
 
 
 

 
 
 
 

今
月
の
御
教
え 

 

ご
無
礼
で
あ
る
、
お
粗
末
で
あ
る
と
い
う
が
、
商
売
人
が
は
か
り
の
目
盛
り
を
ご
ま
か
し
た
り
、
人
の

目
を
く
ら
ま
し
た
り
、
農
業
す
る
人
が
山
や
田
畑
の
境
目
を
勝
手
に
動
か
し
た
り
、
水
や
食
べ
物
を 

粗
末
に
し
た
り
、
自
分
の
勤
め
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
り
す
る
ほ
ど
無
礼
は
な
い
。
人
の
目
を
く
ら
ま
し

て
と
く
し
を
よ
う
と
す
る
か
ら
、
損
を
し
て
倒
れ
る
。
境
目
を
欲
張
る
か
ら
、
そ
の
田
畑
を
放
さ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
。
物
を
粗
末
に
す
る
か
ら
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
る
。
勤
め
を 

な
お
ざ
り
に
す
る
か
ら
仕
事
は
逃
げ
、
働
け
な
い
よ
う
に
な
る
。
み
な
、
無
礼
粗
末
の
心
が
も
と
で 

そ
う
な
る
の
で
あ
る 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

：
：
：「
天
地
は
語
る
」
第
八
十
四
条
：
：
： 

 

解
説 

お
道
で
は
「
ご
無
礼
、
お
粗
末
の
な
き
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
金
光
大
神
様
は
、 

こ
こ
で
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
て
ご
理
解
下
さ
っ
て
い
ま
す
。「
商
売
で
客
の
目
を
ご
ま
か
し
て
得
を
し
よ 

う
と
し
た
り
、
山
や
田
畑
の
持
ち
主
が
か
っ
て
に
境
を
動
か
し
て
自
分
の
領
域
を
広
げ
た
り
と
我
欲
を 

出
す
か
ら
、
先
で
損
を
し
て
倒
れ
た
り
、
田
畑
を
手
放
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
天
地
の
御
恵
み
で 

あ
る
水
や
食
物
を
粗
末
に
す
る
か
ら
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
勤
め
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
か
ら
仕
事
が 

な
く
な
る
」
と
、
大
変
分
か
り
や
す
く
み
教
え
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
不
行
状
は
「
め
ぐ
り
」
と
な
っ
て
、 

又
、
善
行
は
「
余
慶
」
と
し
て
子
孫
に
累
積
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
教
祖
様
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
実
家
や 

養
家
の
実
意
な
家
庭
環
境
、
そ
し
て
良
き
学
問
の
師
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
「
人
の
道･

人
倫
」
を
し
っ
か 

り
と
身
に
つ
け
ら
れ
た
事
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
し
て
加
え
て
一
心
の
神
信
心
に
よ
り
天
地
の
道
理
に 

適
っ
た
生
き
方
、
即
ち
「
天
地
の
御
働
き
と
お
恵
み
へ
の
感
謝
」
に
終
始
す
る
生
き
方
に
つ
な
が
っ
た 

の
で
あ
り
ま
す
。 


