
令和5年3月11日(土) 第118号 人間学塾・中之島 [ 1 ]

■
「
お
前
こ
そ
が
仏
だ
」

私
の
初
め
て
の
絵
本
『
パ
ン

ダ
は
ど
こ
に
い
る
？
』
は
、

臨
済
禅
師
の
教
え
を
子
ど
も

に
も
分
か
り
や
す
く
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で

す
。
臨
済
宗
は
、
今
か
ら
一
二
〇
〇
年
ほ
ど
ま
え
の

中
国
の
唐
の
時
代
の
臨
済
禅
師
が
開
祖
、
南
宋
時
代

に
渡
っ
た
栄
西
禅
師
が
日
本
に
広
め
ま
し
た
。
修
行

僧
は
仏
を
誰
し
も
仏
を
求
め
ま
す
。
そ
の
仏
と
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
。
臨
済
宗
で
は
、
自
分
の
外
に
仏
を

求
め
る
の
で
は
な
く
、
臨
済
禅
師
は
「
祖
仏
（
達
磨

様
や
お
釈
迦
様
）
は
、
今
わ
し
の
面
前
で
説
法
を
聴

い
て
い
る
お
前
こ
そ
が
仏
だ
」
と
説
か
れ
ま
し
た
。

仏
と
は
悟
っ
た
人
、
人
格
の
完
成
さ
れ
た
人
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
仏
だ
と
言
わ
れ
て

も
、
な
か
な
か
そ
う
は
思
え
な
い
。
高
楠
順
次
郎
先

生
は
「
仏
と
は
無
限
の
可
能
性
で
あ
る
」
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
本
来
私
た
ち
は
無
限
の
可
能
性
を
持
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
孔
子
様

の
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
汝
自
ら
か
ぎ
れ
り
」
、
自
分

で
自
分
を
見
限
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

■
臨
済
宗
の
三
つ
の
学
び

臨
済
禅
師
の
言
行
を
記
し
『
臨
済
録
』
と
し
た
の

が
弟
子
の
慧
然
で
す
。
そ
れ
に
は
「
無
事
の
人
」
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
「
無
事
」
に

つ
い
て
書
い
た
も
の
が
、
先
の
パ
ン
ダ
の
絵
本
で
す
。

日
常
で
は
病
気
や
事
故
な
ど
の
な
い
こ
と
を
「
無
事
」

と
言
い
ま
す
が
、
臨
済
禅
師
の
説
か
れ
た
「
無
事
」

と
は
、
外
に
求
め
よ
う
と
す
る
心
の
収
ま
っ
た
状
態

の
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
臨
済
禅
師
の
「
無
事
」
に

到
達
す
る
ま
で
は
厳
し
い
自
己
格
闘
が
『
臨
済
録
』

に
は
記
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

ま
た
臨
済
の
求
め
る
と
こ
ろ
は
「
人
（
学
問
・
地

位
・
名
誉
等
外
界
の
も
の
）
に
騙
さ
れ
る
な
」
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
今
日
に
お
い
て
は
、
一
切
の
情
報

を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
無
理
で
し
ょ
う
が
、

そ
れ
ら
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
が
主
体

性
を
持
っ
て
判
断
し
、
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

臨
済
宗
か
ら
学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
次
の
三

つ
で
す
。

①
無
位
の
真
人
（
し
ん
に
ん
）
～
自
己
の
素
晴
ら
し

さ
に
目
覚
め
る
。

②
随
処
に
主
と
作
（
な
）
る
～
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
も

主
体
性
を
持
つ
。

③
活
潑
潑
地
（
か
っ
ぱ
つ
ぱ
っ
ち
）
～
い
き
い
き
と

生
き
る

あ
の
西
田
幾
多
郎
先
生
が
「
あ
ら
ゆ
る
書
物
が
無

く
な
っ
て
も
、
『
臨
済
録
』
と
『
歎
異
抄
』
さ
え
あ

れ
ば
良
い
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
肉
体
の
上
に
働
く
素
晴
ら
し
い
も
の

語
録
の
中
で
は
、
臨
済
禅
師
が
悟
り
を
得
る
ま
で

の
大
変
な
苦
労
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
臨
済
禅
師
に

も
暗
闇
の
時
期
が
あ
り
、
焦
り
で
心
は
落
ち
着
か
ぬ

ま
ま
に
道
を
追
い
求
め
て
い
ま
し
た
。
黄
檗
禅
師
の

門
下
で
ひ
た
む
き
に
修
行
し
、
臨
済
禅
師
は
黄
檗

（
お
う
ば
く
）
禅
師
に
「
仏
法
の
究
極
と
は
な
に
か
」

を
尋
ね
ま
す
。
尋
ね
る
た
び
に
棒
で
打
た
れ
、
自
信

喪
失
し
禅
師
の
も
と
を
去
り
ま
す
が
、
そ
の
後
仏
法

の
究
極
を
外
に
求
め
て
い
た
自
分
に
気
づ
き
ま
す
。

黄
檗
禅
師
に
質
問
し
た
と
き
、
何
度
聴
い
て
も
棒
で

打
た
れ
た
の
は
、
罰
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
な
ど
で
は

な
く
「
仏
法
の
究
極
は
あ
な
た
自
身
で
す
よ
」
と
示

さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
う
し
て
悟
り
を
得
た
臨
済
禅
師
は
、
多
く
の
人

に
説
法
を
行
い
ま
し
た
。
臨
済
禅
師
の
世
に
知
ら
れ

る
言
葉
に
「
赤
肉
（
し
ゃ
く
に
く
）
団
上
に
一
無
位

の
真
人
有
り
、
常
に
汝
等
諸
人
の
面
門
よ
り
出
入
す
。

未
だ
証
拠
せ
ざ
る
者
は
看
よ
看
よ
。
」→

こ
の
肉
体

に
は
無
位
（＝

位
な
ど
で
は
表
せ
な
い
ほ
ど
素
晴
ら

し
い
）
の
真
人
（＝

本
当
の
あ
な
た
）
が
お
り
、
そ

の
顔
（
目
や
耳
や
口
の
な
ど
の
感
覚
器
官
）
か
ら
出

た
り
入
っ
た
り
し
て
い
る
。
さ
あ
見
よ
、
さ
あ
見
よ
。
）

こ
こ
に
素
晴
ら
し
い
あ
な
た＝

仏
が
い
る
の
だ
。
そ

れ
を
見
届
け
て
お
ら
ぬ
者
は
さ
あ
見
よ
、
と
の
お
説

法
で
す
。
ま
た
、
鈴
木
大
拙
先
生
は
こ
う
取
り
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。
「
宗
教
の
要
求
す
る
の
は
、
概
念
で

は
な
い
、
書
物
に
書
い
て
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
今

生
き
て
い
る
真
の
人
で
あ
る
。
お
雛
様
を
飾
っ
た
の

で
は
活
き
て
い
な
い
、
い
か
に
美
し
く
て
も
手
の
届

か
ぬ
客
観
的
幻
影
の
世
界
に
座
り
込
ん
で
い
て
は
何

に
も
な
ら
ぬ
。
活
潑
潑
地
の
真
人
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
。
そ
れ
ま
で
は
、
仏
の
心
と
か
人
間
の
本
性
で

あ
る
と
か
、
正
し
く
も
の
を
観
る
、
正
し
い
智
慧
等
、

イ
ン
ド
の
仏
教
学
か
ら
抽
象
的
な
表
現
で
説
か
れ
て

い
た
も
の
を
、
臨
済
禅
師
は
、
生
き
て
い
る
人
の
上

に
見
よ
、
こ
の
肉
体
の
上
に
働
く
素
晴
ら
し
い
も
の

を
自
覚
せ
よ
と
具
体
的
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
り
ま
す
。

『
臨
済
録
』
か
ら
学
ぶ
こ
と
と
は
、
誰
も
が
皆
、

素
晴
ら
し
い
働
き
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
一
人

一
人
が
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
目
覚
め
、
自
覚
が
で
き

た
な
ら
な
ん
ら
情
報
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の

で
す
。
主
体
性
を
も
っ
て
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

暗
い
顔
を
し
て
い
て
は
後
に
続
く
世
代
が
希
望
を
抱

け
な
い
。
こ
う
し
て
学
ん
で
い
る
私
た
ち
だ
け
で
も
、

明
る
い
顔
で
生
き
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

（
抄
録

中
川
千
都
子
）

禅
の
教
え
に
学
ぶ
～
臨
済
禅
師
に
学
ぶ

横
田
南
嶺

先
生
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◆
横
田
南
嶺

先
生

２
月
18
日
（
土
）

Ａ
グ
ル
ー
プ

・
主
体
性
を
持
つ
。

・
だ
ま
さ
れ
な
い
人
に
な
る
。

・
活
潑
潑
地
（
か
っ
ぱ
ぱ
っ
ち
）

Ｂ
グ
ル
ー
プ

・
自
己
の
素
晴
ら
し
さ
に
目
覚
め
る
。

・
活
潑
潑
地
。

・
私
達
は
仏
そ
の
も
の
。

Ｃ
グ
ル
ー
プ

・
自
分
ら
し
さ
に
出
会
う
。
（
無
位
の
真
中
）

・
仕
事
に
ど
う
取
り
組
む
か
。

（
随
所
に
主
と
な
る
）

・
活
潑
潑
地
。
生
き
生
き
と
生
き
る
。

Ｄ
グ
ル
ー
プ

・
無
事
（
外
に
求
め
る
心
を
納
め
た
状
態
）

・
多
子
無
子
（
余
計
な
も
の
が
な
い
）

・
喜
ん
で
生
き
る
こ
と
。
喜
ん
で
暮
ら
す
。

Ｅ
グ
ル
ー
プ
（
リ
モ
ー
ト
）

・
「
パ
ン
ダ
は
ど
こ
に
い
る
？
」
の
絵
本
が
す

ば
ら
し
い
。

・
大
人
が
イ
キ
イ
キ
と
生
き
る
姿
を
若
い
人
や

子
ど
も
達
に
見
せ
る
こ
と
が
大
切
。

・
情
報
は
大
事
だ
が
、
情
報
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

グ
ル
ー
プ
討
議

二
月
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中
之
島
人
間
学
塾
に
入
塾
し
て
良
か
っ
た
！
入

塾
し
半
年
、
折
り
返
し
地
点
。
関
西
の
美
味
し
い

も
の
を
た
く
さ
ん
食
べ
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
人

と
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
人
と
し
て
生
ま

れ
て
大
切
な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

東
京
大
阪
間
の
新
幹
線
は
、
講
義
の
振
り
返
り
、

普
段
読
め
な
い
本
を
読
ん
だ
り
と
多
く
の
学
び
や

気
づ
き
が
あ
り
ま
す
。
自
分
に
と
っ
て
は
貴
重
な

時
間
で
、
あ
っ
と
い
う
間
で
す
。
そ
の
た
め
東
京

か
ら
大
阪
は
遠
く
感
じ
ま
せ
ん
！
せ
っ
か
く
東
京

か
ら
関
西
に
来
た
の
だ
か
ら
、
関
西
の
一
宮
神
社

を
参
拝
し
た
り
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

や
大
阪
市
中
央
卸
売
市
場
を
観
光
し
て
き
ま
し
た
。

5

月
に
は
桂
離
宮
と
修
学
院
離
宮
に
も
行
く
予
定
で

す
。
こ
の
こ
と
も
私
な
り
の
中
之
島
人
間
塾
の
楽

し
み
の
一
つ
で
す
。

今
ま
で
の
講
師
陣
の
人
柄
、
講
義
内
容
は
本
当
に

素
晴
ら
し
い
で
す
。
毎
回
、
涙
や
笑
い
あ
り
、
人

生
観
を
変
え
る
よ
う
な
言
葉
に
出
会
っ
て
い
ま
す
。

入
塾
し
た
時
の
自
分
を
振
り
返
る
と
、
今
ま
で
に

な
か
っ
た
価
値
観
や
考
え
方
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
人
生
の
中
で
自
身
が
苦
手
と

し
て
い
る
こ
と
に
向
き
合
う
こ
と
を
少
し
づ
つ
実

践
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
中
川
塾
長
は
じ
め
運
営

に
携
わ
る
一
人
一
人
の
人
間
力
の
お
か
げ
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。
ま
た
中
之
島
人
間
学
塾
に
集
ま
る

受
講
生
も
い
い
人
ば
か
り
で
優
し
い
で
す
。
や
は

り
中
之
島
人
間
学
塾
は
「
人
」
が
素
晴
ら
し
い
。

残
り6

回
と
な
り
ま
す
が
、
講
義
や
皆
様
と
会
う
こ

と
が
楽
し
み
で
す
。
講
義
で
学
ん
だ
こ
と
を
実
践

し
自
分
の
人
生
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

幸
い
で
す
。
皆
勤
賞
目
指
し
て
頑
張
り
ま
す
！

「
い
つ
も
褒
め
て
も
ら
う
た
め
に
」

三
年
ぶ
り
に
お
越
し
頂
け
た
近
藤
世
話
人

寺
田
先
生
に
導
か
れ
て
④

近
藤
宏
枝

三
年
ぶ
り
に
中
之
島
で
受
講
す
る
「
人
間
学
塾
」

は
、
皆
さ
ん
の
真
摯
に
学
ば
れ
る
お
姿
に
大
き
な
力

を
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
思
い
が
け
ず
代
表
の
中
川

千
都
子
さ
ん
か
ら
「
一
言
講
話
」
の
依
頼
を
受
け
て
、

塾
生
と
し
て
は
「
ハ
イ
！
喜
ん
で
」
と
お
引
き
受
け

す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
私
の
お
話
は
、

寺
田
一
清
先
生
か
ら
頂
い
た
御
教
え
で
す
。

さ
て
あ
る
方
か
ら
「
何
の
た
め
に
」
と
言
わ
れ
た

ら
、
ど
う
答
え
る
か
と
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
躊

躇
せ
ず
「
過
去
も
今
も
、
そ
し
て
未
来
も
、
寺
田
先

生
に
褒
め
て
も
ら
う
た
め
に
」
と
答
え
ま
し
た
。
正

師
と
呼
べ
る
寺
田
先
生
に
出
会
え
た
私
は
、
必
ず
正

し
い
道
に
進
め
る
の
だ
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。

平
成
八
年
・
月
刊
『
致
知
』
の
対
談
で
、
坂
村
真

民
先
生
が
寺
田
先
生
に
「
ぼ
く
は
寺
田
さ
ん
に
お
会

い
し
た
ら
言
わ
に
ゃ
い
か
ん
と
思
っ
て
お
っ
た
こ
と

は
「
人
生
二
度
な
し
」
と
い
う
も
の
が
森
信
三
先
生

の
真
髄
だ
、
と
。
森
先
生
の
光
だ
、
森
先
生
の
永
遠

の
魂
、
不
滅
の
魂
だ
、
と
。
森
先
生
は
庶
民
の
中
に

生
き
、
亡
く
な
っ
て
行
か
れ
た
ん
で
す
か
ら
、
あ
な

た
が
責
任
を
持
っ
て
、
森
先
生
の
魂
が
庶
民
の
中
の

光
と
な
っ
て
広
ま
っ
て
い
く
よ
う
に
し
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
よ
。
」
と
真
言
さ
れ
ま
し
た
が
、
特
に
「
先

生
の
魂
が
庶
民
の
中
の
光
と
な
っ
て
広
ま
っ
て
い
く

よ
う
に
」
寺
田
先
生
が
こ
の
こ
と
に
人
生
を
懸
け
て

貫
か
れ
た
か
ら
こ
そ
、
森
先
生
没
後
三
十
年
経
っ
て

も
今
な
お
、
教
育
界
に
身
を
置
い
て
い
な
い
私
達
が

身
近
に
学
ぶ
こ
と
が
出
来
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ど
ん
な
に
感
謝
の
言
葉
を
重
ね
て
も
、
こ
の
ご
恩
に

は
追
い
つ
か
な
い
の
だ
と
実
感
す
る
ば
か
り
で
す
。

新
規
塾
生
感
想

原
周
作
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入
塾
メ
ッ
セ
ー
ジ

お
忘
れ
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か…

皆
様
の
原
稿
が
な
い
と
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
成

立
し
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
再
度
の
お
願
い
で
す
。

入
塾
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
読
書
感
想
文

未
提
出
の
方
早
急
に
お
願
い
し
ま
す
。

◆
日
程

４
月
８
日
（
土
）

◆
場
所

大
阪
城
ホ
ー
ル

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

◎
場
所
に
ご
注
意
！

◆
講
師

津
曲
孝

◆
テ
ー
マ
「
生
き
ざ
ま
の
中
か
ら
生
き

方
を
学
び
ま
し
た
」

《

人
間
学
塾
・
中
之
島
》
次
月
日
程

土

屋

章

落
と
さ
れ
し

腕
は
高
野
の
露
深
き

そ
の
奥
つ
き
の

土
に
う
ず
め
む

(

大
石
順
教
尼)

入
塾
は
、
平
成
二
十
九
年
の
大
石

順
教
尼
没
後
五
十
年
記
念
行
事
へ
の

参
加
か
ら
始
ま
り
、
祖
父
の
五
十
回

忌
を
控
え
感
慨
深
い
も
の
で
し
た
。

人
間
學
塾
・
中
之
島
の
雰
囲
氣
を

一
言
で
表
す
と
「
清
け
し
空
氣
感
」

で
、
一
度
で
フ
ァ
ン
に
な
り
ま
し
た
。

真

田

清

美

ご
尊
敬
す
る
中
川
先
生
を
は
じ
め

既
に
入
塾
さ
れ
て
る
友
人
が
い
て
共

に
学
び
た
い
と
素
直
に
思
い
ま
し
た
。

下
座
を
忘
れ
な
い
自
分
で
い
る
た
め

に
も
人
間
学
塾
に
身
を
お
き
た
い
と

思
い
ま
し
た
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

投稿大募集
メッセージ・読書感想文もこち

らにお願いします！

人間学塾・中之島

編集部 メールアドレス

2012nakanoshima@gmail.com

TEL 090-6322-2590

〒596-0828

岸和田市門前町2-7-28

編集長 西村俊幸

編
集
後
記

編
集
を
さ
せ
て
頂
い
て
、早
、半
年
以
上
。

平
素
か
ら
文
章
を
作
成
し
て
ま
す
が
、新
聞
作
成
は
初

め
て
。記
事
な
ど
を
ま
と
め
て
い
ま
す
が
、や
は
り
誤
字

脱
字
が
多
く
、特
に
枠
組
み
設
定
が
う
ま
く
で
き
ず
、ご

迷
惑
を
か
け
て
ば
か
り
で
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

こ
ん
な
記
事
を
書
い
て
い
る
な
ら
、寺
田
先
生
の
お
言

葉
で
も…

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が…

。今
月

号
の
編
集
後
記
を
。

横
田
南
嶺
先
生
の
ご
講
話
。心
に
し
み
ま
す
。

近
藤
宏
枝
世
話
人
は
三
年
ぶ
り
に
現
地
参
加
さ
れ
ま

し
た
。い
つ
も
コ
ラ
ム
を
書
い
て
頂
い
て
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

今
期
か
ら
入
塾
さ
れ
、毎
月
、東
京
か
ら
お
越
し
の
原

周
作
様
。今
回
、ご
無
理
を
お
願
い
し
、原
稿
を
書
い
て

頂
き
ま
し
た
。

今
後
、突
然
、原
稿
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
、何
卒
、よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

編
集
長

西
村
俊
幸

中
村

隆
行

今
期
は
、
初
心
に
戻
っ
て
「
学

び
」
を
深
め
た
い
と
思
い
ま
す
。


