め
写
経
会　

11
日
㈰
11
時

　

北
辰
閣
２
階
に
て
金
紙
に
写
経

　

初
心
者
の
方
も
ど
う
ぞ
！

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈭
13
時

　

願
い
事
を
書
い
た
兜
矢
を
献
納

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈭
15
時

＊
お
火
焚
祭
り
は
２
月
11
日
で
す

＊
２
月
ま
で
茶
論
は
お
休
み

《
送
迎
車
の
ご
案
内
》

能
勢
電
鉄
ケ
ー
ブ
ル
・
リ
フ
ト
は
、

12
月
５
日
～
３
月
17
日
運
休
（
但

し
大
晦
日
～
１
月
３
日
、
２
月
11

日
、
３
月
５
日
は
運
転
）
御
祈
祷
・

御
回
向
等
を
受
け
ら
れ
る
方
は
能

勢
電
鉄
「
妙
見
口
」
駅
～
妙
見
山

上
の
間
を
能
勢
妙
見
山
か
ら
送
迎

車
を
出
し
ま
す
。
事
前
予
約
が
必

要
で
す
の
で
妙
見
山
事
務
所
ま
で

ご
連
絡
下
さ
い
。

電
話
０
７
２
―
７
３
９
―
０
３
２
９

遠お
ん

塵じ
ん

　

離り

垢く

し
て

諸し
ょ

法ほ
う

の

　

中な
か

に
於お

い

て

法ほ
う

眼げ
ん

浄じ
ょ
う

を

　

得え

た
り



俳
　

壇

〜
み
の
り
〜

暦のあれこれ
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今
、
こ
こ
で

宮
本　

観
靖

　

今
年
も
多
く
の
書
籍
が
話
題

と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で

注
目
さ
れ
、
長
く
売
れ
て
い
た

本
の
一
つ
は
「
ア
ド
ラ
ー
心
理

学
」
に
関
す
る
本
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

恥
ず
か
し
な
が
ら
私
は
、
ア

ド
ラ
ー
心
理
学
に
関
し
て
は
名

前
か
ら
し
て
「
？
」
と
い
う
状

態
で
し
た
が
、
世
界
的
に
は
心

理
学
と
言
え
ば
フ
ロ
イ
ト
、
ユ

ン
グ
と
並
ぶ
三
大
巨
頭
の
一
人

と
し
て
、
必
ず
言
及
さ
れ
る
精

神
科
医
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ア
ド
ラ
ー
の
心
理
学
の
特
徴

と
し
て
は
フ
ロ
イ
ト
等
が
提
唱

す
る
「
原
因
論
」
で
は
な
く
、

「
目
的
論
」
の
立
場
を
と
る
事

で
す
。

　

目
的
論
と
は
、
今
の
自
分
の

言
動
は
過
去
の
出
来
事
に
原
因

を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
今
こ

の
様
に
し
た
い
と
い
う
自
分
の

目
的
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
沿
っ

た
も
の
だ
、
と
い
う
事
で
す
。

例
え
ば
、
引
き
こ
も
り
の
人
の

場
合
で
見
る
と
、「
不
安
」
と

い
う
原
因
が
あ
る
か
ら
外
に
出

ら
れ
な
い
の
で
は
な
く
、「
外

に
出
た
く
な
い
」
と
い
う
目
的

の
た
め
に
不
安
と
い
う
感
情
を

作
り
出
し
て
い
る
、
と
い
う
事

に
な
る
そ
う
で
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
様
に
し
た
い

と
い
う
目
的
は
、
自
分
自
身
が

作
り
出
す
も
の
で
あ
る
以
上
、

今
の
自
分
が
良
い
状
態
で
あ
れ

悪
い
状
態
で
あ
れ
、
そ
れ
を
選

ん
だ
の
は
自
分
自
身
で
あ
り
、

誰
の
せ
い
で
も
な
い
と
い
う
事

で
す
。

　

そ
し
て
、
逆
に
言
え
ば
今
の

状
態
に
不
満
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
自
分
で
そ
れ
を
選
ん
だ
な

ら
ば
、
自
分
自
身
で
再
び
良
い

方
向
に
選
び
直
す
こ
と
も
可
能

だ
と
い
う
事
で
す
。

　

大
事
な
事
は
「
今
、
こ
こ
」

を
ど
の
様
に
決
断
し
て
生
き
る

か
で
あ
り
、
そ
う
す
る
事
で
原

因
と
考
え
て
い
た
過
去
も
、
結

果
と
し
て
の
未
来
も
変
わ
っ
て

い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
は
、
仏
様
の
教
え
と
も

通
じ
て
い
る
も
の
で
す
。
過
去

に
ど
の
様
な
原
因
、
因
縁
が
あ

ろ
う
と
も
、
今
、
こ
の
場
で
生

き
る
事
に
真
剣
に
な
る
こ
と
が

大
切
な
事
で
す
。

　

過
去
も
未
来
も
関
係
な
く
、

今
自
分
が
成
す
べ
き
事
、
そ
し

て
、
自
分
だ
け
で
な
く
他
の
人

の
為
に
、
何
が
出
来
る
か
を
考

え
行
動
す
る
。
そ
こ
に
幸
せ
と

喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し

て
い
く
こ
と
が
私
達
に
必
要
な

事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
月
は
い
よ
い
よ
十
二

月
、
最
後
の
月
で
す
。
今

年
一
年
い
か
が
だ
っ
た
で

し
ょ
う
か
。
今
年
の
初
め

に
立
て
た
目
標
に
届
き
ま

し
た
か
。

　

目
標
を
定
め
な
い
と
、

同
じ
場
所
で
足
踏
み
し
て

い
る
だ
け
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
し
、
か
と
い
っ
て
目

標
が
遠
す
ぎ
る
と
気
力
が

続
か
ず
途
中
で
あ
き
ら
め

て
し
ま
い
ま
す
。

　

仏
教
で
も
、
成
仏
と
い

う
究
極
の
目
標
に
向
か
う

た
め
に
は
小
さ
い
目
標
に

向
か
っ
て
一
歩
ず
つ
歩
ん

で
い
く
こ
と
を
説
い
て
い

ま
す
。

　

師
走
に
当
た
り
、
ま
ず

は
今
年
を
振
り
返
り
、
大

き
な
人
生
の
目
標
と
来
年

の
目
標
を
心
静
か
に
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

U.K

初
時
雨
笑
顔
絶
や
さ
ぬ
羅ら

漢か
ん
さ
ま

法
堂
に
雨
か
と
紛ま
が
ふ
散
る
銀
杏

干
し
大
根
脚
を
揃
へ
て
踊
る
ご
と

大
根
の
大
切
り
と
ろ
り
煮
含
め
て

店
頭
に
暦
の
並
び
急せ

か
さ
れ
る

十
方
暮（
じ
っ
ぽ
う
く
れ
）

　

十
干
十
二
支
を
組
み

合
わ
せ
た
六
十
干
支
の

中
で
、
甲
申
（
き
の
え

さ
る
）
か
ら
癸
巳
（
み

ず
の
と
み
）
ま
で
の
十

日
間
を
十
方
暮
（
じ
っ

ぽ
う
く
れ
）
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
十
日
間
は
、
五
行
（
木
火

土
金
水
）
が
例
え
ば
、
水
は
火
を

消
し
、
金
は
木
を
断
つ
と
い
っ
た

様
に
、
一
方
の
気
が
他
方
の
気
を

や
っ
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
相
克

（
そ
う
こ
く
）
の
関
係
が
続
く
期

間
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
期
間
は
天
地
の
気
が
同
じ

く
相
克
し
て
し
ま
い
、
和
合
せ
ず

暗
雲
立
ち
込
め
、
万
事
控
え
る
べ

き
厄
日
と
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
相

談
事
、
交
渉
事
は
慎
む
べ
き
と
さ

れ
、
江
戸
時
代
に
は
重
要
視
さ
れ

て
い
た
凶
日
で
し
た
。

　

十
方
暮
の
語
源
は
、
全
て
が
閉

ざ
さ
れ
た
意
味
か
ら
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
何
事
も
成
就
せ
ず
「
途

方
に
暮
れ
る
」
事
か
ら
、
語
呂
合

わ
せ
も
兼
ね
て
十
方
暮
れ
と
呼
ば

れ
た
感
も
あ
る
よ
う
で
す
。


