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第
十
九
則
「
倶
胝
一
指
頭
」
寐み

語ご

⑤　

現
代
の
達
磨
様

【
本ほ

ん

則そ
く

】
挙
。
倶
胝
和
尚

「
挙こ

す
。
倶ぐ

胝て
い

和お

尚し
ょ
う

」

【
著

じ
ゃ
く

語ご

】
有
什
麼
消
息
。
鈍
根
阿
師

「
な
ん
の
消
息
か
有
ら
ん
や
。
鈍ど
ん

根こ
ん

の
阿あ

師し

」

【
本
則
】
凡
有
所
問
、
只
竪
一
指

「
凡お
よ

そ
所し
ょ

問も
ん

有
れ
ば
、
只た
だ

一い
っ

指し

を
竪た

つ
」

【
著
語
】
這
老
漢
也
要
坐
断
天
下
人
舌
頭

「
這こ

の
老ろ
う

漢か
ん

也ま

た
天て
ん

下か

人に
ん

の
舌ぜ
っ

頭と
う

を
坐ざ

断だ
ん

せ
ん
こ
と
を
要よ
う

す
」

熱
則
普
天
普
地
、
寒
則
普
天
普
地
寒

「
熱ね
っ

す
る
と
き
は
則
す
な
わ

ち
普ふ

天て
ん

普ふ

地ち

熱ね
つ

す
、
寒か
ん

す
れ
ば
則
ち
普
天
普
地
寒か
ん

す
」

換
却
天
下
人
舌
頭

「
天
下
人
の
舌
頭
を
換か

ん

却き
ゃ
く

す
」

　
「
碧
巖
録
」は
北
宋
初
期
の
雪せ

つ

竇
ち
ょ
う

重
じ
ゅ
う

顕け
ん

禅ぜ
ん

師じ

（
九
二
〇
～
一
〇
五
二
）
が
「
景
徳

伝
灯
録
」
な
ど
の
語
録
か
ら
、
古
人
の

修
行
の
軌
跡
を
先
ず
百
則
選
ば
れ
、

そ
れ
を
「
本
則
」
と
云
い
ま
す
。

【
本
則
】「
挙
す
」
つ
ま
り
、
さ
あ
今
回

は
こ
れ
を
読
ん
で
み
よ
う
。
と
最
初
に

宣
言
さ
れ
、
呼
び
か
け
ら
れ
ま
す
。

　

倶
胝
和
尚
は
、
い
つ
で
も
、
誰
が

ど
こ
か
ら
来
て
も
、
答
え
は
決
ま
っ

て
い
ま
し
た
。

佛
道
修
行
に
関
す
る
質
問
な
ら
ば
何

も
言
わ
ず
に
、
黙
っ
て
指
を
一
本
立

て
る
だ
け
で
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
圜え

ん

悟ご

克こ
く

勤ご
ん

禅ぜ
ん

師じ

が

著
語
と
云
う
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
ま
す
。

【
著
語
】
倶
胝
和
尚
の
指
一
本
に
意
味

な
ど
あ
る
の
か
？
何
と
い
う
不
器
用

な
機
転
の
利
か
ぬ
和
尚
さ
ん
だ
。（
鈍

根
は
愚
か
な
働
き
で
す
が
、
こ
こ
で
は

愚
直
で
目
立
た
な
い
事
。
阿
師
は
親
し

み
の
気
持
ち
を
表
し
、
私
達
が
「
和
尚

さ
ん
」
と
か
「
お
坊
さ
ん
」
と
呼
ば
れ

る
の
と
同
じ
で
す
）

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
倶
胝
と
い
う
老

和
尚
は
指
一
本
で
全
て
の
人
を
黙
ら

せ
、
引
き
下
が
ら
せ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
が
、
一
体
ど
ん
な
手
段

を
使
え
ば
そ
う
な
る
の
か
？

「
熱
い
時
に
は
熱
い
が
よ
ろ
し
く
。
寒

い
時
に
は
寒
い
が
よ
ろ
し
く
」
と
良
寛

様
の
よ
う
に
全
て
を
い
た
だ
い
て
、

そ
こ
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
の
で

あ
る
が
、
例
え
ば
「
い
か
な
る
か
こ
れ

佛
」「
い
か
な
る
こ
れ
坐
禅
」「
い
か
な

る
か
こ
れ
人
生
」
と
何
を
尋
ね
て
も
、

黙
っ
て
一
本
の
指
を
見
せ
ら
れ
た
ら
、

問
う
た
人
は
そ
れ
を
数
字
の
「
一
」
か
、

順
番
の
「
一
」
か
、
そ
れ
と
も
倶
胝
和

尚
の
身
体
の
「
一
本
の
指
」
と
受
け
取

る
の
か
。
倶
胝
和
尚
は
一
本
の
指
で
、

み
ん
な
の
迷
い
も
不
安
も
葛
藤
も
包

み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ど

う
い
う
事
だ
ろ
う
か
。

　

十
月
十
四
日
秋
の
爽
や
か
な
一
日
、

三
十
一
世
村
上
德
存
老
師
の
退た

い

董と
う

式し
き

、

三
十
二
世
金
岡
潔
宗
老
師
の
晋し

ん

山さ
ん

式し
き

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
退
董
は
住
職
を

退
か
れ
、
晋
山
は
新
し
く
住
職
に
就

任
す
る
事
で
す
。

　

退
董
さ
れ
る
德
存
老
師
は
、
御
幼

少
の
頃
よ
り
瑞
應
寺
に
身
を
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。
長
年
に
わ
た
り
瑞
應
寺
、

ま
た
僧
堂
生
活
で
培

つ
ち
か

わ
れ
た
禅
僧
と

し
て
の
厳
し
さ
と
慈
悲
心
を
兼
ね
た

独
特
の
落
ち
着
き
と
雰
囲
気
は
、一
朝

一
夕
で
具
わ
る
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

德
存
老
師
の
法
要
の
お
姿
に
初
め
て
接

し
て
「
現
代
の
達
磨
様
に
出
会
い
ま
し

た
」と
感
激
さ
れ
た
方
が
あ
り
ま
し
た
。

も
う
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
の
で
す
。

　

瑞
應
寺
で
の
法
要
は
も
ち
ろ
ん
、

葬
儀
、
法
事
等
の
お
勤
め
も
德
存
老

師
で
な
け
れ
ば
、
あ
れ
だ
け
の
安
心

感
に
包
ま
れ
る
こ
と
は
無
い
で
し
ょ

う
。
た
だ
静
か
に
法
要
を
お
勤
め
さ

れ
る
、
そ
の
お
姿
だ
け
で
衆
生
が
済

度
さ
れ
る
の
で
す
。

そ
こ
に
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
の
深
い
信

頼
が
あ
り
ま
す
。

　

前
日
の
十
三
日
の
朝
、
山
門
の
階

段
を
掃
除
し
て
い
た
ら
、
男
性
の
お

参
り
の
方
が
法
要
の
準
備
の
様
子
を

見
て
、
開
口
一
番
「
德
存
さ
ん
本
当
に

や
め
る
ん
や
な
ァ
」
と
寂
し
そ
う
に
尋

ね
ら
れ
ま
し
た
。

　

僧
堂
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。
德
存

老
師
は
静
か
に
入
堂
さ
れ
ま
す
。

私
は
僧
堂
で
德
存
老
師
の
歩
か
れ
る

足
音
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

本
当
に
静
か
に
歩
み
を
運
ば
れ
ま
す
。

私
は
後ご

堂ど
う

単た
ん

に
対
面
で
坐
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

德
存
老
師
が
坐
に
上
が
ら
れ
ま
す

と
途
端
に
堂
内
が
引
き
締
ま
り
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
安あ

ん

心じ
ん

に
包
ま
れ
る

の
で
す
。

安
心
に
包
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

も
う
そ
れ
で
疑
問
も
不
安
も
迷
い
も
怖

れ
も
葛
藤
も
包
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の

で
す
。
そ
れ
は
言
葉
で
も
文
字
で
も
表

現
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
そ
の
眼
差
し
は
雪
舟
の
描

い
た
慧え

可か

断だ
ん

臂ぴ

図ず

の
達
磨
大
師
そ
の

ま
ま
で
す
。

こ
れ
は
慧
可
大
師
が
達
磨
大
師
に
入

門
さ
れ
る
時
、
腰
ま
で
積
も
る
雪
の

中
に
一
晩
中
立
ち
尽
く
し
、
つ
い
に
は

達
磨
大
師
に
歩
み
寄
り
、
自
ら
の
左
臂

を
切
り
落
と
し
て
差
し
出
し
、
よ
う

や
く
入
門
が
許
さ
れ
る
場
面
で
す
が
、

こ
の
切
り
落
と
さ
れ
た
左
臂
は
、
自

分
だ
け
が
救
わ
れ
る
た
め
の
求
道
で

は
な
く
自
分
を
空
し
く
し
て
衆
生
を

救
う
為
の
求
道
心
の
現
れ
で
す
。

　

そ
の
慧
可
大
師
に
対
す
る
達
磨
大

師
の
厳
し
さ
と
慈
悲
心
が
、
黙
っ
て

壁
に
向
か
っ
て
坐
す
達
磨
大
師
の
眼

差
し
に
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は

慧
可
大
師
の
達
磨
大
師
に
対
す
る
絶

対
の
帰き

依え

と
安あ
ん

心じ
ん

が
あ
り
ま
す
。

　

数
年
前
の
臘ろ

う

八は
つ

摂せ
っ

心し
ん

（
十
二
月
一
日

～
八
日
ま
で
の
集
中
坐
禅
）の
最
終
日

で
す
。
瑞
應
寺
で
は
十
二
月
七
日
の

夜
が
午
後
十
時
ま
で
、
そ
し
て
八
日

の
朝
は
三
時
振
鈴
で
如
常
に
勤
め
ま

す
。
そ
の
当
時
は
雲
水
さ
ん
も
十
名

ほ
ど
在
山
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の

最
終
日
の
午
前
三
時
過
ぎ
か
ら
の
暁

天
坐
禅
に
德
存
老
師
の
独
特
の
重
低

音
の
垂す

い

戒か
い

が
身
心
に
響
き
ま
す
。

後 

堂　

門　

原　

信　

典

碧へ

き

巌が

ん

録ろ

く

物も

の

語が
た
り

独ど

く

語ご 

【
二
十
四
】
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そ
し
て
坐
を
下
り
て
、
一
人
一
人
に

一い
ち

打だ

づ
つ
警
き
ょ
う

策さ
く

を
入
れ
て
励
ま
す
。

策さ
く

励れ
い

を
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
打
一
打
懇
ろ
に
打
た
れ
、
そ
し

て
警
策
を
横
に
し
て
一
人
一
人
に

深
々
と
問も

ん

訊じ
ん

さ
れ
ま
し
た
。
励
ま
す

と
云
う
よ
り
人
数
の
少
な
い
中
で
、

臘
八
摂
心
が
無
事
円
成
し
た
事
に
対

す
る
、
そ
の
感
謝
の
一
打
で
し
た
。

そ
の
お
姿
に
私
も
一
打
入
れ
て
い
た

だ
き
た
い
く
ら
い
、
胸
が
熱
く
な
っ

た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

一
人
一
人
の
修
行
僧
に
心
を
配
ら

れ
、叢そ

う

林り
ん

（
修
行
道
場
）の
行
ぎ
ょ
う

持じ

を
大
切

に
さ
れ
て
来
ら
れ
た
尊
い
お
姿
で
し

た
。
退
董
と
い
う
こ
と
で
住
職
は
退
か

れ
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
ど
う
か
ご
法

身
ご
自
愛
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
僧
堂

長
と
し
て
あ
た
た
か
く
見
守
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

達
磨
大
師
は
少
林
寺
で
九
年
間
た

だ
ひ
た
す
ら
壁
に
向
か
っ
て
坐
禅
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
宏わ

ん

智し

正
し
ょ
う

覚が
く

禅ぜ
ん

師じ

（
一
〇
九
一
～
一
一
五
七
）
は
「
寥り
ょ
う

々り
ょ
う

と
し

て
少

し
ょ
う

林り
ん

に
冷れ
い

坐ざ

し
、
黙も
く

々も
く

と
し
て
正
し
ょ
う

令れ
い

を
全ぜ
ん

提て
い

す
」
と
お
示
し
で
す
。
少
林

寺
で
の
孤
独
で
静
か
な
坐
禅
が
、
佛

法
の
全
体
を
提
示
し
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
倶
胝
和
尚
の
一
本
の
指
も

佛
法
の
全
体
で
し
た
。

　

倶
胝
和
尚
が
差
し
出
し
て
こ
そ
の

一
指
頭
で
し
た
。 

（
続
く
）

し
か
し
デ
ン
プ
ン
が
中
心
で
た
ん
ぱ
く

質
の
量
が
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
肉
、
魚
に
代
わ
る
高
た

ん
ぱ
く
の
「
豆ま

め

類る
い

」「
ナ
ッ
ツ
類
」「
植
物

の
種た

ね

」
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
る
の
で

す
が
、
こ
れ
ら
の
食
材
の
特
徴
を
上

の
表
に
ま
と
め
ま
し
た
。
具
体
的
に
は

ダ
イ
ズ
、
レ
ン
ズ
豆
、
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
、

ク
ル
ミ
、
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
、
ア
ー
モ
ン
ド
、

麻あ
さ

の
実
、
カ
ボ
チ
ャ
の
種
な
ど
を
摂
取

す
れ
ば
、
た
ん
ぱ
く
質
を
「
総
量
」
と

し
て
は
十
分
補お

ぎ
な

え
ま
す
。

【
カ
ギ
と
な
る
ア
ミ
ノ
酸
「
リ
ジ
ン
」】

　

問
題
な
の
は
、
植
物
由
来
の
た
ん

ぱ
く
質
に
含
ま
れ
る
ア
ミ
ノ
酸
の

構こ
う

成せ
い

率り
つ

な
の
で
す
。
た
ん
ぱ
く
質
は

小
さ
な
ア
ミ
ノ
酸
が
つ
な
が
っ
た

「
集
合
体
」
で
す
が
、
体
の
中
に
入
る

と
消
化
さ
れ
、
完
全
に
ば
ら
ば
ら
の

ア
ミ
ノ
酸
に
な
っ
て
か
ら
、
目
的
と

す
る
た
ん
ぱ
く
質
に
再さ

い

編へ
ん

成せ
い

さ
れ
ま

す
。
ヒ
ト
の
た
ん
ぱ
く
質
を
構
成
す

る
ア
ミ
ノ
酸
に
は
20
種
類
ほ
ど
あ
り

　

引
き
続
き
菜さ

い

食し
ょ
く

の
お
話
で
す
。
本
稿

で
は
「
菜
食
と
栄え

い

養よ
う

」
に
つ
い
て
、
特
に

た
ん
ぱ
く
質し

つ

と
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
を
取
り

あ
げ
て
説
明
し
ま
す
。

【
菜
食
は
栄
養
不
良
？
】

　

毎
日
の
食
事
で
こ
れ
だ
け
を
食
べ
れ

ば
良
い
と
い
う
、
完
全
な
食
材
は
あ
り

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
様
々
な
食
材
を

組
み
合
わ
せ
る
わ
け
で
す
が
、
食
材
の

種
類
を
制
限
し
て
い
け
ば
、
栄
養
の

バ
ラ
ン
ス
が
崩く

ず

れ
や
す
く
な
る
こ
と
は

明
ら
か
で
す
。
健
康
目
的
の
菜
食
も
、

や
り
方
が
悪
け
れ
ば
栄
養
不
足
で
体
を

壊こ
わ

し
ま
す
。

　

完ヴ

ィ

ー

ガ

ン

全
菜
食
で
不
足
し
が
ち
な
栄え

い

養よ
う

素そ

と
し
て
、
た
ん
ぱ
く
質し

つ

、
リ
ノ
レ
ン
酸さ

ん

、

鉄て
つ

、
亜あ

鉛え
ん

、
カ
ル
シ
ウ
ム
、
ビ
タ
ミ
ン

Ｂ
12
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
の
七
項
目
が
挙あ

げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
少
々
工
夫
す

れ
ば
、
こ
れ
ら
は
決
し
て
不
足
し
ま

せ
ん
。
⑴

【
た
ん
ぱ
く
質
は
不
足
し
な
い
？
】

　

そ
の
一
方
で
、「
た
ん
ぱ
く
質
は
不
足

し
な
い
の
か
？
」
と
い
う
質
問
に
よ
く

遭そ
う

遇ぐ
う

し
ま
す
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
植
物

由
来
の
食
材
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ

れ
ば
十
分
な
た
ん
ぱ
く
質
が
摂せ

っ

取し
ゅ

で

き
ま
す
。

　

や
や
特
殊
な
例
で
す
が
、
毎
日
の

食
事
に
特
段
の
注
意
が
払は

ら

わ
れ
る
ボ
デ
ィ

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
世
界
で
は
、
大
勢
の

完ヴ

ィ

ー

ガ

ン

全
菜
食
の
選
手
達
が
筋
肉
の
美
し
さ

を
競き

そ

っ
て
お
り
、筋
肉
作
り
に
関
し
て
、

菜
食
が
全

ま
っ
た

く
遜そ

ん

色し
ょ
く

の
な
い
食
習
慣
で

あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
ま
す

（
写
真
）。
⑵

　

私
た
ち
が
日
常
よ
く
食
べ
る
白
米
、

う
ど
ん
、
パ
ン
な
ど
の
精せ

い

製せ
い

さ
れ
た

穀こ
く

類る
い

は
、
味
は
良
く
入
手
し
や
す
い
。

　

た
ん
ぱ
く
質し

つ

は
足た

り
て
ま
す

　
　
　
　

菜さ
い

食し
ょ
く

で
足
り
な
い
の
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12

髙
岩
寺　

来く
る　

馬ま　

明め
い　

規き

東
京
巣
鴨
と
げ
ぬ
き
地
蔵
尊
髙
岩
寺
住
職
・
医
師
・
医
学
博
士

東
北
福
祉
大
学
客
員
教
授　

日
本
禁
煙
学
会
役
員

ま
す
が
、
そ
の
う
ち
ヒ
ト
が
自じ

前ま
え

で

合
成
で
き
な
い
９
種
類
の
「
必ひ

っ

須す

ア
ミ
ノ
酸
」
を
そ
れ
ぞ
れ
十
分

0

0

0

0

0

0

に

調ち
ょ
う

達た
つ

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
一
般
的
な
植
物
の
た
ん
ぱ
く

質
は
、
必
須
ア
ミ
ノ
酸
の
「
リ
ジ
ン
」

を
あ
ま
り
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。
植
物
の

た
ん
ぱ
く
質
は
、
ア
ミ
ノ
酸
の
構
成
、

配
分
が
動
物
と
は
ち
が
う
の
で
す
。

　

動
物
由
来
の
た
ん
ぱ
く
質
を
食
べ
れ

ば
、
す
べ
て
の
必
須
ア
ミ
ノ
酸
を
苦
労

な
く
摂
取
で
き
る
と
こ
ろ
を
、
植
物

由
来
限
定
に
す
る
た
め
に
は
少
々
注
意

が
必
要
で
す
。日
常
に
消
費
す
る
小
麦
・

白
米
・
じ
ゃ
が
い
も
な
ど
は
、た
ん
ぱ
く

質
の
総
量
が
少
な
い
う
え
に
、
リ
ジ
ン

が
少
な
く
、「
ア
ミ
ノ
酸
の
構
成
」
と

い
う
点
で
も
優
れ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
豆
類
、
特
に
ダ
イ
ズ
は
他
の

植
物
由
来
の
食
材
よ
り
も
高
た
ん
ぱ
く

で
、
リ
ジ
ン
が
豊
富
で
す
の
で
、
積
極
的

に
摂と

る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
ま
す
。
写
真

の
デ
ル
ガ
ド
選
手
も
ダ
イ
ズ
を
食
べ

て
、
金こ

ん

剛ご
う

力り
き

士し

像
の
よ
う
な
見
事
な

筋
肉
を
そ
な
え
て
い
ま
す
。

【
目
立
た
な
い
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
】

　

次
に
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
は
「
メ
チ

コ
バ
ー
ル
」
の
商
品
名
で
親し

た

し
ま
れ
、

神
経
痛
な
ど
に
処
方
さ
れ
る
こ
と
の

多
い
ビ
タ
ミ
ン
で
す
。
遺
伝
子
の
合
成

に
必
須
の
物
質
で
、
不
足
す
る
と
重
い

貧
血
で
だ
る
く
な
り
、
手
足
の
し
び
れ

や
抑よ

く

う
つ
、
認に

ん

知ち

症し
ょ
う

も
み
ら
れ
ま
す
。

ヴ
ィ
ー
ガ
ン

完ヴ

ィ

ー

ガ

ン

全
菜
食
の
ボ
デ
ィ
ビ
ル
ダ
ー

　
　
ニ
マ
イ
・
デ
ル
ガ
ド
選
手
⑵
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
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八
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七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

和
合
の
功
徳
は

　
　
　
　
　
僧
宝
な
り
　

　

十
月
に
入
り
衣
替
え
の
季
節
と
な

り
ま
し
た
が
、
日
中
は
陽
射
し
が
ま

だ
ま
だ
強
く
、
残
暑
と
い
う
よ
り
未

だ
夏
日
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、
お

彼
岸
の
後
半
か
ら
は
色
な
き
風
が
吹

き
始
め
、
朝
晩
を
中
心
に
秋
の
気
配

を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

瑞
應
寺
で
、
毎
朝
の
お
勤
め
で
お

唱
え
し
て
い
る
『
永
平
高
祖
弁
道
法
』

と
い
う
、
僧
堂
（
坐
禅
堂
）
を
中
心
と

し
た
修
行
道
場
で
の
生
活
を
示
さ
れ

た
お
経
の
一
節
に
、「
動ど

う

静
じ
ょ
う

大だ
い

衆し
ゅ

に
一

如
し
、
死し

生
し
ょ
う

叢そ
う

林り
ん

を
は
な
れ
ず
。
群

を
抜
け
て
益や

く

な
し
、
衆し

ゅ

に
た
ご
う
は

　

と
こ
ろ
が
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
は
、
他
の

水
溶
性
ビ
タ
ミ
ン
と
異
な
り
、
細
胞

の
中
で
備
蓄
さ
れ
る
た
め
、
不
適
切

な
食
事
を
始
め
て
も
、
数
年
経た

た
な

い
と
欠
乏
の
症
状
が
現
れ
ず
、
気
づ

か
れ
に
く
い
の
で
す
。

【
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
は
微
生
物
由
来
】

　

実
は
私
た
ち
が
摂
取
す
る
ビ
タ
ミ
ン

Ｂ
12
の
ほ
と
ん
ど
は
微び

生せ
い

物ぶ
つ

が
作
り

出
し
た
も
の
で
す
。
植
物
は
ビ
タ
ミ
ン

Ｂ
12
が
不
要
で
す
の
で
、
野
菜
に
は
含

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
肉
類
に
十
分
な

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
が
含
ま
れ
て
い
る
の

は
、
微
生
物
由
来
の
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
が

動
物
に
よ
っ
て
濃の

う

縮し
ゅ
く

さ
れ
て
い
る
か

ら
で
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
ら
微
生
物

の
作
っ
た
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
を
肉に

く

食じ
き

を

介
し
て
享

き
ょ
う

受じ
ゅ

し
て
い
ま
す
。
私
た
ち

が
普
通
に
肉に

く

食じ
き

、
雑ざ

っ

食し
ょ
く

を
す
る
限
り
、

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
不
足
に
は
な
ら
ず
、そ
の

存
在
を
意
識
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
厳
格
な
菜
食
で
は
、ビ
タ
ミ
ン

Ｂ
12
を
食
材
か
ら
摂
取
す
る
方
法
が

ほ
と
ん
ど
な
く
、
現
状
で
は
菜ヴ

ィ
ー
ガ
ン

食
人

は
サ
プ
リ
メ
ン
ト
で
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12

を
摂
取
す
る
よ
う
に
推
奨
さ
れ
て
い

ま
す
。
⑴
、
⑶

　

そ
れ
で
は
草そ

う

食し
ょ
く

動ど
う

物ぶ
つ

た
ち
が
ビ
タ

ミ
ン
Ｂ
12
不
足
に
は
な
ら
な
い
の
は

な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
？

　

そ
れ
は
胃
腸
が
「
ビ
タ
ミ
ン
製
造

工
場
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
で
釈
尊
の
前
世
と

し
て
登
場
す
る
、
菜
食
の
大
先
輩

ウ
シ
と
ウ
サ
ギ
の
ビ
タ
ミ
ン
事
情
を

示
し
ま
す
。

【
ウ
シ
は
反は

ん

芻す
う

胃い

が
発は

っ

酵こ
う

タ
ン
ク
】

　

ウ
シ
は
「
反は

ん

芻す
う

動ど
う

物ぶ
つ

」
と
言
わ
れ
ま

す
が
、
反は

ん

芻す
う

と
は
「
一
度
飲
み
込
ん

だ
食
物
を
口
の
中
に
戻
し
て
噛か

み
直な

お

し
、
再
び
飲
み
込
む
こ
と
」
で
す
。

ウ
シ
は
繊せ

ん

維い

質し
つ

の
多
い
牧
草
を
く
り

返
し
噛か

ん
で
消

し
ょ
う

化か

液え
き

と
混ま

ぜ
合あ

わ
せ
、

消
化
吸
収
を
よ
く
す
る
た
め
に
四
つ

の
胃
袋
を
持
っ
て
い
る
と
一
般
に
認
識

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
胃
の
中
に
有
用
な

微
生
物
を
招ま

ね

き
入
れ
、
消
化
補
助
の
み

な
ら
ず
、
た
ん
ぱ
く
質
や
ビ
タ
ミ
ン

Ｂ
12
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
栄
養
素
を

作
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

【
ウ
サ
ギ
は
盲も

う

腸ち
ょ
う

が
ビ
タ
ミ
ン
工
場
】

　

ウ
サ
ギ
は
反は

ん

芻す
う

し
な
い
か
わ
り
に
、

大
腸
の
か
た
ち
が
複
雑
で
す
。
人
間

で
は
５
セ
ン
チ
ほ
ど
に
退た

い

化か

し
て
し

ま
っ
た
「
盲も

う

腸ち
ょ
う

」
が
、
40
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
も
あ
り
、
そ
の
な
か
で
食
物
が

発
酵
し
て
栄
養
の
吸
収
を
助
け
る
の
み

な
ら
ず
、ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
12
を
初
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
栄
養
素
が
製
造
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
盲
腸
で
作
ら
れ
た

ビ
タ
ミ
ン
類
は
そ
の
場
で
吸
収
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
盲
腸
か
ら

出
て
き
た
栄
養
豊
富
な
糞ふ

ん

を
、ふ
た
た

び
食
べ
て
し
ま
う
の
で
す
！
こ
れ
は

「
食

し
ょ
く

糞ふ
ん（

コ
プ
ロ
フ
ァ
ジ
ー
）」と
呼
ば
れ
、

ウ
サ
ギ
が
健
康
を
維
持
す
る
た
め
の

必
須
の
行
動
で
す
。
食
糞
と
は
「
食
物

を
胃
腸
に
二
回
通
し
て
栄
養
を
し
っ

か
り
吸
収
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、厳き

び

し
い

自
然
界
で
か
よ
わ
い
ウ
サ
ギ
が
身
に

つ
け
た
究

き
ゅ
う

極き
ょ
く

の
生
き
残
り
戦
略
な
の

で
す
。

【
ま
と
め
】

　

菜
食
を
始
め
る
と
き
は
、
た
ん
ぱ

く
質
の
「
量
」
と
「
構
成
」
に
注
意
し
、

豆
や
ナ
ッ
ツ
を
適
切
に
摂
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
栄
養
不
足
を
避
け
る
た

め
に
、
最
初
は
卵
と
牛
乳
を
含
め
た

菜
食
か
ら
始
め
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の

併
用
も
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。
私
た

ち
の
か
ら
だ
は
釈
尊
の
前
世
に
も
及

ば
な
い
存
在
で
す
か
ら
…

【
参 

考
】

⑴  

ま
る
ご
と
解
説 

ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
＆

ヴ
ィ
ー
ガ
ン
の
世
界
．
福
音
社 2024

．

儀
な
ら
ず
。」
と
い
う
み
教
え
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
道
場
で
の
日
常
生

活
で
は
、
一
緒
に
修
行
し
て
い
る
仲

間
と
同
じ
行
動
を
し
、
生
死
を
超
え

た
限
り
の
無
い
修
行
を
続
け
る
。
周

り
の
仲
間
を
出
し
抜
い
た
と
し
て
も
、

な
ん
の
利
益
も
な
く
、
仲
間
と
異
な

る
行
動
を
し
て
い
た
の
で
は
、
修
行

道
場
で
の
正
し
い
振
る
舞
い
と
は
言

え
な
い
。
と
い
う
教
え
で
す
。
抜
群

と
い
う
と
、
優
秀
さ
を
表
す
こ
と
ば

で
す
が
、
こ
こ
（
修
行
道
場
）
で
は
、

と
に
か
く
自
分
だ
け
が
こ
と
さ
ら
変

わ
っ
た
事
を
せ
ず
、
皆
と
一
緒
に
行

動
す
る
の
が
肝
要
で
あ
る
。
と
、
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

瑞
應
寺
で
は
、
以
前
と
変
わ
ら
な

⑵  

ニ
マ
イ
・
デ
ル
ガ
ド
選
手
（
米
国
）

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
家
庭
で
、
誕
生

時
か
ら
菜
食
で
育
ち 

ボ
デ
ィ
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
の
大
会
優
勝
も
多
数
．
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鐘 

声

　

十
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

六　

日　

住
友
供
養

十
四
日　

退
董
式
・
晋
山
式

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗　

日　

略
布
薩

　

十
一
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

三　

日　

日
曜
参
禅
会

四　

日　

達
磨
忌
逮
夜

五　

日　

達
磨
忌
正
當

十　

日　

金
毘
羅
秋
大
祭

十
二
日　

参
玄
会
（
十
四
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日　

太
祖
降
誕
会

丗　

日　

略
布
薩

■   

両
祖
忌

　

九
月
二
十
九
日
（
日
）、
高
祖
道
元

禅
師
、
太
祖
瑩
山
禅
師
の
御
征
忌

に
あ
た
る
。
前
晩
に
特
為
献
湯
を

厳
修
。
当
日
に
献
粥
諷
経
、
正
当

献
供
諷
経
を
金
岡
山
主
導
師
の
も

と
如
常
に
修
行
さ
れ
た
。

■   

住
友
供
養

　

十
月
六
日
（
日
）
毎
年
恒
例
の
住
友

供
養
と
し
て
、
別
子
銅
山
殉
職
者

並
び
に
、
新
居
浜
住
友
連
係
会
社

殉
職
者
の
追
悼
法
要
が
開
催
さ
れ

た
。
金
岡
山
主
、
眞
光
寺
様
、
慶
正

寺
様
の
三
導
師
、
合
山
清
衆
随
喜

に
て
施
食
供
養
、
系
列
十
一
社
代

表
に
よ
る
焼
香
、
回
向
中
の
読
立

供
養
に
て
殉
職
者
諸
精
霊
の
大
法

要
が
厳
修
さ
れ
た

　

瑞
應
寺
で
の
安
居
生
活
は
厳
し

く
も
あ
り
心
身
共
に
成
長
さ
せ
て

く
れ
ま
し
た
。「
大
衆
一
如
」
年
齢
、

学
歴
等
と
い
っ
た
し
が
ら
み
を

捨
て
雲
水
の
皆
と
共
に
生
活
し
、

修
行
を
す
る
。「
抜
群
無
益
」
文
字

通
り
群
（
雲
水
）
と
共
に
行
動
し

な
け
れ
ば
益
（
成
長
）
は
無
い
と

い
う
こ
と
で
、
自
我
を
捨
て
定
め

ら
れ
た
修
行
を
雲
水
全
員
で
行
う

こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
は
多
く
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
一
日
一

日
大
切
に
し
、
精
進
し
て
い
こ
う

と
思
い
ま
す

 

副
堂　

陸 

生　

■   

退
董
式
・
晋
山
式

　

十
月
十
四
日
（
月
）、
三
十
一
世

村
上
德
存
大
和
尚
の
退
董
式
並
び

に
三
十
二
世
金
岡
潔
宗
大
和
尚
の

晋
山
式
が
行
わ
れ
た
。

　

当
日
は
、
晴
天
に
恵
ま
れ
、
ひ

か
り
幼
稚
園
園
児
五
十
名
に
よ
る

稚
児
行
列
、
約
一
五
〇
名
の
寺
院

が
随
喜
し
、
多
く
の
檀
信
徒
の
参

列
が
あ
り
無
事
円
成
し
た
。

い
日
程
で
修
行
を
続
け
て
い
る
の
で

す
が
、
常
時
二
、三
十
人
修
行
し
て
い

た
頃
と
、
今
の
数
人
で
の
修
行
と
で

は
、
朝
晩
の
坐
禅
や
行
持
は
皆
一
緒

で
、
日
中
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
担
す
る

公
務
を
各
自
で
こ
な
し
て
い
る
。
と

い
っ
た
状
況
で
、
か
え
っ
て
「
大
衆
一

如
」
と
は
？
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
機
会

が
ふ
え
ま
し
た
。
と
は
言
え
、
私
自

身
も
瑞
應
寺
と
自
分
の
お
寺
と
を
行

き
来
す
る
身
で
、
自
分
の
お
寺
の
行

事
を
済
ま
せ
た
ら
、
皆
と
出
来
る
だ

け
大
衆
一
如
に
修
行
す
る
と
い
う
配

役
。
ま
だ
ま
だ
、
若
い
つ
も
り
な
の

で
す
が
、
本
当
に
若
い
雲
納
（
修
行
僧
）

さ
ん
方
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
く
、
雲

納
さ
ん
の
励
ま
し
を
受
け
、
こ
れ
が

和
合
の
功
徳
か
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
な

が
ら
、
な
ん
と
か
勤
め
さ
せ
て
頂
い

て
い
る
配
役
。
そ
う
ゆ
う
配
役
な
の

で
、
こ
の
配
役
の
勤
め
方
が
、
い
ま

の
自
分
の
修
行
の
し
ど
こ
ろ
な
の
だ

と
、
秋
の
夜
長
に
ふ
と
思
う
の
で
あ

り
ま
し
た
。

　

近
年
は
春
と
秋
が
と
て
も
短
く

な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

す
、
皆
様
が
そ
れ
ぞ
れ
の
秋
を
ご
堪

能
い
た
だ
け
る
こ
と
を
ご
祈
念
し
て

お
り
ま
す
。

 

瑞
應
寺
専
門
僧
堂 

維
那　

吉
松 

聖
博

�

令
和
六
年
十
月
一
日
～
十
日

令
和
七
年
一
月
二
日
㈭

　
　
　
　
　
午
前
九
時
～

講
書
始

先
月
の
銀
杏
九
一
五
月
号
に

お
い
て
、

村
上
德
存
師
の
お
名
前
に
誤
り

が
有
り
ま
し
た
。

深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。


