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　価格 48円（税込）

諸橋精光画 シリーズ

① 絵本 おだいしさま
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　価格 34円（税込）④ お彼岸 小冊子

やわらかいタッチのイラストによる
やさしい解説です。
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価格 2,530円（税込）

初瀬の寺散歩 
　　　ー私の長谷寺論

星野英紀 著
総本山長谷寺の創建を始め、
歴史の偉人たちとの関わりや
「わらしべ長者」などをやさしく
解説しています。
おすすめの一冊です。
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齋藤孝の学ぶ楽しみ
新連載

〈 特  集 2〉

新連載



春第226号
目　次

6

03 特集 1
さあお参りに出かけよう

13 『般若心経』やわらか手引き
まかはんにゃ～

17 特集 2
掃除のすすめ

仏教童話 137
ふしぎなひょうたん

23

33 仏教はじめてヒストリー    11

ヘルシーうれしい 精進料理 2731

37

39 読者のたより

29 弘法大師に学ぶ

38 こうみょうパズル

総本山長谷寺伽藍修復事業 志納金寄付者ご芳名

35 仏さまを描いてみよう！作品募集

今年は弘法大師御生誕1250年です
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必見！長谷寺の寺宝 1
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21

新連載　齋藤孝の
学ぶ楽しみ 心穏やかに生きる 1

15

全国の光明読者の方々から
ご応募いただいた写仏をご紹介します。

6
才
の
孫
の
ぬ
り
え
で
す
。

お
彼
岸
に
爺
婆
と
一
緒
に
墓
参
り
を
し
ま
し
た
。

茨
城
県

　73
歳  

手
島
昌
己

以
前
か
ら
仏
画
に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

〝
光
明
〞を
読
ん
で
写
仏
が
目
に
と
ま
り
初
め
て

挑
戦
し
て
み
ま
し
た
。

高
知
県

　33
歳  

西
山
港
斗

写
仏
十
一
面
観
世
音
菩
薩
様
に
出
会
い
、

コ
ロ
ナ
終
息
、い
ろ
い
ろ
な
想
い
を
こ
め
描
き
ま
し
た
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

埼
玉
県

　75
歳  

山
田
潤
子

コ
ロ
ナ
の
収
束
と
家
族
の
健
康
を
願
い

心
を
込
め
て
書
き
ま
し
た
。

東
京
都

　80
歳  

齋
藤
喜
乃

今号のお題は「釈迦如来」です。詳細はP.35へ。
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リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
練
習

齋藤 孝 
1960年静岡県生まれ。東京大学法学部
卒。同大学院教育学研究科博士課程等
を経て、現在明治大学文学部教授。専門
は、教育学、身体論、コミュニケーション
論。『身体感覚を取り戻す』（NHK出版）
で新潮学芸賞受賞。『声に出して読みた
い日本語』（草思社）が260万部の大ベス
トセラーとなり日本語ブームを作る。

01

心
穏
や
か
に
生
き
る

学
ぶ
楽
し
み 

齋
藤
孝
の 

私
は
大
学
で
教
職
課
程
の
学
生
に
授

業
を
し
て
い
ま
す
が
、今
の
学
生
は
非
常

に
真
面
目
で
授
業
に
よ
く
出
て
き
ま
す

し
、セ
ン
ス
も
い
い
。
た
だ
、ち
ょ
っ
と

傷
つ
き
や
す
く
、ダ
メ
出
し
を
さ
れ
て
し

ま
う
と
次
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が

ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

お
互
い
に
褒ほ

め
合
お
う
と
い
う
こ
と
を

や
っ
て
い
ま
す
。
授
業
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
を

し
て
、そ
れ
を
見
て
い
る
人
た
ち
が「
面

白
い
」と
か「
す
ご
い
」と
拍
手
を
し
な
が

ら
受
け
止
め
て
く
れ
る
。
そ
の
空
気
を
作

る
の
が
大
事
で
す
。
で
す
か
ら
、は
じ
め

に
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
練
習
を
し
ま
す
。
リ

ア
ク
シ
ョ
ン
が
い
い
と
、勇
気
が
湧わ

い
て

き
ま
す
。

勇
気
に
は
様
々
な
湧
か
せ
方
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
例
え
ば
、孟
子
の
言
葉
に「
千

万
人
と
雖い

え
ど

も
吾わ
れ

往ゆ

か
ん
」
と
あ
る
よ
う

に
、一
騎
当
千
の
心
意
気
で
、大
勢
の
人

に
対
し
て
も
自
分
ひ
と
り
で
対
峙
す
る
。

こ
れ
は
真
の
勇
気
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、こ
の
よ
う
な
勇
気
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
人
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
、受
け
止
め
て
も
ら
え
る
と
い
う

安
心
感
が
勇
気
を
育
て
て
い
く
と
考
え
て

い
ま
す
。
か
つ
て
は
、鍛き

た

え
に
鍛
え
て
、獅

子
が
わ
が
子
を
谷
に
突
き
落
と
し
て
、は

い
上
が
っ
て
き
た
子
だ
け
を
育
て
る
。
そ

う
い
う
伝
説
の
よ
う
な
教
育
方
法
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、な
か
な

か
そ
う
は
い
か
な
い
が
実
情
で
す
。

実
際
に
授
業
で
は
デ
カ
ル
ト
や
論
語
を

シ
ョ
ー
ト
コ
ン
ト
に
し
て
発
表
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、ス
ベ
る

こ
と
が
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
ス

ベ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、先
に
聴ち

ょ
う

衆し
ゅ
う

が

リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
ち
ゃ
ん
と
取
る
よ
う
に

練
習
し
ま
す
。
だ
か
ら
、絶
対
に
ス
ベ
ら

な
い
安
心
感
を
も
と
に
シ
ョ
ー
ト
コ
ン
ト

を
や
る
わ
け
で
す
。
デ
カ
ル
ト
や
論
語
を

シ
ョ
ー
ト
コ
ン
ト
に
す
る
だ
け
で
も
か
な

り
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
す
か
ら
、そ
こ
で
ス

ベ
っ
て
心
が
痛
ん
で
は
次
に
進
め
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
安
心

し
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
よ
う
な
準
備
を

し
て
あ
げ
ま
す
。

勇
気
は
生
ま
れ
持
っ
た
も
の
で
は
な

く
、む
し
ろ
慣
れ
て
育
て
て
い
く
も
の
で

す
。〝
場
慣
れ
す
る
〟と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
場
慣
れ
し
て
い
く
と
だ
ん
だ
ん
前

に
出
る
勇
気
が
湧
い
て
き
ま
す
。「
最
初

は
心
臓
が
バ
ク
バ
ク
し
て
口
か
ら
飛
び
出

し
そ
う
で
し
た
」と
い
う
学
生
も
、何
回

か
や
っ
て
み
る
と
、
前
に
出
る
の
が

ち
ょ
っ
と
快
感
に
な
り
、ま
た
や
り
た
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
み
ん
な
に
話
を
聞

い
て
も
ら
え
る
、み
ん
な
の
前
で
何
か
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
で
き
る
こ
と
は
、す
ご

く
快
感
に
な
り
ま
す
。
脳
の
中
で
ド
ー
パ

ミ
ン
が
出
て
、気
持
ち
良
く
な
る
よ
う
な

感
覚
が
で
き
る
。
こ
れ
が
で
き
る
と
、ま

た
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
勇
気
が
湧
い
て
き
ま

す
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
失
敗
す
る
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
、快
感
が
得
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
良
い
循
環
が
生
ま
れ

て
き
ま
す
。

例
え
ば
、中
学
生
や
高
校
生
が
、英
語

を
話
す
と
な
る
と
、そ
れ
自
体
が
チ
ャ
レ

ン
ジ
で
す
。
そ
の
と
き
に
周
り
が
冷
や
や

か
で
あ
っ
た
り
、ま
し
て
や
先
生
が
冷
や

や
か
だ
っ
た
り
す
れ
ば
、そ
の
次
に
話
せ

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
先
生
が
も

の
す
ご
く
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
大
き
く
し
て

く
れ
て
、「
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
！
」と

か「
エ
ク
セ
レ
ン
ト
！
」と
か
言
っ
て
く

れ
る
。
あ
る
い
は
す
ご
く
褒
め
て
く
れ
た

り
、笑
っ
て
く
れ
た
り
す
れ
ば
、生
徒
が

ま
た
や
る
気
に
な
る
。
だ
か
ら
、リ
ア
ク

シ
ョ
ン
が
人
の
勇
気
を
育
て
る
。
逆
に
リ

ア
ク
シ
ョ
ン
し
な
い
先
生
は
、や
る
気
を

く
じ
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
10
年
ほ
ど
学
生
に
ダ
メ
出
し
を
し

な
い
で
ど
こ
ま
で
い
け
る
の
か
と
い
う
実

験
を
し
て
み
ま
し
た
。
い
ま
ひ
と
つ
の
内

容
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、ダ
メ
出
し
を
す

る
代
わ
り
に
、「
こ
こ
は
結
構
い
い
よ
」と

か「
こ
こ
を
ス
ト
ロ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
し

て
伸
ば
し
て
み
よ
う
」と
伝
え
る
よ
う
に

し
て
み
た
と
こ
ろ
、ほ
と
ん
ど
ダ
メ
出
し

を
せ
ず
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
人
は
勇
気
が
な
い
と
か
や
る
気
が

な
い
と
か
、そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

人
は
受
け
止
め
て
も
ら
え
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
し
て
も
ら
え
れ
ば
、

や
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
1
0
0
人
の

前
で
シ
ョ
ー
ト
コ
ン
ト
や
る
っ
て
い
う
の

は
、
な
か
な
か
の
勇
気
が
必
要
で
す
。

1
0
0
人
の
前
で
自
分
が
作
っ
て
き
た

英
語
の
歌
詞
を
歌
う
と
い
う
こ
と
も
し
ま

し
た
。
そ
う
す
る
と
ド
キ
ド
キ
し
ま
す
。

最
初
は
嫌
だ
と
感
じ
る
学
生
も
い
る
。
し

か
し
、ひ
と
山
越
え
る
と
、今
度
は
そ
れ

が
成
功
体
験
に
な
り
、「
も
う
怖
い
も
の

は
な
く
な
り
ま
し
た
」と
な
り
ま
す
。
だ

か
ら
ひ
と
山
越
え
る
の
を
後
押
し
す
る
の

が
、リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
励
ま
し
の
言

葉
な
の
で
す
。
こ
の
空
気
感
を
作
る
の
が

指
導
者
の
役
割
だ
と
思
い
、つ
と
め
て
明

る
く
振
る
舞
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

16 15



後
陽
成
天
皇（1

五
七
一 

　一
六
一
七
）筆

近
衛
信
尹（1

五
六
五 

　一
六
一
四
）筆

必
見
!
長
谷
寺
の
寺
宝
❶

天

神

天
神
信
仰
の
一
つ
。
天
満
天
神（
菅
原
道

真
）が
宋
の
禅
僧
、
無
準
師
範
の
下
に
参

禅
し
た
と
い
う
逸
話
に
基
づ
く
。
多
く
は

道
服（
唐
服
）を
着
て
、
両
手
に
梅
花
を
持

つ
姿
を
し
て
い
る
。
室
町
時
代
の
禅
宗
寺

院
を
中
心
に
盛
ん
に
描
か
れ
た
。

渡
唐
天
神
と
は

長
谷
寺
学
芸
員

久
野 

由
香
子

く

　の

ゆ  

か   

こ

こ
の
画
題
は
昔
か
ら
沢
山
の
画
家
に

描
か
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、

共
通
認
識
と
し
て
天
神
像
の
描
き
方
と

い
う
も
の
が
定
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
具

体
的
に
は
、正
面
向
き
・
左
右
対
称
・
切

れ
長
で
細
い
目
な
ど
。
こ
れ
に
鑑
み
れ

ば
、
後
陽
成
天
皇
筆
の
絵
は
、
ま
さ
に

正
統
派
の
渡
唐
天
神
。
そ
れ
に
比
べ

て
、信
尹
の
絵
は
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て

い
ま
す
。
正
面
向
き
・
切
れ
長
で
細
い

目
は
渡
唐
天
神
の
特
徴
を
捉
え
て
い
ま

す
が
、太
筆
で
か
な
り
簡
略
化
。
実
は

信
尹
は
こ
の
形
態
の
渡
唐
天
神
を
数
多

く
描
い
て
お
り
、日
本
各
地
で
見
ら
れ

ま
す
。

な
ぜ
、こ
の
よ
う
な
描
き
方
で
何
作

品
も
描
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
こ
れ
は「
文
字
絵
」な
の
で
す
。

上
の
仙せ

ん

冠か
ん（
帽
子
）は「
天
」の
篆て

ん

刻こ
く

文

字
、道
服（
着
物
）は「
神
」の
草
書
体
。

つ
ま
り
こ
の
絵
で「
天
神
」の
像
と
文

字
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

こ
の
よ
う
な
簡
略
化
さ
れ
た
描
き
方
と

な
っ
た
訳
で
す
。

い
か
に
し
て
こ
の
描
き
方
に
至
っ
た

の
か
。
私
は
ま
だ
結
論
が
出
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
そ
れ
を
考
え
る
に
つ
け
、

信
尹
の
人
間
味
が
と
て
も
ユ
ー
モ
ア
溢

れ
る
も
の
だ
っ
た
と
伝
わ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

今
号
か
ら
、長
谷
寺
の
寺
宝
を
ご
紹

介
し
て
い
き
ま
す
。

で
は
、第
一
回
の
作
品
。

ま
ず
は「
渡
唐
天
神
像
」で
す
。

長
谷
寺
で
は
後ご

陽よ
う

成ぜ
い

天
皇
筆
と
公く

卿ぎ
ょ
う

で
あ
る
近こ

の
え衛
信の

ぶ

尹た
だ

筆
の
二
幅
を
所

蔵
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、こ
の
二
幅

を
比
較
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
後
陽
成

天
皇
は
信
尹
よ
り
も
六
歳
年
下
。
そ
し

て
、信
尹
は
後
陽
成
天
皇
に
仕
え
て
い

ま
し
た
。
つ
ま
り
、同
年
代
の
二
人
が

描
い
た
同
画
題
の
掛
軸
で
す
。
ど
ち
ら

が
先
に
描
か
れ
た
の
か
ま
で
は
判
り
ま

せ
ん
が
、
同
時
代
を
生
き
、
主
従
関
係

に
あ
っ
た
二
人
の
絵
が
今
、こ
う
し
て

長
谷
寺
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 渡と

唐と

う

天て

ん

神じ

ん

像ぞ

う
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弘法大師に学ぶ

春秋の昼夜の長さが同じ時期を
お彼岸と言いますが、何故ですか。

お彼岸の時によく聞く六波羅蜜について
詳しく教えて下さい。

ろっぱ ら みつ

【相談】

髙
橋
尚
夫

第2回

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院 

院
長

大
正
大
学
名
誉
教
授
／
埼
玉 

大
王
寺 

住
職

【
回
答
者
】

迷
い
の
岸
を
此
岸
と
い
い
、悟
り
の

岸
を
彼
岸
と
い
い
ま
す
。
此
方
の
岸
か

ら
彼
方
の
岸
へ
渡
る
た
め
に
は
船
或
い

は
筏
が
必
要
で
す
。
渡
る
と
は
印
度
の

言
葉
で
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー（
波
羅
蜜
多
）と

い
い
、到
彼
岸
と
訳
さ
れ
ま
す
。
そ
の

渡
る
船
に
六
種
の
徳
目
が
あ
り
、六
度

（
度
は
渡
る
）或
い
は
六
波
羅
蜜
と
い
い

ま
す
。
我
が
国
で
彼
岸
会
と
い
い
、春

秋
の
二
季
に
行
わ
れ
る
法
会
が
あ
り
ま

す
が
、太
陽
が
真
西
に
沈
む
彼
方
に
極

楽
浄
土
が
あ
る
と
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
浄

土
信
仰
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。さ
て
、そ
の
彼
岸
に
渡
る
船
に
つ

い
て
お
大
師
様
の
文
章
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
少
し
く
長
い
の
で
和
訳

の
み
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

「『
六
度
』す
な
わ
ち
彼
岸
に
渡
る
た

め
の
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
静
慮
・

智
慧
の
六
種
の
修
行
を
筏
と
し
て
、煩

悩
に
漂
う
迷
い
の
河
か
ら
船
出
を
し
、

『
八
正
』す
な
わ
ち
正
見
・
正
思
惟
・
正

語
・
正
業
・
正
命
・
正
精
進
・
正
念
・
正
定

の
八
種
の
正
し
き
道
を
船
と
し
て
、愛

欲
の
河
に
船
出
の
棹
を
と
と
の
え
、精

進
と
い
う
名
の
帆
柱
を
立
て
、静
慮
と

い
う
名
の
帆
を
か
か
げ
、忍
辱
の
鎧
を

着
て
賊
ど
も
を
防
ぎ
、智
慧
の
剣
を
ふ

る
っ
て
敵
ど
も
を
威
か
し
、…
世
俗
の

世
界
を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（『
三
教
指
帰
』福
永
光
司
訳
）

布
施
と
持
戒
が
抜
け
て
い
る
よ
う
で

す
が
、八
正
道
と
船
出
の
棹
が
布
施
と

持
戒
に
当
た
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
六

度
に
つ
い
て
は
も
う
ご
存
知
の
事
と
思

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
忍
辱
に
つ
い
て
少

し
く
触
れ
て
お
き
ま
す
。

忍
辱
と
は「
侮
辱
や
迫
害
に
堪
え
る
」

と
い
う
意
味
で
、一
般
的
に
は
忍
耐
と

い
わ
れ
ま
す
。
私
ど
も
の
住
む
世
界
を

娑
婆
世
界
と
い
う
こ
と
は
皆
様
よ
く
ご

存
じ
か
と
思
い
ま
す
。
娑
婆
と
は
印
度

の
言
葉
で
サ
ハ
ー
と
い
う
語
を
漢
字
で

写
し
た
言
葉
で
す
。サ
ハ
ー
と
は
、「
耐

え
忍
ぶ
」と
い
う
意
味
で
、忍
土
と
も
訳

さ
れ
ま
す
。
こ
の
迷
い
の
世
界
は
艱
難

辛
苦
の
連
続
で
い
や
で
も
耐
え
忍
ば
な

け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。『
仏
遺
教
経
』と
い
う
お

経
に「
忍
の
徳
た
る
こ
と
、持
戒
苦
行
も

及
ぶ
こ
と
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
能
く
忍

を
行
ず
る
者
を
乃
ち
名
づ
け
て
有
力
の

大
人
と
な
す
可
し
」（
忍
耐
の
功
徳
は
持

戒
や
苦
行
も
及
ば
ぬ
ほ
ど
大
き
な
も
の

で
あ
る
。よ
く
忍
耐
を
行
じ
る
者
は
、守

り
難
き
を
守
る
と
い
う
最
大
の
力
を
必

要
と
す
る
。
そ
れ
故
大
な
る
力
を
有
す

る
偉
大
な
人
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
）

と
あ
り
ま
す
。
戒
を
守
っ
て
い
て
も
怒

り
を
制
御
出
来
な
い
と
も
あ
り
ま
す
が
、

忍
辱
の
人
は
持
戒
し
な
い
と
い
う
こ
と

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
受

け
て
か『
四
十
二
章
経
』に
も「
何
者
を

か
多
力
な
る
、忍
辱
は
最
も
健
な
り
。

忍
ぶ
者
に
は
悪
無
し
、必
ず
人
の
為
に

尊
ば
る
」（
力
あ
る
も
の
の
最
勝
と
は
何

か
と
な
ら
ば
、忍
耐
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、

忍
耐
を
有
す
る
な
ら
ば
罪
業
を
な
さ
ず
、

［
そ
れ
に
］よ
っ
て
実
に
人
々
が
称
賛
す

る
で
あ
ろ
う
）と
あ
り
、忍
辱
の
尊
さ
、

あ
る
い
は
大
な
る
力
が
必
要
な
困
難
さ

を
述
べ
て
も
い
ま
す
。

三
年
以
上
も
続
く
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、

堪
忍
袋
の
緒
が
切
れ
そ
う
な
人
も
い
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
大
師
は
同
じ『
三

教
指
帰
』の
な
か
で
、つ
ぎ
の
よ
う
に

い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。「
忍
辱
の
介よ
ろ
いを

被

て
慈
悲
の
驥
は
や
う
ま

に
駕
し
、疾と

き
に
も
あ
ら

ず
、除お
そ

き
に
も
あ
ら
ず
」訳
す
ま
で
も
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
忍
辱
の
敵
は
瞋し
ん

恚い（
怒
り
）で
す
。
瞋
恚
に
打
ち
勝
つ
の

は
慈
悲
の
心
で
す
。
焦
ら
ず
、弛
ま
ず

歩
ん
で
い
き
た
い
も
の
で
す
。『
維
摩

経
』の
中
に「
忍に
ん

辱に
く

柔に
ゅ
う

和わ

」と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。「
忍
耐
と
調
和
」と
で
も

い
い
ま
し
ょ
う
か
。
た
だ
、原
語
は
ク

シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
サ
ウ
ラ
テ
ィ
ヤ
と
い
い

ま
す
が
、「
忍
辱
を
楽
し
む
」と
も
読
め

ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
言
葉
を
覚
え
て
何
か

の
折
り
に
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
心
の

平
静
を
保
っ
て
下
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。
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