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今
月
の
こ
と
ば 

～
知
ら
ぬ
が
仏
～ 

目
で
見
て
耳
で
聞
く
に
し
て
も
、
知
る
か
ら
こ
そ
喜
び
や
悲
し
み
が
入
り

交
じ
り
交
互
に
や
っ
て
く
る
。
い
っ
そ
何
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
平
静
な
心
境

で
仏
の
よ
う
に
お
ら
れ
る
と
い
う
戒
め
。
事
実
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
見

て
し
ま
う
と
、
苦
し
み
や
悩
み
も
起
こ
り
ま
す
が
、
知
ら
な
か
っ
た
り
見
な

い
で
い
れ
ば
、
腹
が
立
っ
た
り
、
怒
っ
た
り
、
心
が
乱
れ
る
こ
と
は
起
き
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
逆
の
意
味
で
「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
知
ら
ぬ

は
一
生
の
恥
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
知
ら
な
い
ま
ま
の

状
態
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
な
の
で
、
積
極
的
に
質
問
す
る
こ
と
が
よ
い
と
い

う
戒
め
で
す
。
な
か
な
か
加
減
が
難
し
い
で
す
が
、
何
事
も
ほ
ど
ほ
ど
が
良

い
で
す
ね
。 

は
じ
め
て
の
仏
教 

〇
お
釈
迦
様
、
悟
り
を
得
る 

 

菩
提
樹
の
下
で
坐
禅
を
組
み
、
深
い
瞑
想
に
入
っ
た
お

釈
迦
様
が
真
理
に
近
づ
い
て
い
く
中
、
そ
の
邪
魔
を
し
よ

う
と
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
が
魔
物
や
美
女
の
か
た
ち
を
と

っ
て
次
々
に
現
れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
は
こ
う
し
た
妨
害

の
中
で
も
心
を
乱
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
魔
物
の
か
た
ち
を

し
た
煩
悩
を
屈
服
さ
せ
、
最
後
の
瞑
想
に
入
り
ま
す
。
悟

り
を
開
い
た
の
は
瞑
想
に
入
っ
て
か
ら
七
日
目
、
満
月
の

日
の
明
け
方
で
し
た
。
右
手
の
人
差
し
指
で
地
面
に
触
れ

た
瞬
間
、
襲
い
掛
か
っ
て
き
て
い
た
魔
物
た
ち
の
姿
は
消

え
失
せ
、
お
釈
迦
様
は
と
う
と
う
悟
り
を
得
た
の
で
す
。

お
釈
迦
様
の
仏
像
の
中
で
、
右
手
の
人
差
し
指
を
地
面
に

つ
け
た
お
姿
は
、
こ
の
悟
り
の
瞬
間
を
表
し
て
い
ま
す
。
出

家
か
ら
六
年
後
、
お
釈
迦
様
三
十
五
歳
の
十
二
月
八
日

の
こ
と
で
し
た
。
真
理
に
目
覚
め
た
お
釈
迦
様
は
「
ブ
ッ

ダ
」
と
称
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で

「目
覚
め
た
者
」の
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

 

お
釈
迦
様
が
こ
の
時
何
を
悟
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
様
々

な
説
が
あ
り
ま
す
。
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
お
釈
迦
様
は
相
手
に
合
わ
せ
て
口
頭
で
教
え
を
説
か

れ
た
の
で
、
実
は
正
確
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

悟
り
の
中
で
代
表
的
な
の
が
、
物
事
は
原
因
と
結
果
が

互
い
に
関
係
し
合
っ
て
成
り
立
っ
て
い
て
、
独
立
し
た
存
在

は
な
い
と
い
う
考
え
方
の
「
縁
起
」
で
す
。
な
ぜ
生
老
病
死

に
苦
し
む
の
か
、
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
ど
う
す

べ
き
か
、
お
釈
迦
様
は
「
縁
起
」
の
法
則
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

コ
ラ
ム 

あ
れ
も
こ
れ
も
仏
教
用
語 

〇
ど
っ
こ
い
し
ょ 

思
わ
ず
口
か
ら
出
て
し
ま
う
と
き
も
あ
る
「
ど
っ
こ
い
し
ょ
」
と
い
う
言
葉

で
す
が
、
こ
ち
ら
も
仏
教
用
語
が
由
来
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
元
は
「六

根
清
浄
（
ろ
っ
こ
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う
）
」
と
い
い
、
欲
や
迷
い
を
断
ち
切
っ
て
心

身
が
清
ら
か
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
「
六
根
」
と
は
眼
根
、
耳
根
、

鼻
根
、
舌
根
、
身
根
、
意
根
の
六
つ
の
感
覚
の
こ
と
を
指
し
、
こ
こ
か
ら
私

欲
や
煩
悩
、
迷
い
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
「
清
浄
」
は

煩
悩
や
私
欲
か
ら
遠
ざ
か
り
、
清
ら
か
で
穢
れ
が
な
い
境
地
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。
修
行
者
は
不
浄
な
も
の
を
見
な
い
、
聞
か
な
い
、
嗅
が
な
い
、
味
合

わ
な
い
、
触
ら
な
い
、
考
え
な
い
よ
う
に
し
て
心
を
清
ら
か
に
す
る
た
め
、

山
で
修
行
を
す
る
際
に
「
六
根
清
浄
」
と
唱
え
て
い
た
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん

と
訛
っ
て
「
ど
っ
こ
い
し
ょ
」と
な
っ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。
現
在
で
も
「六
根
清

浄
、
お
山
は
晴
天
」と
唱
え
な
が
ら
山
岳
修
行
に
励
む
僧
侶
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。 

行
事
紹
介 

〇
三
社
祭 

三
社
祭
は
浅
草
で
行
わ
れ
る
お
祭
り
で

す
。
今
回
は
三
社
祭
と
仏
教
の
つ
な
が
り

を
ご
紹
介
し
ま
す
。
今
で
は
浅
草
神
社
の

最
大
の
年
間
行
事
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

江
戸
時
代
は
「
観
音
祭
」
や
「
浅
草
祭
」
と

呼
ば
れ
、
浅
草
寺
と
一
体
と
な
っ
た
お
祭

り
で
し
た
。
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に

か
け
て
、
習
合
思
想(

日
本
の
神
は
仏
が

姿
を
変
え
て
現
れ
た
も
の
だ
と
す
る
思

想)

が
盛
ん
に
な
り
、
浅
草
寺
と
浅
草
神

社
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
状
態
で
し

た
。
そ
の
た
め
浅
草
神
社
の
前
で
浅
草
寺

の
僧
侶
が
読
経
し
祭
り
も
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
明
治
時
代
に
な
り
、
政
府
に
よ
り

神
仏
分
離
令
が
命
じ
ら
れ
た
後
、
浅
草

神
社
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

当
時
は
神
輿
を
か
つ
ぎ
回
る
こ
と
よ
り
も

各
町
で
各
々
の
勢
い
や
絢
爛
さ
を
競
い
合

っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
で

も
姿
を
変
え
な
が
ら
、
浅
草
の
初
夏
を
象

徴
す
る
大
祭
と
し
て
賑
わ
い
、
浅
草
に
は

三
社
祭
の
四
日
間
の
う
ち
に
約
１
８
０
万

人
が
訪
れ
ま
し
た
。
神
輿
に
は
「
一
之
宮
」

「
二
之
宮
」
「
三
之
宮
」
と
三
基
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
基
に
装
飾
や
お
神
霊
が

違
う
の
で
、
見
比
べ
て
み
る
の
も
楽
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 


