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今
月
の
こ
と
ば 

～
仏
の
顔
も
三
度
～ 

ど
ん
な
に
柔
和
で
お
だ
や
か
な
人
で
も
、
二
度
三
度
と
迷
惑
を
か
け
た
ら
怒
り
出

す
、
穏
や
か
な
人
で
も
我
慢
に
限
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
聴
き
な
じ
み
の
あ
る
こ

と
わ
ざ
か
と
思
い
ま
す
が
、
由
来
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？
イ
ン
ド
に
は
釈
迦
国
と

コ
ー
サ
ラ
国
と
い
う
国
が
あ
り
、
コ
ー
サ
ラ
国
の
王
の
母
が
釈
迦
国
出
身
の
由
緒

あ
る
王
女
と
聞
い
て
い
た
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
釈
迦
国
の
策
略
だ
っ
た
こ
と

を
知
り
、
怒
り
か
ら
釈
迦
国
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
ま
す
。
そ
こ
で
お
釈
迦
様
は
三
回

説
得
し
、
兵
を
追
い
返
し
ま
し
た
が
、
四
回
目
に
は
お
釈
迦
様
も
恨
み
あ
る
業
の

報
い
は
避
け
ら
れ
な
い
と
説
得
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
釈
迦
国
は
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
す
で
に
意
味
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
わ
ざ
で
も
由
来
を
知
る
と
、
ま
た
歴
史

的
背
景
や
文
化
な
ど
が
わ
か
り
ま
す
ね
。 

は
じ
め
て
の
仏
教 

〇
お
釈
迦
様
、
教
え
を
広
め
る 

 

つ
い
に
悟
り
を
得
た
お
釈
迦
さ
ま
で
す
が
、
自
分
の

悟
り
は
簡
単
に
は
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
、

人
々
に
語
る
こ
と
を
躊
躇
い
ま
し
た
。
し
か
し
古
代

イ
ン
ド
の
神
で
あ
る
梵
天
は
「お
釈
迦
様
の
得
た
悟
り

こ
そ
が
仏
の
真
理
で
あ
り
、
人
々
に
そ
の
教
え
を
広

め
な
け
れ
ば
こ
の
世
が
滅
ん
で
し
ま
う
」
と
言
っ
て
、

説
法
を
行
う
後
押
し
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
梵
天
勧

請
（ぼ
ん
て
ん
か
ん
じ
ょ
う
）と
い
い
ま
す
。 

 

お
釈
迦
様
が
最
初
に
教
え
を
説
い
た
の
は
、
か
つ
て

共
に
苦
行
を
行
っ
た
五
人
の
修
行
仲
間
で
し
た
。
当

初
五
人
は
苦
行
を
捨
て
た
お
釈
迦
様
を
拒
み
ま
し

た
が
、
そ
の
迷
い
の
な
い
姿
に
心
を
打
た
れ
、
苦
し
み

に
ま
つ
わ
る
「
四
諦
」
、
苦
し
み
を
克
服
す
る
た
め
に

極
端
を
避
け
る
「
中
道
」
「
八
正
道
」
を
説
か
れ
る
お

釈
迦
様
の
説
法
に
聞
き
入
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の

最
初
の
説
法
は
、
仏
の
教
え
で
あ
る
「
法
」
の
輪
を
初

め
て
回
し
た
と
い
う
意
味
で
「
初
転
法
輪
（
し
ょ
て
ん

ぼ
う
り
ん
）
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
五
人
は
お
釈
迦
様
の

初
め
て
の
弟
子
と
な
り
、
僧
侶
の
集
ま
り
「
サ
ン
ガ
」

が
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
仏
（
お
釈
迦
様
）
、
法

（
教
え
）
、
僧
（
教
団
）
の
「
三
宝
」
が
揃
い
、
仏
教
が
成

立
し
た
の
で
す
。 

 

身
分
制
度
の
厳
格
な
古
代
イ
ン
ド
で
、
国
王
か
ら

盗
賊
ま
で
身
分
や
職
業
、
性
別
、
生
い
立
ち
を
問
わ

ず
に
お
釈
迦
様
は
教
え
を
説
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
画

期
的
な
こ
と
で
、
お
釈
迦
様
の
名
声
は
高
ま
り
、
悟

り
を
得
て
か
ら
わ
ず
か
半
年
で
仏
教
の
大
教
団
が
で

き
あ
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

コ
ラ
ム 

あ
れ
も
こ
れ
も
仏
教
用
語 

〇
機
嫌 

 

機
嫌
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
的
に
は
気
分
の
い
い
と
き
・
悪
い
と
き
を
表
す
と
き

に
使
わ
れ
る
日
常
に
根
差
し
た
仏
教
用
語
で
す
。
も
と
も
と
は
「
譏
嫌
」
と
書
き
、

譏
り
（
そ
し
り
）
嫌
う
（
き
ら
う
）
と
い
う
意
味
で
仏
教
の
戒
律
の
名
前
で
し
た
。
正

し
く
は
「
息
世
譏
嫌
戒
（
そ
く
せ
き
げ
ん
か
い
：
世
間
か
ら
僧
侶
が
機
嫌
悪
く
思

わ
れ
る
こ
と
を
息
（や
）
め
さ
せ
る
戒
め
）
」
と
い
っ
て
、
集
団
生
活
の
中
で
お
互
い
が

健
や
か
に
生
活
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
世
間
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る

た
め
に
僧
侶
が
守
る
べ
き
戒
律
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
。
例
え
ば
「お
酒
を
飲
ま
な

い
こ
と
」や
ニ
ラ
や
に
ん
に
く
な
ど
の
「
五
辛
を
食
べ
な
い
こ
と
」も
譏
嫌
の
戒
め
に
入

り
、
こ
れ
を
守
る
こ
と
で
非
難
を
受
け
る
よ
う
な
行
動
を
し
な
い
、
「
譏
嫌
」
を
受

け
な
い
よ
う
な
行
動
が
大
事
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
や
が
て
「
機
」
が
「
機
転
」な

ど
の
細
か
い
心
の
動
き
の
意
味
を
持
つ
こ
と
か
ら
「
機
嫌
」
と
い
う
表
現
に
な
り
、
他

人
の
内
心
や
思
惑
、
様
子
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

行
事
紹
介 

〇
四
万
六
千
日(

ほ
お
ず
き
市) 

浅
草
寺
で
は
七
月
九
日
、
十
日
に
わ
た
り
ほ

お
ず
き
市
が
催
さ
れ
ま
す
。
平
安
時
代
よ

り
、
毎
月
十
八
日
が
観
世
音
菩
薩
の
縁
日

に
充
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
室
町
時
代
の

末
期
ご
ろ
か
ら
、
「
功
徳
日
」
と
い
う
縁
日
が

設
ら
れ
ま
し
た
。
功
徳
日
と
は
、
そ
の
日
に

参
拝
す
る
と
特
に
多
く
の
功
徳
が
得
ら
れ

る
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
功
徳
日
は
寺
社
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
浅
草
寺
で
は
月
に

１
度
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
七
月
十
日

は
功
徳
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
日
に
参
拝
す

る
と
四
万
六
千
日
分
の
功
徳
が
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
四
万
六
千
な
の
か

諸
説
あ
り
ま
す
が
、
一
升
の
米
粒
が
四
万

六
千
粒
に
あ
た
り
、
一
升
と
一
生
を
か
け

た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な

る
と
、
縁
日
の
参
拝
が
定
着
し
、
前
日
か
ら

参
拝
者
で
に
ぎ
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
為
、
九

日
と
十
日
が
縁
日
と
さ
れ
ま
し
た
。
ほ
お

ず
き
は
「
大
人
は
持
病
が
治
り
、
こ
ど
も
は

虫
気
が
去
る
」
と
い
う
民
間
信
仰
が
あ
り
、

ほ
お
ず
き
を
求
め
る
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
そ
う

で
す
。
ま
た
、
ほ
お
ず
き
に
は
先
祖
の
霊
を

導
く
灯
り
や
魔
除
け
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
お
盆
棚
飾
り
に
用
い
る
方
も
多
い
よ
う
で

す
。
よ
り
多
く
の
功
徳
の
得
ら
れ
る
功
徳
日

に
ぜ
ひ
ご
参
拝
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 


