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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
六
巻

十
二
月
号

人
間
は
能
力
の
束

人
間
は

能
力
の
束
だ
と

多
く
の
心
理
学
者
が

言
う

人
の
心
を
感
じ
る
能
力

人
を
愛
す
る
能
力

社
会
奉
仕
を
す
る
能
力

こ
ん
な
も
の
ま
で

能
力
に
す
る

こ
れ
は

個
人
主
義

合
理
主
義
の

弊
害
だ

こ
れ
ら

人
に
向
け
る

こ
こ
ろ
は

生
ま
れ
た
と
き
に

既
に

完
成
し
て
い
る
も
の

そ
れ
が

文
化
で

汚
さ
れ
て
い
く
も
の
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
二
四
）

―

―

『
老
子
』
解
説
（
二
三
）

今
回
を
『
老
子
』
解
説
の
最
終
回
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
終
回
で
す
の
で
、
特
定
の
章
で
は
な
く
全
般
的
な
こ
と
を
書

き
た
い
と
思
い
、
あ
ら
た
め
て
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
解
説
し

て
き
ま
し
た
二
十
二
回
分
を
読
み
直
し
て
み
ま
し
た
。

ど
の
回
も
深
い
真
理
を
述
べ
て
い
て
、
既
に
知
っ
て
い
る
こ
と

な
の
に
、
感
動
を
お
ぼ
え
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
、
ど
れ
も
常
識
を
超
え
て
い
て
、
普
通
で
は
分
か
ら

な
い
こ
と
ば
か
り
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
点
は
、
大
体
同
じ
時

代
を
生
き
、
常
識
的
な
処
世
術
を
説
い
た
「
孔
子
」
と
好
対
照
を

な
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
、
そ
の
差
は
ど
こ
に
あ
る
の

、

、

、

。

か

な
ど
に
つ
い
て

先
ず

検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す

そ
れ
を
一
口
で
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
孔
子
は
能
才
で
し
た
が

「
解
脱
」
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
老
子
は
解
脱
に
達
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
常
識
的
に
孔
子
が
説
く
こ
と
が
、
解
脱

し
て
い
な
い
常
識
的
な
人
に
実
行
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

実
は
、
当
の
本
人
の
孔
子
す
ら
実
行
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
人
間
が
「
は
か
ら
っ
て
」
で
き
る
こ
と

で
は
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
、
孔
子
の
教
え
の
中
心
は
「
仁
」
で

す
が
、
そ
れ
は
自
分
を
制
し
て
、
他
者
を
立
て
る
こ
と
、
愛
す
る

。

、

、

、

、

こ
と
で
す

し
か
し

そ
れ
が
確
実
に

間
違
い
な
く

自
然
に

実
行
で
き
る
の
は
、
解
脱
に
至
っ
た
と
き
だ
け
な
の
で
す
。

多

く
の
人
は
、
自
分
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
客
観
的
に
他
者
が
「
ど

う
な
す
べ
き
か
」
の
判
断
を
求
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
正
し
い
、

義
に
か
な
っ
た
、
善
い
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
る
か
も
し
れ
ま
せ

。

、

、

、

ん

し
か
し

そ
れ
は

現
実
を
離
れ
た
架
空
の
こ
と
で
あ
っ
て

自
分
が
全
く
利
害
関
係
を
も
た
な
い
、
自
分
が
し
た
判
断
の
価
値

も
現
実
の
こ
と
と
し
て
問
わ
れ
な
い
、
完
全
に
自
分
が
引
き
込
ま

れ
な
い
中
立
的
な
状
況
に
あ
る
と
き
だ
け
な
の
で
す
。
も
し
、
現

実
の
生
活
の
中
で
、
具
体
的
に
自
我
が
巻
き
込
ま
れ
た
現
場
的
状

況
で
は
、
ま
っ
た
く
話
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

一
つ
の
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
た
ち
の
例
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
カ
ン
ト
は
「
定
言
命
法
」
と
し
て
「
汝
の
意
志

の
格
率
が
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う

る
よ
う
に
行
為
せ
よ

「
汝
の
人
格
な
ら
び
に
す
べ
て
の
他
者
の

」

人
格
に
お
け
る
人
間
性
を
、
つ
ね
に
同
時
に
目
的
と
し
て
用
い
、

決
し
て
た
ん
に
手
段
と
し
て
用
い
な
い
よ
う
に
、
行
為
せ
よ
」
と
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述
べ
て
、
自
己
の
哲
学
体
系
の
中
に
普
遍
的
な
道
徳
律
と
し
て
、

人
間
の
為
す
べ
き
こ
と
は
こ
う
こ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
、
今
ま
で

の
宗
教
家
が
説
い
て
来
た
通
り
に
、
間
違
い
な
く
、
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
「
自
分

が
い
や
な
こ
と
を
他
人
に
す
る
な
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
哲
学
を
発
展
さ
せ
た
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
た
ち
の

う
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
戦
争
こ
そ
が
文
化
を
発
展
さ
せ
る
も
の

だ
」
と
し
て
戦
争
を
賛
美
し
て
い
ま
す
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ナ

チ
を
支
持
し
、
ナ
チ
に
期
待
し
ま
し
た
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
に
至

っ
て
は
周
知
の
通
り
、
そ
の
学
説
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人

の
尊
い
生
命
が
失
わ
れ
た
か
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
勿
論

彼
ら
が
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
自
分
が
為
す
行
為
は
、
こ
れ
と
は
殆
ど
無
関
係
だ
っ

た
の
で
す
。

「

」

（

）

、

科
学
や
学
問
と
し
て

あ
た
ま

で
知
っ
た
こ
と

知
識

を

現
実
の
世
界
で
使
う
と
き
は
、
よ
ほ
ど
、
こ
の
こ
と
を
「
反
省
」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
で
も

「
あ
た
ま
」
で
知
っ
た

、

と
い
う
自
負
は
、
人
間
の
学
名
で
あ
る
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
（
知

性
人
）
の
名
の
通
り
に
、
自
己
の
知
性
へ
の
執
ら
わ
れ
を
生
み
出

し
、
自
己
を
肥
大
さ
せ
、
自
己
を
絶
対
化
さ
せ
て
、
他
者
の
こ
と

を
眼
中
か
ら
消
し
て
な
く
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ

の
「
反
省
」
も
有
名
無
実
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

、

。

、

こ
こ
が

孔
子
と
老
子
の
決
定
的
な
違
い
な
の
で
す

つ
ま
り

こ
の
両
者
の
違
い
は
、
人
間
が
「
知
る
こ
と
」
と
「
行
う
こ
と
」

と
は
別
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
に

関
わ
っ
て
い
ま
す
。

老
子
は
、
知
っ
て
そ
の
通
り
行
え
る
た
め
に
は
、
道
を
体
得
す

る
こ
と
が
必
要
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
仏
教
の
こ
と
ば
で
言

え
ば
「
解
脱
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
自
己
と
他
己
の
統
合
が
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
の
で
、
た

と
え
道
を
体
得
で
き
な
く
て
も
、
道
を
体
得
し
た
人
の
言
う
こ
と

を
ひ
た
す
ら
信
じ
、
そ
れ
に
則
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
実
行
し
よ
う

と
努
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
「
あ
た
ま
」
で
知
識
を
得
た
り

「
か
ら
だ
」

、

で
単
に
技
を
磨
い
て
も
殆
ど
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
昨
年
の
七
月
号

（
第
十
六
章
）
と
八
月
号
（
第
二
十
一
章

、
今
年
の
二
月
号

）

（
五
十
二
章
）
な
ど
で
述
べ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
瞑
想
が
い
る
の

で
す
。
修
行
が
い
る
の
で
す

「
か
ら
だ
」
の
働
き
の
「
感
覚
の

。

、

、「

」

、

穴
を
塞
ぎ

運
動
の
門
を
閉
ざ
し

あ
た
ま

の
働
き
を
挫
き

「
こ
こ
ろ
」
の
も
つ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
」
て
、
ひ
た
す
ら
瞑
想
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ガ
で
あ

。

、

、

、

、

、

、

る
と
言
え
ま
す

お
祈
り

坐
禅

瞑
想

読
経

唱
題

唱
名

、

。

、

な
ど
も

み
ん
な
そ
れ
に
入
る
と
思
い
ま
す

そ
う
し
た
修
行
を
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現
代
人
の
よ
う
に
「
こ
れ
だ
け
し
た
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
効
果
が

あ
る
は
ず
だ
」
な
ど
と
計
ら
わ
ず

「
ひ
た
す
ら
」
行
う
こ
と
が

、

大
切
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
修
行
を
す
る
と
き
、
勉
強
し
な
く
て
も
、
勉
強
で
き

な
く
て
も
、
知
ら
な
い
こ
と
は
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
為
さ

ず
し
て
為
さ
ざ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

孔
子
の
い
ち
い
ち
の
徳
目
を
知
ら
な
く
て
も
、
自
然
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
意
識
し
て
守
ろ
う
と
し
て
も
守

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
意
識
し
な
い
で
自
然
に
守
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
れ
る
の
で
す
。
こ
の
境
地
を
老
子
は
無
為
自
然
と
言

っ
た
の
で
す
。

皆
さ
ん
も
ど
う
か
そ
う
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
ひ
た
す
ら
修

行
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
を
読
む
時
間
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
節
約
し
て
、
一
日
十
分
で
も
二
十
分
で
も
結
構

。

、

、

で
す

毎
日
ま
い
に
ち

ひ
た
す
ら
一
人
静
か
に
瞑
想
す
る
な
り

読
経
す
る
な
り
し
て
、
修
行
し
て
頂
き
た
い
の
で
す
。

今
回
最
後
に
も
う
一
つ
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
老
子
の
教
え
か
ら
発
展
し
た
道
教
（
仙
道
）
に
つ
い
て

で
す
。
道
教
で
は
、
不
老
長
寿
を
得
る
こ
と
が
目
的
の
一
つ
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
も
そ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。
一
説
に
よ
り
ま
す
と
老
子
は
数
百
歳
ま
で
生
き
た
と
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
不
老
長
寿
の
教
え
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
、
老
子
は
そ
ん
な
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま

す
。老

子
は
、
仏
教
で
言
え
ば
、
解
脱
に
至
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実

は
、
そ
の
境
地
そ
の
も
の
が
不
老
長
寿
な
の
で
す
。
実
際
に
数
百

歳
ま
で
生
き
る
と
い
う
身
体
的
な
生
命
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
の
で
す
。
な
か
な
か
分
か
っ
て
頂
け
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
解

脱
に
至
れ
ば
、
一
日
生
き
て
も
、
も
う
既
に
永
遠
に
生
き
て
き
た

思
い
が
し
ま
す
し
、
今
後
も
た
と
え
肉
体
は
死
ん
で
も
、
た
ま
し

い
は
ど
こ
か
で
永
遠
に
生
き
続
け
る
と
確
信
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
一
日
生
き
る
こ
と
が
、
永
遠
に
生
き
る
こ
と
と
同
じ

こ
と
だ
と
言
え
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
不
老
長
寿
を
得
る
道
は
、
物
理
的
に
生
理
的
身
体

と
し
て
の
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
で
は
な
く
て
、
一
日
生
き
る
こ
と

が
、
永
遠
に
生
き
る
こ
と
だ
と
感
じ
ら
れ
る
境
地
に
至
る
こ
と
だ

と
言
え
る
の
で
す
。
も
し
、
そ
う
な
れ
な
く
て
も
、
そ
う
し
た
境

地
に
至
っ
た
人
と
共
に
暮
ら
し
、
そ
の
人
の
教
え
を
守
っ
て
、
生

き
て
い
け
ば
、
解
脱
し
た
の
と
同
じ
境
地
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。

な
お
、
実
際
に
仙
道
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
修
行
法
は
、
殆
ど
ヨ

ー
ガ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
た

と
え
文
字
通
り
の
不
老
長
寿
が
得
ら
れ
な
く
て
も
、
精
神
的
・
身

体
的
健
康
を
う
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

響

育

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育

はコ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
響
育

そ
れ
は

こ
こ
ろ
の
伝
え
合
い

こ
こ
ろ
の
感
じ
合
い

こ
こ
ろ
は
お
互
い
に

伝
播
す
る
も
の
だ
か
ら

そ
れ
は

重
度
・
重
複
障
害
児
だ
け
で

な
く

誰
に
対
し
て
も

こ
ち
ら
の

平
安
・
安
心
、
幸
福
・
福
祉

のこ
こ
ろ
を

伝
え
る
も
の

そ
う
す
る
こ
と
で

相
手
を

平
安
・
安
心
、
幸
福
・
福
祉

に誘
う
も
の

ど
こ
ま
で
も

お
仕
え
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

空

虚

な

時

間

を

送

る

人
間
に
と
っ
て

時
間
と
は

成
る
こ
と

人
間
に
成
る
こ
と

だ
か
ら

人
間
に
成
ら
な
い
人
は

成
ろ
う
と
し
な
い
人
は

時
間
を
無
駄
に
し
て

空
虚
な
時
間
を

送
っ
て
い
る

そ
ん
な
人
の
人
生
は

犬
猫
人
生

犬
猫
以
下
人
生

な
ん
と

そ
ん
な
人
の

多
い
こ
と
よ

つ

ね

に

若

い

他
己
性
を
帯
び
た

か
ら
だ
は

年
老
い
て
い
く

が自
己
性
を
帯
び
た

こ
こ
ろ
は

つ
ね
に
若
い
ま
ま

社

会

に

定

位

す

る

人
は

社
会
に
支
え
ら
れ

社
会
に
定
位
す
る
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時

間

が

刹

那

的

自
己
を

肥
大
さ
せ
る
ほ
ど

時
間
は

刹
那
的
に
な
り

終
末
論
的
に
な
る

す
る
と

死
後
の
世
界
が

迫
っ
て
く
る

子

育

て

と

人

柄

子
育
て
に

人
柄
す
べ
て

現
れ
る

善
き
に
つ
け
て
も

悪
し
き
に
つ
け
て
も

地

球

救

済

の

論

理

民
主
主
義
は

個
人
の
論
理

強
者
の
論
理

建
前
の
論
理

で
も

地
球
救
済
は

集
合
の
論
理

弱
者
の
論
理

本
音
の
論
理

デ

モ

シ

カ

教

授

む
か
し

デ
モ
シ
カ
先
生
と
い
う

こ
と
ば
が
あ
っ
た

い
ま
は

大
学
教
授
に
も

当
て
は
ま
る
よ
う
に

思
え
る

人

を

失

う

宗
教
を

信
じ
ら
れ
な
い

現
代
人

こ
こ
ろ
失
い

人
を
失
う

ペ

ッ

ト

ロ

ボ

ッ

ト

お
と
な
の

遊
び
相
手
に
な
る

ペ
ッ
ト
の
よ
う
な

可
愛
い
ロ
ボ
ッ
ト
が

売
り
出
さ
れ
た

買
う
人
い
わ
く

子
ど
も
よ
り

言
う
こ
と
を

よ
く
聞
き
ま
す
よ

と
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自
作
随
筆
選

吠
え
付
き
症
候
群

こ
の
頃
、
飼
い
主
に
吠
え
た
り
、
噛
み
つ
い
た
り
す
る
、
犬
の

異
常
な
行
動
が
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
犬
が
餌
を
食

べ
て
い
る
と
き
、
飼
い
主
が
餌
に
近
づ
い
た
り
、
手
を
だ
し
た
り

し
ま
す
と

「
ワ
ッ
ウ
ー
」
と
言
っ
て
、
吠
え
ま
す
。
も
し
、
そ

、

の
餌
を
取
り
上
げ
よ
う
も
の
な
ら
、
手
に
噛
み
つ
い
て
し
ま
う
の

で
す
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
最
近
、
か
な
り
一
般
に
共
通
し
て
見

ら
れ
る
よ
う
で

「
吠
え
付
き
症
候
群
（
？

」
と
い
う
、
そ
れ

、

）

を
総
称
す
る
こ
と
ば
ま
で
あ
る
よ
う
で
す
。

そ
う
な
る
の
は
、
犬
を
可
愛
が
り
過
ぎ
て
、
犬
に
わ
が
ま
ま
を

許
し
て
し
ま
う
結
果
、
犬
が
自
分
を
そ
の
家
の
主
人
、
つ
ま
り
群

れ
の
ボ
ス
で
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
と
言
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
話
は
、
な
に
も
犬
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
よ

う
に
思
え
る
の
で
す
。
最
近
の
人
間
の
子
育
て
で
も
同
じ
こ
と
が

該
当
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

、

、

「

、

つ
ま
り

親
の
権
威
が
な
く
な
り

平
気
で
親
に

吠
え
た
り

噛
み
つ
い
た
り
す
る
」
子
が
、
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で

す
。
そ
う
し
た
状
況
を
見
て
い
ま
す
と
、
親
な
の
か
、
友
達
な
の

か
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
言
い
ま
す
と
、
下
僕
な
の
か
侍
女
な
の

か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
、
ぞ
ん
さ
い
な
態
度
で
子
が
親
に
接
し
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
ど
う
も
夫
婦
あ
た
り
の
子
ど
も
の
数
が
少

な
く
な
っ
た
結
果
、
あ
た
か
も
犬
の
よ
う
に
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
わ

が
ま
ま
一
杯
に
、
甘
や
か
し
て
育
て
る
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に

思
う
の
で
す
。

そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
深
く
見
ま
す
と
、
一
方
で
は
甘
や
か
し

て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
が
、
他
方
か
ら
見
ま
す
と
、
躾
け
を
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
子
ど
も
は
親
が
養
育

し
、
人
間
と
し
て
一
人
前
に
育
て
て
や
る
と
い
う
気
概
が
な
い
の

だ
と
思
う
の
で
す
。
ペ
ッ
ト
の
よ
う
に
可
愛
が
っ
て
い
れ
ば
、
自

然
に
人
間
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
自
分
の
気
分
で
接
す
る
だ

け
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
子
ど
も
は
親
を
頼
り

に
し
た
り
、
信
じ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
行
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
近
の
子
ど
も
た
ち
の
い
じ
め
や
不
登
校
の
蔓
延
化
を
見
て
い

ま
す
と
、
ど
う
も
、
親
あ
る
い
は
大
人
一
般
が
、
そ
の
解
決
に
殆

ど
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
そ

れ
は
、
親
や
大
人
が
信
じ
る
に
足
ら
な
い
、
あ
る
い
は
頼
り
に
す

る
に
足
ら
な
い
証
拠
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
四
一
）

―
法
句
経
解
説
―

（
一
五
〇
）
骨
で
城
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
に
肉
と
血
と
が
塗

っ
て
あ
り
、
老
い
と
死
と
高
ぶ
り
と
ご
ま
か
し
と
が
お
さ
め

ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
人
間
の
肉
体
を
お
城
に
た
と
え
て
い
ま
す
。
そ
の

城
に
は
、
自
分
が
閉
じ
こ
も
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
城
も
や
が
て

老
い
、
遂
に
死
ん
で
滅
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
で
も
、
そ
の
こ
と
を

多
く
の
人
は
、
他
人
ご
と
の
よ
う
に
思
っ
て
、
切
実
に
は
感
じ
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
実
は
、
自
己
を
肥
大
さ
せ
、
高
慢
に
な
っ
て
い

る
こ
と
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
高
慢
に
な
り
ま
す
と
、
そ

の
こ
と
が
、
死
や
老
い
や
高
慢
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

私
は
、
先
日
、
こ
の
偈
と
は
無
関
係
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
を

つ
く
り
ま
し
た
。

図
ら
ず
も

罪
を
犯
せ
し

罪
人
は

刑
務
所
の
な
か

囚
人
と
な
る

図
り
て
も

悪
事
を
為
せ
し

凡
人
は

自
己
の
殻
へ
の

執
人
と
な
る

こ
の
歌
に
あ
る
自
己
の
殻
が
、
こ
の
偈
で
は
城
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

、

「

」

。

人
間
は

誰
で
も
が
仏
教
で
言
う

煩
悩

を
も
っ
て
い
ま
す

そ
の
煩
悩
は
、
自
分
が
楽
を
し
て
、
自
分
の
生
命
を
無
限
に
拡
張

。

、

（

）
、

さ
せ
よ
う
と
し
ま
す

具
体
的
に
は

食
欲

物
欲
・
金
銭
欲

性
欲
（
子
孫
繁
栄
欲

、
優
越
欲
（
権
力
、
名
誉
欲
）
な
ど
の
欲

）

望
で
す
。

こ
う
し
た
欲
望
が
満
足
さ
せ
ら
れ
ま
す
と
、
人
間
は
誰
で
も
が

老
い
や
死
を
忘
れ
、
驕
慢
に
な
り
、
執
着
を
強
め
て
、
救
い
の
道

（
絶
対
的
な
平
安
・
安
心
、
幸
福
・
福
祉
）
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ

か
っ
て
行
く
の
で
す
。
で
も
、
そ
の
こ
と
に
気
付
け
る
人
は
い
ま

せ
ん
。

こ
の
偈
は
、
そ
の
こ
と
を
戒
め
て
い
ま
す
。

（
一
五
一
）
い
と
も
麗
し
き
国
王
の
車
も
朽
ち
て
し
ま
う
。

身
体
も
ま
た
老
い
に
近
づ
く
。
し
か
し
善
い
立
派
な
人
々
の

徳
は
老
い
る
こ
と
が
な
い
。
善
い
立
派
な
人
々
は
互
い
に
こ

と
わ
り
を
説
き
聞
か
せ
る
。

か
つ
て
、
中
国
の
あ
る
王
さ
ま
は
、
国
土
に
長
大
な
塀
を
巡
ら

せ
、
広
大
な
お
城
を
構
築
し
、
自
分
の
死
後
の
た
め
の
王
宮
ま
で

も
建
て
さ
せ
て
、
多
く
の
殉
死
者
と
多
く
の
人
形
に
守
ら
れ
て
、

い
や
い
や
な
が
ら
も
死
ん
で
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
城
も

今
で
は
朽
ち
果
て
て
し
ま
い
、
そ
の
王
さ
ま
の
悪
徳
を
謗
る
も
の
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は
い
て
も
、
遺
徳
を
し
の
ぶ
も
の
は
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
同
じ
中
国
の
老
子
は
、
ど
こ
で
、
い
つ
生
ま
れ
、
ど

こ
で
、
い
つ
死
ん
だ
か
も
、
必
ず
し
も
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

残
し
た
も
の
も
、
た
っ
た
五
千
字
の
文
章
だ
け
で
す
。
で
も
、
そ

の
徳
は
老
い
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
事
実
、
今
も
、
私
の
中
に

。

、

。

生
き
続
け
て
い
ま
す

老
子
を

私
は
今
に
感
じ
て
い
る
の
で
す

私
の
中
で
彼
は
過
去
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

そ
し
て
、
私
は
、
彼
の
教
え
・
こ
と
わ
り
を
、
私
の
こ
と
ば
に

置
き
換
え
て
、
本
誌
で
二
十
三
回
に
わ
た
り
、
説
い
て
き
た
の
で

す
。（

一
五
二
）
学
ぶ
こ
と
の
少
な
い
人
は
、
牛
の
よ
う
に
老
い

る
。
か
れ
の
肉
は
増
え
る
が
、
か
れ
の
智
慧
は
増
え
な
い
。

こ
の
偈
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

「
学
ぶ
こ
と

、

の
少
な
い
人
」
と
い
う
と
き
の
「
学
ぶ
」
と
は
、
ど
ん
な
意
味
な

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
般
に
学
ぶ
と
は
、
学
習
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
勉
強
す
る
こ

と
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
い
の
で

す
。一

般
に
学
習
す
る
と
言
い
ま
す
の
は
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
も
ら

っ
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
し
て
、
知
識
や
技
能
を
増
や
し
て
い
く

こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
で
も
、
こ
こ
で
学
ぶ
と
は

「
自
分
自

、

身
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
自
分
自
身
を
知
る
と
は

ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
が
、
ど
ん
な
こ
と
な
の
か

を
知
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
知
っ
て
、
絶
対
の
安
心
に
至
る
こ
と

で
す
。
そ
れ
を
智
慧
と
い
い
ま
す
。

智
慧
は
、
で
す
か
ら
、
知
識
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
知
識

を
得
て
も
、
そ
れ
が
智
慧
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知
識
を

得
る
た
め
に
、
殆
ど
字
が
読
め
な
く
て
も
、
お
ぼ
え
ら
れ
な
く
て

、

。

、

も

智
慧
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す

今
の
こ
と
で
言
え
ば

新
聞
を
読
ま
な
く
て
も
、
テ
レ
ビ
を
見
な
く
て
も
、
智
慧
を
え
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。
も
っ
と
言
い
ま
す
と
、
学
校
で
よ
い
成
績
を

得
な
く
て
も
、
殆
ど
勉
強
が
出
来
な
く
て
も
、
智
慧
を
え
る
こ
と

は
で
き
る
の
で
す
。

、

。

、

で
は

ど
う
す
れ
ば
出
来
る
の
で
し
ょ
う
か

そ
れ
に
は
先
ず

仏
さ
ま
（
神
さ
ま
）
を
信
じ
る
こ
と
で
す
。
自
分
を
超
え
た
絶
対

者
を
腹
の
底
か
ら
、
心
の
底
か
ら
信
じ
る
こ
と
で
す
。
自
分
が
そ

の
者
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
超
越
の
教
え
を
説
く
人
を
信
じ
て
、
そ
の
人
に

心
か
ら
従
う
こ
と
で
す
。
そ
の
人
の
い
う
通
り
に
ひ
た
す
ら
努
め

る
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
現
代
人
は
、
一
人
ひ
と
り
が
「
偉
く
」
な
っ
て
、
殆
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ど
こ
の
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
た
ま
に
で

、

。

き
た
と
し
ま
す
と

そ
れ
は
自
分
に
執
ら
わ
れ
た
教
え
な
の
で
す

自
分
に
執
ら
わ
れ
た
教
え
し
か
現
代
人
に
は
通
用
し
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

自
己
を
知
る
こ
と
を
目
指
さ
な
い
人
の
人
生
を
、
私
は
犬
猫
人

生
、
あ
る
い
は
犬
猫
人
生
以
下
人
生
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
偈

で
は
、
牛
に
た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

、

、

、

、

老
子
で
も

釈
尊
で
も

ソ
ク
ラ
テ
ス
で
も

キ
リ
ス
ト
で
も

結
構
で
す
。
信
じ
て
、
お
っ
し
ゃ
る
通
り
に
実
行
す
る
よ
う
に
努

め
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
一
五
三
）
わ
た
し
は
幾
多
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
生
死
の
流

れ
を
無
益
に
経
め
ぐ
っ
て
来
た
、

家
屋
の
作
者
（
つ
く

―
―

り
て
）
を
さ
が
し
も
と
め
て

。
あ
の
生
涯
、
こ
の
生
涯

―
―

と
く
り
か
え
す
の
は
苦
し
い
こ
と
で
あ
る
。

（
一
五
四
）
家
屋
の
作
者
よ
！

汝
の
正
体
は
見
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
汝
は
も
は
や
家
屋
を
作
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う

。
汝
の
梁
は
す
べ
て
折
れ
、
家
の
屋
根
は
崩
れ
て
し
ま
っ
た

。
心
は
形
成
作
用
を
離
れ
て
、
妄
執
を
滅
ぼ
し
尽
く
し
た
。

こ
の
（
一
五
三
）
で
は

（
一
五
〇
）
と
違
っ
て
、
自
分
の
こ

、

と
を
城
で
は
な
く
、
家
に
た
と
え
て
い
ま
す
。
こ
の
自
分
と
い
う

家
を
誰
が
作
っ
た
の
か
、
そ
の
創
り
主
を
求
め
て
、
何
代
に
も
渡

（

）

、

、

っ
て
生
死
を
重
ね

輪
廻

て
来
た
が

そ
れ
は
苦
し
い
こ
と
だ

と
い
っ
て
い
ま
す
。

、

。

人
生
は
苦
し
い
こ
と
ば
か
り
だ
と
は

多
く
の
人
の
述
懐
で
す

あ
の
す
ば
ら
し
い
芸
術
を
生
み
出
し
た
ゲ
ー
テ
も
、
わ
が
人
生
に

一
週
間
と
し
て
安
穏
な
日
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
人
生
の
苦
し
み
を
、
イ
ン
ド
で
は
、
生
ま
れ
て
は
死

に
、
死
ん
で
は
生
ま
れ
て
輪
廻
転
生
し
た
結
果
と
考
え
ま
す
。
で

す
か
ら
、
こ
の
苦
し
み
を
逃
れ
る
道
は
輪
廻
転
生
を
断
ち
切
る
こ

と
だ
と
考
え
る
の
で
す
。

そ
れ
が
次
の
（
一
五
四
）
で
す
。
こ
の
偈
で
は
転
生
を
克
服
し

た
こ
と
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
家
の
た
と
え
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
家

が
崩
壊
し
た
こ
と
に
当
た
り
ま
す
が
、
心
の
状
態
と
し
て
は
「
形

成
作
用
を
離
れ
て
、
妄
執
を
滅
ぼ
し
尽
く
し
た
」
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

で
は
、
形
成
作
用
と
か
、
妄
執
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
形
成
作

用
と
い
う
語
は
仏
教
語
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
で
滅
す
る
こ

と
が
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
妄
執
、
つ
ま
り
虚
妄
へ
の
執
着
を
生

み
出
す
も
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

で
は
、
虚
妄
へ
の
執
着
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
少
し
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

老
子
も
釈
尊
も
キ
リ
ス
ト
も
一
様
に
、
人
間
の
人
格
完
成
の
あ
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り
よ
う
を
赤
ん
坊
に
求
め
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、

赤
ん
坊
は
何
に
対
し
て
も
執
着
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
た

、

。

、

だ

あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
だ
け
だ
か
ら
で
す

お
腹
が
す
い
た
り

不
快
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
と
泣
き
ま
す
が
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
ま

す
と
、
そ
れ
以
上
は
望
み
ま
せ
ん
。
計
ら
う
こ
と
は
何
も
な
い
の

で
す
。

と
こ
ろ
が
、
歳
を
重
ね
成
長
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
あ
あ
し
よ
う
、
こ
う
し
よ
う
、
と
計
ら

い
の
心
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
で
き
る
こ
と
が
多
く

な
る
ほ
ど
、
執
ら
わ
れ
が
大
き
く
な
っ
て
行
く
の
で
す
。
同
じ
年

齢
で
も
、
で
き
る
こ
と
の
多
い
ほ
ど
、
執
ら
わ
れ
も
大
き
い
と
言

え
ま
す
。

最
近
は
世
界
的
傾
向
と
し
て
若
年
者
（
少
年
）
が
殺
人
を
犯
す

こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
大
人
に
較
べ
れ
ば
極
め

て
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
教
育
を
受
け
、
段
々
と
人
格
が

完
成
し
て
く
る
も
の
と
、
一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
殺

す
、
盗
む
、
淫
ら
な
こ
と
を
す
る
、
嘘
を
つ
く
、
な
ど
は
大
人
に

な
る
ほ
ど
多
く
犯
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
と
し
た

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
が
、
子
ど
も
よ
り
も
大
人
に
な
る
ほ
ど
執
着
を
多
く
も
つ

よ
う
に
な
る
こ
と
の
反
映
と
言
え
る
の
で
す
。
な
ぜ
そ
う
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。

以
下
は
、
私
の
一
つ
の
説
明
で
す
。

私
た
ち
は
生
ま
れ
た
と
き
、
自
分
を
主
張
し
、
生
き
延
び
よ
う

と
す
る
心
（
泣
く
）
と
、
人
に
関
心
や
愛
を
向
け
る
心
（
ほ
ほ
え

む
）
と
を
矛
盾
な
く
、
未
分
化
で
す
が
、
統
合
し
て
も
っ
て
い
ま

。

、

、

す

こ
の
二
つ
の
心
は
無
意
識
の
中
に
存
在
し
ま
す
が

前
者
を

私
は
、
自
己
の
中
の
「
生
命
蔵
識

、
後
者
を
他
己
の
中
の
「
如

」

来
蔵
識
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
成
長
し
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
と
、
統
合
が
崩
れ
、
煩
悩
蔵
識
と
も
言
え
る
こ
の
生
命
蔵

識
ば
か
り
が
働
き
だ
す
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
生
命
蔵

、

。

、

識
に
対
し
て

如
来
蔵
識
は
否
定
的
に
働
き
ま
す

生
命
蔵
識
が

自
分
勝
手
に
働
け
ば
働
く
ほ
ど
、
否
定
的
に
な
る
の
で
す
。

現
代
人
は
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
世
界
で
は
仏
な

ど
信
じ
ら
れ
な
い
な
の
で
す
。
し
か
し
、
信
じ
よ
う
が
信
じ
ま
い

が
、
仏
は
私
た
ち
の
中
に
宿
っ
て
い
て
、
私
た
ち
を
死
へ
と
時
を

刻
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
時
刻
で
す
。
い
く
ら
死
に
た
く
な

い
と
あ
が
い
て
も
、
時
刻
に
至
れ
ば
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

、

、

、

し
か
し

有
り
難
い
こ
と
に

こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
気
付
い
て

自
分
へ
の
執
着
を
捨
て
、
生
命
蔵
識
を
制
御
・
滅
す
れ
ば
、
人
間

存
在
を
肯
定
す
る
如
来
の
永
遠
の
働
き
が
輝
き
だ
し
て
、
愛
と
慈

悲
の
こ
こ
ろ
が
そ
の
人
に
滲
み
出
し
て
く
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
今
年
も
、
も
う
十
二
月
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

『
こ
こ

。

ろ
の
と
も
』
も
六
年
間
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
皆
さ
ま
が

読
ん
で
く
だ
さ
る
お
陰
で
す
。
今
後
も
精
進
を
し
て
、
続
け
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
支
援
下
さ
い
。

二
、
ま
た
、
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
（
平
成
元
年
十
二
月
）
以
来
、

毎
日
一
編
以
上
の
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
、
随
筆
、
着
想
の
メ

モ
、
な
ど
を
書
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、
今
日
ま
で
続
い
て
い

ま
す
。
で
も
、
忙
し
か
っ
た
り
し
て
、
そ
の
こ
と
に
注
意
を
奪
わ

れ
た
り
し
ま
す
と
、
す
ぐ
た
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

三
、
最
近
、
自
閉
症
児
や
精
神
分
裂
病
者
、
あ
る
い
は
う
つ
病
者

の
時
間
障
害
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
、
時
間
の
哲

学
的
考
察
に
つ
い
て
の
本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
難
し
い

話
に
な
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
私
は
、
時
間
の
体
験
は

「
自
己
」

、

と
「
他
己
」
の
弁
証
法
的
運
動
だ
と
、
も
と
も
と
思
っ
て
い
た
の

で
す
。
勉
強
し
て
み
て
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
に
間
違
い
が
な

い
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
私
の
時
間
論
の

具
体
的
な
構
想
も
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

四
、
時
間
は
自
己
と
他
己
の
弁
証
法
的
運
動
で
す
の
で
、
自
己
と

他
己
は
お
互
い
に
矛
盾
的
関
係
に
あ
り
ま
す
。
自
己
が
「
有
」
な

ら
他
己
は
「
無
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
逆
に
、
自
己
が

「
無
」
な
ら
他
己
は
「
有
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

、「

」

、

五

釈
尊
の
こ
と
ば

の
最
後
の
あ
た
り
で
も
書
き
ま
し
た
が

「

」

「

」

、

自
分
が
ど
こ
ま
で
も

自
己

を

有

と
し
て
主
張
し
ま
す
と

「
他
己
」
の
無
意
識
に
秘
め
た
「
如
来
」
さ
ま
は
ど
ん
ど
ん
枯
れ

て
行
き

「
無
」
と
し
て
の
み
働
き
ま
す
。
否
定
的
に
の
み
働
く

、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
死
が
常
に
そ
こ
に

迫
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

「
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
」
や

。

「
霊
界
」
が
気
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

六
、
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
金
や
権
力
を
得
る
ほ
ど
、
時
間
は

な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
浦
島
太
郎
は
龍
宮
城
に
行
き
、
自
己

に
閉
じ
て
時
間
を
失
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
詰
め
て
、
土
産
に
さ
れ

た
玉
手
箱
を
開
け
た
途
端
、
元
の
時
間
を
取
り
戻
し
た
の
で
す
。

月
刊

平
成
七
年
十
二
月
八
日

こ
こ
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と
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