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第
十
九
則
「
倶
胝
一
指
頭
」
寐み

語ご

③

【
所
以
道
、
如
斬
一
綟
糸
、
一
斬
一
切

斬
。
如
染
一
綟
糸
、
一
染
一
切
染
】

「
所ゆ

え以
に
道い

う
、
一い

ち

綟れ
い

糸し

を
斬
る
が
如

し
、
一い

ち
ざ
ん
い
っ
さ
い
ざ
ん

斬
一
切
斬
。
一
綟
糸
を
染
む

る
が
如
し
、
一い

ち

染せ
ん

一い
っ
さ
い切
染せ

ん

」

　

綟
糸
と
は
、
粗あ

ら

麻あ
さ

を
績つ

む

い
だ
糸
の

事
だ
そ
う
で
す
。
一
束
の
糸
。
束
ね

て
い
る
所
を
切
断
す
れ
ば
糸
は
一
本

一
本
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

一
か
所
を
染
め
れ
ば
全
部
一
色
に
染

ま
っ
て
し
ま
う
。

　

禅
学
大
辞
典
に
は
「
綟
糸
は
も
え
ぎ

色
に
染
め
た
糸
の
事
で
迷
妄
の
根
源

で
あ
る
煩
悩
の
事
」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
粗
麻
を
績
い
だ
一
束
の
糸

の
事
と
し
て
読
ん
で
い
き
ま
す
。

【
無
数
の
つ
っ
か
い
棒
】

　

島
根
県
安
来
市
出
身
の
陶
芸
家

河
井
寛
次
郎
さ
ん
は
、
陶
芸
の
ほ
か
、

彫
刻
、
デ
ザ
イ
ン
、
書
、
詩
、
詞
、

随
筆
な
ど
の
分
野
で
も
作
品
を
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

お
亡
く
な
り
に
な
る
直
前
に
遺の

こ

し

た「
饗

き
ょ
う
お
う応
不ふ

じ
ん尽
」と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。

「
無
数
の
つ
っ
か
い
棒
に
支
え
ら
れ
て

い
る
生
命
。

時
間
の
上
を
歩
い
て
い
る
生
命
。

自
分
に
会
い
た
い
吾
等
。

顧
み
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら

歓
待
を
受
け
て
い
る
吾
等
。

こ
の
世
に
お
客
様
に
招
か
れ
て
来

て
い
る
吾
等
。

見
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の
も
の　

食
べ

き
れ
な
い
ご
ち
そ
う
。

こ
の
ま
ま
が
往
生
で
な
か
っ
た
ら
、

寂
光
浄
土
な
ん
か
ど
こ
に
あ
る
だ

ろ
う
」

　

皆
さ
ん
は
ど
う
読
ま
れ
ま
す
か
？

そ
れ
ぞ
れ
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
こ
ろ
で
す
が
、「
無
数
の
つ
っ
か

い
棒
」
が
「
一
束
の
糸
」
で
す
。
つ
っ

か
い
棒
も
、
糸
の
数
も
無
限
で
す
。

み
ん
な
豊
か
な
生
命
に
包
ま
れ
て
生

か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
一
塵
挙お

こ
っ
て
大
地
収
ま
り
」
そ
の

収
ま
っ
て
い
る
大
地
と
は
何
で
し
ょ
う
。

　
「
一い

っ

即そ
く

一い
っ
さ
い切
」「
一い

っ
さ
い切
即そ

く
い
ち一
」
と
云
う

禅
語
が
あ
り
ま
す
が
、「
私
」
を
生
き
て

い
る
の
は
「
私
の
身
心
」
で
あ
り
、
そ

の
「
私
の
身
心
」
を
支
え
て
い
る
の
は
、

太
陽
、
水
、
空
気
、
山
川
草
木
も
含
む

一
切
の
生
命
・
時
間
・
空
間
・
出
会
い

で
す
。
以
前
よ
り
私
は
「
無
限
」
と
表

現
し
て
い
ま
す
が
、「
一
切
」
も
同
じ
、

一
本
一
本
の
無
限
の
糸
が
「
私
」
で
す
。

【
選

せ
ん
ぶ
つ
じ
ょ
う

佛
場
】

　

そ
し
て
、
こ
の
一
束
の
糸
の
一
点

を
染
め
れ
ば
あ
っ
と
い
う
間
に
全
て

同
じ
色
に
染
ま
っ
て
し
ま
う
。
ど
ん

な
色
に
染
め
る
か
。
圜え

ん

悟ご

禅
師
は
、

私
達
が
佛
行
を
実
践
す
る
と
束
ね
た

糸
の
一
本
一
本
が
立
ち
ど
こ
ろ
に
佛

色
に
染
ま
る
と
云
わ
れ
る
の
で
す
。

　

作さ

佛ぶ
つ

と
云
い
ま
す
が
、
字
書
に
は

「
作つ

く

り
佛

ほ
と
け

」
と
あ
り
ま
し
た
。
佛
像
を

作
り
出
す
こ
と
で
す
が
、
作
佛
の
修
行

と
は
み
佛
様
が
こ
の
私
の
身
心
を
佛
様

に
作
り
あ
げ
て
下
さ
る
事
で
す
。

　

瑞
応
寺
の
僧
堂
に
は
月げ

っ

舟
し
ゅ
う

禅ぜ
ん
じ師

が

揮
毫
さ
れ
た
「
選
佛
場
」
の
額
が
掲
げ

て
あ
り
ま
す
。

　

僧
堂
は
み
佛
様
が
み
佛
様
を
選
び

出
す
道
場
で
す
。
私
達
が
坐
禅
出
来

る
事
が
み
佛
様
に
選
び
出
さ
れ
て
い

る
証
拠
で
す
。
そ
れ
が
一
束
の
糸
で

あ
り
、坐
禅
と
い
う「
第
一
義
」が
あ
っ

て
こ
そ
、
全
て
の
行
い
が
み
佛
様
の

行
い
に
な
る
の
で
す
。
坐
禅
が
全
て

の
糸
を
佛
色
に
染
め
る
の
で
す
。

【
焼
香
】

　

私
は
葬
儀
の
際
に
、
短
い
時
間
で

す
が
い
ろ
い
ろ
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

葬
儀
社
の
司
会
の
方
が
「
お
別
れ

の
御
焼
香
」
と
ご
案
内
さ
れ
ま
す
。

何
故
焼
香
が
お
別
れ
に
成
る
の
か
？

何
故
焼
香
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
香
」
は
五
供
養
の
一
つ
で
、
一
般

的
に
「
香
」「
花
」「
灯
明
」「
水
」「
飲
食
」

の
五
つ
の
お
供
え
物
の
事
で
す
。 

こ
れ
ら
は
「
五ご

供く
う

」
と
も
呼
ば
れ
、
先

祖
供
養
の
基
本
で
す
。そ
の
中
の「
花
」

は
み
佛
様
の
慈
悲
、「
灯
明
」
は
智
慧

を
表
し
ま
す
。

　

そ
し
て
「
香
」
は
道
場
を
浄
ら
か
に

す
る
の
が
目
的
で
す
が
、
み
佛
様
の

教
え
そ
の
も
の
で
す
。
梅
花
流
詠
賛

歌
の
追
善
供
養
御
和
讃
の
四
番
に

「
ま
い
ら
す
香
に
包
ま
れ
て
」
と
い
う

歌
詞
が
あ
り
ま
す
。
み
佛
様
の
教
え

が
ど
ん
な
人
で
も
、
ど
ん
な
所
で
も

煙
の
よ
う
に
隅
々
ま
で
行
き
渡
り
、

包
み
込
ん
で
身
心
共
に
浄
ら
か
に
成

る
の
で
す
。
香
は
消
臭
剤
で
も
芳
香

剤
で
も
無
い
の
で
す
。

　

浄
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
は
善
い

香
り
も
悪
い
匂
い
も
包
み
込
む
、
こ

こ
が
大
切
で
す
。

　

悪
い
匂
い
だ
け
を
消
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
の
で
す
。
是
非
、
善
悪
、

正
邪
、
曲
直
、
都
合
の
良
し
悪
し
、

好
き
嫌
い
、
即
ち
あ
ら
ゆ
る
葛
藤
を

み
佛
様
の
教
え
が
包
み
込
む
の
で
す
。

葛
藤
か
ら
こ
そ
生
き
生
き
と
し
た
豊

か
な
生
命
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

　

葬
儀
の
時
の
御
焼
香
は
、
故
人
と

共
に
み
佛
様
の
教
え
を
頂
き
ま
す
と

い
う
誓
願
で
す
。

【
願
わ
く
は
我わ

れ
ら等
と
衆し

ゅ
じ
ょ
う生
と
皆み

な

共と
も

に

佛ぶ
つ

道ど
う

を
成

じ
ょ
う

ぜ
ん
こ
と
を
】

　
「
正

し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

八は
ち

大だ
い

人に
ん

覚が
く

」
に
次
の
お

示
し
が
あ
り
ま
す
。

　
「
聞も

ん

思し

修し
ゅ

を
起お

こ
す
を
智ち

慧え

と
い

う
」「
聞も

ん

思し

修し
ゅ

證し
ょ
う

」
と
も
云
い
ま
す
が
、

「
證
」
は
悟
り
、
菩
提
と
い
う
意
味
で

す
。
昔
か
ら
の
歌
に
「
耳み

み

に
聞き

き　

心こ
こ
ろ

に
思お

も

い　

身み

に
修し

ゅ

せ
ば　

い
つ
か

菩ぼ

提だ
い

に
入い

り
あ
い相
の
鐘か

ね

」
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。
聞
く
だ
け
で
は
な
い
。
思

う
だ
け
で
は
な
い
、
こ
の
身
に
修
め

る
。
こ
れ
が
私
達
の
願
う
成

じ
ょ
う

佛ぶ
つ

、
成

じ
ょ
う

佛ぶ
つ

道ど
う

で
す
。

　
「
入
相
の
鐘
」
と
い
う
の
は
夕
暮
れ

の
鐘
で
す
。
太
陽
が
山
や
地
平
線
や

海
に
沈
ん
で
い
く
様
子
を
表
し
て
い

ま
す
。
み
佛
様
の
世
界
に
沈
ん
で
い

く
、
入
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
「
菩
提

に
入
る
」
と
「
入
相
の
鐘
」
と
言
葉
を

か
け
て
あ
る
の
で
す
が
、
此
の
「
入

相
の
鐘
」
は
聞
く
人
全
て
を
佛
道
に

導
く
鐘
の
音
で
す
。
そ
こ
に
誓
願
が

無
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
佛
道
を

身
に
修
め
な
け
れ
ば
「
入
相
の
鐘
」
に

な
り
ま
せ
ん
。
鐘
の
音
は
み
佛
様
の

声
、
で
す
か
ら
み
佛
様
に
私
を
修
め
て

い
た
だ
く
の
で
す
。
そ
し
て
私
達
は

あ
く
ま
で
も
、
衆
生
と
み
な
共
に

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
二
】



第912号　（2）令和６年７月１日 い　ち　ょ　う

み
佛
様
に
導
い
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

【
聖

し
ょ
う
た
い
だ
い

諦
第
一い

ち
ぎ義
】

　

こ
れ
も
前
回
の
武
帝
と
達
磨
大
師

の
問
答
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。

　

右
の
手
と
左
の
手
を
合
わ
せ
る
合

掌
の
姿
。こ
の
働
き
が「
一
」つ
ま
り「
第

一
義
」
で
す
。「
一
綟
糸
」
で
す
。
真し

ん
た
い諦

と
俗ぞ

く
た
い諦
と
云
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

真
諦
は
み
佛
様
の
事
、
俗
諦
は
い
つ

も
迷
っ
て
い
る
私
達
。
凡
夫
で
あ
る

私
が
み
佛
様
の
行
を
修
め
る
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
も
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
合
掌
を
説

明
す
る
歌
に
「
右み

ぎ

佛ほ
と
け　

左
ひ
だ
り

我わ
れ

と
合あ

わ

す
手て

の　

中な
か

ぞ
尊

と
う
と

き　

南な

無む

の
一ひ

と

声こ
え

」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
合
掌
の
姿

が
「
聖
諦
」
で
す
。
合
わ
せ
た
手
は
右

の
手
で
も
あ
り
、
左
の
手
で
も
あ
る
。

右
だ
け
左
だ
け
と
言
え
ま
せ
ん
。
合

掌
こ
そ
み
佛
様
の
お
姿
、
お
ろ
そ
か

に
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
坐
禅
の
姿

で
す
。
一
光
老
師
は
「
右
の
足
を
左

の
も
も
の
上
に
置
き
、
左
の
足
を
右

の
も
も
の
上
に
置
く
、
不ふ

二に
い
っ
た
い

一
体
と

な
っ
て
、
右
と
も
左
と
も
い
え
な
い
。

ど
ち
ら
で
も
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
で
も

な
い
。
右
は
右
で
、
右
を
超
え
、
左

は
左
で
左
を
脱だ

つ
ら
く落

す
る
」
と
お
示
し

で
し
た
。
聖
諦
と
は
葛
藤
を
包
み
込

ん
だ
「
一
」
の
姿
で
す
。
み
佛
様
の
眼

か
ら
見
れ
ば
、
ど
ん
な
人
で
も
、
辛

く
て
も
悲
し
く
て
も
、
真
諦
も
俗
諦

も
無
く
、
み
ん
な
聖
諦
で
す
。
倶
胝

和
尚
は
、
そ
れ
を
一
本
の
指
で
示
さ

れ
ま
し
た
。 

（
続
く
）

に
登
場
す
る
チ
タ
ン
神
族
の
巨
人
で
す

が
、
ゼ
ウ
ス
率ひ

き

い
る
オ
リ
ン
ポ
ス
神
族

と
の
戦
い
に
敗
れ
、
罰
と
し
て
西
の
果

て
で
天
空
を
支
え
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ

た
神
で
す
。
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
は
天
空
を

地
球
に
、
地
球
を
頭
が
い
骨
に
見
立
て
、

頭
が
い
骨
を
支
え
る
小
さ
な
第
一
頸
椎

を
ア
ト
ラ
ス
に
擬

な
ぞ
ら

え
た
の
で
す
。
地
図

の
こ
と
を
「
ア
ト
ラ
ス
」
と
呼
ぶ
の
は
、

こ
の
た
め
で
す
。

【
第
二
頸
椎
は
仏
さ
ま
】

　

そ
し
て
第
二
頸
椎
も
独
特
の
か
た

ち
を
し
て
い
ま
す
（
図
３
）。「
歯し

突と
っ

起き

」

と
呼
ば
れ
る
、
前
歯
の
よ
う
な
突
き
出

し
が
真
上
に
出
て
、
第
一
頸
椎
の
輪
に

嵌は

ま
っ
て
い
ま
す 

（
図
６
）。
歯
突
起

　

先
月
ま
で
三さ

ん

業ご
う

「
身し

ん

・
口く

・
意い

」
の

口く

に
注
目
し
、「
舌ぜ

つ

の
正
し
い
位
置
」

や
「
あ
い
う
べ
体
操
」
の
お
話
を
し
ま

し
た
。
今
回
は
「
の
ど
の
仏
さ
ま
」
の

お
話
を
し
ま
し
ょ
う
。

【
の
ど
に
仏
さ
ま
が
い
る
？
】

　

の
ど
に
は
「
の
ど
仏
」
と
呼
ば
れ
る
小

さ
く
硬
い
出
っ
張
り
が
あ
り
、
発
声
や

飲お
ん

食じ
き

で
上
下
に
動
き
ま
す
。
な
ぜ
こ
の

出
っ
張
り
が
「
の
ど
仏
」
と
呼
ば
れ
、

「
仏
さ
ま
」
が
の
ど
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
の
ど
仏
」
の
話
に
た
ど
り
着
く
た

め
に
、
ま
ず
は
背
骨
と
ギ
リ
シ
ャ
神
話

に
登
場
す
る
神
様
の
話
か
ら
は
い
り

ま
し
ょ
う
。

【
背
骨
の
話
か
ら
】

　

私
た
ち
の
背
骨
は
、
頭
に
つ
な
が

る
一
番
上
の
第だ

い

一い
ち

頸け
い

椎つ
い

か
ら
尾び

て
い

骨（
尾び

椎つ
い

）
ま
で
、三
〇
個
ほ
ど
の
骨
が

一
列
に
つ
な
が
っ
て
体
を
支
え
て
い

ま
す
（
図
１
）。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
骨

は
、
食
卓
で
見
か
け
る
魚
の
骨
に
そ
っ

く
り
で
す
。
体
重
を
支
え
る
円
柱
の

部
分
の
後
ろ
に
、
竜
の
背
の
よ
う
な

突と
っ

起き

が
左
右
と
後
に
つ
き
、
骨
の
輪

の
中
を
脊せ

き

髄ず
い

が
通
り
ま
す
。
背
骨
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
大
小
は
あ
り
ま
す

が
、
い
ず
れ
も
共
通
の
か
た
ち
を
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
頭ず

が
い
骨
に
連
な
る

一
番
上
の
背
骨
（
第だ

い

一い
ち

頸け
い

椎つ
い

）
と
そ
の

次
の
背
骨
（
第だ

い

二に

頸け
い

椎つ
い

）
は
、
か
た
ち

が
大
き
く
異
な
り
、
特
別
な
名
前
が

つ
い
て
い
ま
す
。

【
第
一
頸
椎
は
ギ
リ
シ
ャ
の
神
さ
ま
】

　

頭
が
い
骨
を
直
接
支
え
、
安
定
を

図
る
第
一
頸
椎
は
「
輪り

ん

状じ
ょ
う

」
で
、
ま
る

で
丸
く
て
重
い
頭
が
い
骨
の
転
落
を

防
ぐ
よ
う
な
か
た
ち
を
し
て
お
り
、

「
環か

ん

椎つ
い

」
の
和
名
が
あ
り
ま
す
。
頭
が

い
骨
を
大
き
な
丸
い
ヤ
カ
ン
に
見
立

て
る
と
、
ワ
ラ
で
作
っ
た
な
べ
敷
き

の
よ
う
な
印
象
で
す
（
図
２
）。

　

さ
て
、
十
六
世
紀
の
解
剖
学
者
ヴ
ェ

サ
リ
ウ
ス
は
、
第
一
頸
椎
を
ギ
リ
シ
ャ
神

に
な
ぞ
ら
え
、「
ア
ト
ラ
ス
」
と
名
付
け

ま
し
た
。
ア
ト
ラ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話

　「
の
ど
仏ぼ

と
け

」
の
謎な

ぞ

　
　
　
　
仏ぶ

っ

舎し
ゃ

利り

・
ギ
リ
シ
ャ
神し

ん

・
ア
ダ
ム
の
リ
ン
ゴ

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

を
中
心
に
、
第
一
頸
椎
が
く
っ
つ
い

た
頭
が
い
骨
が
回
転
す
る
こ
と
か
ら
、

第
二
頸
椎
は
「
軸じ

く

椎つ
い

・
ア
キ
シ
ス
」
と

も
呼
ば
れ
ま
す
。

　

実
は
こ
の
第
二
頸
椎
が
「
仏ぶ

っ

舎し
ゃ

利り

」

と
呼
ば
れ
る
「
ほ
と
け
の
骨
」
で
す
。

そ
れ
は
昔
の
人
々
が
歯
突
起
を
ほ
と
け

の
頭
に
、
環
状
の
部
分
を
両
手
で
合
掌

し
た
す
が
た
、
あ
る
い
は
坐
禅
の
足
組

み
（
結け

っ

跏か

趺ふ

坐ざ

）
に
見
立
て
た
か
ら
で

す
。
火
葬
し
た
遺
体
か
ら
仏
さ
ま
が
お

出
ま
し
に
な
ら
れ
た
、
と
し
て
た
い
そ

う
大
切
に
し
て
き
た
の
で
す
。

【
の
ど
仏
と
第
二
頸
椎
と
を
混
同
】

　

一
方
、「
の
ど
仏
」は「
喉こ

う

頭と
う

」の
一
部

を
構
成
す
る
「
甲こ

う

状
じ
ょ
う

軟な
ん

骨こ
つ

」で
、頸
椎
で

も
仏
舎
利
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も

骨
に
な
る
一
歩
手
前
の
柔
ら
か
い
軟
骨

図１

図２

図３
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テ
レ
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法
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三
三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

自
然
災
害
の
増
え
た 

 
   

こ
の
国
で
　

　

今
年
は
元
日
か
ら
大
変
な
災
害
が

発
生
し
、
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
は
心

よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
三
十
年
に
発
生
し
た
西
日
本

豪
雨
災
害
の
際
に
は
私
の
地
元
、
広

島
県
に
も
全
国
各
地
か
ら
ご
支
援
い

た
だ
き
、
励
ま
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
時
の
恩
返
し
が
で
き
れ
ば

と
様
子
を
う
か
が
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
か
ら
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
参
加
で
き
た
の
は
三
月

に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
発

生
か
ら
二
ヶ
月
が
経
過
し
て
い
ま
し

た
が
、
ま
だ
水
が
出
ず
、
ト
イ
レ
も

使
え
な
い
状
況
で
あ
り
、
災
害
の
深

刻
さ
、
ま
た
水
害
と
は
違
っ
た
復
旧

の
難
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
火
葬
す
る
と
灰
に
な
っ

て
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
立
体
的
な
私
た
ち
の

体
は
、
火
葬
さ
れ
る
と
遺
骨
と
遺
灰

が
平
面
上
に
並
び
ま
す
。
火
葬
に
よ
っ

て
か
ら
だ
の
各
部
分
の
前
後
関
係
は

失
わ
れ
、
の
ど
仏
は
焼
失
し
て
認
識

出
来
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
の
ど

仏
か
ら
５
セ
ン
チ
ほ
ど
頭
よ
り
の
位
置

か
ら
現
れ
る
「
仏
舎
利
（
第
二
頸
椎
）」

を
の
ど
仏
と
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。

　

右
の
画
像
は
ヒ
ト
の
頭
と
首
の

Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
で
、
正
中
線
の
断
面

を
観
て
い
ま
す
（
図
４
）。「
の
ど
仏
」

の
後
ろ
、
か
つ
上
の
方
に
仏
舎
利
が

あ
り
、
頭
が
い
骨
を
支
え
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

私
は
、
葬
儀
の
導
師
を
つ
と
め
る

時
に
、
火
葬
中
の
控
室
で
ご
遺
族
に

骨こ
つ

模も

型け
い

を
供
覧
し
な
が
ら
、
上
述
の

よ
う
な
仏
舎
利
の
意
味
を
説
明
し
、

そ
の
う
え
で
収
骨
に
臨
ん
で
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
残
念
な
こ
と
で
す
が
、

火
葬
場
で
は
環
境
対
策
と
し
て
、従
前

よ
り
も
高
い
温
度
で
火
葬
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
高
齢
者
で
は
完
全

な
か
た
ち
を
保
っ
た
仏
舎
利
が
出
に

く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

【
の
ど
仏
は
ア
ダ
ム
の
特
徴
】

　

さ
ら
に
、
の
ど
仏
は
西
洋
の
文
化

か
ら
も
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。『
旧

約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
に
登
場
す
る

最
初
の
人
間
、ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
エ
デ
ン

の
園
で
ヘ
ビ
に
騙だ

ま

さ
れ
、
食
べ
て
は

な
ら
な
い
「
善
悪
の
知
識
の
木
の
実
」

を
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
（
図
５
）。

　

木
の
実
は
ア
ダ
ム
の
ノ
ド
に
つ
か

え
、
ノ
ド
の
出
っ
張
り
に
な
り
ま
し

た
。
我
々
が
「
の
ど
仏
」
と
称
す
る
と

こ
ろ
は
、
西
洋
の
言
語
で
「
ア
ダ
ム
の

リ
ン
ゴ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
の
ど

仏
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
文
化

に
お
け
る
最
初
の
人
間
・
ア
ダ
ム
の
、

身
体
的
特
徴
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

【
ま
と
め
】

　
「
仏
さ
ま
」
は
の
ど
に
は
い
ま
せ
ん
。

そ
の
後
上
方
に
あ
る
「
第
二
頸
椎
」
が

仏
さ
ま
で
す
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
的
な
形
状
に
よ
っ
て
、
仏
さ
ま
の

上
に
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
ア
ト
ラ
ス
神

が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
仏
さ
ま
と
間
違
え

ら
れ
た
の
ど
の
出
っ
張
り
は
、
旧
約

聖
書
・
創
世
記
に
登
場
す
る
ア
ダ
ム
の

の
ど
に
つ
か
え
た
禁
断
の
木
の
実
と
し

て
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
か
ら
だ

に
は
仏
身
が
宿
り
、
ギ
リ
シ
ャ
神
が

頭
を
支
え
、「
世
界
で
最
初
の
人
間
」

の
痕こ

ん

跡せ
き

を
残
し
て
い
ま
す
。
三
つ
の

宗
教
文
化
に
彩

い
ろ
ど

ら
れ
た
か
け
が
え
の

な
い
私
た
ち
の
か
ら
だ
を
、
無
駄
に

す
る
こ
と
な
く
大
切
に
活
か
し
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

【
附 

記
】

　

追
っ
て
ア
ト
ラ
ス
と
仏
舎
利
の
模
型

を
瑞
應
寺
受
付
に
置
い
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
参
拝
の
際
に
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

　

ア
ト
ラ
ス
（
第
一
頸
椎
）
が
載
っ
た

ま
ま
、
仏
舎
利
（
第
二
頸
椎
）
が
出

し
ゅ
つ

来ら
い

し
た
時
は
、
ア
ト
ラ
ス
を
袈け

裟さ

に
見
立

て
て
崇あ

が

め
て
い
た
よ
う
で
す
（
図
６
）。

　

僧
侶
も
医
師
も
お
骨
を
大
事
に
す

る
職
業
で
す
！
医
学
部
の
専
門
課
程

は
解
剖
学
の
「
骨こ

つ

学が
く

」
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
「
お
骨こ

つ

の
話
」
に

興
味
を
も
た
れ
た
方
に
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
良
い
記
事
が
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
大
き
く
様
子
が
違
う
と

感
じ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対

す
る
現
地
の
方
の
警
戒
心
で
し
た
。

私
が
直
接
そ
の
よ
う
な
様
子
を
見
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
私
よ
り

早
く
現
地
に
入
り
、
聞
き
取
り
や
炊

き
出
し
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
青
年

会
の
方
、
同
時
期
に
参
加
し
て
別
行

動
だ
っ
た
方
か
ら
そ
の
よ
う
な
話
を

伺
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
来
て
い
た
人
が
、

現
地
で
窃
盗
を
し
て
い
た
り
、
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
を
か
け
て
法
外
な
値
段

を
請
求
す
る
悪
徳
業
者
が
い
る
と
い

う
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
が
多
か
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
勿
論
、

実
害
が
あ
る
以
上
警
戒
は
促
す
べ
き

だ
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

裏
で
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
く
だ
さ
る

方
々
の
様
子
が
霞
ん
で
い
く
の
は
寂

『
骨こ

つ

の
逸い

つ

話わ

』　

国
分
正
一
東
北
大
学

医
学
部
整
形
外
科 

名
誉
教
授

h
ttp

s
://w

w
w

.o
r
th

o
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e
d

.

toh
oku.ac.jp/an

ecdote.ph
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【
舎し

ゃ

利り

】
遺
骨
、
遺
体
を
意
味
す
る
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
「
シ
ャ
リ
ー
ラ
」
の

音
写
。
特
に
仏
や
聖
者
の
遺
骨
を
示

す
こ
と
も
。

図４

図６

図５
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鐘 

声

　
六
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

二　

日　

日
曜
参
禅
会

四　

日　

護
持
会
総
会

四　

日　

参
玄
会
（
六
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗　

日　

略
布
薩

　
七
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷 

 
 

二　

日　

大
慈
通
元
大
和
尚 

 

　
　
　
　

小
祥
忌
逮
夜
法
要

三　

日　

大
慈
通
元
大
和
尚 

 

　
　
　
　

小
祥
忌
正
當
法
要

七　

日　

日
曜
参
禅
会

九　

日　

参
玄
会(

十
一
日
迄)

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日　

略
布
薩

■   

般
若
入

　

五
月
下
旬
よ
り
、
当
地
区
恒
例

行
事
で
あ
る
〝
般
若
入
〟
を
厳
修
。

作
付
け
の
時
期
に
合
わ
せ
て
地
域

の
五
穀
豊
穣
・
家
内
安
全
・
身
体

健
全
を
祈
願
し
た
。

　

光
陰
矢
の
如
し
と
い
う
お
示
し

が
あ
り
ま
す
が
、
濃
密
な
修
行
道

場
で
の
暮
ら
し
も
気
づ
け
ば
あ
っ

と
言
う
間
に
二
年
目
の
夏
を
迎
え

ま
し
た
。

　

本
年
は
昨
年
の
小
祥
忌
法
要
に
引

き
続
き
先
々
住
で
あ
る
大
慈
通
元

大
和
尚
様
の
遺
さ
れ
た
威
徳
を
肌
で

感
じ
つ
つ
、
こ
の
歴
史
深
き
禅
林

で
実
り
豊
か
な
制
中
を
修
行
で
き

る
よ
う
、
今
一
度
発
心
し
精
進
し

て
参
り
ま
す
。 

今
夏
首
座　

し
い
こ
と
で
す
。

　

広
島
の
災
害
の
時
に
は
、
本
当
に

様
々
な
方
に
助
け
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
東
京
か
ら
駆

け
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
方
、
以
前
広

島
か
ら
助
け
に
来
て
も
ら
っ
た
か
ら

恩
返
し
に
と
、
団
体
で
駆
け
つ
け
て

下
さ
っ
た
倉
吉
市
の
方
々
、
大
好
き

だ
っ
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
実
家
が

あ
っ
た
か
ら
と
大
阪
か
ら
来
て
く
れ

て
い
た
大
学
生
、
先
の
阿
蘇
の
災
害

で
同
級
生
を
亡
く
し
た
大
学
生
。
皆

さ
ん
の
姿
に
救
わ
れ
た
経
験
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
私
も
人
の
助
け
に
な

れ
れ
ば
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

日
が
た
つ
に
つ
れ
、
ニ
ュ
ー
ス
に

は
取
り
上
げ
ら
れ
な
く
な
り
、
徐
々

に
関
心
も
薄
れ
、
人
手
が
不
足
し
て

き
て
い
る
と
き
き
ま
す
。

　

災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
、
人
の

隙
を
窺
う
の
で
は
な
く
、
人
の
助
け

に
な
る
こ
と
を
願
う
人
の
姿
を
見

習
っ
て
い
け
る
よ
う
、
ま
た
そ
れ
を

次
の
世
代
に
繋
げ
れ
る
よ
う
、
僅
か

な
力
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら
も
支

援
を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
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