
- 1 -

月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
一
巻

二
月
号

信
仰
す
る
と

わ
た
し
に
と
っ
て

信
仰
心
と
は

ヨ
ー
ガ
を
し
て

仏
様
の
ご
加
護
を

信
じ
る
こ
と

仏
様
に
身
も
心
も

お
ま
か
せ
す
る
こ
と

す
べ
て
の
こ
と
は

仏
様
の
お
は
か
ら
い
と

直
観
す
る
こ
と

す
る
と

す
べ
て
に
と
ら
わ
れ
な
く
て
も
よ
い

自
分
が
不
幸
と
思
わ
な
く
て
も
よ
い

あ
れ
こ
れ
と
心
配
し
な
く
て
も
よ
い

小
さ
な
こ
と
に
腹
を
た
て
な
く
て
も
よ
い

人
を
う
ら
ま
な
く
て
も
よ
い

そ
し
て

自
分
の
身
体
が
健
康
に
な
る

心
が
安
定
す
る

い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
で
き
る

強
い
意
志
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る

人
に
や
さ
し
く
な
れ
る

人
に
何
か
を
し
て
あ
げ
た
く
な
る

そ
し
て

幸
せ
に

な
れ
る
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「
幸
せ
に
な
り
た
い
人
は
」

一
、
物
お
し
み
せ
ず
、
骨
お
し
み
し
な
い

「
幸
福
に
な
る
生
き
方
十
ケ
条
」

第
一
条

人
に
は
で
き
る
だ

け
物
お
し
み
せ
ず
、
骨
お
し
み
し
な
い
こ
と
。

先
月
創
刊
号
で
、
幸
福
な
一
生
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
に
つ
い
て

書
き
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め

に
は
、
何
を
し
た
ら
良
い
の
か
も
、
十
ケ
条
に
ま
と
め
て
書
き
ま
し

た
。
今
月
号
か
ら
当
分
の
間
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
私
が
考
え

て
い
る
事
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
幸
せ
に
な
り
た
い
人

は
、
ぜ
ひ
よ
く
読
ん
で
実
行
し
て
下
さ
い
。
必
ず
世
の
中
が
ち
が
っ

て
見
え
て
来
ま
す
。

二
、
布
施
の
徳
目

さ
て
、
上
に
述
べ
た
第
一
条
で
す
が
、
仏
教
で
は
こ
の
徳
目
の
こ

と
を
「
布
施
（
ふ
せ

」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
他
人
に
対

）

し
て
自
分
の
財
産
や
労
力
な
ど
を
与
え
る
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
そ

れ
を
与
え
る
事
に
よ
っ
て
、
自
分
に
何
ら
の
見
返
り
も
期
待
し
て
は

な
ら
な
い
の
で
す
。
人
に
対
し
て
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が

修
行
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
が

大
事
な
訳
で
す
。
そ
う
し
た
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、
人
に
与
え
る
事
が

自
分
の
喜
び
に
さ
え
な
っ
て
く
る
も
の
な
の
で
す
。

三
、
禅
僧
、
良
寛
さ
ん
の
こ
と

今
か
ら
百
六
十
年
ほ
ど
前
の
江
戸
末
期
に
七
十
四
歳
で
亡
く
な
っ

た
良
寛
さ
ん
は
、
曹
洞
宗
の
禅
僧
で
、
人
に
頂
く
お
布
施
だ
け
を
頼

り
に
生
活
し
た
人
で
す
。
自
ら
は
働
か
な
い
で
、
仏
道
の
修
行
と
芸

術
活
動
に
専
念
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
自
分
は
清
貧
に
徹
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
に
は
お
布
施
の
喜
び
を
教
え
て
下
さ
っ
た
訳
で
す
。

ま
た
、
子
ど
も
と
良
く
遊
ん
だ
こ
と
で
有
名
で
す
。
さ
ら
に
、
岡
山

に
は
縁
の
深
い
人
で
、
玉
島
の
円
通
寺
で
二
十
二
歳
か
ら
三
十
四
歳

ま
で
の
十
二
年
間
、
国
仙
和
尚
に
つ
い
て
修
行
に
励
み
ま
し
た
。
円

通
寺
に
は
、
良
寛
さ
ん
の
像
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
今
も
修
行

を
し
た
お
堂
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
度
お
参
り
さ
れ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

四
、
清
貧
に
徹
す
る

と
こ
ろ
で
、
こ
の
良
寛
さ
ん
で
す
が
、
前
述
の
よ
う
に
托
鉢
だ
け

で
生
活
し
た
訳
で
す
か
ら
、
と
て
も
貧
乏
で
食
器
さ
え
も
有
り
ま
せ

ん
。
お
客
が
来
る
と
、
火
葬
場
か
ら
死
者
の
茶
碗
を
拾
っ
て
来
て
、

そ
れ
を
使
っ
た
そ
う
で
す
。
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
貧
乏
だ
っ
た
の
に
、
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托
鉢
で
そ
の
日
に
要
る
よ
り
も
多
く
貰
う
と
、
お
し
げ
も
な
く
通
り

が
が
り
の
乞
食
に
与
え
た
そ
う
で
す
。
翌
日
は
貰
え
な
い
で
、
一
日

中
空
腹
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
よ
く
あ
っ
た
と
い
う

の
に
。

五
、
和
顔
愛
語
と
い
う
お
布
施

こ
の
よ
う
に
、
良
寛
さ
ん
は
自
分
に
何
か
人
に
あ
げ
る
物
が
あ
れ

ば
、
お
し
ま
ず
あ
げ
た
訳
で
す
が
、
そ
う
い
う
物
が
無
い
と
き
は
、

笑
顔
を
も
っ
て
優
し
い
言
葉
か
け
を
し
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
和
顔

愛
語
と
呼
ば
れ
ま
す
。
い
つ
も
そ
れ
を
心
掛
け
て
い
ま
し
た
の
で
、

多
く
の
子
ど
も
達
が
良
寛
さ
ん
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
来
ま
し
た
。

人
は
優
し
い
心
に
出
会
う
時
、
心
が
開
い
て
き
ま
す
。
心
が
通
じ
や

す
く
な
り
ま
す
。
子
ど
も
達
の
純
真
な
心
が
、
良
寛
さ
ん
の
優
し
い

心
を
鋭
く
感
じ
と
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

六
、
真
の
教
育
は
「
響
育
」

こ
う
し
た
人
間
的
触
れ
合
い
の
基
礎
に
は
、
良
寛
さ
ん
の
完
成
さ

れ
た
人
格
と
そ
れ
を
感
じ
と
る
子
ど
も
達
の
け
が
れ
の
な
い
心
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
真
の
心
の
通
じ
合
い
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ

う
し
た
心
の
触
れ
合
い
に
こ
そ
、
真
の
教
育
的
人
間
関
係
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
私
は
「
響
育
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い

ま
す
。
閑
話
休
題
。

七
、
慈
悲
と
布
施

こ
の
よ
う
な
良
寛
さ
ん
の
生
き
方
の
根
底
に
は
、
仏
の
慈
悲
が
あ

、

。

り
ま
す
が

そ
れ
を
布
施
を
通
じ
て
具
体
化
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す

他
者
か
ら
も
お
布
施
を
も
ら
い
ま
し
た
が
、
自
ら
も
そ
れ
を
い
つ
も

心
掛
け
て
い
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
お
布
施
は
簡
単
な
よ
う
で
す
が
、
自
分
に
執
着
し
て
い

て
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
分
を
捨
て
な
い
と
で
き
な
い
も
の
で
す
。

八
、
商
人
、
会
社
員
に
と
っ
て
の
お
布
施

、

、

商
売
を
さ
れ
て
い
る
方
に
は

お
金
は
一
番
大
切
な
も
の
で
す
が

自
分
に
と
ら
わ
れ
て
お
金
を
貯
め
る
事
ば
か
り
考
え
て
い
て
は
、
商

売
は
繁
盛
し
ま
せ
ん
し
、
お
金
も
貯
ま
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
さ
ま
に
も

う
け
さ
せ
て
あ
げ
て
、
自
分
も
少
し
は
そ
の
お
か
げ
を
頂
く
と
い
っ

た
気
持
ち
、
自
分
を
捨
て
て
相
手
の
立
場
を
先
ず
考
え
る
気
持
ち
が

大
切
で
す
。
人
の
お
役
に
た
つ
こ
と
（
布
施
）
を
考
え
て
い
れ
ば
、

、

。

商
売
は
自
然
に
繁
盛
し
て
き
て

結
果
と
し
て
お
金
も
貯
ま
り
ま
す

で
も
、
な
か
な
か
そ
う
し
た
気
持
ち
に
な
る
こ
と
は
、
難
し
い
も
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。

。

、

の
で
す

や
は
り
毎
日
の
修
行
が
い
り
ま
す

ヨ
ー
ガ
を
す
る
な
り

念
仏
を
あ
げ
る
な
り
、
座
禅
を
す
る
な
り
し
て
修
行
し
て
い
れ
ば
、

自
然
に
そ
う
し
た
気
持
ち
に
な
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

会
社
員
や
勤
め
人
の
人
で
も
、
事
情
は
同
じ
で
す
。
会
社
や
役
所

の
組
織
の
中
で
、
人
を
生
か
そ
う
、
人
の
役
に
立
と
う
と
し
て
い
れ

ば
、
自
然
に
自
分
も
生
か
さ
れ
て
く
る
も
の
で
す
。
自
分
に
と
ら
わ

れ
て
自
分
を
生
か
そ
う
、
自
分
が
偉
く
成
ろ
う
と
ば
か
り
思
っ
て
い

て
は
、
な
か
な
か
う
ま
く
生
か
せ
ま
せ
ん

「
捨
て
て
こ
そ
身
の
浮

。

」

。

。

か
ぶ
瀬
も
あ
り

で
す

お
互
い
に
毎
日
の
修
行
に
励
み
ま
し
ょ
う

ど
う
ぞ
毎
日
の
ヨ
ー
ガ
を
続
け
て
下
さ
い
。

（
挿
絵
・
良
寛
さ
ん
の
お
姿
＝
省
略
）
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後
記

一
、
創
刊
号
を
出
し
て
一
ケ
月
た
ち
ま
し
た
。
始
め
て
の
試
み
な
の

で
、
文
章
を
べ
っ
た
り
並
べ
て
し
ま
い
、
読
み
に
く
い
と
い
う
感
想

を
頂
き
ま
し
た
。
今
月
号
で
は
、
少
し
で
も
読
み
や
す
く
と
思
い
、

縦
書
き
に
変
え
た
り
、
ス
ペ
ー
ス
を
取
っ
た
り
、
挿
絵
や
詩
を
入
れ

た
り
し
て
み
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ど
ん
な
こ
と
で
も
け
っ
こ
う
で
す
。

少
し
で
も
良
い
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
し
ど

し
ご
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

、

、

「

」

。

二

今
年
の
初
頭
に

私
が
掲
げ
た

星

の
こ
と
を
紹
介
し
ま
す

、

。

そ
の
一
つ
は

平
均
し
て
毎
日
一
つ
の
詩
を
作
っ
て
い
く
こ
と
で
す

こ
れ
ま
で
詩
を
作
っ
た
経
験
は
ま
っ
た
く
な
く
、
出
来
る
か
ど
う
か

不
安
で
し
た
。
で
も
お
蔭
で
、
こ
れ
ま
で
四
十
数
編
ほ
ど
作
れ
ま
し

た
。
果
た
し
て
詩
と
言
え
る
も
の
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
出

来
る
だ
け
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

毎
日
の
事
で
す
の
で
、
日
々
の
生
活
の
中
で
感
じ
た
こ
と
、
考
え

た
こ
と
を
書
い
て
い
く
し
か
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ろ
ど
ろ
し
て
い

た
り
、
ば
た
く
さ
か
っ
た
り
、
理
屈
ぽ
か
っ
た
り
、
お
説
教
じ
み
て

い
た
り
す
る
も
の
が
多
く
な
り
、
詩
と
は
呼
べ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
出
来
る
限
り
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
月
号
の
表
紙
の
詩
も
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
作
っ
た
も
の
の
一
つ

で
す
。
今
後
、
ス
ペ
ー
ス
の
許
す
限
り
掲
載
し
て
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
も
ご
感
想
を
頂
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
す
。

三
、
四
国
八
十
八
ケ
所
の
巡
礼
を
、
暇
な
時
を
見
つ
け
て
半
年
ほ
ど

前
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
ま
だ
ほ
ん
の
少
し
し
か
巡
っ
て
い
ま
せ
ん

、

、

。

が

先
日
二
十
一
番
札
所

徳
島
県
の
太
龍
寺
に
お
参
り
し
ま
し
た

行
か
れ
た
方
は
お
分
か
り
で
し
ょ
う
が
、
狭
く
険
し
い
山
道
を
駐

車
場
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
ま
た
歩
い
て
三
十
分
ば
か
り
で
あ
ろ
う

か
、
急
な
坂
道
を
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
に
そ
の
寺
は
あ
り
ま
す
。
そ

こ
は
、
西
の
高
野
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
、
行
き
が
け
の
寺
の
看
板

に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
何
故
な
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
実
は
そ

の
昔
弘
法
大
師
さ
ま
が
、
こ
こ
で
「
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
」
と
言

う
修
行
（
こ
の
仏
の
真
言
「
ノ
ウ
ボ
ウ
ア
キ
ャ
シ
ャ
ギ
ャ
ラ
バ
ヤ
・

オ
ン
ア
リ
キ
ャ
マ
リ
ボ
リ
ソ
ワ
カ
」
を
百
万
遍
唱
え
る
も
の
）
を
さ

れ
た
所
だ
と
知
っ
て
、
納
得
出
来
ま
し
た
。

以
前
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
、
お
大
師
さ
ま
の
著
書
・
三
教
指
帰
に

阿
波
（
今
の
徳
島
県
）
の
大
滝
岳
で
こ
の
修
行
を
し
た
と
書
い
て
あ

り
ま
し
た
が
、
徳
島
県
に
住
み
な
が
ら
そ
れ
が
何
処
か
知
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
寺
に
参
っ
て
初
め
て
こ
の
事
を
知
り
、
感
激
し
ま
し

た
。お

大
師
さ
ま
が
修
行
さ
れ
た
「
南
の
舎
心
」
に
登
り
、
そ
こ
に
座

っ
て
し
ば
ら
く
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
も

ぜ
ひ
こ
の
修
行
に
挑
戦
し
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が
、
ふ
つ
ふ
つ
と

湧
い
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
父
教
章
を
得
度
さ
せ
て
下
さ
っ
た
真
言
宗
醍
醐
派
宗
会
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議
長
の
長
尾
光
容
師
に
こ
の
話
を
し
ま
し
た
ら
、
実
は
そ
の
方
も
そ

、

。

こ
で
同
じ
修
行
を
な
さ
っ
た
と
か
で

大
変
な
因
縁
を
感
じ
ま
し
た

南
無
大
師
遍
照
金
剛
、
南
無
大
師
遍
照
金
剛
、
南
無
大
師
遍
照
金

剛
、
南
無
大
師
遍
照
金
剛
、
南
無
大
師
遍
照
金
剛
、
南
無
大
師
遍
照

金
剛
、
南
無
大
師
遍
照
金
剛
。

合
掌

月
刊

平
成
二
年
二
月
十
五
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
１
４

第
一
巻

笠
岡
市
走
出
一
一
三
六
の
一

二
月
号

真
言
宗
醍
醐
派

走
出
山

観
音
寺

中
塚

善

成

（
善
次
郎
）

ぜ

ん

じ

ょ

う


