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第
十
九
則
「
倶
胝
一
指
頭
」
寐み

語ご

②

【
只
如
塵
未
挙
花
未
開
時
、
如
何
著
眼
】

　
「
只た

だ
塵ち

り

未い
ま

だ
挙お

こ
ら
ず
、
花は

な

未い
ま

だ
開ひ

ら

か
ざ
る
時と

き

の
如ご

と

き
ん
ば
、
如い

か
ん何

が
眼

ま
な
こ

を
著つ

け
ん
」

　

圜
悟
禅
師
は
「
塵
も
起
こ
ら
ず
、

花
も
開
か
な
い
時
を
知
っ
て
い
る

か
」
と
問
い
か
け
ら
れ
ま
す
。

　

私
達
の
生
活
で
、何
も
心
に
思
わ
ず
、

何
も
行
動
し
な
い
時
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
は
自
分
の
心
に
も
行
い
に

も
執
着
し
な
い
時
と
も
言
え
ま
す
。

　

朝
ち
ょ
う

参さ
ん

で
拝
読
し
て
い
る
大だ

い

智ち

禅ぜ
ん

師じ

の
仮か

な

ほ

う

ご

名
法
語
に
は
「
い
わ
ゆ
る
坐
禅

は
、
し
ず
か
な
る
処
に
蒲ふ

と
ん団

一
枚
を

安
じ
、
そ
の
上
に
端た

ん

身し
ん

正
し
ょ
う

坐ざ

し
て
、

身
に
な
す
こ
と
な
く
、
口
に
い
う
こ

と
な
く
、
心

こ
こ
ろ

善ぜ
ん
あ
く悪

を
は
か
ら
ず
、
い

た
ず
ら
に
壁
に
向
か
い
て
坐
し
て
日

を
お
く
り
、
時
を
う
つ
す
ば
か
り
な

り
。こ
の
外ほ

か

な
に
の
奇き

と
く特
道ど

う
り理
な
し
。

然
り
と
い
え
ど
も
光
陰
空
し
く
度わ

た

ら

ざ
る
な
り
」

　

以
前
も
書
き
ま
し
た
が
、
世
間

の
価
値
観
か
ら
見
れ
ば
坐
禅
ほ
ど

生
産
性
も
無
く
、
非
効
率
な
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
も
し
な
い
の

で
全
く
時
間
と
身
体
の
無
駄
使
い

で
す
。
更
に
得
る
物
も
悟
り
も
無

い
と
云
う
の
で
す
か
ら
、
生
き
甲

斐
も
張
り
合
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。

で
も
「
光
陰
空
し
く
度
ら
ざ
る
な

り
」
と
お
示
し
で
す
。
こ
の
坐
禅

と
は
ど
う
い
う
姿
で
し
ょ
う
か
。

【
達だ

る
ま磨
大だ

い
し師
と
梁

り
ょ
う

の
武ぶ

帝て
い

】

　

私
は
、
摂せ

っ

心し
ん

・
参さ

ん

玄げ
ん
か
い会

の
提

て
い
し
ょ
う唱

（
講
義
）
で
、
従し

ょ
う
よ
う
ろ
く

容
録
の
第
二
則

「
達だ

る
ま磨
廓か

く

然ね
ん

」
を
読
ま
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
僧
侶
の
方
は
ご
存
じ

な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
六
世
紀
中
国

が
「
梁
」
と
い
う
時
代
、
達
磨
大
師

が
イ
ン
ド
か
ら
は
る
ば
る
坐
禅
を
伝

え
に
中
国
に
来
ら
れ
、
初
代
皇
帝
と

し
て
君
臨
し
た
武
帝
と
の
問
答
が
中

心
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

武
帝
は
長
期
に
わ
た
る
安
定
政

権
を
維
持
し
、
い
わ
ゆ
る
六
朝
文
化

の
盛
世
を
も
た
ら
し
、
ま
た
中
国
史

上
最
も
佛
教
信
仰
に
篤
く
「
皇こ

う
て
い帝

菩ぼ
さ
つ薩
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
し
か
し

最
期
は
武
将
侯こ

う
け
い景
の
反
乱
に
遭
い
、

王
朝
は
滅
亡
、
自
身
は
幽
閉
さ
れ

餓
死
さ
れ
ま
す
。

　

実
は
百
年
ほ
ど
前
に
中
国
の
敦と

ん

煌こ
う

か
ら
膨
大
な
古
文
書
が
発
掘
さ

れ
、
こ
の
達
磨
大
師
と
梁
の
武
帝

の
問
答
は
正
史
で
は
無
く
、
伝
説

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
あ
る
日
通
元
老
師

に
そ
の
事
を
尋
ね
た
ら
「
伝
説
で

あ
ろ
う
が
、
事
実
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
お
話
や
言
葉
が
今
こ
う
し
て

伝
わ
っ
て
き
て
、
我
々
の
修
行
の
、

坐
禅
の
指
針
に
な
っ
て
お
る
こ
と

が
大
事
な
ん
じ
ゃ
。」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。

　

本
物
に
す
る
か
、
作
り
事
に
す
る

か
は
自
分
次
第
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
お
前
さ
ん
は
本
物
か
？
本
物
の
修

行
を
し
て
い
る
か
？
」
と
問
わ
れ
た

ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
お
話
は
碧へ

き

巌が
ん
ろ
く録
で
は
第
一
則

に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
碧
巌
録
の
眼が

ん

目も
く

で
も
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
ど

の
則
も
ど
の
お
話
も
こ
の
第
一
則
に

帰
っ
て
い
く
の
で
す
。

【
朕ち

ん

に
対た

い

す
る
者も

の

は
誰た

そ
】

　

こ
こ
か
ら
寝
言
戯
言
で
す
。「
朕
」

は
古
く
は
我
と
同
じ
よ
う
に
使
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
秦
の
始
皇
帝
か

ら
天
子
の
意
味
に
な
り
ま
し
た
。
武

帝
は
皇
帝
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の

篤
信
者
で
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
自
己
満
足
に
酔
い
し
れ
る

人
で
は
無
か
っ
た
と
私
は
思
う
の
で

す
。
そ
れ
ま
で
に
中
国
に
伝
わ
っ
て

い
た
佛
教
は
、多
く
の
三
蔵
法
師
（
翻

訳
僧
の
事
）
が
イ
ン
ド
か
ら
伝
え
た

経
典
だ
け
で
し
た
。
佛
教
は
伝
わ
っ

て
い
た
が
佛
道
修
行
は
伝
わ
っ
て
い

な
か
っ
た
の
で
す
。
修
行
と
は
こ
の

体
で
実
践
す
る
こ
と
。
真
実
の
実
践
、

つ
ま
り
坐
禅
、
結け

っ

か

ふ

ざ

跏
趺
坐
で
す
。
例

え
ば
今
は
病
院
に
診
察
に
行
く
と
処

方
箋
を
も
ら
い
、
か
か
り
つ
け
薬
局

で
薬
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

必
ず
薬
の
効
能
、
副
作
用
等
の
説
明

書
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
薬
の
説

明
書
を
い
く
ら
読
ん
で
も
病
気
は
治

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
佛

教
の
解
説
書
は
あ
っ
て
も
坐
禅
を
実

践
し
、
指
導
す
る
師
匠
も
居
な
か
っ

た
、
つ
ま
り
お
医
者
さ
ん
も
居
な
い

し
薬
も
無
か
っ
た
の
で
す
。
武
帝
は

沢
山
の
お
寺
を
建
立
し
、
写
経
も
し
、

大
勢
の
お
坊
さ
ん
を
守
り
育
て
て
き

ま
し
た
が
「
果
た
し
て
こ
れ
が
本
当

の
佛
法
で
あ
ろ
う
か
」
と
自
分
自
身

の
信
仰
に
疑
問
を
抱
か
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
当
時
は
ど
ん
な
お
坊

さ
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は

今
の
私
た
ち
に
も
通
じ
ま
す
。
正
し

い
坐
禅
を
し
な
い
禅
宗
の
お
坊
さ
ん

の
姿
が
重
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
に
達
磨
大
師
が
現
れ
た
の

で
す
。
武
帝
に
千
載
一
遇
の
チ
ャ

ン
ス
到
来
。
考
え
に
考
え
て
ギ
リ

ギ
リ
の
質
問
を
投
げ
か
け
、
達
磨

大
師
も
そ
れ
に
応
え
て
真
実
の
言

葉
を
返
さ
れ
ま
す
。

　

武
帝
の
最
後
の
問
い
が
「
朕
に

対
す
る
者
は
誰た

そ
」
で
す
。「
私
の

前
の
あ
な
た
様
は
誰
で
す
か
？
」

　

と
読
み
ま
す
が
、実
は
こ
の
「
誰

そ
」
と
云
う
問
い
が
そ
の
ま
ま
答

え
で
し
た
。
達
磨
大
師
は
親
切
を

尽
く
し
て
「
不ふ

し
き識
」
と
た
っ
た
一

言
答
え
ら
れ
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
一
】
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【
面め

ん
ぺ
き壁
坐
禅
】

　

私
は
指
導
者
と
云
う
立
場
上
、

対た
い
ざ坐
（
対
面
坐
禅
）
し
て
修
行
僧
の

坐
禅
を
見
守
る
よ
う
に
正
面
に
向
い

て
坐
っ
て
い
ま
す
。
修
行
僧
は
面

壁
と
云
っ
て
壁
に
向
か
っ
て
黙
々
と

坐
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
面
壁
坐
禅
は
曹
洞
宗
だ
け
で

臨
済
宗
・
黄
檗
宗
は
対
面
坐
禅
で
す

が
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
は
、
中
国

で
も
日
本
で
も
、
曹
洞
宗
も
臨
済
宗

も
集
団
の
修
行
生
活
で
は
面
壁
坐
禅

を
実
践
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
の

面
壁
は
「
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
」

と
云
う
事
な
の
で
す
が
、
実
は
自
分

自
身
を
見
つ
め
る
と
い
う
我
執
を
も

放
り
投
げ
た
姿
で
す
。
信
仰
と
は
、

自
分
の
身
体
と
心
に
対
す
る
執
着
、

自
我
を
知
る
こ
と
で
す
。
教
会
で
十

字
架
に
磔
に
さ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
像

を
見
て
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は

我
々
の
苦
悩
の
根
本
で
あ
る
自
我
・

我
執
の
磔
、
全
て
の
人
に
代
わ
っ
て

苦
を
受
け
る
「
代だ

い

受じ
ゅ

苦く

」
の
姿
で
す
。

　

自
我
・
我
執
を
離
れ
た
純
粋
な
私

が
間
違
い
な
く
見
つ
か
り
ま
す
。
そ

こ
か
ら
全
て
と
共
に
在
る
自
分
に
た

ど
り
着
き
ま
す
。

【
影
絵
の
ご
と
く
‐
不
識
】

　

永
平
寺
で
参
禅
さ
れ
た
宗
教
学
者

の
方
が
修
行
僧
を
見
て
「
若
い
雲
水

た
ち
を
盗
み
見
る
と
、
静
か
な
る
こ

と
、
影
絵
の
ご
と
く
」
と
い
う
表
現

を
さ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
瑞
應
寺

で
は
修
行
僧
の
名
前
も
顔
も
わ
か
り

ま
す
。
し
か
し
後
ろ
向
き
の
坐
禅
の

姿
、
墨
染
の
直じ

き
と
つ裰
（
衣
）
と
お
袈
裟

で
修
行
す
る
姿
は
「
誰
そ
」
と
し
か

言
い
よ
う
が
無
い
の
で
す
。

　

佛
道
修
行
に
は
普
段
の
生
活
の
基

準
で
あ
る
損
得
、
好
き
嫌
い
、
善
悪
、

都
合
が
良
い
悪
い
と
い
う
分
別
も
、

あ
な
た
と
私
、
周
囲
と
私
と
い
う
個

人
的
な
関
わ
り
、
思
い
さ
え
も
後
ろ

向
き
に
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
が
一
切
を
放
下
し
た「
不
識
」

と
い
う
生
命
の
在
り
様
、
影
絵
の
如

き
面
壁
坐
禅
の
姿
だ
っ
た
の
で
す
。

「
あ
な
た
は
誰
で
す
か
？
」
と
尋
ね

ら
れ
て
「
不
識
」
の
お
答
え
を
そ
の

ま
ま
「
識し

ら
ず
」
と
読
ん
で
も
間
違

い
で
は
無
い
の
で
す
が
、
僧
堂
で
の

坐
禅
か
ら
読
め
ば
、
武
帝
は
「
あ
な

た
も
私
も
『
誰
そ
』
と
云
う
尊
い
存

在
で
す
ね
」
と
問
わ
れ
、
達
磨
大
師

は
「
そ
う
だ
、
み
ん
な
佛
道
修
行
者

の
『
不
識
』
と
い
う
か
け
が
え
の
な

い
存
在
だ
」と
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

圜
悟
禅
師
の
「
塵
も
起
こ
ら
ず
、

花
も
開
か
な
い
時
」
と
は
私
達
の
坐

禅
の
事
で
し
た
。 

（
続
く
）

【
は
じ
め
に
】

　

先
月
は
『
普ふ

勧か
ん

坐ざ

禅ぜ
ん

儀ぎ

』
の
な
か
か

ら
、
道
元
禅
師
が
示
さ
れ
る
「
舌
先
の

正
し
い
位
置
（
上
の
前
歯
の
後
ろ
・
ス

ポ
ッ
ト
ポ
ジ
シ
ョ
ン
）」
が
、
口く

ち

呼
吸

の
予
防
と
全
身
の
健
康
に
重
要
で
あ

る
、
と
い
う
話
で
し
た
。

　

今
月
は
口く

ち

呼
吸
予
防
の
た
め
に
、

簡
単
で
、
わ
ず
か
で
も
時
間
を
削
り

出
し
て
実
践
す
れ
ば
、
す
ば
ら
し
い

効
果
が
得
ら
れ
る
「
あ
い
う
べ
体た

い

操そ
う

」

を
紹
介
し
、
日
用
経
典
『
修し

ゅ

証し
ょ
う

義ぎ

』

「
発ほ

つ

願が
ん

利り

生し
ょ
う

」
で
説
か
れ
る
、「
愛あ

い

語ご

」

が
仏
様
の
身
体
的
特
徴
の
ひ
と
つ
、

「
広こ

う

長ち
ょ
う

舌ぜ
つ

」
に
関
連
す
る
こ
と
を
説
示

し
ま
す
。

【
あ
い
う
べ

4

4

4

4

体た
い

操そ
う

】

　
「
あ
い
う
べ
体
操
」
は
福
岡
県
の
開

業
医
今い

ま

井い

一か
ず

彰あ
き

先
生
が
提
唱
し
命
名

し
た
、
舌
・
口
・
の
ど
の
筋
ト
レ
法

で
す
。
舌
の
筋
力
を
養
い
、
口
呼
吸

を
止
め
ら
れ
る
ご
利
益
が
あ
り
ま
す
。

様
々
な
「
体
に
良
い
体
操
」
が
毎
日
の

よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
が
、「
あ
い
う
べ
体
操
」
は
考
案

さ
れ
て
か
ら
二
〇
年
近
く
全
国
で
続

い
て
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
・
雑
誌
・
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
く
り
返
し
紹
介
さ

れ
、
医
療
機
関
、
学
校
や
、
高
齢
者
施

設
な
ど
、
健
康
を
扱
う
様
々
な
場
所
で

実
践
さ
れ
て
き
ま
し
た
の
で
、
ご
存
知

の
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
の
①
か
ら
④
で
一
セ
ッ
ト
で
す
。

①
「
あ
ー
」と
発
声
す
る
よ
う
に
口
を

丸
く
大
き
く
開
き
ま
す
。※　

声
は
出

さ
な
く
て
も
よ
く
、
１
〜
５
秒
ほ
ど
、

痛
み
の
な
い
範
囲
で
続
け
ま
す
。
舌ぜ

っ

骨こ
つ

筋き
ん

群ぐ
ん

・
開か

い

口こ
う

筋き
ん

群ぐ
ん

や
、
く
ち
び
る

周
囲
の
筋
肉
を
使
い
ま
す
。

②
「
い
ー
」と
発
声
す
る
口
の
形
を
極

端
に
し
て
キ
ー
プ
し
ま
す
。
口
角
が

真
横
に
開
き
、
繰
り
返
す
と
ほ
お
の

筋
肉
が
疲
れ
る
と
思
い
ま
す
。
大だ

い

頬き
ょ
う

骨こ
つ

筋き
ん

・
笑

し
ょ
う

筋き
ん

・
首
の
広こ

う

頸け
い

筋き
ん

が
動
員

さ
れ
ま
す
。

　「
あ
い
う
べ
体た

い

操そ
う

」
と
『
三さ

ん

十じ
ゅ
う

二に

相そ
う

経き
ょ
う

』

　
　
　
　
　
舌ぜ

つ

を
強き

ょ
う

化か

し
愛あ

い

語ご

を
教き

ょ
う

化け

す
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

③
「
う
ー
」と
発
声
す
る
よ
う
に
、
ク

チ
ビ
ル
を
尖と

が

ら
せ
前
に
突
き
出
し
ま

す
。
口
を
取
り
巻
く
口こ

う

輪り
ん

筋き
ん

が
収
縮

し
ま
す
。
な
お
口
輪
筋
は
口
笛
と
英

語
の
「
Ｒ
」
の
発
音
に
も
重
要
で
す
。

④
「
あ
っ
か
ん
べ
ー
」の
よ
う
に
、
口

を
開
け
て
舌
を
な
る
べ
く
長
く
、
下

の
方
向
に
出
し
ま
す
。※  

上
手
に
で

き
る
と
舌
の
下
側
が
下
あ
ご
の
肌
に

触
れ
ま
す
。
舌
自
体
と
、
舌
を
頭ず

蓋が
い

骨こ
つ

、

下
ア
ゴ
、
の
ど
に
繋つ

な

げ
る
筋
肉
、
と

く
に
オ
ト
ガ
イ
舌ぜ

っ

筋き
ん

、
茎け

い

突と
つ

舌ぜ
っ

筋き
ん

な

ど
舌
を
支
持
す
る
筋
群
を
鍛き

た

え
ま
す
。

　
「
べ
ー
」
の
動
き
に
重
要
な
役
割
を

果
た
す
の
が「
オ
ト
ガ
イ
舌
筋
」
で
す
。



（3）　第911号 令和６年６月１日い　ち　ょ　う

テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

杓
底
一
残
水

　

私
は
松
山
市
に
住
ん
で
い
る
の

で
す
が
、
年
が
明
け
て
か
ら
雨
が

あ
ま
り
降
ら
ず
ダ
ム
の
貯
水
率
が

半
分
を
切
っ
た
昨
年
十
月
か
ら
の

渇
水
対
応
が
よ
う
や
く
四
月
で
終

わ
り
ま
し
た
。
各
家
で
渇
水
対
策

を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
自

坊
で
も
そ
れ
ぞ
れ
は
少
量
で
あ
っ

て
も
一
つ
一
つ
の
節
水
を
心
が
け

て
お
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
瑞
應

寺
僧
堂
で
も
日
々
山
内
が
心
が
け

て
い
る
こ
と
で
す
。

　

永
平
寺
様
の
山
門
の
石
柱
に

「
杓
底
一
残
水
、
汲
流
千
億
人
」

（
し
ゃ
く
て
い
の
い
ち
ざ
ん
す
い
、

な
が
れ
を
く
む
せ
ん
お
く
に
ん
）と

い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
茶
を
習
わ
れ
た
こ
と
の
あ
る

方
は
、
柄
杓
で
掬
っ
た
お
湯
を
お

茶
椀
に
注
ぎ
、
残
っ
た
お
湯
を
釜

に
戻
す
所
作
を
ご
存
じ
か
と
思
い

ま
す
。

　

蹲
踞
で
の
所
作
で
柄
杓
で
身
、

こ
こ
ろ
を
清
め
、
残
り
の
水
で
次

の
客
の
為
に
柄
杓
自
体
を
清
め
ま

す
。
で
は
残
っ
た
お
湯
を
釜
に
戻

す
所
作
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

「
曹
源
一
的
水
（
そ
う
げ
ん
の
い
っ

て
き
す
い
）」

　

舌
の
土
台
と
な
り
、
舌
を
前
方
に

引
っ
張
る
の
で
上
気
道
が
保
た
れ
、

舌
の
定
位
置
キ
ー
プ
に
と
て
も
大
切

で
す
。
下
ア
ゴ
を
固
定
し
、
ア
ゴ
の
下

に
手
を
当
て
て
舌
を
前
後
さ
せ
る
と
、

オ
ト
ガ
イ
舌
筋
の
動
き
を
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
筋
肉
の
弱

体
化
が
口
呼
吸
や
睡
眠
時
無
呼
吸
症

候
群
の
発
症
に
深
く
関
係
し
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
体
の
筋
肉
の
役
割
は
、骨

と
骨
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
ら
の
間
隔
や

角
度
を
調
節
す
る
こ
と
で
す
。し
か
し
、

舌
は
ま
こ
と
に
不
思
議
な
臓
器
で
す
。

舌
は
筋
肉
100
％
の
塊
で
す
が
、
骨
と
は

直
接
関
係
が
な
く
、筋
収
縮
で
舌
の「
形

が
変
わ
る
」「
位
置
が
変
わ
る
」
こ
と
で

役
目
を
果
た
す
内
臓
筋
で
す
。
そ
し
て

味
覚
と
食
事（
咀そ

嚼
し
ゃ
く

・
嚥え

ん

下げ

）、発
声
・
会
話

の
み
な
ら
ず
、良
い
呼
吸
や
、口
腔
内
の
清

潔
と
歯
の
健
康
を
支
え
て
い
る
の
で
す
。

【
毎
日
30
セ
ッ
ト
を
目
標
に
】

　

さ
て
、「
あ
・
い
・
う
・
べ
」を
各
５
秒

く
ら
い
、こ
れ
を
一
日
数
回
か
ら
始
め
、

ム
リ
の
な
い
範
囲
で
増
や
し
て
い
き
ま

す
。
一
日
30
セ
ッ
ト
が
目
標
で
す
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
始
め
て
数
日
で
舌

の
良
い
変
化
が
体
感
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
数
週
間
で
発
音
、
滑
舌
、
嚥
下
が

よ
く
な
り
、
む
せ
込
み
や
セ
キ
が
減

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
あ
い
う
べ
体
操
」
は
、
子
供
に
も

親
し
み
や
す
い
、
や
さ
し
い
ネ
ー
ミ

ン
グ
で
す
が
、
医
学
的
に
は
重
要
な

目
的
を
含
ん
で
い
ま
す
。

【
愛あ

い

語ご

か
ら
広こ

う

長ち
ょ
う

舌ぜ
つ

】

　

さ
て
、
仏
さ
ま
は
舌
が
幅
広
く
長

く
、
自
由
自
在
に
動
か
せ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
す
れ

ば
凡
夫
の
私
た
ち
が
、
仏
の
身
体
的

特
徴
「
広
長
舌
相
」
に
近
づ
く
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
経

典
を
参
照
し
ま
し
ょ
う
。

　

  

世
尊
は
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
た

か
れ
は
誹
謗
・
口
論
・
悩
み
を
も
た

ら
し　

た
く
さ
ん
の
人
々
を
苦
し

め
、
圧
迫
す
る
き
つ
い
粗
暴
な
こ
と

ば
を
発
し
な
か
っ
た　

優
し
く
、
親

し
み
の
こ
も
っ
た
話
し
方
を
し
た　

気
持
ち
よ
く
、
心
に
し
み
い
り　

耳

に
快
い
こ
と
ば
を
発
す
る
か
れ
は　

そ
の
よ
き
行
為
の
果
報
を
受
け　

さ

ま
ざ
ま
な
世
界
で
福
徳
の
果
を
享
受

し
た　

か
れ
は
極
め
て
長
い
間
、
果

を
享
受
し
て
か
ら
こ
の
世
界
に
生
ま

れ
、
神
々
し
い
声
と
な
り　

舌
が
長

く
広
く
な
り　

そ
の
こ
と
ば
は
喜
ん

で
受
け
入
れ
ら
れ
た

 

『
三
十
二
相
経
』
第
二
章

　

釈
尊
は「
不ふ

悪あ
っ

口く

」か
ら
さ
ら
に
踏
み

込
ん
で「
愛
語
」を
実
践
す
る
こ
と
で
、

口く

業ご
う

が
清

し
ょ
う

浄じ
ょ
う

に
な
り
、「
広
長
舌
相
」が

実
現
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

　
『
三
十
二
相
経
』は
、私
た
ち
の
日
用

経
典『
修し

ゅ

証し
ょ
う

義ぎ

』「
第
四
章
発ほ

つ

願が
ん

利り

生し
ょ
う

」に

示
さ
れ
る
四し

摂し
ょ
う

法ぼ
う

「
布ふ

施せ

・
愛あ

い

語ご

・
利り

行
ぎ
ょ
う

・

同ど
う

事じ

」の
原
典
で
す
。愛
語
が
三さ

ん

業ご
う（

身・

口・
意
）
の
清
ら
か
さ
を
通
し
て
、
広
長

舌
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

　

こ
れ
に
な
ら
い
、
私
た
ち
は
「
あ
い

う
べ
体
操
」
と
「
愛
語
」
と
を
並
行
し

て
実
践
し
（
！
）、医
学
と
仏
道
の
両
面

か
ら
き
れ
い
な
口
と
す
ぐ
れ
た
舌
を

造
り
、
成

じ
ょ
う

道ど
う

と
健
康
を
同
時
に
会
得

し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
舌
の
強

き
ょ
う

化か

と
愛
語
の
教

き
ょ
う

化け

」
が

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
ま
す
。

※ 

ご
注
意

3

3

3

！

　
「
あ
ー
」
は
あ
ご
が
痛
く
な
る
ほ
ど

大
き
く
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
痛

み
が
で
る
方
は
「
顎が

く

関か
ん

節せ
つ

症し
ょ
う

」
を
心
配

し
、
歯
科
医
の
診
察
が
必
要
で
す
。

ま
た
、「
べ
ー
」
は
静
か
な
と
こ
ろ
で
、

座
っ
た
状
態
で
行
い
ま
す
。
立
位
や

運
転
中
に
は
や
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

舌
を
噛
ま
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。

　

ま
た
、
誤
解
さ
れ
ぬ
よ
う
、
人
前

で
や
る
と
き
も
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

【
附
記
】

⑴ 

「
あ
い
う
べ
体
操
解
説
本
」
を
瑞
應

寺
受
付
に
置
い
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
瑞
應
寺
参
拝
の
際
に
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。「
あ
い
う
べ
体
操
」
は
解
説
本

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
、
動
画

資
料
を
観
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

⑵ 

今
回
は
ご
紹
介
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

私
が
「
あ
い
う
べ
体
操
」
と
と
も
に
毎

晩
実
践
し
て
い
る
の
が
「
口
閉
じ
テ
ー

プ
」
で
、
夜
間
の
口
呼
吸
予
防
に
有
力

で
す
。
し
か
し
現
時
点
に
お
い
て
、

本
紙
で
お
す
す
め
で
き
る
ほ
ど
の
十

分
な
効
果
・
安
全
性
が
立
証
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
す
。

⑶ 

み
ら
い
ク
リ
ニ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
あ
い
う
べ
体
操
」
考
案
者
の
サ
イ
ト

 
https://m

irai-iryou.com
/

 
selfcare/aiube/

⑷ 

『
三
十
二
相
経
』
岡
田
行
弘
訳

　

 

『
原
始
仏
典
』
第
三
巻　

長
じ
ょ
う

部ぶ

経
典 

三

 

中
村
元
編　

春
秋
社



第911号　（4）令和６年６月１日 い　ち　ょ　う

鐘 

声

　

銀
杏
感
謝
録

愛
媛
県　

北
谷
寺　

殿

広
島
県　

西
金
寺　

殿

愛
知
県　

洞
隣
寺　

殿

愛
媛
県　

陽
春
院　

殿

大
阪
府　

妙
見
寺　

殿

愛
媛
県　

網
干
一
義
殿

静
岡
県　

明
香
寺　

殿

山
口
県　

吉
祥
寺　

殿

愛
媛
県　

菅　

成
志　

殿

愛
媛
県　

本
田
隆
明　

殿

兵
庫
県　

佛
名
寺　
　

殿

千
葉
県　

新
井
寺　
　

殿

愛
媛
県　

小
野
邦
子　

殿

愛
媛
県　

品
川
博
子　

殿

広
島
県　

長
福
寺　
　

殿

愛
媛
県　

村
尾
勉
久　

殿

鳥
取
県　

安
国
寺　
　

殿

兵
庫
県　

正
入
寺　
　

殿

京
都
府　

株
式
会
社
谷
口
法
衣
佛
具
店

 
(

令
和
六
年
一
月
十
八
日
受
付
迄)

　
五
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

五　

日　

日
曜
参
禅
会

七　

日　

参
玄
会
（
九
日
迄
）

一
四
日　

楞
厳
会
啓
建
・
衆
寮
諷
経

　
　
　
　

配
役
式
・
入
寺
式

　
　
　
　

土
地
堂
念
誦
・
庫
司
点
湯

十
五
日　

祝
祷
・
小
参
・
人
事
行
礼

　
　
　
　

略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日　

略
布
薩

　
六
月
の
予
定

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

■   

夏
安
居
入
制

　

五
月
十
四
日（
火
）よ
り
、配
役
式
、

入
寺
式
、
楞
厳
会
啓
建
等
、
入
制
行

持
が
行
わ
れ
、
三
ヶ
月
の
夏
制
中
に

入
っ
た
。
制
中
の
第
一
座
に
あ
た
る

首
座
は
山
本
太
一
士
（
長
崎
県
洪
徳

寺
徒
弟
）
が
務
め
る
。

　

山
内
大
衆
乳
水
和
合
し
、
今
制
中

切
磋
琢
磨
・
辨
道
精
進
し
、
仏
道
修

行
の
無
事
円
成
を
誓
願
し
た
。

　

｢

お
琴
の
弦
と
い
う
の
は
、
締
め

す
ぎ
て
も
緩
め
す
ぎ
て
も
良
い
音

は
鳴
り
ま
せ
ん
。
強
す
ぎ
ず
弱
す

ぎ
な
い
よ
う
に
い
い
加
減
に
調
整

し
て
こ
そ
、
本
当
に
良
い
音
が
鳴

る
の
で
す
。｣

　

お
釈
迦
様
は
修
行
を
楽
器
の
琴

に
例
え
て
こ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。

　

二
度
目
の
夏
制
中
第
一
座
と
し

て
迎
え
、
心
機
一
転
、
自
分
の
中

の
〝
弦
〟
を
見
つ
め
直
し
、
張
り
詰

め
す
ぎ
ず
、
ま
た
緩
め
す
ぎ
な
い

〝
い
い
加
減
〟
の
夏
安
居
を
目
指
し

修
行
に
専
念
し
て
ま
い
り
た
い
と

思
い
ま
す
。 

今
夏
首
座　

と
言
う
言
葉
が
『
碧
巌
録
』
に
あ

り
ま
す
。

　

禅
宗
六
祖
慧
能
禅
師
様
は
南
宗

禅
の
流
れ
を
創
ら
れ
た
方
で
す

が
、
慧
能
禅
師
様
と
六
祖
を
競
っ

た
神
秀
禅
師
様
が
創
ら
れ
た
北
宗

禅
は
衰
退
し
て
、
南
宗
禅
の
み
が

そ
の
後
の
禅
宗
の
基
礎
と
な
り
ま

し
た
。

　

で
す
か
ら
、
日
本
に
伝
わ
っ
た

禅
宗
も
全
て
慧
能
禅
師
様
を
基
と

す
る
も
の
で
す
。

　

慧
能
禅
師
様
は
、
曹
渓
の
宝
林

寺
に
お
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
曹
渓

と
言
う
源
流
か
ら
湧
き
出
で
た
一

滴
の
水
が
そ
の
後
の
禅
宗
の
大
き

な
流
れ
と
な
っ
た
の
で
す
。
道
元

禅
師
様
は
「
曹
源
一
的
水
」
を
心
に

留
め
ら
れ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
杓
に
残
っ
た
そ
の
水
も
川
に

戻
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
流
れ
の

先
に
は
恩
恵
を
受
け
る
千
億
人
の

人
が
居
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

お
茶
に
於
い
て
の
所
作
も
、
一
滴

の
お
湯
を
大
切
に
想
い
、
次
客
の

た
め
は
勿
論
、
こ
れ
か
ら
先
の
次

世
代
に
繋
い
で
い
く
こ
と
を
指
し

て
い
る
所
作
な
の
で
し
ょ
う
。

　

私
も
普
段
か
ら
の
心
が
け
を
大

切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

瑞
應
寺
専
門
僧
堂 

副
典　

足
立
光
顕

 

令
和
六
年
五
月
一
日
〜
十
日

永
平
寺
贈
西
堂

当
山
三
十
世
重
中
興 

大
慈
通
元
大
和
尚
大
祥
忌
法
要

　

令
和
六
年
七
月
二
日
（
火
）　

逮
夜
諷
経　

十
六
時
よ
り

　

令
和
六
年
七
月
三
日
（
水
）　

正
當
諷
経　

十
時
よ
り　

ご
随
喜
頂
け
る
御
寺
院
様
は
お
手
数
で
す
が
、
人
数
把
握
の
為
、

瑞
應
寺
ま
で
ご
一
報
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

尚
、
瑞
應
寺
安
居
者
は
安
居
会
事
務
局
等
へ
ご
一
報
お
願
い
し
ま
す
。

庫司点湯 入寺式

土地堂念誦

小参


