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第
十
九
則
「
倶ぐ

胝て
い

一い
っ

指し

頭と
う

」
寐み

語ご

⑦
普ふ

天て
ん

普ふ

地ち

の
猫

【
評ひ

ょ
う

唱し
ょ
う

】
円
明
道
、
寒
則
普
天
普
地
寒
、

熱
則
普
天
普
地
熱
。

「
円え

ん
 
み
ょ
う明

道い

わ
く
、
寒
す
る
と
き
は
則
ち

普
天
普
地
寒
し
、
熱
す
る
と
き
は
則

ち
普
天
普
地
熱
す
と
」

　

中
国
の
禅
宗
は
、
初
祖
で
あ
る
達

磨
大
師
か
ら
、
五
祖
大だ

い
ま
ん滿

弘こ
う

忍に
ん

禅
師

を
経
て
、
北
宗
禅
と
南
宗
禅
と
に
分
か

れ
、
南
宗
禅
は
※
中
唐
以
後
に
栄
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
南
宗
禅
の

六
祖
大だ

い

鑑か
ん

慧え
の
う能

禅
師
の
下
に
は
、
さ

ら
に
南な

ん
が
く嶽

懐え

譲じ
ょ
う

禅
師
と
青せ

い

原げ
ん

行ぎ
ょ
う

思し

禅

師
の
系
統
に
別
れ
、
こ
こ
か
ら
五
家

七
宗
と
呼
ば
れ
る
分
派
が
起
き
ま
す
。

そ
の
中
の
「
雲う

ん
も
ん
し
ゅ
う

門
宗
」
の
開
祖
で
あ
る

雲う
ん

門も
ん

文ぶ
ん

偃え
ん

禅
師（
八
六
四
～
九
四
九
）は
、

当
時
の
厳
し
い
治
世
下
に
あ
っ
て
も

弟
子
を
薫
育
し
、
現
実
と
佛
法
を
し
っ

か
り
見
つ
め
、
簡
潔
な
日
常
語
で
禅

の
教
え
を
示
さ
れ
ま
す
。『
伝
灯
録
』

に
は
法
を
嗣
い
だ
弟
子
と
し
て

六
十
一
人
も
の
名
前
が
残
り
、
後
に

そ
の
門
派
は
大
い
に
栄
え
「
雲
門
宗
」

を
形
成
し
ま
す
。『
碧
巌
録
』
を
初
め

と
す
る
禅
の
語
録
に
は
雲
門
禅
師
の

言
葉
が
、
公
案
（
修
行
の
題
材
）
と
し

て
多
く
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
現

在
で
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
「
日
日
是

好
日
」
が
有
名
で
す
。
円え

ん

明み
ょ
う
だ
い
し

大
師
徳と

く
さ
ん山

縁え
ん

密み
つ

禅
師
も
弟
子
の
一
人
で
す
。

　

そ
の
縁
密
禅
師
の
お
弟
子
さ
ん
が

「
犬
に
も
佛
性
が
有
る
か
（
尻
尾
を
振
っ

て
ワ
ン
ワ
ン
吠
え
る
犬
も
佛
さ
ん
で
す

か
？
）」
と
い
う
問
題
に
一
所
懸
命
に
打

ち
込
ん
で
い
る
と
、
な
ん
と
犬
の
頭
が

太
陽
の
光
の
よ
う
に
大
き
く
な
っ
て
、

そ
の
大
き
な
口
を
開
け
て
襲
い
か
か
っ

て
く
る
妄も

う

想ぞ
う

が
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。

　

怖
く
な
っ
て
、
隣
の
僧
に
打
ち
明

け
る
と
、
僧
は
縁
密
禅
師
に
伝
え
ま

し
た
。
禅
師
は「
怖
れ
る
こ
と
は
な
い
、

今
度
犬
が
現
れ
て
大
き
な
口
を
開
い

て
き
た
ら
、
思
い
っ
き
り
そ
こ
に
飛

び
込
む
と
い
い
」
と
教
え
ま
し
た
。

　

私
が
小
さ
い
頃
お
寺
で
は
犬
を
飼
っ

て
い
ま
し
た
。
私
が
犬
に
な
つ
い
て

い
た
の
か
、
犬
が
私
に
な
つ
い
て
い
た

の
か
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
仲
良
し
で
遊

び
相
手
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
弟
子

に
と
っ
て
犬
は
吠
え
て
飛
び
掛
か
っ
て

く
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
今
は
ペ
ッ

ト
葬
祭
業
も
あ
る
ほ
ど
で
す
が
、
犬
が

苦
手
な
人
に
と
っ
て
は
、
犬
が
佛
様
だ

な
ん
て
と
て
も
思
え
ま
せ
ん
。

　

は
た
し
て
そ
の
縁
密
禅
師
の
弟
子

が
坐
禅
し
て
い
る
と
、
ま
た
犬
が
現

れ
て
大
き
な
口
を
開
い
て
き
た
の
で
、

禅
師
に
云
わ
れ
た
通
り
思
い
切
っ
て

そ
の
苦
手
な
犬
の
口
に
飛
び
込
も
う

と
し
た
ら
前
の
壁
に
頭
を
ぶ
つ
け
て

気
が
付
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
悟
っ
た

の
で
す
。
犬
が
佛
様
か
ど
う
か
で
は

な
く
、
妄
想
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る

私
が
今
こ
こ
で
坐
禅
し
て
い
る
事
が

佛
性
の
実
践
、
つ
ま
り
佛
様
そ
の
も

の
だ
っ
た
の
で
す
。
縁
密
禅
師
の
素

晴
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、「
妄
想
を
相
手

に
す
る
な
」
で
は
無
く
、「
妄
想
を
妄

想
と
気
づ
か
せ
る
事
」
で
し
た
。

　

私
達
が
生
き
て
い
る
事
は
、
様
々

な
苦
が
待
ち
構
え
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
「
生
老
病
死
」
に
代
表
さ
れ
る
「
四

苦
」
と
云
う
生
命
の
根
源
的
な
苦
し
み

と
、
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
上
で

自
分
が
一
番
大
切
と
い
う
自
我
か
ら

生
ま
れ
る
苦
し
み
が
あ
り
ま
す
。「
愛あ

い

別べ
つ
り離

苦く

」
大
切
で
大
好
き
な
人
や
物
で

あ
っ
て
も
、
い
つ
か
は
失
い
離
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
。「
怨お

ん
ぞ
う憎

会え

く苦
」
逆
に
大
嫌
い
で
見
た
く
も
な
い

人
や
物
で
も
、
出
会
い
頂
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
苦
し
み
。「
求ぐ

不ふ

得と
っ

苦く

」

安
楽
や
幸
福
、
理
想
等
求
め
る
モ
ノ
ゴ

ト
が
手
に
入
ら
な
い
苦
し
み
。「
五ご

蘊う
ん

盛じ
ょ
う

苦く

」
自
分
の
心
や
、
自
分
の
身
体
す

ら
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
苦
し
み
。
こ

れ
を
合
わ
せ
て
「
八
苦
」
と
云
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
地
球
上
に
今
の
人
間
が
誕
生

し
て
何
万
年
経
過
し
て
い
て
も
「
四
苦
八

苦
」
は
逃
げ
る
事
の
出
来
な
い
永
遠
普
遍

の
苦
し
み
な
の
で
す
。
そ
こ
に
橋
本
老

師
の
「
に
ご
り
江
に
根
を
培つ

ち
か

い
て
咲
き
い

ず
る
蓮は

ち
す

の
花
を
み
心
に
し
て
」
の
お
示
し

が
有
り
難
く
、
深
く
心
に
沁
み
ま
す
。

　

今
か
ら
十
一
年
前
自
坊
の
護
持
会
の

副
会
長
さ
ん
が
還
暦
を
迎
え
て
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。
葬
儀
が
終
わ
っ
て
か
ら
喪

主
で
あ
る
息
子
さ
ん
と
話
を
し
て
い
る

中
で
「
父
が
亡
く
な
っ
て
い
ろ
ん
な
事

が
わ
か
り
ま
し
た
。
本
当
に
立
派
な
父

親
で
し
た
」
と
感
謝
の
言
葉
を
言
わ
れ

ま
し
た
。
私
は
「
お
父
さ
ん
が
あ
る
日

『
息
子
が
親
父
を
超
え
て
見
せ
る
』
と

云
っ
て
く
れ
た
と
嬉
し
そ
う
に
言
っ
て

た
よ
。
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
お

陰
で
分
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
け
れ

ど
、
お
陰
で
は
無
く
良
い
言
葉
が
見
つ

か
ら
な
い
か
な
あ
」
と
云
っ
た
ら
、
そ

の
息
子
さ
ん
は
し
ば
ら
く
間
を
置
い
て

「
父
の
死
を
き
っ
か
け
に
わ
か
っ
た
こ

と
で
す
ね
」
と
云
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
「
き
っ
か
け
」
と
い
う
言
葉
こ
そ

佛
縁
と
い
う
事
で
し
た
。

　

自
分
に
と
っ
て
の
「
苦
」も
私
を
生
か

し
て
下
さ
っ
て
い
る
佛
縁
、
み
佛
様
の

恵
み
で
し
た
。
温
暖
化
と
は
い
え
大
寒

に
入
り
厳
し
い
寒
さ
に
向
か
お
う
と
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
「
梅
は
寒
苦
を
経

て
清
香
を
放
つ
」
の
で
す
。
反
対
に
夏

は
近
年
想
像
を
超
え
る
猛
暑
。
私
達
は

こ
の
熱
苦
さ
え
も
恵
み
と
受
け
取
る
事

が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。
私
達
に
と
っ

て
ち
ょ
う
ど
良
い
時
期
は
ア
ッ
と
い
う

間
に
過
ぎ
て
行
き
ま
す
。

　
「
円
明
大
師
徳
山
縁
密
禅
師
が
言
わ

れ
ま
し
た
。
寒
す
る
と
き
は
則
ち
普
天

普
地
寒
し
、
熱
す
る
と
き
は
則
ち
普
天

普
地
熱
す
」
寒
も
熱
も
「
普
天
普
地
」

つ
ま
り
「
天
地
い
っ
ぱ
い
」
と
い
う
事

で
す
。「
天
地
い
っ
ぱ
い
」
か
ら
は
逃
げ

ら
れ
な
い
の
で
す
。「
普
天
普
地
の
私
」

な
ら
ば
「
普
天
普
地
の
四
苦
八
苦
」
そ

こ
か
ら
逃
げ
ず
に
、
犬
の
大
き
な
口
に

飛
び
込
む
よ
う
に
全
て
を
頂
い
て
こ

そ
、
私
の
執
着
に
気
付
き
、
思
い
も
し
な

か
っ
た
佛
様
の
道
も
見
え
て
き
ま
す
。

　

私
は
犬
派
だ
っ
た
の
で
す
が
、
今
は

猫
を
飼
っ
て
い
ま
す
。
猫
こ
そ
忖そ

ん
た
く度

無

し
、真
実
と
同
じ
で
容
赦
あ
り
ま
せ
ん
。

天
使
に
も
悪
魔
に
も
、
否
佛
様
に
も
鬼

に
も
成
り
ま
す
。
マ
ァ
そ
れ
も
私
の
都

合
で
す
が
。�

（
続
く
）

　

※���

唐
代
を
初
・
盛
・
中
・
晩
の
四
期
に
区

分
し
た
そ
の
第
三
期
。
代
宗
の
大

暦
元
年
（
七
六
六
）
～
敬
宗
の
宝
暦

二
年
（
八
二
六
）

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
六
】
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へ
戻
さ
れ
な
く
て
も
、
影
響
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
心
境
を
高
祖
に
述
べ
た
の
で

し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
高
祖
は
、

　
「
な
る
ほ
ど
、
こ
の
永
平
寺
は
山
の
中

で
も
あ
り
、
今
は
水
量
も
豊
か
に
思
え
る

だ
ろ
う
。
が
し
か
し
、
天
候
次
第
で
は
水

の
量
は
変
わ
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の

谷
川
の
川
下
に
は
多
勢
の
人
々
が
生
活

し
て
お
り
、
そ
の
生
活
用
水
と
し
て
も

使
っ
て
い
る
の
だ
よ
。
世
の
中
の
多
く
の

人
々
に
よ
っ
て
こ
の
永
平
寺
で
の
修
行

生
活
も
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
う

と
き
、
他
の
人
々
へ
の
連
帯
と
し
て
の

思
い
が
、
こ
の
少
量
の
水
で
あ
っ
て
も
、

戻
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
だ
よ
。
こ
の

永
平
寺
が
い
つ
ま
で
も
修
行
の
道
場
と

し
て
多
く
の
修
行
者
を
育
て
て
い
く
た
め

に
も
、
多
く
の
世
の
中
の
人
々
か
ら
支
え

ら
れ
る
よ
う
に
心
遣づ

か

い
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
あ
の

柄
杓
の
水
を
少
量
で
あ
っ
て
も
谷
川
へ

戻
す
と
い
う
行
為
に
な
る
の
だ
よ
。」

　

と
語
ら
れ
た
の
で
し
た
。〝
い
の
ち
の
水
〟

と
も
い
わ
れ
、
こ
の
修
行
僧
か
ら
伝
え
聞

か
さ
れ
た
他
の
修
行
僧
も
、こ
れ
か
ら
以
後
、

こ
う
し
た
高
祖
の
細
や
か
な
ま
で
の
修
行

の
あ
り
方
に
し
た
が
っ
て
、一
層
精
進
し
た

の
で
し
た
。
そ
の
伝
統
が
連れ

ん

綿め
ん

と
し
て

平
成
の
時
代
の
（
引
用
稿
執
筆
当
時
）

今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

永
平
寺
の
第
一
歩
を
迎
え
る
石
柱
が
、

永
平
寺
の
家か

風ふ
う（
修
行
の
方
針
）を
物
語
っ

て
い
る
の
で
す
。」 

�

（
正ま

さ

野の

光こ
う

周
し
ゅ
う

師�

平
成
11
年�

引
用
終
）

【
は
じ
め
に
】

　

今
月
は
有
名
な「
杓

し
ゃ
く

底て
い

の
一い

ち

残ざ
ん

水す
い

」
に

つ
い
て
お
話
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

大だ
い

本ほ
ん

山ざ
ん

永え
い

平へ
い

寺じ

を
訪
れ
る
と
、
最
初
に

高
さ
４
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
石せ

き

柱
ち
ゅ
う

一
対
が

眼
に
入
り
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
に
漢
詩
の
一
部

（
偈げ

）
が
五
文
字
彫ほ

ら
れ
て
お
り
、

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
偈
の
背
景
と
な
る
、

道
元
禅
師
に
関
す
る
説
話
を
、永
平
寺
編
集

の
法
話
集
よ
り
長
文
引
用
し
ま
す
。
⑴

【
わ
ず
か
な
水
を
川
に
戻
す
】

　
「
杓
底
一
残
水
、
汲
流
千
億
人
」
は
、

高こ
う

祖そ

（
道
元
禅
師
）の
在
世
時
に
由
来
す
る

伝
統
の
お
話
で
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
に
も

日
常
的
な
場
面
の
た
め
で
し
ょ
う
か
、文
字

に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
本
山
入
り

口
の
石
柱
以
外
に
は
見
る
こ
と
が
な
い

よ
う
で
す
。

　

あ
る
朝
の
こ
と
で
し
た
。（
道
元
禅
師
は
）

い
つ
も
の
よ
う
に
、
谷
川
の
引
き
水
を

柄ひ

杓し
ゃ
く

で
桶お

け

に
汲く

ま
れ
て
洗せ

ん

面め
ん

な
さ
れ

よ
う
と
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。必
要
な
だ
け

お
汲
み
に
な
ら
れ
た
高
祖
の
手
に
あ
る

柄
杓
に
は
、
半は

ん

杓し
ゃ
く

ほ
ど
の
水
が
残
っ
て
い

ま
し
た
。そ
の
残
り
水
を
高
祖
は
谷
川
へ

戻
さ
れ
た
の
で
す
。い
つ
も
の
よ
う
に
高
祖

の
身
の
回
り
の
お
世
話
の
係
の
修
行
僧

の
一
人
が
側

か
た
わ
らに
お
ら
れ
た

の
で
す
が
、
こ
の
時
は
じ

め
て
残
り
水
を
谷
川
へ
戻
さ

れ
た
と
い
う
高
祖
の
作
法
に
気

が
つ
い
た
の
で
し
た
。

　

朝
の
行
持
が
終
わ
っ
た
と
き
に
、
こ
の

修
行
僧
が
そ
の
残
り
水
の
処
し
方
を
た
ず
ね

た
の
で
し
た
。
こ
の
永
平
寺
は
山
の
中
で
も

あ
り
、
水
源
に
近
い
こ
と
も
あ
り
、
水
量
が

豊
か
な
の
で
柄
杓
に
少
量
の
水
な
ど
は
谷
川

  

道ど
う

元げ
ん

禅ぜ
ん

師じ

の
﹁
⼀い

ち

残ざ

ん

⽔す
い

﹂
は

　
　
千せ

ん

億お

く

⼈に

ん

が
分わ

か
ち
合あ

え
る
か
？

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

【
偈
は
熊く

ま

澤ざ
わ

禅ぜ
ん

師じ

の
漢
詩
に
由
来
】

　

こ
の
「
説
話
」
は
曹
洞
宗
門
で
く
り

返
し
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
上
述
の

よ
う
に
永
き
に
わ
た
り
口く

伝で
ん

で
伝
え
ら

れ
、
出
典
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

一
方
こ
の
「
偈
」
は
、
道
元
禅
師
の
作

で
は
な
く
、
永
平
寺
七
十
三
世
熊く

ま

澤ざ
わ

泰た
い

禅ぜ
ん

禅ぜ
ん

師じ

が
詠よ

ま
れ
た
漢
詩
の
第
三
、四
句

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
熊

澤
禅
師
ご
自
身
が
次
の
よ
う
に
解
説
さ

れ
て
い
ま
す
。
⑶

「
今
回
、（
略
）久
し
く
無
字
の
ま
ま
総
門

左
右
に
立
っ
て
い
た
石
の
門
柱
に
「
杓

底
一
残
水
」「
汲
流
千
億
人
」
と
老ろ

う

衲の
う

が

書
い
て
刻
み
込
ん
で
も
ら
っ
た
の
も

（
略
）、
祖そ

山ざ
ん

安あ
ん

居ご

（
永
平
寺
で
雲
水
修
行
）

の
眼
目
で
あ
り
、
永
平
寺
参
拝
の
根
本
義

で
あ
る
こ
と
を
、
年ね

ん

年ね
ん

上
じ
ょ
う

山ざ
ん

の
兄
弟
、

日
々
参
拝
の
人
々
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。（
略
）こ
の
大
門
は
、

永
平
寺
に
入
る
総
門
で
あ
る
と
同
時
に
、

宇
宙
法ほ

っ

界か
い

に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る

正
門
で
あ
る
。こ
の
大
門
は
、一い

っ

個こ

半は
ん

個こ

の

真
実
求
道
者
が
来
た
っ
て
古
道
、す
な
わ
ち

永
遠
絶
対
の
道
を
究き

わ

め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

杓
底
の
残
水
淙そ

う

淙そ
う

と
流
れ
る
と
こ
ろ
、

千
万
億
の
人
来き

た
っ
て
、
斉ひ

と

し
く
高
祖
大
師

の
恩
徳
を
掬き

く

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。と
い
っ
た

意
味
で
、
特
に
「
正
門
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
し
た
の
で
あ
る
。」
⑷
⑸

　

こ
の
漢
詩
を
凡ぼ

ん

夫ぷ

の
私
が
冷
や
汗

も
の
で
現
代
語
に
訳
し
ま
す
と
、

【
水
と
千
億
人
に
ふ
た
つ
の
意
味
】

　

第
一
、二
句
で
修
行
道
場
と
し
て
両
立

す
べ
き
「
寛か

ん

容よ
う

と
厳げ

ん

格か
く

」
が
表
現
さ
れ
、

永
平
寺
の
さ
ら
に
奥
に
あ
る
山
門
に
掲

げ
ら
れ
る
聯れ

ん

の
冒
頭
の
句
「
鎖さ

鑰や
く

放ほ
う

閑か
ん

」

「
家か

庭て
い

厳げ
ん

峻し
ゅ
ん

」
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。

　

そ
し
て
第
三
、四
句
は
「
水
は
貴
重
な

共
有
財
産
」
と
い
う
仏
教
道
徳
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
一
残
水
」
は
「
道
元
禅
師
の

み
教
え
」
の
意
味
も
あ
り
、
水
が
流
れ
、

汲く

ま
れ
る
よ
う
に
、
み
教
え
が
多
く
の

人
々
に
広
く
伝
わ
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う

大本山永平寺正門 (東川寺撮影・提供) ⑵
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新春書初め

熊
澤
禅
師
の
誓せ

い

願が
ん

が
込
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。「
千
億
人
」
は

具
体
的
な
数
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
も
「
水
を
受
け
と
る
人
」
と
、「
道
元

禅
師
の
教
え
を
学
び
伝
え
て
い
く
人
」
が

多
く
あ
れ
、
永な

が

く
あ
れ
、
と
い
う
願
い
の

ふ
た
つ
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。

【
一
残
水
は
千
億
人
が
分
か
ち
合
え
る
】

　

さ
て
、
禅
仏
教
の
文
字
表
現
に
は
一
般

常
識
で
は
荒こ

う

唐と
う

無む

稽け
い

に
も
見
え
る
よ
う
な

表
現
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
体
全
体

「
た
っ
た
半
杓
の
水
を
千
億
人
が
分
か
ち

合
う
」
こ
と
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

身
勝
手
な
理
屈
で
す
が
、
私
は
で
き
る

と
思
う
の
で
す
。
高
校
の
物
理
化
学
の
知

識
で
「
水
１
グ
ラ
ム
の
中
に
あ
る
水
の
分

子
の
個
数
」
は
簡
単
に
計
算
で
き
ま
す
。

　

ま
ず
、水
は
H2O（
水
素
２
個
と
酸
素
１
個
）

で
示
さ
れ
ま
す
。そ
の「
分
子
量
」は
18
で
す
。

分
子
量
の
数
に
グ
ラ
ム
を
つ
け
た
「
18
グ
ラ

ム
の
重
さ
の
水
」
に
は
か
な
ら
ず
「
約
６
×

10
の
23
乗
」
個
の
分
子
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　

　

こ
の
「
約
６
×
10
の
23
乗
」
と
い
う
数
は

「
ア
ボ
ガ
ド
ロ
定
数
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
「
同
じ
気
圧
・
体
積
・
温
度
に
保
た
れ
た

気
体
は
、
大
小
ど
ん
な
分
子
で
あ
っ
て
も
そ

の
数
は
同
じ
」と
い
う「
ア
ボ
ガ
ド
ロ
の
法
則
」

を
証
明
し
た
イ
タ
リ
ア
人
学
者
ア
メ
デ
オ
・

ア
ヴ
ォ
ガ
ド
ロ
先
生
に
ち
な
ん
で
い
ま
す
。

（
私
が
米
国
勤
務
中
の
上
司
医
学
部
教
授
の

定
番
オ
ヤ
ジ
ギ
ャ
グ
が
「
お
前
は

ア
ボ
カ
ド
を
「
ア
ボ
ガ
ド
ロ
定
数
」

個
も
食
べ
た
の
か
？
」
で
し
た
。）

　

杓
底
の
一
残
水
が
仮
に
水
18
グ
ラ
ム（
18
㏄
）

と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
約600,000,000,�

000,000,000,000,000

個
の
水
分
子
が

入
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
一
残
水
は
千
億

人（
10
の
11
乗
）も
の
人
（々
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

）が
、
一
人

あ
た
り
６
×
10
の
12
乗
個
も
の
水
分
子
を

い
た
だ
け
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

【
水
は
地
・
空
・
海
を
循
環
す
る
】

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
水
は
環
境
中
を

循
環
し
て
い
ま
す
。
水
は
海
や
大
地

か
ら
蒸
発
し
、
雲
と
な
り
、
雨
雪
と

な
り
、
川
と
な
っ
て
ふ
た
た
び
海
に

注そ
そ

ぎ
ま
す
。
道
元
禅
師
が
毎
日
の
よ

う
に
戻
さ
れ
た
水
の
分
子
の
数
は
、

右
の
数
字
に
１
年
３
６
５
日
と
道
元

禅
師
が
永
平
寺
に
在
山
さ
れ
た
10
年

弱
が
か
か
り
、
そ
れ
ら
が
数
ヶ
月
～

数
年
周
期
で
地
・
空
・
海
を
ぐ
る
ぐ
る

回
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
体
の
中
を
通
り

過
ぎ
て
い
っ
た
水
の
中
に
は
、
道
元

禅
師
が
戻
さ
れ
た
一
残
水
の
１
分
子
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

【
引
用
・
註
】

⑴��

正ま
さ

野の

光こ
う

周し
ゅ
う

（
山
形
県�

長
應
寺
東
堂
）

「
永
平
杓
底
の
水
‐
水
は
い
の
ち
の
源
」

『
慕も

古こ

の
心し

ん

』Ｐ
380
‐
385
大
本
山
永
平
寺
高

祖
道
元
禅
師
750
回
大だ

い

遠お
ん

忌き

事
務
局
編�

平
成
11
年
。正
野
師
は
、こ
れ
は
当
時

石
柱
に
添
え
ら
れ
た
立
札
の
転
載
と

さ
れ
ま
し
た
（
私
信
）。
丁
寧
で
わ
か

り
や
す
く
、
本
山
に
直
接
由
来
し
て

い
る
こ
と
か
ら
引
用
し
ま
し
た
。

⑵���

北
海
道
東と

う

川せ
ん

寺じ�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

���『
大
本
山
永
平
寺
諸
禅
師
略
伝
』
よ
り

転
載
許
可
を
い
た
だ
い
た
写
真
で
す
。

⑶���

熊
澤
泰
禅
「
門
に
入
る
魚
は
竜
と
成
る
」

熊
澤
泰
禅
禅
師
全
集『
雪せ

つ

庵あ
ん

廣こ
う

録ろ
く

』第
三�

Ｐ
319
‐
323
天
藤
全
孝

編�

昭
和
五
十
六
年
。

前
掲
⑵
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
全
文
掲
載
。

（
Ｑ
Ｒ
参
照
）

⑷���

熊
澤
禅
師
が
「
正4

門
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

意
図
さ
れ
た
の
は
、
道
元
禅
師
が
よ
く

示
さ
れ
る
「
正
伝

4

4

の
仏
法
」「
仏
祖
正
伝

4

4

の
坐
禅

4

4

」
を
意
識
さ
れ
た
の
で
は
、と

推
察
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
、
最
近
の

永
平
寺
修
行
経
験
者
か
ら
聴
取
し
ま
す

と
、「
正
門
」は
慣
用
的
に「
竜

り
ゅ
う

門も
ん

」と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
多
く
の
若
手

宗
し
ゅ
う

侶り
ょ

が
、「
一
残
水
の
偈
」
は
道
元
禅
師

が
詠よ

ま
れ
た
と
誤
解
し
て
い
る
こ
と

も
、
本
稿
を
執
筆
し
た
き
っ
か
け
で
す
。

⑸���

菅
原
研
州�

平
成
三
十
一
年
度�
宗
務
庁

布
教
師
養
成
所
『
講
義
録
』「『
学
道
用
心
集
』

で
説
か
れ
た
教
え
に
つ
い
て
」
Ｐ
180
‐
212
。

　

���

菅
原
師（
愛
知
学
院
大
准
教
授
）
は
大
本
山

總
持
寺
独
住
第
四
世
石
川
素
堂
禅
師

（
１
８
４
2
～
１
９
２
０�

現
愛
知
県
名
古
屋

市
ご
出
身
）
が
、一
残
水
の
説
話
を
熊
澤

禅
師
（
１
８
７
３
～
１
９
６
８�

現
愛
知

県
一
宮
市
ご
出
身
）
に
伝
え
た
と
指
摘

し
て
い
ま
す
。

(6)���

當と
う

山ざ
ん

二に

十
じ
ゅ
う

九く

世せ

楢な
ら

崎さ
き

一い
っ

光こ
う

老ろ
う

師し

は
、

開か
い

浴よ
く

（
入
浴
）
の
際
、
手て

桶お
け

の
湯
を

全
部
洗
面
器
に
移
さ
ず
に
、
少
し
残

し
て
湯
船
に
戻
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

お
湯
に
対
す
る
感
謝
と
報ほ

う

恩お
ん

の
想お

も

い

が
伝
わ
り
ま
す
。
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鐘 

声

　
銀
杏
感
謝
録

東
京
都　

長
光
寺　

殿

岩
手
県　

長
福
寺　

殿

北
海
道　

瑞
英
寺　

殿

東
京
都　

竹
内
崇
司　

殿

愛
媛
県　

近
藤
正
經　

殿

東
京
都　

五
十
嵐
丈
夫　

殿

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア　

是
松
慧
海　

殿

広
島
県　

慶
壽
院　

殿

福
島
県　

円
通
寺　

殿

茨
城
県　

常
光
院
水
戸
精
舎　

殿

愛
媛
県　

野
間
寺　

殿

長
崎
県　

宝
泉
寺　

殿

兵
庫
県　

深
谷
寺　

殿

京
都
府　

鳥
越
万
寿
子　

殿

広
島
県　

西
林
寺　

殿

広
島
県　

玉
泉
寺　

殿

愛
媛
県　

梶
原
恵
都
子　

殿

北
海
道　

大
貫
寺　

殿

宮
城
県　

戸
田
恭
子　

殿

愛
媛
県　

宮
崎
芳
久　

殿

兵
庫
県　

村
田
浩
一
郎　

殿

愛
媛
県　

福
田
小
百
合　

殿

愛
媛
県　

高
昌
寺　

殿

愛
媛
県　

明
光
寺　

殿

大
分
県　

長
松
寺　

殿

鳥
取
県　

入
江
順
子　

殿

愛
媛
県　

大
通
寺　

殿

岐
阜
県　

大
幢
寺　

殿

岡
山
県　

名
越
礼
祥　

殿

島
根
県　

浄
心
寺　

殿

東
京
都　

片
上
学　

殿

岡
山
県　

東
林
寺　

殿

静
岡
県　

洞
慶
院　

殿

　
一
月
の
日
鑑

一　

日　

大
般
若
祝
祷
諷
経�

　
　
　
　

歳
朝
人
事
・
年
賀
ノ
拝

二　

日　

角
野
消
防
団
初
祈
祷

三　

日　

寿
餠
ノ
拝

五　

日　

年
頭
総
代
会�

�

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

七　

日　

お
ね
は
ん
受
付
開
始�

　
　
　
　

参
玄
会
（
九
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

十
九
日　

寒
行
托
鉢
（
丗
日
迄
）

丗
一
日　

略
布
薩

　
二
月
の
予
定

一　

日　

��

祝
祷�

�
�

涅
槃
摂
心
（
四
日
迄
）

二　

日　

日
曜
参
禅
会

七　

日　
��

金
毘
羅
初
大
祭

九　

日　

日
曜
参
禅
会

十
四
日　

土
地
堂
念
誦

十
五
日　

��

祝
祷
・
小
参
・
人
事
行
礼

涅
槃
会
・
略
布
薩

十
六
日　

日
曜
参
禅
会

十
八
日　

観
音
講
（
仏
教
勉
強
会
）

廿
三
日　

日
曜
参
禅
会

廿
六
日　

法
戦
式

廿
八
日　

略
布
薩

■���

三
朝
大
般
若
祈
祷

　

正
月
一
日
よ
り
三
日
間
、
朝

課
時
法
堂
に
て
大
般
若
転
読
祈

祷
を
厳
修
。
檀
信
徒
の
皆
様
の

繁
栄
と
諸
縁
吉
祥
を
祈
願
い
た

し
ま
し
た
。

大
阪
府　

松
田
志
保
子　

殿

東
京
都　

志
々
目
雅
明　

殿

愛
媛
県　

無
量
寺　

殿

愛
媛
県　

大
雄
寺　

殿

愛
媛
県　

善
光
寺　

殿

愛
媛
県　

西
願
寺　

殿

『
光
陰
虚
し
く
度
る
こ
と
莫
れ
』

　

私
は
雲
水
と
し
て
修
行
す
る
中
で
こ

れ
ま
で
意
識
し
な
か
っ
た
こ
と
を
感
じ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
季
節
」。
木
々
が
徐
々
に
紅
葉
し

て
い
く
姿
を
見
る
事
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
服
装
も
作
務
衣
、
着
物
に
限

ら
れ
る
た
め
気
温
の
変
化
が
顕
著
に

感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
「
音
」。
修
行
す
る
中
で
多
く
の
鳴
ら

し
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

初
め
は
、
今
鳴
っ
て
い
る
も
の
は
何
な

の
か
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

何
の
為
に
鳴
ら
し
て
い
る
の
か
を
知
っ

て
い
く
に
つ
れ
て
音
の
意
味
や
違
い
を

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

修
行
以
前
の
生
活
で
は
多
く
の
事
に

気
を
と
ら
れ
感
じ
な
か
っ
た
小
さ
な
変

化
、
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
身
体
の
感

覚
に
気
付
き
、
と
て
も
新
鮮
で
充
実
し

た
経
験
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

　

自
分
が
こ
れ
ま
で
意
識
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
や
感
覚
を
大
切
に
、
一

日
一
日
を
丁
寧
に
生
き
て
い
く
所
存

で
す
。�

首
座　

泰
晴　

■���

寒
修
行
托
鉢

　

恒
例
の
寒
修
行
托
鉢
が
一
月

十
九
日
（
日
）
よ
り
三
十
日
（
木
）

ま
で
修
行
さ
れ
、
山
内
大
衆
、
役

寮
諸
師
共
に
、
上
部
地
区
を
中
心

に
浄
行
乞
食
。
浄
財
施
者
十
方
檀

那
に
深
謝
。

 
(

令
和
六
年
十
月
八
日
受
付
迄)

大晦日　スカイランタン境内を彩る

寒修行托鉢


