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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
一
巻

四
月
号

誠
意

姑
が

寝
た
き
り
に
な
っ
て
三
年

し
も
の
世
話
や

床
ず
れ
に
な
ら
な
い
よ
う
に

痛
む
所
が
な
い
よ
う
に

い
つ
も
気
を
配
っ
て
動
く

嫁自
分
が
手
を
抜
く
と

必
ず
自
分
に
か
え
る

い
つ
も
誠
意
を
つ
く
し
て

世
話
を
し
た
い
と
言
う

嫁

身
近
な

一
人
の

人
の
た
め
に

身
も
心
も
捧
げ
て

世
話
を
す
る

姑
は

こ
の
嫁
を

如
来
さ
ま
と

動
か
ぬ
手
を
合
わ
せ
て

拝
む

決
し
て
体
格
も
よ
く
な
い
し

美
人
で
も
な
い

で
も
素
晴
ら
し
い
心
を
も
っ
た
人

話
を
し
て
い
て

こ
の
人
こ
そ
仏
と
思
う
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幸
せ
に
な
り
た
い
人
は

三
、
じ
っ
と
耐
え
る
こ
と

「
幸
福
に
な
る
生
き
方
十
ケ
条
」

第
三
条

腹
が
立
っ
て
も
、

イ
ラ
イ
ラ
し
て
も
、
い
や
な
こ
と
で
も
、
じ
っ
と
我
慢
し
て
た
え
る

こ
と
。

今
月
号
は
第
三
条
に
つ
い
て
解
説
い
た
し
ま
す
。

い
き
な
り
む
ず
か
し
い
話
に
な
っ
て
恐
縮
で
す
。
む
ず
か
し
す
ぎ

る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
次
の
段
落
ま
で
と
ば
し
て
読
ん
で
下
さ
い
。

釈
尊
が
お
悟
り
を
開
か
れ
た
後
に
な
さ
れ
た
最
初
の
説
法
は
、
人

生
は
「
苦
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
し
た
。
つ
ま
り
、

人
生
の
苦
と
は
何
な
の
か
（
苦
聖
諦
＝
く
し
ょ
う
た
い

、
そ
の
苦

）

（

）

は
何
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
か

苦
集
聖
諦
＝
く
じ
ゅ
う
し
ょ
う
た
い

そ
の
苦
を
克
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
事
な
の
か
（
苦
滅
聖

諦
＝
く
め
つ
し
ょ
う
た
い

、
そ
し
て
苦
は
ど
ん
な
方
法
で
克
服
す

）

（

）

る
こ
と
が
出
来
る
の
か

苦
滅
道
聖
諦
＝
く
め
つ
ど
う
し
ょ
う
た
い

の
四
つ
（
四
聖
諦
＝
し
し
ょ
う
た
い
）
に
つ
い
て
で
し
た
。
こ
の
こ

と
は
、
仏
教
は
基
本
的
な
態
度
と
し
て
人
生
を
苦
と
と
ら
え
て
い
る

こ
と
を
、
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
解
説
は
別
の
機

会
に
ゆ
ず
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
苦
と
は
何
か
に
つ
い
て
だ
け
述
べ

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
耐
え
る
こ
と
に
直
接
関
係
す
る
こ
と

だ
か
ら
で
す
。

さ
て
、
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
も
と
」
に
な
る
も
の
を
、
ひ

と
こ
と
で
言
え
ば
そ
れ
は
「
苦
し
み
」
で
あ
る
、
と
言
え
る
と
思
い

ま
す
。
仏
教
に
は
こ
の
苦
し
み
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
誰
で
も
が
知

っ
て
い
る
「
四
苦
八
苦
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
解

説
し
な
が
ら
、
話
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
四
苦
で
す
が
、
そ
れ
は
「
生
老
病
死
（
＝
し
ょ
う
ろ
う
び
ょ

う
し

」
の
こ
と
で
す
。
生
と
は
、
生
ま
れ
る
こ
と
ま
た
は
生
き
る

）

こ
と
を
言
い
ま
す
。
老
は
年
を
と
っ
て
い
く
こ
と
、
病
は
病
気
に
な

る
こ
と
、
死
は
も
ち
ろ
ん
死
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。

む
か
し
中
国
で
、
王
様
が
不
老
長
寿
の
薬
を
求
め
て
世
界
中
を
探

し
ま
わ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
結
果
、
か
ら
だ
に
は
と
て
も
悪
い
ヒ

ソ
を
さ
が
し
あ
て
、
そ
れ
を
飲
ん
だ
そ
う
で
す
。
王
様
の
お
墓
か
ら

ヒ
ソ
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
不
老
長
寿
の
薬
は
、
実
は
「
早
老
短

命
」
の
毒
だ
っ
た
訳
で
、
人
間
の
は
か
ら
い
な
ど
今
だ
っ
て
、
た
か

だ
か
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
べ
て
の
欲
望
が
満
た

せ
る
王
様
に
と
っ
て
も
、
私
た
ち
庶
民
と
同
様
に
、
死
は
い
や
な
も

の
、
避
け
た
い
も
の
と
い
う
訳
で
す
。
で
も
こ
の
四
苦
を
避
け
え
な

い
と
い
う
点
で
は
王
様
で
あ
ろ
う
と
庶
民
で
あ
ろ
う
と
関
係
な
く
、

全
て
の
者
が
平
等
で
す
。
つ
ま
り
、
仏
の
前
で
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

等
し
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
清
ら
か
な
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。
障
害
者
で
あ
ろ
う
が
、
病
人
で
あ
ろ
う
が
、
老
人
で
あ

ろ
う
が
、
子
供
で
あ
ろ
う
が
、
み
ん
な
そ
う
な
の
で
す
。
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つ
ぎ
に
八
苦
で
す
が
、
上
の
四
苦
に
、
怨
憎
会
苦
（
＝
お
ん
ぞ
う

え
く

、
愛
別
離
苦
（
＝
あ
い
べ
つ
り
く

、
求
不
得
苦
（
＝
ぐ
ふ

）

）

と
っ
く

、
五
取
蘊
苦
（
＝
ご
し
ゅ
う
ん
く
）
の
四
つ
を
加
え
た
も

）

の
を
い
い
ま
す
。
怨
憎
会
苦
は
、
怨
み
、
憎
む
人
に
も
会
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
苦
し
み
、
愛
別
離
苦
は
、
愛
す
る
人
と
別
れ
、
離
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
、
求
不
得
苦
は
、
欲
し
い
も
の
が
得

ら
れ
な
い
苦
し
み
、
五
取
蘊
苦
は
、
人
間
を
つ
く
っ
て
い
る
身
体
と

精
神
の
す
べ
て
か
ら
生
ず
る
苦
し
み
で
す
。
人
間
の
欲
望
に
は
限
り

が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
日
本
で
は
物
質
的
に
は
、
求
め
る
も
の
は
ほ

と
ん
ど
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
し
か

し
精
神
的
な
欲
望
に
は
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
人
に
好
か
れ
た
い
、

名
誉
を
得
た
い
、
尊
敬
さ
れ
た
い
、
な
ど
な
ど
数
え
あ
げ
れ
ば
幾
ら

で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
人
間
は
、
ふ
つ
う
で
は
避
け
え
な
い
多
く
の
苦
し
み

に
常
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
苦
し

み
は
増
し
、
不
安
に
な
る
ば
か
り
で
す
の
で
、
多
く
の
人
が
意
識
し

な
い
よ
う
に
、
日
常
的
な
安
定
の
中
に
逃
避
し
て
暮
ら
し
て
い
る
わ

け
で
す
。

釈
尊
は
こ
う
し
た
苦
を
逃
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
直
視
し
、

克
服
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
欲
望
や
苦
に
と
ら

わ
れ
な
い
心
を
も
つ
こ
と
で
す

（
そ
の
た
め
の
実
践
道
と
し
て
八

。

正
道
（
＝
は
っ
し
ょ
う
ど
う
）
を
説
か
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
解
説
は

別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
ま
す

）
。

例
え
ば
、
お
大
師
さ
ま
も
智
泉
と
い
う
一
番
愛
し
て
お
ら
れ
た
お

弟
子
さ
ん
が
若
く
し
て
亡
く
な
ら
れ
た
時
、
と
て
も
深
い
悲
し
み
に

陥
ら
れ
ま
し
た
。
誰
で
も
愛
す
る
者
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

は
悲
し
い
、
し
か
も
永
遠
の
別
れ
で
あ
る
死
の
時
は
ひ
と
き
わ
悲
し

い
訳
で
す
が
、
し
か
し
大
切
な
こ
と
は
、
悲
し
み
は
悲
し
み
と
し
て

受
入
れ
、
そ
れ
に
耐
え
て
、
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
愛
す

る
弟
子
を
失
う
こ
と
は
こ
の
上
も
な
く
悲
し
い
こ
と
で
す
が
、
だ
か

、

。

ら
と
い
っ
て
世
間
の
人
の
よ
う
に

そ
れ
を
不
幸
だ
と
は
思
わ
な
い

そ
う
し
た
よ
い
弟
子
に
そ
れ
ま
で
恵
ま
れ
た
幸
せ
に
感
謝
す
る
訳
で

す
。
仏
様
の
お
恵
み
に
感
謝
す
る
の
で
す
。
そ
こ
に
人
の
は
か
ら
い

な
ど
入
る
余
地
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
感
謝
し
て
死
を
弔

う
だ
け
な
の
で
す
。
そ
し
て
悲
し
み
や
苦
し
み
に
は
じ
っ
と
耐
え
て

い
く
の
で
す
。

最
後
に
、
耐
え
る
の
が
一
番
む
ず
か
し
い
事
に
つ
い
て
述
べ
て
お

き
ま
す
。
そ
れ
は
釈
尊
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
自
分
よ
り
も

下
と
思
う
者
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
た
り
、
誹
謗
さ
れ
た
り
し
た
時
の
腹

立
ち
で
す
。
私
も
学
生
か
ら
、
か
げ
で
悪
口
を
言
わ
れ
て
腹
が
た
つ

の
で
す
が
、
じ
っ
と
我
慢
し
て
会
っ
た
時
は
ニ
コ
ニ
コ
す
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
も
う
一
つ
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
学
生
と
心
が
通
じ
な
い
と
き
の
悲
し
み
で
す
。
母
の
「
忍
辱
の

徳
」
に
あ
や
か
れ
る
よ
う
に
、
毎
朝
母
の
位
牌
を
拝
ん
で
い
ま
す
。
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自
作
詩
選

山
の
霊
気

山
を

上
か
ら
見
る
と

緑
の
海
に

見
え
る

深
い
深
い

そ
の
海
の
中
か
ら

山
の
霊
気
が

立
ち
昇
り

人
の

い
の
ち
に

す
い
こ
ま
れ
て

行
く

い
つ
ま
で
も

こ
の
緑
が

枯
れ
ま
せ
ぬ
よ
う
に

仏
様
に
お
祈
り
を
し
よ
う

放
浪
画
家

八
坂
寺
の
門
前
に
て

テ
ン
ト
を
は
る

放
浪
の
絵
描
き
一
人

そ
の
名
を

遊
心
と
言
う

九
州
か
ら

弘
法
大
師
の
お
導
き
で

こ
の
四
国
に

自
ら
の
生
き
る
道
を

見
つ
け
た
人

同
じ
九
州
か
ら

一
遍
上
人
の
お
導
き
で

こ
の
四
国
に

詩
の
道
を
見
つ
け
た

坂
村
真
民
さ
ん
も
い
る

私
も
四
国
に
来
た
か
ら

真
言
密
教
に

出
会
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い

誠
に
四
国
は

霊
地
よ

高
い
山

高
い
山
か
ら

下
界
を
見
れ
ば

町
並
や
道
路
が

箱
庭
の
よ
う
に
見
え
る

人
の
営
み
が

空
間
的
配
置
を

通
し
て

よ
く
分
か
っ
て
く
る

人
も
高
い
境
地
へ

登
っ
て
い
け
ば

人
の
在
り
方
が

よ
く
見
え
て
く
る

で
も
そ
こ
へ
は
山
の
よ
う
に

車
で
登
る
こ
と
は
出
来
な
い

ひ
た
す
ら
毎
日

修
行
す
る
の
み
で
あ
る

愛
欲

愛
は

限
り
無
く

与
え
る
も
の

だ
が
愛
欲
は

限
り
無
く

奪
う
も
の
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ヨ
ー
ガ
の
原
理

ヨ
ー
ガ
の
体
操
は

呼
吸
を
意
識
し
て
整
え

身
体
を
緊
張
さ
せ
た
り

弛
緩
さ
せ
た
り
し
て

そ
れ
に
意
識
を
集
中
す
る

そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に

瞑
想
を
す
る

こ
れ
が
何
故

心
と
身
体
の

健
康
に
良
い
の
か

私
た
ち
の
身
体
に
は

自
由
に
自
分
の
意
志
で
動
か
せ
る

手
や
足
の
働
き
（
あ
た
ま
）
と

自
分
で
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い

血
圧
や
消
化
液
の
よ
う
な

内
臓
の
自
動
的
な
働
き
（
か
ら
だ
）
と

そ
の
中
間
に
あ
っ
て

ふ
だ
ん
は
意
識
し
な
い
が

意
識
す
れ
ば
変
え
ら
れ
る

呼
吸
や
姿
勢
の
よ
う
な
働
き
（
こ
こ
ろ
）

と
が
あ
る

こ
の
最
後
の
働
き
（
＝
こ
こ
ろ
）
こ
そ
が

自
動
的
な
働
き
（
＝
か
ら
だ
）
と

意
識
的
な
働
き
（
＝
あ
た
ま
）
と
を
つ
な

ぐ接
点
に
な
っ
て
い
る

ヨ
ー
ガ
は
こ
の
よ
う
に

こ
こ
ろ
が
無
意
識
の
う
ち
に

現
れ
て
い
る
呼
吸
や
姿
勢
を

意
識
し
て
動
か
す

訓
練
に
よ
っ
て

こ
こ
ろ
を
制
御

出
来
る
よ
う
に
す
る

こ
う
し
て
あ
た
ま
で
制
御
出
来
な
か
っ
た

こ
こ
ろ
が
制
御
出
来
る
よ
う
に
な
る
と

内
臓
の
働
き
に
も
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

健
康
に
な
っ
て
く
る

ま
た
あ
た
ま
も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
働
く
た
め

判
断
力
と
直
観
力
が
鋭
く
な
っ
て
く
る

さ
ら
に
何
よ
り
も

こ
こ
ろ
が
安
定
し
て
く
る
の
で

お
と
な
し
い
が
強
い
性
格
と
な
り

毎
日
生
き
て
い
る
喜
び
を

感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
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真
言
宗
在
家
勤
行
式

解
説
（
Ⅱ
）

懺
悔
文

さ

ん

げ

も

ん

我
昔
所
造
諸
悪
業

皆
由
無
始
貪
瞋
癡

従
身
語
意
之
所
生

が

し

ゃ

く

し

ょ

ぞ

う

し

ょ

あ

く

ご

う

か

い

ゆ

む

し

と

ん

じ

ん

ち

じ

ゅ

う

し

ん

ご

い

し

し

ょ

し

ょ

う

（

、

一
切
我
今
皆
懺
悔

我
れ
昔
よ
り
造
り
し
所
の

諸

の
悪
業
は

い

っ

さ

い

が

こ

ん

か

い

さ

ん

げ

わ

む
か
し

つ
く

と
こ
ろ

も

ろ

も

ろ

あ
く
ご
う

皆
無
始
の
貪
・
瞋
・
癡
に
由
る
身
と
語
と
意
よ
り
生
ず
る
所
な

み
な

む

し

と
ん

じ
ん

ち

よ

し
ん

ご

い

し
ょ
う

と
こ
ろ

り
、
一
切
を
我
れ
今
懺
悔
し
た
て
ま
つ
る

）
。

い
っ
さ
い

わ

い
ま

さ

ん

げ

悔
い
改
め
る
こ
と
ば

私
が
昔
か
ら
な
し
て
き
た
様
々
な
悪
い
行
い
は
、
全
て
避
け
が
た

い
貪
り
と
怒
り
と
無
知
に
よ
る
、
身
（
か
ら
だ

・
口
（
こ
と
ば
）

）

・
意
（
こ
こ
ろ
）
の
三
業
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
、

私
は
そ
の
全
て
を
仏
様
の
前
で
心
か
ら
悔
い
改
め
ま
す
。

私
た
ち
は
、
日
頃
自
分
で
は
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
、
人
を
傷
つ

け
る
事
を
し
た
り
、
人
の
道
に
背
い
た
よ
う
な
事
を
し
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
事
が
自
分
で
良
く
分
か
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
実

は
大
変
難
し
い
事
で
す
し
、
ま
た
大
変
大
切
な
事
な
の
で
す
。
日
頃

か
ら
自
分
を
磨
い
て
い
な
い
と
な
か
な
か
そ
う
は
な
れ
ま
せ
ん
。
自

分
が
人
を
傷
つ
け
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
間
違
っ
た
こ
と
を
し
て
い

な
い
か
ど
う
か
が
、
分
か
る
た
め
に
は
、
自
分
が
い
つ
も
客
観
的
に

見
え
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
客
観
的
に
見
え
る
と
い
う
こ
と

は
自
分
自
身
や
自
分
の
立
場
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

自
分
を
棄
て
て
、
全
て
仏
様
に
お
ま
か
せ
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
し
た
仏
法
に
従
っ
て
考
え
た
り
行
動
し
た
り
す
る
時
に
、
は
じ

め
て
自
分
が
客
観
視
で
き
、
他
人
が
見
え
る
と
同
じ
よ
う
に
自
分
が

見
え
て
来
る
わ
け
で
す
。

世
間
の
多
く
の
人
は
、
他
人
の
な
し
た
行
為
が
良
い
か
悪
い
か
を

判
断
さ
せ
れ
ば
、
大
体
間
違
い
な
く
判
断
で
き
る
の
で
す
が
、
そ
の

同
じ
こ
と
を
自
分
が
す
る
と
、
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
自
分
に
と
ら
わ
れ
て
自
分
が
見
え
な
く
な
っ
て
い

る
か
ら
な
の
で
す
。

四
国
霊
場
三
十
三
番
札
所
雪
蹊
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
玄
峰
老
師
の

言
葉
に
「
三
つ
の
し
ん
せ
つ
」
と
題
す
る
次
の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま

す

「
ひ
と
に
親
切
、
自
分
に
辛
接
、
法
に
深
接

。
仏
法
を
深
く

。

」

理
解
・
体
得
し
、
人
に
は
優
し
く
何
か
を
し
て
あ
げ
る
が
、
自
分
に

は
あ
く
ま
で
厳
し
く
、
自
己
を
ど
こ
ま
で
も
見
つ
め
磨
い
て
い
こ
う

と
す
る
老
師
の
姿
勢
が
よ
く
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
老
師
は
自
分

の
頭
を
げ
ん
こ
つ
で
殴
り
な
が
ら
毎
晩
懺
悔
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
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十
三
仏
の
紹
介
（
Ⅱ
）

「
釈
迦
如
来
」

そ
も
そ
も
仏
教
を
始
め
ら
れ
た
の
は
、
誰
で
も
が
御
存
知
の
よ
う

に
お
釈
迦
さ
ま
（
＝
釈
尊
）
で
す
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
釈
迦
如
来

は
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
釈
尊
そ
の
人
（
そ
れ
を
肉
身
、
ま
た
は

生
身
＝
し
ょ
う
じ
ん
、
ま
た
は
色
身
＝
し
き
し
ん
、
と
呼
ぶ
）
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
如
来
が
衆
生
を
救
う
た
め
釈
尊
と
し
て
仮
の
姿

を
と
っ
て
こ
の
世
に
出
現
（
垂
迹
＝
す
い
じ
ゃ
く
）
し
た
も
の
と
、

真
言
密
教
で
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
釈
尊
を
象
徴
す
る
仏

を
生
身
（
＝
し
ょ
う
じ
ん
）
に
対
し
て
法
身
（
＝
ほ
っ
し
ん
）
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
釈
尊
の
法
、
つ
ま
り
そ
の
徳
や
働
き
そ
の
も

の
を
表
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
の
釈
迦
如
来
を
釈
尊
と
思
っ
て

拝
ん
で
も
、
何
ら
さ
し
さ
わ
り
は
な
い
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
釈
尊
の
死
後
、
仏
教
が
発
展
す
る
と
初
期
（
小
乗
仏

教
）
に
お
け
る
よ
う
に
釈
尊
一
人
を
仏
と
す
る
の
で
は
な
く
、
だ
ん

だ
ん
と
象
徴
化
さ
れ
て
き
て
、
多
く
の
仏
様
が
現
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
が
真
言
密
教
（
大
乗
仏
教
）
だ
っ
た
訳
で
、

後
に
紹
介
し
ま
す
大
日
如
来
を
宇
宙
根
源
の
原
理
と
す
る
四
百
を
越

え
る
仏
様
を
体
系
化
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
図
に
表
し
た
も
の
が
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
曼
陀
羅
（
＝
ま
ん
だ
ら
）
で
し
て
、
密
教
も
弘
法

大
師
さ
ま
の
師
匠
の
恵
果
さ
ま
に
至
っ
て
、
二
つ
の
曼
陀
羅
、
胎
蔵

界
（
＝
た
い
ぞ
う
か
い
）
曼
陀
羅
と
金
剛
界
（
＝
こ
ん
ご
う
か
い
）

曼
陀
羅
と
を
統
合
し
ま
し
た

（
こ
の
こ
と
は
い
ず
れ
詳
し
く
紹
介

。

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す

）。

こ
れ
ら
の
曼
陀
羅
の
中
で
、
こ
の
釈
迦
如
来
は
、
ま
ず
胎
蔵
界
曼

陀
羅
の
中
の
東
方
（
上
側
）
に
あ
る
釈
迦
院
の
主
尊
と
し
て
位
置
し

て
い
ま
す
（
こ
れ
を
東
方
の
釈
迦
と
呼
び
ま
す

。
つ
ぎ
に
同
じ
胎

）

蔵
界
で
大
日
如
来
の
北
方
（
左
側
）
に
お
ら
れ
る
天
鼓
雷
音
仏
（
て

ん
く
ら
い
お
ん
ぶ
つ
）
も
、
こ
の
釈
迦
如
来
と
同
体
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
仏
様
は
、
天
鼓
（
雷
や
風
の
音
）
が
形
も
な
く
住
む
処
も

な
い
の
に
音
だ
け
が
響
き
渡
っ
て
人
々
を
驚
か
し
、
自
覚
さ
せ
る
よ

う
に
、
衆
生
を
天
鼓
の
よ
う
な
法
音
を
も
っ
て
さ
と
り
へ
と
導
く
事

か
ら
、
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
第
三
に
金
剛
界
の
一
番
真
ん

中

成
身
会
＝
じ
ょ
う
し
ん
え

に
お
ら
れ
る
大
日
如
来
の
北
方

右

（

）

（

側
）
の
不
空
成
就
仏
（
＝
ふ
く
う
じ
ょ
う
じ
ゅ
ぶ
つ
）
も
、
釈
迦
如

来
と
同
体
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
以
上
の
二
つ
を
北
方
の
釈
迦
と
呼
び

ま
す

。
こ
の
仏
様
は
、
あ
ら
ゆ
る
無
知
や
煩
悩
を
消
し
去
り
、
心

）

を
究
極
的
な
静
か
さ
へ
と
導
い
て
い
く
こ
と
が
成
就
で
き
て
、
空
し

く
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
釈
迦
如
来
だ
け
で
は
な
く
、
先
月
号
で
紹
介
し
ま

し
た
不
動
明
王
さ
ん
も
二
つ
の
曼
陀
羅
の
位
置
が
決
ま
っ
て
い
ま
す

し
、
こ
れ
か
ら
紹
介
し
て
い
く
十
一
の
仏
様
も
、
み
な
曼
陀
羅
の
中

の
特
定
の
位
置
に
座
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
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後
記

、

（

）

一

表
紙
と
自
作
詩
選
の
ペ
ー
ジ
に
載
せ
ま
し
た
御
影

＝
み
え
い

イ
ン
タ
ー

は
、
十
三
仏
紹
介
で
述
べ
て
い
ま
す
三
体
の
仏
様
で
す
（

。
良
く
見
て
そ
の
お
姿
を
頭
の
中
に

ネ
ッ
ト
版
で
は
省
略
し
て
い
ま
す

）

想
い
浮
か
べ
、
あ
り
難
く
も
自
分
が
そ
れ
ら
の
仏
様
に
見
守
ら
れ
て

い
る
と
心
に
念
じ
て
下
さ
い
。
き
っ
と
お
蔭
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

二
、
二
月
号
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
四
国
霊
場
八
十
八
ケ
所
を

め
ぐ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
や
っ
と
め
ぐ
り
終
え
、
三
月
の
終
わ
り
に

高
野
山
の
奥
の
院
に
最
後
の
お
参
り
を
し
ま
し
た
。

そ
の
間
半
年
、
い
ろ
い
ろ
な
事
が
あ
り
ま
し
た
。
日
常
性
を
脱
し

て
気
分
を
新
た
に
し
、
詩
を
い
く
つ
か
作
り
ま
し
た
。
ま
た
、
お
大

師
さ
ま
が
籠
も
っ
て
修
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
へ
お
参
り
し
て
、
あ
あ
自

分
も
こ
ん
な
所
で
修
行
し
た
い
と
、
何
度
も
感
激
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
詩
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
四
国
が
霊
地
で
あ
る
と
い
う
経

験
も
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

い
ま
、
こ
の
四
国
霊
場
め
ぐ
り
を
終
わ
っ
て
、
心
が
ゆ
た
か
に
な

っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
何
度
で
も
め
ぐ
っ
て
み

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
か
っ
た
ら
皆
さ
ん
、
ご
一
緒
に
め

ぐ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
必
ず
御
利
益
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

三
、
わ
が
走
出
山
観
音
寺
で
五
月
十
五
日
午
前
十
時
か
ら
例
年
の

よ
う
に
、
柴
燈
護
摩
（
＝
さ
い
と
う
ご
ま
）
が
た
か
れ
ま
す
。
多
く

の
方
が
ご
祈
祷
を
し
て
下
さ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
参
り
下
さ
い
。

月
刊

平
成
二
年
四
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

四
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

℡

○
八
六
五
六
―
五
―
○
七
二
三

本
誌
希
望
の
方
は
、
返
信
封
筒
（
切
手
）
を
お
送
り
下
さ
い
。

受
付

発
達
・
教
育
・
人
生
相
談

筆
者
は
十
数
年
来
、
障
害
児
を
も
つ
親
御
さ
ん
や
登
校
拒
否

児
・
情
緒
障
害
児
・
学
業
不
振
児
な
ど
を
も
つ
親
御
さ
ん
の
相

談
に
の
っ
て
来
ま
し
た
。
ご
遠
慮
な
く
、
電
話
・
は
が
き
・
手

紙
な
ど
で
事
前
に
、
ま
た
は
当
日
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

受
付

霊
能
相
談
・
ご
祈
祷

い
つ
も
壇
上
で
ご
祈
祷
し
て
下
さ
っ
て
い
る
宮
本
龍
憲
師
は
霊

能
力
の
高
い
方
で
す
。
お
悩
み
の
あ
る
方
お
申
し
出
下
さ
い
。


