
編
集
後
記

『
真
実
心
』
第
四
十
一
集
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
元
号
が
令
和
に
改
ま
っ
た
今
年
度
も
宗
教
講
座
は

例
年
通
り
行
わ
れ
、
貴
重
な
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
、
意
味
深
い
学
び
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
講
座
を
聴
き
に
来
て
下
さ
い
ま
し
た
皆
様
に
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ご
講
話
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
想
い
を
形
に
│
対
人
支
援
の
現
場
で
見
え
た
こ
と
│
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
長
慶

院
の
住
職
で
あ
る
小
坂
興
道
先
生
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
先
生
の
行
っ
て
い
る
主
な
二
つ
の
活
動
で
あ

る
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
支
援
「
わ
ら
べ
地
蔵
を
被
災
地
へ
」
と
「
京
都
自
死
・
自
殺
相
談
セ
ン
タ

ー
」
の
紹
介
と
そ
の
活
動
を
通
し
て
先
生
が
感
じ
取
ら
れ
た
想
い
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

被
災
地
支
援
の
お
話
で
は
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
変
化
す
る
被
災
地
の
方
々
の
複
雑
な
思
い
に
寄
り
添

っ
て
来
ら
れ
た
様
子
が
、
そ
し
て
、
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
死
に
た
い
気
持
ち
を
死
に
た
い
気
持
ち
の
ま
ま
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受
け
と
め
る
、
し
ん
ど
い
な
ら
し
ん
ど
い
、
死
に
た
い
な
ら
死
に
た
い
と
言
っ
て
も
い
い
場
所
を
作
れ
る

よ
う
に
と
考
え
て
い
る
と
い
う
言
葉
が
心
に
残
り
ま
し
た
。

「
絵
本
で
育
む
豊
か
な
心
」
と
い
う
演
題
で
、
花
田
睦
子
先
生
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
絵
本
と
は
、

読
ん
で
も
ら
う
本
で
あ
り
、
読
み
手
と
聴
き
手
が
一
緒
に
楽
し
む
本
で
あ
る
こ
と
、
感
じ
取
り
方
は
色
々

で
正
解
は
無
い
こ
と
、
絵
本
を
子
ど
も
た
ち
と
読
み
あ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
豊
か
な

心
が
育
ま
れ
て
い
き
、
心
が
動
け
ば
動
く
ほ
ど
豊
か
に
な
っ
て
い
く
、
そ
し
て
豊
か
な
心
と
は
、
優
し
さ

が
わ
か
り
、
憎
し
み
が
わ
か
り
、
傷
つ
く
こ
と
が
わ
か
り
、
色
々
な
感
情
を
体
験
し
理
解
で
き
る
こ
と
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
実
際
に
絵
本
を
読
み
聞
か
せ
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
私
た
ち
に
教
え
て
下
さ

い
ま
し
た
。

「
現
代
社
会
に
仏
教
は
必
要
か
？
│
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
１４
世
の
思
想
に
お
け
る
科
学
・
共
苦
・
経
済
│
」

と
い
う
演
題
で
、
辻
村
優
英
先
生
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
演
題
に
挙
げ
ら
れ
た
問
い
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
き
っ
か
け
と
、
そ
の
こ
と
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
最
高
指
導
者
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
１４
世
の
思
想
を
研
究
す

る
動
機
と
な
っ
た
と
語
ら
れ
ま
す
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
１４
世
の
思
想
の
中
の
科
学
、
共
苦
、
経
済
に
つ
い
て
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お
話
し
さ
れ
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
現
代
に
は
現
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
や
社
会
的
・

文
化
的
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
苦
し
み
が
あ
り
、
そ
の
苦
し
み
を
望
ま
な
い
限
り
、
そ
の
苦

し
み
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
、
そ
の
方
法
を
見
つ
け
出
す
う
え
で
、
仏
教
の
考
え
方
は
現
代
社
会

に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
演
題
の
問
い
の
答
え
を
下
さ
い
ま
し
た
。

「
第
二
の
誕
生
」
と
い
う
演
題
で
、
髙
田
正
城
先
生
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
人
間
に
は
一
生
の
間
に

二
回
の
誕
生
が
あ
る
。
一
回
目
は
お
母
さ
ん
の
お
腹
か
ら
生
ま
れ
る
誕
生
と
も
う
一
回
は
苦
し
み
や
悲
し

み
の
底
か
ら
、
様
々
な
出
会
い
を
も
ら
っ
て
、
さ
ら
に
大
き
な
命
に
目
覚
め
て
行
く
と
い
う
第
二
の
誕
生

が
あ
る
と
、
六
人
の
人
の
「
出
会
い
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
力
強
く
お
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

お
話
を
通
じ
て
、
苦
し
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
の
中
に
こ
そ
、
か
け
が
え
の
な
い
ひ
と
と
の
出
会
い
が
あ

り
、
本
当
に
大
切
な
も
の
、
本
当
の
人
間
と
な
る
た
め
の
糧
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
聴
く
者
の
心
を
強
く
動
か
す
も
の
で
し
た
が
、
特
に
二
つ
目
に
「
あ
る

あ
る

あ
る
」
と
い
う
題
で
語
ら
れ
た
「
中
村
久
子
」
さ
ん
と
い
う
女
性
の
お
話
が
強
く
心
に
残
り
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
、「
自
分
自
身
を
し
っ
か
り
見
つ
め
な
が
ら
、
ニ
度
と
な
い
あ

な
た
の
人
生
を
生
き
生
き
と
生
き
て
い
っ
て
下
さ
い
よ
」
と
い
う
仏
様
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
言
葉
で
す
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と
伝
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

私
た
ち
も
仏
様
が
願
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
少
し
で
も
自
分
の
人
生
を
見
つ
め
て
し
っ
か
り

と
生
き
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。
こ
こ
に
収
録
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
話
を
通
し
て
、
自
分
の
人
生
を
見

つ
め
て
い
け
る
出
会
い
の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
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