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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
二
巻

二
月
号

清
心
者
大
橋
さ
ん

い
つ
も
人
に

心
を
向
け
て
い
る

大
橋
（
た
い
き
ょ
う
）
さ
ん

底
抜
け
に

表
情
の
暖
か
い

大
橋
さ
ん

そ
し
て
ど
こ
ま
で
も

や
さ
し
い

大
橋
さ
ん

私
が
「
風
邪
を
引
い
た
み
た
い
」
と
言
っ
た
ら

「
先
生
が
死
ん
だ
ら
僕
泣
く
」
と
言
っ
て
く
れ
た

大
橋
さ
ん

で
も
甘
え
る
の
を

一
生
懸
命
お
さ
え
て
い
た

大
橋
さ
ん

清
心
者

そ
の
ま
ま
に

心
を
映
す

清
心
者

執
ら
わ
れ
見
ゆ
る
は

わ
れ
ら
の
心
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健
康
で
長
生
き
し
た
い
人
は

一
、
カ
ロ
リ
ー
を
取
り
過
ぎ
な
い
こ
と
。

今
月
か
ら
「
健
康
で
長
生
き
す
る
た
め
の
十
ケ
条
」
の
各
条
を

順
次
、
解
説
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
月
は
、
そ
の
第
一

条
で
す
。

先
日
、
あ
る
と
こ
ろ
で

「
私
は
長
生
き
の
た
め
に
、
出
来
る

、

だ
け
カ
ロ
リ
ー
や
塩
分
・
糖
分
を
取
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い

る
」
と
話
し
た
と
こ
ろ
、
八
十
歳
に
な
る
あ
る
大
金
持
ち
の
お
婆

さ
ん
が
、
タ
バ
コ
を
ふ
か
し
な
が
ら

「
自
分
は
好
き
な
も
の
を

、

食
べ
て
、
好
き
な
こ
と
を
し
て
今
日
ま
で
生
き
て
き
た
。
そ
ん
な

こ
と
を
し
て
気
を
付
け
て
い
て
も
、
死
ぬ
と
き
は
死
ぬ
。
長
生
き

す
る
人
は
長
生
き
す
る
。
馬
鹿
な
こ
と
を
言
う
も
の
だ
」
と
つ
っ

か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
大
変
傲
慢
な
人
な
の
で
、
多
少
私
が
オ
ー

バ
ー
に
言
っ
た
の
が
気
に
い
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
は
思
い
ま
す

が
、
で
も
こ
れ
は
、
多
く
の
人
が
多
か
れ
少
な
か
れ
持
っ
て
い
る

考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
ま
で
し
て
長
生
き
し
な
く
て
も
よ

い
、
長
生
き
で
き
る
人
は
、
ど
ん
な
に
し
て
い
て
も
長
生
き
で
き

る
の
だ
、
と
思
っ
て
い
る
人
は
案
外
多
い
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

で
も
、
そ
れ
は
間
違
っ
た
考
え
方
で
す
。
い
の
ち
に
こ
だ
わ
ら

な
い
で
、
豪
快
な
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
う
す

れ
ば
健
康
で
長
生
き
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
科
学
的
に
分
か
っ
て

い
る
の
に
、
自
分
の
欲
望
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
て
、
そ
れ

に
居
直
っ
て
好
き
な
こ
と
を
し
、
長
生
き
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ

の
人
の
運
命
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
人
間
と
し
て
堕
落
で
あ
り
、

傲
慢
で
あ
り
、
無
知
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
人
間
が
生
き
て
い
る
の
は
、
た
だ
仏
（
神
）
さ
ま
か
ら

い
の
ち
を
頂
い
て
、
あ
る
い
は
お
預
か
り
し
て
生
き
て
い
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
自
分
が
自
由
に
で
き
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
し
て

よ
い
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
お
預
か
り
し
た
こ
の
い
の
ち
を
、

自
己
完
成
と
他
者
奉
仕
の
た
め
に
出
来
る
だ
け
大
事
に
し
、
長
生

き
す
る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
た
道
な
の
で
す
。
で
も
長
生
き
す
る

こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
誰
で
も
が
、
明
日
「
お
迎

え
」
が
来
る
か
も
知
れ
な
い
身
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
時
は

。

、

安
ら
か
に
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
も
た
と
え
そ
う
で
も

自
己
の
欲
望
を
制
御
し
て
、
今
日
の
い
の
ち
を
大
切
に
し
、
精
一

杯
に
自
己
完
成
と
他
者
奉
仕
の
た
め
に
生
き
て
い
く
。
そ
う
し
て

い
る
時
初
め
て
幸
せ
や
悟
り
へ
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
謙
虚
で
自
己
統
制
の
き
い
た
毎
日
を
生
き
て
い
れ

、

、

、

ば

人
に
は
誰
か
れ
の
区
別
な
く
優
し
く
な
れ
ま
す
し

犬
や
猫

牛
や
馬
を
始
め
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
大
切
に
し
、
物
を
粗
末

に
し
な
い
人
間
に
な
っ
て
行
け
る
の
で
す
。

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
本
題
の
「
カ
ロ
リ
ー
を
取
り

過
ぎ
な
い
こ
と
」
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
現
代
の
、
日
本

を
始
め
と
す
る
諸
文
明
国
で
は
、
た
い
て
い
の
人
が
ひ
ど
く
食
べ

過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
多
く
の
カ
ロ
リ
ー
を
必
要
と
す
る

肉
体
労
働
の
殆
ど
が
機
械
の
操
作
に
と
っ
て
替
わ
っ
て
い
ま
す
。

農
業
し
か
り
、
土
木
作
業
し
か
り
で
す
。
で
す
か
ら
多
く
の
人
が

そ
れ
ほ
ど
カ
ロ
リ
ー
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
に
、

食
べ
物
は
豊
富
に
な
り
、
ど
う
し
て
も
多
く
を
食
べ
る
結
果
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
戦
後
、
食
料
が
不
足
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
多
く
を
食
べ
て
太
る
こ
と
が
よ
い
こ
と
と
さ
れ
た
時
代
も

あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
高
い
栄
養
を
と
る
こ
と
が

よ
い
こ
と
と
さ
れ
た
り
、
た
と
え
そ
う
と
は
思
わ
な
く
て
も
、
過

去
の
習
慣
か
ら
つ
い
食
欲
や
味
覚
に
負
け
て
、
食
べ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
人
が
健
康
で
あ
る
た
め
に
は
、
食
べ
過
ぎ
て
、
カ
ロ

リ
ー
を
多
く
取
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、

多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
イ
ン
ド
独
立
の
父
と
呼
ば
れ
て
い
る
マ
ハ
ト
マ
・
ガ

ン
ジ
ー
は
「
ガ
ン
ジ
ー
の
健
康
法
（
編
集
工
房
ノ
ア
刊

」
と
い

）

う
本
の
中
で
、
身
体
的
・
精
神
的
健
康
に
な
る
た
め
に
は
「
食
べ

る
量
が
少
な
す
ぎ
て
、
健
康
を
損
な
う
と
い
う
心
配
は
全
く
な
い

か
ら
、
私
た
ち
の
一
般
に
食
べ
て
い
る
食
物
の
量
を
減
ら
す
こ
と

が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た

「
健
康
面

、

、

」

か
ら
考
え
て

少
な
く
と
も
二
週
間
に
一
度
の
断
食
は
有
益
で
す

し

「
人
間
の
食
物
は
、
太
陽
の
あ
た
っ
た
果
物
と
木
の
実
だ
け

、

で
十
分
で
、
ぶ
ど
う
の
よ
う
な
果
物
や
ア
ー
モ
ン
ド
の
よ
う
な
木

、

。

の
実
か
ら

か
ら
だ
の
組
織
や
神
経
に
必
要
な
栄
養
が
と
れ
ま
す

そ
の
よ
う
な
食
事
を
す
れ
ば
、
肉
欲
や
そ
の
他
の
欲
望
の
抑
制
が

楽
に
な
り
ま
す

私
の
共
同
研
究
者
も
私
と
同
様
経
験
的
に

人

。

、『

間
は
食
物
に
応
じ
て
そ
れ
な
り
の
人
に
な
る
』
と
い
う
イ
ン
ド
の

」

、

諺
に
多
く
の
真
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た

と
述
べ

徹
底
し
た
菜
食
主
義
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
座
っ
て
仕
事

を
す
る
男
女
が
一
日
に
必
要
と
す
る
食
物
の
量
を
次
の
様
に
あ
げ

て
い
ま
す
。
牛
乳
九
〇
〇

、
穀
物
（
麦
、
米
、
大
麦
）
一
七

C
C

〇
グ
ラ
ム
＝
一
合
余
り
、
葉
菜
八
五
グ
ラ
ム
、
他
の
野
菜
一
四
二

グ
ラ
ム
、
ギ
ー
（
バ
タ
ー
を
作
る
際
に
で
き
る
上
澄
み
液
で
乳
製

品
の
一
種
）
四
三
グ
ラ
ム
ま
た
は
バ
タ
ー
五
七
グ
ラ
ム
、
糖
蜜
ま

た
は
白
砂
糖
四
三
グ
ラ
ム
、
新
鮮
な
果
物
は
各
人
の
好
み
と
ふ
と

こ
ろ
具
合
に
応
じ
て
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
教
授
で
老
年
学

の
世
界
的
権
威
で
あ
る
ロ
イ
・
Ｌ
・
ウ
ォ
ル
フ
ォ
ー
ド
氏
は
「
人

間
は
ど
こ
ま
で
長
生
き
で
き
る
か
（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
刊

」
と
い

）

う
本
の
中
で
、
将
来
は
一
二
〇
歳
で
も
働
け
る
人
が
出
て
く
る
と

予
測
し
、
そ
の
た
め
に
は
毎
日
適
度
の
「
運
動
」
を
し
な
が
ら
、

摂
取
す
る
カ
ロ
リ
ー
を
減
ら
し
て
、
一
日
一
六
〇
〇
カ
ロ
リ
ー
以
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。

、

下
に
す
る
事
を
提
案
し
て
い
ま
す

も
し
こ
れ
を
越
え
る
と
き
は

一
週
に
一
日
な
い
し
二
日
は
断
食
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述

べ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
カ
ロ
リ
ー
を
減
ら
し
て
も
、
食
事
は
栄

養
的
に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
お
り
、
繊
維
を
多
く
含
み
、
ナ
ト
リ

ュ
ウ
ム
（
塩
）
を
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

念
を
押
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
号
で
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
大
阪
府
八
尾
市
で
開
業
医
を
し
て
い
る
明
石
陽
一
氏

は
「
小
食
の
す
す
め

健
康
の
本
質
（
創
元
社
刊

」
と
い
う
本

―

）

を
書
き
、
そ
の
中
で
過
食
が
病
気
を
造
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
自
分
の
体
験
か
ら
小
食
に
し
て
、
カ
ロ
リ
ー
の
摂
取
を
減

ら
す
こ
と
が
健
康
維
持
に
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
年
齢
別
の
カ
ロ
リ
ー
摂
取
表
を
あ
げ
、
自
分
の
適

、

、

量
と
し
て
は

二
十
歳
以
上
で
は
一
五
〇
〇
カ
ロ
リ
ー
以
下
に
し

加
齢
に
伴
い
減
少
さ
せ
七
十
歳
で
は
一
〇
〇
〇
カ
ロ
リ
ー
が
良
い

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
ガ
ン
ジ
ー
同
様
に
、
肉
食
よ
り
も
菜
食
を

勧
め
、
具
体
的
な
献
立
や
、
小
食
に
よ
っ
て
病
気
が
治
っ
た
臨
床

例
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
一
日
総
熱
量
約
一
〇
〇
〇
カ
ロ
リ
ー
の

具
体
的
な
小
食
の
献
立
を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
朝
食
は
、

何
も
な
し
。
昼
食
は
、
な
べ
や
き
う
ど
ん
（
う
ど
ん
玉
一
玉
、
玉

子
一
個
、
カ
シ
ワ
一
切
れ
＝
四
〇
グ
ラ
ム
、
ネ
ギ
、
シ
イ
タ
ケ
、

ニ
ン
ジ
ン

。
夕
食
は
、
主
食
が
ご
飯
一
杯
、
副
食
が
納
豆
五
〇

）

グ
ラ
ム
、
パ
セ
リ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
レ
ン
コ
ン
の
て
ん
ぷ
ら
、
大

根
の
お
ろ
し
少
々
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
の
ゴ
マ
和
え
。

最
後
に
、
か
つ
て
「
牛
尾
式
菜
食
法
」
で
知
ら
れ
た
、
医
師
で

あ
る
牛
尾
盛
保
氏
は
自
己
の
体
験
を
も
と
に
「
菜
食
の
効
用
（
光

文
社
刊
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス

」
と
い
う
本
を
書
き
、
こ
れ
ま
で

）

紹
介
し
た
の
と
同
様
に
、
肉
食
を
止
め
て
、
菜
食
に
す
る
よ
う
に

説
い
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
肉
食
が
悪
い
例
と
し
て
、
エ
ス
キ

モ
ー
は
肉
食
し
か
し
な
い
の
で
平
均
寿
命
が
二
七
歳
前
後
で
し
か

な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
ま
す

（
ち
な
み
に
、
日
本
で
も
極
端
に

。

カ
ロ
リ
ー
を
と
っ
て
肥
る
こ
と
に
専
念
す
る
「
お
相
撲
さ
ん
」
の

平
均
寿
命
が
短
い
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
す

。
ま
た
、

）

肥
満
が
多
く
の
病
気
の
原
因
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
解
消
す
る

。

、

た
め
に
も
菜
食
が
よ
い
と
述
べ
て
い
ま
す

自
分
の
体
験
と
し
て

肉
食
中
心
か
ら
菜
食
に
変
え
、
カ
ロ
リ
ー
も
一
一
〇
〇
程
度
（
そ

、

、

の
分
量
は
玄
米
で
一
日
三
〇
〇
グ
ラ
ム
＝
二
合

副
食
は
ご
ま
塩

少
量
の
野
菜
）
に
抑
え
て
、
六
ケ
月
で
七
五
キ
ロ
の
体
重
を
五
三

、

、

、

キ
ロ
ま
で
減
ら
し

現
在
は
五
五
キ
ロ
で

動
作
が
活
発
に
な
り

思
考
力
も
向
上
し
、
冬
で
も
オ
ー
バ
ー
な
し
の
、
極
め
て
若
々
し

い
健
康
な
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
健
康
で
長
生
き
を
志
す
人
達
が
異
口
同
音
に
唱

え
る
の
は
、
適
当
な
運
動
（
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
部
分
は
紹

介
し
て
い
ま
せ
ん
が
）
を
し
、
低
カ
ロ
リ
ー
で
高
栄
養
の
バ
ラ
ン
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ス
の
と
れ
た
食
事
を
す
る
こ
と
の
大
切
さ
で
す
。
運
動
と
バ
ラ
ン

ス
の
よ
い
食
事
は
別
の
号
で
述
べ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
私
の
し
て
い
る
、
食
事
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
に
、
私
は
一
〇
年
来
ヨ
ー
ガ
を
し
、
こ
の

と
こ
ろ
は
、
食
事
に
も
気
を
使
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
の
と
こ
ろ

と
て
も
健
康
で
す
。
五
年
間
で
一
度
だ
け
病
気
を
し
ま
し
た
が
、

そ
の
流
感
の
時
、
三
九
度
の
熱
が
し
て
も
一
日
寝
れ
ば
も
う
起
き

て
働
け
ま
し
た
。

食
事
で
す
が
、
朝
は
牛
乳
一
合
と
バ
ナ
ナ
一
本
か
納
豆
一
パ
ッ

ク
、
昼
は
牛
乳
一
合
と
、
生
野
菜
（
キ
ャ
ベ
ツ
、
人
参
、
玉
葱
、

大
根
な
ど
を
き
ざ
ん
だ
も
の
）
と
、
卵
一
個
と
、
シ
ー
チ
キ
ン
か

ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
の
蛋
白
源
と
の
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
あ
え
に
、
バ
ナ
ナ

一
本
ま
た
は
や
き
い
も
少
々
で
す
。
夕
食
は
「
鍋
料
理
」
で
、
具

は
出
来
る
だ
け
品
数
を
多
く
す
る
と
と
も
に
、
野
菜
を
多
く
し
、

動
物
蛋
白
は
牛
や
豚
は
避
け
、
鶏
肉
か
魚
に
し
て
い
ま
す
。
穀
類

は
と
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
夜
お
酒
を
飲
み
ま
す
の
で
少
し
食

べ
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
出
来
る
だ
け
バ

。

、

ラ
ン
ス
を
と
る
様
に
心
掛
け
て
い
ま
す

四
月
ご
ろ
に
な
っ
た
ら

一
週
間
の
断
食
行
を
何
ヵ
月
か
に
一
度
づ
つ
行
い
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
方
法
や
体
験
談
も
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

見

え

ぬ

も

の

歌

詠

み

の

歌

を

い

む

雲
の
彼
方
の

飛
行
機
が

良
寛
の

耳
の
聞
こ
え
ぬ

歌
詠
み
の
歌

人
に
と
り

い
む
わ
け
が

存
在
し
な
い

明
治
以
降
の

も
の
の
よ
う
に

歌
に
も
見
ゆ
る

空
の
彼
方
の

啄
木
の

み
仏
は

作
歌
の
う
ま
さ

心
の
曇
っ
た

ど
こ
へ
や
ら

人
に
と
り

こ
こ
ろ
の
貧
し
さ

存
在
し
な
い

見
る
に
つ
け
て
は

か
り
の
も
の
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清

心

者

大

愚

さ

ん

こ
だ
わ
り
の
な
い

笑
顔
の
す
て
き
な

大
愚
さ
ん

そ
の
微
笑
み
に

ど
れ
だ
け
心
が

や
わ
ら
げ
ら
れ
た
か

で
も
あ
る
時

そ
の
表
情
が

曇
っ
て
し
ま
っ
た

で
も
そ
れ
は

私
の
心
の

照
り
返
し

人
と
心
を
通
わ
す
こ
と
が

ど
ん
な
こ
と
か

改
め
て
知
ら
さ
れ
た

鳴

門

の

夜

風

二

句

吹
く
風
の

冬
の
夜
寒
の

借
家
か
な

山
が
鳴
る

戸
が
鳴
る

鳴
門
の
冬
の
夜

弘

法

の

霊

気

弘
法
の

修
行
の
あ
と
を

訪
ぬ
れ
ば

わ
が
身
の
中
に

霊
気
は
し
り
ぬ

仏

の

国

嬉
し
さ
の

尽
き
な
ん
国
ぞ

彼
の
国
は

天
に
ま
し
ま
す

仏
の
国
は

苦

悩

の

お

蔭

げ

死
を
思
う

苦
悩
の
お
か
げ

今
日
の
わ
れ

い
つ
ど
こ
に
居
る
も

こ
こ
ろ
満
ち
た
り

四

国

八

十

八

霊

場

霊
場
や

お
堂
か
た
む
き

庫
裏
お
き
る

山

の

人

た

ち

山
の
人
た
ち
は

あ
た
た
か
い

素
朴
な
人
情

素
朴
な
付
き
合
い

素
朴
な
笑
い

日
本
の
社
会
の

暖
か
さ
が
あ
る

自
然
の
育
む

暖
か
さ
が
あ
る

そ
こ
に
生
ま
れ
る

素
朴
な
信
仰
が
あ
る

山
の
人
た
ち
は

あ
た
た
か
い
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弘

願

寺

で

詠

め

る

歌

九
人
の

弘
願
寺

気
高
さ
や

僧
た
ち
が
住
む

取
り
巻
く
人
の

弘
願
寺
か
ら

弘
願
寺

俗
っ
ぽ
さ
も

見
る
富
士
は

そ
れ
ぞ
れ
に
良
き

清
心
僧
が

清
僧
た
ち
の

そ
れ
ぞ
れ
の
味

清
め
て
く
れ
る

心
根
に
似
て

自
作
随
筆
選
（
１
）

善
き
友

仏
教
の
思
想

１

知
恵
と
慈
悲
―
ブ
ッ
ダ
―
増
谷
文
雄
・
梅

原
猛
著
の
一
七
二
頁
以
下
を
読
ん
で
書
く

「
サ
ン
ガ
に
お
い
て

。

は
す
べ
て
が
善
き
友

と
題
し
て

釈
尊
在
世
の
頃
は

教
団

サ

」

、

、

（

ン
ガ
）
の
成
員
が
す
べ
て
平
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
イ
ン
ド
で
は
強
い
カ
ー
ス
ト
制
度
が
あ
っ
た
が
、
出
家
し
て

教
団
に
入
れ
ば
、
み
ん
な
が
平
等
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。あ

る
経
典
（
相
応
部
経
典
、
四
五
、
二

「
半

。
漢
訳
同
本
、

、

」

雑
阿
含
経
、
二
七
、
一
五

「
善
知
識

）
に
、
次
の
よ
う
な
こ

、

」

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
ア
ー
ナ
ン
ダ
（
弟
子
）
よ
、
善
き
友
を
も
ち
、
善
き
朋
輩

、

（

）

。

と
と
も
に
い
る
こ
と
は

こ
の
道

仏
道

の
す
べ
て
で
あ
る

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
善
き
友
を
も
て
る
比
丘
は
、
彼
が
聖
な
る
八

支
の
道
（
八
正
道
）
を
習
い
修
め
、
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

が
、
期
し
て
俟
（
ま
）
た
れ
る
か
ら
で
あ
る

。
」

「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
そ
れ
は
こ
の
こ
と
を
考
え
て
も
判
る
で

は
な
い
か
。
人
々
は
、
私
（
釈
尊
）
を
善
き
友
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
老
い
ね
ば
な
ら
ぬ
身
に
し
て
老
い
よ
り
自
由
に
な
る

こ
と
が
で
き
る
。
病
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
み
で
あ
り
な
が
ら
病
よ
り

自
由
に
な
る
こ
と
を
う
る
。
あ
る
い
は
、
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
身

で
あ
り
な
が
ら
、
死
よ
り
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
善
き
友
を
も
ち
、

善
き
朋
輩
と
と
も
に
い
る
こ
と
が
、
こ
の
道
の
す
べ
て
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
判
る
で
は
な
い
か

。」

こ
れ
は
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
「
教
育
は
響
育
で
あ
る
」
と
い
う

主
張
と
全
く
同
じ
趣
旨
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
ま
り

、

。

。

の
一
致
に

読
ん
で
い
て
び
っ
く
り
し
た

あ
り
難
い
事
と
思
う

何
か
因
縁
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
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自
作
随
筆
選
（
２
）

新
し
い
呼
び
名

か
つ
て
は
、
低
能
児
、
異
常
児
、
特
殊
児
童
、
白
痴
、
痴
愚
、

、

、

、

、

魯
鈍
な
ど
と
呼
ば
れ

今
は
障
害
児

知
恵
お
く
れ

養
護
児
童

精
神
遅
滞
児
、
精
薄
児
（
精
神
薄
弱
児
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
子
供

達
が
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
呼
び
名
も
人
に
よ
り
、
精
薄
児
は
良
い
が
、
知

恵
お
く
れ
は
悪
い
と
言
う
し
、
そ
の
逆
も
い
ま
す
。
特
殊
児
童
は

悪
い
が
、
養
護
児
童
な
ら
良
い
と
も
言
い
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
み
な
彼
ら
の
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
と
こ
ろ
を
捉
え
て
言
っ
て
い
る
点
で
す
。
な
ぜ
、
そ
ん
な

議
論
を
す
る
と
き
、
も
っ
と
良
い
と
こ
ろ
に
目
が
行
か
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

私
は
、
人
は
生
ま
れ
た
時
は
、
と
て
も
「
清
ら
か
な
心
」
を
も

っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
無
条
件
に
人
に
「
心
」
を
向
け
て
い

る
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
最
近
の
発
達
心
理
学
の
研
究

か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
成
長
す
る
に
つ
れ
「
身
体
」
で
だ
ん
だ
ん
と
自
由

に
行
動
が
出
来
だ
し

「
頭
」
で
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に

、

な
る
に
つ
れ
て
「
心
」
は
人
に
向
く
の
で
は
な
く
、
自
分
へ
と
向

か
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
発
達
と
呼
ん
で
い
る
わ
け

、

、

で
す
が

し
か
し
そ
れ
は
心
の
清
ら
か
さ
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば

逆
に
そ
れ
を
失
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
頭

や
身
体
が
自
由
に
な
る
ほ
ど
、
心
も
自
由
に
な
る
よ
う
な
躾
け
や

教
育
が
い
り
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
ど
ん
ど
ん
心
に
垢
が
た
ま

っ
て
、
人
の
心
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
な
の

に
、
い
ま
日
本
人
は
、
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
ま
せ
ん
し
、
そ

う
し
た
教
育
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
頭
」
の
発
達
が
普
通
の
人
と
比
べ
て

遅
れ
て
い
る
子
供
た
ち
は
、
心
の
汚
れ
が
相
対
的
に
少
な
い
と
言

え
る
と
思
う
の
で
す
。
実
際
に
接
し
て
み
て
も
、
そ
れ
は
よ
く
わ

か
る
こ
と
で
す
。

私
は
、
こ
の
子
た
ち
の
呼
び
名
を
、
こ
の
良
い
と
こ
ろ
を
捉
え

て
、
付
け
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
を
「
清
心
児
」
あ
る
い
は

「
清
心
者
」
と
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
も
世
界
で
戦
争
や
紛
争
が
絶
え
ま
せ
ん
。
世
界
中
の
人
が

名
利
を
追
求
し
、
弱
肉
強
食
は
、
動
物
の
世
界
と
あ
ま
り
変
わ
ら

な
い
ほ
ど
、
蔓
延
し
て
い
ま
す

「
適
応
」
と
い
う
言
葉
で
そ
れ

。

を
正
当
化
さ
え
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
か
た
あ
り
ま
せ

ん
。
人
は
本
当
に
人
の
心
を
感
じ
る
心
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う

か
さ
え
、
疑
い
た
く
な
っ
て
き
ま
す
。
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い
ま
人
が
失
い
か
け
て
い
る
、
こ
の
「
清
ら
か
な
心
」
や
「
人

の
心
を
感
じ
る
心
」
を
取
り
戻
す
契
機
と
な
れ
る
の
は
、
知
能
の

発
達
は
進
ま
な
い
が
、
そ
う
し
た
心
を
も
っ
た
子
供
た
ち
だ
と
思

う
の
で
す
。
そ
の
子
供
た
ち
の
呼
び
名
は
、
で
す
か
ら

「
清
心

、

児
」
を
お
い
て
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

い
ま
世
界
中
の
人
が
目
指
す
べ
き
価
値
は
「
清
心
者
」
と
な
る

事
だ
と
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
心
性
本
浄

客
塵
煩
悩
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
心
は

も
と
も
と
清
ら
か
な
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
が
、
客
観
の
世
界
の

塵
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
ま
す
。
塵
を
払
っ
て
、
心
を
清
ら
か
に

す
る
と
き
、
本
当
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
目
指
す
、
絶
対
者
（
＝
如

来
）
と
の
一
体
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

清
心
児

よ
い
名
で
呼
ば
れ

仲
間
い
り

こ
れ
か
ら
は

あ
ら
ゆ
る
人
の

手
本
と
な
る

真
言
宗
在
家
勤
行
式
（
十
一
）

「
般
若
心
経

（
六
）

」

、

、「

」

今
回
は

分
別
諸
乗
分

の
第
三
区
分

相

ふ
ん
べ
つ
し
ょ
じ
ょ
う
ぶ
ん

そ
う

＝
「
是
故
空
中

無
色

無
受
想
行
識

無
眼
耳
鼻
舌
身
意

無
色
声
香
味
触
法

無
眼
界
乃
至
無
意
識
界
」
の
部
分
に
進
み
ま

す
。

。「

、

読
み
下
し
文
は
以
下
の
通
り
で
す

こ
の
故
に
空
の
中
に
は

色
も
無
く
、
受
想
行
識
も
無
く
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
も
無
く
、
色
声

香
味
触
法
も
無
く
、
眼
界
か
ら
意
識
界
ま
で
の
六
つ
の
界
も
無

い

。」
少
し
解
説
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
始
め
の
「
色
受
想

行
識
」
は
、
す
で
に
第
一
巻
九
月
号
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
「
五

蘊

」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
人
間
と
こ
の
世
界
を
成
り
立
た
せ

ご
う
ん

て
い
る
五
つ
の
要
素
の
こ
と
で
す
。
復
習
し
て
お
き
ま
す
と
、
①

色

は
、
物
質
的
な
も
の
全
て
、
②
受

は
、
外
界
を
取
り
入
れ

し
き

じ
ゅ

る
心
の
働
き
、
つ
ま
り
感
覚
作
用
、
③
想

は
、
心
に
イ
メ
ー
ジ

そ
う

ぎ
ょ
う

を
思
い
浮
か
べ
る
働
き
、
つ
ま
り
知
覚
・
表
象
作
用
、
④
行

は
、
前
の
二
つ
以
外
の
心
の
働
き
、
つ
ま
り
意
志
・
記
憶
な
ど
の

心
的
作
用
、
⑤
識

は
、
心
の
働
き
全
般
を
総
括
す
る
働
き
、
つ

し
き

ま
り
純
粋
な
意
識
・
認
識
作
用
、
を
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
ま
す
。
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次
に

「
無
眼
耳
鼻
舌
身
意
～
無
意
識
界
」
の
と
こ
ろ
は
、
眼

、

・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
つ
の
知
覚
器
官
で
あ
る
六
根
と
色

・
声
・
香
・
味
・
触
・
法
の
六
つ
の
対
象
の
世
界
で
あ
る
六
境
と

眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
つ
の
認
識
作
用
で
あ
る
六
識

（
＝
界
）
と
が
無
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
六

根
と
六
境
を
あ
わ
せ
て
十
二
処
と
呼
び
、
そ
れ
に
六
識
を
加
え
た

も
の
を
十
八
界
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
間
存
在
の
十
八

の
構
成
要
素
は
互
い
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
①
眼
と
色

や
形
と
視
覚
、
②
耳
と
音
声
と
聴
覚
、
③
鼻
と
香
と
嗅
覚
、
④
舌

と
味
と
味
覚
、
⑤
皮
膚
と
触
れ
ら
れ
る
も
の
と
触
覚
、
⑥
心
と
考

え
ら
れ
る
も
の
と
心
の
識
別
作
用
、
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
五
蘊
と

十
二
処
と
十
八
界
を
「
三
科

」
と
呼
び
ま
す
が
、
今
月
号
の

さ
ん
か

こ
の
部
分
は

「
空
」
の
立
場
か
ら
見
る
と
き
、
す
べ
て
実
体
を

、

も
た
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。

弘
法
大
師
は
、
こ
の
「
相

」
は
弥
勒
菩
薩
の
深
い
悟
り
の
境

そ
う

地
（
自
内
証
）
を
説
い
た
も
の
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す

（
な

。

お
、
弥
勒
菩
薩
に
つ
い
て
は
、
第
一
巻
十
二
月
号
の
十
一
頁
で
紹

介
い
た
し
ま
し
た

。
こ
の
菩
薩
の
大
い
な
る
慈
し
み
の
心
は
、

）

衆
生
済
度
そ
の
も
の
な
の
で
、
こ
の
現
象
世
界
へ
の
執
わ
れ
に
よ

る
苦
し
み
を
取
り
除
い
て
、
幸
せ
を
与
え
て
下
さ
る
こ
と
を
願
っ

て
お
ら
れ
る
し
、
誡
め
と
し
て
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
を
説
か
れ

て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
少
し
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
弥
勒
菩
薩
の
解
説
の

補
足
と
し
て
先
日
、
私
が
弥
勒
信
仰
に
つ
い
て
経
験
し
た
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
今
か
ら
半
月
程
前
、
そ
の
日
は

朝
か
ら
少
し
体
の
調
子
が
悪
く
、
そ
れ
が
ど
う
も
誰
か
の
霊
の
身

代
わ
り
と
い
っ
た
感
じ
が
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
夕
食
に
な

っ
て
は
っ
き
り
と
気
分
の
む
か
つ
き
と
な
っ
て
現
れ
て
き
ま
し

た
。
一
緒
に
食
事
を
し
て
い
た
友
人
に
よ
り
ま
す
と
、
顔
色
が
青

く
一
見
し
て
病
気
に
見
え
た
そ
う
で
す
。
普
段
は
何
を
食
べ
て
も

お
い
し
い
の
で
す
が
、
そ
の
日
だ
け
は
殆
ど
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

す
ぐ
に
、
毛
布
を
何
枚
も
重
ね
て
布
団
を
敷
き
、
横
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
白
隠
禅
師
の
内
観
の
秘
法
を
し
、
じ
っ
と
上
を
向

い
て
寝
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
時
不
思
議
な
気
持
ち
が
私

を
取
り
巻
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
何
と
も
言
え
な
い
満
足
感
と

い
う
か
充
実
感
と
い
っ
た
も
の
が
、
湧
き
出
し
て
き
た
の
で
す
。

「
あ
あ
、
病
気
に
な
っ
て
こ
れ
で
死
ん
だ
ら
、
私
は
き
っ
と
兜
率

天
に
行
く
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
居
ら
れ
る
弘
法
大
師
に

お
会
い
し
、
お
側
に
お
仕
え
し
て
弥
勒
菩
薩
の
下
生

の
と
き

げ
し
ょ
う

一
緒
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
ま
た
衆
生
を
救
う
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
頂
く
に
違
い
な
い
」
と
強
く
確
信
す
る
こ
と
が
出
来

た
の
で
す
。
な
ぜ
そ
ん
な
気
持
ち
に
成
っ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん

、

。

が

と
に
か
く
そ
の
時
は
深
い
満
足
感
に
ひ
た
っ
て
い
た
の
で
す
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そ
し
て
夜
中
に
目
を
覚
ま
し
ま
す
と
、
す
っ
き
り
し
た
気
分
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
日
後
、
宮
田
登
氏
編
の
「
弥
勒
信
仰
（
雄
山
閣
出

版
刊

」
を
入
手
し
て
読
み
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
夜

）

中
じ
ゅ
う
読
み
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
は
っ
き
り
と
弘
法
大
師
の

兜
率
天
へ
の
往
生
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の

中
で
、
大
師
の
遺
言
に
あ
た
る
「
御
遺
告

二
十
五
箇
条
」

ご
ゆ
い
ご
う

の
第
十
七
に
「
自
分
は
死
後
は
兜
率
天
に
い
く
」
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
、
弘
法
大
師
全
集
を
持

ち
出
し
て
き
て
、
読
み
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て

あ
り
ま
し
た

「
・
・
・
私
が
な
き
後
に
は
、
必
ず
ま
さ
に
兎
率

。

天
に
往
生
し
て
、
弥
勒
菩
薩
の
も
と
に
お
仕
え
す
る
で
あ
ろ
う
。

五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
は
、
必
ず
弥
勒
菩
薩
と
共
に
人
間
界
に

下
り
、
謹
ん
で
お
側
に
お
仕
え
し
て
、
私
が
歩
ん
だ
跡
を
訪
ね
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
方
、
こ
の
世
に
下
る
ま
で
の
間
は
、
兎
率
天

の
か
す
か
な
雲
間
か
ら
望
み
見
て
、
人
々
の
信
仰
・
不
信
仰
を
観

察
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
に
仏
道
に
励
ん
で
い
れ
ば
、
助
け

を
得
る
で
あ
ろ
う
。
信
仰
の
な
い
者
は
不
幸
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

後
の
世
に
な
っ
て
も
決
し
て
仏
道
に
精
進
す
る
こ
と
を
お
ろ
そ
か

に
し
て
は
な
ら
な
い

・
・
・
」
と
。

。

あ
あ
、
何
と
不
思
議
な
因
縁
で
あ
ろ
う
か
。
南
無
大
師
遍
照
金

剛

南
無
大
師
遍
照
金
剛

南
無
大
師
遍
照
金
剛
。

十
三
仏
の
紹
介
（
Ⅷ
）

「
観
世
音
菩
薩
」

般
若
心
経
に
出
て
く
る
名
前
は
「
観
自
在
菩
薩
」
で
す
。
二
つ

の
翻
訳
名
が
あ
り
ま
す
。
後
者
が
新
し
い
名
で
す
。

先
月
号
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
四
国
八
十
八
霊
場
の
ご
本
尊
は

こ
の
観
音
さ
ま
が
一
番
多
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
番
多
く
信
仰

を
集
め
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

法
華
経
普
門
品
と
い
う
お
経
に
は
「
善
男
子
、
も
し
無
量
百
千

万
億
の
衆
生
あ
っ
て
諸
々
の
苦
悩
を
受
け
て
い
れ
ば
、
こ
の
観
世

音
菩
薩
の
名
（
真
言
）
を
一
心
に
称
す
る
な
ら
ば
、
観
世
音
菩
薩

は
即
時
に
そ
の
音
声
を
観
じ
て
、
み
ん
な
解
脱
す
る
こ
と
を
得
さ

せ
て
く
だ
さ
る
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
菩
薩
に
は
色
々
な
変
化
身
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
総
体
を
聖

観
音
と
言
い
ま
す
が
、
ほ
か
に
十
一
面
、
千
手
、
如
意
輪
、
准
胝

、
馬
頭
（
以
上
六
観
音

、
不
空
羂
索

（
以
上

じ
ゅ
ん
て
い

ふ
く
う
け
ん
じ
ゃ
く

）

で
七
観
音
）
が
あ
り
ま
す
。

信
仰
を
集
め
て
い
る
の
は
、
西
国
三
十
三
所
観
音
の
流
行
を
み

て
も
分
か
り
ま
す
。

曼
陀
羅
で
は
、
胎
蔵
界
は
中
台
八
葉
院
の
西
北
と
蓮
華
部
の
主

尊
で
お
ら
れ
ま
す
。
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後
記

一
、
先
月
号
で
、
走
出
山
観
音
寺
で
の
活
動
と
、
笠
岡
市
走
出
福

之
谷
で
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
開
設
の
中
止
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た

と
こ
ろ
、
い
く
つ
か
の
感
想
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
有
り

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
人
間
は
み
な
何
か
の
因
縁
で
動
い
て
い
ま

す
。
何
事
に
も
執
ら
わ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

二
、
第
一
巻
十
一
月
号
の
後
記
に
書
き
ま
し
た
、
精
神
薄
弱
者
を

僧
侶
と
す
る
超
宗
派
寺
院
の
弘
願
寺
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
富
士

宮
市
に
新
し
い
修
道
院
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
四
泊

、

。

さ
せ
て
い
た
だ
き

い
ろ
い
ろ
と
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

と
て
も
有
意
義
な
時
を
過
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
時
の
様

子
を
少
し
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

い
ま
僧
侶
は
、
九
人
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
な
か
で
特
に
、
精
神

薄
弱
者
と
思
わ
れ
る
四
十
歳
前
後
の
、
十
年
近
い
修
行
を
積
ん
で

き
た
二
人
の
人
に
大
変
感
銘
を
う
け
ま
し
た
。
朝
は
五
時
半
か
ら

、

、

。

起
き
て

修
行
を
始
め
ま
す
が

そ
れ
が
と
て
も
上
手
な
の
で
す

普
段
は
、
言
葉
さ
え
う
ま
く
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
が
、
お
経
は
と
て

も
流
暢
で
、
ま
っ
た
く
つ
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
の

笑
顔
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
口
で
は
表
せ
な
い
ほ
ど
で
す
。
底
抜
け

に
明
る
く
、
暖
か
く
、
屈
託
が
な
く
、
人
を
ど
こ
ま
で
も
信
じ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
二
日
目
で
し
た
か
、
朝
か
ら
熱
海

へ
私
を
入
れ
て
八
人
で
托
鉢
に
出
か
け
ま
し
た
。
私
は
初
め
て
の

こ
と
な
の
で
、
少
し
緊
張
し
ま
し
た
が
、
そ
の
精
神
薄
弱
者
僧
二

「

」

。

人
の
内
の
一
人
の

大
橋

さ
ん

は
慣
れ
た
も
の
で
し
た

た
い
き
ょ
う

私
と
組
ん
で
い
た
だ
い
て
、
一
緒
に
ま
わ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
姿

は
、
仏
さ
ん
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。

九
人
の
僧
侶
の
人
た
ち
と
様
々
な
触
れ
合
い
を
し
、
私
も
同
じ

よ
う
な
お
寺
を
作
り
た
い
と
い
う
思
い
を
一
層
強
く
し
て
帰
っ
て

き
ま
し
た
。

三
、
そ
の
将
来
の
お
寺
の
名
前
で
す
が
「
清
心
者
寺
院
心
光
寺
」

と
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
と
場
所
と
建
物
と
お
金
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
何
年
先
に
な
る
か
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
必
ず
実
現
し
た
い
と
念
じ
て
い
ま
す
。
ご
支
援
の
ほ
ど
よ

ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

月
刊

平
成
三
年
二
月
十
五
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２

第
二
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町

二
月
号

三
ツ
石
芙
蓉
山
下
十
四

（
通
巻

真
言
宗
醍
醐
派

十
四
号
）

（
沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

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


