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第
十
九
則
「
倶
胝
一
指
頭
」
寐み

語ご

⑪

〔
莫ま

く

妄も
う

想ぞ
う

㈠
〕

【
評ひ

ょ
う

唱し
ょ
う

】
か
つ
て
中
国
の
歴
代
王
朝
が
佛
教

を
弾
圧
し
た
事
件
が
あ
り
、
な
か
で

も
規
模
が
大
き
く
、
後
世
へ
の
影
響

も
大
き
か
っ
た
の
が
、
四
人
の
皇
帝

の
廟

び
ょ
う

号
や
諡し

号
を
と
っ
て
「
三さ

ん

武ぶ

一い
っ

宗そ
う

の
法ほ

う
な
ん難

」
と
云
い
ま
す
。
三
武
は

北
魏
の
太た

い

武ぶ

帝て
い

（
四
二
三
～
四
五
二
）、

北
周
の
武
帝
（
五
六
〇
～
五
八
〇
）、
唐

の
武ぶ

宗そ
う

（
八
四
〇
～
八
四
六
）。
一
宗
は

後
周
の
世せ

い

宗そ
う

（
九
五
四
～
九
五
九


に
よ

る
廃は

い

佛ぶ
つ

毀き
し
ゃ
く釈

で
す
。

特
に
北
魏
の
太
武
帝
の
廃
佛
は
、

寺
院
、
佛
像
、
経
典
を
こ
と
ご
と
く

破
棄
し
焼
却
、
僧
侶
も
生
き
埋
め
に

さ
れ
る
な
ど
激
烈
な
も
の
で
し
た
。

こ
こ
で
私
は
達
磨
大
師
と
梁

り
ょ
う

の
武

帝
の
問
答
を
想
起
し
ま
し
た
。

達だ
る
ま磨

大だ
い
し師

は
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に

坐
禅
を
伝
え
ま
す
。
当
時
中
国
は
梁

り
ょ
う

と
云
う
時
代
で
、
皇
帝
で
あ
っ
た
武

帝
（
四
六
四
～
五
四
九
）
が
達
磨
大

師
に
問
い
か
け
ま
す
。

「
朕ち

ん

即そ
く

位い

已い

来ら
い

、
造て

ら
を
つ
く
り
き
ょ
う
を
う
つ
し

寺

写

経

度そ
う
を
ど
す
こ
と

僧

不あ
げ
て
き
す
べ
か
ら
ず

可
勝
紀
、
有な

に
の
く
ど
く
か
あ
る

何
功
徳
」

師
曰
「
竝な

ら
び
に
む
く
ど
く

無
功
徳
」
―
正
法
眼
蔵
行

持
の
巻
―

梁
の
武
帝
は
皇こ

う
て
い帝

菩ぼ
さ
つ薩

と
呼
ば
れ

る
程
の
佛
教
篤
心
者
で
し
た
。
し
か

し
武
帝
は
迷
っ
て
い
ま
し
た
。「
今

ま
で
多
く
の
三さ

ん
ぞ
う
ほ
っ
し

蔵
法
師
に
よ
っ
て
こ

の
国
に
経
典
は
伝
わ
っ
た
。
私
は
皇

帝
に
即
位
し
て
（
五
〇
二
）
粱

り
ょ
う

朝ち
ょ
う

を

建
国
、
そ
し
て
佛
様
を
信
じ
（
帰
依

佛
）
多
く
の
お
寺
を
建
立
、
経
典
を

作
り
（
帰
依
法
）、
沢
山
の
僧
侶
を

育
て
て
き
た
が
（
帰
依
僧
）、
本
当

の
み
佛
様
の
功
徳
と
は
何
か
、
そ
れ

を
教
え
て
く
れ
る
師
匠
が
居
な
い
」

と
。
そ
こ
で
は
る
ば
る
イ
ン
ド
か
ら

来
ら
れ
た
達
磨
大
師
に
初
対
面
で
い

き
な
り
そ
の
疑
問
を
ぶ
つ
け
ま
す
。

達
磨
大
師
は
「
無
功
徳
」
そ
ん
な
功

徳
な
ど
無
い
よ
。
と
読
め
ま
す
が
、

実
は
「
無む

為い

の
功く

ど
く徳

」
と
答
え
た
の

で
す
。
私
達
は
檀
信
徒
の
方
々
の
菩

提
心
と
三
宝
供
養
の
尊
い
功
徳
の
お

陰
で
、
お
寺
で
生
活
し
、
曹
洞
宗
の

僧
侶
と
し
て
、
迷
い
な
が
ら
も
坐
禅

を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
。

私
が
現
在
住
職
を
し
て
い
る
中
国

地
方
の
山
間
部
も
、
過
疎
化
は
進
み

空
き
家
が
増
え
て
い
く
ば
か
り
で

す
。
家
は
人
が
住
ん
で
生
活
し
な
け

れ
ば
家
に
は
成
ら
な
い
の
で
す
。
お

寺
が
あ
っ
て
佛
像
や
経
典
も
あ
り
、

お
坊
さ
ん
が
住
ん
で
坐
禅
を
勤
め
て

こ
そ
帰き

え依
三さ

ん
ぼ
う宝

の
功
徳
が
生
き
て
き

ま
す
。
こ
の
坐
禅
が
武
帝
の
探
し
求

め
て
い
た
み
佛
様
の
功
徳
で
し
た
。

こ
れ
以
上
の
絶
対
の
功
徳
は
無
い
の

で
す
。
そ
れ
が
「
無む

い為
の
功
徳
」。

曹
洞
宗
寺
院
で
は
結け

っ
せ
い制

と
い
う
行

持
を
勤
め
、
大
和
尚
の
資
格
を
得
て

緋ひ

の
佛こ

ろ

も衣
を
着
る
事
が
出
来
ま
す
。

緋
の
色
に
は
魔
除
け
や
貪
瞋
痴
を
滅

す
る
等
の
由
来
が
あ
り
ま
す
が
、
た

だ
の
装
飾
で
は
な
く
、
達
磨
大
師
の

緋	

赤


で
す
。
達
磨
大
師
に
代
わ
っ

て
禅
を
説
く
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

結
制
で
は
住
職
か
ら
の
命め

い

を
受
け
て

説
法
す
る
首し

ゅ
そ
ほ
っ
せ
ん
し
き

座
法
戦
式
の
主
題
の
多

く
は
、
先
ほ
ど
の
達
磨
大
師
と
武
帝

の
問
答
が
中
心
と
な
り
ま
す
。

「
三
武
一
宗
の
法
難
」
は
寺
院
、

経
本
も
無
く
な
り
、
僧
侶
も
居
な
く

な
り
、
そ
れ
ま
で
の
尊
い
三
宝
供
養

の
功
徳
も
破
壊
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
菩
提
心
の
あ
る
坐
禅

人
は
、
伽
藍
も
経
典
も
無
く
、
僧
の

姿
を
し
て
い
な
く
て
も
、
或
い
は
農

民
の
暮
ら
し
を
し
な
が
ら
、
或
い
は

深
山
幽
谷
に
小
さ
な
庵
を
構
え
、
誰

に
知
ら
れ
る
こ
と
も
無
く
ひ
っ
そ
り

と
佛ぶ

っ

祖そ

正し
ょ
う

伝で
ん

の
坐
禅
を
勤
め
て
い
く

の
で
す
。
大
自
然
と
い
う
伽
藍
に
包

ま
れ（
佛
）大
自
然
に
学
び（
法
）大
自
然

に
励
ま
さ
れ
る（
僧
）帰
依
三
宝
の
姿
、

大
自
然
に
供
養
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

大だ

い

ち智
禅ぜ

ん

じ師
は
「
白
雲
為
我
坐
禅
衣
」

（
白は

く

雲う
ん

我わ

が
坐
禅
の
衣け

さ

と
な
る
）
さ
ら

に
「
佛
祖
の
正
伝
は
た
だ
坐
に
て
候
」。

道
元
禅
師
は
正
法
眼
蔵
帰
依
三
宝
の
巻
に

「
西さ

い

天て
ん

（
イ
ン
ド
）
東と

う

土ど

（
中
国
）
佛
祖

正
伝
す
る
所
は
恭く

敬ぎ
ょ
う

佛
法
僧
な
り
」

（
修
証
義
第
三
章
）
と
お
示
し
で
す
。

実
は
私
達
の
身
体
の
構
成
も
、
こ
の

宇
宙
の
仕
組
み
も
全
て
帰
依
三
宝
の

姿
、
無
為
と
云
う
真
実
の
姿
で
す
。

【
天
龍
の
一
指
頭
】

こ
れ
か
ら
登
場
す
る
の
は
實じ

っ

際さ
い

尼に

、
天

て
ん
り
ゅ
う龍

和お
し
ょ
う尚

、
倶ぐ

て

い胝
和お

し
ょ
う尚

で
す
。

中
国
が
唐
と
云
わ
れ
た
時
代
、
皇
帝

武
宗
に
よ
る
廃
佛
毀
釈
は
四
六
〇
〇
ヶ

寺
を
廃
し
、
二
十
六
万
人
の
僧
侶
を

還
俗
（
世
間
に
戻
す
）
さ
せ
ま
し
た
。

昨
年
の
銀
杏
四
月
号
に
馬ば

祖そ

道ど
う
い
つ一

禅
師
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
馬
祖
様
の
お
弟
子
様
の
實

際
尼
が
、
師
匠
と
弟
子
の
系
図
の
上

で
は
甥
に
当
た
る
天
龍
和
尚
に
話
し

か
け
ま
す
。

「
天
竜
和
尚
よ
。
あ
な
た
の
師
匠
の

大だ
い
ば
い
ほ
う

梅
法
常じ

ょ
う

禅
師
は
、
馬
祖
様
よ
り

『
即そ

く

心し
ん

是ぜ

佛ぶ
つ

』
の
教
え
を
受
け
、
只
一

人
山
に
こ
も
っ
て
松
の
実
を
食
し
、

蓮
の
葉
を
衣
と
し
、
眠
ら
ぬ
よ
う
、

姿
勢
を
崩
さ
ぬ
よ
う
に
、
八
寸
の
鉄

塔
を
頭
に
載
せ
て
正

し
ょ
う
し
ん身

端た

ん

ざ坐
を
貫
か

れ
る
こ
と
四
十
年
。
そ
れ
は
遁と

ん
せ
い
て
き

世
的

な
世よ

捨す

て
人び

と

の
姿
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
佛
祖
正
伝
の
坐
禅
の
相
続
で
す
。

あ
な
た
は
今
そ
の
教
え
を
伝
え
る
時

が
来
ま
し
た
」

天
龍
和
尚
「
實
際
尼
様
、
私
は
大

梅
法
常
禅
師
の
坐
禅
の
お
姿
か
ら

真
の
衆
生
済
度
を
学
び
ま
し
た
。

そ
の
坐
禅
が
必
ず
や
全
人
類
の
絶

対
の
安あ

ん
じ
ん心

と
し
て
、
い
つ
の
日
か
世

に
広
ま
る
事
を
信
じ
て
い
ま
す
」

實
際
尼
「
今
、
世
の
中
は
武
宗
皇

帝
の
廃
佛
の
せ
い
で
多
く
の
僧
侶
は

お
坊
さ
ん
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
真
実
の
道
を
求
め
よ

う
と
し
て
い
る
人
は
必
ず
居
る
と
信

じ
、私
は
行あ

ん
ぎ
ゃ脚

の
旅
を
続
け
ま
し
た
。

婺ぶ
し
ゅ
う州

金き
ん
か華

で
倶
胝
和
尚
と
云
う
人
の

噂
を
聞
い
て
庵
を
尋
ね
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
農
民
の
姿
を
し
て
静
か
に

暮
ら
し
て
い
る
一
人
の
お
坊
さ
ん
が

居
ま
し
た
」

（
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

【
三
十
】
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示
す
「
幸
福
の
願
い
」
を
実
現
す
る
た
め

の
要
素
で
あ
り
、
こ
の
詩し

偈げ

の
現
代
的

解
釈
と
受
け
と
め
て
も
、
大
き
な
齟そ

齬ご

は

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

【
葉
タ
バ
コ
は
子
ど
も
に

　
　
　
　
　
　
作
ら
せ
て
い
る
】

と
こ
ろ
が
、
タ
バ
コ
は
常
に
不
幸
の

要
素
が
付つ

き
纏ま

と

い
ま
す
。
タ
バ
コ
製
品
の

製
造
過
程
を
最
初
か
ら
た
ど
っ
て
い
く

と
、
タ
バ
コ
製
品
が
差
別
や
環
境
破
壊
も

顧か
え
り

み
ず
、
利
潤
追
求
の
た
め
に
生
み
だ
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
か
ら
で
す
。

【
は
じ
め
に
】

毎
年
５
月
��
日
は
国
連
の
専
門
機
関
、

世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）が
定
め
る「
世
界
・

ノ
ー
・
タ
バ
コ
・
デ
ー
」で
す
。
本
誌
は
こ
の

日
に
引
き
続
く「
禁
煙
週
間（
５
月
��
日
～

６
月
６
日
）」
期
間
中
に
、
皆
様
の
お
手
元

に
届
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

先
月
は
タ
バ
コ
に
ま
つ
わ
る
欺ぎ

瞞ま
ん
「
吸す

い

込こ

め
詐さ

欺ぎ

」
を
説
明
し
ま
し
た
。
今
月
は

曹
洞
宗
の
標
語
で
も
あ
る
「
人
権
・
平
和
・

環
境
」⑴
が
、
タ
バ
コ
製
品
の
製
造
販
売

を
通
し
て
踏ふ

み
に
じ
ら
れ
て
い
る
現
実

を
観み

て
い
き
ま
す
。⑵

【
曹
洞
宗
の
実じ

っ

践せ
ん

は
釈

し
ゃ
く

尊そ
ん

の
願
い
】

私
た
ち
曹
洞
宗
は
、１
９
９
２
年
よ
り

「
人
権
の
確
立
、平
和
の
維
持
、環
境
の

保
護
」を
、２
０
１
９
年
よ
り「
持
続
可
能

な
開
発
目
標(

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ)

」を
教
団
全
体
で

推
進
し
て
い
く
こ
と
を
表
明
し
、
宗
門

が
社
会
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
を

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
⑴

筆
者
は
、
曹
洞
宗
門
の
取
り
組
み
は
、

釈
尊
か
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
、「
幸
福

の
願
い
」
の
実
践
で
あ
り
、
決
し
て
世
間

の
動
向
に
便び

ん

乗じ
ょ
う

し
た
活
動
で
は
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

釈
尊
が
示
さ
れ
た
有
名
な
詩し

偈げ

を

引
用
し
ま
す
。

い
か
な
る
生い

き

物も
の

生
し
ょ
う

類る
い

で
あ
っ
て
も

　
　
　
（
中
略
）

一い
っ

切さ
い

の
生い

き
と
し
生い

け
る
も
の
は

幸し
あ
わ

せ
で
あ
れ

　
　

釈し
ゃ
く

尊そ
ん

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

　
　
　
　
　
　
　

「
慈

い
つ
く

し
み
」
⑶

右
の（
中
略
）の
中
に
は
「
怯お

び

え
て
い
る

も
の
で
も
強

き
ょ
う

剛ご
う

な
も
の
で
も
、悉

こ
と
ご
と

く
、長な

が

い

も
の
で
も
、大お

お

き
な
も
の
で
も
、中

ち
ゅ
う
く
ら
い

の
も
の
で
も
、
短

み
じ
か
い
も
の
で
も
、
微び

細さ
い

な

も
の
で
も
、粗そ

大だ
い

な
も
の
で
も
、目め

に
見み

え

る
も
の
で
も
、見み

え
な
い
も
の
で
も
、遠と

お

く

に
住す

む
も
の
で
も
、
近ち

か

く
に
住す

む
も
の
で
も
、

す
で
に
生う

ま
れ
た
も
の
で
も
、
こ
れ
か
ら

生う

ま
れ
よ
う
と
欲ほ

っ

す
る
も
の
で
も
」と
い
う

長
い
語
句
が
入
り
ま
す
。
イ
ン
ド
社
会
が

引
き
ず
っ
て
き
た
身
分
制
度（
カ
ー
ス
ト
・

ヴ
ァ
ル
ナ
）に
対
す
る
反は

ん

駁ば
く

や
、イ
ン
ド
文
化

が
継け

い

承し
ょ
う

し
て
き
た
「
非ひ

殺せ
っ

生し
ょ
う

・
非ひ

暴ぼ
う

力り
ょ
く

」

（
ア
ヒ
ン
サ
ー
）の
尊
重
を
連
想
さ
せ
ま
す
。

幸
福
の
定
義
に
は
深
入
り
し
ま
せ
ん

が
、人
間
の
人
権
、そ
し
て
す
べ
て
の
生
き

物
の
平
和
と
環
境
の
保
全
は
、
釈
尊
が

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

「
紙
巻
タ
バ
コ
」は
農
産
物「
葉
タ
バ
コ
」を

加
工
し
た
工
業
製
品
で
す
。
依
存
性
薬
物

「
ニ
コ
チ
ン
」
を
吸
引
す
る
目
的
で
提
供

さ
れ
ま
す
が
、原
材
料
の
ニ
コ
チ
ン
が
葉

タ
バ
コ
と
し
て
作
ら
れ
る
の
は
、化
学
合
成

で
造
る
よ
り
も
、
開
発
途
上
国
の
農
地

で
作
る
方
が
安
上
が
り
だ
か
ら
で
す
。

写
真
は
ア
フ
リ
カ
の
最
貧
国
の
ひ
と
つ
、

マ
ラ
ウ
イ
の
葉
タ
バ
コ
農
園
で
働
く
子
ど
も

た
ち
で
す
。⑷
マ
ラ
ウ
イ
は
葉
タ
バ
コ
を

主
要
輸
出
産
品
と
す
る「
葉
タ
バ
コ
の
国
」。

長
年
に
わ
た
り
タ
バ
コ
産
業
が
一
国
の

農
業
、
経
済
を
支
配
し
、
政
治
に
も

深
い
繋つ

な

が
り
を
築
い
て
き
ま
し
た
。

同
国
の
葉
タ
バ
コ
農
園
で
は
、
幼
い

子
ど
も
た
ち
が
１
日
��
円
ほ
ど
の
日
当

で
働
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
経
皮

吸
収
さ
れ
る
ニ
コ
チ
ン
に
蝕

む
し
ば
ま

ま
れ
、
職
業
性

ニ
コ
チ
ン
中
毒
「
緑

み
ど
り
タ
バ
コ
病

び
ょ
う
」（
グ
リ
ー
ン

タ
バ
コ
病
）を
繰
り
返
し
、
な
か
に
は
短
命

の
子
も
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
収
穫

の
季
節
に
は
学
校
に
行
け
ず
、
終
日

農
作
業
に
従
事
し
ま
す
。
地
域
の
教
育

や
公
衆
衛
生
の
水
準
は
低
く
、
致
死
的

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
・
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
も
蔓ま

ん

延え
ん

し
、
き
び
し
い
社
会
環
境
が
子
ど
も
た
ち

の
福
祉
と
健
康
を
脅

お
び
や

か
し
て
い
ま
す
。

世
界
各
地
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
小
児
労
働

問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
葉
タ
バ
コ
農
園
の

小
児
労
働
が
特
に
際
だ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

子
ど
も
の
命
と
引
き
換
え
に
作
ら
れ
た

ニ
コ
チ
ン
が
、
さ
ら
に
消
費
地
で
罪
な
き

喫
煙
者
の
命
を
あ
や
め
る
「
二
重
殺
」に
あ

り
ま
す
。本
稿
で
は
ア
フ
リ
カ
の
マ
ラ
ウ
イ

を
示
し
ま
し
た
が
、
同
様
の
労
働
搾
取
、

小
児
労
働
は
、代
表
的
な
葉
タ
バ
コ
輸
出
国
の

イ
ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

な
ど
の
葉
タ
バ
コ
農
園
で
も
認
め
ら
れ

ま
す
。
⑸

諸
資
料
か
ら
推す

い

計け
い

し
ま
す
と
、
日
本

で
消
費
さ
れ
る
タ
バ
コ
製
品
の
９
割
近

く
が
、
輸
入
葉
タ
バ
コ
に
由
来
す
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。「
あ
な
た
の
命
を
縮

め
る
タ
バ
コ
を
外
国
の
子
ど
も
た
ち
が

作
っ
て
い
る
」
の
で
す
。

【
映
画
の
深
読
み
で
見
え
る

　
　
　
　
葉
タ
バ
コ
耕
作
の
悲
劇
】

２
０
１
８
年
に
制
作
さ
れ
た
映
画

『
風か

ぜ

を
つ
か
ま
え
た
少
年
』⑹
は
、マ
ラ
ウ
イ

の
小
さ
な
村
の
少
年
ウ
イ
リ
ア
ム
・
カ
ム

ク
ア
ン
バ
⑺
が
、逆
境
の
中
、独
学
で
風
力

発
電
と
灌か

ん

が
い
設
備
を
作
り
、
部
落
を

干か
ん

ば
つ
か
ら
救
っ
た
実
話
に
基
づ
く

サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

葉
タ
バ
コ
耕
作
の
問
題
は
映
画
の
主
題

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
①
食
べ
ら
れ
な
い

葉
タ
バ
コ
を
耕
作
し
な
が
ら
、
干
ば
つ

と
飢き

饉き
ん

に
苛

さ
い
な

ま
れ
る
矛む

盾じ
ゅ
ん

、
②
洪
水
を

招
き
貴
重
な
表
土
を
流
失
さ
せ
、
食
糧

問
題
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
の
に
、

飢き

饉き
ん

に
喘あ

え

ぐ
農
民
に
森し

ん

林り
ん

伐ば
っ

採さ
い

を
持
ち

か
け
、
木
材
を
安
く
買
い
た
た
い
て

葉
タ
バ
コ
乾
燥
の
燃
料
に
す
る
タ
バ
コ

産
業
の
手
法
、
③
政
府
の
役
人
が
、
食
料

援
助
を
求
め
て
政
府
を
批
判
す
る
地
域
の

長
老
を
、
演
台
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
し
、

タ
バ
コ
が
壊こ

わ

す
⼈じ

ん

権け
ん

・
平へ

い

和わ

・
環か

ん

境き
ょ
う

　
　

子
ど
も
に
作つ

く

ら
せ
て
い
る
タ
バ
コ
と
釈し

ゃ
く

尊そ
ん

の
願ね

が

い
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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

自
分
を
大
事
に
、人
に
親
切
に

む
か
し
む
か
し
、
お
釈
迦
様
が
ま
だ

ご
在
世
の
頃
の
、
あ
る
国
の
王
様
と
お

き
さ
き
様
の
お
話
で
す
。

あ
る
日
、
王
様
が
お
き
さ
き
様
に
尋

ね
ら
れ
ま
し
た
。

「
こ
の
世
で
一
番
大
切
な
人
は
だ
れ
だ

い
？
」

お
き
さ
き
様
は
し
ば
ら
く
悩
ま
れ
た
の

暴
力
を
振
る
う
場
面
な
ど
が
、
隠
さ
ず

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

本
作
品
は
小
さ
な
英
雄
が
誕
生
し
た

背
景
に
あ
る
も
の

―
タ
バ
コ
利
権
が

ア
フ
リ
カ
の
小
国
の
政
府
を
飲
み
込
ん
で
、

政
治
経
済
を
操

あ
や
つ

り
、
労
働
搾
取
と
環
境

破
壊
を
通
し
て
巨
額
の
利
潤
を
貪

む
さ
ぼ

っ
て

い
る
実
態
を
明
解
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

『
風
を
つ
か
ま
え
た
少
年
』
は
ネ
ッ
ト
環
境

が
あ
れ
ば
、
ア
マ
ゾ
ン
、
ア
ッ
プ
ル
、

楽
天
な
ど
を
通
し
て
安
価
で
視
聴
可
能

で
す
。
読
者
の
皆
様
に
は
ぜ
ひ
観
て

い
た
だ
き
た
い
作
品
で
す
。⑹

【
巨き

ょ

額が
く

賠ば
い

償し
ょ
う

で
も
倒と

う

産さ
ん

し
な
い
】

こ
の
よ
う
に
、
葉
タ
バ
コ
生
産
国
で

は
、
小
児
労
働
・
労
働
搾
取
が
人
権
を

奪う
ば

い
、
タ
バ
コ
製
品
の
消
費
国
で
は

吸す

い
込こ

め
詐さ

欺ぎ

で
喫
煙
者
の
時
間
、
財
産
、

命
を
取
り
あ
げ
て
、
国
の
医
療
財
政
を

圧
迫
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
タ
バ
コ
産
業
は
国
際
的
に

強
く
非
難
さ
れ
、
各
国
の
行
政
機
関
か
ら

ケ
タ
外
れ
の
賠
償
を
請
求
さ
れ
、巨
額
の

賠
償
金
を
支
払
い
続
け
て
い
ま
す
。１
９
９
８

年
に
は
、
米
国
の
タ
バ
コ
産
業
各
社
が

��
州
の
超
過
医
療
費
に
対
し
て
、
巨
額
の

賠
償
金
を
支
払
う
基
本
和
解
合
意	

Ｍ
Ｓ
Ａ


が
成
立
し
ま
し
た
。
最
新
の
デ
ー
タ
に

よ
れ
ば
、各
州
政
府
に
総
額
約
２
９
・
５
兆

円
が
支
払
わ
れ
て
き
ま
し
た
。⑻
ま
た
、

カ
ナ
ダ
で
は
今
年
３
月
に
約
３
・
６
兆

円
を
払
う
和
解
が
成
立
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ほ
ど
の
賠
償
金
を
支
払
っ
て
も
倒
産

せ
ず
に
、
莫
大
な
利
潤
を
生
み
出
し

続
け
る
構
造
は
、
ニ
コ
チ
ン
の
強
い

依
存
性
が
支
え
て
い
る
の
で
す
。

【
国こ

く

連れ
ん

の
懐か

い

柔じ
ゅ
う

を
企

く
わ
だ
て
る
タ
バ
コ
産
業
】

そ
の
一
方
で
、
タ
バ
コ
産
業
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ

を
初
め
と
す
る
国
連
の
諸
機
関
に
干
渉

し
、
タ
バ
コ
規
制
を
妨
害
し
て
き
ま
し

た
。
労
働
問
題
に
つ
い
て
も
国
際
労
働

機
関（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）に
巨
額
の
資
金
を
提
供

し
て
善
良
な
企
業
を
演
じ
、「
葉
タ
バ
コ

生
産
の
労
働
問
題
は
解
決
済
」
と
い
う

報
告
書
を
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
か
ら
提
出
さ
せ
ま

し
た
。
し
か
し
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
強
い
批
判
を

受
け
て
、
２
０
１
８
年
に
タ
バ
コ
産
業

と
の
関
係
を
終
え
て
い
ま
す
。
⑼

【
善ぜ

ん

意い

を
装

よ
そ
お
う
団
体
が
隠か

く

れ
み
の
】

Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
干
渉
出
来
な
く
な
っ
た
タ
バ
コ

産
業
た
ち
は
、２
０
０
０
年
に
「
葉
タ
バ
コ

生
産
か
ら
小
児
労
働
を
排
除
す
る
財
団

	

Ｅ
Ｃ
Ｌ
Ｔ


」
を
設
立
し
、
小
児
労
働
対
策

に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
に
装

よ
そ
お

う
活
動
を

始
め
ま
し
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｌ
Ｔ
は
、
タ
バ
コ
産
業

が
本
来
参
加
で
き
な
い
は
ず
の
国
連
関
連

団
体
、
国
連
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ン
パ
ク
ト

	

Ｕ
Ｎ
Ｇ
Ｃ


に
加
盟
す
る
こ
と
に
成
功
し
、

タ
バ
コ
規
制
政
策
に
再
び
干
渉
や
妨
害
を

続
け
て
い
ま
す
。

【
ま
ず
は
情
報
の
理
解
と
共
有
か
ら
】

こ
の
よ
う
に
、タ
バ
コ
産
業
は
「
ニ
コ
チ
ン

の
依
存
性
を
悪
用
し
た
薬
物
ビ
ジ
ネ
ス
」

で
あ
り
、
喫
煙
者
か
ら
健
康
、
時
間
、

金
を
奪
う
ば
か
り
か
、
タ
バ
コ
規
制
を

進
め
る
国
連
・
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
干
渉
し
、そ
の

製
造
過
程
に
お
い
て
も
人
権
を
侵
害
し

な
が
ら
、
巨
額
の
利
潤
を
得
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
批
判
を
か
わ
す

た
め
に
あ
の
手
こ
の
手
で
偽
善
活
動
に

勤い
そ

し
ん
で
い
る
の
で
す
。
筆
者
は
本
稿
に

示
す
よ
う
な
情
報
の
共
有
が
、
冒
頭
に

示
し
た「
釈
尊
の
願
い
」、そ
し
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

を
実
践
す
る
一
歩
に
な
る
と
信
じ
ま
す
。

最
後
に
、
宗
門
の
各
寺
院
で
喫き

っ

食し
ょ
く

の

際
に
唱
え
ら
れ
る
、「
五ご

観か
ん

之の

偈げ

」
を
引
用

し
ま
し
ょ
う
。

一
ひ
と
つ

に
は
功こ
う

の
多た

少し
ょ
うを

計は
か

り

　
　
　
　
　
　

彼か

の
来ら
い

処し
ょ

を
量は
か

る

【
現
代
語
訳
】
目
の
前
に
あ
る
食
事
が

大
自
然
や
多
く
の
人
々
の
働
き
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
知
り
感
謝

し
て
い
た
だ
き
ま
す

さ
て
、
喫き

つ

煙え
ん

す
る
皆
様
に
伺

う
か
が

い
ま
す
。

目
の
前
の
一
本
の
タ
バ
コ
を
吸
う
時
、

あ
な
た
は
「
子
ど
も
の
労
働
」と
い
う
背
景

に
思
い
を
馳は

せ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

【
参
考
】

「
タ
バ
コ
規き

制せ
い

枠わ
く

組ぐ
み

条じ
ょ
う

約や
く	

Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ


」の

推
進
は
、
ゴ
ー
ル
３
ａ
と
し
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

に
含
ま
れ
ま
す
。

⑴
「
人
権
・
平
和
・
環
境
」40

5
0
;
&
/
�

/
&
5

曹
洞
宗
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
．
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⑵
本
稿
は
既
発
表
の
小
著
を
改
稿
し
て

お
伝
え
し
て
い
ま
す
。
筆
者
は
反
タ
バ
コ
・

禁
煙
推
進
団
体
等
か
ら
一
切
資
金
提
供
を

受
け
て
お
ら
ず
、
本
稿
は
無
償
で
投
稿
し

て
い
ま
す
。

①
「
す
こ
や
か
に
生
き
る
た
め
に
」
筆
者
．

『
お
た
よ
里り

』
第
���
号
Ｐ
．��
～
��

令
和
６
年
１
月
１
日
．
曹
洞
宗
尼
僧
団
．

②
「
タ
バ
コ
が
奪
う
人
権
・
環
境
・
平
和
」

筆
者
．『
公
衆
衛
生
』
医
学
書
院
令
和
２
年

４
月
号
Ｐ
．���
～
���
．

③
「
急
募
・
タ
バ
コ
に
感
染
し
た
地
球
の

担
当
医
」
筆
者
．『
都
医
ニ
ュ
ー
ス
』
第
���
号

平
成
��
年
６
月
��
日	

Ｈ
Ｐ
よ
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ

取
得
可


東
京
都
医
師
会
．

④
「
地
球
の
毒
一
掃
し
健
康
に
」
筆
者
．

「
医
僧
い
の
ち
語
り
・
下
」『
東
京
新
聞
』

令
和
２
年
��
月
��
日
朝
刊
．

⑶
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ

「
第
一
蛇
の
章
八
慈
し
み
」第
���
、
���
偈
．

中
村
元
訳
岩
波
文
庫
．

⑷
写
真
右
「
タ
バ
コ
産
業
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
し
て
い
る
？
」
ア
プ
ス

ハ
ー
ゲ
ン
Ｍ
Ｌ
ら
．╏)

JKBDLJOH
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#
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GP
S
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SME
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Ｈ
Ｐ
よ
り

原
文
Ｐ
Ｄ
Ｆ
取
得
可


．

独
Ｎ
Ｇ
Ｏ
環
境
開
発
フ
ォ
ー
ラ
ム

２
０
１
８
年
．
写
真
左8

BO
[FDL

.
�

２
０
１
０
年
ド
イ
ツ
写
真
家
私
信
．

⑸「
児
童
労
働
・
強
制
労
働
に
よ
っ
て
生
産

さ
れ
た
商
品
リ
ス
ト
」米
国
労
働
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
２
０
２
４
年
（
英
文
）．

⑹
映
画『
風
を
つ
か
ま
え
た
少
年
』ロ
ン
グ

ラ
イ
ド
配
給
２
０
１
８
年
．
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⑺
ウ
イ
リ
ア
ム
・
カ
ム
ク
ア
ン
バ
ウ
ィ
キ

ペ
デ
ィ
ア
日
本
語
版
．

⑻
タ
バ
コ
フ
リ
ー
キ
ッ
ズ
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
．
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⑼「
国
連
は
タ
バ
コ
産
業
と
の
関
係
を
断
ち

切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」ア
ス
ン
タ
・
Ｍ
．

２
０
２
１
年
．

5
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P
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
．

ち
、
こ
う
答
え
ら
れ
ま
し
た
。

「
王
様
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
ま
し
た
。

王
様
も
、
王
子
の
こ
と
も
大
事
で
す
が
、

私
は
や
っ
ぱ
り
私
が
一
番
大
切
で
す
。」

王
様
は
、「
王
様
、
あ
な
た
で
す
。」
と

い
う
答
え
を
期
待
し
て
い
た
の
で

ち
ょ
っ
と
が
っ
か
り
。
そ
ん
な
様
子
を

見
た
お
き
さ
き
様
が
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。

「
で
は
、
王
様
は
誰
が
一
番
大
事
だ
と
思

い
ま
す
か
？
」

王
様
も
し
っ
か
り
考
え
ら
れ
た
の
ち
、

こ
う
答
え
ら
れ
ま
し
た
。

「
妃
よ
、
わ
た
し
も
や
っ
ぱ
り
自
分
が



ୈ���߸　ʢ�ʣ令和７年６月１日 い　ち　ょ　う

鐘
声

銀
杏
感
謝
録

大
阪
府

松
田
志
保
子
殿

東
京
都

志
々
目
雅
章
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

長
崎
県

洪
徳
寺　
　

殿

北
海
道

長
福
寺　
　

殿

新
潟
県

普
済
寺　
　

殿

鹿
児
島
県

大
中
寺

殿

福
岡
県

大
満
寺　
　

殿

愛
媛
県

大
澤
慎
士

殿

新
潟
県

広
厳
寺　
　

殿

岩
手
県

恩
流
寺　
　

殿

長
野
県

村
上
泰
助

殿

神
奈
川
県

東
昌
寺

殿

山
口
県

河
村
智　
　

殿

大
阪
府

船
越
久
人

殿

五
月
の
日
鑑

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
二
日

浅
川
造
船
新
入
社
員
研
修

十
四
日

配
役
行
茶
・
入
寺
式

　
　
　
　

楞
厳
会
啓
建
・
衆
寮
諷
経

　
　
　
　

土
地
堂
念
誦
・
庫
司
点
湯

十
五
日

祝
祷
・
小
参
・
人
事
行
礼
・
略
布
薩

十
七
日

Ｎ
Ｅ
Ｃ
役
員
研
修

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

廿
九
日

護
持
会
総
会

丗
一
日

略
布
薩

六
月
の
予
定

一

日

祝
祷
・
日
曜
参
禅
会

八

日

日
曜
参
禅
会

十
五
日

祝
祷
・
日
曜
参
禅
会

　
　
　
　

略
布
薩

十
八
日

観
音
講（
仏
教
勉
強
会
）

廿
二
日

日
曜
参
禅
会

廿
四
日

参
玄
会
（
廿
六
日
迄
）

廿
九
日

日
曜
参
禅
会

■���

夏
安
居
入
制

五
月
十
四
日
（
水
）
よ
り
、
配
役

行
茶
、
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
前
田
聖
也
（
兵
庫
県

慶
安
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
。

す
っ
か
り
季
節
が
移
り
、
本
格
的
に

暖
か
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
瑞
應

寺
で
は
、
�
月
中
旬
か
ら
夏
の
修
行
期

間
に
入
り
、
い
つ
も
よ
り
も
気
を
引
き

締
め
て
一
同
修
行
に
励
ん
で
い
ま
す
。

道
元
禅
師
の
教
え
の
一
つ
に
「
愛あ

い

語ご

」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
字

の
と
お
り
「
愛
の
あ
る
言
葉
」「
思
い
や

り
の
あ
る
言
葉
」
と
い
う
意
味
で
す
。

道
元
禅
師
は
「
人
に
会
っ
た
ら
慈
愛
の

心
を
起
こ
し
、
愛
の
あ
る
言
葉
を
か
け

ま
し
ょ
う
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

修
行
と
い
う
と
厳
し
い
も
の
を
連
想

し
ま
す
が
、
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
を

選
ん
で
使
う
こ
と
も
大
事
な
修
行
の
一

つ
で
す
。
思
い
や
り
の
心
を
持
ち
、
ま

た
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
こ
と
は
、
簡
単

な
よ
う
で
意
識
し
な
い
と
意
外
と
で
き

な
い
も
の
で
す
。
私
自
身
も
、こ
の
「
愛

語
」
を
意
識
し
な
が
ら
弁
道
に
励
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

受
処
主
事

森
香
有

※���
日
曜
参
禅
会
・
参
玄
会（
摂
心
）・
観
音
講

（
仏
教
勉
強
会
）は
ど
な
た
で
も
ご
参
加

い
た
だ
け
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。

一
番
大
事
だ
と
思
う
。」

二
人
の
答
え
は
一
緒
だ
っ
た
け
れ
ど
、

こ
れ
で
本
当
に
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
と
、

な
ん
だ
か
釈
然
と
し
な
い
お
ふ
た
り
は
、

お
釈
迦
様
に
こ
の
こ
と
を
尋
ね
に
行
き

ま
し
た
。

お
釈
迦
様
は
こ
の
お
話
を
聞
い
て
、

少
し
考
え
た
の
ち
に
こ
う
お
答
え
に
な

ら
れ
ま
し
た
。

「
そ
の
通
り
で
す
。
人
は
ど
う
あ
っ
て
も
、

自
分
が
一
番
大
事
な
の
で
す
。
同
じ
よ

う
に
、
他
の
人
も
み
な
そ
れ
ぞ
れ
、
た
っ

た
一
つ
の
大
事
な
命
を
生
き
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
人
の
悲
し
む
こ
と
、
嫌
が
る

こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
よ
。」

そ
の
後
、
王
様
は
こ
の
お
釈
迦
様
の

お
言
葉
を
大
事
に
、
国
を
治
め
ら
れ
た

そ
う
で
す
。

我
々
は
ど
う
し
て
も
自
分
が
か
わ
い
い
、

そ
し
て
次
に
自
分
の
周
り
が
か
わ
い
い
。

う
っ
か
り
す
る
と
、知
ら
な
い
人
の
こ
と

な
ん
て
ど
う
だ
っ
て
い
い
、
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
ま
た
逆
に
、
自
分
の
こ

と
は
ど
う
だ
っ
て
い
い
か
ら
、
と
大
事

に
し
な
い
で
い
る
と
、
本
当
に
他
人
を

大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら

な
く
な
り
ま
す
。

毎
年
の
よ
う
に
起
こ
る
天
災
、
目
を

覆
い
た
く
な
る
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
。

溢
れ
る
情
報
の
中
で
感
情
の
薄
れ
が
ち

な
現
代
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
お

言
葉
を
大
事
に
、
心
掛
け
て
い
き
た

い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

瑞
應
寺
専
門
僧
堂
知
殿

古
川
承
久

令
和
七
年
五
月
一
日
～
十
日

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

https://zuioji.jp

三
重
県

泰
応
寺　
　

殿

広
島
県

長
福
寺　
　

殿

広
島
県

東
光
寺　
　

殿

愛
媛
県

神
野
英
雄

殿

広
島
県

長
全
寺　
　

殿

愛
媛
県

戸
梶
元
齊

殿

北
海
道

総
泉
寺　
　

殿

（
令
和
七
年
五
月
十
四
日
受
付
迄
）

入寺式

人事行礼




