
先
月
号
に
続
い
て
「
新
し
い
領

解
文
」
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

先
月
号
で
は
ご
消
息
と
し
て
発

し
ょ
う
ぞ
く

布
さ
れ
た
原
文
を
示
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
お
詫
び
を
申
し
上
げ

改
め
て
上
記
二
段
目
に
掲
示
し
ま

す
。先

月
述
べ
た
と
こ
ろ
が
最
初
の

赤
字
の
部
分
で
す
。

な

ど
と
い
う
こ
と
は
浄
土
真
宗
の
み

教
え
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

領
解
と
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
勅
命

ち
ょ
く
め
い

を
受
け
取
り
、
そ
の
道
理
を
理
解

し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
を
言
い
ま

す
。
法
話
を
聴
聞
し
た
後
、
私
の

ち
ょ
う
も
ん

領
解
は
こ
の
と
お
り
で
す
と
申
す

こ
と
が
領
解
文
の
心
で
、
蓮
如

上

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う

人
の
作
と
い
わ
れ
る
「
領
解
文
」

に
ん（

上
記
一
段
目
・
以
後
、
旧
来
・

領
解
文
と
表
示
）
を
申
す
こ
と
で
、

こ
の
よ
う
に
い
た
だ
き
ま
し
た
と

自
分
の
信
心
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
す
。
で
す
か
ら
、
領
解
文
の

中
に
宗
意
安
心
か
ら
は
ず
れ
る
異

し
ゅ
う

い

あ
ん
じ
ん

い

安
心
が
含
ま
れ
て
い
て
は
私
は
申

あ
ん
じ
ん

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

今
回
の
「
新
し
い
領
解
文
」
は

異
安
心
が
含
ま
れ
て
い
る
う
え
に
、

更
に
「
旧
来
領
解
文
」
か
ら
変
化

し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
二
つ
目
の
赤
文
字
で
示
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

旧
来
・
領
解
文
の
「
次
第
相

承

し

だ
い
そ
う
じ
ょ
う

の
善
知
識
」
と
は
歴
代
宗
主
は
も

ぜ
ん

ぢ

し
き

し
ゅ
う
し
ゅ

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
私
の
周
り
で
阿

ま
わ

弥
陀
さ
ま
に
お
仕
え
し
な
さ
い
と

つ
か

す
す
め
て
く
れ
る
人
も
含
み
ま
す
。

そ
ん
な
人
の
縁
で
私
は
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
育
て
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
「
新
し
い
領
解
文
」
は
善
知

識
を
歴
代
宗
主
に
限
定
し
て
い
ま

す
。
悲
し
い
こ
と
で
す
。

最
後
に
残
り
の
赤
文
字
二
つ
の

部
分
、
親
鸞
聖
人
は
『
一
念
多
念

い
ち
ね
ん

た

ね
ん

文
意
』
に
「
い
か
り
・
は
ら
だ
ち
・

も
ん

い

そ
ね
み
・
ね
た
む
心
、
臨
終
の
一

念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、

き
え
ず
、
た
え
ず
」
と
お
示
し
で

す
。
ど
れ
だ
け
努
力
し
て
も
執
わ

と
ら

れ
の
心
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
む
さ
ぼ
り
、
い
か
り
に
流
さ

れ
て
い
く
私
で
す
。

「
で
き
な
い
こ
と
を
し
ま
す
」

と
言
う
こ
と
な
ど
で
き
る
わ
け
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
「
新
し
い

領
解
文
」
、
一
刻
も
早
く
取
り
下

げ
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
で
す
。

領
解
文
は
蓮
如
上
人
作
の
も
の

一
つ
で
良
い
と
思
い
ま
す
。
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《
原

文
》

御
普
請
・
御
造
作
の
時
、
法
敬
申
さ
れ
候
ふ
。
な
に
も
不
思
議
に
、

ご

ふ

し
ん

ご

ぞ
う
さ
く

と
き

ほ
う
き
ょ
う
も
う

そ
う
ろ

ふ

し

ぎ

御
眺
望
等
も
御
上
手
に
御
座
候
ふ
よ
し
申
さ
れ
候
へ
ば
、
前
々
住

ご

ち
ょ
う
ぼ
う
と
う

お

じ
ょ
う

ず

ご

ざ

そ
う
ろ

も
う

そ
う
ら

ぜ
ん
ぜ
ん
じ
ゅ
う

上
人
（
蓮
如
）
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
わ
れ
は
な
ほ
不
思
議
な
る
こ
と
を

し
ょ
う
に
ん

れ
ん
に
ょ

お
お

そ
う
ろ

ふ

し

ぎ

知
る
。
凡
夫
の
仏
に
成
り
候
ふ
こ
と
を
知
り
た
る
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ

し

ぼ
ん

ぶ

ぶ
つ

な

そ
う
ろ

し

お
お

そ
う
ろ

と
。

（
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』

二
百
八
十
四
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

蓮
如
上
人
が
御
堂
を
建
立
さ
れ
た
と
き
、
法
敬
坊
が
、
「
何
も
か

れ
ん
に
ょ

し
ょ
う
に
ん

み

ど
う

こ
ん
り
ゅ
う

ほ
う
き
ょ
う
ぼ
う

な
に

も
不
思
議
な
ほ
ど
立
派
で
、
な
が
め
な
ど
も
見
事
で
ご
ざ
い
ま
す
」

ふ

し

ぎ

り
っ

ぱ

み

ご
と

と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
上
人
は
、
「
わ
た
し
は
も
っ
と
不
思
議
な
こ

も
う

し
ょ
う
に
ん

ふ

し

ぎ

と
を
知
っ
て
い
る
。
凡
夫
が
仏
に
な
る
と
い
う
、
何
よ
り
も
不
思
議
な

し

ぼ
ん

ぶ

ほ
と
け

な
に

ふ

し

ぎ

こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

し

お
お


