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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
五
巻

二
月
号

優
し
さ
と
厳
し
さ

優
し
さ
の
な
い

厳
し
さ
は

真
の
厳
し
さ
で
は
な
い

自
己
の
意
地
を

通
し
て
い
る
だ
け

厳
し
さ
の
な
い

優
し
さ
は

真
の
優
し
さ
で
は
な
い

自
己
の
情
に

流
さ
れ
て
い
る
だ
け

こ
こ
ろ
の
ま
ど

か
ら
だ
は

こ
こ
ろ
の
ま
ど

ま
ど
を
飾
れ
ば

こ
こ
ろ
も
磨
け

自
然
の
運
行

自
然
行

人
は
見
ず
と
も

花
は
咲
き

誰
が
聞
か
ず
も

鳥
は
鳴
き
け
り



- 2 -

人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
二
）

―

―

老
子
解
説
（
一
）

先
月
号
で
予
告
い
た
し
ま
し
た
通
り
、
今
月
号
か
ら
当
分
、
私

が
四
聖
の
一
人
と
し
ま
す
老
子
を
取
り
上
げ
て
解
説
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
日
頃
生
き
て
い
く
上
の
哲
学
、
つ
ま
り
考
え

方
を
考
え
直
す
参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
ず

『
老
子
』
と
い
う
本
を
書
い
た
人
物
で
す
が
は
っ
き
り

、

分
か
っ
て
い
ま
せ
ん

「
ろ
う
た
ん
」
だ
と
い
う
説
が
有
力
で
す

。

が
、
こ
こ
で
は
、
老
子
と
い
う
人
物
が
『
老
子
』
と
い
う
本
を
書

。

、

、

い
た
こ
と
に
し
て
お
き
ま
す

ま
た

こ
の
本
を
書
い
た
年
代
も

は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
孔
子
よ
り
も
先
だ
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
し
、
後
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
孔
子
後
約
百

年
の
、
紀
元
前
四
百
年
前
後
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
す
。
い

、

。

ず
れ
に
し
ま
し
て
も

こ
こ
で
は
大
し
た
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、

「

」

、

た
だ

第
三
巻
七
月
号
の
随
筆
に

老
子

を
載
せ
ま
し
た
が

そ
の
中
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
『
老
子
』
書
の
中
に
は
、
老
子
本

人
が
書
い
た
も
の
以
外
に
、
後
の
弟
子
や
賛
同
者
た
ち
に
よ
っ
て

。

、

書
き
加
え
ら
れ
た
部
分
が
か
な
り
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す

実
は

そ
の
随
筆
を
載
せ
ま
し
た
後
で
、
老
子
の
研
究
で
は
こ
の
人
を
避

け
て
は
通
れ
な
い
と
い
う
、
立
派
な
業
績
を
上
げ
た
武
内
義
雄
博

士
の
「
老
子
原
始
」
と
「
老
子
の
研
究
」
を
読
み
ま
し
て
、
私
が

お
か
し
い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
は
後
世
の
人
が
書
き
加
え
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
私
は
内
容
的
に
そ
う
思
っ
た
の
で
す

が
、
武
内
博
士
は
、
文
献
的
、
文
章
的
に
そ
う
考
え
ら
れ
る
と
指

摘
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら

『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
で
は

『
老

、

、

子
』
書
の
言
葉
そ
の
も
の
に
は
あ
ま
り
執
ら
わ
れ
な
い
で
、
文
意

を
く
ん
だ
現
代
語
の
意
訳
で
、
し
か
も
勝
手
に
カ
ッ
ト
し
た
り
し

て
、
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
私
の
理
解
す

る
解
説
を
、
か
な
り
自
由
に
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
興
味
が
出

、

、

て
原
典
を
見
た
い
人
は

幾
ら
で
も
解
説
書
が
出
て
い
ま
す
か
ら

そ
れ
に
あ
た
っ
て
下
さ
い
。
な
お
『
老
子
』
書
は
八
十
一
の
短
い

章
（
全
部
で
五
千
語
）
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
が
、
全
部
を
解
説
す

る
必
要
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
八
十
一
章
の
中

に
は
何
度
も
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
ま
の
で
、
そ

の
時
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
ま
と
め
て
幾
つ
か
の
章
を
取
り
上
げ

れ
ば
い
い
と
思
う
か
ら
で
す
。

さ
て
、
老
子
を
一
言
で
い
え
ば

「
道
（
タ
オ

」
を
説
い
た

、

）

人
と
言
え
ま
す
。
で
は
、
道
と
は
何
か
。
先
ず
、
第
一
章
を
見
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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（
第
一
章
）
私
が
、
道
と
呼
ぼ
う
と
す
る
「
道
」
は
、
普
通

の
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
名
（
概
念
）

」
は
、
同
様
に
普
通
の
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん

「
無
」
は
天

。

地
の
始
め
に
付
け
る
名

「
有
」
は
万
物
の
母
に
つ
け
る
名

、

で
す
。
で
す
か
ら
、
つ
ね
に
無
は
存
在
の
裏
に
あ
る
自
ら
の

奥
深
い
元
の
意
味
を
取
り
戻
そ
う
と
し
ま
す
し
、
有
は
現
象

の
世
界
を
現
象
の
世
界
た
ら
し
め
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
の
有

と
無
は
、
違
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
同
じ
も
の
に
異
な

っ
た
名
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
す
。
ど
ち
ら
も
奥
深
く
測
り

知
れ
な
い
も
の
（
道
）
を
表
し
て
い
ま
す
。

さ
て
こ
こ
で
出
て
き
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
道
、
名
、
無
、
有
、

の
四
つ
で
す
。

ま
ず
、
道
で
す
が
、
そ
れ
は
勿
論
、
ふ
つ
う
の
道
路
で
は
あ
り

。

、

。

ま
せ
ん

あ
る
い
は

人
の
ふ
み
行
う
べ
き
道
で
も
な
い
の
で
す

そ
れ
は
、
さ
ら
に
も
っ
と
抽
象
的
な
も
の
な
の
で
す
。
私
た
ち
が

毎
日
使
っ
て
い
る
言
葉
は
概
念
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
そ
の
概
念
を

超
え
た
も
の
が
、
こ
こ
で
い
う
道
な
の
で
す
。
も
っ
と
分
か
り
や

す
く
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
「
あ
た
ま
」
で
捉
え
ら

れ
な
い
も
の
、
私
た
ち
の
認
識
（
認
知

言
語
、
知
識
）
を
超
え

―

た
も
の
な
の
で
す
。

少
し
余
談
で
す
が

「
あ
た
ま
」
で
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、

、

や
っ
か
い
な
も
の
を
、
な
ぜ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ

ん
な
も
の
を
考
え
な
く
て
も
、
自
分
は
十
分
幸
せ
だ
と
思
っ
て
い

る
人
が
い
る
と

し
た
ら
、
そ
う
い
う
人
こ
そ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
な
の

で
す
。

だ
っ
て
、
そ
う
い
う
人
も
き
っ
と
死
が
訪
れ
て
来
ま
す
し
、
病
気

に
も
な
り
ま
す
し
、
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
不
幸
せ
が
訪

れ
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
う
し
た
時
、
不
幸
せ
だ

と
思
わ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
、
前
も
っ
て
考
え
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。

話
を
戻
し
ま
す
と

「
あ
た
ま
」
で
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
で

、

は
、
ど
こ
で
捉
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
答
え
は
後
回
し
に
し
て
、
そ
れ
は
、
先
ず
は
人
が
言
う
の

を
聞
い
て
、
体
験
は
出
来
な
く
て
も

「
あ
た
ま
」
で
分
か
っ
た

、

よ
う
な
気
に
な
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
感
動
し
て

自
分
も
分
か
ろ
う
と
努
力
す
る
も
の
な
の
で
す
。

『
老
子
』
で
説
か
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
こ
と
で
す
。
ま

ず

「
あ
た
ま
」
で
理
解
し
て
、
自
分
も
そ
う
思
え
る
よ
う
に
な

、

ろ
う
と
努
力
し
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
な
の
で
す
。

何
し
ろ
老
子
に
す
れ
ば
、
あ
た
ま
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
が
、
実

は
、
あ
た
ま
と
、
か
ら
だ
と
、
こ
こ
ろ
を
統
合
す
れ
ば
、
自
分
の
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経
験
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
た
も
の
を
、
あ
た
ま
だ
け
で
分

か
っ
て
も
ら
お
う
と
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
元
々
無
理
な

こ
と
な
の
で
す
。
話
が
抽
象
的
に
な
っ
て
も
仕
方
な
い
の
で
す
。

老
子
の
言
う
「
道
」
と
は
、
こ
ん
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
こ
の

世
の
存
在
を
超
え
た
も
の

「
超
越
」
あ
る
い
は
「
宇
宙
根
本
の

、

原
理
」
な
の
で
す
。
神
と
呼
ん
で
も
仏
と
呼
ん
で
も
空
と
呼
ん
で

も
よ
い
よ
う
な
、
何
と
い
う
「
名
」
を
与
え
よ
う
と
、
こ
の
世
の

存
在
を
存
在
せ
し
め
て
い
る
根
元
な
の
で
す
。
そ
れ
を
老
子
で
は

道
と
呼
ぼ
う
と
約
束
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
名
（
認

知
－
言
語
的
概
念
）
は
普
通
の
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
の
人

の
経
験
を
超
え
た
名
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
完
全
な
抽

象
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
信
じ
た
く
な
い
人
は
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん

し
、
信
じ
ら
れ
る
と
思
う
人
は
信
じ
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
も
の
で

す
。

「

」

「

」

。

次
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の

有

も

無

も
そ
う
し
た
概
念
で
す

実
感
で
き
な
い
人
に
は
、
論
理
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
も
の

な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
役
に
立
た
な
い
と
思
え

ば
、
無
益
な
長
物
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
理
屈
を
言

っ
て
み
る
だ
け
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
欧
米
の
哲
学
の
多
く
は
、

、

、

自
分
が
実
感
を
も
て
も
し
な
い
の
に

知
的
満
足
の
た
め
に
だ
け

理
屈
を
並
べ
立
て
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
ま
す
が
。

さ
て
、
有
と
無
の
説
明
で
す
が
、
普
通
は
何
か
が
有
る
、
何
か

が
無
く
な
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
主
語
を
付
け
て
使
い
ま
す
。
で

は
、
そ
の
主
語
の
何
か
を
取
り
去
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
ど
う
な

る
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
た
だ
有
る
、
無
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
抽
象
的
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
具
体
物
は
消
え
て
、

有
と
無
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
が
残
る
の
で
す
。
実
は
、
そ
れ
は
有

る
と
思
っ
て
も
無
い
と
思
っ
て
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
世
界

で
す
。

誰
で
も
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
幾
何
学
に
は

点
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
は
、
重
さ
も
大
き
さ
も
も

ち
ま
せ
ん
が
、
位
置
だ
け
を
も
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
そ
の
点
か

ら
位
置
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
何
が
残
る
で
し
ょ
う
か
。
位
置

し
か
無
い
の
に
、
そ
の
位
置
を
と
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は

も
う
何
も
残
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
点
が
有
る
と
言
っ
て
も
、
無

い
と
言
っ
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
無
規
定
に
な
っ
た
と
き
、
有
と
無
は
ど
ち
ら

で
も
よ
い
、
等
し
い
も
の
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
を
存
在
せ
し
め
る
も
の
、
そ
れ
を
道

と
呼
び
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
個
別
の
存
在
と
い
う
観
点
か
ら
考
え

、

（

）

（

）

ま
す
と

存
在
す
る
こ
と

有

と
存
在
が
消
滅
す
る
こ
と

無

が
問
題
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
特
に
、
私
た
ち
人
間
で
は
、

そ
れ
は
生
ま
れ
る
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
大
問
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題
で
す
。
人
間
は
誰
で
も
、
死
に
た
く
な
い
の
に
死
な
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
道
元
も
言
い
ま
し
た

よ
う
に
、
生
死
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
、
仏
家
一
生
の
大
仕
事

な
の
で
す
。
否
、
仏
家
だ
け
で
は
な
く
、
心
に
不
動
の
幸
せ
を
確

立
し
よ
う
と
す
る
人
に
は
誰
に
で
も
、
不
可
欠
な
こ
と
と
言
え
る

の
で
す
。

存
在
す
る
も
の
（
有
）
は
そ
の
存
在
の
消
滅
（
無
）
の
可
能
性

（
契
機
）
を
含
ん
で
、
必
然
的
に
運
動
し
ま
す
。
否
定
と
肯
定
の

矛
盾
の
は
ざ
ま
を
生
き
て
行
き
ま
す
。
生
き
な
が
ら
死
ん
で
行
く

の
で
す
。

こ
う
考
え
る
論
理
を
弁
証
法
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
老
子
は
ま

さ
し
く
弁
証
法
を
駆
使
し
て
い
る
の
で
す
。
弁
証
法
で
は
、
有
と

無
と
い
っ
た
よ
う
な
、
対
立
す
る
も
の
を
い
つ
も
設
定
し
ま
す
。

そ
し
て
常
に
常
識
を
超
え
、
逆
説
的
に
言
い
な
が
ら
、
こ
と
の
本

質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
読
ん
で
頂
い
た
解

説
を
頭
に
置
い
て
も
う
一
度
、
老
子
の
現
代
意
訳
を
読
み
返
し
て

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

無
は
天
地
の
始
め
。
有
は
万
物
の
母
。
こ
こ
に
は
こ
の
世
の
も

の
は
、
ま
だ
何
も
の
も
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
や

が
て
論
理
的
に
、
そ
こ
か
ら
有
と
無
、
生
と
死
の
矛
盾
を
含
ん
だ

全
て
の
現
象
（
物

生
命

精
神
）
が
起
こ
っ
て
来
る
の
で
す
。

―

―

自
作
詩
短
歌
等
選

善

に

は

染

ま

り

に

く

い

二
分
石
と
く
り
石

石
積
み
は

人
間
は
善
に
は

二
分
石
だ
け
で
は

染
ま
ら
ず

成
り
立
た
ぬ

悪
に

多
く
の
く
り
石

染
ま
り
や
す
い

蔭
で
支
え
る

争
い
を
や
め
よ
う

あ
た
か
も

腐
っ
た
み
か
ん
が
あ
る
と

人
は

他
の
み
か
ん
が

ど
ん
ど
ん
腐
る
よ
う
に

宗
教
の
違
い
に

民
族
の
違
い
に

国
家
の
違
い
に

勝
手
な
人
間

主
義
の
違
い
に

人
間
は

雨
が
降
っ
て
も

こ
だ
わ
っ
て

腹
を
立
て

争
い
を
す
る

風
が
吹
い
て
も

腹
を
立
て
る
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宇
宙
は
一
つ

地
球
は
一
つ

人
類
は
一
つ

み
ん
な
で

心
を
一
つ
に
し
よ
う

そ
し
て

争
い
を
や
め
よ
う

そ
う
し
な
い
と

人
類
は

き
っ
と

滅
亡
す
る
か
ら

は

え

の

因

果

は
え
で
さ
え

因
果
な
も
の
よ

ぶ
ん
ぶ
ん
と

た
か
ら
な
け
れ
ば

打
た
れ
も
せ
ぬ
に

い

の

ち

の

輝

き

い
の
ち
は

輝
い
て
い
る

全
て
の
い
の
ち
が

輝
い
て
い
る

物
の

い
の
ち
も

生
き
物
の

い
の
ち
も

人
の

い
の
ち
も

み
ん
な

み
ん
な

輝
い
て
い
る

そ
の
輝
き
の

何
と
素
晴
ら
し
き
こ
と
よ

で
も

そ
れ
が
わ
か
る
の
は

人
間
だ
け

だ
か
ら

全
て
の
輝
き
を

失
わ
せ
な
い
よ
う

私
た
ち
人
間
で

守
っ
て
い
こ
う

犬

猫

人

生

が

笑

う

犬
猫
人
生
を

生
き
る
人
が

犬
猫
以
上
の
人
生
を

生
き
る
人
を
笑
い

犬
猫
人
生
を

生
き
る
人
を
笑
い

犬
猫
以
下
の
人
生
を

生
き
る
人
を
笑
う
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だ
け
ど
一
つ
を

学
者
と
覚
者

知
っ
た
人

学
者
と
は

神
や
仏
に

狭
い
知
識
を

贈
ら
れ
て

持
つ
だ
け
で

た
だ
生
か
さ
れ
て

何
で
も
知
っ
た
と

生
き
て
い
る
こ
と
を

思
う
人

何
で
も
知
れ
る
と

太

り

す

ぎ

の

相

撲

取

り

う
ぬ
ぼ
れ
る
人

覚
者
と
は

相
撲
取
り
も

自
己
の
知
識
の
限
界
を

太
り
す
ぎ
は

い
つ
で
も
自
覚

よ
く
な
い
ら
し
い

出
来
る
人

お
ご
ら
ず
無
知
を

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の

認
め
る
人

痩
せ
過
ぎ
が

よ
く
な
い
よ
う
に

自
作
随
筆
選

妊
娠
は
如
来
蔵

あ
る
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
女
性
の
人
は
妊
娠
す
る
と
、
ア

ル
コ
ー
ル
を
全
く
飲
ま
な
く
て
も
安
定
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
そ
う
な
の
で
す
。
胎
児
が
可
愛
く
て
可
愛
く
て
仕
方
な
く
、
人

生
で
こ
ん
な
に
幸
せ
な
時
は
な
い
と
言
い
ま
す
。

、

。

私
は
こ
の
話
を
聞
い
て

如
来
蔵
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た

彼
女
に
と
っ
て
は
、
正
し
く
仏
さ
ま
を
宿
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
。

こ
の
人
は
「
他
己
」
は
あ
る
の
で
す
が

「
自
己
」
が
充
分
発

、

達
し
て
い
な
く
て
、
何
事
に
も
け
じ
め
が
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
反

省
し
て
も
す
ぐ
、
く
じ
け
て
し
ま
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
妊
娠
す
る
と
全
て
の
こ
と
が
胎
児
の
た
め
に
な
る

よ
う
に
行
動
す
る
の
で
す
。
自
分
の
行
動
を
そ
ち
ら
に
向
け
て
コ

。

、

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
す

そ
れ
は

多
分

「
自
己
」
と
「
他
己
」
が
自
分
自
身
の
中
で
統
合
さ
れ
る

、

よ
う
に
な
る
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
他
者
に
拡
散
し

て
い
た
自
己
が
自
分
自
身
の
中
の
た
だ
一
人
の
他
者
に
集
中
す
る
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こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
る
か
ら
で
す
。

私
た
ち
も
、
心
に

宿
し
た
仏
さ
ま
を
磨
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
例
と
同
じ

よ
う
に
自
己
と
他
己
を
自
分
の
中
で
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
行
動
も
自
由
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
も
と
も
と
心
の
中
に
仏
さ
ま
を
宿
し
て

い
る
、
と
考
え
る
こ
と
を
、
仏
教
で
は
、
如
来
蔵
思
想
と
言
い
ま

す
が
、
後
に
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。孟

子
の
仁
義

孟
子
は
、
孔
子
に
私
淑
し
、
の
ち
に
性
善
説
を
説
き
ま
し
た
。

よ
く
引
用
さ
れ
る
言
葉
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

仁
と
は
人
の
心
な
り
、
義
と
は
人
の
路
な
り
。
そ
の
路
を

す
て
て
由
（
よ
）
ら
ず
、
そ
の
心
を
放
っ
て
求
む
る
こ
と
を

知
ら
ざ
る
、
哀
し
い
か
な
。

人
間
は
、
こ
う
い
う
仁
と
義
の
心
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
う
し
た
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
善
」
の
心
が
、
欲
望
に
よ
っ
て
阻

ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
欲
望
を
抑
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ

。

、

（

）

、
「

」

る
と
し
ま
す

つ
ま
り

欲
を
寡

す
く

な
く
抑
え
て

仁

と

義

を
行
う
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
す

で
は

仁

「

」

。

、「

と
は
人
の
心
、
義
と
は
人
の
路
」
と
言
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
は

ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
な
り
の
考
え
を
、
少
し
述
べ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
仁
で
す
が
、
そ
れ
は
孟
子
の
師
、
孔
子
が
説
く
通
り
、
自

分
を
抑
え
て
人
を
立
て
る
こ
と
で
す
。
仏
教
で
言
え
ば
お
布
施
の

心
に
当
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
隣
人
愛
で
す
。
そ
れ
は
、
無
私

の
愛
を
他
者
に
施
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す

「
さ
せ
て
頂
い
て
あ

。

り
が
た
い
」
そ
い
う
心
を
も
っ
て
な
す
行
為
で
す
。

で
す
か
ら
、
自
分
が
な
し
た
お
布
施
を
人
に
ひ
ろ
め
た
ら
、
も

う
お
し
ま
い
の
行
為
で
す
。
神
社
仏
閣
に
、
よ
く
、
誰
そ
れ
が
何

を
ど
れ
ほ
ど
寄
付
し
た
か
が
、
人
目
に
付
く
よ
う
に
石
な
ど
に
彫

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
お
布
施
ど
こ
ろ
か
、

既
に
、
悪
業
を
犯
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
な
ら
、

お
布
施
を
し
な
い
ほ
う
が
ま
し
な
の
で
す
。

こ
れ
が
仁
で
す
が
、
義
は
い
ま
述
べ
ま
し
た

「
そ
ん
な
こ
と

、

な
ら
し
な
い
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
い
う
、
そ
の
判
断
で
す
。
人
の

ふ
み
お
こ
な
う
べ
き
道
で
す
。
私
は
、
そ
れ
を
「
法
」
と
い
う
言

葉
で
表
し
て
い
ま
す
。
規
範
、
道
徳
、
秩
序
、
伝
統
、
法
律
、
制

度
、
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
社
会
を
維
持
す
る
よ
う
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に
働
き
ま
す
。

私
は
あ
ま
り
好
み
ま
せ
ん
が
、
そ
の
中
に
は
、
儒
教
の
説
く
長

幼
の
序
と
か
、
父
母
の
恩
と
か
、
体
制
維
持
的
な
道
徳
も
含
ま
れ

ま
す
。
人
間
は
長
く
生
き
て
い
れ
ば
年
若
く
幼
い
人
よ
り
尊
い
な

ど
と
、
私
は
思
い
ま
せ
ん
し
、
父
母
の
恩
に
つ
い
て
も

「
育
て

、

さ
せ
て
頂
い
て
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
仁
の
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、

別
に
恩
を
売
ら
な
く
て
も
、
自
然
に
子
は
恩
を
感
じ
る
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。
私
は
、
本
当
は
先
ず
、
親
の
方
が
子
に
「
さ
せ
て
頂

い
て
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
お
布
施
の
気
持
を
持
つ
べ
き
だ
、
と

思
う
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
子
ど
も
も
自
然
に
「
し
て
頂
い
て

あ
り
が
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
思
う
の
で

す
。
親
が
育
て
て
や
っ
た
と
恩
を
売
れ
ば
、
子
も
、
誰
が
生
ん
で

く
れ
、
育
て
て
く
れ
と
頼
ん
だ
の
だ
、
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
。

親
も
料
簡
違
い
な
ら
、
子
も
自
然
に
、
料
簡
違
い
に
育
っ
て
い
く

の
で
す
。

少
し
話
が
余
談
に
な
り
ま
し
た
が
、
仁
と
義
は
ど
ち
ら
も
人
間

関
係
の
あ
り
方
を
説
い
た
教
え
で
す
。
そ
の
人
間
関
係
で
す
が
、

そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
相
対
的
で
す
。
一
方
が
、
絶
対
的
存
在
に

心
か
ら
帰
依
し
な
い
限
り
相
対
的
で
す
。
い
ま
右
で
、
親
と
子
の

心
理
的
な
相
互
関
係
に
つ
い
て
少
し
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ど

ん
な
関
係
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
す
。
お
互
い
が

「
さ
せ

、

て
頂
い
て
あ
り
が
と
う

「
し
て
頂
い
て
あ
り
が
と
う
」
と
い
う

」

、

。

気
持
ち
を
持
ち
合
え
ば

あ
ら
ゆ
る
関
係
は
円
満
に
行
く
の
で
す

そ
う
す
る
心
が
仁
で
あ
り
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方

や
そ
う
で
き
る
よ
う
に
す
る
社
会
的
シ
ス
テ
ム
が
義
だ
、
と
私
は

思
う
の
で
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
二
〇
）

―
法
句
経
解
説
―

（
七
五
）
一
つ
は
利
得
に
達
す
る
道
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は

安
ら
ぎ
に
い
た
る
道
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
の
弟
子
で
あ
る
修
行

僧
は
こ
の
こ
と
わ
り
を
知
っ
て
栄
誉
を
喜
ぶ
な
。
孤
独
の
境

地
に
は
げ
め
。

先
月
号
に
「
大
賛
成
か
大
反
対
」
と
い
う
詩
を
載
せ
ま
し
た
。

私
に
は
、
い
ま
、
多
く
の
人
が
自
分
の
損
得
だ
け
で
行
動
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
得
を
す
る
こ
と
に

は
、
た
と
え
間
違
っ
て
い
る
悪
い
行
い
で
あ
っ
て
も
賛
成
し
ま
す

し
、
逆
に
、
自
分
が
損
を
す
る
と
思
え
ば
、
た
と
え
正
し
く
善
い

行
い
で
あ
っ
て
も
反
対
し
、
非
難
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
善
悪
や
真

偽
が
最
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
学
で
も
同
様
で
す
。
勿
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論
、
政
治
界
や
経
済
界
や
行
政
界
で
は
、
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
最
近
の
汚
職
を
見
て
い
ま
す
と
、
う
そ

を
ど
れ
ほ
ど
堂
々
と
言
え
る
か
が
、
政
治
家
や
経
済
家
の
能
力
と

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
え
て
き
ま
す
。
悲
し
い
か
な
、
僧
侶

の
中
に
も
、
自
分
の
利
得
の
た
め
に
う
そ
が
平
気
で
言
え
る
人
も

い
ま
す
。
こ
う
い
う
人
は
、
ど
れ
ほ
ど
利
得
を
得
、
ど
れ
ほ
ど
栄

「

」

。

誉
を
得
て
も

安
ら
ぎ
に
い
た
る

こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん

人
は
、
住
む
と
こ
ろ
が
な
く
、
食
べ
る
も
の
さ
え
な
く
て
も
、

安
ら
か
に
満
た
さ
れ
た
境
地
に
い
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
知
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
ど
ん
な
こ
と
に

よ
っ
て
も
乱
さ
れ
な
い
、
た
と
え
自
分
の
生
命
を
失
う
こ
と
に
よ

っ
て
も
乱
さ
れ
な
い
安
ら
ぎ
な
の
で
す
。

道
元
は
、
弟
子
の
一
人
が
幕
府
か
ら
領
地
を
も
ら
っ
て
、
寺
に

喜
び
帰
り
、
報
告
し
た
の
を
聞
い
て
、
即
刻
そ
の
弟
子
を
破
門
に

し
、
そ
の
人
が
住
ん
で
い
た
部
屋
の
下
の
土
を
六
尺
も
堀
っ
て
捨

て
さ
せ
、
土
を
入
替
え
さ
せ
ま
し
た
。
利
得
を
も
ら
い
、
栄
誉
に

与
か
っ
て
、
得
々
と
し
て
い
る
弟
子
の
愚
か
さ
が
、
許
せ
な
か
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
偈
に
み
ま
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
解
脱
か

ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
る
道
だ
か
ら
で
す
。

出
家
し
た
僧
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
安
ら
ぎ
に
い
た
る
修
行
が
い

。

。

、

り
ま
す

孤
独
な
修
行
が
い
り
ま
す

誰
に
認
め
ら
れ
な
く
て
も

た
だ
ひ
た
す
ら
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
を
信
じ
、
修
行
に
励
ま
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
親
も
子
も
兄
弟
も
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
執

、

。

ら
わ
れ
た
ら

真
の
安
ら
ぎ
に
は
な
か
な
か
至
れ
な
い
か
ら
で
す

そ
れ
が
、
ま
さ
し
く
出
家
な
の
で
す
。
世
襲
の
多
く
の
坊
主
も
こ

の
偈
を
読
ん
で
少
し
は
反
省
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
出
家

す
る
ど
こ
ろ
か
、
寺
を
子
々
孫
々
の
私
有
物
に
し
、
ド
イ
ツ
の
高

級
外
車
を
乗
り
回
し
、
ゴ
ル
フ
や
飲
む
打
つ
買
う
の
遊
び
に
ほ
う

け
て
い
て
は
、
ブ
ッ
ダ
が
あ
の
世
で
泣
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

第
六
章

賢
い
人

（
七
六

（
お
の
が
）
罪
過
（
つ
み
と
が
）
を
指
し
示
し
過

）

ち
を
告
げ
て
く
れ
る
聡
明
な
人
に
会
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
賢

い
人
に
つ
き
従
え
。
隠
し
て
あ
る
財
宝
の
あ
り
か
を
告
げ
て

く
れ
る
人
に
つ
き
従
う
よ
う
に
。
そ
の
よ
う
な
人
に
つ
き
従

う
な
ら
ば
、
善
い
こ
と
が
あ
り
、
悪
い
こ
と
は
無
い
。

先
ほ
ど
の
偈
の
解
説
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
い
ま
多
く
の
人

は
自
分
の
損
得
だ
け
で
行
動
し
が
ち
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
自

分
の
善
悪
を
反
省
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。
経
済
的
豊
か
さ
の
お
陰
で
傲
慢
に
な
り
、
精

神
的
貧
困
を
招
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
精
神
的
品
位
を
だ

ん
だ
ん
と
無
く
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

た
と
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え
間
違
い
で
、
罪
業
を
重
ね
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
も
、
そ
れ

を
反
省
し
な
い
で
、
逆
に
外
道
の
逆
恨
み
を
し
ま
す
か
ら
、
大
抵

の
人
は
何
も
言
わ
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。
自
分
の
得
に
な
ら

。

。

な
い
か
ら
で
す

そ
れ
も
自
分
の
損
得
だ
け
で
判
断
す
る
の
で
す

ア
メ
リ
カ
で
の
有
名
な
話
で
す
が
、
一
人
の
女
の
人
が
、
夜
、

ア
パ
ー
ト
の
近
く
の
駐
車
場
で
男
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
悲
鳴
を
あ

げ
ま
し
た
が
、
誰
も
助
け
に
来
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
い
る

う
ち
に
、
遂
に
男
に
刺
し
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
実
は
、
そ

の
こ
と
を
窓
の
す
き
間
か
ら
、
そ
っ
と
見
て
い
た
人
は
何
十
人
も

い
た
の
で
す
が
、
誰
一
人
警
察
を
呼
ぶ
人
さ
え
い
な
か
っ
た
の
で

す
。
都
会
の
冷
た
さ
を
代
表
的
に
示
す
例
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら
れ

ま
す
。

日
本
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
大
同
小
異
で
す
。
お
互
い
が
、
傲
慢
に
な
り
、
反
省
す
る
こ

と
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
内
心
は
満
た
さ
れ
ず
、

人
か
ら
愛
情
を
も
ら
い
た
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
人
か
ら
善
い
人

だ
、
偉
い
人
だ
と
思
わ
れ
た
が
っ
て
い
ま
す
。
心
の
貧
し
い
、
心

の
弱
い
、
傲
慢
な
人
ほ
ど
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

自
分
の
罪
過
を
指
摘
し
て
く
れ
る
人
が
い
た
な
ら
、
謙
虚
に
耳

を
傾
け
、
自
己
を
反
省
し
た
い
も
の
で
す
。
外
道
の
逆
恨
み
は
し

た
く
な
い
も
の
で
す
。
減
ら
ず
口
は
叩
き
た
く
な
い
も
の
で
す
。

（
七
七

（
人
を
）
訓
戒
せ
よ
、
教
え
さ
と
せ
。
宜
し
く
な

）

い
こ
と
か
ら
（
人
を
）
遠
ざ
け
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
人

、

（

）

。

は
善
人
か
ら
愛
せ
ら
れ

悪
人
か
ら
は
疎

う
と

ま
れ
る

な
か
な
か
、
難
し
い
こ
と
で
す
。
私
の
よ
う
に
、
教
育
者
と
し

て
、
宗
教
家
と
し
て
、
人
に
訓
戒
し
、
教
え
さ
と
し
、
法
を
施
す

立
場
に
あ
っ
て
も
、
私
が
そ
の
人
の
間
違
い
を
指
摘
し
ま
す
と
、

多
く
の
人
は
、
あ
の
人
は
子
ど
も
を
教
え
て
い
る
か
ら
、
偉
そ
う

に
言
う
、
と
い
っ
て
外
道
の
逆
恨
み
を
し
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を

す
れ
ば
そ
の
人
の
値
打
ち
は
、
ま
す
ま
す
下
が
っ
て
行
っ
て
い
る

こ
と
に
気
付
け
ま
せ
ん
。

人
は
執
ら
わ
れ
が
あ
り
ま
す
と
、
人
の
言
う
こ
と
が
正
し
く
、

客
観
的
に
判
断
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
自
分

の
心
の
垢
の
反
映
で
あ
る
こ
と
に
さ
え
気
付
け
な
い
の
で
す
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
自
分
が
悪
い
こ
と
は
棚
に
上
げ
て
、
他
人

が
悪
い
、
相
手
が
悪
い
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
自

分
が
相
手
に
本
当
の
愛
、
エ
ゴ
を
捨
て
た
愛
を
あ
げ
て
も
い
な
い

、

、

。

の
に

相
手
が
愛
を
く
れ
な
い
と
い
っ
て

相
手
を
恨
む
の
で
す

。

読
者
の
方
は
ど
う
か
そ
う
な
ら
な
い
で
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す

先
ほ
ど
の
偈
の
解
説
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、
い
ま
多
く
の
人
は

自
分
の
損
得
だ
け
で
も
の
を
言
い
ま
す
。
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た
と
え
ば
、
電
車
や
汽
車
の
中
で
高
校
生
と
思
え
る
生
徒
が
た

ば
こ
を
吸
っ
た
り
、
ビ
ー
ル
を
飲
ん
だ
り
し
て
い
て
も
、
注
意
す

る
人
は
殆
ど
い
ま
せ
ん
。
恨
ま
れ
た
り
、
か
ら
ま
れ
た
り
し
た
ら

損
だ
、
自
分
に
は
関
係
な
い
、
と
見
な
い
ふ
り
を
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
お
陰
で
、
い
ま
高
校
生
の
喫
煙
、
飲
酒
は
日
常
化
し
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
な
っ
て
い
る
若
者
が

激
増
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
二
十
年
ほ
ど
前
に
ア
メ
リ
カ
で
聞

い
て
い
た
こ
と
が
、
日
本
で
も
起
こ
っ
て
来
て
い
ま
す
。

民
主
主
義
教
育
や
民
主
主
義
道
徳
は
、
ど
う
も
人
に
迷
惑
を
か

け
な
け
れ
ば
、
悪
い
こ
と
を
し
て
い
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
い
っ

。

、

た
風
潮
を
作
り
出
し
て
行
く
よ
う
で
す

同
性
愛
や
性
の
享
楽
化

ア
ル
コ
ー
ル
や
麻
薬
へ
の
嗜
癖
な
ど
、
社
会
崩
壊
へ
の
過
程
に
思

え
ま
す
。

読
者
と
の
エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

短
歌

○
枝
先
に

残
る
花
梨
の

も
み
じ
葉
を

今
日
の
北
風
が

吹
き
さ
ら
い
た
り

○
夕
も
や
の

棚
引
く
道
を

点
灯
し
て

影
絵
の
様
に

車
過
ぎ
ゆ
く

（
千
葉
県
・
山
崎
啓
子
）

○
嫁
ぎ
ゆ
く

粧
ひ
終
へ
し

娘
の
涙

ひ
そ
か
に

含
み
て

ガ
ー
ゼ
の
白
し

○
初
産
に

も
ど
り
く
る
娘
の

布
団
干
す

乾
い
て

あ
た
た
か
き

秋
風
の
中

○
若
き
身
に

母
と
な
る
日
の

近
づ
き
て

細
き
指
に

娘
は
む
つ
き
縫
う

（
千
葉
県
・
中
西
美
江
）

俳
句

○
老
若
が

竹
馬
さ
な
が
ら

鮎
を
狩
る

○
滝
白
く

高
僧

人
の
幸
を
説
く

○
滝
壺
に

渡
す

そ
う
め
ん
流
し
哉

○
谷
底
の

涼
気
吹
き
抜
く

あ
ば
ら
庵

○
涼
風
や

文
鎮
す
べ
て

所
得
し

（
阿
南
市
・
片
田
月
牙
）

お
便
り

○
い
つ
も
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
を
お
送
り
頂
き
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
読
む
こ
と
で
、
自
分
の
こ
と
を
振
り
返
り
考
え

る
機
会
に
な
り
、
自
分
の
醜
さ
に
気
づ
く
と
同
時
に
、
前
進
し
て

い
く
よ
う
に
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
す
。
厳
し
い
留
学
生
活
の
中
で
、

本
当
に
支
え
に
な
っ
て
い
ま
す

（
東
京
・
お
茶
の
水
女
子
大
学

。

へ
の
台
湾
か
ら
の
留
学
生
・
糠
明
珊
）
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後
記

一
、
ご
覧
の
よ
う
に
、
下
記
奥
付
の
内
容
を
変
え
ま
し
た
。
エ
コ

ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
と
い
う
名
称
は

「
読
者
と
の
エ

、

コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
同
じ
よ
う
に
、
ど
う
し
た
ら
人
と

人
が
心
を
響
か
せ
合
い
、
心
を
通
わ
せ
合
っ
て
、
幸
せ
に
存
在
し

て
行
け
る
か
を
研
究
し
た
い
と
念
じ
、
付
け
た
名
前
で
す
。

二
、
歩
い
て
お
四
国
巡
り
を
し
て
い
て
、
こ
こ
に
泊
ま
っ
た
ア
メ

リ
カ
の
青
年
か
ら
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
自
筆
の
、
絵
入
り
の
年

賀
状
が
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
届
き
ま
し
た
。
上
手
な
漢
字
仮
名
ま
じ

り
文
と
絵
に
驚
き
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
人
に
も
こ
ん
な
人
が
い
て

嬉
し
く
な
り
ま
す
。
三
、
書
き
出
し
シ
リ
ー
ズ
で
老
子
の
道
に
つ

い
て
解
説
し
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
少
し
難

し
か
っ
た
か
な
、
と
も
思
い
ま
す
が
。
ご
感
想
な
ど
お
寄
せ
下
さ

い
。

四

「
読
者
と
の
エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
欄
に
、
短
歌
、

、
俳
句
、
お
便
り
を
、
は
じ
め
て
載
せ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ご
投

稿
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

五
、
正
月
を
は
さ
ん
で
五
泊
六
日
で
、
以
前
住
ん
で
い
た
山
城
町

か
ら
二
人
の
中
学
三
年
生
が
受
験
合
宿
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
中

学
生
っ
て
、
本
当
に
う
い
う
い
し
い
と
、
久
し
ぶ
り
に
生
活
を
共

に
し
て
感
じ
ま
し
た
。
あ
あ
い
う
新
鮮
さ
を
誰
で
も
が
、
い
つ
ま

で
も
失
い
た
く
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

六
、
正
月
は
冥
土
の
旅
の
一
里
塚
（
一
休
作
？
）
何
が
あ
っ
て
も

年
々
是
好
年
日
々
是
好
日
。

お
便
り
、
質
問
、
要
望
、
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
な
ど
、
ど
う

ぞ
お
寄
せ
下
さ
い
。

月
刊

平
成
六
年
二
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

第
五
巻

（
発
行
人
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

二
月
号

（
制
作
）
ユ
ニ
オ
ン
プ
レ
ス

（
通
巻

（
発
行
所
）

五
十
号
）

ひ
び
き
の
さ
と

エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所

〒
７
７
１
│
４
３

徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町
星
谷

星
の
岩
屋

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

ひ
び
き
の
さ

と

振
替
口
座

徳
島
１
│
３
８
６
６
０


