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縷る

る々

と
し
て
尽つ

き
ざ
る
神し

ん

諭ゆ

数す
う
ま
ん
げ
ん

万
言

く
り
返か

へ

し
つ
つ
錦

に
し
き

の
機は

た

織お

る

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
顕
現
」

開
教
百
二
十
年
の
佳
節
を
迎
え
て	

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長　

浅あ
さ

田だ

秋と
き

彦ひ
こ

開
教
百
二
十
年
の
佳
節
を
迎
え
ま
し
た
こ
と
を
、
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

明
治
二
十
五
年
壬
み
ず
の
え
た
つ
辰
年
か
ら
干
支
が
三
巡
目
と
い
う
佳
節
を
寿
ぐ
と
と
も
に
、
歴
代
の
教
御
祖
さ
ま

の
ご
聖
苦
と
ご
教
導
に
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
教
主
さ
ま
に
は
こ
の
十
年
間
、
こ
れ
ま
で
の
み
ろ
く
神
業
を
国
内
外
に
大
き
く
展
開
さ
れ
て
こ

ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
感
謝
と
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
佳
節
を
迎
え
、
私
た
ち
は
本
年
度
の
教
団
方
針
に
あ
る
「
自
己
を
磨
き
、
人
を
思
い
や
り
、
教
団

全
体
が
大
神
人
体
化
し
て
〝
良
い
型
〟
を
つ
く
り
、宣
教
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
働
き
を
発
揮
す
る
」
こ
と
で
す
。

こ
れ
を
進
め
る
に
は
、
ま
ず
、
開
教
の
精
神
に
か
え
り
、
信
仰
生
活
の
基
本
を
見
直
す
こ
と
で
す
。
ま
た
、

初
心
に
か
え
っ
て
、『
大
本
神
諭
』
の
拝
読
に
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

次
に
、
大
本
の
み
教
え
は
、
み
ろ
く
の
世
へ
の
救
世
の
教
え
で
あ
り
、
教
団
は
み
教
え
を
世
界
の
人
々

に
宣
べ
伝
え
る
使
命
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
今
は
宣
教
セ
ン
タ
ー
時
代
で
あ
り
、
大
道
場
修

行
時
代
と
言
わ
れ
る
ゆヽ
ヽ

ヽ

え
ん
で
す
。

 

私
た
ち
信
徒
は
、〝
み
教
え
の
真
の
実
践
リ
ー
ダ
ー
〟
と
な
り
、
信
仰
の
喜
び
を
家
の
内
に
深
く
、
外

に
広
く
お
伝
え
す
る
使
命
を
担
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
は
、
首
都
圏
宣
教
の
使
命
を
担
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
新
橋
で
の
公
開
講

座
や
東
京
本
部
で
の
常
設
対
外
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

一
方
、
関
東
教
区
各
主
会
と
し
て
は
、「
生
き
が
い
講
座
」
や
「
み
教
え
の
歓
ぎ
の
座
」
を
進
め
る
と
と

も
に
、
信
徒
一
人
ひ
と
り
が
〝
み
教
え
の
実
践
リ
ー
ダ
ー
〟
と
な
っ
て
、
お
導
き
活
動
に
、
お
世
話
活
動

に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

最
後
に
、
関
東
教
区
各
主
会
と
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
が
、
一
丸
と
な
っ
て
、
首
都
圏
宣
教
に
邁
進
し
、

宣
教
セ
ン
タ
ー
時
代
の
先
駆
け
の
ご
用
に
お
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
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私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
地
球
は
、
太
陽
の
恵
み

で
、
光
と
熱
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
球

の
大
気
圏
を
出
て
、
宇
宙
間
に
入
っ
た
ら
ど
う
な

る
で
し
ょ
う
？　

そ
こ
は
暗
く
冷
た
い
闇
の
世
界

で
す
。
決
し
て
暖
か
く
も
明
る
く
も
な
い
の
で
す
。

何
故
地
球
は
暖
か
く
て
明
る
い
の
？　

実
は
地
球

の
周
り
を
覆
っ
て
い
る
薄
い
層
、
空
気
、
こ
の
空
気

に
反
射
し
た
時
に
、
暖
か
さ
と
明
る
さ
に
変
わ
る
の

で
す
。

感
謝
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
神
さ
ま
か
ら

の
暖
か
い
波
動
と
い
う
の
は
、
常
に
全
人
類
が
共
通

に
受
け
て
い
ま
す
。
神
さ
ま
の
ご
意
志
は
、
大
宇
宙

を
創
ら
れ
、
人
間
を
素
晴
ら
し
い
世
界
に
安
住
さ
せ

る
た
め
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
え
こ
ひ
い
き
な
ど
は
存

在
し
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
幸
せ
に

な
っ
て
い
る
人
と
、
不
幸
の
ま
ま
で
い
る
人
が
い
る

の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
？　

と
思
わ
れ
る
方

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

神
さ
ま
か
ら
の
波
動
は
、
感
謝
す
る
人
に
反
射

し
て
お
恵
み
に
変
わ
る
の
で
す
。
感
謝
す
る
か
ら
、

お
恵
み
を
い
た
だ
け
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、〝
子
ど
も
が
無
事
大
学
に
合
格
で
き

た
ら
感
謝
の
お
礼
参
り
を
し
ま
す
！
〟。
こ
れ
で
は

ダ
メ
な
の
で
す
。
こ
れ
で
は
神
さ
ま
と
の
〝
取
り
引

き
〟
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

お
願
い
し
て
通
っ
た
か
ら
、〝
じ
ゃ
あ
感
謝
し
ま

す
〟
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
感
謝
が
あ
っ
て
、
初
め
て

お
恵
み
を
戴
け
る
の
で
す
。
理
屈
の
な
い
感
謝
こ
そ

が
本
当
な
ん
で
す
。

ま
た
感
謝
は
現
状
を
受
け
止
め
、
生
活
の
ブ
レ

を
修
正
し
て
く
れ
ま
す
。
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て

い
る
人
は
良
い
波
動
を
出
し
ま
す
か
ら
、
周
り
の

人
も
影
響
を
受
け
て
気
分
が
良
く
な
っ
て
き
ま
す
。

自
然
と
の
共
生

私
た
ち
人
間
は
、自
然
と
共
に
共
生
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
天
地
が
春
に
な
れ
ば
気
持
ち
も
春
の

よ
う
に
清
々
し
く
な
り
ま
す
し
、
寒
い
冬
に
向
か
い

ま
す
と
、
気
持
ち
ま
で
重
く
寒
々
し
い
気
分
に
な
っ

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
不
思
議
な
こ
と
で
す
が
、

事
実
で
す
。

私
た
ち
は
こ
の
自
然
の
影
響
を
い
ろ
い
ろ
な
形

で
受
け
て
生
活
を
営
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
私
た
ち

人
間
の
営
み
が
自
然
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

大
本
の
教
祖
出
口
王
仁
三
郎
は
次
の
よ
う
に
示

し
て
い
ま
す
。

『
大
三
災
小
三
災
の
頻ひ
ん
ぱ
つ発

も
人
の
心
の
反
映
な
り

け
り
』

こ
れ
ら
の
災
い
が
頻
発
す
る
の
は
決
し
て
偶
然

で
は
な
く
、
人
の
〈
我
よ
し
〉
の
心
が
大
き
く
反
映

す
る
と
教
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
私
た
ち

は
、
ま
さ
に
自
然
と
共
生
し
て
お
り
、
心
の
持
ち

方
が
大
事
で
す
。
そ
こ
で
、本
日
は
「
心
の
持
ち
方
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
お
話
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

感
謝
す
る
こ
と
の
大
切
さ

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
「
感
謝
す
る
」
こ
と
を
常
日
ご
ろ
あ
ま
り
考
え
た

り
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
こ
と
が
如
何
に
大
切
か
を
お

話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
代
の
科
学
で
は
、
四
十
五
億
年
前
に
地
球
が

で
き
て
三
十
五
億
年
前
に
水
の
中
に
生
物
が
誕
生

し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
に
出
来
た
の
は

単
細
胞
生
物
で
す
。
例
え
ば
、
ア
メ
ー
バ
―
で
す
。

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
よ
う
な
餌
が
来
る
と
足
を
伸
ば

し
て
こ
れ
を
体
の
中
に
取
り
込
む
。
細
胞
が
一
個

し
か
な
い
。
脳
も
目
も
神
経
も
血
管
も
何
も
な
い

細
胞
が
、
ど
う
し
て
そ
こ
に
餌
が
あ
る
こ
と
が
分

か
る
の
か
、
ど
う
し
て
足
を
出
す
の
か
不
思
議
で

す
ね
。
こ
れ
は
、
細
胞
の
遺
伝
子
に
生
命
を
生
か

す
設
計
図
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

森
羅
万
象
こ
と
ご
と
く
細
胞
の
遺
伝
子
に
は
、
同
じ

よ
う
に
命
の
設
計
図
を
備
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ

の
地
球
上
に
は
、
自
分
で
生
き
て
い
る
生
物
は
一

つ
も
い
な
い
。
人
間
は
自
分
で
生
き
て
い
る
と
思
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
間
違
い
な
ん
で
す
。
だ
か

ら
、
私
た
ち
は
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

感
謝
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
こ
れ
を
宇
宙
の

構
造
か
ら
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
太
陽
・

お
日
さ
ま
は
、
暖
か
く
て
明
る
い
と
皆
さ
ん
思
っ
て

ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。　

残
念
な
が
ら
お
日
さ
ま

は
明
る
く
て
暖
か
く
な
い
の
で
す
。

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ス
ト
レ
ス
を
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
ス
ト

レ
ス
に
転
換
で
き
る
の
が
、
感
謝
な
の
で
す
。

人
は
天
地
経
綸
の
責
任
者

人
は
こ
の
世
に
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の

か
。
大
本
の
教
え
に
、
端
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
用
」
の
た
め
で
す
。
用
と
は
ハ
タ
ラ
キ
で
す
。
人

は
天
地
経
綸
の
責
任
者
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

天
地
の
経
綸
と
は
、
至
真
至
善
至
美
至
愛
の
至

安
至
楽
の
世
界
、
地
上
天
国
の
建
設
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
現
代
人
の
中
に
は
「
ハ
タ
ラ
ク
」

こ
と
と
、「
稼
ぐ
」
こ
と
を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
い
る

の
で
す
。
働
く
と
は
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
働
き

「
傍は
た

が
楽ら
く

」
に
な
る
こ
と
で
、
そ
の
精
神
は
利
他
的

で
す
。
一
方
稼
ぐ
と
は
、
お
金
を
得
る
こ
と
、
儲

け
る
こ
と
の
み
に
一
生
懸
命
で
、
エ
ゴ
で
金
銭
欲
、

物
質
欲
を
満
た
し
た
い
利
己
的
行
動
で
す
。

「
忘も
う

己こ

り

た

利
他
」
と
い
う
伝
教
大
師
の
教
え
が
ご
ざ

い
ま
す
が
、
己
を
忘
れ
て
、
他
を
利
す
る
、
自
分
の

こ
と
よ
り
も
人
様
の
こ
と
世
の
た
め
の
こ
と
を
先

に
し
な
さ
い
、
そ
れ
は
慈
悲
の
極
み
で
あ
る
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

想
念
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

想
念
と
は
、
思
念
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
心
の

動
き
を
上
手
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
と
、
消
極

的
で
否
定
的
な
想
い
が
、
積
極
的
で
肯
定
的
な
気
分

に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

王
仁
三
郎
は
『
人
に
は
貪ど
ん

・
瞋し
ん

・
痴ち

の
心
あ
り
』

と
示
し
て
い
ま
す
。
人
が
克
服
す
べ
き
煩
悩
を
表
し

た
も
の
で
す
。

「
貪
」と
は
、貪
欲
で
、欲
深
い
と
い
う
こ
と
。「
瞋
」

と
は
、
ね
た
み
、
う
ら
み
、
呪
い
な
ど
、
本
当
に
良

く
な
い
想
念
を
指
し
ま
す
。「
痴
」
は
、愚
痴
、不
平
・

生
き
が
い
を
求
め
て

講師  森
もり

良
よし

秀
ひで

（東京宣教センター次長）

第
105
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

生
き
が
い
を
求
め
て
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効
果
は
必
ず
あ
り
ま
す
。
そ
の
都
度
そ
の
人
に
と
っ

て
、
最
適
の
結
果
が
出
て
い
る
の
で
す
。

祈
っ
て
も
効
果
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
！　

と
思

わ
れ
る
方
も
い
ま
す
が
、
不
純
な
思
い
で
祈
っ
て

も
、
そ
の
効
果
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

祈
る
に
は
、
場
所
、
時
間
と
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
が
、
思
っ
た
そ
の
時
に
、
根
源
の
神
さ
ま
に
直
結

す
る
よ
う
に
お
祈
り
し
ま
す
。
家
に
あ
る
神
棚
や
仏

壇
、
十
字
架
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
奥
の
根
源
神
へ
想
念

を
繋
げ
て
い
き
ま
す
。

こ
こ
で
申
し
上
げ
る
根
源
神
と
は
、
天
地
を
創

造
さ
れ
た
大
元
神
で
す
。
窓
口
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で

も
仏
教
で
も
神
道
で
も
い
い
の
で
す
。
と
に
か
く
根

源
神
に
結
び
つ
く
よ
う
に
お
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と

な
の
で
す
。

現
界
で
は
人
間
こ
そ
が
神
さ
ま

王
仁
三
郎
は
、『
現
界
で
は
人
間
が
神
さ
ま
な
の

だ
か
ら
、
神
さ
ま
に
仕
え
る
よ
う
に
目
の
前
に
い
る

相
手
を
大
事
に
し
な
さ
い
』
と
教
え
て
い
ま
す
。

み
ん
な
が
そ
う
い
っ
た
気
持
ち
を
自
ず
と
持
つ

と
、
お
互
い
が
敬
い
合
っ
て
、
争
い
が
な
く
な
り
、

本
当
の
『
み
ろ
く
の
世
』
が
招
来
す
る
で
し
ょ
う
。

祈
り
と
感
謝
を
、
日
々
の
生
活
の
中
で
具
現
化

さ
せ
る
こ
と
が
大
変
大
事
で
す
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に

生
き
が
い
を
求
め
て
い
く
中
で
重
要
な
要
素
だ
と

言
え
ま
す
。

そ
し
て
よ
り
良
く
生
き
る
た
め
に
は
、
心
、
想

念
を
磨
く
と
い
う
こ
と
。
感
謝
と
祈
り
の
生
活
に

よ
っ
て
、
霊
魂
の
浄
化
を
よ
り
深
め
て
い
く
こ
と
。

こ
の
こ
と
を
、
私
た
ち
は
し
っ
か
り
と
受
け
止
め

て
、
日
々
の
生
活
に
精
進
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
も
の

で
す
。

不
満
で
す
。

世
の
中
を
良
く
な
い
状
態
に
し
て
い
る
の
は
、
実

は
こ
れ
ら
の
想
念
な
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
想
念
を

な
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
完

全
に
な
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
し
か
し
薄
め
る

こ
と
は
出
来
る
と
思
い
ま
す
。〝
明
る
い
前
向
き
な

素
直
な
〟気
持
ち
に
持
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
す
。

そ
れ
に
は
、
ま
ず
人
に
好
か
れ
る
努
力
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
い
く

つ
か
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
条

件
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

一
つ
目
は
「
謙
虚
で
あ
る
」
こ
と
で
す
。

大
本
の
教
典
『
霊
界
物
語
』
の
中
に
、
私
た
ち

が
死
ん
だ
ら
行
く
霊
界
の
世
界
が
詳
し
く
書
か
れ

て
あ
り
ま
し
て
、
天
国
の
各
団
体
の
統
治
者
は
、
尊

大
ぶ
ら
な
い
で
あ
く
ま
で
も
謙
虚
で
す
。
謙
譲
の
美

徳
で
人
を
治
め
て
い
ま
す
。

謙
虚
な
人
は
、
私
た
ち
の
周
り
に
も
た
く
さ
ん

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
接
し
て
い
て
や
は
り
感
じ

が
良
く
、
好
か
れ
ま
す
。

二
つ
目
は
「
他
を
認
め
る
」
こ
と
で
す
。

職
場
、
あ
る
い
は
家
庭
で
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が

あ
る
と
き
に
、
す
ぐ
に
「
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
」

と
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
相

手
の
言
っ
た
こ
と
を
頭
か
ら
否
定
し
な
い
で
、「
確

か
に
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ
る
ね
」
と
言
う
と
、
お

互
い
の
意
見
が
尊
重
で
き
て
、
議
論
が
長
続
き
し
ま

す
。
人
は
認
め
ら
れ
る
と
力
を
発
揮
し
ま
す
。

三
つ
目
は
「
約
束
を
守
る
」
こ
と
で
す
。

信
用
で
き
る
人
は
、
約
束
を
守
り
ま
す
。
信
用

を
得
る
に
は
本
当
に
長
い
年
月
か
か
り
ま
す
が
、
失

墜
す
る
の
は
一
瞬
で
す
。
ま
た
信
用
は
、
お
金
で
は

買
え
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
「
謙
虚
で
あ
る
、
他
を
認
め
る
、

約
束
を
守
る
」
は
、
人
間
の
人
格
を
表
し
た
言
葉
で

も
あ
り
ま
す
。

真
の
生
活
は
主
観

人
と
は
不
思
議
な
生
き
物
で
、
心
の
持
ち
方
一

つ
で
、
地
獄
は
天
国
、
極
楽
に
も
な
り
ま
す
。
何
を

し
て
い
た
ら
幸
福
で
、
何
を
し
い
る
か
ら
不
幸
だ
と

い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
何
を
し
て
い
て
も
幸
福

だ
と
思
っ
た
ら
幸
福
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
大
変
大
事

な
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
、
自
分
の
主
観
が
全
て
の

結
果
を
決
め
て
い
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
こ
こ
に
お
水
が
半
分
入
っ
て
い
る
グ

ラ
ス
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
グ
ラ
ス
を
見
て
、
Ａ
さ
ん

は
「
な
ん
だ
、
半
分
し
か
入
っ
て
な
い
の
か
」
と
不

足
を
言
い
ま
し
た
。

一
方
Ｂ
さ
ん
は
「
あ
、
半
分
も
入
っ
て
い
る
。

有
り
難
い
、
誰
か
が
残
し
て
く
れ
た
ん
だ
」
と
感
謝

の
気
持
ち
を
持
ち
ま
し
た
。

真
実
は
、
グ
ラ
ス
の
半
分
の
水
だ
け
で
す
。
で

も
Ａ
さ
ん
は
不
足
を
言
い
、
Ｂ
さ
ん
は
感
謝
の
気
持

ち
を
持
っ
た
。
こ
の
違
い
は
大
き
い
で
す
ね
。

何
を
し
て
い
た
ら
幸
福
で
、
何
を
し
て
い
な
い

か
ら
不
幸
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が

幸
福
だ
と
思
っ
た
ら
幸
福
な
の
で
す
。
主
観
が
す
べ

て
の
結
果
を
決
る
の
で
す
。

自
分
を
鍛
え
る
溶
鉱
炉
だ
と
思
え
ば
結
構
な
世

の
中
で
あ
り
、
自
分
を
苦
し
め
る
溶
鉱
炉
だ
と
思
え

ば
た
ま
ら
な
い
世
の
中
で
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
『
貪
・
瞋
・
痴
』

を
な
く
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
で
も
、
な
く
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
悩
む
、
苦
し
む
、
そ
れ
で
い
い

の
で
す
。

何
と
も
思
わ
な
い
人
よ
り
、
悩
み
苦
し
み
反
省

す
る
人
は
よ
っ
ぽ
ど
進
化
し
て
い
る
の
で
す
。

〝
こ
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
ら
い
け
な
い
〟
と
、

省
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
く
な
い
想
念
が
薄
ま

る
。
こ
れ
は
改
心
の
原
理
で
ご
ざ
い
ま
す
。

宗
教
で
は
〝
心
を
改
め
な
さ
い
〟
と
言
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
心
の
主
観
の
持
ち
方
を
変
え
な
さ
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
人
間
の
真
の
生
活
は
、
主
観
な
の
で

す
。主

観
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
、
地
獄
は
天
国
・
極

楽
に
も
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
心
の
持
ち

方
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
と
言
え
ま
す
。

祈
り
は
根
源
に
つ
な
ぐ

今
日
、
西
洋
医
学
の
世
界
で
は
代
替
医
療
と
並

ん
で
祈
り
の
効
果
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
だ
そ
う

で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
は
、
心

臓
病
患
者
さ
ん
四
百
人
を
二
組
に
分
け
て
、
一
組
の

方
に
は
祈
り
を
捧
げ
、
も
う
一
組
に
は
祈
り
を
捧
げ

な
い
と
い
う
実
験
を
行
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
祈
り
を
捧
げ
た
患
者
さ
ん

は
、
捧
げ
な
か
っ
た
患
者
と
比
較
し
て
、
人
工
呼
吸

器
、
抗
生
物
質
、
透
析
の
使
用
率
が
減
り
、
肺
気
腫

に
な
っ
た
人
が
三
分
の
一
で
済
ん
だ
り
、
気
管
内
送

管
を
せ
ず
に
済
ん
だ
の
で
す
。

こ
の
祈
り
は
、
場
所
や
作
法
は
こ
だ
わ
ら
ず
、

と
に
か
く
毎
日
祈
り
を
捧
げ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で

も
こ
れ
だ
け
の
効
果
が
出
た
の
で
す
。

王
仁
三
郎
は
『
祈
り
に
ま
さ
る
宝
な
し
』
と
説

い
て
い
ま
す
。

祈
り
の
効
果
を
引
き
出
す
に
は
、
心
の
持
ち
方

が
大
切
で
す
。〝
あ
り
が
た
い
〟
と
い
う
、
理
屈
を

超
え
た
感
謝
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
敬
虔
な
祈
り
を

捧
げ
る
の
で
す
が
、
真
摯
な
思
い
で
祈
ら
れ
た
ら
、
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覧
会
の
様
子
な
ど
を
報
告
し
た
ほ
か
、
来
年
度
の

教
団
方
針
の
要
点
や
来
年
一
月
か
ら
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
主
催
で
実
施
す
る
「
常
設
対
外
講
座
」
と

「
公
開
講
座
」
に
つ
い
て
紹
介
。「『
み
ろ
く
の
世
へ

の
実
践
』
に
向
か
っ
て
、
信
徒
一
同
が
荒
魂
を
発

揮
し
て
邁
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

力
説
し
た
。

第
106
回「
21
世
紀
、生
き
が
い
講
座
」

第
一
〇
六
回
『
二
十
一
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
』

は
十
二
月
二
十
一
日
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
、

東
京
本
部
講
座
室
に
お
い
て
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣

教
セ
ン
タ
ー
長
を
講
師
に
「
世
界
に
活
動
す
る
大

本
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
十
人
。

講
座
で
は
、
世
界
・
日
本
・
大
本
・
人
類
の
使

命
に
つ
い
て
や
開
教
以
来
国
内
外
で
進
め
ら
れ
た

大
本
神
業
に
つ
い
て
解
説
。「
大
本
は
日
本
へ
、
世

界
へ
と
天
国
の
雛
型
を
発
信
し
て
い
く
と
こ
ろ
で

あ
り
、
大
き
な
使
命
・
活
動
で
あ
る
」
と
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
自
分
自
身
の
今
後
の
生
き
方

を
考
え
、
指
針
と
な
る
二
〇
一
一
年
最
後
の
講
座

に
相
応
し
い
内
容
で
、
良
い
学
び
と
な
り
ま
し
た
。

（
四
十
九
歳
・
女
性
）」
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
十
二

月
十
一
日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・

成
尾
義
愛
善
宣
教
課
主
幹
の
も
と
執
行
さ
れ
、

三
百
七
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
青
年
部
員
、
少
年
祭

員
は
東
京
主
会
の
涌
井
大
嗣
郎
く
ん
、
伊
藤
奏
流

く
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝

読
は
日
下
竹
彦
東
京
主
会
青
年
部
員
、
添
釜
は
村

井
社
中
の
み
な
さ
ん
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
十
二
月
四
日
に
執
行
さ
れ
た

天
恩
郷
・
新
大
道
場
講
堂
の
完
成
奉
告
並
び
に
内

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

平
成
24
年
１
月

新
年
祭

 

１
日
（
日
） 

午
前
７
時

年
賀
交
換

 

１
日
（
日
）
〜
３
日
（
火
） 

　

　

七
草
粥

 

７
日
（
土
） 

午
前
10
時
半
〜
午
後
３
時

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典

 

８
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

	

講
題

大
本
の
神
示
と
世
界
の
将
来

 

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

 

会
場

航
空
会
館
（
港
区
新
橋
）

 

18
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
８
時
半

聖
師
毎
年
祭
（
64
年
）

 

19
日
（
木
） 

午
前
10
時
半

２
月開

教
120
年
節
分
大
祭
遥
拝
祭

二
代
教
主
・
四
代
教
主
聖
誕
祭

 

３
日
（
金
） 

午
後
６
時
半

東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

 

12
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

	

講
題

立
替
え
立
直
し
の
仕
組

 

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

 

15
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
８
時
半

教
本
３
級
認
定
講
習
会

 

25
日
（
土
）
26
日
（
日
）

※「
常
設
対
外
講
座
」は
１
月
９
日
か
ら
実
施
！

平
成
24
年
度
「
教
団
方
針
」
か
ら
‥
‥

東
京
本
部
・
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
に
関
わ
る
〝
重
点
施
策
〟
の
ご
紹
介

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
は
、
首
都
圏
の
宣
教
活
動
お
よ
び
人
類
愛
善
会
活
動
を
積
極
的
に
推
進
し
、

教
勢
の
拡
充
に
努
め
ま
す
。

１　

人
類
愛
善
会
活
動
を
通
し
て
み
教
え
を
広
く
伝
え
、
首
都
圏
の
教
勢
の
拡
充
に
努
め
ま
す
。

（
１
）
一
般
の
方
を
対
象
に
し
た
「
大
本
紹
介
講
座
」
を
毎
月
第
三
水
曜
日
、新
橋
で
開
催
し
ま
す
。

（
２
）
大
本
常
設
対
外
講
座
を
毎
週
三
回
（
月
・
水
・
金
）、
東
京
本
部
で
開
催
し
ま
す
。

（
３
）
一
般
の
方
・
家
庭
内
未
信
徒
対
象
の
「
身
の
上
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
け
ま
す
。

（
４
）
関
東
教
区
各
主
会
の
宣
教
活
動
・
人
類
愛
善
会
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

（
５
）
首
都
圏
に
在
住
す
る
地
方
機
関
所
属
お
よ
び
東
京
本
部
直
属
の
信
徒
に
対
し
、
東
京
本
部
で

行
う
月
次
祭
・
諸
行
事
へ
の
参
拝
・
参
加
を
す
す
め
ま
す
。

（
６
）
刊
行
物
・
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w

.o
o
m

o
to

-to
k
y
o
.co

m
）・
広
報
な
ど

を
通
し
、
対
外
講
座
な
ど
の
情
報
や
人
類
愛
善
会
活
動
を
広
く
宣
伝
し
ま
す
。

（
７
）
七
草
粥
、
観
桜
茶
会
、
秋
を
め
で
る
夕
べ
等
、
日
本
文
化
を
広
く
一
般
の
方
に
案
内
し
ま
す
。

２　

祭
祀
の
厳
修
に
つ
と
め
ま
す
。

（
１
）
開
教
百
二
十
年
東
光
苑
春
季
・
秋
季
大
祭
を
執
行
し
ま
す
。

（
２
）
東
光
苑
祭
式
講
習
会
を
春
季
・
秋
季
に
開
催
し
ま
す
。
特
に
、
葬
祭
要
員
の
養
成
の
強
化
を

は
か
り
ま
す
。

（
３
）
企
業
繁
栄
祈
願
祭
（
４
月
）・
家
庭
平
安
祈
願
祭
（
10
月
）
を
執
行
し
ま
す
。

（
４
）
ご
祈
願
、
み
手
代
お
取
次
ぎ
、
身
の
上
相
談
を
行
い
ま
す
。

３　

一
般
大
衆
お
よ
び
文
化
人
・
諸
官
庁
・
マ
ス
コ
ミ
関
係
・
友
好
団
体
・
他
教
団
へ
の
情
報
発
信
・

交
流
・
渉
外
を
す
す
め
ま
す
。

「
大
本
公
開
講
座
」
参
加
費
変
更
の
お
知
ら
せ

先
月
号
の
本
紙
で
紹
介
し
ま
し
た
「
大
本
公

開
講
座
『
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界

を
語
る
』」
の
参
加
費
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

参
加
費

一
、〇
〇
〇
円
（
信
徒
・
一
般
共
）

に
な
り
ま
す
。
謹
ん
で
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

大
本
東
京
本
部
・
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー


