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三
つ
の
教
え

令
和
三
年
は
、
新
年
早
々
一
都
三
県
の
緊
急
事

態
宣
言
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
や
が
て
収
ま
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
も
、
影
響
が
長

引
く
と
不
安
な
気
持
ち
に
な
り
が
ち
で
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
時
に
こ
そ
、
禅
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
円
覚
寺
は
臨
済
宗
で
あ
り
ま
す
の
で
、

臨
済
禅
師
の
教
え
を
も
と
に
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
宗
祖
臨
済
禅
師
の
教
え
に
学
ん
で
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

臨
済
禅
師
は
西
暦
八
六
七
年
、
今
か
ら

千
百
五
十
四
年
前
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い
ま

す
。
五
年
前
の
平
成
二
十
八
年
に
千
百
五
十
年
忌

の
法
要
を
勤
め
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
生
年
が
は
っ

き
り
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
お
い
く
つ
で
亡
く
な
っ

た
か
は
不
明
で
す
。

臨
済
禅
師
の
教
え
を
学
ぼ
う
と
思
え
ば
、
そ
の

語
録
で
あ
る
『
臨
済
録
』
を
読
む
の
が
一
番
で
あ
り

ま
す
。
た
だ
今
は
岩
波
文
庫
に
現
代
語
訳
も
ご
ざ

い
ま
す
。
現
代
語
訳
が
あ
る
と
は
い
え
、
な
か
な
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臨済の教えに学ぶ

か
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
こ
で
は
、
今
わ
た
く
し
た
ち
が
『
臨
済
録
』
か

ら
、
何
を
学
ぶ
べ
き
か
を
、
次
の
三
つ
の
要
点
に

ま
と
め
て
み
ま
す
。

一
、
無
位
の
真
人

　
　
―
自
己
の
素
晴
ら
し
さ
に
目
覚
め
る
。

二
、
随
処
に
主
と
作
る

　
　
―
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
も
主
体
性
を
持
つ
。

三
、
活か
っ
ぱ
ち
ぱ
っ
ち

潑
潑
地

　
　
―
い
き
い
き
と
生
き
る
。

ど
ん
な
時
代
に
な
ろ
う
と
も
、
ど
ん
な
困
難
な

状
況
に
な
ろ
う
と
も
、
常
に
自
分
自
身
の
足
元
を

見
つ
め
て
、
自
己
の
素
晴
ら
し
さ
に
目
覚
め
る
こ

と
が
第
一
で
す
。

お
互
い
の
こ
の
身
に
地
位
や
名
誉
や
財
産
や
学

歴
や
男
女
な
ど
に
汚
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
本
当
の

自
分
が
い
ま
す
。
自
分
が
善
い
こ
と
を
し
た
時
に

は
、
心
の
底
か
ら
喜
ぶ
し
、
逆
に
悪
い
こ
と
を
し

た
時
に
は
、
真
摯
に
反
省
し
ま
す
。
周
り
の
人
々

の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
心
静
か
で
確
か
な
目
を

持
っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
自
分
が
い
ま
す
。

自
分
を
忘
れ
て
人
々
の
幸
福
を
心
よ
り
願
う
よ

う
な
素
晴
ら
し
い
自
分
が
本
来
具そ
な

わ
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
目
覚
め
て
、
ど
ん
な
と
こ
ろ

で
も
主
体
性
を
持
っ
て
、
い
き
い
き
と
生
き
る
と

い
う
の
が
教
え
で
あ
り
ま
す
。
活
潑
潑
地
と
い
う

の
は
難
し
い
言
葉
で
す
が
、『
広
辞
苑
』に
は「
気
力

に
あ
ふ
れ
、
き
わ
め
て
勢
い
の
よ
い
こ
と
」
と
説
明

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
自
己
の
素
晴
ら
し
さ
に
目
覚
め
た
人

「
無
位
の
真
人
」
と
い
う
の
が
、
臨
済
禅
師
の
お

説
法
と
し
て
有
名
な
の
で
す
。「
あ
な
た
方
の
身
に

何
の
位
に
も
属
さ
ぬ
真
人
が
い
る
。
そ
れ
が
顔
か

ら
出
入
り
し
て
い
る
。
ま
だ
確
認
し
て
お
ら
ぬ
者

は
、
今
こ
そ
看
と
ど
け
よ
」と
示
さ
れ
ま
し
た
。

目
で
物
を
見
た
り
、
耳
で
音
を
聞
い
た
り
、
鼻

で
匂
い
を
嗅
い
だ
り
、
舌
で
味
わ
っ
た
り
、
身
体

に
触
れ
て
感
じ
た
り
、
と
い
う
こ
の
は
た
ら
き
こ

そ
が
真
人
の
は
た
ら
き
だ
と
い
う
の
で
す
。

こ
ん
な
臨
済
禅
師
の
教
え
が
、
世
の
中
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
時

代
の
話
で
あ
り
ま
す
。
今
日
で
は
、
男
女
と
も
平

等
の
参
政
権
が
あ
る
と
い
う
の
は
当
た
り
前
の
よ

う
に
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
実
現
に
は
苦
労
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
男
女
平
等
の
女
性
解
放
運

動
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
の
が
、
平
塚
ら
い
て

う
と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
。
ら
い
て
う
に
つ
い
て

『
広
辞
苑
』
を
見
ま
す
と
、「
女
性
運
動
家
。
本
名
、

明は
る
。
東
京
生
れ
。
日
本
女
子
大
卒
。
雑
誌
『
青せ
い
と
う鞜
』

創
刊
。「
新
し
い
女
」
と
い
う
非
難
に
抗
し
て
、
婦
人

参
政
権
運
動
に
尽
力
。
第
二
次
大
戦
後
も
女
性
解

放
・
反
戦
平
和
運
動
に
活
躍
。
自
伝
『
元
始
、
女
性

は
太
陽
で
あ
っ
た
』。（1886

～1971

）」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
女
性
の
参
政
権
は
戦
後
に
な
っ
て

よ
う
や
く
認
め
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。

そ
の
女
性
解
放
運
動
家
と
し
て
活
躍
し
た
平
塚

ら
い
て
う
が
、
若
い
頃
に
熱
心
に
参
禅
し
て
、『
臨

済
録
』
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。

ら
い
て
う
が
仏
教
に
触
れ
た
縁
と
い
う
の
は
、

た
ま
た
ま
訪
ね
た
友
人
の
部
屋
に
置
い
て
あ
っ
た

『
禅ぜ
ん
か
い
い
ち
ら
ん

海
一
瀾
』
と
い
う
書
物
を
読
ん
だ
こ
と
で
あ
り

ま
し
た
。

『
禅
海
一
瀾
』
は
、
円
覚
寺
の
管
長
で
あ
っ
た
今

北
洪
川
老
師
の
著
書
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
儒
教

と
禅
と
の
一
致
を
説
い
た
書
物
で
あ
り
、『
大
学
』
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『
論
語
』『
中
庸
』
な
ど
の
儒
書
の
言
葉
を
用
い
て
禅

を
説
い
て
い
ま
す
。
原
文
は
す
べ
て
漢
文
で
あ
り

ま
す
。
平
成
三
十
年
に
洪
川
老
師
の
弟
子
に
あ
た

る
釈
宗
演
老
師
の
百
年
忌
を
迎
え
た
際
に
、
釈
宗

演
老
師
が
こ
の
書
を
講
じ
た
『
禅
海
一
瀾
講
話
』
を

記
念
に
再
刊
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
難
し
い
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ら
い
て
う
が
こ
の

時
に
手
に
し
た
『
禅
海
一
瀾
』
は
和
綴
じ
木
版
刷
り

の
漢
文
で
あ
り
ま
す
。

ら
い
て
う
が
、
本
を
開
い
て
目
に
し
た
言
葉
は
、

「
大
道
は
心
に
求
む
、
外
に
求
む
る
こ
と
勿
れ
、
我

が
心
体
の
妙
用
は
、
直
に
我
が
大
道
な
り
」
と
い
う

一
文
章
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
本
に
は
漢

文
の
ま
ま
「
大
道
求
于
心
、
勿
求
于
外
、
我
心
体
之

妙
用
、
直
我
大
道
也
」と
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
れ
を
目
に
し
た
ら
い
て
う
は
、「『
大
道
を
外

に
求
め
て
は
い
け
な
い
、
心
に
求
め
よ
』
と
い
う
こ

と
ば
こ
そ
、
観
念
の
世
界
の
彷
徨
に
息
づ
ま
り
そ

う
に
な
っ
て
い
る
、
現
在
の
自
分
に
対
す
る
直
接

の
警
告
の
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
思
っ
た

と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
、「
わ
た
く
し
は
息
を
の
む

思
い
で
、
矢
も
た
て
も
な
く
こ
の
本
を
借
り
う
け

て
帰
り
ま
し
た
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
驚
き
で
あ
り

ま
す
。
当
時
の
女
学
生
た
ち
の
教
育
水
準
の
高
さ

と
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
今
北
洪
川
老
師
の
影

響
力
の
大
き
さ
も
改
め
て
思
い
ま
す
。

当
時
既
に
洪
川
老
師
は
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た

後
で
あ
り
、
ら
い
て
う
は
釈
宗
演
老
師
の
弟
子
で

あ
る
釈
宗
活
老
師
に
参
禅
し
て
い
ま
す
。
か
の
夏

目
漱
石
が
、
釈
宗
演
老
師
に
参
禅
し
て
与
え
ら
れ
た

の
と
同
じ
問
題（
公
案
）「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面

目
」
に
取
り
組
ん
だ
の
で
し
た
。
ま
だ
両
親
か
ら
生

ま
れ
る
前
の
本
来
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
日
暮
里
に
あ
る
両り
ょ
う
ぼ
う
あ
ん

忘
庵
と

い
う
宗
活
老
師
の
禅
道
場
に
ら
い
て
う
は
熱
心
に

通
っ
て
参
禅
し
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、
老
師
の
提
唱
が
始
ま
る
前
に

『
坐
禅
和
讃
』
を
皆
で
読
誦
し
て
い
て
、「
当
所
即
ち

蓮
華
国
、
こ
の
身
即
ち
仏
な
り
」
と
唱
え
て
、「
合

掌
し
て
い
た
手
を
膝
の
上
に
置
こ
う
と
し
た
途
端

に
、
急
霰
の
よ
う
に
大
粒
の
涙
が
は
ら
は
ら
と
膝

の
上
に
落
ち
て
、
拭
う
暇
も
な
い
」
と
い
う
体
験
を

さ
れ
ま
し
た
。
本
来
の
自
己
に
目
覚
め
た
の
で
す
。

そ
の
時
に
宗
活
老
師
が
講
義
を
し
て
い
た
の
が
、

『
臨
済
録
』
で
あ
り
ま
し
た
。「『
無
位
の
真
人
、
即

ち
本
来
の
面
目
が
、
こ
の
肉
体
よ
り
常
に
出
入
す
、

看
よ
看
よ
』
と
い
う
老
師
の
充
実
し
た
声
が
、
頭
の

て
っ
ぺ
ん
か
ら
躯
の
中
を
す
っ
と
電
流
の
よ
う
に

通
り
抜
け
た
感
じ
と
と
も
に
、
そ
の
瞬
間
『
わ
か
っ

た
！
』
と
思
っ
た
も
の
で
す
」
と
ら
い
て
う
の
著

『
平
塚
ら
い
て
う
自
伝　

元
始
、
女
性
は
太
陽
で

臨済の教えに学ぶ

〔左〕『禅海一瀾講話』 2018年 岩波文庫にて再刊　〔右〕 和綴じの木版刷りより
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あ
っ
た
』
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ら
い
て
う
二
十
歳

の
頃
で
あ
り
ま
す
。

男
性
だ
女
性
だ
と
い
う
こ
と
で
区
別
さ
れ
た
り
、

差
別
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
、
人
間
と
し
て

の
尊
厳
性
に
目
覚
め
た
の
で
す
。
生
ま
れ
は
も
と

よ
り
、
富
や
財
産
の
有
る
無
し
で
差
別
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
の
で
す
。
誰
し
も
が
み
ん
な
平
等
の
素

晴
ら
し
い
心
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
、
こ
の
真

理
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

『
青
鞜
』
の
創
刊
号
に
は
、
お
釈
迦
様
が
大
悟
し

て
、
す
べ
て
の
人
に
仏
性
が
具
わ
っ
て
い
る
と
説

か
れ
た
こ
と
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
単

に
書
物
を
読
ん
で
知
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

参
禅
と
い
う
体
験
を
経
て
、
大
き
な
確
信
に
な
っ

た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ら
い
て
う
の
人
間
は
平
等
で
あ

る
と
い
う
思
想
は
、
仏
教
を
学
び
禅
に
参
じ
た
こ

と
か
ら
来
て
い
る
の
で
す
。
女
性
解
放
運
動
の
原

点
に
、『
禅
海
一
瀾
』
や
『
臨
済
録
』
が
深
く
関
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
主
体
性
を
持
っ
て
い
き
い
き
と

仏
な
る
も
の
を
自
己
の
外
に
求
め
て
は
い
け
な

い
、
真
理
は
ど
こ
か
遠
く
に
あ
る
と
思
っ
て
探
し

回
っ
て
も
無
駄
だ
と
臨
済
禅
師
は
く
り
返
し
語
録

の
中
で
説
い
て
い
ま
す
。
仏
と
は
、
今
こ
の
目
の

前
で
話
を
聞
い
て
い
る
あ
な
た
自
身
の
こ
と
だ
と

説
き
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
人
に
だ
ま
さ
れ
る

な
、
人
の
こ
と
ば
に
振
り
回
さ
れ
る
な
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。

臨
済
禅
師
の
教
え
と
は
、
自
分
の
外
に
仏
を
求

め
て
、
そ
れ
に
ひ
れ
伏
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、

自
分
自
身
の
尊
さ
に
目
覚
め
る
と
い
う
も
の
で
す
。

立
と
う
と
思
っ
た
ら
、
す
っ
と
立
ち
上
が
る
、
坐

ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
す
っ
と
坐
る
、
服
を
着
た
り
、

ご
飯
を
食
べ
た
り
、
日
常
の
営
み
の
す
べ
て
は
仏

の
営
み
だ
と
説
か
れ
た
の
で
し
た
。
人
間
に
生
ま

れ
て
、
生
き
て
い
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
説
か

れ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
目
覚
め
て
、
外
に
求

め
る
心
の
止
ん
だ
人
を「
無
事
の
人
」と
言
い
ま
す
。

「
仏
と
は
無
事
の
人
だ
」
と
臨
済
禅
師
は
説
か
れ
て

い
ま
す
。

そ
し
て
更
に
、
そ
の
尊
さ
に
目
覚
め
て
、
ど
ん

な
所
で
も
ど
ん
な
場
合
で
も
主
体
性
を
持
っ
て
、

い
き
い
き
と
生
き
る
こ
と
を
説
か
れ
ま
し
た
。

お
互
い
に
人
と
し
て
生
き
る
に
は
、
主
体
性
が

大
切
で
す
。
人
間
は
、
半
紙
一
枚
で
も
人
か
ら
言

わ
れ
て
持
っ
て
い
る
と
重
た
く
感
じ
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
た
と
え
ば
好
き
な
人
の
為
な
ら
、
ど
ん
な

に
重
い
荷
物
で
も
喜
ん
で
持
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。

い
や
い
や
歩
か
さ
れ
る
の
は
苦
痛
で
す
。
し
か
し

臨済の教えに学ぶ

今
北
洪
川
老
師
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健
康
の
為
に
自
ら
歩
こ
う
と
思
っ
て
歩
く
の
は
苦

痛
で
も
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
こ
と
を
し
て

い
て
も
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
臨
済
禅
師
は
、「
し

お
れ
て
い
て
は
い
け
な
い
、
主
体
性
を
持
て
」
と
説

か
れ
て
い
ま
す
。
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
て
は
せ
っ

か
く
の
尊
い
命
が
生
き
て
い
な
い
の
で
す
。

世
の
中
の
こ
と
は
、
み
な
生し
ょ
う
じ
ゅ
う
い
め
つ

住
異
滅
を
く
り
返

し
ま
す
。
生
じ
て
は
住と
ど

ま
り
、
変
化
し
て
滅
す
る

と
い
う
こ
と
の
く
り
返
し
で
す
。
こ
れ
を
人
間
の

身
に
あ
て
は
め
る
と
、「
生
老
病
死
」
の
四
つ
に
な

り
ま
す
。「
生
」
は
生
ま
れ
る
こ
と
に
通
じ
ま
す
。

「
住
」
と
い
う
存
続
す
る
こ
と
が
、
人
間
に
お
い
て

は
、「
老
」
な
の
で
あ
り
ま
す
。「
異
」
と
い
う
変
化

す
る
こ
と
が
、
人
間
に
お
い
て
は「
病
」
と
し
て
現

れ
ま
す
。「
滅
」
は
そ
の
ま
ま「
死
」
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。
人
は
そ
の
中
で
、
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り

嘆
い
た
り
一
喜
一
憂
を
く
り
返
し
て
い
ま
す
。

風
が
吹
い
た
と
し
て
も
、
風
は
気
圧
の
高
低
差

に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
、
や
が
て

弱
ま
っ
て
収
ま
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
振
り
回
さ
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
知
っ
て
い

れ
ば
、
風
が
吹
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
冷
静
に

対
応
す
れ
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
で
す
。
必
要
以
上

に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ

こ
の
風
を
積
極
的
に
活
用
し
て
何
か
し
よ
う
と
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

喜
び
や
怒
り
の
感
情
も
、
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の

条
件
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
し

ば
ら
く
住
ま
り
、
や
が
て
変
化
し
て
消
え
る
も
の

に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
知
っ
て
お
け

ば
、
冷
静
に
対
応
で
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
感
情
に

振
り
回
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に

主
体
性
を
持
っ
て
生
か
し
て
は
た
ら
か
せ
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
し
て
も
、

「
生
住
異
滅
」
を
た
ど
る
だ
け
で
す
。
何
ら
か
の
原

因
に
よ
っ
て
生
じ
て
、
し
ば
ら
く
住
ま
り
、
変
化

し
て
や
が
て
滅
す
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
冷
静

に
知
っ
て
、
こ
ち
ら
が
主
体
性
を
持
っ
て
、
対
応

し
て
ゆ
く
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
状
況
で
も
、
自
己
の
素
晴
ら
し
さ
に
目

覚
め
、
自
ら
が
主
体
性
を
持
ち
、
い
き
い
き
と
生

き
る
と
い
う
『
臨
済
録
』
の
智
慧
に
学
ん
で
、
道
を

切
り
開
い
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

臨済の教えに学ぶ

円覚寺YouTubeチャンネル／令和3年1月の日曜説教「臨済の教え」
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