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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

⑩

〔
勝か
っ

手て

に
西さ

い

遊ゆ
う

記き

〕

【
評
ひ
ょ
う

唱し
ょ
う

】「
六ろ

く

道ど
う

四し

生し
ょ
う

は
平

び
ょ
う

等ど
う

の
法ほ

う

、

牧ぼ
く

童ど
う

笛ふ
え

を
吹ふ

い
て
前ぜ

ん

山ざ
ん

を
過す

ぐ
」

普ふ

灯と
う

録ろ
く

㈡

こ
の
「
普
灯
録
」
は
嘉か

泰た
い

普
灯
録

と
言
い
ま
す
。「
五ご

灯と
う

録ろ
く

」
と
い
う

中
国
南
宋
代
に
成
立
し
た
五
つ
の

禅
宗
史
伝
書
の
一
つ
で
、
雲
門
宗

の
雷ら
い

庵あ
ん

正
し
ょ
う

受じ
ゅ

禅
師
が
嘉
泰
四
年

（
一
二
〇
四
）
に
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
に
「
六
道
四
生
平
等
法
、

牧
童
吹
笛
過
前
山
」
と
あ
り
ま
す
。

私
達
は
例
外
な
く
三
界
六
道
四
生

の
中
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
貪と
ん

・
瞋じ

ん

・

痴ち

に
振
り
回
さ
れ
な
が
ら
生
き
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
牧
童
（
み
佛
様
）

と
笛
の
音
（
教
え
・
法
）
に
従
っ
て

目
の
前
の
山
（
人
生
）
を
行
く
牛
の

群
れ
（
一
切
衆
生
・
僧
）
と
が
一
体
で

あ
る
よ
う
に
佛
法
僧
の
三
宝
を
信
じ

て
全
て
の
生
命
と
共
に
歩
む
の
で
す
。

皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
西
遊
記
。

三さ
ん

蔵ぞ
う

法ほ
っ

師し

が
登
場
し
ま
す
。「
三
蔵
」

と
は
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
ま
と

め
た
「
経
き
ょ
う

蔵ぞ
う

」、「
律り

つ

蔵ぞ
う

」、「
論ろ

ん

蔵ぞ
う

」

の
三
つ
で
す
。

「
経
蔵
」
は
教
え
を
書
き
残
さ
れ

た
お
経
。「
律
蔵
」
は
戒
律
。「
論
蔵
」

は
、
教
え
の
解
説
書
で
す
。
も
ち

ろ
ん
イ
ン
ド
の
言
語
で
書
か
れ
て

い
ま
す
が
、
膨
大
な
経
典
の
言
葉

だ
け
で
な
く
内
容
ま
で
精
通
し
て

い
る
人
を
三
蔵
法
師
と
総
称
し
、

中
国
語
に
翻
訳
す
る
の
で
訳や
く

経
き
ょ
う

僧そ
う

と
も
い
い
ま
す
。
中
国
に
は
そ
の

時
代
時
代
に
何
人
も
の
誓
願
を

持
っ
た
訳
経
僧
が
現
れ
ま
す
が
、

最
も
有
名
な
の
は
唐
の
玄げ
ん

奘
じ
ょ
う

三
蔵

（
六
〇
二
～
六
六
四
年
）
で
す
。

西
遊
記
に
は
、
そ
の
三
蔵
法
師

玄
奘
に
同
行
し
て
イ
ン
ド
に
赴
く

三
人
？
の
猪ち
ょ

八は
っ

戒か
い

、
孫そ

ん

悟ご

空く
う

、
沙さ

悟ご

浄じ
ょ
う

が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は

人
間
の
根
本
煩
悩
で
あ
る
貪
・
瞋
・

痴
の
化
身
な
の
で
す
。
貪
む
さ
ぼ

り
は
猪

八
戒
、
瞋い
か

り
は
孫
悟
空
、
痴

お
ろ
か
さ

は
沙

悟
浄
で
す
。
貪
は
人
を
だ
ま
し
て

も
傷
つ
け
て
も
手
に
入
れ
た
い
我

慢
出
来
な
い
心
。
瞋
は
目
を
つ
り

上
げ
て
怒
る
心
。
そ
し
て
痴
は
自

分
の
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な

い
事
に
思
い
悩
む
愚
痴
の
心
。
こ

れ
ら
の
イ
ラ
イ
ラ
・
ム
カ
ム
カ
・

ク
ヨ
ク
ヨ
は
全
部
自
我
が
中
心
で

す
。
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
た
ら
、

正
し
い
車
の
運
転
も
出
来
ま
せ
ん
。

人
生
も
同
じ
で
す
。
玄
奘
三
蔵
は
、

私
達
が
断
つ
こ
と
の
出
来
な
い
貪
・

瞋
・
痴
を
伴
っ
て
天
竺（
イ
ン
ド
）に
み

佛
様
の
教
え
を
学
び
に
行
く
の
で

す
。
し
か
し
そ
の
旅
の
途
中
多
く

の
妖
怪
や
魔
物
が
邪
魔
を
し
ま
す
。

何
故
か
？
実
は
妖
怪
や
魔
物
は

人
間
の
貪
瞋
痴
を
煽あ
お

り
、
不
平
不

満
、
妬
み
、
憎
悪
の
心
。
さ
ら
に

災
い
や
争
い
を
起
こ
し
て
、
そ
れ

を
餌
に
し
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
三
蔵
法
師
が
み
佛
様

の
教
え
を
広
め
る
と
、
貪
が
分
か

ち
合
う
心
、
瞋
が
優
し
い
心
、
痴

が
感
謝
の
心
に
な
り
、
ど
ん
な
時

で
も
仲
良
く
助
け
合
っ
て
穏
や
か

に
暮
ら
せ
る
の
で
、
妖
怪
や
魔
物

は
生
き
て
い
け
な
く
な
り
ま
す
。

だ
か
ら
邪
魔
を
す
る
わ
け
で
す
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
達
は
生

き
て
い
る
限
り
こ
の
猪
八
戒
、
孫

悟
空
、
沙
悟
浄
を
心
の
中
に
飼
っ

て
い
る
の
で
す
。
い
つ
ど
こ
で
私

に
こ
の
三
人
が
現
れ
て
妖
怪
や
魔

物
の
餌
食
に
成
っ
て
し
ま
う
か
わ

か
り
ま
せ
ん
。

孫
悟
空
は
腕
っ
ぷ
し
が
強
く
、

妖
術
に
も
長た

け
て
い
ま
す
が
、
天

界
の
暴
れ
ん
坊
。
い
つ
も
お
釈
迦

様
に
怒
ら
れ
て
ば
か
り
だ
っ
た
の

で
、
見
返
し
て
や
ろ
う
と
、
筋き
ん

斗と

雲う
ん

に
乗
っ
て
、
超
高
速
で
飛
び
だ

し
て
し
ま
い
ま
す
。「
も
う
こ
こ
ま

で
来
た
ら
お
釈
迦
様
の
目
に
は
届

か
な
い
だ
ろ
う
」
と
、
そ
こ
に
は
大

き
な
柱
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

「
き
っ
と
こ
こ
が
天
界
の
果
て
だ
」

と
柱
の
一
本
に
自
分
の
名
前
を
書

い
て
、
お
ま
け
に
オ
シ
ッ
コ
ま
で

し
て
お
釈
迦
様
の
元
に
帰
り
、
自

慢
た
っ
ぷ
り
に
「
ど
う
で
す
。
い
く

ら
お
釈
迦
様
で
も
お
い
ら
の
行
く

先
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」

と
言
い
ま
す
。
す
る
と
お
釈
迦
様

は
ニ
コ
ッ
と
微
笑
ん
で
右
の
手
の

平
を
差
し
出
し
ま
し
た
。
そ
の
中

指
を
見
る
と
、
遠
く
離
れ
た
と
こ

ろ
で
書
い
た
は
ず
の
悟
空
の
サ
イ

ン
と
、
指
の
付
け
根
に
は
オ
シ
ッ

コ
の
跡
が
残
っ
て
い
た
の
で
す
。

お
釈
迦
様
か
ら
は
逃
げ
ら
れ
な
い

と
悟
り
、
そ
し
て
玄
奘
三
蔵
を
妖

怪
や
魔
物
か
ら
守
る
よ
う
お
供
を

命
ぜ
ら
れ
る
の
で
す
。

「
山
河
大
地
、
下
、
黄
泉
に
徹
し
、

万
象
森
羅
、
上
、
霄
漢
に
通
ず
」
私

達
は
天
地
い
っ
ぱ
い
の
み
佛
様
の

手
の
平
の
中
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
示
し
た
の
が
お
釈
迦
様
の

一
本
の
指
。
で
す
か
ら
貪
瞋
痴
の

化
身
で
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
に
、
八は
っ

斎さ
い

戒か
い

と
い
う
戒
法
（
猪
八
戒
）、
空く

う

を

悟
る
（
孫
悟
空
）、
浄
じ
ょ
う
を
悟
る
（
沙

悟
浄
）、
と
み
佛
様
の
教
え
が
名
前

に
な
っ
て
い
ま
す
。

煩
悩
に
輪
転
す
る
因
縁
が
発ほ
つ

菩ぼ

提だ
い

心し
ん

、
佛
法
僧
の
三
宝
に
帰
依
す

る
心
に
育
つ
の
で
す
。

（
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

【
二
十
九
】
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標	

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）」
目
標
３
ａ
に
も
入
っ
て

い
ま
す
が
、皆
さ
ん
は
あ
ま
り
ご
存
知
な

い
で
し
ょ
う
。⑶
タ
バ
コ
産
業
が
広
告

原
稿
を
出
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
沈
黙
さ
せ
、

偽ぎ

善ぜ
ん

的て
き

に
振
る
舞
い
、
見
か
け
倒
し
の

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
協
力
を
す
る
な
ど
、
タ
バ
コ

の
害
が
正
確
に
伝
わ
ら
な
い
よ
う
に

「
吸
い
込
め
詐
欺
」を
働
い
て
い
る
か
ら
で
す
。

【
ノ
ー
タ
バ
コ
・
デ
ー
は

          

「
禁
煙
の
日
」
で
は
な
い
】

Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ
は
「
タ
バ
コ
製
品
の
使
用

禁
止（
ノ
ー
・
ス
モ
ー
キ
ン
グ
）」
で
な
く
、

「
製
造
の
中
止
と
根
絶
に
む
け
た
包ほ

う

括か
つ

的て
き

な
規
制	

タ
バ
コ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）」
を

加
盟
国
に
求
め
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
、

５
月
��
日
の「
世
界
・
ノ
ー
タ
バ
コ
・
デ
ー
」

は「
世
界
タ
バ
コ
規
制
推
進
の
日
」と
和
訳

す
る
べ
き
な
の
で
す
が
、な
ぜ
か
日
本
で
は

「
世
界
禁
煙
デ
ー
・
禁
煙
週
間
」と
い
う
名
前

に
す
り
替
え
ら
れ
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
意い

図と

し
た

本
来
の
主
旨
が
弱
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
本
来
は
「
タ
バ
コ
製
品
の

存
在
否
定
と
生
産
中
止
」の
は
ず
が
、

「
タ
バ
コ
を
吸
う
の
は
や
め
て
お
き

ま
し
ょ
う
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

【
標
語
を
書
き
換
え
て
情
報
操
作
】

同
様
に「
世
界
・
ノ
ー
タ
バ
コ
・
デ
ー
」で

Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
定
め
た
標
語
も
、
日
本
政
府

が
勝
手
に
す
り
替
え
て
い
ま
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の

��
年
分
の
標
語
と
和
訳
、
そ
し
て
同
じ
年

に
発
表
さ
れ
た
我
が
国
の
禁
煙
週
間
の

標
語
を
、
下
の
表
に
示
し
ま
す
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
タ
バ
コ
産
業
に
よ
る
虚
偽
の
宣
伝

や
妨
害
行
為
、未
成
年
へ
の
売
り
込
み
、葉
タ
バ
コ

【
は
じ
め
に
】

５
月
��
日
は
国
連
の
専
門
機
関
、

世せ

界か
い

保ほ

健け
ん

機き

関か
ん	

Ｗ
Ｈ
Ｏ


が
定
め
る
、

「
世
界
・
ノ
ー
タ
バ
コ
・
デ
ー
」
で
す
。

そ
こ
で
今
回
は「
タ
バ
コ
問
題
」の
お
話
で
す
。

「
タ
バ
コ
の
な
い
世
界
」
は
、健
康
で
持
続

可
能
な
未
来
の
た
め
に
重
要
で
す
。し
か
し
、

そ
の
実
現
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、タ
バ
コ
に
よ
っ
て
暴ぼ

う

利り

を

得
て
い
る
一
部
の
人
々
が
、タ
バ
コ
規
制

に
強
く
抵
抗
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

某
タ
バ
コ
会
社
の
社
長
の
報
酬
は
時
給

4

4

に
換
算
す
る
と

4

4

4

4

4

4

百
万
円
超

4

4

4

4

。
規
制
に

抵
抗
す
る
の
も
無
理
も
な
い
こ
と
で
す
。

し
か
も
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
タ
バ
コ
規
制
を

無
力
化
す
る
た
め
に
、タ
バ
コ
産
業
は

詐さ

欺ぎ

的て
き

に
振
る
舞
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
年
々
深
刻
化
す
る

特
殊
詐さ

欺ぎ

、い
わ
ゆ
る「
振ふ

り
込こ

め
詐さ

欺ぎ

」

に
因ち

な

ん
で
、
タ
バ
コ
産
業
の
タ
バ
コ
規
制

妨
害
活
動
を
「
吸す

い
込こ

め
詐さ

欺ぎ

」⑴
と

呼
ん
で
い
ま
す
。

詐
欺
に
取
り
込
ま
れ
た
人
は
、視
野
が

狭
き
ょ
う

窄さ
く

し
、
欺ぎ

瞞ま
ん

に
気
づ
く
ま
で
、救
済
を

意
図
し
た
善
意
の
介
入
さ
え
敵
視
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
本
稿
が
喫
煙
者
を

攻
撃
・
差さ

別べ
つ

し
不
快
」
と
思
わ
れ
る
方
が

お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
そ
れ
が
タ
バ
コ
で

大
儲
け
し
て
い
る
人
々
の「
吸
い
込
め
詐
欺
」

の
巧
妙
さ
、深
刻
さ
な
の
で
す
。
本
稿

は
喫
煙
者
を
責
め
る
こ
と
で
は
な
く
、

「
タ
バ
コ
の
欺ぎ

瞞ま
ん

」を
見
抜
き
、
共
有
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

【
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
立
場
と
Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ
】

タ
バ
コ
は
国
際
的
な
視
点
か
ら
、

「
非
正
規
の
危
険
な
製
品
」「
史
上
最
悪

の
工
業
製
品
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
タ
バ
コ
会
社
・

タ
バ
コ
製
品
を
「
公
衆
衛
生
の
最
大
の
敵
」

と
し
て
国
際
的
な
規
制
を
目
指
し
、

２
０
０
５
年
に
発
効
し
た
国
際
条
約

「
タ
バ
コ
規
制
枠
組
条
約	

Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ
）」

を
主
導
し
ま
し
た
。
⑵
締
約
国
は

現
在
���
か
国
で
、
今
年
は
Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ

発
効
��
周
年
に
あ
た
り
ま
す
。

Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ
は
「
持
続
可
能
な
開
発
目

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

栽
培
に
伴
う
食
糧
・
環
境
問
題
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

妨
害
や
、
不
正
取
引	

密
輸


な
ど
を
指し

弾だ
ん

し
、

健
康
問
題
だ
け
で
は
な
い
タ
バ
コ
の
様
々
な

害
悪
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
い
ま
す
。

一
方
、日
本
で
は
英
語
で
示
さ
れ
た
標
語

の
意
図
を
日
本
語
に
正
確
に
訳
さ
ず
に
、

①
健
康
問
題
に
限
定

②
タ
バ
コ
産
業
の
名
前
を
削け

ず

る

③
タ
バ
コ
製
品
や
喫
煙
行
為
を
否
定

せ
ず
受
動
喫
煙
注
意
を
促

う
な
が

す

「
吸す

い
込こ

め
詐さ

欺ぎ

」
と
の
戦

た
た
か

い

「
世せ

界か
い

・
ノ
ー
タ
バ
コ
・
デ
ー
」
に
み
る
言こ

と

葉ば

の
す
り
替か

え

「ニコチン悟
ご

道
どう

」への招待
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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

一い
っ

茎き
ょ
う

草そ
う

こ
の
冬
は
暖
冬
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
年
が

明
け
て
か
ら
断
続
的
に
寒
波
が
到
来
し
、

荒
天
や
寒
暖
の
差
に
ご
苦
労
さ
れ
た
方
も
多

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
頃
に

な
っ
て
、
よ
う
や
く
温
か
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
時
期
お
寺
で
は
、
春
の
彼
岸
会

が
終
わ
り
、
年
度
末
の
事
務
処
理
を
し
て
、

お
釈
迦
様
の
ご
誕
生
を
祝
う
花
ま
つ
り
や
、

④
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

に
即
し
た
注
意
喚
起
に
す
る

な
ど
に
変
更
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

我
が
国
で
は
、
ニ
コ
チ
ン
の
依
存
性

が
生
み
出
す
巨
額
の
利
潤
を
背
景
に
、

タ
バ
コ
産
業
が
農
業
、
政
治
、
経
済
の
み

な
ら
ず
、
公
衆
衛
生
政
策
の
決
定
に
大
き

な
負
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
の
た
め
、タ
バ
コ
規
制
を
主
導
す
る
は
ず

の
厚
生
労
働
省
に
は
十
分
な
権
限
も
予
算

も
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
協
力
す
る

姿
勢
を
示
し
な
が
ら
、
タ
バ
コ
産
業
の
息

が
か
か
る
省
庁
や
政
党
の
顔
色
を
窺

う
か
が
い
、

直
接
批
判
を
避
け
、
よ
り
穏お

だ

や
か
に
改
変

し
た
表
現
に
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。

こ
れ
は
Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ
に
違い

背は
い

し
て
い

ま
す
。
２
０
２
３
年
の
世
界
タ
バ
コ

産
業
干
渉
指
数
は
、
日
本
は
世
界
��

カ
国
中
��
位
と
、
最
低
最
悪
の
レ
ッ

テ
ル
を
貼
ら
れ
ま
し
た
。
⑷

【
ポ
ス
タ
ー
改
変
が
語
る
表
現
の
差
】

下
の
２
枚
の
写
真
は
、
い
ず
れ
も

２
０
２
３
年
の「
世
界
・
ノ
ー
タ
バ
コ
・

デ
ー
」
で
発
表
さ
れ
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ	

右
）

と
日
本
の
ポ
ス
タ
ー	

左


で
す
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
ア
フ
リ
カ
の
少
年
が
、

タ
バ
コ
の
ス
イ
ガ
ラ
を
食
べ
る
構
図
で
す

が
、
日
本
政
府
は
タ
レ
ン
ト
を
起
用

し
て
、
禁
煙
マ
ー
ク
を
持
た
せ
て
い

ま
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
生
命
の
危
機
を
全

世
界
に
叫
び
、
日
本
は
自
国
の
喫
煙
者

に
お
願
い
す
る
。
同
じ
年
の
ポ
ス
タ
ー

で
も
こ
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
の
で
す
。

【
日
本
の
禁
煙
デ
ー
は
牛
歩
】

日
本
の
標
語
は
発
表
が
遅
い
こ
と
も

特
筆
に
値
し
ま
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
５
月
の

ノ
ー
タ
バ
コ
・
デ
ー
の
標
語
を
前
年
の
��
月

か
ら
発
表
し
、半
年
に
わ
た
っ
て
衆
知
啓
発

し
て
い
ま
す
が
、我
が
国
で
は
当
日
の
２
週

間
ほ
ど
前
に
な
っ
て
か
ら
発
表
さ
れ
ま
す
。

本
稿
編
集
中
の
４
月
末
現
在
、
厚
労
省

か
ら
正
式
な
発
表
は
あ
り
ま
せ
ん
。長
年
に

わ
た
っ
て
タ
バ
コ
産
業
が
行
政
政
策
に

干
渉
し
、
タ
バ
コ
規
制
を
妨
害
し
て
き
た

成
果
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

【
戒か

い

の
表
現
を
変
え
て
希き

釈し
ゃ
く

す
る
】

表
現
の
操
作
に
よ
っ
て
本
質
が
見
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
を
、在
俗
の
仏
教
信
者
が
守
る

べ
き
最
も
基
本
的
な
い
ま
し
め「
五ご

戒か
い

」を

例
に
し
て
、
示
し
て
み
ま
す
。
⑹

⑸

不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う

戒か
い

生
き
物
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い

　
　

➡
い
の
ち
を
た
い
せ
つ
に
し
よ
う

不ふ

偸ち
ゅ
う

盗と
う

戒か
い

他
人
の
所
有
物
の
盗
み
を
禁
ず

　
　

➡
人
の
物
を
た
い
せ
つ
に
し
よ
う

不ふ

邪じ
ゃ

淫い
ん

戒か
い

不
道
徳
な
関
係
を
禁
ず
る

　
　

➡
節
度
あ
る
交
際
を
し
よ
う

不ふ

妄も
う

語ご

戒か
い

嘘う
そ

を
つ
い
て
は
い
け
な
い

　
　

➡
正
直
を
こ
こ
ろ
が
け
よ
う

不ふ

飲お
ん

酒じ
ゅ

戒か
い

酒
を
飲
ん
で
は
な
ら
な
い

　
　

➡
お
酒
は
ほ
ど
ほ
ど
に
し
よ
う

注
意
す
べ
き
は
字
句
の
す
り
換
え
や

ひ
ら
が
な
化
に
よ
っ
て
、「
戒か

い

律り
つ

」の
厳き

び

し
さ

が
薄う

す

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
同
様
に
、

タ
バ
コ
問
題
も
、
表
現
の
操
作
で
深
刻

さ
が
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

〇
タ
バ
コ

4

4

4

産
業
（
×
た
ば
こ

4

4

4

産
業
・

外
来
語
の
ひ
ら
が
な
表
記
）
は
、タ
バ
コ

問
題
に
つ
い
て
、
言
葉
の
す
り
替
え
や

印
象
操
作
に
血
道
を
挙
げ
て
い
る
の
で
す
。

【
ま
と
め
・
私
達
は
騙だ

ま

さ
れ
な
い
】

み
な
さ
ん
が
思
う
タ
バ
コ
の
害
悪

は
、「
吸
い
込
め
詐
欺
」
に
よ
っ
て
ま

だ
ま
だ
過
小
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
タ
バ
コ
産
業
の
ウ
ソ
を
曝あ
ば

き
、

み
な
さ
ん
と
正
確
な
情
報
を
共
有
す

る
こ
と
が
議
論
の
出
発
点
で
す
が
、

本
稿
で
示
し
た
詐
欺
的
行
為
は
、悪
事

の
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

タ
バ
コ
問
題
の
解
決
は
、
戦
争
や

核
兵
器
の
廃
絶
と
同
様
、
人
類
が

取
り
組
む
べ
き
重
要
な
課
題
で
す
。

そ
れ
は
単
な
る
健
康
問
題
で
は
な
く
、

執し
ゅ
う

着ち
ゃ
く

や
煩ぼ

ん

悩の
う

か
ら
の
解
放
と
い
う

意
味
で
も
、
仏
道
に
お
け
る
「
誓せ

い

願が
ん

」

に
他
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。⑺

そ
の
た
め
に
、ま
ず
は
言
葉
を
糺た

だ

し
て

妄も
う

語ご

（
ウ
ソ
）を
断た

ち
、「
吸
い
込
め
詐
欺
」

を
終
ら
せ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

【
附
記
】

⑴
「
吸
い
込
め
詐
欺
」
を
演
題
名
と

し
た
筆
者
の
講
演
抜
粋
．

B����

第
��
回
日
本
小
児
科
医
会
総
会
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
小
児
労
働
が
吸
い
込
め
詐
欺
の

原
動
力
作
っ
て
死
に
・
売
っ
て
儲
け
・
買
っ

て
だ
ま
さ
れ
・
吸
っ
て
死
ぬ
」２
０
１
８
年

６
月
��
日
パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜
．

C�
「『
ス
ト
ッ
プ
！
吸
い
込
め
詐
欺
』わ
た
し
は

だ
ま
さ
れ
な
い
」福
島
県
い
わ
き
市
民
公
開

講
座
２
０
１
８
年
６
月
２
日
．

D�
「
タ
バ
コ
は
吸
い
込
め
詐
欺
」２
０
１
８

年
��
月
��
日
横
浜
市
日
吉
地
区
社
会

福
祉
協
議
会
福
祉
講
座
．

⑵
発
効
し
て
��
年
、
日
本
も
批ひ

准じ
ゅ
ん

す
る

国
際
条
約
「
タ
バ
コ
規
制
に
関
す
る

Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ
」
と
は
何
か��

ヤ
フ
ー
・
ニ
ュ
ー

ス
令
和
７
年
２
月
��
日
．

⑶
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
目
標
３
は「
健
康
的
な
生
活
と
福
祉

の
促
進
」が
示
さ
れ
、妊
産
婦
新
生
児
死
亡
、感

染
症
、成
人
病
、精
神
疾
患
、薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
、

交
通
事
故
、家
族
計
画
、保
険
制
度
な
ど
の
対

策
に
加
え
、３
ａ
に「
タ
バ
コ
規
制
枠
組
条
約
の

実
施
強
化	

Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ


」が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
筆
者
主
筆

日
本
禁
煙
学
会
篇
２
０
２
２
年
４
月
．

⑷
日
本
政
府
は
な
ぜ「
タ
バ
コ
産
業
か
ら
の

干
渉
や
影
響
」
を
排
除
で
き
な
い
の
か��

ヤ
フ
ー
・
ニ
ュ
ー
ス
令
和
５
年
��
月
��
日
．

⑸
Ｗ
Ｈ
Ｏ
・
厚
労
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

⑹
曹
洞
宗
で
は
在ざ

い

家け

も
宗

し
ゅ
う

侶り
ょ

も
、『
修
証
義
』

第
三
章「
受じ

ゅ

戒か
い

入
に
ゅ
う

位い

」で
示
さ
れ
る
十
六
条

の
菩ぼ

薩さ
つ

戒か
い（
三さ

ん

帰き

戒か
い

、三さ
ん

聚じ
ゅ

浄
じ
ょ
う

戒か
い

、十
じ
ゅ
う

重
じ
ゅ
う

禁き
ん

戒か
い

）

を
保
つ
こ
と
が
高
祖
道
元
禅
師
の
み
教
え
で
す
。

『
岩
波
仏
教
辞
典
』第
三
版「
五
戒
」1�
����

「
菩
薩
戒
」1�
����

⑺
「
曹
洞
宗
宗
門
の
禁
煙
化
を
願
う
」

筆
者
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

学
術
大
会
紀
要
２
０
１
０
年
．

春
の
ご
供
養
の
準
備
を
始
め
ま
す
。

私
の
お
寺
が
あ
る
地
域
で
は
、
春
と
秋

の
二
期
に
春
供
養
、
秋
供
養
と
称
し
て
市

内
の
お
寺
さ
ん
方
が
手
伝
い
合
っ
て
施せ

食じ
き

会え

を
営
み
ま
す
。
私
の
お
寺
で
は
、
そ
の

施
食
会
法
要
に
お
参
り
す
る
お
檀
家
さ
ん

方
に
割わ

り

子ご

弁
当
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す

が
、
メ
ニ
ュ
ー
は
お
寺
の
竹
林
に
自
然
に

生
え
て
く
る
筍
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
た

も
の
で
す
。
以
前
は
、
地
区
ご
と
の
お
檀

家
さ
ん
方
が
持
ち
回
り
で
調
理
に
あ
た
っ

て
い
ま
し
た
が
、
世
代
交
代
が
な
か
な
か

上
手
く
い
か
ず
、
今
で
は
数
名
の
有
志
を



ୈ���߸　ʢ�ʣ令和７年５月１日 い　ち　ょ　う

鐘
声

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

四
月
の
日
鑑

一

日

祝
祷

六

日

日
曜
参
禅
会
・
前
夜
祭

七

日

春
季
金
毘
羅
大
祭

八

日

釈
尊
降
誕
会
・
入
園
式

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
）

丗

日

略
布
薩

五
月
の
予
定

一

日

祝
祷

四

日

日
曜
参
禅
会

七

日

参
玄
会
（
八
日
迄
）

十
一
日

日
曜
参
禅
会

十
三
日

浅
川
造
船
新
入
社
員
研
修

　
　
　
　

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

日
曜
参
禅
会
・
観
音
講（
仏
教
勉
強
会
）

　
　
　
　

Ｙ
Ｆ
Ｕ
日
本
国
際
交
流
財
団
参
禅
会

廿
五
日

日
曜
参
禅
会

丗
一
日

略
布
薩

■���

釈
尊
降
誕
会

四
月
八
日
（
火
）、
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
、
始
業
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
。

新
緑
が
美
し
い
季
節
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
す
っ
か
り
春
ら
し
い
気
候
に

な
っ
た
と
思
い
き
や
、
初
夏
の
よ
う
な

暑
さ
の
日
も
あ
り
、
私
た
ち
に
常
な
ら

な
い
「
無
常
」
を
日
々
教
え
て
く
れ
て

い
ま
す
。
瑞
応
寺
で
は
、
４
月
に
修
行

僧
が
２
人
下
山
し
、
山
内
の
様
子
も
変

化
し
て
お
り
ま
す
。
新
た
な
旅
立
ち
を

祝
う
と
共
に
、
別
れ
の
淋
し
さ
も
訪
れ

ま
す
。「
別
れ
」
は
多
く
の
こ
と
を
教
え

て
く
れ
ま
す
。
そ
の
人
と
の
「
出
会
い
」

が
自
分
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
か
を
、
改
め
て
考
え
る
機
会
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
悲
し
み
や
辛
さ

が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
自
分
に
と
っ

て
大
き
く
、
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
そ

の
よ
う
に
大
切
な
こ
と
に
関
し
て
は
、

別
れ
を
迎
え
て
か
ら
で
は
な
く
、
今
こ

こ
で
気
づ
い
て
い
た
い
も
の
で
す
。
何

気
な
く
過
ご
す
日
々
の
中
で
、
あ
な
た

に
と
っ
て
大
切
な
も
の
は
な
ん
で
し
ょ

う
か
？
常
に
変
化
し
て
い
く
日
常
の
中

で
「
当
た
り
前
」
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
、
い
か
に
多
く
の
お
か
げ
さ

ま
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
力
強
い
新
緑
の
季
節
、
そ
ん
な
こ

と
を
胸
に
、
目
の
前
の
一
つ
一
つ
を
大

切
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

受
処
主
事

森
香
有

■���

金
毘
羅
春
大
祭

四
月
七
日
（
月
）（
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
。

募
っ
て
調
理
し
て
い
ま
す
。

道
元
禅
師
様
が
食
材
を
調
理
す
る
と
き

の
心
構
え
を
説
か
れ
た
『
典
座
教
訓
』
に

「
凡お

よ

そ
物も

っ

色し
き

を
調
弁
す
る
に
は
、
凡ぼ

ん

眼げ
ん

を
以

て
観
る
こ
と
莫
れ
、
凡ぼ

ん

情じ
ょ
う

を
以
て
念お

も

う
こ

と
莫
れ
。
一い

っ

茎
き
ょ
う

草そ
う

を
拈と

り
て
宝ほ

う

王お
う

刹さ
つ

を
建

て
、一
微み

塵じ
ん

に
入
り
て
大
法
輪
を
転
ぜ
よ
。」

と
い
う
お
示
し
が
あ
り
ま
す
。
一
茎
草
と
は
、

道
端
に
生
え
て
い
る
名
も
な
き
草
の
こ
と
で
、

取
る
に
足
ら
な
い
も
の
の
こ
と
。
宝
王
刹
は
、

宝
で
飾
ら
れ
た
様
な
立
派
な
寺
院
の
こ
と
で
、

大
法
輪
と
は
、
仏
の
教
え
を
、
煩
悩
を
打
ち

砕
く
車
輪
に
喩
え
た
言
葉
で
す
。
意
約
す
る

と
「
食
材
を
調
理
す
る
と
き
は
、
凡
夫
の
目

で
見
て
は
な
ら
な
い
、仏
さ
ま
の
境
地
に
立
っ

て
、
一
本
の
草
を
手
に
取
る
様
な
些
細
な
仕

事
で
も
、
大
寺
院
を
建
立
す
る
よ
う
な
気
持

で
集
中
し
て
行
う
。
毛
先
ほ
ど
の
狭
い
場
所

で
も
偉
大
な
教
え
を
説
く
よ
う
に
全
身
全
霊

を
傾
け
て
調
理
せ
よ
。」
と
い
う
事
で
す
。

仏
法
で
は
、
一
本
の
草
で
も
一
枚
の
野
菜

で
も
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も

の
に
、
仏
の
命
が
宿
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、自
然
に
生
え
て
く
る
筍
で
あ
っ
て
も
、

人
間
に
食
べ
ら
れ
る
た
め
に
生
え
て
い
る
の

で
は
な
く
、
尊
い
命
を
育
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
た
ち
が
生
き
る
と
い
う
事
は
、

そ
の
尊
い
命
を
頂
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
改
め

て
そ
の
こ
と
を
思
え
ば
、
一
茎
草
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
毎
日
の
些
細
な
こ
と
で
も
、
心
し

て
行
う
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

春
爛
漫
、
清
々
し
い
気
分
で
お
過
ご
し

く
だ
さ
い
。瑞

應
寺
専
門
僧
堂
維
那

吉
松
聖
博

令
和
七
年
四
月
一
日
～
十
日

https://zuioji.jp
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