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第
十
九
則
「
倶
胝
一
指
頭
」
寐
語　

⑫

〔
莫
妄
想
㈡
〕

【
評
唱
】【
倶
胝
和
尚
、
乃
婺
州
金
華
人
。

初
住
庵
時
、
有
一
尼
名
實
際
。
到
庵
直

入
更
不
下
笠
。
持
錫
遶
禅
牀
三
匝
云
、

道
得
即
下
笠
。
如
是
三
問
。
倶
胝
無
対
。

尼
便
去
。
倶
胝
曰
、
天
勢
稍
晩
、
且
留

一
宿
。
尼
曰
道
得
即
宿
。
胝
又
無
対
。

尼
便
行
】

『
倶ぐ

て
い胝
和お

し
ょ
う尚
は
、
乃

す
な
わ

ち
婺ぶ

し
ゅ
う州
金き

ん
か華
の
人

な
り
。
初
め
住
庵
の
時
、
一
尼
有
り
、

實じ
つ

際さ
い

と
名
づ
く
』

　

近
年
「
お
寺
離
れ
」
そ
し
て
葬
儀
や

法
事
で
は
「
お
坊
さ
ん
の
宅
配
」「
僧
侶

派
遣
」
と
云
う
言
葉
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

お
寺
と
檀
信
徒
の
皆
様
と
の
信
頼
は
何

処
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
「
た
と
え

故
郷
を
離
れ
て
い
て
も
、
今
ま
で
お
寺

と
縁
が
無
く
て
も
、
佛
教
で
葬
儀
や
法

事
を
し
た
い
」
と
云
う
お
釈
迦
様
に
帰

依
す
る
心
。
法
事
を
し
た
い
、
お
坊
さ

ん
に
お
経
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
云

う
帰
依
三
宝
の
心
。
佛
教
に
対
す
る
信

頼
は
決
し
て
離
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
。

　

中
国
が
唐
と
い
う
時
代
、
武ぶ

宗そ
う

皇
帝

の
廃
佛
毀
釈
で
世
間
の
人
々
も
表
向
き

は
佛
教
を
棄す

て
た
の
で
す
が
、
み
佛
様

に
対
す
る
信
仰
心
だ
け
は
棄
て
る
事
は

出
来
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
当
時
の
お
坊
さ
ん
も
姿
形

を
変
え
て
行
脚
も
出
来
、
密
か
に
庵
を

結
び
正
伝
の
坐
禅
は
伝
わ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
頃
婺
州
金
華
に
倶
胝
和
尚
と
云

う
人
が
居
ま
し
た
。
農
民
の
暮
ら
し
を

し
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
「
倶ぐ

て
い胝
陀だ

ら

に

羅
尼
」

と
云
う
お
経
を
唱
え
な
が
ら
ひ
っ
そ
り

と
修
行
す
る
一
人
の
和
尚
さ
ん
の
存
在

は
、
そ
の
地
域
の
人
々
の
密
か
な
心
の

拠
り
所
と
な
り
、
い
つ
し
か
倶
胝
和
尚

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
よ
う
や
く
落
ち
着
い
て
坐
禅

の
生
活
も
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、

そ
の
庵
に
實
際
尼
が
尋
ね
て
来
た
の
で
す
。

　
「
な
る
ほ
ど
此
処
に
住
ん
で
い
る
の

は
真
面
目
な
修
行
僧
に
違
い
な
い
。
農

民
の
態な

り

を
し
て
い
て
も
、
庵
の
佇

た
た
ず

ま
い

を
見
れ
ば
わ
か
る
。
枯こ

た
ん淡
な
無む

い為
の
辦べ

ん

道ど
う

の
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
」

　

實
際
尼
が
質
朴
な
庵
の
中
を
覗
く

と
、
そ
こ
に
は
た
だ
一
人
坐
禅
を
し
て

い
る
倶
胝
和
尚
が
居
ま
し
た
。

『
庵
に
到
っ
て
直じ

き

に
入
っ
て
更
に
傘
を
下お

ろ

さ
ず
。
錫

し
ゃ
く

を
持じ

し
て
禅ぜ

ん

牀し
ょ
う

を
遶め

ぐ

る
こ
と

三さ
ん
そ
う匝
し
て
い
わ
く
、
道い

い
得え

ば
即
ち
笠
を

下
さ
ん
と
。
是
の
如
く
三
た
び
問
う
。
倶

胝
無
対
』

　
「
彼
が
倶
胝
和
尚
か
、
よ
し
っ
」
實
際

尼
は
笠
も
下
さ
ず
、
い
き
な
り
座
に
上

が
り
錫

し
ゃ
く

杖じ
ょ
う

を
突
き
な
が
ら
、
最
大
の
敬

意
を
も
っ
て
、
坐
禅
し
て
い
る
倶
胝
和

尚
の
周
り
を
三
回
囲い

に
ょ
う繞
し
て
問
い
ま
し

た
。「
一い

っ
く句
作そ

も
さ
ん

麼
生
。
今
の
あ
な
た
の
境
界

を
一
言
答
え
て
下
さ
っ
た
ら
笠
を
外
し

て
ご
挨
拶
し
ま
し
ょ
う
」
實
際
尼
は
如

何
に
も
無
礼
な
態
度
に
思
え
ま
す
が
、

顔
も
見
せ
ず
、正
体
も
明
か
さ
ず
一
切
の

し
が
ら
み
も
絆

き
ず
な

も
離
れ
た
純
粋
な
一
人

の
修
行
者
と
し
て
接
し
た
の
で
す
。

　

實
際
尼
は
三
度
同
じ
事
を
問
い
ま
す

が
倶
胝
和
尚
は
何
も
答
え
る
事
が
出
来

ま
せ
ん
で
し
た
。
實
際
尼
は
黙
っ
て
庵

を
去
ろ
う
と
し
ま
す
。

　
『
尼に

便す
な
わ

ち
去
ら
ん
と
す
。
倶
胝
曰
く
、

天て
ん

勢せ
い

稍や
や

晩く

れ
ぬ
。且

し
ば
ら

く
留
ま
っ
て
一
宿
せ

よ
と
。
尼
曰
く
、
道
い
得
ば
即
ち
宿
せ

ん
と
。
胝
又
た
無
対
。
尼
便
ち
行
く
』

　

實
際
尼
は
馬
祖
様
の
お
弟
子
様
で

す
。
真
の
坐
禅
人
の
静
か
で
厳

お
ご
そ

か
な
姿

勢
に
言
葉
を
失
っ
た
倶
胝
和
尚
は
よ
う

や
く
口
を
開
き
ま
し
た
。「
も
う
日
が
暮

れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
一
晩
泊
ま
っ

て
、
お
話
し
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま

せ
ん
か
」
す
る
と
實
際
尼
再
び
「
一
句
あ

な
た
の
境
界
を
言
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
拝

宿
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」
や
は
り

倶
胝
和
尚
は
何
も
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

實
際
尼
は
「
は
い
、
さ
よ
う
な
ら
」
と

去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

【
胝
嘆
曰
、
我
雖
処
丈
夫
之
形
、
而
無

丈
夫
之
気
。
遂
発
憤
要
明
此
事
、
擬
棄

庵
往
諸
方
参
請
打
畳
行
脚
】

『
胝て

い

嘆た
ん

じ
て
曰い

わ

く
、
我
れ
丈

じ
ょ
う

夫ぶ

の
形

ぎ
ょ
う

に

処
す
と
雖
も
、
而し

か

も
丈じ

ょ
う
ぶ夫
の
気き

無な

し
と
。

遂
に
発
憤
し
て
此
の
事
を
明
ら
め
ん
と

要
し
て
、
庵
を
棄
て
て
諸
方
に
往ゆ

い
て

参さ
ん

請し
ょ
う

し
、
打だ

畳
じ
ょ
う

行あ
ん
ぎ
ゃ脚
せ
ん
と
擬ぎ

す
』

　

倶
胝
和
尚
は
そ
の
晩
大
い
に
嘆
き
、

葛
藤
し
ま
す
。「
あ
ゝ
わ
し
は
何
と
情
け

な
い
こ
と
だ
。
皆
に
倶
胝
和
尚
と
云
わ

れ
て
今
の
自
分
に
満
足
し
て
い
た
だ
け

だ
。
一
人
前
の
お
坊
さ
ん
の
恰
好
を
し

て
い
て
も
、
旅
の
尼
僧
さ
ん
の
質
問
に

何
も
答
え
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
恥

ず
か
し
い
こ
と
だ
。
わ
し
の
修
行
と
は

何
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
一
か
ら
出
直
し

だ
。
此
の
庵
を
畳
ん
で
行
脚
の
旅
に
出

よ
う
。
し
か
し
あ
の
尼
僧
さ
ん
は
一
体

何
者
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」

　

打
畳
行
脚
と
云
う
言
葉
が
重
み
を

持
っ
て
い
ま
す
。
打
畳
と
は
折
り
畳
み

始
末
す
る
事
、
行
脚
は
佛
法
を
求
め
諸
方

の
師
に
参
じ
る
修
行
の
旅
に
出
る
事
で

す
が
、
倶
胝
和
尚
が
自
分
の
住
ん
で
い
た

庵
を
畳
む
だ
け
で
は
な
く
、
今
ま
で
の

自
分
の
修
行
も
一
切
を
片
づ
け
て
、
真

に
一
か
ら
出
発
す
る
覚
悟
の
言
葉
で
す
。

こ
れ
は
私
達
の
平
常
の
佛
道
修
行
に
も

言
え
る
事
で
す
。實
際
尼
が
笠
も
下
さ
ず
、

名
乗
ら
ず
に
居
た
の
も
、
そ
れ
を
伝
え
た

か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

私
は
こ
こ
瑞
應
寺
で
多
く
の
修
行
僧

と
同
行
同
修
の
ご
縁
を
戴
い
て
お
り
ま

す
が
、
こ
の
辦べ

ん

道ど
う

は
世
界
中
の
全
て
の

人
々
の「
苦
」と「
祈
り
」、
佛
祖
方
の「
誓

願
」
と
共
に
あ
る
の
で
す
。
今
ま
で
の

自
分
の
一
切
を
棄
て
て
大
衆
一
如
の
行

持
に
専
心
し
な
け
れ
ば
安あ

ん

居ご

に
成
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
打
畳
行
脚
で
す
。

　

農
民
の
姿
を
借
り
庵
を
構
え
、た
っ

た
一
人
き
り
の
坐
禅
。
そ
れ
も
出
来
る

事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
更
に

棄
て
て
、今
こ
こ
か
ら
新
し
く
修
行
に
出

発
す
る
と
い
う
の
で
す
。
私
達
は
倶
胝

和
尚
の
覚
悟
を
見
習
わ
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。

（
続
く
）

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

【
三
十
一
】
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衆し

ゅ

僧そ
う

み
な
起た

つ

②
一い

っ

僧そ
う

、
ひ
と
り
坐ざ

す

③
士し

人じ
ん

曰い
わ

く	
	

	

　「
何な

ん

ぞ
起た

た
ざ
る
？
」

④
僧そ

う

曰い
わ

く	
	

	

　「
起た

つ
こ
れ
起た

た
ざ
る
、	

	

　
　
　
　
　		

起た

た
ざ
る
こ
れ
起た

つ
」

⑤
士し

人じ
ん

、
禅ぜ

ん

杖じ
ょ
う

を
以も

っ

て
そ
の
頭

か
し
ら
を
打う

つ	

　
　
　
　
　
　
　（
左
の
イ
ラ
ス
ト
）

⑥
僧そ

う

曰い
わ

く	
	

	

　「
何な

ん

ぞ
我わ

れ

を
打う

つ
？
」

⑦
士し

人じ
ん

曰い
わ

く	
	

	

　「
打う

つ
こ
れ
打う

た
ざ
る
、	

	

　
　
　
　
　		

打う

た
ざ
る
こ
れ
打う

つ
」

趙ち
ょ
う	

南な
ん

星せ
い
『
笑

し
ょ
う

賛さ
ん

』
三
「
僧そ

う

與と

士し

人じ
ん

」

【
は
じ
め
に
】

　

今
月
は
有
名
な
『
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う

』
と
深
い

関
係
が
あ
る
「
無
分
別

4

4

4(

む
ふ
ん
べ
つ)

」

を
テ
ー
マ
に
し
た
、
禅
問
答
の
パ
ロ
デ
ィ

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
一
般
社
会
で
用
い
ら
れ
る

「
無む

分ふ
ん

別べ
つ

」は
、「
無
分
別
な
若
者
」の
よ
う
に
、

未
成
熟
や
無
礼
な
ど
の
悪
い
態
度
を
指
す

言
葉
で
す
。
と
こ
ろ
が
仏
教
で
は
、「
さ
と
り
」

と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
な
り
、
仏
の
心
の

あ
り
よ
う
を
示
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
が
本
稿
を
読
み
続
け
て
い
る

う
ち
に
、
話
の
面
白
さ
に
気
づ
き
、
笑
い

な
が
ら
、「
無
分
別
」
と
い
う
絶
対
の
幸
せ

を
掴つ

か

む
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
、
筆
者

は
心し

ん

底そ
こ

う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

【
役
人
が
禅
僧
を
や
り
込
め
る
笑

わ
ら
い

話ば
な
し

】

　

中
国
の
明み

ん

の
時
代
（
一
三
六
八
〜
一
六
四
四
）

に
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
笑

し
ょ
う

話わ

集し
ゅ
う

『
笑

し
ょ
う

賛さ
ん

』
か
ら

一
話
を
示
し
ま
す
。⑴�

ユ
ー
モ
ア
溢あ

ふ

れ
る
、

僧
と
役
人
と
の
短
い
問も

ん

答ど
う

で
す
。

【
あ
ら
す
じ
】

①
寺
に（
寺
や
僧
を
支
配
す
る
）役
人
が
や
っ
て

き
た
。
坐ざ

禅ぜ
ん
を
行
じ
て
い
た
僧
た
ち
は
、
中
断

し
て
起た

ち
上
が
り
、
役
人
を
歓
迎
し
た
。

②
と
こ
ろ
が
、一
人
の
僧
は
挨あ

い

拶さ
つ

も
せ
ず
、

黙も
く

々も
く

と
坐
禅
を
続
け
て
い
た
。

③
自
分
を
無
視
し
て
坐す

わ

り
続
け
る
僧
を

見
と
が
め
た
役
人
は
、僧
に
問
い
質た

だ

し
た
。

「

な
ぜ
、
あ
な
た
は
起き

立り
ゅ
う

し
て
、
私
に

挨あ
い

拶さ
つ

し
な
い
の
で
す
か
？
」(

無
礼
者
！)

④
僧
は
答
え
た
。

「
起た

つ
こ
と
は
起
た
な
い
こ
と
で
あ
り
、


起
た
な
い
こ
と
は
起
つ
こ
と
で
あ
る
。」

（
私
は
起
つ
起
た
な
い
を
分
別（
区
別
）し
な
い
。

あ
な
た
に
は
坐す

わ

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
起た

っ
て
あ
な
た
を
歓
迎

し
て
い
る
の
が
分
か
ら
ぬ
か
？

儒
教
に
か
ぶ
れ
た
頭
で
は
、禅
仏
教
の
奥お

う

義ぎ

「
無
分
別
」
は
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。）

⑤
す
る
と
役
人
は
禅ぜ

ん

杖じ
ょ
う

で
僧
の
頭
を

打う

っ
た
。

(

★
☆
バ
キ
ッ
★
☆——



下
の
イ
ラ
ス
ト)

⑥
僧
が
反は

ん

問も
ん

し
た
。（
痛
い
ナ
ァ
！
）

「
な
ぜ
、
私
を
打
つ
の
で
す
か
？
」

⑦
役
人
は
言
っ
た
。

「
打う

つ
こ
と
は
打
た
な
い
こ
と
で
あ
り
、



打
た
な
い
こ
と
は
打
つ
こ
と
で
あ
る
。」

(

そ
れ
な
ら
私
も
無
分
別
で
行
く
よ
！

打
つ
打
た
な
い
を
区
別
し
な
い
。ど
う
だ
、

私
は
オ
マ
エ
を
打
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
！

痛
い
こ
と
は
痛
く
な
い
こ
と
だ
ろ
う
！

分
か
っ
て
い
な
い
の
は
オ
マ
エ
の
方
だ
！)

【
原
文
の
読
み
下
し
】

①
士し

人じ
ん

、
寺じ

中ち
ゅ
う

に
入い

る

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

【
順
を
追
っ
て
解か

い

説せ
つ

】

①
士し

人じ
ん

、
寺じ

中ち
ゅ
う

に
入い

る

衆し
ゅ

僧そ
う

み
な
起た

つ

　
「
士し

人じ
ん

」
と
は
、
競
争
率
が
数
千
倍
と

も
い
わ
れ
る
、
中
国
の
超
難
関
の
公
務
員

試
験
「
科か

挙き
ょ

」
に
合
格
し
て
採
用
さ
れ
た
、

き
わ
め
て
優
秀
な
役
人
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

彼
ら
は
文
学
、
歴
史
、
宗
教
な
ど
の
あ
ら

ゆ
る
教
養
に
通
じ
て
い
ま
す
。
高
級
官
僚

の
道ど

う

理り

、す
な
わ
ち「
分ふ

ん

別べ
つ

」
を
わ
き
ま
え
た

イ
ン
テ
リ
と
し
て
、
儒じ

ゅ

教
き
ょ
う

精
神
が
身
心
に

こ
び
り
つ
い
て
い
ま
す
。
仏
教
は
儒
教
と

相あ
い

容い

れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
役
人
は
禅
仏
教
に
も
造ぞ

う

詣け
い

が
深
い

と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
役
人
の
訪
問
は
、
寺
院
を

厳
し
く
支
配
統
制
す
る
中
央
政
府
の

使
者
と
し
て
、
命
令
の
伝
達
や
、
内
情
の

視
察
な
ど
が
目
的
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

僧
た
ち
は
、
失
礼
な
振
る
舞
い
で
「
国
王

の
使
者
」
に
、
悪
い
印
象
を
与
え
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
大
多
数
の
僧
が
「
役
人
に
礼

を
尽
く
す
」
こ
と
を
「
坐
禅
を
続
け
る
こ

と
」
よ
り
も
優
先
さ
せ
、
役
人
を
出
迎
え

て
歓
迎
し
ま
し
た
。

【
意
外
な
展
開

そ
の
１
】

②
一い

っ

僧そ
う

、
ひ
と
り
坐ざ

す

③
士し

人じ
ん

曰い
わ

く
「
何な

ん

ぞ
起た

た
ざ
る
？
」

　

と
こ
ろ
が
一
人
だ
け
生き

真ま

面じ

目め

、
悪
く

言
え
ば
生な

ま

意い

気き

な
若
い
僧
が
い
ま
し
た
。

「
自
分
は
こ
の
瞬
間
、
大
切
な
仏
道
修
行

に
打
ち
込
ん
で
い
る
。
た
と
え
礼
を
尽
く

す
べ
き
役
人
が
来
て
も
、
自
分
は
修
行
を

中
断
し
な
い
。
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
な

い
ぞ
。」
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。純
粋
で
正
論
に
も
見
え
ま
す
が
、

意い

固こ

地じ

で
独ひ

と

り
よ
が
り
と
も
解
釈
さ
れ

ま
す
。

　

さ
て
、
広
い
坐
禅
堂
（
僧
堂
）
に
ひ
と
り

ぽ
つ
ん
と
坐す

わ

っ
て
い
れ
ば
、
す
ぐ
に
「
悪わ

る

目め

立だ

ち
」
し
て
し
ま
い
ま
す
。
役
人
は
僧
の

傍か
た
わ

ら
に
立
ち
、
真
意
を
質た

だ

し
ま
す
。「
他
の

僧
衆
は
、
起た

っ
て
挨あ

い

拶さ
つ

し
て
い
る
の
に
、

な
ぜ
あ
な
た
は（
私
に
礼
を
尽つ

く
さ
ず
に
）

起
た
な
い
の
で
す
か
？
」と
尋
ね
ま
し
た
。

　

何な
に

気げ

な
い
会
話
の
よ
う
で
も
あ
り
ま

す
が
、筆
者
に
は
こ
の
セ
リ
フ
の
行
間
に
、

「
儒
教
役
人
」と「
仏
教
僧
」が
火
花
を
飛
ば

し
て
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
る
様
が
垣か

い

間ま

見
え
ま
す
。

　

禅
仏
教
の
始し

祖そ

、
達だ

る

磨ま

大だ
い

師し

は
、
九
年

も
の
間
、
坐
禅
を
行
じ
続
け
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
継
者
た
る
一
僧
が
、突
然

や
っ
て
き
た
役
人
の
「
身
分
の
上
下
・

権
力
の
大
小
」
に
左
右
さ
れ
、「
只し

管か
ん

打た

坐ざ

笑わ
ら

い
な
が
ら
学ま

な

ぶ
禅ぜ

ん

の
智ち

慧え

　

智ち

の
極き

ょ
く

致ち

「
無む

分ふ
ん

別べ
つ

」
で
サ
ゲ
る
禅ぜ

ん

問も
ん

答ど
う

パ
ロ
デ
ィ

士人「打
ダー

是
シィ

不
ブー

打
ダー

	不
ブー

打
ダー

是
シィ

打
ダー

！」

僧「起
チー

是
シィ

不
ブー

起
チー

	不
ブー

起
チー

是
シィ

起
チー

！」



（3）　第924号 令和７年７月１日い　ち　ょ　う
(

た
だ
ひ
た
す
ら
坐
禅
を
行
じ
る
こ
と)

」

を
中
断
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　

役
人
の
方
こ
そ
、
坐
禅
が
一
段
落
す
る

ま
で
待
機
す
る
こ
と
が
如に

ょ

法ほ
う

で
あ
り
、

「
僧
に
対
す
る
帰き

依え

」と
い
う
も
の
で
す
。

寺
を
管
理
す
る
立
場
な
ら
、接
客
可
能
な

時
間
帯
も
心
得
て
い
た
は
ず
で
す
。
あ
る
い

は
わ
ざ
と
修
行
の
時
間
を
見
計
ら
っ
て

訪
問
し
た
、
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
役
人
の
立
場
か
ら
観
れ
ば
、

仏
教
僧
で
あ
ろ
う
と
も
、儒
教
の
基
本
原
則

「
礼れ

い

」（
秩
序
を
維
持
す
る
規
範
や
儀
礼
）

と
「
仁じ

ん

」（
思
い
や
り
、
人
間
愛
で
社
会
を

見
守
る
心
）
の
実
践
を
求
め
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
坐
禅
を
中
断
し
、
挨
拶
に
出
向

い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
修
行
に
悪
影
響
が

あ
る
と
は
考
え
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
対
立
の
構
図
の
な
か
、役
人

は
僧
の
頑

か
た
く

な
な
心
中
を
見
抜
い
た
う
え
で

質
問
し
て
い
る
よ
う
で
す
か
ら
、
素
直
に

「
私
の
か
け
が
え
の
な
い
修
行
を
邪
魔
し

な
い
で
ほ
し
い
」
と
で
も
言
え
ば
、打
た
れ

ず
に
済
ん
で
い
た
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

【
意
外
な
展
開

そ
の
２
】

④
僧そ

う

曰い
わ

く
「
起た

つ
こ
れ
起た

た
ざ
る
、

　
　
　
　
　

起た

た
ざ
る
こ
れ
起た

つ
」

　

と
こ
ろ
が
僧
の
答
え
は
挑
戦
的
で

難
解
で
し
た
。
こ
の
「
起
た
な
い
こ
と
は

起
つ
こ
と
」、
と
い
う
言
葉
に
は
重
要
な

背
景
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
表
現

を
強
め
る
た
め
に
、「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
り
、

Ｂ
は
Ａ
で
あ
る
」
と
い
う
倒と

う

置ち

法ほ
う

を
用
い

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
良
い
の
で
す
が
、「
Ａ

は
非ひ

Ａ
で
あ
り
、
非ひ

Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」

と
は
目
茶
苦
茶
な
言
い
回
し
で
す
。

難
解
な
禅
の
教
え
を
ひ
け
ら
か
し
て
、

非
礼
を
ケ
ム
リ
に
巻
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
が
、
こ
の
言
説
の
理
解
が

笑
い
の
カ
ギ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
が
「
不
幸
せ
」
で
悩
む
の
は
、

自
分
で
「
幸
せ
」
を
身
勝
手
に
定
義
し
、

そ
の
定
義
か
ら
外
れ
て
い
る
自
分
を

対
象
化
し
て
な
が
め
て
い
る
か
ら
で
す
。

「
幸
せ
」
を
定
義
せ
ず
、「
幸
福
」
と
「
不
幸
」

の
線
引
き
を
し
な
い
こ
と
、
つ
ま
り

肯こ
う

定て
い

と
否ひ

定て
い

の
比
較
（
二に

項こ
う

対た
い

立り
つ

）
を

や
め
る
こ
と
が
、
真
実
の
幸
せ
に
つ
な

が
る
智ち

慧え

、「
無む

分ふ
ん

別べ
つ

智ち

」
な
の
で
す
。

　

同
じ
よ
う
に
、
こ
の
僧
は
「
起
つ
・

起
た
な
い
を
同
一
視
し
、
分
別
し
な
い
」

こ
と
を
示
し
て
、
寺
の
中
で
身
分
や

礼
節
な
ど
の
分
別
を
振
り
回
す
役
人
に

対
し
、「
禅
仏
教
の
奥お

う

義ぎ

」
を
主
張
し
た

か
っ
た
の
で
す
。
目め

上う
え

に
挨あ

い

拶さ
つ

を
す
る

こ
と
は
「
分
別
」
で
す
。
分
別
は
「
身
勝
手

な
主
観
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
虚き

ょ

構こ
う

」

で
あ
り
、
禅
仏
教
で
は
巡め

ぐ

り
め
ぐ
っ
て

執し
ゅ
う

着ち
ゃ
く

や
、
苦
し
み
の
元
に
な
る
と
捉と

ら

え

ま
す
。

　

分
別
を
乗
り
超
え
て
一
切
の
対
立
を

排
除
し
、真
理
を
見
抜
く
智ち

慧え�「
無む

分ふ
ん

別べ
つ

智ち

」。

僧
は
絶
好
の
機
会
を
得
て
、体
を
張
っ
て

役
人
に
示
し
た
つ
も
り
で
し
た
。

【
意
外
な
展
開

そ
の
３
】

⑤
士し

人じ
ん

、
禅ぜ

ん

杖じ
ょ
う

を
以も

っ

て
そ
の
頭

か
し
ら
を
打う

つ

　

し
か
し
、
僧
は
本
来
言
葉
で
は
表
現

で
き
な
い
は
ず
の
無
分
別
を
「
起
つ
こ
れ

起
た
ざ
る
、起
た
ざ
る
こ
れ
起
つ
」と
言
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
聡
明
な
役
人
は
、

僧
の
心
に「
挨あ

い

拶さ
つ

よ
り
修
行
」「
役
人
よ
り

僧
侶
」「
儒
教
よ
り
仏
教
」
と
い
う
独
善
的

な
分
別
が
潜ひ

そ

ん
で
い
て
、
僧
の
言
葉
が

「
見
か
け
倒
し
の
イ
ン
チ
キ
な
無
分
別
」

で
あ
る
こ
と
を
見
破
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
坐
禅
中
の
眠
気
を
戒

い
ま
し
め
る
た

め
に
、
肩
や
背
中
を
叩た

た

く
法
具
「
禅ぜ

ん

杖
じ
ょ
う

(

警
き
ょ
う

策さ
く)

」
で
、
僧
の
頭
を
打
ち
ま
し
た
。

僧
は
驚
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
が
、「
痛
み
の

自
覚
」と
い
う
分
別
を
さ
ら
け
だ
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
主
張
に
抜
け
穴
が
あ
る
こ
と
が

ば
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

【
意
外
な
展
開

そ
の
４
】

⑥
僧そ

う

曰い
わ

く　
「
何な

ん

ぞ
我わ

れ

を
打う

つ
？
」

⑦
士し

人じ
ん

曰い
わ

く
「
打う

つ
こ
れ
打う

た
ざ
る
、

　
　
　
　
　

��

打う

た
ざ
る
こ
れ
打う

つ
」

　

う
ろ
た
え
な
が
ら
打
た
れ
た
理
由
を

質た
だ

す
僧
に
対
し
、
役
人
は
ダ
メ
を
押
す

よ
う
に「
打
つ
こ
と
は
打
た
な
い
こ
と
」

つ
ま
り
非
難
す
る
こ
と
は
非
難
し
な
い

こ
と
、
と
切
り
返
し
て
僧
の
非
礼
と
独
善

を
指し

弾だ
ん

し
ま
し
た
。

　

役
人
の
言
葉
は
、
僧
の
言
葉
の
「
起
」

を
「
打
」
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
す
が
、

見
事
な
反
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。
①
漢
文

の「
頂

ち
ょ
う

真し
ん

法ほ
う(
末
語
が
次
の
句
頭
と
同
じ)

」

の
変
法
、
②
現
代
語
の
「
逆
用(echoic�

u
s
e
)

」、
③
禅
録
の
「
転
語
」「
借
語
」

な
ど
と
呼
ば
れ
る
修
辞
法
で
、
笑
い
話
の

面
白
さ
を
さ
ら
に
引
き
立
た
せ
る
痛4

快

な
言
い
回
し
で
す
。

【
維ゆ

い

摩ま

居こ

士じ

の
真ま

似ね

を
す
れ
ば
…
】

　

そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
僧
は
叩た

た

か
れ
ず

に
済
ん
だ
で
し
ょ
う
か
？

　

本
誌
四
月
号
で
も
紹
介
し
た『
維ゆ

い

摩ま

経き
ょ
う

』

の
、「
不ふ

二に

の
法ほ

う

門も
ん

」
に
そ
の
ヒ
ン
ト
が

あ
り
ま
す
。⑵
こ
の
章
で
は
菩ぼ

薩さ
つ

た
ち
が

順
々
に
「
不
二
の
法
門
（
無
分
別
智
の
あ
り

よ
う
）」
を
表
現
し
て
い
き
ま
す
が
、言
葉

で
は
上
手
に
表
現
出
来
ず
、
誰
も
無
分
別

の
核
心
に
至
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
。
最
後
に
文も

ん

殊じ
ゅ

菩ぼ

薩さ
つ

が
主
人
公

の
維ゆ

い

摩ま

居こ

士じ

に
見け

ん

解げ

を
尋
ね
ま
す
。

【
現
代
語
訳
】

　
文
殊
菩
薩
が
言
っ
た
。「
維
摩
居
士

さ
ん
、
不
二
の
法
門
を
説と

い
て
く
だ

さ
い
。」

　
し
か
し
維
摩
居
士
は
沈
黙
し
て
何
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

語
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

。

【
漢
訳
の
読
み
下
し
】

（
文
殊
菩
薩
曰
く
）

「
仁な

ん

者じ

（
維
摩
居
士)

、
当ま

さ

に
説と

く
べ
し

何な
ん

等ら

か
是こ

れ
、
菩ぼ

薩さ
つ

不ふ

二に

の
法ほ

う

門も
ん

に

入い

る
や
」

時と
き

に
維ゆ

い

摩ま

詰き
つ

は
黙も

く

然ね
ん

と
し
て
言ご

ん

な
し

　『
維ゆ

い

摩ま

経き
ょ
う

』

　
第
九
章
「
不ふ

二に

の
法ほ

う

門も
ん

に
入
る
こ
と
」

　

右
は
「
維
摩
の
一い

ち

黙も
く

雷ら
い
（
カ
ミ
ナ
リ
）

の
如ご

と

し
」
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
一
節
で

す
。「
無
分
別
」
を
言
葉
で
表
現
す
る

に
は
沈ち

ん

黙も
く

し
か
方
法
が
な
い
の
で
す
。

『
笑
賛
』
の
僧
も
、『
維
摩
経
』
を
真ま

似ね

し
て

押
し
黙だ

ま

っ
て
い
れ
ば
、
打
た
れ
な
か
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
で

は
笑
い
話
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
。

【
ま
と
め
】

　

当
時
の
中
国
で
も
、「
禅
仏
教
は

ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
で
わ
か
り
に
く
い

も
の
」
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の

笑
い
話
か
ら
も
推
察
さ
れ
ま
す
。
わ
ず

か
な
文
字
数
で
、
意
外
な
展
開
が
四
回

も
連
続
し
、
役
人
・
僧
侶
の
対
立
と

無
分
別
（
非
対
立
）
が
面
白
お
か
し
く

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
話
は
禅
仏
教
の
笑
い
話
の
な
か
で
も
、

傑
作
中
の
傑
作
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
原
文
】

有
士
人
入
寺
中
。
衆
僧
皆
起
。
一
僧
獨

坐
。
士
人
曰
「
何
以
不
起
？
」
僧
曰
「
起

是
不
起
、
不
起
是
起
。」
士
人
以
禪
杖

打
其
頭
。
僧
曰
「
何
以
打
我
？
」
士
人

曰
「
打
是
不
打
、
不
打
是
打
。」
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『
笑

し
ょ
う

賛さ
ん

』
明
の
進
士
（
官
僚
）、
趙�

南
星

（
一
五
五
〇
〜
一
六
二
七
）
作
の
笑
話
集
．
72
話

の
集
成
．
同
話
が
『
笑
禅
録
』6
に
重
出
．

『
笑
府
』211『
明
道
雑
志
』に
同
様
の
笑
話

あ
り
．

①�

松
枝
茂
夫�

古
典
文
学
大
系
歴
代

笑
話
選
59�

平
凡
社�

昭
45�

Ｐ
．111
、143
、205
．

⑵
『
維ゆ

い

摩ま

経き
ょ
う

』
①
植
木
雅
俊�

岩
波
書
店
Ｐ
．400
．

②�

「
維
摩
の
一
黙
」
は
當
山
後
堂
老
師

本
誌
提
唱
中
の『
碧へ

き

巌が
ん

録ろ
く

』第
八
四
則
に

「
維
摩
不
二
法
門｣

と
し
て
登
場
．

③
『
維
摩
経
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
』
西
村
惠
信�

禅
文
化
研
究
所�

令
和
３
年
．
平
易
で

秀
逸
．
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声

テ
レ
ホ
ン
法
話

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

 
禅
の
た
よ

り

　

し
か
し
、
私
た
ち
僧
侶
の
行
っ
て
い
る

修
行
は
、
た
く
さ
ん
の
祖
師
方
が
命
が
け

で
、
今
日
ま
で
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
ん
な
中
途
半
端
な
気
持
ち
で

受
け
取
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
、こ
の
瞬
間
に
命
が
け
で
取
り
組
む
。

修
行
を
続
け
る
上
で
大
切
な
こ
と
を
、
園

児
の
皆
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

�

瑞
應
寺
専
門
僧
堂�

悦
事　

三
宅
俊
尚

�

令
和
七
年
六
月
一
日
～
十
日

 �

●�

浅
川
造
船
㈱　

新
居
田　

悠　

人　

　

今
回
の
研
修
で
は
、
地
域
の
歴
史
と
文
化

を
深
く
知
る
貴
重
な
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

　

瑞
應
寺
は
開
山
か
ら
約
五
百
八
十
年

と
な
る
長
い
歴
史
を
有
す
る
寺
で
研
修

で
は
、
自
分
達
が
普
段
生
活
で
し
て
い

る
食
事
や
掃
除
な
ど
当
た
り
前
の
事
を

丁
寧
に
す
る
こ
と
な
ど
、
礼
儀
作
法
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
瑞
應
寺
の
周
辺
に
は
新
居
浜

市
の
歴
史
を
物
語
る
遺
跡
や
文
化
財
が

点
在
し
て
お
り
、
研
修
を
通
じ
て
地
域

の
歴
史
的
背
景
を
よ
り
深
く
理
解
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
学
び
で
、
地
域
づ
く

り
や
文
化
継
承
の
重
要
性
を
再
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
を
通
じ
て
、地
域
の
歴
史

と
文
化
の
大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
、
今
後

の
生
活
に
生
か
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

瑞
應
寺
で
の
研
修
は
私
に
と
っ
て
大
変

有
意
義
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

二
日
間
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
も

ら
い
ま
た
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学

ば
せ
て
い
た
だ
き
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

●�

浅
川
造
船
㈱　

藤　

田　

健　

斗　

　

本
研
修
を
通
し
て
、
曹
洞
宗
の
日
常

作
務
、
生
活
の
一
部
を
体
験
す
る
と
共

に
、
基
本
の
教
え
で
あ
る
日
常
の
一
つ

一
つ
の
所
作
を
丁
寧
に
行
う
大
切
さ
を

学
び
ま
し
た
。食
事
の
作
法
で
は
、人
や
作

物
に
敬
意
を
払
う
だ
け
で
な
く
、使
う
水

瑞應寺公式ホームページ
を開設しました

４月より
公開しました

https://zuioji.jp

　

六
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷
・
日
曜
参
禅
会

八　

日　

日
曜
参
禅
会

十
四
日　

ベ
ル
モ
ニ
ー
葬
祭
合
同
慰
霊
祭�

�

Ｎ
Ｅ
Ｃ
役
員
研
修

十
五
日　

祝
祷
・
日
曜
参
禅
会
・
略
布
薩�

�

會
陽
林
グ
ル
ー
プ
参
禅

十
八
日　

観
音
講
（
仏
教
勉
強
会
）

廿
二
日　

日
曜
参
禅
会

廿
四
日　

参
玄
会
（
廿
六
日
迄
）

廿
九
日　

日
曜
参
禅
会

丗　

日　

略
布
薩

　

七
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷
・
首
座
法
戦
式

六　

日　

日
曜
参
禅
会

十
一
日　

筆
供
養
・
弁
天
大
祭

十
三
日　

日
曜
参
禅
会

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
（
仏
教
勉
強
会
）

廿　

日　

日
曜
参
禅
会

廿
七
日　

日
曜
参
禅
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
。

　

７
月
に
入
り
、
暑
い
日
が
続
い

て
お
り
ま
す
。

　
「
心
頭
滅
却
す
れ
ば
火
も
ま
た
涼
し
」

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
確
か
に
心
を
律

す
る
こ
と
で
あ
る
程
度
の
暑
さ
は

乗
り
越
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
数
年
の

気
温
上
昇
に
よ
る
猛
暑
が
私
た
ち
の

生
活
に
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ

と
は
事
実
で
す
。
修
行
に
お
い
て
も

体
調
管
理
に
努
め
、
身
心
を
調
え
て

参
り
ま
す
。�

受
処
主
事　

森
香
有

 
 

な
す
こ
と
の

　
　

 

一
つ
一
つ
が
楽
し
く
て

      

命
が
け
な
り  
遊
ぶ
子
供
ら

　

瑞
應
寺
の
境
内
に
あ
る
、
ひ
か
り
幼
稚

園
で
、先
日
運
動
会
が
行
わ
れ
、私
は
写
真

撮
影
の
お
手
伝
い
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。

　

子
供
た
ち
の
一
生
懸
命
取
り
組
む
姿
を

レ
ン
ズ
越
し
に
見
て
い
る
と
、
こ
の
言
葉

が
浮
か
び
ま
し
た
。

「
な
す
こ
と
の
一
つ
一
つ
が
楽
し
く
て　

　
　
　
　

命
が
け
な
り　

遊
ぶ
子
供
ら
」

　

こ
の
句
は
、か
つ
て
瑞
應
寺
で
ご
指
導

さ
れ
た
橋
本
恵
光
老
師
が
、ひ
か
り
幼
稚

園
で
遊
ぶ
園
児
の
姿
を
見
て
詠
ま
れ
た
も

の
で
す
。

　

リ
レ
ー
で
逆
転
で
き
ず
泣
い
て
悔
し
が

る
子
、
い
つ
も
の
練
習
と
は
違
っ
て
た
く

さ
ん
の
保
護
者
の
姿
に
驚
い
て
泣
き
出
し

た
り
、
固
ま
っ
た
ま
ま
動
け
な
く
な
る
年

少
さ
ん
、親
が
来
て
く
れ
た
の
が
嬉
し
く
、

手
を
振
っ
て
た
ら
行
進
の
道
か
ら
外
れ
て

行
っ
て
し
ま
う
子
、
先
生
の
声
が
け
に
大

き
な
返
事
を
す
る
子
た
ち
、
子
供
た
ち
は

皆
、
純
粋
に
運
動
会
を
楽
し
み
、
目
の
前

の
事
に
全
力
を
尽
く
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
大
人
に
な
る
と
何
を
す
る
に
し

て
も
、
損
得
勘
定
や
、
過
去
の
失
敗
や
未

来
の
不
安
が
頭
に
浮
か
ん
だ
り
格
好
つ
け

た
り
、
余
計
な
事
に
神
経
を
使
っ
て
し
ま

い
、
な
か
な
か
全
力
を
尽
く
す
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

を
極
力
減
ら
す
、
無
駄
に
し
な
い
工
夫

が
施
さ
れ
て
お
り
、
自
然
環
境
の
こ
と

を
よ
く
考
え
た
教
え
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

坐
禅
で
意
外
だ
っ
た
の
が
、
修
業
と
し

て
と
い
う
よ
り
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
貯
め

る
た
め
に
行
う
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。

実
際
に
や
っ
て
み
て
、
長
時
間
背
筋
を

伸
ば
す
体
勢
に
よ
る
、
筋
肉
的
な
疲
労

は
感
じ
ま
し
た
が
、
呼
吸
の
し
や
す
さ

や
集
中
し
て
考
え
事
が
で
き
る
感
覚
が

あ
っ
た
の
で
、
簡
易
的
に
は
な
る
と
思

い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
中
で

も
取
り
入
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
二
日
間
で
、
非
常
に
貴
重
な
体

験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の

経
験
を
基
に
己
を
律
し
、
人
物
、
生
き

物
に
敬
意
を
払
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　
瑞
應
寺
研
修
感
想

般若入


