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人
は

他
人
を

汚き
た
ない
言
葉
で

辱は
ず
か
しめ
る
こ
と
で

己お
の
れに
棲す

み
つ
く

不ぐ
ず
ぐ
ず
む
し

満
虫
の
機き
げ
ん嫌
を
と
り

ま
た
　
人
は

他
人
に

汚き
た
ない
言
葉
で

辱は
ず
か
しめ
ら
れ
る
こ
と
で

傷
つ
く
己お
の
れの
不ぐ
ず
ぐ
ず
む
し

満
虫
に

身
も
心
も
蝕む
し
ばま
れ
る

怒お
こ
る
な
か
れ

怨う
ら
む
な
か
れ

忍し
の
ぶ
が
よ
い

さ
す
れ
ば
　
や
が
て

不ぐ
ず
ぐ
ず
む
し

満
虫
は
蛹さ
な
ぎと
な
り

羽
ば
た
く
と
き
が
来
る

http://www.ne.jp/asahi/choonji/namo/ 　ナモの寺  検索

【
語
意
】
苦
難
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と
。

撮影：超空正道



般は
ん
に
ゃ若
波は

ら

み

つ

羅
蜜 

④ 

忍に
ん
に
く辱

　
映
画
な
ど
で
、
悪
役
が
牢
獄
か
ら
解

放
さ
れ
、「
や
っ
ぱ
り
、
娑し
ゃ
ば婆
の
空
気

は
う
め
ぇ
な
あ
」
な
ど
と
い
う
台せ
り
ふ詞

を

吐は

く
の
を
耳
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
の「
娑し
ゃ
ば婆

」は
、

牢
獄
・
軍
隊
・
遊ゆ
う
か
く郭

な
ど
自
由
を
束
縛

さ
れ
た
世
界
で
は
な
い
外
の
世
界
、
つ

ま
り
、「
世
間
」
と
い
っ
た
意
味
で
使

わ
れ
ま
す
が
、「
娑
婆
」
は
本
来
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語Saha -

（
サ
ハ
ー
）

を
音
写
し
た
も
の
で
、「
忍
耐
」
を
意

味
す
る
言
葉
で
す
。
そ
こ
で
、「
忍に
ん
ど土

」

と
も
訳
さ
れ
、
仏
の
世
界
「
浄
土
」
に

対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
住
ん
で
い
る
苦

し
み
多
い
現
世
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
世
は
、
欲
を
持
っ
た

衆
生
の
集
ま
り
で
す
か
ら
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
て
ん
で
に
自

分
勝
手
な
言
い
分
で
生
き
て
い
ま
す
の

で
、
互
い
に
傷
つ
け
ら
れ
た
と
い
い
つ

つ
、
相
手
を
傷
つ
け
て
、
夏
目
漱
石
の

『
草
枕
』
の
冒
頭
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

「
智
に
働
け
ば
角か
ど

が
立
つ
。
情
に
棹さ
お

さ

せ
ば
流
さ
れ
る
。
意
地
を
通
せ
ば
窮
き
ゅ
う
く
つ屈

だ
。と
か
く
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
ほ
ど
腹
の
据す

わ
っ

た
者
で
な
い
か
ぎ
り
、
人
の
噂う
わ
さや

風
評

を
結
構
気
に
し
な
が
ら
生
き
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、「
人
の
口
に
戸
は
立

て
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
諺
こ
と
わ
ざに
も
あ
る
よ
う

に
、
世
間
の
口
は
う
る
さ
い
も
の
で
、

「
心
穏
や
か
に
」
と
は
思
っ
て
も
、
な

か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。釈
尊
は
、

次
の
よ
う
に
仰
お
っ
し
ゃっ

て
い
ま
す
。

　
『
法
句
経
』
二
二
七
番

　
ア＊

ツ
ラ
よ
　
　
　
　
　（
＊
弟
子
の
名
）

　
こ
は

　
古
い
に
し
えよ
り
謂い

う
と
こ
ろ

　
今い

ま日
に
始
ま
る
に
あ
ら
ず

　「
ひ
と
は
黙
し
て
座
す
る
を
そ
し
り

　
多
く
か
た
る
を
そ
し
り

　
ま
た

　
少
し
く
か
た
る
を
そ
し
る

　
お
よ
そ
こ
の
世
に

　
そ
し
り
を
う
け
ざ
る
は
な
し
」

　
お
そ
ら
く
、
ア
ツ
ラ
と
い
う
お
弟
子

が
、
人
か
ら
の
悪
口
を
気
に
し
て
悩
ん

で
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
「
世
間
の
人
は
『
あ
い
つ
は
黙
っ
て

い
て
何
も
し
ゃ
べ
ら
な
い
』
と
い
っ
て

は
そ
し
り
、
逆
に
『
お
し
ゃ
べ
り
だ
』

と
い
っ
て
は
そ
し
る
。
ま
た
『
い
う
べ

き
こ
と
も
い
わ
な
い
』
と
い
っ
て
は
そ

し
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ど
う
に
も
こ

う
に
も
、
何
を
し
よ
う
が
、
そ
し
り
や

非
難
は
免ま
ぬ
がれ
な
い
も
の
だ
。
こ
れ
は
昔

か
ら
ち
っ
と
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
今

に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
諭さ
と
し

て
お
ら
れ
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
人
の
噂
や
風
評
に
一
喜
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一
憂
す
る
こ
と
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で

す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
耳
を
ふ

さ
げ
」と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

悪
口
や
辱
は
ず
か
しめ
を
、
善
意
の
忠
告
と
受
け

止
め
、
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が
大
切
な
の
で

す
。
そ
れ
を
、「
忍に
ん
に
く辱
」
と
い
い
ま
す
。

釈
尊
で
さ
え
、
提だ
い
ば
だ
っ
た

婆
達
多
と
い
う
人
物

に
は
ず
い
ぶ
ん
難
儀
さ
せ
ら
れ
た
と
仏

典
に
は
あ
り
、偉
大
な
宗
教
家
し
か
り
、

歴
史
に
名
を
残
し
偉
業
を
達
成
さ
れ
た

方
々
、
全
部
が
全
部
、
こ
の
忍
辱
波
羅

蜜
を
実
践
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

　
そ
し
て
、
忍
辱
波
羅
蜜
を
実
践
す
る

に
あ
た
っ
て
、
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

「
怨う
ら

み
」
の
感
情
を
ど
う
す
る
か
に
あ

り
ま
す
。
釈
尊
は
、
次
の
よ
う
に
仰
お
っ
し
ゃっ

て
い
ま
す
。

　
『
法
句
経
』
五
番

　
ま
こ
と
、　
怨
み
ご
こ
ろ
は

　
い
か
な
る
す
べ
を
も
つ
と
も

　
怨
み
を
懐い
だ

く
そ
の
日
ま
で

　
ひ
と
の
世
に
は
や
み
が
た
し

　
う
ら
み
な
さ
に
よ
り
て
の
み

　
う
ら
み
は
つ
い
に
消
ゆ
る
べ
し

　
こ
は
易か
わ
ら
ざ
る
真ま
こ
と理
な
り

　
「
ど
ん
な
手
だ
て
を
し
よ
う
が
、
自

分
が
怨
み
を
懐
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
敵

対
関
係
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
し

か
し
、自
分
が
怨
む
こ
と
を
止や

め
れ
ば
、

敵
対
関
係
は
消
え
て
な
く
な
る
。
こ
れ

は
変
わ
る
こ
と
の
な
い
真
理
で
あ
る
」

と
い
う
の
で
す
。

　

確
か
に
、
人
間
関
係
は
も
ち
ろ
ん
、

国
と
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
じ

で
、
近
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ

ナ
に
お
け
る
紛
争
は
、
怨
み
の
行
動
が

新
た
な
怨
み
を
生
む
と
い
う
こ
と
の
繰

り
返
し
で
、そ
の
報
道
を
見
る
に
つ
け
、

聞
く
に
つ
け
胸
が
痛
み
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
ど
っ
こ
い
、
他
人
事
で
な

く
、か
つ
て
、日
本
も
先
の
大
戦
の
折
、

多
く
の
国
に
怨
み
を
買
う
行
為
を
い
た

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
敗
戦
、
昭
和

二
十
六
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条

約
会
議
に
お
い
て
、
各
国
が
日
本
の
責

任
を
追
及
す
る
中
、
セ
イ
ロ
ン
（
現
ス

リ
ラ
ン
カ
）
代
表
は
、
釈
尊
の
こ
の
言

葉
を
引
用
し
て
、「
憎
悪
は
憎
悪
に
よ
っ

て
取
り
除
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か

ら
我
が
国
は
、
賠
償
を
日
本
に
求
め
る

権
利
は
あ
る
が
、
請
求
す
る
つ
も
り
は

な
い
」
と
演
説
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
こ
と

は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

わ
れ
わ
れ
仏
教
徒
と
し
て
、
人
間
関
係

の
調
和
、
大
き
く
世
界
平
和
を
考
え
る

と
き
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
共
に
、
繰

り
返
し
、
繰
り
返
し
二
二
七
番
と
五
番

の
法
句
経
を
噛
み
し
め
て
、
忍
辱
波
羅

蜜
を
実
践
し
て
い
こ
う
と
い
う
心
構
え

を
持
ち
続
け
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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も
し
ろ
い
。

　
そ
こ
か
ら
転
じ
て
、
現
在
で
は
何
で

も
入
る
だ
ぶ
だ
ぶ
の
袋
を
頭
陀
袋
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
（『
仏
教
の
こ
と
ば
』早
わ
か
り
事
典
）

▼
ご
寄
付
　
感
謝
!!

　
次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
頂
戴
い
た
し

ま
し
た
。
受
付
用
机
二
脚・椅
子
四
脚・

写
経
机
二
脚
を
購
入
い
た
し
ま
し
た
。

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
・
小
島
卓
司
様　
　
十
万
円

　
・
奥
津  

潔  

様　
　
十
万
円

▼
八
十
半
ば
の
手
習
い

　
当
方
の
大お
お
お
く
り

御
庫
裡
が
、
こ
の
と
こ
ろ

水
墨
画
に
燃
え
て
お
り
ま
す
。
玄
関
に

展
示
中
。
希
望

者
に
進
呈
と
の

こ
と
、宜
し
く
。

◆
古
町
並
み
門も
ん
に
は
新あ
ら
た
追つ
い
な
ふ
だ
儺
札
　
沐
魚

単
純
か
つ
素
朴
な
連
想
で
は
あ
る
。

◎
頭ず
だ
ぶ
く
ろ

陀
袋

　
「
頭
陀
」
と
は
、
梵
語
の
ド
ゥ
ー
タ

の
音
を
写
し
た
語
で
、
衣
食
住
に
関
す

る
い
っ
さ
い
の
欲
望
を
捨
て
る
た
め

の
修
行
の
こ
と
を
い
う
。
そ
こ
に
は

十
二
の
生
活
規
範
が
設
け
ら
れ
、「
十
二

頭ず
だ
ぎ
ょ
う

陀
行
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
代
表
的
な

の
は
、
ボ
ロ
布
を
着
、
托
鉢
食
を
食

べ
、
森
林
で
暮
ら
す
と
い
う
衣
食
住
の

教
え
。

　
こ
の
修
行
の
際
、
僧
侶
が
首
に
か
け

て
持
ち
歩
い
た
粗
末
な
布
製
の
物
入
れ

が「
頭
陀
袋
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
現
在
、
禅
僧
の
僧
侶
た
ち
は
、
こ

の
頭
陀
袋
の
中
に
、
お
経
や
数じ
ゅ
ず珠

、
お

布ふ

せ施
と
し
て
い
た
だ
い
た
物
な
ど
を
入

れ
て
歩
い
て
い
る
。
色
は
茶
、
あ
る
い

は
黒
。
と
こ
ろ
が
東
南
ア
ジ
ア
の
僧
侶

た
ち
の
頭
陀
袋
は
、
赤
、
黄
、
青
の
原

色
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
か
ら
お

◎
阿あ

み

だ

弥
陀
に
か
ぶ
る

　
帽
子
を
極
端
に
後
頭
部
に
傾
け
て
か

ぶ
る
こ
と
。
か
つ
て
は
、
い
さ
さ
か
不

良
っ
ぽ
く
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
小
意
気
な
か

ぶ
り
方
と
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
れ
が
ど

う
し
て
「
阿
弥
陀
」
な
の
か
？

　
理
由
は
、
阿
弥
陀
様
の
後
光
（
光こ
う
は
い背

と
も
い
う
）
に
あ
る
。
後
光
は
阿
弥
陀

様
の
肩
に
放
射
状
に
放
た
れ
て
い
る

が
、
昔
の
傘
を
阿
弥
陀
に
か
ぶ
る
と
、

傘
の
骨
が
あ
た
か
も
後
光
の
よ
う
に
放

射
状
に
見
え
た
。そ
こ
で
つ
い
た
の
が
、

こ
の
名
前
。か
つ
て
は
人
力
車
の
幌ほ
ろ

も
、

骨
が
開
く
様
子
か
ら
阿
弥
陀
と
呼
ば
れ

た
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
は
単
な
る
放
射

状
の
線
が
連
想
の
も
と
に
な
っ
て
生
ま

れ
た
こ
と
ば
な
の
だ
。

　

同
様
の
語
源
か
ら
生
ま
れ
た
の
が

「
阿
弥
陀
く
じ
」。
昔
は
紙
に
放
射
状
に

線
を
引
き
、
そ
の
一
端
に
当
た
り
く
じ

を
書
い
て
隠
し
て
お
い
た
の
が
起
源
。
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