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弘
経
寺
だ
よ
り 

毒
矢
の
た
と
え 

 

お
釈
迦
様
に
ま
つ
わ
る
い
ろ
い
ろ
な
お

話
の
中
に
「
毒
矢
の
た
と
え
」
と
い
う
お
話

が
あ
り
ま
す
。 

 

今
か
ら
お
よ
そ
二
五
〇
〇
年
前
、
お
釈
迦

さ
ま
が
仏
教
を
開
か
れ
た
当
時
、
バ
ラ
モ
ン

教
と
い
う
宗
教
が
イ
ン
ド
で
は
流
行
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
え
ら
い
お

坊
さ
ん
た
ち
の
間
で
は
、「
人
が
死
ん
だ
あ

と
も
そ
の
魂
は
存
在
す
る
の
か
」
と
か
「
死

後
の
世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
い

う
こ
と
が
し
き
り
に
議
論
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
巷

ち
ま
た

の
人
た
ち
も
こ
の
議
論
に
大
変
関

心
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
様
は
一

向
に
そ
の
議
論
に
加
わ
ろ
う
と
し
ま
せ
ん

で
し
た
。 

お
釈
迦
様
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち
は
業
を

煮
や
し
て
お
釈
迦
様
に
言
い
ま
し
た
、 

「
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

、
霊
魂
や
死
後
が
ど
う
な
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
が
お
坊
さ
ん
や
学
者

さ
ん
の
間
で
し
き
り
に
議
論
さ
れ
て
い
ま

す
の
に
、
な
ぜ
あ
な
た
は
そ
れ
に
加
わ
ろ
う

と
し
な
い
の
で
す
か
」
。 

お
釈
迦
様
は
穏
や
か
な
口
調
で
答
え
ま

し
た
、 

「
弟
子
た
ち
よ
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
こ

こ
に
毒
矢
で
体
を
射
ら
れ
て
死
に
そ
う
な

人
が
い
る
と
し
ま
す
。
彼
を
助
け
よ
う
と
し

た
人
が
緊
急
の
処
置
を
し
よ
う
と
し
た
ら
、

こ
の
男
は
こ
う
言
い
ま
し
た
『
ち
ょ
っ
と
待

っ
て
く
れ
。
こ
の
矢
を
射
た
人
は
だ
れ
な
の

か
、
こ
の
矢
は
木
で
で
き
て
い
る
の
か
鉄
で

で
き
て
い
る
の
か
、
毒
の
成
分
は
何
な
の
か
、

こ
れ
ら
の
こ
と
が
分
か
る
ま
で
矢
を
抜
い

て
治
療
を
し
な
い
で
く
れ
』
と
。 

『
人
が
死
ん
だ
あ
と
も
そ
の
魂
は
存
在

す
る
の
か
』
と
か
『
死
後
の
世
界
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
』
と
い
う
議
論
を
し
て
ば
か

り
い
る
人
は
、
こ
の
よ
う
に
『
矢
を
射
た
犯

人
や
矢
の
材
質
や
毒
の
成
分
が
分
か
る
ま

で
治
療
を
す
る
な
』
と
言
っ
て
い
る
毒
矢
に

射
ら
れ
た
人
と
同
じ
で
す
。
本
当
に
為
す
べ

き
こ
と
を
為
さ
な
い
で
、
そ
ん
な
こ
と
に
時

間
を
費
や
し
て
い
る
間
に
命
は
終
わ
っ
て

し
ま
う
の
で
す
」
。 

お
釈
迦
様
の
答
え
を
聞
き
終
え
た
弟
子

た
ち
は
、
深
く
う
な
ず
い
て
、
す
ぐ
さ
ま
自

分
た
ち
の
修
行
に
勤い

そ

し
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 

私
は
こ
の
話
を
時
々
思
い
返
し
、
自
分
を

省
み
ま
す
。
今
の
私
は
も
し
か
し
た
ら
、
毒

矢
に
射
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
に
気
づ
か
ず
治
療
も
せ
ず
に
瀕
死
の
状

態
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
…
…
。

そ
う
考
え
る
と
空
恐
ろ
し
く
な
り
ま
す
。 

命
と
は
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
死
ぬ
ま

で
に
許
さ
れ
た
時
間
の
こ
と
で
す
。つ
ま
り
、

時
間
と
は
命
で
す
。
「
時
は
金
な
り
」
と
言

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
お
金
は
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
時
間
は
浪
費
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

増
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
同
じ

一
時
間
で
も
、
だ
ら
だ
ら
過
ご
す
の
で
は
な

く
、
そ
の
一
時
間
を
心
を
込
め
て
過
ご
す
こ

と
に
よ
っ
て
時
間
の
浪
費
、
命
の
浪
費
を
く

い
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。 

時
は
今 

と
こ
ろ
足
も
と 

そ
の
こ
と
に 

打
ち
込
む
命 

永
遠

と

わ

の
御み

命
い
の
ち 

命
（
＝
時
間
）
の
大
切
さ
を
考
え
る
と
き
、

私
は
椎
尾
辯
匡
上
人
の
こ
の
お
う
た
を
詠

み
返
し
ま
す
。 

 

秋
彼
岸
の
今
、
弘
経
寺
境
内
に
は
真
っ
赤

な
彼
岸
花
が
咲
き
並
ん
で
い
ま
す
。彼
岸
と

は
彼
の
岸
、
つ
ま
り
極
楽
浄
土
の
こ
と
で
す
。

彼
岸
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
此し

岸が
ん

（
現
世
）
が
あ

り
ま
す
。
真
っ
赤
な
彼
岸
花
を
眺
め
な
が
ら
、

彼
の
岸
に
思
い
を
寄
せ
る
と
き
、
此
の
岸
、

つ
ま
り
現
世
に
て
今
生
き
て
い
る
こ
の
時

間
が
大
切
で
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ

る
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。 

 

山
門
と
鐘
楼
に
つ
い
て 

弘
経
寺
本
堂
改
修
工
事
は
、
昨
年
九
月
四

日
の
着
工
以
来
ち
ょ
う
ど
一
年
が
経
ち
ま

し
た
。
作
業
工
程
も
予
定
通
り
順
調
に
進
ん

で
お
り
、
最
終
段
階
に
入
り
ま
し
た
。
こ
れ

も
ひ
と
え
に
本
堂
改
修
の
た
め
に
御
喜
捨

を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
皆
様
の
お
か
げ

と
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

弘
経
寺
に
は
現
在
改
修
中
の
本
堂
を
中

心
と
し
て
、
鐘
楼
を
は
じ
め
と
し
た
諸
堂
宇

が
い
く
つ
も
存
在
し
ま
す
。
本
堂
と
並
ん
で

特
に
そ
の
老
朽
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す

の
が
山
門
と
鐘
楼
で
す
。
弘
経
寺
に
ご
参
拝
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く
だ
さ
っ
て
い
る
方
は
す
で
に
お
気
づ
き

だ
と
思
い
ま
す
が
、
山
門
鐘
楼
共
に
屋
根
瓦

が
崩
落
寸
前
で
、
ま
た
、
地
震
時
に
は
建
物

全
体
が
倒
壊
す
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
現
在

は
参
拝
者
の
安
全
を
鑑
み
て
、
両
方
と
も
立

ち
入
り
禁
止
の
柵
を
設
け
て
い
ま
す
。 

本
堂
は
十
一
月
に
は
竣
工
し
、
来
春
に
は

落
慶
式
（
お
披
露
目
の
儀
式
）
が
催
さ
れ
る

予
定
で
す
。
本
堂
は
立
派
に
完
成
し
ま
し
た

が
、
山
門
は
危
な
い
の
で
通
れ
ま
せ
ん
、
と

い
う
の
で
は
笑
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
山
門
を
通
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
弘
経

寺
へ
の
参
拝
を
拒
否
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。
同
様
に
鐘

楼
の
周
り
に
立
ち
入
り
禁
止
の
柵
を
本
堂

落
慶
後
も
立
て
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と

も
ま
た
、
弘
経
寺
再
興
の
機
運
を
妨
げ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

先
日
増
上
寺
の
総
務
会
に
て
こ
の
山

門
・
鐘
楼
の
問
題
に
つ
い
て
審
議
が
な
さ
れ

ま
し
た
。
山
門
・
鐘
楼
を
再
建
す
る
に
は
新

た
に
何
千
万
と
い
う
工
事
費
が
か
か
り
ま

す
。
現
在
、
お
檀
家
の
方
々
を
中
心
に
本
堂

改
修
の
た
め
の
御
寄
進
を
募
っ
て
お
り
ま

す
最
中
で
す
の
で
、
こ
れ
以
上
の
ご
負
担
を

弘
経
寺
有
縁
の
方
々
に
お
か
け
す
る
わ
け

に
も
参
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
山
門
は

解
体
除
却
、
鐘
楼
は
一
時
的
に
解
体
し
て
解

体
し
た
部
材
を
保
管
小
屋
に
て
保
管
し
、
再

建
の
目
処
が
立
っ
た
ら
復
元
建
築
す
る
こ

と
が
決
議
さ
れ
ま
し
た
。 

山
門
・
鐘
楼
の
今
後
の
処
置
に
つ
い
て
、

や
む
を
得
な
い
事
情
で
こ
の
よ
う
な
決
議

に
至
っ
た
こ
と
を
何
卒
ご
理
解
い
た
だ
き

た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
現
状
で
は
こ

れ
が
最
善
策
で
、
本
堂
が
再
建
し
た
暁
に
は

鐘
楼
再
建
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
傾
注
し
て
ま

い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も

ご
協
力
の
程
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
本
堂
改
修
工
事
ニ
ュ
ー
ス 

本
堂
屋
根
の
銅
板
葺
き
は
役
物
の
取
り

付
け
を
残
し
、
ほ
ぼ
完
成
し
ま
し
た
。
外
壁

は
下
地
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
モ

ル
タ
ル
、
漆
喰
に
よ
る
仕
上
げ
の
段
階
に
入

り
ま
す
。 

本
堂
内
部
は
、
①
内
陣
、
②
下
陣
、
③
廊

下
、
④
便
所
、
⑤
裏
堂
、
⑥
設
備
の
工
事
が

既
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
①
は
上
部
の
組
物

の
補
修
作
業
、
②
～
④
は
天
井
貼
り･

壁
下

地･

床
板
取
付
の
作
業
、
⑤
は
建
具
工
事
、

⑥
は
電
気
の
配
線
工
事
が
ほ
ぼ
同
時
に
進

行
し
て
い
ま
す
。 

十
一
月
の
竣
工
に
向
け
て
順
調
に
工
事

は
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
ご
支
援

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 弘
経
寺
陶
芸
教
室 

  

弘
経
寺
に
て
陶
芸
教
室
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
教
室
は
弘
経
寺
書
院
裏
の
「
弘
経
寺

陶
房
」
で
す
。
実
施
要
綱
は
左
記
の
と
お
り

で
す
。 

·  

受
講
者
数･

･
･

五
人
～
十
五
人 
·  

受
講
（
制
作
）
日
時･･

･

午
前
十
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
の
二
時
間
（
曜
日
不
問
） 

·  

制
作
す
る
作
品･

･
･

マ
グ
カ
ッ
プ 

·  

受
講
料
（
制
作
費
）･･

･

作
品
一
つ
に
つ

き
二
、
〇
〇
〇
円
（
受
講
料
、
材
料
費
、

焼
成
代
込
み
） 

·  

受
講
日
（
制
作
日
）･･

･

電
話
か
メ
ー
ル

に
て
受
付
（
応
相
談
） 

·  

講
師･

･
･

弘
経
寺 

金
田
主
管 

受
講
ご
希
望
の
方
は
電
話
か
メ
ー
ル
に

て
受
付
し
ま
す
。
そ
の
際
に
受
講
人
数
と
受

講
希
望
日
時
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。そ
の
他
、

ご
質
問
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。 

弘
経
寺
陶
房
連
絡
先 
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清
掃
当
番 

九
月
十
六
日
に
羽
生
地
区
の
皆
様
に

境
内
を
き
れ
い
に
清
掃
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

次
回
の
境
内
清
掃
日
は
十
一
月
十
一

日(

日)

で
す
。
当
番
は
溜
井･

二
ッ
谷･

水

海
道
地
区
で
す
。
当
日
は
午
前
八
時
集
合

で
雨
天
の
場
合
は
室
内
の
清
掃
を
お
願

い
し
た
く
存
じ
ま
す
。
当
番
地
区
の
皆
様
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 


