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第
十
九
則
「
倶
胝
一
指
頭
」
寐み

語ご

④

「
布ふ

薩さ
つ

と
い
う
生
き
方
」

「
只
如
今
便
将
葛
藤
截
断
、
運
出
自
己

家
珍
、
高
低
普
応
、
前
後
無
差
、
各

各
現
成
。
儻
或
未
然
、
看
取
下
文
」

「
只た

だ
如い

ま今
便す

な
わ

ち
葛か

っ

藤と
う

を
将も

っ

て
截せ

つ

断だ
ん

し
て
、
自じ

己こ

の
家か

珍ち
ん

を
運う

ん

出し
ゅ
つ

せ
ば
、
高こ

う

低て
い

普あ
ま
ね

く
応お

う

じ
、
前ぜ

ん

後ご

差た
が

う
こ
と
無な

く
、

各お
の

各お
の

現げ
ん

成じ
ょ
う

せ
ん
。
儻も

し
或あ

る

い
は
未
だ

然し
か

ら
ず
ん
ば
、
下げ

文も
ん

を
看か

ん

取し
ゅ

せ
よ
」

【
通
元
老
師
の
三
回
忌
】

　

七
月
三
日
に
大
慈
通
元
老
師
の
三
回

忌
の
お
勤
め
が
あ
り
ま
し
た
。
三
回

忌
と
云
っ
て
も
丸
二
年
。
こ
れ
か
ら

三
年
目
を
迎
え
る
事
に
成
り
ま
す
。

こ
の
三
回
忌
を
大だ

い

祥じ
ょ
う

忌き

と
云
い
ま
す
。

か
つ
て
中
国
で
は
三
回
忌
ま
で
喪
に

服
し
て
お
り
、
こ
れ
を
機
に
ご
遺
族

が
よ
う
や
く
元
の
生
活
に
戻
れ
る「
メ

デ
タ
イ
節
目
」と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

吉
祥
の
祥
と
い
う
字
を
使
い
ま
す
。

　

通
元
老
師
が
「
い
つ
も
世
間
で
メ
デ

タ
イ
メ
デ
タ
イ
と
い
う
が
、
何
を
メ
デ

タ
イ
と
言
う
か
、
わ
か
っ
て
お
る
か
？

目
が
飛
び
出
る
ほ
ど
嬉
し
い
と
言
う
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
ん
が
、
こ
の
メ
は

草
木
の
芽
が
成
長
す
る
。
芽
吹
く
の
芽

じ
ゃ
。
こ
れ
か
ら
成
長
す
る
と
い
う
意

味
じ
ゃ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

亡
く
な
ら
れ
た
人
は
帰
っ
て
は
こ
な

い
、
決
し
て
同
じ
よ
う
な
生
活
に
戻
る

こ
と
は
無
い
の
で
す
。
私
は
、
故
人
の

死
を
受
け
入
れ
、
身
も
心
も
、
生
活
も

含
め
て
、
内
外
共
に
調
い
、
供
養
を
中

心
に
新
た
に
出
発
す
る
時
期
だ
と
思
い

ま
す
。

　

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
必
ず
死
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

死
と
云
う
前
提
の
上
に
生
か
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
以
上
の
葛
藤
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
「
葛
藤
を
截
断
」
と
は
ど
う
い

う
事
で
し
ょ
う
。
正
法
眼
蔵
生
死
の
巻

に
「
こ
の
生
死
は
す
な
わ
ち
佛
の
御
い

の
ち
な
り
…
」
と
あ
り
ま
す
。
生
き
る

ご
縁
の
あ
る
限
り
、
こ
の
身
体
は
葛
藤

そ
の
ま
ま
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
そ
の
、
生
き
よ
う
と
い
つ
ま
で
も

ど
こ
ま
で
も
努
力
し
て
い
る
私
の
生
命

に
、私
自
身
が
救
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
が
「
葛
藤
を
截
断
」
し
て
い
る
「
自

己
の
家
珍
」
つ
ま
り
「
自
分
の
家
の
大

切
な
宝
」
で
す
。
そ
れ
は
他
の
誰
で
も

な
い
、
こ
の
私
の
「
生
命
」
で
す
。

　

通
元
老
師
は
「
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
誰
で
も
何
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か

ら
出
発
す
る
し
か
な
い
ん
じ
ゃ
」
と

お
話
し
で
し
た
。
生

し
ょ
う

縁え
ん

の
あ
る
限
り
、

高
低
（
ど
こ
で
も
）
に
関
わ
り
な
く
、

前
後
（
い
つ
で
も
）
同
じ
よ
う
に
、

全
て
は
（
誰
で
も
）
芽
吹
い
て
（
生
き

て
）
い
こ
う
と
現
成
し
て
い
る
「
生
命
」

で
す
。

　

こ
れ
は
災
害
や
事
件
事
故
で
も
、

全
て
に
言
え
る
事
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
の
三
回
忌
は
橋
本
恵
光
老
師

の
「
に
ご
り
江え

に
根ね

を
培

つ
ち
か

い
て
咲さ

き

い
ず
る
蓮

は
ち
す

の
花は

な

を
み
心

こ
こ
ろ

に
し
て
」
の

お
歌
に
も
通
じ
ま
す
。
そ
う
思
い
ま

す
と
改
め
て
こ
の
大
祥
忌
は
大
切
な

お
勤
め
に
成
り
ま
す
。

【
南
無
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
】

　

私
は
通
元
老
師
の
晩
年
に
お
傍
に

い
る
事
が
多
く
、
お
世
話
を
す
る
と

い
う
事
で
は
な
く
、
様
々
な
お
話
を

伺
う
機
会
を
い
た
だ
け
ま
し
た
。

　

特
に
耳じ

朶だ

に
残
っ
て
い
る
の
は

「
お
釈
迦
さ
ん
と
云
う
人
は
大
し
た
人

じ
ゃ
」「
つ
く
づ
く
偉
い
お
人
じ
ゃ
っ

た
」「
立
派
な
お
方
じ
ゃ
っ
た
」
と
、

言
葉
は
違
っ
て
も
お
釈
迦
様
を
敬
い

お
慕
い
さ
れ
る
言
葉
で
す
。

　

そ
の
お
釈
迦
様
は
、
私
達
と
同
じ

よ
う
に
人
と
し
て
生
ま
れ
、
生
き
、

八
十
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
生

し
ょ
う

身し
ん

の
お

釈
迦
様
で
す
。
で
す
か
ら
、「
南
無
本

師
釈
迦
牟
尼
佛
」
本
師
と
し
て
、
生

き
る
お
手
本
と
し
て
敬
慕
さ
せ
て
い

た
だ
く
の
で
す
。

　

通
元
老
師
が
九
十
二
才
の
時
、

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
左
の
大
腿
骨

を
骨
折
さ
れ
ま
し
た
。

　

周
囲
で
は
、
た
と
え
治
っ
た
と
し

て
も
、
お
歳
が
お
歳
だ
け
に
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
寝
た
き
り
に
な
ら
れ
る
の
で

は
と
心
配
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
し

た
。
約
三
カ
月
入
院
さ
れ
ま
し
た
が
、

入
院
中
お
一
人
の
時
も
ご
自
身
で
リ

ハ
ビ
リ
を
工
夫
、
歩
行
器
で
歩
け
る

よ
う
に
な
り
退
院
。
週
二
回
の
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
も
欠
か
さ
ず
に
、
つ
い
に

は
境
内
も
杖
を
突
い
て
散
歩
さ
れ
、

お
部
屋
の
中
は
杖
が
無
く
て
も
歩
け

る
く
ら
い
に
回
復
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
、
大
腿
骨
骨
折
で
す
か
ら
正

座
も
坐
禅
も
出
来
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

毎
朝
の
お
勤
め
も
法
要
に
も
必
ず
椅

子
に
座
っ
て
参
列
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

普
段
の
礼
拝
は
一
回
ご
と
に
立
ち
上

が
る
の
は
大
変
な
の
で
椅
子
に
座
ら
れ

た
ま
ま
で
上
半
身
を
伏
さ
れ
て
手
だ
け

上
げ
下
ろ
し
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

瑞
応
寺
で
は
月
に
二
回
、
十
五
日
と

月
末
に
略
布
薩
と
云
う
、
懺
悔
と
礼

佛
と
誓
願
の
お
勤
め
が
あ
り
ま
す
。

自
分
自
身
の
修
行
を
振
り
返
り
、
身

心
を
調
え
る
大
事
な
お
勤
め
で
す
。

　

礼
拝
行
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
く
ら
い
五
体
投
地
と
い
う
礼
拜

（
こ
れ
は
両
ひ
じ
、
両
ひ
ざ
、
頭
を

地
に
付
け
る
、
身
体
全
体
の
礼
拜
）

が
中
心
で
合
計
五
十
一
回
礼
拝
を
し

ま
す
。「
懺
悔
文
」
と
「
四
弘
誓
願

文
」
は
立
膝
に
な
っ
て
す
る
礼
拝
が

六
回
。
そ
れ
以
外
は
全
部
立
っ
て
五

体
投
地
の
礼
拝
で
す
。

　

そ
の
中
で
特
に
唱
礼
と
云
っ
て
、
諸

佛
、
菩
薩
、
祖
師
様
の
お
名
前
を
唱
え

な
が
ら
の
礼
拝
は
三
十
回
続
き
ま
す
。

　

あ
る
日
、
私
は
そ
の
略
布
薩
の
導

師
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
通
元
老
師
を
拝
見
し

ま
す
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に
座
拝
を

さ
れ
る
と
思
っ
て
い
た
ら
、
合
図
に

併
せ
て
、
一
回
一
回
全
て
立
ち
上

が
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
で
す
が
慇お

ん

懃ご
ん

に

五
体
当
地
の
礼
拝
を
勤
め
て
お
ら
れ

ま
し
た
。

　

本
当
に
お
釈
迦
様
を
お
慕
い
す

る
、
佛
祖
方
を
敬
わ
れ
る
尊
い
お
姿

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
三
】
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で
し
た
。「
佛
祖
を
仰
ぎ
観
れ
ば
一
佛

祖
な
り
」
の
お
示
し
の
通
り
、
私
達

に
は
通
元
老
師
が
生
身
の
佛
祖
、
生

身
の
菩
薩
様
の
お
姿
で
し
た
。
そ
し

て
一
緒
に
お
勤
め
を
さ
せ
て
い
た
だ

け
る
、
そ
れ
だ
け
で
有
難
い
お
姿
で

し
た
。
私
達
は
無
心
に
礼
拝
を
さ
れ

る
通
元
老
師
を
礼
拝
し
、
通
元
老
師

の
合
掌
の
お
姿
に
手
を
合
わ
せ
る
だ

け
で
す
。

　

略
布
薩
の
後
に
「
あ
あ
布
薩
は
有

難
い
、
有
り
難
い
。
布
薩
は
よ
う
で

き
た
お
勤
め
じ
ゃ
」
と
言
わ
れ
な
が

ら
お
部
屋
に
帰
っ
て
行
か
れ
る
声
と

礼
拝
の
お
姿
が
私
の
身
心
に
刻
み
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

通
元
老
師
は
ま
さ
に
布
薩
と
い
う

生
き
方
を
実
践
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
お
釈
迦
様
を
敬
慕
す
る
こ
と

で
し
た
。

　

懺
悔
と
礼
佛
と
誓
願
は
一
つ
で

す
。
そ
の
声
と
姿
が
消
え
ぬ
よ
う
に

報
恩
行
と
し
て
布
薩
の
生
き
方
を
勤

め
て
ま
い
り
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま

す
。『
坐
禅
が
足
ら
ん
、
礼
拝
も
ま

だ
ま
だ
じ
ゃ
』
と
通
元
老
師
の
声
が

聞
こ
え
ま
す
。
ど
ん
な
に
坐
禅
し
て

も
「
こ
れ
で
良
し
」
と
言
う
こ
と
は

無
い
の
で
す
。
そ
の
終
わ
り
の
無
い

広
大
無
辺
の
修
行
を
、こ
れ
か
ら
「
倶

胝
の
一
指
頭
」
に
学
ん
で
（
下
文
を

看
取
し
て
）い
き
ま
し
ょ
う
。（
続
く
）

徹
底
的
な
非ひ

殺せ
っ

生し
ょ
う

を
実じ

っ

践せ
ん

し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
仏
教
は
人
間
の

さ
と
り
や
成

じ
ょ
う

仏ぶ
つ

を
最
優
先
し
な
が
ら

も
、
人
々
の
生
命
観
の
多
様
性
に
配
慮

し
て
い
た
よ
う
で
す
。そ
の
た
め
、植
物

の
命
を
絶
対
的
に
尊そ

ん

重ち
ょ
う

す
る
こ
と
も

軽か
ろ

ん
じ
る
こ
と
も
な
く
、
中
間
的
な
、

敢あ

え
て
言
え
ば
「
煮に

え
切き

ら
な
い
」
立

場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
次
の
様
な

記き

述じ
ゅ
つ

か
ら
推す

い

察さ
つ

さ
れ
ま
す
。

【
木
を
伐ば

っ

採さ
い

し
た
僧
が
非
難
さ
れ
る
】

　

パ
ー
リ
語
の
仏ぶ

っ

典て
ん

に
、
塔と

う

廟び
ょ
う

の
補ほ

修
し
ゅ
う

の
た
め
に
樹
木
を
伐ば

っ

採さ
い

し
た
僧そ

う

侶り
ょ

に

対
し
、「
生
命
を
害
す
る
」
と
、
在
家

の
人
々
が
非
難
す
る
場
面
が
出
て
き

ま
す
。
こ
の
時
、
釈
尊
は
修
行
僧
に

向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
厳
し
く
述
べ

て
い
ま
す
。

愚お
ろ

か
者
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
は
一
体

ど
う
し
て
樹き

を
切
断
す
る
の
か
、

ま
た
人
に
切
断
さ
せ
る
の
か
？ 

愚
か
者
た
ち
よ
、
人
々
は
樹
に
生

4

4

4

4

4

4

命
が
あ
る
と
考
え
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
だ
。

 

『
南な

ん

伝で
ん

大だ
い

蔵ぞ
う

経き
ょ
う

』『
十

じ
ゅ
う

誦じ
ゅ

律り
つ

』

　

釈
尊
は
「
植
物
に
生
命
が
あ
る
か

ど
う
か
」
と
い
う
命
題
に
は
踏
み
込

ま
ず
、「
教
団
の
外
に
、
植
物
に
も
命

が
あ
る
と
信
じ
る
人
々
が
い
る
こ
と
」

を
根こ

ん

拠き
ょ

に
し
て
、
弟
子
た
ち
に
、
他
人

の
感
情
を
害
さ
ぬ
よ
う
に
行
動
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

先
月
に
引
き
続
き
、
大だ

い

乗じ
ょ
う

仏ぶ
っ

教き
ょ
う

と

深
い
関
連
が
あ
る
「
菜さ

い

食し
ょ
く

」
に
つ
い
て

お
話
し
ま
す
。

【
質し

つ

問も
ん

攻ぜ

め
に
遭あ

う
菜ヴ

ィ
ー
ガ
ン

食
人
】

　

菜
食
人 

（
ヴ
ィ
ー
ガ
ン 

厳
格
な
菜

食
を
実
践
す
る
人
）
は
、
周
囲
の
人
々

か
ら
菜
食
に
関
す
る
質
問
を
受
け
る

こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
好こ

う

奇き

心し
ん

や

か
ら
か
い
半
分
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

菜
食
人
が
近
く
に
い
る
だ
け
で
、
自
分

の
食
習
慣
が
否
定
さ
れ
た
よ
う
な
気
分

に
な
り
、「
気
に
入
っ
た
動
物
は
大
事

に
す
る
が
植
物
を
差さ

別べ
つ

し
て
い
る
」

「
自じ

分ぶ
ん

勝か
っ

手て

な
線
引
き
を
し
て
い
る
」

な
ど
と
攻
撃
的
に
質
問
を
仕し

掛か

け
て

く
る
こ
と
が
ま
ま
あ
り
ま
す
。

　

肉に
く

食じ
き

へ
の
後
ろ
め
た
さ
や
、
菜
食

人
に
対
す
る
劣
等
感
も
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
人
間
が
す

べ
て
の
生
命
を
尊
重
す
る
な
ら
飢う

え

る
こ
と
に
な
る
矛む

盾じ
ゅ
ん

を
突
き
、
自
分

の
食
習
慣
の
正
当
性
を
確
認
し
た
い

キ
モ
チ
が
見み

透す

か
さ
れ
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
な
か
で
一
番
多
い
の
は
、

　
な
ぜ
動
物
が
ダ
メ
で
、

　
　
　
植
物
な
ら
い
い
の
か
？

と
い
う
質
問
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
的ま

と

を
射い

た
素そ

朴ぼ
く

な
質
問
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

菜
食
人
は
て
い
ね
い
に
答
え
、
菜
食
・

非
菜
食
間
の
対
立
を
解
消
し
、
相
互

理
解
に
努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
私
が
完
全
な
菜ヴ

ィ
ー
ガ
ン

食
人

で
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
た
う
え
で
、

普
段
読
み
慣
れ
な
い
経

き
ょ
う

典て
ん

を
紐ひ

も

解と

き

な
が
ら
、
こ
の
質
問
に
対
す
る
代だ

い

理り

答と
う

弁べ
ん

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

【
釈

し
ゃ
く

尊そ
ん

の
こ
と
ば
】

　

現
代
の
我
々
は
仏
教
徒
と
い
え
ど
も
、

西
洋
的
、
自
然
科
学
的
な
生
命
観
に

染
ま
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
釈

し
ゃ
く

尊そ
ん

の
時
代

の
イ
ン
ド
で
は
、
両
極
端
の
生
命
観
が

あ
り
ま
し
た
。
バ
ラ
モ
ン
教
で
は
生い

け
贄に

え

を
神
に
捧
げ
て
犠ぎ

牲せ
い

式し
き

を
執と

り
行

お
こ
な

い
、

ジ
ャ
イ
ナ
教
で
は
断だ

ん

食じ
き

を
含
め
た
、

　
菜さ

い

食し
ょ
く

に
質し

つ

問も
ん

で
す

　
　
　
　
な
ぜ
植し

ょ
く

物ぶ
つ

な
ら
食た

べ
て
も
良よ

い
の
？

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

　

す
な
わ
ち
、「
行
為
の
善
悪
は
議
論

し
な
い
（
不ふ

戯け

論ろ
ん

）」
が
、「
世
間
の
人

を
不
快
に
さ
せ
る
行
為
を
慎

つ
つ
し

む
（
息そ

く

世せ

譏き

嫌げ
ん

戒か
い

）」
と
い
う
行
動
論
理
が
見

て
取
れ
ま
す
。
⑴

【『
パ
ー
リ
律り

つ

蔵ぞ
う

』
で
は
伐ば

っ

採さ
い

禁
止
】

　

ま
た
教
団
と
し
て
守
る
べ
き
ル
ー

ル
「
律り

つ

」
の
な
か
で
、
植
物
の
伐ば

っ

採さ
い

、

種し
ゅ

子し

の
取
扱
い
を
次
の
様
に
定
め
て

い
ま
す
。

「
種し

ゅ

子し

か
ら
生
じ
た
も
の
を
伐ば

っ

採さ
い

」

「
種
子
を
切
断
す
る
、
切
断
さ
せ
る
、

砕く
だ

く
、砕く

だ

か
せ
る
、煮に

る
、煮に

さ
せ
る
」

こ
と
は
波は

逸い
つ

提だ
い

で
あ
る
。

『
パ
ー
リ
律り

つ

蔵ぞ
う 

』
九
十
二
波は

逸い
つ

提だ
い

　

第
二  

草そ
う

木も
く

品ほ
ん  

十
一  

伐ば
つ

草そ
う

木も
く

戒か
い

よ
り
要
約 

⑵

　

以
上
を
ま
と
め
ま
す
と
、
人
を
不
快

に
さ
せ
る
の
で
植
物
を
伐
採
し
て
は

な
ら
な
い
。
植
物
由
来
の
食
物
を
托た

く

鉢は
つ

を
通
し
て
食
べ
て
も
良
い
が
、
自
分
で

収
穫
し
、
調
理
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
な
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
微び

妙み
ょ
う

な
表
現
で
す
が
、

初
期
仏
教
で
は
決
し
て
植
物
の
命
を

軽か
ろ

ん
じ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

【
情

じ
ょ
う

感か
ん

で
分
け
る
菜ヴ

ィ
ー
ガ
ン

食
人
】

　

そ
れ
で
は
現
代
の
菜
食
人
の
想お

も

い

は
ど
う
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
、「
動
物

に
は
情

じ
ょ
う

感か
ん

が
あ
り
、
快か

い

楽ら
く

と
苦く

痛つ
う

を
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三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

息
を
調
え
る　

　

自
分
の
息
を
調
え
る
こ
と
、
調

ち
ょ
う

息そ
く

は

坐
禅
を
す
る
上
で
と
て
も
大
切
で
す
。

　

坐
禅
で
は
姿
勢
を
正
し
、深
く
大
き

く
呼
吸
し
ま
す
。
手
も
足
も
動
か
す

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
た
だ
良

い
息
を
す
る
事
に
集
中
す
る
の
で
す
。

　

息
は
自
分
の
心
と
書
き
ま
す
。
自

分
の
心
の
あ
り
よ
う
が
、
自
分
の
息

づ
か
い
、
呼
吸
に
現
れ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
は
、
私
た
ち
が
日
常
で
使
う

言
葉
か
ら
も
伺
え
ま
す
。例
え
ば
、〝
息

巻
く
〟
は
怒
り
や
興
奮
、〝
息
を
の
む
〟

は
驚
き
、〝
息
が
詰
ま
る
〟
は
緊
張
を

表
し
ま
す
。
他
に
も
、
弱
り
切
っ
た

様
子
を
〝
虫
の
息
〟
と
表
現
し
た
り
、

息
が
心
だ
け
で
無
く
、
体
や
生
命
力

感
じ
る
存
在
で
あ
る
。
情
感
の
あ
る

動
物
に
苦
痛
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う

に
す
る
方
策
が
、
菜
食
で
あ
る
」、
と

説
明
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
植
物
に
情
感
が
あ
る
か

な
い
か
は
分
か
ら
な
い
は
ず
で
、
植
物

は
苦
痛
を
感
じ
な
い
と
勝
手
に
断
じ
る

論
理
は
詭き

弁べ
ん

で
あ
る
、
と
い
う
反
論
が

か
え
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で

次
の
よ
う
に
答
え
ま
す
。

【
菜
食
は
肉
食
よ
り
植
物
に
優や

さ

し
い
】

　

肉に
く

食じ
き

を
前
提
に
し
た
畜ち

く

産さ
ん

は
、
家か

畜ち
く

を
殖ふ

や
し
育そ

だ

て
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
出
荷
さ
れ
る
肉
の
量
よ
り
も
、

は
る
か
に
大
量
の
飼
料
用
作
物
を

育
て
、
家
畜
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
家
畜
の
飼
育
を
減
ら

し
、
私
た
ち
が
こ
れ
ら
の
作
物
を
直
接

食
べ
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
家
畜
が
消
費

す
る
大
量
の
植
物
の
命
も
助
か
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
肉に

く

食じ
き

は
、
動
物
と
植
物
を

そ
れ
ぞ
れ
直
接
的
、
間
接
的
に
、
し

か
も
同
時
に
食
べ
て
い
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
飼
料
用
の
作
物
栽
培
か
ら

家
畜
の
肥
育
に
至
る
ま
で
に
大
量
の

水
が
消
費
さ
れ
、
反は

ん

芻す
う

す
る
家
畜
の

ゲ
ッ
プ
や
し
尿
に
含
ま
れ
る
メ
タ
ン

ガ
ス
が
、
地
球
温
暖
化
を
加
速
さ
せ

て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

逆
説
的
に
も
響
き
ま
す
が
、「
植
物
だ

け
を
食
べ
る
菜
食
は
、
肉に

く

食じ
き

よ
り
も

植
物
た
ち
に
や
さ
し
い
」
食
習
慣
で

あ
り
、
環
境
負
荷
の
観
点
か
ら
も

「
地
球
に
や
さ
し
い
」
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　

以
上
よ
り
、
本
紙
面
上
で
の
結
論

は
「
植
物
な
ら
良
い
が
動
物
は
だ
め
」

と
い
う
線
引
き
が
菜
食
な
の
で
は
な

く
、「
食
べ
る
た
め
の
殺せ

っ

生し
ょ
う

を
避
け
ら

れ
な
い
人
間
が
、
あ
ら
ゆ
る
殺
生
を

総
合
的
に
最
小
に
す
る
取
り
組
み
が

菜
食
で
あ
る
」
と
い
た
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
逆
説
的
に
な
り
ま
す
が
、

自
然
を
大
規
模
に
破
壊
し
て
農
場
を

造
成
し
、大
量
の
殺
虫
剤
、化
学
肥
料
、

化
石
燃
料
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
野
菜

を
食
べ
て
も
、
見
か
け
上
は
菜
食
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
で
は
「
殺
生

の
最
小
化
」
と
い
う
本
筋
か
ら
離
れ
、

菜
食
の
利り

益や
く

と
周
囲
の
共
感
を
得
る

こ
と
は
む
ず
か
し
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
諸
外
国
で
は
家
畜
の
労
働

力
、
家
畜
に
由
来
す
る
食
材
や
堆た

い

肥ひ

な
ど
が
重
要
な
栄
養
源
、
収
入
源
に

な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
伝
統
的

な
狩し

ゅ

猟り
ょ
う

生
活
を
維
持
し
て
い
る
人
々

も
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
先
進
国
の
工
場

的
畜
産
と
な
ら
べ
て
議
論
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
政
治
・
経
済
・
伝
統

や
地
域
の
多
様
性
を
容
認
し
な
が

ら
、
押
し
つ
け
ず
、
争
う
こ
と
な
く
、

こ
つ
こ
つ
と
足
元
で
実
践
し
て
い
く

こ
と
が
菜
食
の
肝
要
な
と
こ
ろ
と
思

わ
れ
ま
す
。

【
ま
と
め
】

　

菜
食
で
あ
れ
、
肉に

く

食じ
き

で
あ
れ
、
私

た
ち
の
食
卓
に
は
調
理
さ
れ
た
料
理

が
な
ら
び
、
私
た
ち
の
体
に
入
り
ま

す
。
料
理
に
使
わ
れ
て
い
る
食
材
を

確
か
め
な
が
ら
、
背
景
に
ど
の
よ
う

な
物
語
が
あ
っ
た
の
か
を
想
像
し
、

殺
生
を
減
ら
す
努
力
を
続
け
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

　

現
代
の
菜
食
の
実
践
と
は
、
避
け

ら
れ
る
殺
生
や
、
避
け
ら
れ
る
環
境

過
剰
負
荷
を
、
自
主
的
に
か
つ
静
か

に
減
ら
し
て
い
く
取
り
組
み
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
食
材
に
感
謝
し
、

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
力り

き

む
こ
と

な
く
、
日
々
の
行
動
を
反
省
し
、
植
物

由
来
で
あ
れ
、
肉に

く

食じ
き

で
あ
れ
、
食
べ

ら
れ
て
失
わ
れ
た
命
が
自
分
の
命
に

同ど
う

化か

し
て
存
在
し
て
い
る
と
感
じ
取

る
こ
と
で
、
自
分
の
命
と
他
の
命
を
、

さ
ら
に
大
切
に
す
る
こ
と
に
繋つ

な

が
れ

ば
よ
い
の
で
は
、
と
私
は
思
い
ま
す
。

【
附 
記
】

⑴ 

息
世
譏
嫌
戒　

そ
く
せ
き
げ
ん
か
い

世
間
が
譏そ

し

り
嫌き

ら

う
行
為
を
息や

め
る
戒

『
大だ

い

般は
つ

涅ね

槃は
ん

経ぎ
ょ
う

』
聖

し
ょ
う

行ぎ
ょ
う

品ぼ
ん

⑵ 

波
逸
提 

は
い
つ
だ
い

僧
侶
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為

だ
が
、
懺さ

ん

悔げ

に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
る
罪

⑶ 

参
考
図
書

『
菜
食
へ
の
疑
問
に
答
え
る
十
三
章
』

シ
ェ
リ
ー
・
コ
ー
ブ
著　

井
上
太
一
訳

新
評
論　

２
０
１
７
年

も
表
わ
す
の
で
す
。
心
や
体
の
状
態

に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
息
づ
か
い
、

呼
吸
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
に
、
昔

の
人
は
気
づ
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
と
は
逆
に
、
息
づ
か
い
を
工

夫
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
心
を
調
え

た
り
、
体
を
上
手
に
使
い
こ
な
し
た

り
で
き
る
こ
と
も
昔
か
ら
知
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
緊
張
す

る
場
面
で
は
深
呼
吸
に
よ
っ
て
、
気

持
ち
を
落
ち
着
け
よ
う
と
し
ま
す
。

ま
た
、
空
手
や
剣
道
な
ど
の
伝
統
的

な
武
道
で
は
、
技
を
決
め
る
と
き
に
、

〝
え
い
！
〟
と
気
合
い
を
入
れ
ま
す
。

技
を
出
す
と
同
時
に
、
強
く
息
を
吐

く
こ
と
で
よ
り
強
く
、
大
き
な
力
が

出
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
重
い

も
の
を
持
ち
上
げ
る
と
き
に
思
わ
ず

イ
ン
ド
菜
食
料
理

（
東
京 

ベ
ジ
ハ
ー
ブ
サ
ー
ガ
）

上
か
ら
時
計
回
り
に
パ
コ
ラ

（
豆
と
野
菜
の
か
き
揚
げ
）

チ
ャ
パ
テ
ィ
（
全
粒
粉
焼
き

パ
ン
）
バ
ス
マ
テ
ィ
ラ
イ
ス

（
香
米
炊
き
）
カ
レ
ー
三
種
・

ラ
イ
タ
（
ヨ
ー
グ
ル
ト
サ
ラ

ダ
）・
甘
味
・
グ
リ
ー
ン
チ
ャ

ト
ニ
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鐘 

声

　
九
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

十　

日　

参
玄
会
（
十
二
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日　

開
山
忌
逮
夜

廿
二
日　

開
山
忌
正
当

廿
三
日　

寳
篋
印
塔
供
養

廿
八
日　

両
祖
忌
逮
夜

廿
九
日　

両
祖
忌
正
当

丗　

日　

略
布
薩

　
十
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

中
国
人
殉
難
者
慰
霊
祭

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

■   

開
山
忌

　

恒
例
の
御
開
山
忌
、
当
寺
開
山

白
翁
長
傳
大
和
尚
よ
り
五
世
再
中

興
月
庭
要
傳
大
和
尚
の
報
恩
供
養
。

十
一
日
よ
り
市
内
を
報
恩
托
鉢
。

廿
一
日
（
土
）、
逮
夜
特
為
献
湯
、

古
位
牌
等
焼
却
供
養
を
厳
修
し
、

翌
廿
二
日
（
日
）
略
朝
課
罷
、
献
粥

諷
経
、
午
時
に
正
當
献
供
諷
経
が

厳
修
さ
れ
た
。
両
日
と
も
に
、
檀

信
徒
先
亡
回
向
を
修
行
し
、
総
代

様
、
梅
花
講
員
様
は
じ
め
檀
信
徒

多
数
参
拝
さ
れ
た
。

　
「
白
雲
流
水
共
悠
悠
」
私
が
好
き

な
言
葉
で
す
。
白
雲
や
流
水
の
よ
う

に
と
ど
ま
る
こ
と
を
し
ら
ず
、
精
進

し
て
い
く
と
い
う
意
味
に
な
り
ま

す
。
仏
道
修
行
に
身
を
投
じ
て
い
ま

す
が
、
日
々
の
修
行
の
中
で
何
か
得

よ
う
と
精
進
し
て
い
け
ば
、
結
果
は

自
ず
と
つ
い
て
く
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
日
々
の
作
務
で
も
た
だ
掃
除

を
す
る
の
で
は
な
く
、
掃
除
を
す
る

中
で
自
分
を
見
つ
め
、
心
を
清
ら
か

に
し
て
い
く
。
坐
禅
で
は
、
心
を
無

に
し
た
だ
坐
る
。
で
す
が
坐
禅
中
何

か
考
え
事
が
浮
か
ん
で
は
消
え
、
ま

た
新
し
い
考
え
事
が
浮
か
ん
で
く

る
。
ま
だ
ま
だ
修
行
が
足
り
な
い
な

と
実
感
し
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
日
々

自
問
自
答
し
な
が
ら
こ
れ
か
ら
も
こ

の
言
葉
を
胸
に
修
行
に
励
ん
で
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。 

副
堂　

陸
生　

■   

寳
篋
印
塔
供
養

　

九
月
廿
三
日
（
月
）、
瑞
應
寺
西

墓
地
の
永
代
供
養
塔
「
寳
篋
印
塔
」

の
供
養
法
要
が
厳
修
さ
れ
た

〝
よ
っ
こ
い
し
ょ
！
〟
と
声
が
出
て
し

ま
う
の
も
同
じ
で
す
ね
。
息
の
仕
方

に
よ
っ
て
、
自
分
の
心
や
体
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
、
場
面
に
応
じ
て
力
を

発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に

自
分
の
息
を
調
え
る
坐
禅
修
行
は
、
生

活
し
て
い
く
上
で
大
事
な
基
礎
と
な
る

修
行
と
も
言
え
ま
す
し
、
余
計
な
事
を

一
切
削
ぎ
落
と
し
た
、
究
極
の
修
行
で

あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
私
た
ち
修
行
僧

の
一
日
は
坐
禅
か
ら
始
ま
り
、
坐
禅
で

終
わ
り
ま
す
。
朝
起
き
た
ら
ま
ず
、
坐

禅
を
し
、
息
を
調
え
、
心
を
調
え
そ
の

日
に
臨
み
ま
す
。
一
日
の
活
動
で
乱
れ

た
呼
吸
を
夜
の
坐
禅
で
調
え
、
そ
の
日

を
終
え
る
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
一
日
を
過

ご
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
忙
し

い
日
々
の
生
活
の
中
で
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ス
ト
レ

ス
を
発
散
す
る
方
法
は
、遊
び
に
行
っ

た
り
、
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
た
り
、

運
動
し
た
り
と
そ
れ
ぞ
れ
お
持
ち
か

と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ

う
な
普
段
と
違
っ
た
こ
と
に
目
を
向

け
て
気
分
転
換
を
は
か
る
こ
と
は
大

切
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
今
一
度
、
自
分
の
内
側
に
目

を
向
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

当
た
り
前
す
ぎ
て
意
識
し
て
い
な

か
っ
た
呼
吸
。
私
た
ち
は
普
段
か
ら

良
い
息
が
で
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

 

瑞
應
寺
専
門
僧
堂 

悦
事　

三
宅 

俊
尚 

師

 

令
和
六
年
九
月
一
日
～
十
日

宝篋印塔供養 檀信徒先亡回向

開山忌報恩托鉢

三
十
一
世　

村 

岡 

德 

存  

退
董
式

三
十
二
世　

金 

岡 

潔 

宗  

晋
山
式

《
日
時
》
十
月
十
四
日
（
月
・
ス
ポ
ー
ツ
の
日  

友
引
）

　
　
　
　
　

 　

午
前
九
時
～

佛
國
山
瑞
應
寺

�

退
董
・
晋
山
式


