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〔季節の花〕の草叢から顔をのぞかせたのはツヅリサセコオロギ。その名の由来は、鳴く

音の《聞きなし》から。虫の声を、人の言葉に当てはめて聞くことを《聞きなし》と言う。

「ツヅリサセ」は「冬に備えて衣の綻びを繕え」の意。
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「
正
見
」

お
釈
迦
さ
ま
が
お
悟
り
を
開
か
れ

た
後
、
初
め
て
お
説
法
な
さ
っ
た
内

容
の
一
つ
に
「
八
王
道
」
が
あ
り
ま

す
。
八
つ
の
聖
な
る
行
い
が
そ
れ
で
、

正
見
・
正
思
惟
・
正
語
・
正
業
・
正

命
・
正
精
進
・
正
念
・
正
定
を
言
い

ま
す
が
、
最
も
重
要
な
の
は
正
見
(
正

し
い
観
察
)
で
す
。
何
故
な
ら
誤
っ
た

巧

見

解

を

抱

い

て

し

ま

う

と

、

そ

れ

に

基
づ
く
す
べ
て
の
行
い
、
結
果
も
当

番

然
誤
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
お
腹

刊

が
痛
い
の
に
風
邪
薬
が
効
く
と
思
い

月

込
み
そ
れ
を
飲
み
続
け
て
も
腹
痛
は

一
向
に
治
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
。

現
代
で
言
え
ば
、
正
確
な
答
え
を
得

る
に
は
、
バ
イ
ア
ス
や
ノ
イ
ズ
を
除

去
し
た
正
し
い
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て

論
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

事

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

さ
て
仏
教
に
お
け
る
正
見
と
は
、

自
身
の
身
体
も
心
も
全
て
が
変
化
し

て
止
む
こ
と
が
な
い
(
無
常
)
、
と
正
し

く
見
る
事
で
す
。
と
こ
ろ
が
平
素
私

た
ち
は
、
自
分
の
所
有
物
、

自
分
の

肉
体
・
精
神
が
い
つ
ま
で
も
存
続
す

る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
ま
す
。
そ
れ

ら
の
何
か
一
つ
で
も
失
う
と
苦
を
感

じ
、
失
う
こ
と
を
恐
れ
な
が
ら
暮
ら

す
、

こ
れ
で
は
平
穏
は
い
つ
に
な
っ

て
も
肪
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

自
身
が
無
常
の
存
在
で
あ
る
と
い
う

現
実
を
認
め
る
事
が
正
し
く
「
正
見
」

の
第
一
歩
な
の
で
す
。

秦
普
春
日
部
だ
よ
り
秦
秦

⑪
お
彼
岸
参
詣
で
は
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
お
参
り
に
伺
っ
て
お
り
ま
す
と
、

地
域
の
お
祭
り
な
ど
も
様
子
見
な
が
ら
も

各
地
で
再
開
さ
れ
て
い
る
ご
様
子
。
基
本
的

な
対
策
(
手
洗
い
・
マ
ス
ク
)
を
し
つ
つ
も

徐
々
に
平
常
運
転
に
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛

の
ほ
ど
を
。

⑪
十
一
日
の
定
例
法
座
後
は
、
久
し
ぶ
り
に

本
堂
仏
具
お
み
が
き
清
掃
奉
仕
を
行
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
は

軽
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

定
例
法
座
傭
一
H

◎
十
月
十
一
日
(
火
)
午
後
二
時～

三
時

於
法
輪
会
館

み
ほ
と
け
会

-
兼
N
ロ
ロ
ヨ
ミ
ー
テ
ィ
ソ
ブ
誉

毎
月
第
一
・
第
三
木
曜
日
午
後
八
時
～
開
催

中
で
す
。

参
加
ご
希
望
の
方
は
、

メ
ー
ル
お
願
い
し
ま
す
。
開
催
当
日
夕
方
に

招
待
メ
ー
ル
を
返
信
い
た
し
ま
す
。
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o
善
巧
寺
報
恩
講

o
o
く
|
ュ
ー
一
〇
感
染
第
七
波
も
よ
う
や
く
収
束
傾
向
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、

本
年
も
大
事
を
取
り
ま
し
て
規
模
縮
小
、
導
師
と
助
音
に
て
行
い
ま
す
。

三
密
回
避
の
た
め
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
定
員
を
ニ
O
名
(
※
先
着
順
)

と
さ
せ
て
頂
き
、
マ
ス
ク
着
用
で
の
ご
参
拝
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
お
斎

接
待
も
中
止
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ご
理
解
の
程
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

十

月

二

十

三

日

(

日

)

十

一

時

法

要

(

於

本

堂

)

『
正
信
念
仏
弱
』

ひ
き
つ
づ
き
ご
法
話

「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
ご
利
益
」

喜

巧

寺

住

職

榎

本

明

党

十
二
時
十
五
分

終
了

※
出
欠
の
有
無
を
同
封
の
ハ
ガ
キ
に
ご
記
入
頂

き
、
十
月
十
七
日
(
月
)
ま
で
に
ご
返
信
賜
り
た

く

よ

ろ

し

く

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。

⑬
写
真
は
、
報
恩
講
や
永
代
経
な
ど
重

要
な
法
要
で
張
る
「
五
色
幕
」
で
す
。

五
色
の
意
味
は
さ
ま
ざ
ま
に
説
明
さ
れ

ま
す
が
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
五
大
(
世
界
を

構
成
す
る
五
大
要
素
「
地
(
黄
色
)
・
水

れ

ま

す

。

ヒ

マ

ラ

ヤ

の

高

山

に

五

色

の

旗

(

タ

ル

チ

ョ

)

が

た

な

び

い

て

い

る

の

を

テ

レ

ビ

な

ど

で

ご

覧

に

な

ら

れ

た

方

も

い

ら

っ

し

ゃ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

中

国

に

仏

教

が

伝

わ

る

と

、

陰

陽
道
の
五
行
説
(
木
・
犬
・
土
・
企
・
水
)

の
影
響
も
あ
り
色
合
い
も
吏
わ
っ
て
き

た

よ

う

で

す

。

日

本

の

五

色

に

つ

い

て

は
、
真
言
宗
の
五
智
如
来
(
金
剛
界
の
五

(
緑
)
・
宝
生
如
来
(
黄
色
)
・
無
量
寿
如
来

(
赤
)
・
不
空
成
統
如
来
(
黒
・
紫
)
」
)
と
配

分
す
る
説
や
、
お
釈
迦
様
の
身
体
を
表

す
「
毛
髪
(
緑
)
・
身
体
(
黄
色
)
・
血
液

(
赤
)
・
歯
(
白
)
・
袈
裟
(
紫
)
」
と
仰
る
方

も

い

ま

す

。

ち

な

み

に

紫

の

袈

裟

は

、

皇
帝
が
高
僧
に
下
賜
す
る
と
い
う
中
国

の

階

位

制

に

順

ず

る

も

の

な

の

で

、

本

来
の
袈
裟
色
(
オ
レ
ン
ジ
色
)
に
す
る
べ

き

と

い

う

意

見

も

あ

り

ま

す

。


