
新
春
法
話
「
回
り
道 

寄
り
道
あ
っ
て
生
き
る
道
」 

 
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

本
年
も
よ
こ
う
そ
お
地
蔵
さ
ん
の
寺
、
正
光
寺
の
初
詣
に
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

昨
年
は
、
真
言
宗
開
祖
弘
法
大
師
こ
と 

空
海
の
御
生
誕
千
二
百
五
十
年
の
記
念
年
で
し
た
。
当
寺
で
は
記
念
事
業

と
し
て
、
本
堂
内
に
六
地
蔵
絵
画
の
額
六
幅
を
奉
納
し
、
参
道
入
り
口
に
は
延
命
子
安
地
蔵
尊
石
仏
を
造
立
安
置
し
ま

し
た
。
こ
の
機
会
に
お
地
蔵
さ
ん
の
お
寺
の
信
仰
を
更
に
深
め
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
の
五
月
か
ら

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
対
策
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
こ
と
で
、
私
た
ち
は
日
常
生
活
を
取
り
戻
す
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
間
、
感
染
対
策
の
も
と
日
常
生
活
に
制
限
や
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
生
き
る

道
に
不
安
を
感
じ
た
り
、
希
望
を
失
っ
た
り
な
ど
悲
観
的
な
厭
世
観
を
も
つ
人
々
が
増
え
た
事
実
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
「
生
き
る
道
」
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
道
と
は
出
発
点
と
到
達
点
を
結
ぶ
線
の
こ
と
だ
と
考
え
る
と
、

生
き
る
道
に
お
い
て
の
出
発
点
は
「
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
到
達
点
は
「
死
、
こ
の
世
を
辞
す
る
」
こ

と
だ
と
考
え
ま
す
。
生
か
ら
死
ま
で
が
生
き
る
道
で
あ
り
、
私
た
ち
に
は
十
人
十
色
の
生
き
る
道
が
あ
り
ま
す
が
、
生

ま
れ
て
か
ら
死
に
至
る
ま
で
、
数
多
く
の
分
か
れ
道
に
出
会
い
ま
す
。
い
く
つ
に
も
分
か
れ
た
道
を
幼
い
頃
は
親
の
判

断
に
よ
っ
て
、
成
長
に
す
る
に
つ
れ
て
人
の
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
自
分
の
判
断
に
よ
っ
て
道
を
選
択
し
て
い
き
ま

す
。
正
し
き
道
と
思
っ
て
進
ん
で
失
敗
し
た
り
、
間
違
っ
た
道
か
と
思
っ
て
成
功
に
つ
な
が
っ
た
り
し
な
が
ら
私
た
ち

は
生
き
る
道
を
歩
み
ま
す
。
し
か
し
成
功
し
続
け
て
い
る
道
で
は
、
人
は
自
信
過
剰
に
な
り
や
す
く
、
失
敗
し
続
け
る

道
で
は
人
は
自
信
喪
失
に
陥
り
や
す
い
と
こ
ろ
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
自
信
過
剰
に
な
る
と
人
は
有
頂
天
に
な
り
、

他
人
の
意
見
に
耳
を
貸
さ
な
く
な
っ
て
、
気
が
付
い
て
み
る
と
自
分
が
孤
立
し
て
い
る
こ
と
に
際
悩
ま
さ
れ
る
結
果
を

も
た
ら
し
ま
す
。
一
方
自
信
喪
失
に
な
れ
ば
、
何
を
や
っ
て
も
駄
目
だ
と
思
う
自
虐
的
な
考
え
方
が
更
に
自
分
を
苦
し

め
、
時
に
は
自
分
を
見
失
う
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
で
す
か
ら
歩
む
道
に
お
い
て
、
自
信
過
剰
や
自
信
喪
失
に
な
ら

な
い
よ
う
心
掛
け
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
生
き
る
道
に
「
回
り
道
」「
寄
り
道
」
の
考
え
を
持
つ
こ
と
が

良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
回
り
道
」
と
は
分
か
り
易
く
言
え
ば
紆
余
曲
折
で
す
。
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
道
で
、
順
調
に
事
が
運
ば
ず
壁

に
ぶ
ち
当
た
り
、
嫌
な
こ
と
や
苦
し
い
こ
と
を
経
験
し
な
が
ら
も
耐
え
て
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
一
つ
の
苦
労
が

実
を
結
び
成
功
を
修
め
る
道
が
「
回
り
道
」
だ
と
思
い
ま
す
。 

「
寄
り
道
」
と
は
、
目
標
に
向
か
っ
て
一
心
不
乱
に
信
じ
る
道
を
進
め
ば
息
切
れ
を
起
こ
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
時
に
は
、
た
ま
に
は
道
か
ら
外
れ
て
、
道
草
を
楽
し
む
こ
と
、
大
い
に
遊
ぶ
こ
と
で
す
。
疲
れ
た
時
に
道
か
ら
外

れ
て
息
を
整
え
ら
れ
れ
ば
、
客
観
的
に
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
間
違
い
に
気
づ
き
、
無
理
や
限

界
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
新
た
な
道
が
目
の
前
に
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

古
今
東
西 

幸
せ
を
感
じ
て
一
生
を
お
え
る
こ
と
が
で
き
た
人
た
ち
は
、「
回
り
道
」
と
「
寄
り
道
」
あ
っ
て
の
生
き

る
道
を
歩
ん
だ
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
上
の
人
物 

例
え
ば
大
河
ド
ラ
マ
の
徳
川
家
康
や
朝
ド
ラ
の
「
ブ
ギ
ウ
ギ
」

の
モ
デ
ル
笠
置
シ
ズ
子
な
ど
の
主
人
公
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
波
乱
万
丈
あ
っ
て
の
生
き
る
道
に
私
た
ち
は
興
味

を
抱
き
、
生
き
る
糧
を
学
ぶ
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

「
回
り
道
」「
寄
り
道
」
大
い
に
結
構
。
一
度
の
人
生
を
悔
い
な
く
生
き
る
た
め
に
無
益
で
な
く
有
益
な
道
と
信
じ
ま

し
ょ
う
。
ご
本
尊
地
蔵
菩
薩
が
慈
し
み
深
く
私
た
ち
を
見
守
り
く
だ
さ
る
こ
と
に
信
心
を
深
め
て
い
た
だ
き
、
今
年
一

年
が
良
き
年
に
な
る
こ
と
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
春
法
話
と
い
た
し
ま
す
。 

  

令
和
六
年 

甲
辰
閏
年 
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