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人
の
身
体
は
約
六
十
兆
個
の
細
胞
か
ら
で
き
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
六
十
兆
の
細
胞
は
、
古
く
な
っ

た
も
の
か
ら
日
々
剥
落
し
て
い
き
ま
す
。
垢
や
糞
尿
と

な
っ
て
体
外
に
排
泄
さ
れ
る
の
で
す
。
一
方
、
毎
日
摂
取

す
る
栄
養
素
か
ら
は
新
し
い
細
胞
が
作
り
だ
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
新
陳
代
謝
で
す
。 

 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
繰
り
返
し
て
、
人
間
の
細

胞
の
新
陳
代
謝
は
、
約
七
年
ほ
ど
で
一
サ
イ
ク
ル
を
終
え

る
そ
う
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
一
秒
あ
た
り
三
十
二
万
個

の
細
胞
が
生
き
死
に
を
し
て
い
る
勘
定
に
な
り
ま
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
一
瞬
前
の
自
分
と
今
こ
の
と
き
の
自
分
と

は
、
細
胞
と
い
う
微
細
な
物
質
の
レ
ベ
ル
で
は
、
同
じ
自

分
で
は
な
い
と
言
え
そ
う
で
す
。
人
間
の
老
化
と
い
う
こ

と
は
、
細
胞
の
新
陳
代
謝
が
鈍
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
現
実
の
レ
ベ
ル
と
し
て
は
、
昔
の
自
分
と
今
の
自

分
は
同
じ
自
分
で
す
。
シ
ワ
が
増
え
、
体
力
が
衰
え
、
記
憶

が
悪
く
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
と
い
う
存
在
が
、
別

の
存
在
に
変
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
れ
は
、
考
え
て
見
れ
ば
と
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
す
。

物
質
レ
ベ
ル
で
は
刻
々
と
変
化
し
て
い
て
も
、
私
は
ず
っ
と

私
な
の
で
す
。
で
は
過
去
の
自
分
と
、
今
現
在
の
自
分
と
を

繋
ぎ
止
め
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
何
で
し
ょ
う
か
？ 

 

私
は
、
そ
れ
が
「
い
の
ち
」
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
の
で

す
。
こ
の
「
い
の
ち
」
と
は
、
物
質
と
時
間
の
接
点
に
い

て
、
そ
れ
を
繋
い
で
い
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
、

物
質
と
時
間
、
ど
ち
ら
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
も
、
「
い
の

ち
」
は
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
細
胞
の

新
陳
代
謝
を
活
性
化
す
る
た
め
の
「
か
ら
だ
」
へ
の
気
配
り

と
同
時
に
、
過
去
の
自
分
を
振
り
返
り
、
こ
れ
か
ら
の
自
分

を
見
つ
め
る
努
力
、
つ
ま
り
「
時
間
」
へ
の
配
慮
が
大
切
に

な
っ
て
き
ま
す
。 

常
に
「
い
の
ち
」
を
活
き
活
き
と
働
か

せ
て
、
さ
わ
や
か
に
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
ね
。 

（
青
山
社
素
材
集
よ
り
） 

  

 

刻
鏤

こ
く
ろ
う

、
用
に
随
っ
て
刀
を
改
む 

 

●
●
●
彫
刻
家
は
、
荒
削
り
か
ら
仕
上
げ
ま
で
、 

 

そ
の
時
々
の
用
途
に
応
じ
て
、
彫
刻
刀
を
使
い
分
け
る
。 

  

仏
像
を
彫
刻
す
る
場
合
と
な
る
と
、
大
小
さ
ま
ざ

ま
、
数
十
本
の
彫
刻
刀
が
必
要
で
す
。
こ
の
刀
の
つ
か

い
方
次
第
で
、
で
き
あ
が
る
仏
さ
ま
の
格
が
決
ま
る
の

で
す
。 

 

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
多
く
の
仏
師

が
仏
像
を
彫
り
ま
し
た
。
運
慶
と
か
湛
慶
と
い
っ
た
特

上
の
仏
師
が
彫
っ
た
仏
像
は
、
い
ま
で
は
国
宝
に
な
っ

て
い
ま
す
。
仏
師
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
は
お
坊
さ
ん

も
彫
刻
刀
を
握
り
ま
し
た
。
弘
法
さ
ん
も
大
い
に
仏
像

を
彫
ら
れ
た
よ
う
で
す
。 

 
 

弘
法
さ
ん
は
、
彫
刻
の
手
を
休
め
な
が
ら
、
「
用

途
に
応
じ
て
刀
を
つ
か
い
分
け
る
の
は
、
人
を
つ
か
う

の
と
同
じ
こ
と
だ
な
あ
」
な
ど
と
、
考
え
ら
れ
た
で

し
ょ
う
か
！
。 

空 

海 

の 

言 

葉

空 

海 

の 

言 
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シ
リ
ー
ズ 

シ
リ
ー
ズ   

 「和会通釈」の略で「会通」とも言
われているが、そもそもは、仏教経典
等を解釈することを指す言葉である
が、人間関係をスムーズにするには、
お互いの気持の通じあいが大切で
「無財の七施」としてもおしえがあ
ります。 
 無財の七施とは、捨身施、心慮施、
和願施、慈眼施、愛語施、房舎施、床
座施の七つをいう。 

会 釈「えしゃく」                              

  

《
い
の
ち
》

《
い
の
ち
》  

 
 

仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語 

本年３月庫裡を増築完成いたしました。
（平成２１年５月２２日撮影） 


