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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
一
巻

八
月
号

念
じ
る

土
が
念
じ
て
い
る

水
が
念
じ
て
い
る

火
が
念
じ
て
い
る

た
だ
あ
る
が
ま
ま
を

念
じ
て
い
る

草
は
念
じ
て
い
る

鳥
は
念
じ
て
い
る

犬
は
念
じ
て
い
る

た
だ
成
る
よ
う
に
成
る
こ
と
を

念
じ
て
い
る

子
供
も
念
じ
な
け
れ
ば

青
年
も
念
じ
な
け
れ
ば

老
人
も
念
じ
な
け
れ
ば

成
り
た
い
も
の
に
成
れ
る
よ
う
に

念
じ
な
け
れ
ば
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幸
せ
に
な
り
た
い
人
は

七
、
お
手
本
を
持
つ
こ
と
。

「
幸
福
に
な
る
生
き
方
十
ケ
条
」

第
七
条

生
き
方
の
モ
デ
ル

（
お
手
本
）
を
持
つ
こ
と
。

今
月
号
は
第
七
条
に
つ
い
て
解
説
い
た
し
ま
す
。

私
が
常
々
言
っ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
に
、
人
は
よ
い
人
・
よ
い
お

手
本
と
触
れ
合
っ
て
し
か
良
い
人
に
な
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。

動
物
と
人
間
の
ち
が
い
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
何
回
も
ふ
れ
て

き
た
と
思
う
の
で
す
が
、
や
は
り
上
の
言
葉
も
、
ま
た
動
物
と
人
間

の
違
い
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
母
体
か
ら
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
た
時
、
ま
ず
ヒ
ト

科
と
い
う
一
つ
の
動
物
種
に
属
す
る
動
物
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
人
間
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
こ
こ
ろ
を
持
た
な
い
で
生
ま
れ

て
く
る
の
で
す
。
た
だ
、
他
の
動
物
と
違
っ
て
、
人
間
は
生
ま
れ
た

時
か
ら
人
間
の
顔
と
か
声
と
い
っ
た
自
分
の
生
存
に
と
っ
て
重
要
と

考
え
ら
れ
ま
す
社
会
的
な
意
味
の
あ
る
刺
激
に
対
し
て
敏
感
に
反
応

す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
心
理
学
で
は
情
動
と
呼
ば
れ

ま
す
が
、
こ
れ
が
私
た
ち
が
お
互
い
に
心
を
通
じ
あ
わ
せ
あ
う
基
礎

と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
赤
ん
坊
は
お
母
さ
ん
が
悲
し
い
顔
や

声
を
し
た
り
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
ま
す
と
そ
れ
に
反
応

し
て
、
自
か
ら
も
悲
し
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
逆
に
、
お

母
さ
ん
が
楽
し
そ
う
に
し
て
い
ま
す
と
、
自
然
と
赤
ん
坊
も
楽
し
く

な
っ
て
く
る
の
で
す
。
ま
た
お
母
さ
ん
の
方
も
、
赤
ん
坊
が
泣
い
て

い
ま
す
と
ど
う
し
た
の
か
な
と
不
安
に
な
り
、
そ
の
原
因
を
知
り
た

い
と
思
う
で
し
ょ
う
。
逆
に
、
笑
っ
た
り
、
何
か
声
を
出
し
た
り
し

ま
す
と
嬉
し
く
な
っ
て
、
に
こ
に
こ
と
楽
し
い
雰
囲
気
を
か
も
し
出

す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
お
母
さ
ん
と
赤
ん
坊
と
の
間
に

は
、
情
動
（
感
情
）
の
共
同
体
の
よ
う
な
も
の
が
形
成
さ
れ
て
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
人
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
特
定
の
お
と
な
と
「
情
動
の
共
有
」
を
し
あ
う

と
い
う
経
験
を
通
じ
て
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
人
生
の
初
期
で
は
お
母
さ
ん
の
心
の
あ
り
方
が
、
子

供
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
母
さ
ん
は
そ
れ

ま
で
何
十
年
か
生
き
て
き
て
、
確
定
さ
れ
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
な
り

性
格
な
り
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
赤
ん
坊
は
き
わ
め
て
可
塑
性
の
大

き
な
存
在
で
、
お
母
さ
ん
の
影
響
を
も
ろ
に
う
け
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。
教
育
者
と
し
て
の
母
親
（
勿
論
父
親
も
含
ま
れ
ま
す
）
に

は
大
き
な
責
任
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
お
母
さ
ん
だ
け
を
責
め
る
わ
け
に
も

行
き
ま
せ
ん

実
は
そ
の
お
母
さ
ん
も

ま
た
自
分
の
お
母
さ
ん

お

。

、

（

ば
あ
さ
ん
）
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
現
在
の
自
分
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
か
ら
、
そ
う
な
っ
た
責
任
の
一
端
は
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
に
あ
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る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
お
ば
あ
さ
ん
も
そ
の
お
母
さ
ん
か
ら
影
響
を

受
け
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
人
間
は
順
送
り
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
影
響

を
及
ぼ
し
な
が
ら
生
存
を
続
け
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

、

。

私
は

そ
の
こ
と
を
人
間
の
背
負
っ
て
い
る
業
と
呼
ん
で
い
ま
す

人
間
が
成
長
し
て
自
分
を
知
ろ
う
と
思
い
は
じ
め
た
時
、
祖
父
母
や

親
、
つ
ま
り
先
祖
か
ら
ど
ん
な
悪
い
面
を
受
け
継
ぎ
、
ど
ん
な
よ
い

面
を
受
け
継
い
だ
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の
が
通
例
だ
と
思
う
の

で
す
。
そ
の
と
き
自
分
が
劣
等
感
を
持
ち
、
自
分
を
不
幸
だ
と
思
っ

て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
先
祖
か
ら
悪
い
面
ば
か
り
を
う
け
つ
い
で
来

て
い
る
よ
う
に
思
え
、
自
分
の
業
の
深
さ
に
愕
然
と
す
る
こ
と
に
な

る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

、

、

、

し
か
し

普
通
の
場
合

業
の
深
さ
を
自
覚
は
で
き
る
の
で
す
が

そ
こ
か
ら
た
や
す
く
は
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
人

間
の
苦
し
み
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
苦
し
み
を
真
摯
に
受
け
止
め
、

そ
れ
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
け
ば
、
や
が
て
抜
け
出
せ
る
チ
ャ
ン
ス

、

、

は
訪
れ
る
も
の
な
の
で
す
が

多
く
の
人
は
そ
こ
か
ら
目
を
そ
ら
し

忘
れ
よ
う
と
し
、
現
実
の
中
で
妥
協
し
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
ま
た
順
送
り
に
、
自
分
の
子
供
に
同
じ
悲
哀
を
味

わ
わ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
わ
け

で
す
か
ら
、
子
供
の
悲
哀
に
対
し
て
適
切
に
対
処
し
て
、
そ
こ
か
ら

抜
け
出
さ
せ
て
や
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
じ
よ
う
な
業
を
繰
り
返
し

。

、

、

て
行
く
わ
け
で
す

さ
ら
に

自
分
を
見
つ
め
よ
う
と
し
な
い
人
は

自
分
が
そ
う
し
た
業
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
す
ら
、
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
い
ま
す
。
た
だ
現
実
に
不
幸
が
起
こ
っ
た
時
、
例
え
ば
息
子
や

そ
の
嫁
が
き
つ
く
て
自
分
が
の
け
者
扱
い
に
さ
れ
、
毎
日
生
き
て
い

、

、

る
の
さ
え
い
や
に
な
る

子
供
や
つ
れ
あ
い
に
先
だ
た
れ
て
し
ま
う

自
分
や
家
族
が
次
か
ら
次
へ
と
病
気
に
な
っ
た
り
、
事
故
に
あ
っ
た

り
す
る
、
子
供
や
孫
が
人
生
に
失
敗
し
た
り
、
障
害
を
も
つ
こ
と
に

な
っ
た
り
す
る
、
そ
う
し
た
と
き
は
じ
め
て
多
く
の
人
は
自
分
の
不

幸
を
な
げ
き
、
自
分
の
力
を
越
え
た
何
か
大
き
な
も
の
の
存
在
を
感

じ
、
そ
れ
を
恐
れ
、
自
分
の
生
ま
れ
の
業
の
深
さ
に
気
付
く
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
時
に
、
信
仰
心
を
起
こ
し
神
や
佛
に
お
す
が

り
で
き
る
人
は
、
ま
だ
救
わ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。
今
の
多

く
の
人
は
、
そ
ん
な
時
で
も
そ
れ
は
偶
然
そ
う
な
っ
た
だ
け
で
、
自

分
の
力
で
、
あ
る
い
は
人
に
す
が
っ
て
、
再
び
幸
せ
を
回
復
で
き
る

と
考
え
る
人
が
大
多
数
の
よ
う
で
す
。
自
己
（
人
間
）
に
と
ら
わ
れ

た
傲
慢
そ
の
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
い

つ
ま
で
た
っ
て
も
心
の
安
ら
ぎ
は
や
っ
て
来
ま
せ
ん
。

少
し
話
が
そ
れ
ま
し
た
が
、
人
間
は
皆
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
深
い

業
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
成
長
し
て
人
間
と
し
て
自

覚
で
き
る
存
在
に
な
り
ま
す
と
、
自
ら
の
主
体
的
努
力
で
そ
の
業
か

ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
点
に
こ
そ
動
物

と
は
違
っ
た
人
間
の
人
間
ら
し
さ
が
あ
る
わ
け
な
の
で
す
。
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で
は
、
ど
う
す
れ
ば
自
分
の
業
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
（
解
脱

、
）

が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

結
論
か
ら
先
に
言
い
ま
す
と
、
よ
い
人
つ
ま
り
業
か
ら
抜
け
出
し

た
人
に
め
ぐ
り
あ
っ
て
、
そ
の
人
を
手
本
と
す
る
こ
と
で
す
。

書
き
出
し
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
人
は
よ
い
人
に
め
ぐ
り
合
っ

て
だ
け
、
よ
い
人
に
な
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
は
単
な
る
動
物
で

は
な
く
、
人
と
心
を
通
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
人
間
に
な
れ
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
、
人
生
の
初
期
の
よ
う
に
業
と

、

、

し
て
他
か
ら
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く

自
ら
の
意
志
で

自
ら
の
選
択
で
、
自
ら
の
感
性
で
、
心
を
通
わ
せ
る
人
を
見
つ
け
出

す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
主
体
性
が
許
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い

。

、

う
こ
と
で
す

こ
う
し
て
選
ん
だ
そ
の
よ
い
人
の
心
に
感
動
す
る
時

そ
の
よ
い
人
を
自
己
に
取
り
入
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
起
こ
り
、

そ
の
人
を
お
手
本
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
そ
の
よ
い
人
の
行
っ
て
き
た
こ
と
、
言
っ
た
こ
と
を
、
ひ

た
す
ら
行
お
う
、
実
践
し
よ
う
と
思
う
と
き
、
自
ら
も
そ
の
高
み
に

達
す
る
可
能
性
が
出
て
き
ま
す
。

私
も
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
よ
い
人
と
め
ぐ
り
あ
っ
て
来
ま
し
た
。

例
え
ば
、
哲
学
の
師
匠
の
鈴
木
亨
先
生
（
現
大
阪
経
済
大
学
理
事

長

、
宗
教
と
は
何
か
を
教
え
ら
れ
た
釈
尊
、
ヨ
ー
ガ
と
印
度
哲
学

）
の
佐
保
田
鶴
治
さ
ん
、
禅
の
道
元
、
子
供
へ
の
情
動
の
教
育
の
大
切

さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
良
寛
、
詩
の
す
ば
ら
し
さ
と
修
業
の
大
切
さ

を
実
践
で
示
し
て
下
さ
っ
て
い
る
坂
村
真
民
さ
ん
、
こ
の
四
国
に
来

た
お
か
げ
で
、
こ
れ
ま
で
や
っ
て
来
た
こ
と
を
統
合
さ
せ
て
下
さ
っ

た
一
生
の
師
と
な
る
で
あ
ろ
う
弘
法
大
師
さ
ま
な
ど
で
す
。

こ
う
し
た
多
く
の
よ
い
人
と
の
め
ぐ
り
あ
い
の
お
か
げ
で
、
私
の

人
生
が
こ
ん
な
に
も
心
豊
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
何
回
と
な
く
書
い
て
来
ま
し
た
が
人
の
幸
せ
は
、
自

分
の
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
の
幸
せ
は
、
自
分
の
外
に
ど
ん
な
出

来
事
が
起
き
よ
う
と
、
例
え
ば
、
自
分
が
病
気
に
な
ろ
う
が
、
子
供

が
な
く
な
ろ
う
が
、
財
産
や
地
位
や
名
誉
を
失
お
う
が
、
決
し
て
く

ず
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
自
分
自
身
の
心
の

中
に
あ
る
か
ら
で
す
。
外
界
の
ど
ん
な
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
不

動
な
わ
け
で
す
。

皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、
目
標
と
す
べ
き
人
を
定
め
て
、
そ
の
人
が
言
う

こ
と
や
、
や
っ
て
い
る
こ
と
を
お
手
本
に
し
て
日
々
の
生
活
を
送
っ

て
下
さ
い
。
必
ず
心
の
中
に
無
上
の
幸
せ
が
訪
れ
て
き
ま
す
。

繰
り
返
し
で
恐
縮
で
す
が

「
あ
た
ま
」
で
分
か
っ
て
い
て
も
、

、

人
に
感
動
す
る
感
性
つ
ま
り
「
こ
こ
ろ
」
は
磨
け
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ガ

を
し
、
真
言
を
唱
え
て
「
か
ら
だ
」
で
感
性
を
磨
い
て
下
さ
い
。
そ

し
て
自
分
が
感
動
で
き
る
良
い
人
を
見
つ
け
て
、
そ
の
人
を
お
手
本

に
し
、
ご
自
分
も
「
か
ら
だ
」
を
使
っ
た
修
業
を
続
け
て
下
さ
い
。
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自
作
詩
選

自
己
を
開
く

い
つ
で
も

ど
こ
で
も

誰
に
で
も

自
己
を
開
い
て
い
ら
れ
る
人

親
し
い
人
に

そ
と
で

会
っ
た
時
に
は

自
己
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
人

身
内
と

家
の
中
に

い
る
時
だ
け

自
己
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
人

い
つ
も

ど
こ
で
も

誰
に
も

自
己
を
開
け
な
い
人

ヨ
ー
ガ
を
す
れ
ば

随
處
作
主

随
事
皆
開
誘

で
き
な
い
こ
と
三
つ

で
き
そ
う
で

で
き
な
い
こ
と

三
つ

自
ら
は
倹
約
し

そ
の
分
を
人
に

お
布
施
す
る
こ
と

自
ら
に
は
厳
し
く

ど
こ
ま
で
も
人
に
は

優
し
く
す
る
こ
と

人
間
的
向
上
を
念
じ

た
ゆ
ま
ず
こ
つ
こ
つ

精
進
す
る
こ
と

疲
労

人
に
傷
つ
き

人
に
失
望
し
て

心
が
疲
れ
る
と

体
も
疲
れ
る

す
る
と

何
か
を
す
る
意
欲
が

無
く
な
っ
て
く
る

心
を
許
せ
る
人
の
所
が

恋
し
く
な
っ
て
く
る

人
は
人
と

心
を
通
わ
せ
合
え
る
時
だ
け

心
が
や
す
ま
る

誰
と
で
も
心
を

通
わ
せ
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に

修
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
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聖
一
国
師
の
言
葉

Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ

こ
こ
ろ
の
時
代
で

よ
い
言
葉
を
聞
い
た

一
時
座
禅
す
れ
ば

一
時
の
佛
な
り

一
日
座
禅
す
れ
ば

一
日
の
佛
な
り

一
生
座
禅
す
れ
ば

一
生
の
佛
な
り

こ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ガ
禅
を

ず
っ
と
続
け
て
い
こ
う
と

こ
こ
ろ
新
た
に
決
意
す
る

こ
の
世
は
因
縁

こ
の
世
は

す
べ
て

因
縁

誰
か
と
出
会
い

誰
か
と
別
れ
る
の
も

因
縁

病
気
に
な
る
の
も

死
が
訪
れ
る
の
も

み
ん
な
因
縁

す
べ
て
が

仏
様
の

お
は
か
ら
い

よ
い
因
縁
に

恵
ま
れ
ま
す
よ
う

お
祈
り
を
し
て
い
こ
う

三
毒

仏
教
で

三
毒
と
は

貪
・
瞋
・
痴
の
こ
と

こ
れ
は

十
善
戒
身
口
意
の

意
（
こ
こ
ろ
）
に
属
す
る
三
つ

貪
は
む
さ
ぼ
り
お
し
む
こ
と

瞋
は
お
こ
り
に
く
む
こ
と

痴
は
正
し
い
理
法
が
分
か
ら
な

い
こ
と

仏
教
で
は
こ
の
三
つ
を

他
の
七
つ
の
悪
業
の

根
拠
と
考
え
る

こ
こ
ろ
の
何
と
大
切
な
こ
と
よ

こ
こ
ろ
を
磨
い
て
い
こ
う

悪
を
な
さ
な
く
て
も
良
い
よ
う

に
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セ
ミ
の
声

け
さ
庭
の
柿
の
木
で

今
年
は
じ
め
て

セ
ミ
が
鳴
い
た

ジ
ャ
ー
ン
ジ
ャ
ー
ン
ジ
ャ
ー
ン

も
う
梅
雨
明
け
も

ま
ぢ
か
か

本
格
的
夏
の
訪
れ
を
告
げ
る

セ
ミ
の
声
よ

あ
り
が
と
う

お
前
の
お
か
げ
で

夏
を
耐
え
る
心
構
え
が

出
来
て
く
る

毎
朝
毎
朝

目
覚
ま
し
の
代
わ
り
に

鳴
い
て
く
れ

お
前
の
声
で

今
日
も

夏
を
感
じ
る
か
ら

自
分
を
す
て
る

Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ

「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
で

よ
い
話
を
聞
い
た

「
空
」
を
見
る
の
に
仰
向
き
に

寝
て
見
る
と

全
部
が
見
え
る

立
っ
て

足
で
支
え
て
見
る
と

後
ろ
は
見
え
な
い

座
っ
て

腰
で
支
え
て
見
て
も

後
ろ
は
見
え
な
い

自
分
を
す
て
て

大
地
に
全
て
を
ま
か
せ
て
見
る

と全
て
の
「
空
」
が
見
え
て
く
る
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）

真
言
宗
在
家
勤
行
式
（
Ⅵ

「
佛
説
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」

ぶ

っ

せ

つ

ま

か

は

ん

に

ゃ

は

ら

み

っ

た

し

ん

ぎ

ょ

う

つ
い
に
、
心
経
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
こ
の
心
経
は
こ
れ
ま
で

実
に
多
く
の
人
が
解
説
し
て
き
ま
し
た
。
最
近
で
も
あ
る
元
作
家
の

女
性
僧
侶
の
人
が
書
い
た
の
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
す
ら
な
り
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
心
経
が
多
く
の
人
の
関
心
の
的
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
漢
文
が
必
ず
し
も
上
手
で
は
あ

り
ま
せ
ん
し
、
印
度
哲
学
思
想
に
通
じ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
こ
の
心
経
を
解
説
す
る
の
に
は
多
少
の
勇
気
が
必

要
で
す
。
し
か
し
、
私
が
尊
敬
し
ま
す
佐
保
田
鶴
治
さ
ん
が
書
か
れ

ま
し
た
『
般
若
心
経
の
真
実

（
人
文
書
院
）
と
い
う
す
ば
ら
し
い

』

解
説
に
出
会
い
ま
し
た
の
で
こ
の
説
を
参
考
に
し
な
が
ら
出
来
る
か

ぎ
り
わ
か
り
や
す
く
解
説
を
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

経
典
の
解
釈
に
は
つ
き
も
の
の
、
題
号
解
釈
（
だ
い
ご
う
げ
し
ゃ

く
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
経
題
の
解
釈
の
仕
方
が

と
て
も
大
切
で
す
の
で
、
ま
ず
今
回
は
こ
の
解
説
の
み
で
終
わ
ら
せ

て
頂
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
経
題
の
解
釈
の
仕
方
に
は
こ
れ
ま
で
に
二
つ
の
説
が
あ
り
ま

す
。
一
つ
は
大
般
若
経
と
い
う
と
て
も
と
て
も
長
い
お
経
の
エ
ッ
セ

ン
ス
を
説
い
た
お
経
で
あ
る
と
す
る
見
方
で
す
。
も
う
一
つ
は
弘
法

大
師
さ
ま
も
「
般
若
心
経
秘
鍵
」
と
い
う
本
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
説
で
す
が
、
般
若
菩
薩
と
い
う
佛
様
の
心
臓
を
説
い
た
お
経
で
あ

る
と
す
る
説
で
す
。
こ
こ
で
も
こ
の
説
を
と
り
ま
す
。

前
者
の
説
は
顕
教
の
立
場
に
あ
る
人
が
説
か
れ
る
説
で
心
経
の

「
心
」
を
肝
心
な
こ
と
、
中
心
的
な
こ
と
、
肝
要
な
こ
と
、
つ
ま
り

エ
ッ
セ
ン
ス
と
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
説
は

私
た
ち
密
教
の
立
場
に
あ
る
人
の
見
方
で
、
心
経
の
心
を
心
臓
そ
の

も
の
と
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
前
に
も
述
べ
ま
し
た
よ

う
に
、
心
臓
を
説
き
あ
か
す
お
経
と
い
う
一
見
わ
か
り
に
く
い
解
釈

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
わ
か
っ
て
い
た
だ
く
に
は
密
教
の

特
徴
で
あ
る
真
言
や
観
想
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

先
月
号
の
こ
の
欄
で
も
真
言
と
は
何
か
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が

そ
れ
は
神
々
に
対
す
る
呼
び
掛
け
の
句
で
あ
っ
た
り
、
お
祈
り
や
お

願
い
の
句
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
お
経
が
般
若
心
経

の
心
臓
を
説
き
あ
か
す
と
は
、
実
は
般
若
菩
薩
の
真
言
を
説
き
あ
か

す
こ
と
な
の
で
す
。

心
臓
が
真
言
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
一
般
の
方
は
な
か
な
か
ご
理

解
い
た
だ
け
な
い
こ
と
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
真
言
密
教
の
僧

侶
に
と
り
ま
し
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
よ
く
わ
か
る
こ
と

。

、

、

な
の
で
す

密
教
の
修
法
で
は
手
に
印
を
結
び

口
に
真
言
を
唱
え

心
に
観
想
（
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
）
を
し
な
が
ら
身
心

の
統
一
、
つ
ま
り
即
身
成
仏
を
は
か
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
修
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法
の
中
に
、
成
仏
に
至
る
の
に
重
要
な
観
想
と
し
て
「
月
輪
観
」
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
心
臓
に
満
月
を
思
い
う
か
べ
、
そ
の

上
に
こ
の
世
界
が
私
た
ち
人
間
の
理
解
を
越
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
書
い
た
文
字
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
そ
の
こ
と
を
唱
え
ま
す
。
こ

う
し
た
修
業
を
積
み
ま
す
と
、
自
分
の
心
臓
が
満
月
輪
と
イ
メ
－
ジ

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
無
限
の
宇
宙
の
か
な
た
ま
で
広
げ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
自
分
が
宇

宙
の
中
心
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
根
源
と
思
え
る
の
で
す
。
そ
れ
を
密

教
で
は
「
無
分
別
観
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
う
無
分
別
観
を

得
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
即
身
成
仏
で
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
心
臓
は
密
教
で
は
単
な
る
要
点
で
は
な
く
、
成
仏
を

得
る
上
で
、
と
て
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
般
若
菩
薩
の

心
臓
と
は
般
若
菩
薩
の
お
か
げ
を
受
け
る
た
め
に
そ
の
ご
真
言
を
ひ

た
す
ら
唱
え
る
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
心
経
の
最
後
に
出
て
き
ま
す

「
ギ
ャ
ー
テ
ー

ギ
ャ
ー
テ
ー

・
・
・
ソ
ワ
カ
」
と
い
う
真
言
を

唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
般
若
菩
薩
の
ご
加
護
を
得
る
こ
と

。

。

が
で
き
る
わ
け
で
す

で
す
か
ら
心
臓
は
真
言
と
言
え
る
わ
け
で
す

と
こ
ろ
で
話
が
少
し
前
後
し
て
恐
縮
で
す
が
心
臓
の
前
に
つ
い
て

い
ま
す

「
佛
説

「
摩
訶

「
般
若
波
羅
蜜
多
」
と
い
う
語
に
つ
い

、

」

」

て
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
佛
説
と
い
う
語
で
す
が
こ
れ

。

、

は
字
の
如
く
佛
様
が
お
説
き
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
す

従
っ
て

こ
の
語
は
最
後
の
経
に
掛
か
る
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
次
に
摩
訶
と

い
う
語
で
す
が
、
こ
れ
は
大
い
な
る
と
か
非
常
の
と
い
う
意
味

で
、
次
に
く
る
般
若
波
羅
蜜
多
の
形
容
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
般
若
波
羅
蜜
多
と
い
う
語
で
す
が
、
こ
れ
は
密
教
の
佛
様
で

あ
り
ま
す
般
若
菩
薩
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
菩
薩
は
佛

母
と
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
女
性
の
菩
薩
で
す
。
何
故
佛
母
と
呼
ば
れ

る
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
の
菩
薩
の
名
前
の
意
味
を
解
説
し
な
い
と

ご
理
解
い
た
だ
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
般
若
と
い
う
言
葉
は
智
恵
を

意
味
し
ま
す
。
仏
教
で
智
恵
と
言
い
ま
す
の
は
七
月
号
の
「
幸
せ
に

な
り
た
い
人
は
」
の
所
で
述
べ
ま
し
た
、
大
乗
仏
教
の
実
践
徳
目
で

あ
る
六
波
羅
蜜
の
六
番
目
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
同
じ
号
の

「
十
三
佛
紹
介
（
Ⅲ

」
で
も
述
べ
て
い
ま
す
。
次
の
波
羅
蜜
多
は

）

極
限
ま
た
は
完
成
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
語
源
的
に
は
「
向

こ
う
岸
に
辿
り
着
い
た
状
態
」
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
意
を
く
ん
で

到
彼
岸
と
も
訳
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
到
彼
岸
と
は
、
修
業
に
よ
っ

（

）

（

）

て
煩
悩
の
此
岸

し
が
ん

か
ら
解
脱
の
境
地
た
る
彼
岸

ひ
が
ん

に
達
す
る
こ
と
と
言
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
六
番
目
の
智

恵
の
波
羅
蜜
（
＝
波
羅
蜜
多
）
を
行
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
涅
槃
に
達

す
る
、
つ
ま
り
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
般

若
波
羅
蜜
多
が
佛
を
生
み
出
す
母
体
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
こ

の
菩
薩
が
佛
母
と
呼
ば
れ
る
所
以
が
あ
り
ま
す
。
ま
と
め
ま
す
と
、

「
仏
様
が
説
か
れ
た
、
大
般
若
菩
薩
の
心
臓
（
真
言
）
を
明
ら
か
に

す
る
お
経
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。



- 1 0 -

）

十
三
仏
の
紹
介
（
Ⅳ

「
普
賢
菩
薩
」

こ
の
仏
様
は
、
先
月
号
で
述
べ
ま

し
た
よ
う
に
、
文
殊
菩
薩
と
並
ん
で
釈
迦
仏
の
脇
侍
（
き
ょ
う
じ
）

で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
釈
迦
三
尊
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

真
言
密
教
で
は
、
付
法
八
祖
（
注
を
参
照
）
の
第
二
祖
と
さ
れ
る

金
剛
薩
捶
（
こ
ん
ご
う
さ
っ
た
）
さ
ま
と
同
体
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

、

（

）

こ
の
金
剛
薩
捶
さ
ま
は

大
日
如
来
さ
ま
の
説
か
れ
る
法
門

教
え

を
聞
か
れ
て
、
こ
れ
を
結
集
（
聖
典
に
編
集
）
し
、
鉄
塔
内
に
安
置

し
た
の
ち
、
第
三
祖
の
龍
猛
（
り
ゅ
う
め
ょ
う
）
菩
薩
さ
ま
に
授
け

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

曼
陀
羅
で
は
、
五
月
号
で
紹
介
し
ま
し
た
胎
蔵
界
の
中
台
八
葉
院

の
南
東
と
文
殊
院
に
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
六
月
号
で
紹
介
し
ま
し

た
金
剛
界
の
三
昧
耶
、
微
細
、
供
養
、
降
三
世
、
降
三
世
三
昧
耶
の

諸
会
に
、
賢
劫
十
六
尊
（
け
ん
ご
う
じ
ゅ
う
ろ
く
そ
ん
）
と
呼
ば
れ

る
大
切
な
仏
様
の
一
人
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

弘
法
大
師
さ
ま
は

「
十
住
心
論
」
と
い
う
書
物
の
な
か
で
真
言

、

密
教
の
「
秘
密
荘
厳
心
」
が
最
高
の
宗
教
的
境
地
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
次
に
高
い
境
地
と
し
て
華
厳
宗
の
「
極
無
自
性

心
」
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
実
は
こ
の
華
厳
宗
が
基
づ
い
て
い
ま

す
華
厳
経
（
奈
良
の
東
大
寺
は
華
厳
宗
の
お
寺
で
す
し
、
そ
こ
の
大

仏
さ
ま
は
華
厳
教
主
の
毘
盧
遮
那
佛
で
す
）
が
、
こ
の
菩
薩
の
法
門

（
教
え
）
を
説
い
た
も
の
な
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
菩
薩
は
十
大
願
と
呼
ば
れ
る
、
次
の
よ
う
な
十
個
の

広
大
な
誓
願
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

①
礼
敬
諸
佛
、
②
賞
讃
如
来
、
③
広
修
供
養
、
④
懺
悔
業
障
、
⑤

随
喜
功
徳
、
⑥
請
転
法
輪
、
⑦
請
佛
住
世
、
⑧
常
随
佛
学
、
⑨
恒
順

衆
生
、
⑩
普
皆
廻
向
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
願
い
は
、
虚
空
が
尽
き
、
衆
生
が
尽
き
、
衆

生
の
業
が
尽
き
、
衆
生
の
煩
悩
が
尽
き
る
ま
で
、
尽
き
る
こ
と
は
な

い
、
と
い
う
一
大
決
心
を
（
本
誓
と
）
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
法
華
経
に
も
、
こ
の
経
典
を
誦
持
す
る
行
者
を
こ
の
菩
薩
が

守
護
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

わ
が
国
で
は
平
安
時
代
に
法
華
経
が
隆
盛
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ

て
観
音
さ
ま
（
法
華
経
に
出
て
き
ま
す
）
と
共
に
こ
の
菩
薩
の
信
仰

が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
は
観
音
さ
ま
ほ
ど
信
仰
を
集
め
て
は

い
ま
せ
ん
が
、
当
時
彫
ら
れ
た
彫
刻
や
描
か
れ
た
絵
画
が
多
く
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

（
注
）
真
言
宗
の
付
法
八
祖
と
は
次
の
八
人
の
仏
様
で
す
。
①
大

日
如
来
、
②
金
剛
薩
捶
、
③
龍
猛
菩
薩
、
④
龍
智
菩
薩
、
⑤
金
剛
智

三
臧
、
⑥
不
空
三
臧
、
⑦
恵
果
和
尚
、
⑧
弘
法
大
師
。
四
国
八
十
八

ケ
所
霊
場
の
七
十
五
番
札
所
、
善
通
寺
へ
お
参
り
す
る
駐
車
場
か
ら

の
参
道
の
橋
の
欄
干
に
、
こ
の
八
祖
の
名
か
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
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盂
蘭
盆
会
に
つ
い
て

「
う
ら
ぼ
ん
え
」
と
読
み
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
お
盆
の
こ
と
で
す
。

今
日
の
八
月
十
五
日
は
お
盆
で
す
の
で
、
少
し
解
説
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。
こ
の
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ウ
ラ
ン
バ
ナ
（
地
獄
で
の

逆
さ
吊
る
し
の
苦
し
み
を
解
く
こ
と
）
の
音
訳
で
、
漢
訳
で
は
意
味

を
く
ん
で
「
倒
懸
（
と
う
け
ん

」
と
訳
し
て
い
ま
す
。

）

「
盂
蘭
盆
経
」
と
い
う
お
経
に
、
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
あ

る
目
蓮
尊
者
（
も
く
れ
ん
そ
ん
じ
ゃ
）
が
、
自
分
の
お
母
さ
ん
が
死

後
、
地
獄
の
餓
鬼
道
（
飢
え
の
世
界
）
に
落
ち
て
苦
し
ん
で
い
る
の

を
知
り
、
釈
尊
の
教
え
で
七
月
十
五
日
に
僧
侶
に
対
し
て
食
物
な
ど

の
お
布
施
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
お
母
さ
ん
は
救
わ

れ
た
と
い
う
話
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
盂
蘭
盆
会
は
、
こ
の
お
経

の
説
話
に
基
づ
い
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
お
盆
に
は
、
先
祖
の
み
霊
を
わ
が
家
に
お
招
き
し
、
さ

ま
ざ
ま
の
物
を
お
供
え
し
て
、
ご
供
養
を
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
心

、

「

」

「

」

は

こ
れ
ま
で
も
何
回
も
述
べ
て
来
ま
し
た

お
布
施

と

感
謝

と
に
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
は
、
①
物
（
食
べ
物
や
道
具

な
ど
）
と
②
生
命
（
植
物
や
動
物
な
ど
の
生
き
物
）
と
③
精
神
（
他

の
人
達
）
の
調
和
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
全
て
に

感
謝
し
、
全
て
を
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。
今
日
は
、
そ
れ
を
意
識

す
る
日
と
い
え
ま
す
。

（
普
賢
菩
薩
の
挿
絵
・
省
略
し
て
い
ま
す
）
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後
記

一
、
今
月
号
は
、
夏
休
み
で
少
し
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
た
こ
と
と
、

お
盆
と
い
う
こ
と
で
十
二
頁
に
増
や
し
ま
し
た
。
や
は
り
実
感
と
し

て
増
え
た
だ
け
大
変
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

二
、
私
が
真
言
密
教
の
修
業
を
始
め
て
、
約
一
年
た
ち
ま
し
た
。
毎

日
、
三
十
分
か
ら
二
時
間
程
度
ま
で
の
間
で
ヨ
ー
ガ
、
修
法
、
読
経

を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
期
間
に
私
の
ど
こ
が
、
ど
う
変
わ
っ
た
の

か
、
自
分
で
は
も
う
一
つ
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
自
覚
で
き
て
い

る
点
と
し
て
次
の
事
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
会
議
で
、
私
が
悪
い
と
思

う
こ
と
は
悪
い
と
、
誰
に
も
は
ば
か
ら
ず
発
言
す
る
こ
と
が
出
来
だ

し
た
こ
と

・
・
・
と
以
下
四
つ
五
つ
書
い
た
の
で
す
が
、
読
み
返

、

し
て
み
て
、
た
と
え
本
当
で
も
こ
れ
を
書
い
た
ら
自
慢
話
と
受
け
取

ら
れ
そ
う
な
の
で
削
除
し
ま
し
た
。
や
は
り
一
つ
だ
け
言
わ
せ
て
頂

き
ま
す
と
、
誰
に
対
し
て
も
、
何
に
対
し
て
も
こ
だ
わ
り
が
少
な
く

な
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。

三
、
こ
の
と
こ
ろ
、
障
害
児
や
登
校
拒
否
児
の
子
供
た
ち
と
共
に
暮

ら
せ
る
施
設
を
作
り
た
い
、
と
い
う
思
い
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
私
な
り
の
宗
教
活
動
の
一
環
と
し
て
行
い
た
い
、
つ
ま

り
、
そ
こ
の
構
成
員
の
皆
が
、
お
互
い
に
温
か
く
、
思
い
や
り
に
満

ち
、
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
社
会
に
す
る
、
そ
こ
を
訪
れ
た
人
は
皆

心
が
温
ま
っ
て
帰
っ
て
い
け
る
、
そ
う
い
う
社
会
を
作
り
た
い
訳
で

。

、

。

す

最
終
的
に
は

世
界
中
を
そ
う
し
た
社
会
に
し
た
い
か
ら
で
す

月
刊

平
成
二
年
八
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

八
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
。


