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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
四
巻

三
月
号

春
分
の
梅

春
分
を

咲
き
て
祝
い
し

梅
の
花

人
は
変
わ
る

心
を
磨
い
た
ら

自
然
の
変
化

人
の
こ
こ
ろ

見
え
な
か
っ
た
も
の
が

見
え
て
く
る

感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が

感
じ
ら
れ
る

子
ど
も
は
ペ
ッ
ト

親
に
と
り

子
ど
も
は
ス
ト
レ
ス

解
消
の

ペ
ッ
ト
と
な
り
し

多
く
の
家
庭
で

怒
鳴
れ
ど
も

泣
い
て
従
う

子
ど
も
た
ち

切
っ
て
切
れ
な
い

親
子
の
え
に
し
に

機
嫌
よ
く

時
に
気
分
で

可
愛
が
る

戸
惑
う
子
ど
も

何
ぞ
信
じ
ん
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生
き
が
い
を
感
じ
た
い
人
は

二
、
生
活
の
経
済
を
か
た
め
よ
う
。

「
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」
と
か
「
衣
食
足
れ
ば
則
ち
栄
辱

を
知
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、

い
ず
れ
も
中
国
の
こ
と
わ
ざ
で
、
衣
食
の
心
配
の
な
い
生
活
に
な

っ
て
、
は
じ
め
て
礼
儀
を
知
る
よ
う
に
な
る
、
あ
る
い
は
名
誉
を

、

。

重
ん
じ
恥
を
知
る
よ
う
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す

今
月
号
の
テ
ー
マ
の
「
生
活
の
経
済
を
か
た
め
よ
う
」
と
い
う
の

も
、
こ
の
こ
と
わ
ざ
で
い
う
「
衣
食
足
る
よ
う
に
し
よ
う
」
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
考
え
る
人
間
の
精
神
の
働
き
に
は
、
四
つ
の

。

、

（

）

、

も
の
が
あ
り
ま
し
た

つ
ま
り

①
心

情
動
－
感
情

の
働
き

（

）

、

（

）

、

②
体

感
覚
－
運
動

の
働
き

③
頭

認
知
－
言
語

の
働
き

④
魂
（
自
我
－
人
格
）
の
働
き
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
働

き
は
こ
の
順
番
に
、
年
齢
と
と
も
に
発
達
（
暢
達
）
す
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
前
の
働
き
が
後
の
働
き
の
前
提
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

で
は
、
こ
こ
で
い
う
「
生
活
の
経
済
を
か
た
め
る
」
の
は
、
こ

れ
ら
の
働
き
の
ど
れ
に
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
①
心
の
働
き
に
関
係
し
て
い
る
の

で
す
。
心
の
働
き
は
、
人
間
の
心
の
中
を
整
理
し
て
く
れ
る
働
き

で
す
。
そ
れ
は
、
性
欲
や
食
欲
や
優
越
欲
を
始
め
と
す
る
様
々
な

欲
望
、
ふ
さ
ぐ
と
か
は
し
ゃ
ぐ
と
か
い
っ
た
気
分
、
快
苦
喜
怒
哀

楽
な
ど
の
情
緒
、
人
と
心
を
通
わ
せ
た
い
と
か
人
を
愛
し
た
い
と

か
思
い
や
る
と
か
い
っ
た
感
情
、
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。

人
間
の
「
人
格
完
成
」
へ
の
発
達
（
暢
達
）
途
上
で
は
、
心
が

満
た
さ
れ
、
幸
福
感
を
味
わ
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
心
の
働
き
が
十

分
に
発
揮
さ
れ
た
時
な
の
で
す
。
そ
れ
が
後
の
発
達
（
暢
達
）
の

。

、

、

基
礎
と
な
っ
て
行
き
ま
す

そ
し
て

そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
の
は

大
多
数
の
場
合
、
家
庭
に
お
い
て
だ
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、

性
欲
の
満
足
は
さ
て
お
き
、
雨
風
や
寒
さ
が
防
げ
、
食
欲
が
満
た

さ
れ
、
自
分
が
一
生
懸
命
し
た
こ
と
が
家
族
に
認
め
ら
れ
、
家
族

か
ら
十
分
に
愛
情
を
掛
け
ら
れ
た
と
き
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ

は
、
実
は
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
て
、
自
己
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨

て
切
れ
な
い
世
間
の
大
多
数
の
人
に
と
っ
て
も
、
同
様
に
当
て
は

ま
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
家
庭
の
中
で
生
活
の
経
済
を
か
た
め
て
、
食
欲
が

満
た
さ
れ
、
雨
風
が
防
げ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
基
本
的
に
大

切
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
ま
述

べ
た
こ
と
は
最
低
の
生
活
が
満
た
さ
れ
る
必
要
を
説
い
て
い
る
だ

け
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
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に
経
験
し
た
よ
う
な
、
極
端
な
ひ
も
じ
さ
は
避
け
る
べ
き
だ
と
い

っ
て
い
る
の
で
す
。
現
在
の
よ
う
な
無
制
限
な
経
済
的
発
展
を
推

奨
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
世
界
中
か
ら
美
味
し
い
も
の

を
輸
入
し
、
た
ら
ふ
く
食
べ
て
、
腹
一
杯
に
な
っ
て
い
る
の
に
、

さ
ら
に
食
べ
、
遂
に
は
少
し
箸
を
付
け
る
だ
け
で
食
べ
残
し
、
後

は
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な
、
贅
沢
を
し
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
私
は
、
資
源
は
大
切
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
自
分

で
も
出
来
る
だ
け
実
行
し
た
い
と
思
い
、
毎
日
粗
食
に
心
掛
け
て

い
ま
す
。
肉
、
特
に
牛
肉
や
豚
肉
の
よ
う
な
、
生
産
性
の
悪
い
も

の
は
控
え
て
、
殆
ど
食
べ
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ガ
の
お
陰
で
、
別
に
欲

し
い
と
も
思
い
ま
せ
ん
。
出
来
る
だ
け
牛
や
豚
に
や
る
ダ
イ
ズ
や

イ
モ
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
食
べ
る
べ
き
だ
と
思
い
そ
う
し
て
い
ま

す
。
他
に
も
安
い
卵
と
バ
ナ
ナ
を
欠
か
さ
ず
食
べ
て
い
ま
す
。
パ

ン
も
め
ん
類
も
ご
は
ん
も
お
菓
子
も
殆
ど
た
べ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

魚
も
高
級
魚
の
餌
に
な
る
イ
ワ
シ
や
ア
ジ
を
食
べ
る
よ
う
に
心
掛

け
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
も
う
先
程
ち
ょ
っ
と
書
き
ま
し
た
よ

う
に
、
生
活
の
経
済
を
か
た
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
特
に

成
長
途
上
に
あ
る
子
ど
も
に
と
っ
て
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
大
人
は
、
出
来
る
だ
け
食
欲
は
勿
論
の
こ
と
性
欲
に
も
優
越

欲
に
も
金
欲
に
も
、
執
ら
わ
れ
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。

ど
う
も
子
ど
も
の
時
か
ら
、
経
済
的
に
不
自
由
を
し
ま
す
と
、

そ
の
こ
と
へ
の
執
ら
わ
れ
が
出
来
る
よ
う
で
す
。
宮
城
音
弥
と
い

う
著
名
な
心
理
学
者
に
よ
り
ま
す
と
、
子
ど
も
の
頃
と
て
も
貧
し

か
っ
た
田
中
角
栄
氏
も
「
刎
頸
（
ふ
ん
け
い
）
の
ま
じ
わ
り
」
と

言
わ
れ
た
億
万
長
者
の
友
人
、
小
佐
野
賢
治
氏
も
、
そ
の
子
ど
も

の
頃
の
貧
し
さ
と
い
う
劣
等
感
を
補
う
た
め
に
、
お
金
を
無
性
に

貯
め
た
が
っ
た
の
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。

、

（

）
、

、

、

し
か
し

人
間
は
食
欲

金
欲

性
欲

優
越
欲
を
克
服
し

気
分
や
情
緒
を
統
制
し
な
い
限
り
、
本
当
の
幸
せ
は
や
っ
て
来
ま

せ
ん
。
子
ど
も
の
頃
に
は
、
自
分
が
な
か
な
か
統
制
で
き
ま
せ
ん

し
、
後
の
執
ら
わ
れ
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
か
ら
、
飢
え
た
り
、

凍
え
た
り
し
な
い
程
度
の
経
済
的
な
安
定
が
是
非
必
要
と
思
い
ま

す
が
、
成
長
し
た
後
は
、
逆
に
経
済
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
る
努

力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
自
分
や
一
族
の
偉
さ
を
示
す
た
め
に
お

金
を
貯
め
る
よ
う
な
愚
か
さ
や
、
経
済
的
な
豊
か
さ
や
そ
の
平
等

だ
け
が
人
間
の
幸
せ
の
根
源
だ
と
思
う
よ
う
な
思
い
違
い
か
ら
、

開
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
極
端
に
言
え
ば
、
明
日
食
べ
る

も
の
は
明
日
考
え
ろ
、
と
も
言
え
る
の
で
す
。
自
ら
は
、
質
素
倹

約
に
勤
め
、
財
物
の
浪
費
を
避
け
て
蓄
積
し
、
飢
え
を
防
ぐ
こ
と

は
大
切
で
す
が
、
そ
の
蓄
え
が
余
れ
ば
喜
ん
で
不
自
由
な
人
に
差

し
上
げ
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

磨
く

多
く
の
人
は

し
げ
し
げ
と

靴
を
磨
く

車
を
磨
く

家
を
磨
く

で
も

め
っ
た
に

心
は
磨
か
な
い

そ
れ
は

磨
い
て
も

磨
い
て
も

磨
い
た
と

直
ぐ
に
は

感
じ
ら
れ
な
い
か
ら

磨
き
な
ば

磨
き
し
ほ
ど
の

光
あ
り

心
に
宿
す

仏
さ
ま
な
ら

人

間

の

値

打

ち

人
間
の

値
打
ち
が
ど
こ
に

あ
る
の
か
と

尋
ね
ら
れ
れ
ば

答
え
な
む

自
分
を
殺
し

他
人
を
生
か
せ

仁

の

思

想

中
国
の

仁
の
思
想
は

自
分
を
殺
し
て

ひ
と
を
生
か
す

と
い
う
こ
と

な
の
に
今
は

ひ
と
を
殺
し
て

自
分
を
生
か
し
て
い
る

こ
ん
な
こ
と
で
は

ど
こ
ま
で
行
っ
て
も

争
い
は
絶
え
な
い

こ

が

ら

し

の

夜

木
枯
ら
し
や

布
団
も
冷
た
し

借
家
か
な

気

付

か

ぬ

矛

盾

自
ら
が

差
別
さ
れ
た
と

言
う
舌
の

乾
か
ぬ
う
ち
に

差
別
発
言



- 5 -

人
を
食
っ
た
話

あ
い
づ
ち

か
つ
て

あ
い
づ
ち
は

日
本
の
偉
大
な

次
の
六
つ
が

総
理
大
臣
だ
っ
た

よ
ろ
し
か
ろ

吉
田
茂
が

記
者
団
か
ら

ど
う
り
で
！

総
理
は
何
故
そ
ん
な
に

な
る
ほ
ど
！

血
色
が
よ
い
の
で
す
か
と

そ
れ
か
ら
！

問
わ
れ
て

ほ
ん
と
う
！

い
つ
も
人
を
食
っ
て
い
る
か
ら
だ

う
っ
そ
う
！

と
答
え
た
と
い
う

は
い
は
い
！

こ
れ
ぞ

ま
っ
こ
と

出
来
る
だ
け

人
を
食
っ
た
話
ぞ

相
手
を

あ
っ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
ー

な
め
る
気
持
ち
で

言
う
が

よ
ろ
し
か
ろ

自
作
随
筆
選

人
間
の
子
育
て
の
意
味

「
人
間
は
、
人
間
に
育
て
ら
れ
て
の
み
人
間
と
な
る

」
こ
の

。

命
題
は
、
人
間
の
子
ど
も
が
人
間
の
親
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
こ

と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
含

ま
れ
る
意
味
は
、
そ
れ
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
私
に
は

思
え
る
の
で
す
。
子
ど
も
と
親
と
の
交
互
作
用
が
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
子
と
親
と
の
精
神
の
弁
証
法
的
統
合
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
を
酌
ん
で

先
の
命
題
を
親
の
立
場
に
置
き
換
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
と

思
い
ま
す

「
人
間
は
、
人
間
を
育
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
人

。

間
と
な
る

」
こ
の
命
題
の
意
味
を
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い

。

ま
す
。

日
本
に
は

「
子
を
持
っ
て
知
る
親
の
恩
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ

、

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
わ
ざ
の
意
味
も
、
こ
の
子
と
親
の
相
互

作
用
を
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
、
自
分
の
意
志
を
超

え
て
、
特
定
の
親
の
子
と
し
て
、
特
定
の
素
質
を
持
ち
、
特
定
の

環
境
の
中
に
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
、
仏
教
で
は
宿
業
と
言

っ
て
い
ま
す
。
人
間
と
言
え
ど
も
、
こ
の
宿
業
を
逃
れ
る
こ
と
は
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誰
に
も
で
き
な
い
の
で
す
。
自
分
が
気
が
つ
い
た
と
き
は
、
も
う

そ
こ
に
否
応
な
く
「
贈
ら
れ
て
あ
る
」
自
分
が
あ
る
の
で
す
。
親

が

「
愛
情
」
を
た
っ
ぷ
り
持
ち

「
自
由
」
と
「
統
制
」
の
Ｔ

、

、

Ｐ
Ｏ
や
父
母
の
役
割
分
担
を
う
ま
く
や
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

そ
う
で
な
い
こ
と
の
方
が
ず
っ
と
多
い
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
も
し
親
か
ら
「
愛
情
」
を
十
分
も
ら
う
こ
と
な
く
育

ち
ま
す
と
、
愛
情
が
ど
ん
な
も
の
か
分
か
ら
な
い
人
間
、
人
に
愛

。

、

情
を
あ
げ
る
こ
と
の
出
来
な
い
人
間
に
育
つ
と
思
い
ま
す

も
し

結
婚
し
、
子
を
育
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
愛
情
が
ど
ん
な

も
の
か
を
知
る
よ
う
に
な
ら
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
人

が
、
子
ど
も
を
育
て
ま
す
と
、
そ
の
子
ど
も
も
ま
た
愛
情
の
分
か

ら
な
い
人
間
に
育
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
も
、
有
り
難
い
こ
と
に
は
、
人
間
は
結
婚
し
て
人
間
と
し
て

も
っ
と
も
親
密
な
夫
婦
と
い
う
関
係
を
持
ち
ま
す
と
、
愛
情
と
は

何
か
を
知
る
チ
ャ
ン
ス
が
生
じ
ま
す
。
つ
ま
り
、
必
ず
そ
う
な
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
相
手
や
そ
の
家
族
が
愛
情
深
い
と
き

に
は
、
そ
の
影
響
で
愛
情
を
知
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
自
分
の
子

を
育
て
て
み
れ
ば
、
子
ど
も
の
可
愛
さ
か
ら
、
愛
情
を
掛
け
る
よ

う
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
連
れ
合
い
の
愛
情
の
深

さ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
子
ど

も
の
可
愛
さ
に
よ
っ
て
自
分
の
愛
情
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
を
育
て
る
過
程
で
自
分
が
子
ど
も
に
愛

情
を
与
え
る
こ
と
が
、
自
分
も
愛
情
と
は
何
か
を
改
め
て
知
る
機

会
と
な
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で

愛
情
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か

私
は

そ
れ
を

人

、

。

、

「

の
心
を
感
じ
る
心
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
の
痛
み
を

我
が
痛
み
と
感
じ
る
心
、
人
の
悲
し
み
を
我
が
悲
し
み
と
感
じ
る

心
、
人
の
喜
び
を
我
が
喜
び
と
感
じ
る
心
で
す
。
も
し
、
そ
う
感

じ
ま
す
と
、
人
の
喜
怒
哀
楽
や
快
苦
が
我
が
こ
と
と
同
じ
に
な
る

わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
人
の
痛
み
や
悲
し
み
を
取
り
除
き
、
喜
び

を
与
え
る
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
愛
情
な

の
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分
を
捨
て
た
相
手
へ
の
奉
仕
で
す
。
現
代

人
の
慣
れ
て
い
る
取
引
や
か
け
引
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
的

な
奉
仕
な
の
で
す
。
仏
教
で
い
う
お
布
施
な
の
で
す
。

現
代
人
は
自
分
の
利
益
や
欲
望
を
追
求
す
る
の
に
慣
れ
て
い
ま

す
。
子
育
て
も
自
分
の
エ
ゴ
で
し
ま
す
。
自
分
の
優
秀
さ
の
証
明

と
し
て
子
ど
も
の
成
績
が
よ
い
こ
と
を
求
め
ま
す
。
あ
く
ま
で
そ

れ
は
自
分
の
た
め
で
す
。
そ
ん
な
子
育
て
を
し
て
い
ま
す
と
、
子

ど
も
も
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
り
、
自
分
の
子
ど
も
が
出
来
た

と
き
、
自
分
の
思
い
通
り
に
育
た
な
け
れ
ば
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な

っ
た
り
、
子
ど
も
を
虐
待
し
た
り
す
る
の
で
す
。

現
代
人
は
経
済
的
な
豊
か
さ
の
追
求
に
な
れ
て
、
子
ど
も
を
育

て
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
愛
情
を
回
復
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
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も
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
子
育
て
が
な
け
れ
ば
、
こ

の
エ
ゴ
の
追
求
は
益
々
ひ
ど
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
子
ど
も
を
少
し
し
か
生
ま
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
愛
情

の
大
切
さ
に
益
々
気
付
く
機
会
を
少
な
く
し
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
こ
こ
ら
で
、
前
に
書
い
た
家
庭
を
人
間
修
行
の
場
と
し
て
捉

え
な
お
し
、
お
互
い
が
自
分
を
統
制
し
、
相
手
の
立
場
に
立
て
る

よ
う
に
な
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

立
花
大
亀
禅
師
語
録

今
日
（
二
月
十
四
日
）
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
は
、
京

都
大
徳
寺
如
意
庵
住
職
立
花
大
亀
禅
師
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し

た
。
老
師
は
九
十
四
歳
（
明
治
三
十
二
年
生
ま
れ
）
で
、
難
聴
で

少
し
聞
き
取
り
に
く
い
発
音
で
し
た
が
、
淡
々
と
「
茶
禅
一
味
」

に
つ
い
て
、
途
中
で
茶
を
飲
み
な
が
ら
話
さ
れ
ま
し
た
。
堺
の
貿

易
商
の
息
子
だ
そ
う
で
す
。
番
組
の
中
で
語
ら
れ
た
、
興
味
を
そ

そ
っ
た
言
葉
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

・
こ
の
世
は
強
い
も
の
か
ら
滅
ぶ
。
恐
竜
の
よ
う
に
。
い
ま
人
間

が
危
な
い
。

・
油
で
危
な
い
。
油
断
す
る
な
と
い
う
で
は
な
い
か
。
自
動
車
は

自
動
車
と
言
う
よ
り
油
動
車
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。

、

、

、

・
講
演
で
は

か
つ
て
勉
強
し
た
こ
と
の
あ
る
碧
眼
録

無
門
関

臨
済
録
、
毒
語
心
経
な
ど
の
こ
と
を
話
す
。

・
お
茶
は
友
情
を
温
め
る
も
の
。
お
茶
は
ほ
ろ
苦
い
か
ら
好
き
。

人
生
も
ほ
ろ
苦
い
。
い
つ
か
死
な
ん
な
ら
ん
。

・
岡
倉
天
心
は
、
茶
の
本
の
中
で
、
お
茶
は
些
事
の
中
に
偉
大
を

感
じ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
偉
大
と
は
何
か
。
そ
れ

は
天
地
と
我
と
同
根
と
い
う
こ
と
。
天
地
自
然
の
行
い
。
女
の
人

。

、

。

が
子
を
産
む
と
い
う
こ
と

い
ま
は

そ
の
自
然
を
食
っ
て
い
る

破
壊
し
て
い
る
。

・
お
茶
を
た
て
る
と
き
心
掛
け
る
こ
と
は
、
お
客
を
選
ぶ
こ
と
、

掃
除
を
す
る
こ
と
、
掛
け
軸
を
選
ぶ
こ
と
、
に
じ
り
口
で
心
か
ら

客
を
送
る
こ
と
。

・
南
方
録
（
南
坊
宗
録
著
）
の
朗
読
あ
り

「
律
」
は
犯
し
て
は

。

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。

・
佛
と
い
う
字
は
、
人
を
は
ら
う
と
書
く
。
そ
れ
は
、
無
に
な
る

こ
と
。
自
己
を
捨
て
る
こ
と
。
永
遠
の
自
己
を
見
つ
め
る
こ
と
。

六
根
を
出
さ
な
い
で
、
自
己
に
の
み
生
き
る
こ
と
。

・
一
休
さ
ん
の
歌

「
有
漏
路
よ
り

無
漏
路
に
返
る

一
休
み

。

雨
降
れ
ば
降
れ

風
吹
け
ば
吹
け
」

・
下
手
な
修
行
な
ら
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
修
行
の
尾
を
引
く
か

ら
。
海
亀
が
、
砂
浜
に
穴
を
掘
っ
て
産
卵
し
、
海
に
帰
る
と
き
、

足
跡
を
尾
で
消
す
が
、
そ
の
尾
の
跡
は
残
る
よ
う
に
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
九
）―

法
句
経
解
説
―

（
三
七
）
心
は
遠
く
に
行
き
、
独
り
動
き
、
形
体
な
く
、
胸

の
奥
の
洞
窟
に
ひ
そ
ん
で
い
る
。
こ
の
心
を
制
す
る
人
々
は

死
の
束
縛
か
ら
の
が
れ
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
は
、
今
日
よ
り
も
よ
り
よ
い
明
日
を
目
指
し
て
生
き
て
い

ま
す
。
明
日
こ
そ
は
、
よ
り
よ
い
人
間
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て

生
き
て
い
ま
す
。
命
に
限
り
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
る
い
は
命
の

限
界
を
意
識
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
強
く
望
み
ま
す
。

そ
う
し
た
、
よ
り
よ
い
明
日
を
願
う
精
神
の
働
き
を
、
私
は
、

「
た
ま
し
い
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
心
理
学
の
言
葉
で
い
え
ば
、

「
自
我
－
人
格
」
機
能
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
詩
の
「
心
は
遠
く
に
行
き
、
独
り
動
く
」
と
い
い
ま
す
の

、

、

は

こ
の
自
分
が
目
指
す
よ
り
よ
い
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は

自
分
の
欲
望
や
情
緒
や
気
分
を
意
志
通
り
に
制
御
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
な
か
な
か
出
来
な
い
で
、
自
分
の
設
定
し

た
目
標
か
ら
、
つ
ま
り
た
ま
し
い
か
ら
遠
く
離
れ
て
行
き
、
勝
手

に
動
い
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

次
の
「
形
体
な
く
」
は
、
心
は
働
き
と
し
て
あ
る
だ
け
で
、
ど

こ
に
も
実
体
が
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
捉
え

ど
こ
ろ
が
な
い
の
で
す
。
手
や
足
や
内
臓
の
臓
器
の
よ
う
な
具
体

物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
し
た
ら
、
そ
れ
を
制
御
す
る
こ
と

も
出
来
や
す
い
で
し
ょ
う
が
、
見
え
な
い
も
の
で
す
か
ら

「
胸

、

の
奥
の
洞
窟
（
＝
心
臓
）
に
ひ
そ
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
心
を
自
分
の
意
志
通
り
に
制

御
で
き
る
人
は

「
死
の
束
縛
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」

、

と
い
う
わ
け
で
す
。

で
は
、
死
の
束
縛
と
は
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
人
間

は
、
生
き
て
い
る
の
に
死
な
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
い

や
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
生
で
一
番
い
や
な
こ
と
は
、
誰
に

と
っ
て
も
死
ぬ
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
大
多
数
の

人
は
、
死
ぬ
こ
と
に
執
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
が
死
の
束

縛
な
の
で
す
。

中
国
の
王
様
は
、
死
に
た
く
な
い
の
で
、
権
力
の
ま
ま
に
不
老

長
寿
の
薬
を
世
界
中
に
探
し
、
結
局
命
を
縮
め
る
砒
素
（
ひ
そ
）

を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
、
独
り
死
ぬ
の
は
淋
し
い
の
で
、
何

百
人
も
の
部
下
を
殉
死
（
じ
ゅ
ん
し
）
さ
せ
ま
し
た
。
な
ん
と
愚

か
し
い
こ
と
で
し
よ
う
か
。
人
の
命
を
助
け
る
た
め
に
自
分
の
命

を
投
げ
出
す
の
は
と
て
も
美
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
の

、

、

た
め
に
人
の
命
を
奪
う
こ
と
は

人
間
と
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
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最
も
恥
ず
べ
き
行
為
で
す
。

こ
れ
は
、
何
も
中
国
の
王
様
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
多
数

の
人
は
、
そ
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
自
分
が
死
ん
で
も
、

皆
か
ら
偉
か
っ
た
と
思
わ
れ
た
い
。
こ
う
言
う
名
前
の
偉
い
人
が

い
た
ん
だ
と
皆
に
知
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
に
は
戒
名
も
、
い

い
も
の
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い
。
も
し
坊
主
が
付
け
て
く
れ
な
け

れ
ば
、
自
分
で
勝
手
に
お
墓
に
刻
ん
で
お
く
。
墓
石
も
出
来
る
だ

け
皆
が
見
る
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
立
派
な
も
の
に
し
た
い
。
で
き

、

。

れ
ば
高
野
山
の
参
道
で

大
名
の
よ
う
な
立
派
な
も
の
に
し
た
い

こ
う
思
う
の
は
、
自
分
が
偉
い
と
思
う
人
ほ
ど
強
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。
ま
あ
そ
こ
ま
で
思
わ
な
く
て
も
、
自
分
の
墓

を
ず
っ
と
拝
ん
で
く
れ
る
人
が
欲
し
い
と
大
多
数
の
人
は
思
う
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
も
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
死
に
束
縛
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
死
の
束
縛
か
ら
開
放
さ
れ
れ
ば
、
自
分
の
死

、

、

、

後

お
墓
が
ど
う
な
ろ
う
が

ど
ん
な
戒
名
が
つ
け
ら
れ
よ
う
が

生
前
の
評
価
が
ど
う
な
さ
れ
よ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も

よ
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

（
三
八
）
心
が
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
正
し
い
真
理
を
知
ら

ず
、
信
念
が
汚
さ
れ
た
な
ら
ば
、
さ
と
り
の
智
慧
は
全
か
ら

ず
。

も
う
少
し
分
か
り
や
す
く
言
え
ば

「
心
が
制
御
で
き
ず
、
知

、

、

、

的
な
真
理
も
知
ら
ず

正
し
い
思
想
を
信
じ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば

さ
と
り
の
智
慧
は
欠
け
た
も
の
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
幾
つ
か
の
偈
で
は
、
心
を
制
御
す
る
こ
と
の
大
切

さ
を
説
い
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
偈
で
は
真
理
を
知
る
こ
と
と
、

正
し
い
思
想
を
信
じ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
ま
す
。

私
の
心
理
学
モ
デ
ル
で
言
え
ば
、
真
理
を
知
る
こ
と
は

「
あ

、

た
ま
（
＝
認
知

言
語

」
の
働
き
に
よ
り
ま
す
。
ま
た
、
正
し

―

）

い
思
想
を
信
じ
る
こ
と
は
「
た
ま
し
い
（
＝
自
我

人
格

」
の

―

）

働
き
に
よ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
、
精
神
の
い
ろ
い
ろ
な
働
き
が
総

合
さ
れ
て
、
欠
け
た
と
こ
ろ
の
な
い
ほ
と
け
の
智
慧
、
つ
ま
り
悟

り
を
う
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
す
。

で
は
、
真
理
を
知
る
こ
と
の
内
容
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
人
間
の
心
理
の
あ
り
方
に
対
す
る
考
え

方
、
私
の
で
言
え
ば
「
人
間
精
神
の
心
理
学
モ
デ
ル
」
を
知
る
こ

と
で
す
し
、
あ
る
い
は
仏
教
的
な
哲
学
を
知
る
こ
と
に
当
た
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
般
若
心
経
に
つ
い
て
解
説
を
し
て
来
ま
し
た
が
、

そ
こ
に
は
仏
教
の
哲
学
が
多
く
説
か
れ
て
い
ま
す
。

、

、

、

ま
た

正
し
い
思
想
を
信
じ
る
こ
と
の
内
容
で
す
が

そ
れ
は

。

、

例
え
ば
仏
教
の
哲
学
を
信
じ
る
こ
と
に
当
た
り
ま
す

哲
学
で
も

理
論
で
も
、
知
る
こ
と
と
信
じ
る
こ
と
と
は
違
い
ま
す
。
信
じ
る

こ
と
は
、
信
じ
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
意
味
し
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て
い
ま
す
。
知
る
の
は
、
も
し
そ
れ
だ
け
で
信
じ
な
け
れ
ば
、
行

動
を
導
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
人
間
は
何
か
を
信
じ
て
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
そ
の
人
の
哲
学
で
あ

る
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
哲
学
に
は
、
深
さ
や
浅
さ
の

差
、
広
さ
や
狭
さ
の
差
、
普
遍
性
や
妥
当
性
の
差
な
ど
か
ら
様
々

な
も
の
が
あ
り
得
ま
す
。
そ
う
し
た
差
が
、
そ
の
哲
学
を
崇
高
な

も
の
に
し
た
り
、
俗
な
も
の
に
し
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

私
は
自
己
モ
ー
メ
ン
ト
と
他
己
モ
ー
メ
ン
ト
の
二
つ
の
哲
学
的

命
題
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
自
己
の
そ
れ
は
「
人
間
は
自
分
自
身
を

知
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
よ
り
善
く
生
き
る
存
在
で
あ
る
」
と
い

う
も
の
で
あ
り
、
他
己
の
そ
れ
は
「
人
間
は
法
を
目
指
し
て
、
よ

り
善
く
社
会
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で

す
。
こ
の
二
つ
の
目
的
が
完
全
に
達
成
さ
れ
た
と
き
、
自
他
が
統

、

。

合
さ
れ
て
一
つ
に
な
り

悟
り
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す

つ
ま
り
「
絶
対
自
己
（
＝
天
上
天
下
唯
我
独
尊
）
即
絶
対
他
者

」
の
自
覚
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
す
。

こ
の
境
地
は
、
仏
教
の
言
葉
で
い
え
ば
、
自
利
即
利
他
、
作
仏

即
度
生
、
上
求
菩
提
（
じ
ょ
う
ぐ
ぼ
だ
い
）
即
下
化
衆
生
（
げ
け

し
ゅ
じ
ょ
う
）
と
言
え
る
べ
き
も
の
で
す
。

し
か
し
、
言
葉
で
い
う
の
は
や
さ
し
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か

。

、

こ
う
し
た
境
地
に
達
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す

で
す
か
ら

達
す
る
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
生
き
て
い
ま
す
と
、
も
し
達
し
な

い
で
人
生
を
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
、
と
て
も
み
じ
め
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
人
様
を
生
か
す
た
め
に
、
自

分
を
殺
し
て
、
今
日
一
日
を
精
一
杯
努
力
し
て
生
き
る
こ
と
が
大

切
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
い
る
と
き
、
必
ず
生
き
が
い
が
訪

れ
て
来
ま
す
。

（
三
九
）
心
が
煩
悩
に
汚
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
お
も
い
が
乱

れ
る
こ
と
な
く
、
善
悪
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
、
目
ざ
め
て

い
る
人
に
は
、
何
も
恐
れ
る
こ
と
が
無
い
。

煩
悩
は
百
八
あ
る
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
い
つ
も
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
一
口
で
言
え
ば
心
の
垢

で
す
。
執
ら
わ
れ
で
す
。
偈
の
始
め
は
、
そ
う
し
た
心
に
こ
び
り

付
い
た
垢
の
汚
れ
を
払
い
落
と
す
べ
き
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

次
に
「
お
も
い
が
乱
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
お
も

、

、

、

。

、

い
に
は

思
い
も

想
い
も

念
い
も
あ
り
ま
す

と
し
ま
す
と

精
神
の
あ
ら
ゆ
る
働
き
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
教
え
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
の
「
善
悪
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
」
で
す
が
、
こ
れ
は
と
て

も
分
か
り
づ
ら
い
言
葉
で
す
。
仏
教
の
教
え
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
表

す
七
仏
通
誡
偈
（
ひ
ち
ぶ
つ
つ
う
か
い
げ
）
は
「
悪
を
な
さ
ず
、

善
を
な
し
、
心
を
浄
め
よ
、
こ
れ
諸
仏
の
教
え
」
と
言
っ
て
い
ま
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す
。
こ
の
通
誡
偈
で
は
善
悪
を
は
か
ら
え
と
言
っ
て
い
る
の
に
、

こ
の
偈
で
は
、
は
か
ら
い
を
捨
て
ろ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

矛
盾
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
漢
文
の
法
句
経
で
は
こ
の
部
分

の
訳
は
全
く
意
味
を
変
え
て
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
中
国
で
は
特
に

孔
子
の
教
え
に
よ
っ
て
道
徳
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

無
理
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
善
悪
は
道
徳
の
次
元
に
属
す
る
こ
と

な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が

「
目
ざ
め
て
い
る
（
＝
解
脱
し
て
い
る

」
の
は

、

）

道
徳
の
次
元
を
超
え
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
善
悪
を
超
越
し
て

い
る
の
で
す
。
道
徳
に
す
ら
執
ら
わ
れ
な
い
境
地
な
の
で
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
道
徳
に
従
う
境
地
は
相
対
的
な
世
界
の
こ
と
な
の

で
す
が
、
解
脱
は
絶
対
の
境
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

自
分
自
身
が
法
で
あ
り
、
絶
対
な
の
で
す
。
天
上
天
下
唯
我
独
存

な
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
一
休
禅
師
は
か
ず
か
ず
の
破
戒
を
行
い

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
盲
目
の
「
ご
ぜ
」
さ
ん
を
戒
律
を
破
っ
て

自
分
の
僧
堂
に
連
れ
て
い
き
同
棲
し
ま
し
た
。
こ
の
行
為
は
、
い

ま
で
は
多
く
の
解
脱
し
な
い
坊
主
も
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

昔
は
大
変
な
破
廉
恥
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
道
徳
は
時
代
で
変
わ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
解
脱
の
境
地
は
時

。

、

間
も
空
間
も
す
べ
て
超
越
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
す

で
す
か
ら

そ
の
時
代
の
善
悪
や
道
徳
に
は
執
ら
わ
れ
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
た
解
脱
の
境
地
に
達
す
る
と
き

「
何
も
恐
れ
る
こ
と

、

が
無
い

、
何
も
不
幸
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

」

（
四
〇
）
こ
の
身
体
は
水
瓶
の
よ
う
に
脆
（
も
ろ
）
い
も
の

だ
と
知
っ
て
、
こ
の
心
を
城
廓
の
よ
う
に
堅
固
に
安
立
し
て

、
智
慧
の
武
器
を
も
っ
て
、
悪
魔
と
戦
え
。
克
ち
得
た
も
の

を
守
れ
。

し
か
も
そ
れ
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
。

―
―

「
こ
の
身
体
は
水
瓶
の
よ
う
に
脆
い
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
人
間
の
命
は
実
に
は
か
な
い
も
の
で
、
水
瓶
が
す
ぐ
割
れ
る

よ
う
に
、
命
も
す
ぐ
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

ま
す
。
現
実
に
、
た
と
え
朝
元
気
に
出
て
い
っ
て
も
、
夜
に
は
死

体
に
な
っ
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
だ
っ
て
い
く
ら
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
心
は
、
先
程
み
ま
し
た
よ
う
に
絶
対
の
境

地
に
至
り
え
ま
す

「
心
を
城
廓
の
よ
う
に
堅
固
に
安
立
」
す
る

。

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
「
智
慧
の
武
器
を
」
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
煩
悩
と
い
う

「
悪
魔
と
戦
う
」
こ
と
が
出
来
ま
す
。
打
ち
克
つ
こ
と
が
で
き
ま

す

「
煩
悩
に
打
ち
克
つ
こ
と
が
出
来
だ
し
た
ら
、
そ
れ
を
続
け

。

る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
執
着
し
て
は
な
り
ま
せ

ん

。
先
月
号
の
煩
悩
無
尽
誓
願
断
と
い
う
随
筆
の
中
に
、
出
家

」

し
た
作
家
の
こ
と
を
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
作
家
は
煩
悩
に
打
ち

克
つ
こ
と
に
執
着
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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後
記

一
、
以
前
駐
車
場
を
作
っ
て
い
た
入
り
口
の
あ
た
り
、
つ
ま
り
今

度
新
し
く
出
来
た
林
道
の
分
岐
点
の
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
地
下
防

火
水
槽
を
設
置
す
る
工
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
体
完
成
し
て

い
ま
す
が
、
ま
だ
、
こ
の
心
光
寺
へ
は
車
で
は
登
っ
て
来
れ
ま
せ

ん
。
近
々
完
成
す
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
完
成
の
あ
か
つ
き
に

は
、
い
ざ
と
い
う
時
役
に
立
っ
て
く
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

二
、
二
月
二
十
四
日
（
水
）
池
田
町
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会
で
「
い

ま
教
育
に
求
め
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
題
で
、
講
演
を
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役
員
の
方
、
小
中
の
校
長
先
生
・
教
頭
先

生
な
ど
六
十
人
ば
か
り
の
方
が
聞
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
今
度
、

鳴
門
教
育
大
学
の
付
属
実
技
教
育
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
の
紀
要
に

載
せ
る
「
人
間
響
育
要
諦
」
の
原
稿
の
コ
ピ
ー
と
「
こ
こ
ろ
の
と

も
」
二
月
号
と
を
お
配
り
し

「
要
諦
」
の
内
容
を
お
話
さ
せ
て

、

頂
き
ま
し
た
。
講
演
の
後
、
懇
親
会
が
あ
り
ま
し
た
。
楽
し
く
語

り
合
い
、
い
ろ
い
ろ
な
方
と
お
知
り
合
い
に
な
れ
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

、

、

、

三

Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で

毎
週
日
曜
日
朝
七
時
三
十
分
か
ら

「

」

。

こ
こ
ろ
の
時
代

人
生
と
宗
教

と
い
う
放
送
が
あ
り
ま
す

―

―

私
は
、
用
事
の
な
い
か
ぎ
り
見
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
毎
月
の

最
後
の
日
曜
日
は
、
仏
教
に
つ
い
て
の
シ
リ
ー
ズ
も
の
が
あ
り
ま

す
。
今
年
は
「
仏
陀
を
語
る
」
と
い
う
題
で
、
武
蔵
野
女
子
大
学

教
授
の
前
田
専
学
氏
の
お
話
で
す
。
他
の
日
曜
日
は
対
談
が
殆
ど

で
す
。
い
ま
を
売
り
出
し
て
い
る
よ
う
な
人
の
話
に
は
、
ど
こ
か

執
ら
わ
れ
が
見
え
て
、
辟
易
（
へ
き
え
き
）
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
学
者
や
評
論
家
の
話
は
知
っ
て
い
る
こ
と
を
、
知
っ

た
ら
し
く
話
す
だ
け
で
、
多
く
は
退
屈
し
ま
す
。
聞
い
て
い
て
、

何
か
心
に
残
る
の
は
、
禅
宗
な
ど
の
「
老
師
」
の
話
が
多
い
よ
う

に
思
え
ま
す
。
皆
さ
ん
も
批
判
の
目
で
ご
覧
下
さ
い
。

四
、
今
、
精
神
分
裂
病
の
こ
と
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
精
神
医
学

の
中
で
、
一
番
わ
け
の
分
か
ら
な
い
病
気
で
す
。
で
も
、
私
に
は

人
間
の
心
の
あ
り
方
を
教
え
て
貰
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

月
刊

平
成
五
年
三
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
９
│
５
３

第
四
巻

徳
島
県
三
好
郡
山
城
町
国
政
八
三
四

三
月
号

ひ
び
き
の
さ
と
（
清
心
者
寺
院
）
心
光
寺

（
通
巻

三
十
九
号
）

（
沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

清
心
者
寺
院

心
光
寺

口
座
番
号

徳
島
９
│
５
３
７
０
８


