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専
徳
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住
職

弘
中
満
雄

お
寿
司
の
用
語
で
「
シ
ャ

す

し

リ
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？

そ
う
で
す
、
寿
司
飯
で
す
。

す

し

め
し

こ
の
「
シ
ャ
リ
」
は
元
々

イ
ン
ド
の
言
葉
、
仏
教
用
語

で
「
骨
」
を
意
味
す
る
「
シ
ャ
リ
」
か
ら
き
て

い
る
そ
う
で
す
。
髑
髏
の
別
名
「
シ
ャ
リ
コ
ウ

ど
く
ろ

ベ
」
と
か
、「
仏
舎
利
」
の
「
シ
ャ
リ
」
で
す
。

ぶ
つ
し
や
り

寿
司
ネ
タ
（
魚
肉
）
を
支
え
る
白
い
寿
司
飯
。

同
じ
く
肉
を
支
え
る
白
い
骨
か
ら
着
想
を
え
て

寿
司
屋
さ
ん
の
符

丁
（
業
界
用
語
）
に
な
っ
た

ふ
ち
よ
う

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
シ
ャ
リ
と
ネ
タ
の
絶
妙

の
バ
ラ
ン
ス
の
お
寿
司
。
私
は
大
好
き
で
す
。

今
か
ら
二
千
五
百
年
前
、
お
釈
迦
さ
ま
は
80

歳
で
今
生
を
終
え
、
涅
槃
に
入
ら
れ
ま
し
た
。

ね
は
ん

涅
槃
の
後
、
火
葬
を
し
て
、
残
っ
た
お
釈
迦

さ
ま
の
お
遺
骨
「
舎
利
」
は
、
平
等
に
八
等
分

し
や
り

さ

れ

ま

し

た

。

そ

し

て

イ

ン

ド

各

地

に

「
仏
舎
利
塔
」
（
舎
利
塔
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
と
も
）

ぶ
つ
し
や
り
と
う

し
や
り
と
う

が
建
て
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
仏
教
の
お
墓
の
原

点
で
す
。
ち
な
み
に
日
本
の
「
三
重
塔
」
「
五

重
塔
」
は
こ
の
舎
利

塔
を
意
味
し
ま
す
。

舎
利
塔
は
お
釈
迦

し
や
り
と
う

さ
ま
を
拝
む
と
共
に
、

生
前
、
お
釈
迦
さ
ま
が
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
み

教
え
を
聞
く
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
「
舎
利
」

し
や
り

は
骨
で
あ
っ
て
、
た
だ
の
骨
で
は
な
い
の
で
す
。

宗
教
に
よ
っ
て
「
お
遺
骨
」
の
意
味
は
様
々

で
す
。
魂
（
御
霊
）
が
や
ど
っ
て
い
る
も
の
、

生
前
の
思
い
が
残
っ
て
い
る
も
の
。
悪
い
事
が

お
き
な
い
よ
う
大
切
に
ま
つ
る
も
の
等
。

し
か
し
仏
教
の
場
合
、
お
遺
骨
や
お
墓
は
、

「
舎
利
（
塔
）
」
と
同
じ
意
味
が
あ
り
ま
す
。

し
や
り

故
人
の
い
の
ち
を
支
え
て
い
た
お
遺
骨
を
通
し

て
、
故
人
と
の
思
い
出
や
ご
恩
を
か
み
し
め
、

故
人
が
人
生
の
支
え
と
し
た
お
釈
迦
さ
ま
の
み

教
え
を
、
今
度
は
私
が
聞
く
場
所
な
の
で
す
。

浄
土
真
宗
の
お
墓
は
、
そ
の
表
に
「
南
無
阿、

弥
陀
仏
」
と
書
く
よ
う
に
、
阿
弥
陀
様
の
ご
本

、
、

願
を
聞
く
場
所
で
す
。
故
人
は
天
国
で
も
冥
土

で
も
な
く
、
お
浄
土
で
尊
い
仏
さ
ま
に
な
っ
て

お
ら
れ
る
と
い
う
お
話
で
す
。
そ
し
て
他
な
ら

ぬ
こ
の
私
も
煩
悩
ま
み
れ
の
ま
ま
、
お
念
仏
一

つ
で
、
お
浄
土
へ
参
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

先
月
か
ら
専
徳
寺
は

納
骨
堂
の
建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
。
来
年
七
月

が
完
成
予
定
で
す
。

「
お
墓
参
り
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
」

そ
ん
な
多
く
の
ご
門
徒
の
声
に
こ
た
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

専
徳
寺
を
あ
ず
か
る
住
職
と
し
て
、
こ
の
納

骨
堂
を
ご
縁
に
、
い
よ
い
よ
お
寿
司
の
よ
う
に

念
仏
の
教
え
を
味
わ
い
喜
ぶ
方
が
現
れ
る
事
、

法
座
へ
お
参
り
し
て
お
念
仏
申
す
ご
門
徒
が
、

も
ん
と

ま
す
ま
す
増
え
る
事
を
願
う
ば
か
り
で
す
。


