
（1）　第910号 令和６年５月１日い　ち　ょ　う

発　行　所
〒792-0835
新居浜市山根町8番1号
曹洞宗瑞應寺専門僧堂

編集発行  瑞應寺
電話(0897)41-6563
FAX(0897)40-3127

毎月1日発行
振替 01330-2-31918（ ）瑞 應 寺

印刷所  東田印刷株式会社

第
十
九
則
「
倶
胝
一
指
頭
」
寐み

語ご

①

【
寝ね

ご
と言
、
戯た

わ
ご
と言
】

　
「
三
教
老
人
の
序
」
の
途
中
で
す

が
、
碧
巌
録
「
倶

ぐ
 
て
い
 
い
っ
 
し
 
と
う

胝
一
指
頭
」
の
お

話
か
ら
「
一い

ち

」
と
は
何
か
？
を
読
ん

で
い
き
ま
す
。

　

寐
語
と
は
寝
言
の
事
で
す
が
、
実

は
日
常
生
活
で
起
き
て
い
る
時
の

私
は
、
気
が
つ
け
ば
当
然
自
分
の

自
我
も
目
覚
め
て
、
何
と
か
自
分

の
思
い
通
り
に
し
よ
う
と
あ
が
い

て
い
る
有
為
（
自
我
の
満
足
、
目
的

達
成
の
為
）
の
生
活
で
す
。
寝
言
は

私
の
自
我
が
休
ん
で
い
る
、
あ
が

く
の
を
止
め
た
無
為
の
真
実
の
語

で
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
垂す

い
じ示

】

　

こ
の
碧
巌
録
は
百
則
あ
り
、
ど
の

則
も
同
じ
構
成
で
す
の
で
、
そ
れ
を

紹
介
し
な
が
ら
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

先
ず
「
垂
示
」
こ
れ
は
圜え

ん

悟ご

禅
師

が
、
雪

せ
っ
ち
ょ
う竇

禅
師
が
説
か
れ
た
「
倶
胝

一
指
頭
」
を
読
ん
で
い
く
中
で
、
私

た
ち
が
間
違
っ
て
解
釈
し
な
い
た

め
の
指
針
で
す
。
圜
悟
禅
師
の
老

婆
親
切
が
溢
れ
て
い
ま
す
。

【
一
塵
挙
大
地
収
、
一
花
開
世
界
起
】

（
一い

ち

塵じ
ん

挙お
こ

っ
て
大だ

い

地ち

収お
さ

ま
り
、
一い

っ

花か

開ひ
ら

い
て
世せ

界か
い

起
こ
る
）

　

そ
の
ま
ま
読
ん
で
み
れ
ば
「
人
間

の
目
に
見
え
る
か
見
え
な
い
か
程

の
小
さ
な
一
個
の
塵
が
舞
い
上
が

れ
ば
、
そ
の
中
に
私
も
こ
の
大
地

も
収
ま
っ
て
し
ま
う
。
小
さ
な
花

が
開
け
ば
、
私
の
世
界
も
こ
の
世

界
も
そ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
」

一
塵
と
は
一
微
塵
の
事
。
微
塵
と

云
う
の
は
微
細
な
塵
、
私
た
ち
人

間
が
肉
眼
で
見
る
事
の
出
来
る
最

も
小
さ
な
物
の
単
位
だ
そ
う
で
す
。

「
木
っ
端
微
塵
」
と
か
「
微
塵
に
も
思

わ
な
い
」
な
ど
と
普
通
に
使
い
ま
す

が
、
物
質
の
最
小
単
位
「
最さ

い

極ご
く

微み

細さ
い

」
略
し
て
「
極ご

く
み微

」
と
云
い
ま
す
。

そ
れ
が
七
個
集
ま
っ
て
出
来
た
も

の
が
微
塵
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

華
厳
経
に
は
、
一
つ
一
つ
の
微
塵

の
中
に
一い

っ

切さ
い

諸し
ょ

佛ぶ
つ

刹せ
つ

（
佛
国
）
が
有

る
と
説
か
れ
、
道
元
禅
師
も
正
法

眼
蔵
発ほ

つ

無む
じ
ょ
う上

心し
ん

の
巻
に
「
佛
法
の
大

道
は
、
一
塵
の
な
か
に
大
千
の
経

巻
あ
り
、
一
塵
の
な
か
に
無
量
の

諸
佛
ま
し
ま
す
」
と
お
示
し
で
す
。

【
極
大
は
極
小
に
し
か
ず
】

　

言
葉
だ
け
を
記
憶
し
て
い
ま
す

が
、
極
大
か
ら
私
を
見
れ
ば
極
少

で
あ
り
、
極
少
か
ら
私
を
見
れ
ば

極
大
で
す
。

　

私
が
今
坐
禅
を
し
て
い
ま
す
。
例

え
ば
ド
ロ
ー
ン
で
撮
影
す
る
よ
う

に
こ
の
瑞
應
寺
の
僧
堂
か
ら
出
発

し
て
上
昇
し
ま
す
。
瑞
應
寺
の
全

体
、
新
居
浜
市
が
見
え
ま
す
。
次

に
飛
行
機
に
乗
っ
て
愛
媛
県
、
石

鎚
山
を
下
に
見
て
、
そ
れ
か
ら
人

工
衛
星
か
ら
四
国
全
体
を
見
て
、
日

本
、
ア
ジ
ア
、
地
球
、
そ
し
て
宇

宙
船
に
乗
り
換
え
て
、
地
球
を
離

れ
太
陽
系
、
銀
河
系
、
銀
河
の
か

た
ま
り
、
更
に
宇
宙
全
体
か
ら
私

を
見
れ
ば
一
体
ど
ん
な
存
在
で

し
ょ
う
か
。
私
の
存
在
も
ど
ん
ど

ん
小
さ
く
な
っ
て
、
比
較
す
れ
ば

人
間
の
目
か
ら
見
え
る
最
小
の
塵

よ
り
も
っ
と
微
細
な
存
在
で
す
。

　

そ
し
て
今
度
は
反
対
に
坐
禅
し

て
い
る
私
を
ど
ん
ど
ん
大
き
く
し

て
い
け
ば
私
も
塵
よ
り
も
小
さ
い

細
胞
と
細
菌
の
集
ま
り
と
な
り
ま

す
。
そ
の
細
胞
と
細
菌
を
構
成
し

て
い
る
物
も
あ
る
は
ず
で
す
。
物

理
学
に
よ
る
と
、
こ
の
世
の
最
も

小
さ
な
構
成
単
位
は
「
素そ

り
ゅ
う
し

粒
子
」
で

「
最
も
根
源
的
（
素
）
な
粒
子
」
と
い

う
意
味
だ
そ
う
で
す
。

【
一
滴
の
水
】

　

瑞
應
寺
の
玄
関
を
入
っ
て
直
ぐ

右
手
の
柱
に
大お

お

擂す

り
粉こ

木ぎ

が
吊
る

し
て
あ
り
一
光
老
師
の
揮
毫
さ
れ

た
正
法
眼
蔵
山
水
経
の
一
節
「
一
滴

の
な
か
に
も
無
量
の
佛
国
土
現
成

す
る
な
り
」
と
彫
っ
て
あ
り
ま
す
。

　

瑞
應
寺
の
金
毘
羅
谷
に
流
れ
て

く
る
水
の
一
滴
は
何
処
か
ら
来
る

の
か
？
辿
っ
て
い
け
ば
天
地
一
杯

の
働
き
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り

ま
せ
ん
。

　

そ
の
一
滴
の
水
の
分
子
に
は
、酸
素

と
水
素
の
原
子
が
在
り
ま
す
。
そ
の

水
素
原
子
の
大
き
さ
は
直
径
２
㎝

の
一
円
玉
の
２
億
分
の
１
程
度
の

大
き
さ
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
原

子
核
が
あ
っ
て
、
陽
子
、
中
性
子
が

存
在
し
、
も
っ
と
拡
大
す
る
と
、

ク
ォ
ー
ク
と
い
う
点
状
粒
子
が
存
在

し
、
こ
の
辺
り
が
現
在
の
人
間
の

観
測
の
限
界
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ク
ォ
ー
ク
よ
り
も
小
さ
な
構
成

単
位
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で

素
粒
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
も
っ
と
技
術
が
発
達
す

れ
ば
こ
の
ク
ォ
ー
ク
を
構
成
し
て

い
る
物
も
見
つ
か
る
道
理
で
す
。

【
素
生
命
子
】

　

こ
の
ク
ォ
ー
ク
の
集
合
体
が
私

た
ち
の
生
命
の
素
で
あ
る
な
ら
ば

素
粒
子
は
生
命
の
粒
子
、
素
生
命

子
で
す
。
宇
宙
、
星
、
太
陽
、
地
球
、

水
、
空
気
、
動
物
、
植
物
等
こ
の

世
の
中
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在

は
単
体
で
は
な
く
、
無
限
の
素
生

命
子
が
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
意

志
、
働
き
で
結
合
し
、
複
雑
に
絡

み
合
っ
て
生
命
は
生
ま
れ
て
く
る

の
で
す
。
形
を
持
続
さ
せ
よ
う
す

る
力
。
反
対
に
分
離
し
よ
う
と
す

る
働
き
、
生

し
ょ
う
め
つ滅

を
休
む
こ
と
な
く

無
限
に
繰
り
返
し
、
そ
こ
に
葛か

っ
と
う藤

が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
の
葛
藤
す
る

力
が
生
命
力
で
す
。

　

私
達
の
生
命
は
こ
の
「
三さ

ん

千ぜ
ん

大だ
い

千せ
ん

世せ

界か
い

」
と
い
う
無
辺
の
宇
宙
の
「
生

命
の
つ
な
が
り
」
に
生
死
、
憎
愛
、

出
会
い
と
別
れ
な
ど
全
て
の
葛
藤

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
】
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道
元
禅
師
が
示
す
坐
禅
の
作
法

に
は
、
健
康
の
秘
訣
「
舌ぜ

つ

は
正
し
い

位
置
に
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う

お
話
で
す
。

　

道
元
禅
師
の
著
作
『
普ふ

勧か
ん

坐ざ

禅ぜ
ん

儀ぎ

』

は
、
瑞
應
寺
で
日
夜
読
誦
さ
れ
る
最

重
要
経
典
の
ひ
と
つ
で
す
。
標
題
通
り

「
正
し
い
坐
禅
を
ひ
ろ
く
す
す
め
る
」

こ
と
が
意
図
さ
れ
、
坐
禅
の
正
し
い

作
法
が
詳
細
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

心
構
え
や
姿
勢
は
も
ち
ろ
ん
、「
口
」

「
舌
」
に
も
作
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、

そ
の
部
分
を
抜
粋
し
て
示
し
ま
す
。

 

舌
掛
上
腭
唇
齒
相
著

　
 

舌し
た　

上う
え

の
腭

あ
ぎ
と

に
掛か

け
て

 

唇し
ん

歯し 

相あ
い

著つ

け

 
道
元
禅
師
『
普
勧
坐
禅
儀
』

　

わ
ず
か
八
文
字
で
す
が
、
こ
の

句
で
示
さ
れ
る
「
坐
禅
を
行
ず
る
時

の
望
ま
し
い
舌
の
位
置
」
に
は
、
医

学
的
な
含
蓄
が
あ
り
ま
す
。
坐
禅

の
み
な
ら
ず
、
健
康
の
た
め
に
日0

常
生
活
で
も
実
践
さ
れ
る
べ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

き0

「
正0

し
い
舌
の
位
置

0

0

0

0

0

0

」
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、

宗
門
で
は
詳
細
に
解
説
さ
れ
ず
、
そ

れ
ほ
ど
強
調
も
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
従
前
の
現
代
語
訳

や
説
明
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

舌
は
上
の
歯
の
後
ろ
に
つ
け
、

唇く
ち
び
る

と
歯
が
離
れ
な
い
よ
う
に
し
、

 

『
普
勧
坐
禅
儀
』
大
谷
哲
夫
訳

　
（
坐
禅
の
際
）
口
は
固
く
結
ん
で
、

い
わ
ゆ
る
し
っ
ぺ
い
口
、へ
の
字
口
に

し
て
断
じ
て
口
で
呼
吸
を
し
て
は
い

か
ん
。
口
を
閉
じ
頬ほ

お

を
ふ
く
ら
ま
さ

な
い
よ
う
に
し
さ
え
す
れ
ば
、
わ
ざ

わ
ざ
し
な
い
で
も
自
然
に
舌
は
上
の

ア
ゴ
に
つ
く
。
そ
し
て
上
の
唇
と
下
の

唇
が
く
っ
つ
き
、上
の
歯
と
下
の
歯
が

く
っ
つ
く
よ
う
に
な
る
。
固
く
結
ん

だ
達だ

る

磨ま

の
口
が
坐
禅
の
口
で
あ
る
。

 

『
坐
禅
の
仕
方
と
心
得
』
澤
木
興
道

　

文
章
化
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
説
明
は
、

医
学
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
道
元
禅
師

の
意
図
と
は
、
僅
か
な
が
ら
違
い

が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
口
の

解
剖
生
理
を
踏
ま
え
、
よ
り
丁
寧
、

正
確
に
現
代
語
に
翻
訳
し
、
さ
ら
に

図
を
添
え
て
示
す
と
以
下
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　
坐
禅
を
行
ず
る
時
は
、
舌
の
先

を
「
上
あ
ご
の
、
前
歯
の
裏
側
の
根

元
の
す
ぐ
後
ろ
に
あ
る
、
歯
ぐ
き

の
丸
く
膨
ら
ん
だ
部
分(

切
歯
乳
頭)

の
後
ろ(

ス
ポ
ッ
ト
ポ
ジ
シ
ョ
ン)

」

に
つ
け
な
さ
い(

図)

。
舌
の
先
が
切

歯
乳
頭
を
越
え
て
前
歯
の
裏
を
押

さ
な
い
よ
う
に
。
そ
し
て
、
舌
の

上
面
全
体
が
上
あ
ご(

硬こ
う

口こ
う

蓋が
い)

に
吸0

い
つ
く
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

ぺ
っ
た
り
と
く
っ

つ
き
、
上
下
の
く
ち
び
る
を
軽
く

つ
け
、
上
下
の
歯
を
か
る
く
噛
み

合
わ
せ
た
ま
ま
に
し
ま
す(

図
右)

。

舌
や
下
あ
ご
は
落
と
し
ま
せ
ん
。

　

こ
の
「
ス
ポ
ッ
ト
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」

と
呼
ば
れ
る
部
分
に
舌
先
を
キ
ー

プ
す
る
こ
と
が
と
て
も
大
事
で
す
。

　
道
元
禅
師
が
示
す「
舌
」と
健
康

髙
岩
寺　

来く
る　

馬ま　

明め
い　

規き

の
中
に
生

し
ょ
う

縁え
ん

の
続
く
限
り
生
き
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。

【
一
塵
と
一
花
】

　

小
さ
な
塵
が
風
に
舞
い
上
が
る

の
も
、
宇
宙
の
根
源
の
働
き
が
あ

る
か
ら
で
す
。
今
こ
の
原
稿
を
書

い
て
い
る
そ
の
窓
の
下
に
は
潜
龍

池
が
あ
り
、
池
の
周
り
に
は
桜
が

咲
き
誇
り
、
そ
の
花
び
ら
は
や
さ

し
い
風
に
散
り
潜
龍
池
の
水み

な

面も

は

桜
色
に
染
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
一

枚
の
花
び
ら
さ
え
も
塵
と
同
じ
よ

う
に
全
体
と
共
に
あ
り
ま
す
。

　

一
塵
＝
大
地
＝
私
、
一
花
＝
世

界
＝
私
で
す
。
私
に
置
き
換
え
る

と
「
大
地
の
中
の
私
」「
世
界
の
中
の

私
」と
理
解
で
き
ま
す
。
同
時
に「
私

の
中
に
こ
の
大
地
も
収
ま
り
」「
私

の
中
か
ら
こ
の
世
界
が
始
ま
る
」
の

で
す
。圜
悟
禅
師
は「
収
ま
る
事
」「
起

こ
る
事
」
と
二
通
り
の
見
方
を
示
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
一
塵
で
す
が
、
眼
に
見
え

な
い
私
の
心
「
一
念
」
と
し
ま
す
。

そ
し
て
一
花
は
「
一
行
」
私
の
行
い

と
読
ん
で
み
ま
す
。

【
一
緒
に
生
き
て
行
こ
う
】

　

先
日
お
寺
の
雪
囲
い
を
撤
去
す

る
作
務
に
十
年
間
外
洋
航
海
の
厨

房
に
居
た
方
に
お
手
伝
い
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。「
行い

っ
た
事
が

無
い
の
は
南
極
と
北
極
と
あ
の
世

だ
け
」
と
面
白
い
こ
と
を
言
わ
れ
る

方
で
す
。
そ
の
方
が
「
世
界
中
を
見

て
来
た
け
ど
、
国
に
よ
っ
て
全
く

考
え
方
、
生
き
方
も
違
う
。
や
っ
ぱ

り
環
境
が
身
体
を
つ
く
り
、
身
体
が

心
を
つ
く
る
。
異
常
気
象
と
云
う
け

れ
ど
、
四
季
が
あ
る
日
本
は
あ
り
が

た
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

私
の
一
瞬
の
思
い
も
大
地
と
云

う
私
を
包
む
環
境
と
共
に
生
ま
れ
、

小
さ
な
行
い
も
世
界
と
共
に
働
い

て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
私
の

わ
ず
か
な
思
い
が
私
の
環
境
を
つ

く
り
、
私
の
行
い
が
私
の
世
界
を

開
い
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
私
の
「
一
念
」
と
「
一
行
」
か

ら
新
し
い
自
分
と
世
界
が
始
ま
る

の
で
す
。

　

私
は
、
こ
の
大
地
の
中
の
風
に
舞

う
一
塵
に
等
し
く
、
桜
の
一
枚
の
花

び
ら
の
如
き
存
在
で
す
が
、
そ
の
私

の
中
身
は
素
生
命
子
か
ら
始
ま
り
、

三
世
十
方
を
貫
く
宇
宙
太
陽
地
球
空

気
水
、
そ
し
て
こ
の
大
地
に
共
に
生

き
て
い
る
山
川
草
木
、
人
間
も
動
物

も
含
め
て
全
て
の
生
き
物
で
す
。「
一

人
一
時
の
坐
の
な
か
に
も
無
量
の
佛

国
土
現
成
な
り
」
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
生
命
の
息
吹
を
感
じ

る
新
緑
の
季
節
、
こ
の
大
地
が
、
世

界
が
「
一
緒
に
生
き
て
行
こ
う
」
と

励
ま
し
て
く
れ
ま
す
。 

（
続
く
）

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
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

す
る
「
ナ
マ
グ
サ
イ
宗
侶
」
で
す
。

こ
の
た
び
瑞
應
寺
堂
頭
さ
ま
の
慈

悲
に
よ
り
、
こ
ん
な
私
に
講
演
や

寄
稿
の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

折
に
触
れ
て
、
タ
バ
コ
、
救
急
、

内
科
一
般
か
ら
、
仏
教
と
医
学
の

間
に
あ
る
話
題
を
中
心
に
お
届
け

し
、
み
な
さ
ま
に
喜
ん
で
い
た
だ

け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

来
馬
明
規
（
く
る
ま
め
い
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

【
附
記
】

⑴   

舌
の
位
置
異
常
は
か
か
り
つ
け

の
歯
科
医
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
詳
細
は
「
舌
の
位
置
」
で

ネ
ッ
ト
検
索
し
、
歯
科
医
師
の

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

⑵   『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
底
本
と
さ
れ

る『
禅
苑
清
規
』と
、『
正
法
眼
蔵
』

に
も
同
様
の
記
述
が
あ
り
ま
す

の
で
、
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

舌し
た

上う
わ

顎あ
ご

を
拄さ

さ

え
唇し

ん

歯し

相あ
い

著つ

け
令し

む

る

 

こ
と
を
要
せ
よ

 

『
禅
苑
清
規
』　
「
坐
禅
儀
」

舌
は
か
み
の
腭が

く

に
か
く
べ
し

　
　
（
中
略
）
唇し

ん

齒し

あ
ひ
つ
く
べ
し

 

『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
儀
」

⑶   「
腭

あ
ぎ
と

」
は
上
述
の
と
お
り
「
ス
ポ
ッ

で
き
な
い
場
合
は
舌
の
筋
力
が
衰

え
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
病
気
の
も
と
に
な
り
ま
す
。

原
因
検
索
や
舌
・
ア
ゴ
の
筋
ト
レ

が
必
要
で
す
。
坐
禅
の
時
だ
け
で

な
く
日
常
生
活
で
も
、
飲
食
や
発

声
時
以
外
は
舌
先
を
ス
ポ
ッ
ト
ポ

ジ
シ
ョ
ン
に
置
く
こ
と
が
望
ま
し

い
の
で
す
。

　

そ
の
理
由
は
、

① 

口
の
清
潔
が
保
た
れ
る

　

   

唾
液
が
口
の
中
を
き
れ
い
に
流
れ
、

前
歯
か
ら
奥
歯
ま
で
、
ま
ん
べ
ん

な
く
唾
液
で
洗
わ
れ
ま
す
。

②   

歯
な
ら
び
や
か
み
合
わ
せ
が
保

た
れ
る

③ 

正
常
な
鼻
呼
吸
に
な
る

　

一
方
、
舌
の
位
置
が
悪
く
、
舌
や

ア
ゴ
が
落
ち
、
口
が
開
い
た
ま
ま

に
な
る
と
、

① 

口
呼
吸
に
な
る

　

   

口
腔
内
が
乾
燥
し
て
唾
液
の
流

れ
が
悪
く
な
り
、
口
臭
、
虫
歯
、

歯し

槽そ
う

膿の
う

漏ろ
う

に
な
り
、感
染
症
に
弱

く
な
り
、
起
床
時
の
ど
が
痛
く

な
り
、
姿
勢
が
悪
く
な
り
ま
す
。

口
呼
吸
の
害
は
意
外
に
深
刻
で
、

過
小
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

② 

歯
並
び 

か
み
合
わ
せ
が
悪
く
な
る

　

   

矯
正
歯
科
に
通
う
患
者
さ
ん
は

「
舌
の
悪
い
癖
」
が
原
因
で
あ
る

こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
私
は
市
中
病
院
で
内
科

外
来
診
療
を
担
当
し
、
救
急
救
命
法

の
指
導
や
禁
煙
推
進
運
動
を
実
践

す
る
「
半
端
な
宗
侶
」
で
す
。
こ
の

た
び
瑞
應
寺
堂ど

う

頭ち
ょ
う

さ
ま
の
慈
悲
に

よ
り
、
講
演
や
寄
稿
の
機
会
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
折
に
触
れ
、
タ
バ
コ
、

救
急
、
内
科
一
般
、
仏
教
と
医
学

の
間
に
あ
る
話
題
な
ど
を
中
心
に

お
届
け
し
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま
に

喜
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て

い
ま
す
。

【
附 

記
】

⑴   

舌
の
位
置
異
常
は
か
か
り
つ
け

の
歯
科
医
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
「
舌
の
位
置
」
で
ネ
ッ
ト

検
索
し
、歯
科
医
師
の
サ
イ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

⑵   『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
底
本
と
さ
れ

る『
禅ぜ

ん

苑ね
ん

清し
ん

規ぎ

』と
、『
正
法
眼
蔵
』

に
も
同
様
の
記
述
が
あ
り
ま
す

の
で
、
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

舌し
た

上う
わ

顎あ
ご

を
拄さ

さ

え
唇し

ん

歯し

相あ
い

著つ

け
令し

む

る

こ
と
を
要
せ
よ

 

『
禅
苑
清
規
』　
「
坐ざ

禅ぜ
ん

儀ぎ

」

舌
は
か
み
の
腭が

く

に
か
く
べ
し

　
　
（
中
略
）
唇し

ん

齒し

あ
ひ
つ
く
べ
し

 

『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
儀
」

⑶   「
腭

あ
ぎ
と

」は
上
述
の
と
お
り「
ス
ポ
ッ

ト
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
を
指
し
ま
す

 
 

残
心

　

花
咲
き
ほ
こ
り
鳥
麗
し
く
さ
え
ず

る
四
月
は
新
年
度
、
新
し
い
門
出
の

季
節
で
す
。
葬
祭
場
で
式
を
終
え
る

と
、
少
し
ば
か
り
緊
張
の
面
持
ち
の

新
入
社
員
さ
ん
か
ら
、
ハ
キ
ハ
キ
と

し
た
声
で
「
お
疲
れ
様
で
し
た
」
と

挨
拶
を
頂
い
て
控
え
室
へ
見
送
り
引

き
戸
を
閉
め
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

入
学
・
入
社
、
特
に
今
ま
で
と
環

境
の
違
う
新
生
活
に
は
、
希
望
と
緊

張
が
な
い
交
ぜ
の
心
持
ち
が
し
ま

す
。
学
生
生
活
か
ら
修
行
生
活
に

入
っ
た
ば
か
り
の
私
も
、
同
じ
よ
う

な
心
持
ち
が
し
て
い
ま
し
た
。

　

毎
日
の
お
坊
さ
ん
と
し
て
の
覚
え

る
べ
き
作
法
、
所
作
。
お
経
の
読
み

方
や
坐
禅
の
仕
方
な
ど
の
法
要
の
所

作
か
ら
、
食
事
や
入
浴
・
ト
イ
レ
の

作
法
ま
で
、
今
ま
で
の
日
常
と
は
違

が
、
本
来
は
「
齶が

く

」
の
異
体
字
で

歯
ぐ
き
を
示
し
ま
す
。
読
み
の

「
あ
ぎ
と
」
は
元
々
「
下
あ
ご
」
の

意
で
す
。
字
の
意
味
・
読
み
は

文
意
と
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

⑷   

パ
ー
リ
語
経
典『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
』
に
も
舌
の
位
置
を
扱
っ
た

偈
が
あ
り
ま
す
。

師
が
い
わ
れ
た
、「「
あ
な
た
に
聖
者
の

道
を
説
こ
う
。
─
─（
食
を
と
る
に
は
）

剃
刀
の
刃
の
譬
え
の
よ
う
に
用
心

せ
よ
。
舌
で
上
口
蓋
を
抑
え
、
腹
に

つ
い
て
は
み
ず
か
ら
食
を
節
す
べ
し
。

       

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

 

第
三
章 

第
七
一
六
偈 

中
村
元
訳

③ 

滑
舌
・
発
音
が
わ
る
く
な
る

④ 

睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
に
な
る

　

   

舌
が
後
方
に
も
落
ち
込
ん
で
息

の
通
り
道
を
ふ
さ
ぎ
、
肥
満
、

高
血
圧
や
糖
尿
病
か
ら
心
臓
脳

血
管
疾
患
を
合
併
し
ま
す
。

⑤   

嚥え
ん

下げ

機
能
が
低
下
し
誤ご

嚥え
ん

性せ
い

肺
炎

を
お
こ
す

　

舌
の
作
法
が
口
の
清
潔
維
持
を

勧
奨
す
る
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
に

つ
な
が
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
舌
の
小
さ
な

位
置
ず
れ
は
全
身
の
健
康
に
関
連

し
、「
毫ご

う

釐り

も
差さ

あ
れ
ば
、
天て

ん

地ち

懸は
る

か
に
隔へ

だ

た
る
」
な
の
で
す
。

　

坐
禅
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。「
正
し

い
舌
の
位
置
」
は
「
舌
が
正
し
く
休

息
し
て
い
る
位
置
」
で
あ
り
、『
普
勧

坐
禅
儀
』
で
示
さ
れ
る
「
参
禅
は
『
万

事
休
息
』『
心
意
識
の
運
転
を
停
め

よ
』」
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、

広
く
長
く
、
自
由
自
在
に
動
く
舌

「
広こ

う

長
ち
ょ
う

舌ぜ
つ

」
は
、
仏
の
身
体
的
特
徴

「
三
十
二
相
」
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り

ま
す
。
舌
の
動
き
の
制
御
は
仏
道

修
行
の
要
点
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
と
め
ま
す
と
、
舌
の
正
し
い
位
置

を
意
識
し
て
保
つ
こ
と
が
道
元
禅
師

の
示
さ
れ
る
坐ざ

禅ぜ
ん

辦べ
ん

道ど
う

の
道
筋
で

あ
り
、
こ
れ
を
日
常
生
活
で
も
実
践

す
る
と
健
康
長
寿
に
つ
な
が
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

う
指
導
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
挨
拶

や
戸
の
開
け
閉
め
歩
き
方
に
至
る
ま

で
、
細
か
く
日
常
の
所
作
に
も
改
め

て
気
を
遣
う
こ
と
を
、
一
か
ら
確
認

す
る
よ
う
に
教
わ
る
の
で
し
た
。

　
「
残
心
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
日
本
の
武
道
や
芸
道
に
お
い
て

用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
文
字
通
り
心

を
後
に
残
す
こ
と
で
心
を
途
切
れ
さ

せ
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
特
に
技

や
所
作
を
終
え
た
後
、
力
を
緩
め
た

り
く
つ
ろ
い
で
い
な
が
ら
も
、
意
識

を
切
ら
さ
ず
引
き
続
き
注
意
を
払
っ

て
い
る
状
態
を
示
す
も
の
で
す
。

　

禅
寺
の
玄
関
に
「
脚
下
照
顧
」
と

「
履
き
物
を
そ
ろ
え
ま
し
ょ
う
」
と

看
板
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
自
ら
の
足
も
と
を
よ
く
注
意

し
て
顧
み
よ
。
転
じ
て
自
己
の
生
き

様
の
点
検
を
促
す
言
葉
で
も
あ
り
ま

す
。
履
き
物
の
持
ち
主
は
脱
い
で
し
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鐘 

声

　
銀
杏
感
謝
録

愛
媛
県　

酒
井
繁
德　

殿

広
島
県　

明
福
寺　
　

殿

静
岡
県　

洞
慶
院　
　

殿

愛
媛
県　

道
舊
寺　
　

殿

愛
媛
県　

戸
梶
元
斎　

殿

北
海
道　

長
福
寺　
　

殿

大
阪
府　

伊
勢
寺　
　

殿

福
岡
県　

大
満
寺　
　

殿

愛
知
県　

髙
田
栄
助　

殿

長
野
県　

大
輪
寺　
　

殿

香
川
県　

矢
野
征
郎　

殿

山
口
県　

安
禅
寺　
　

殿

広
島
県　

無
量
寺　
　

殿

�
(

令
和
五
年
十
二
月
廿
六
日
受
付
迄)

　
四
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

七　

日　

日
曜
参
禅
会

八　

日　

釈
尊
降
誕
会

九　

日　

参
玄
会
（
十
一
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
七
日　

前
夜
祭

十
八
日　

春
季
金
毘
羅
大
祭

丗　

日　

略
布
薩

　
五
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

五　

日　

日
曜
参
禅
会

七　

日　

参
玄
会
（
九
日
迄
）

十
三
日　

楞
厳
会
啓
建
・
衆
寮
諷
経

十
四
日　

配
役
行
茶
・
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

■   

釈
尊
降
誕
会

　

四
月
八
日
（
月
）、
暁
天
坐
禅
、

堂
内
朝
課
に
引
き
続
き
釈
尊
降
誕
会

を
厳
修
。
金
岡
山
主
導
師
の
も
と
、

出
班
焼
香
、
香
湯
を
以
て
誕
生
仏
灌

浴
。
釈
尊
降
誕
の
聖
日
を
祝
っ
た
。

　

当
日
法
堂
に
て
、
ひ
か
り
幼
稚
園

入
園
式
、
進
級
式
が
行
わ
れ
、
花
御

堂
の
誕
生
仏
に
甘
茶
を
か
け
、
親
子

と
も
に
花
祭
り
を
お
祝
い
し
た
。

　

安
居
し
て
早
半
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　

は
じ
め
は
、
慣
れ
な
い
作
法
、
生

活
に
四
苦
八
苦
し
な
が
ら
修
行
に
励

ん
で
い
ま
し
た
が
、
役
寮
さ
ん
、
古

参
の
方
か
ら
の
教
え
を
頂
き
な
が
ら
、

日
々
精
進
し
、
私
自
身
成
長
を
実
感

し
て
お
り
ま
す
。

　

五
月
か
ら
は
夏
制
中
が
始
ま
り
ま

す
。
私
に
と
っ
て
は
二
度
目
の
制
中

と
な
り
ま
す
。
冬
制
中
の
時
よ
り
も

少
な
い
人
数
で
臨
む
よ
う
に
な
る
た

め
、
一
人
一
人
の
負
担
は
大
き
く
な

る
と
思
い
ま
す
。

　

雲
水
の
皆
で
協
力
し
な
が
ら
切
磋

琢
磨
し
、
夏
制
中
を
乗
り
切
り
た
い

と
思
い
ま
す
。 

鐘
司　

陸
生

■   

金
毘
羅
春
大
祭

　

四
月
十
八
日（
木
）（
旧
三
月
十
日
）、

当
山
鎮
守
金
毘
羅
様
の
春
大
祭
を

開
催
。

　

社
殿
に
て
、
転
読
大
般
若
祈
祷

と
共
に
、
当
山
梅
花
講
員
の
詠
讃

歌
奉
詠
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
境

内
で
は
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
に
よ
る
販

売
や
福
餅
進
呈
な
ど
で
賑
わ
い
無

事
円
成
し
た
。

ま
え
ば
そ
の
場
に
留
ま
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
残
さ
れ
た
履
き
物
が

き
ち
ん
と
揃
え
て
あ
る
か
、
脱
ぎ
散

ら
か
さ
れ
て
い
る
か
で
持
ち
主
の
人

と
な
り
ま
で
透
け
て
見
え
る
よ
う
で

す
。
洗
濯
物
の
脱
ぎ
散
ら
か
し
に
カ

チ
ン
と
く
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と

だ
そ
う
で
、
案
外
、
持
ち
主
の
離
れ

た
後
の
さ
ま
が
、
本
人
の
預
か
り
知

ら
ぬ
間
に
意
識
を
物
語
る
こ
と
が
あ

る
よ
う
で
す
。

　

修
行
中
に
、
方
丈
様
の
姉
で
あ
る

お
茶
の
先
生
に
引
き
戸
を
勢
い
よ
く

音
を
立
て
て
閉
め
る
の
を
注
意
さ
れ

ま
し
た
。
音
を
立
て
る
方
は
気
に
留

め
な
く
と
も
、
来
客
中
の
静
か
な
中

に
乱
雑
な
物
音
が
響
く
こ
と
に
は
、

お
世
辞
に
も
修
行
の
行
き
届
く
よ
う

な
態
度
で
は
無
い
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
自
分
視
点
だ
け
で
無
く
、
相
手

の
視
点
も
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う

こ
と
を
学
ば
せ
て
頂
い
た
の
か
と
、

今
に
な
っ
て
思
い
出
し
ま
す
。

　

葬
祭
場
の
控
え
室
に
入
っ
て
振
り

返
る
と
、
引
き
戸
の
隙
間
か
ら
光
の

漏
れ
る
様
子
が
見
え
ま
し
た
。

　

す
ぐ
に
出
棺
の
準
備
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
ね
。
昔
の
私
が
そ
こ
に
居
る

よ
と
思
い
つ
つ
、
頑
張
れ
新
人
さ
ん

と
念
じ
た
の
で
し
た
。

 

瑞
應
寺
専
門
僧
堂
知
客　

家
古
谷
光
祥

�

令
和
六
年
四
月
一
日
～
十
日

釈尊降誕会

転読大般若祈祷

金毘羅春大祭


