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一 

「
本
日
は
お
い
そ
が
し
い
と
こ
ろ
を
皆
さ
ん
ご
苦
労
さ
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
ご
案
内
を
申
し
た
と
こ 

 
 
 

ろ
は
、
全
部
が
全
部
ご
出
席
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
僧
侶
の
方
は
、
御
住
職
自
身
が
ご
出
席
の
と
こ
ろ
と
、
代
理
の 

 
 
 

方
が
ご
出
席
の
と
こ
ろ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
大
体
に
お
い
て
、
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
の
で
ご
紹
介
を
略
し 

 
 
 

ま
す
が
、
本
日
は
、
事
が
重
大
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
檀
家
総
代
二
名
の
ご
出
席
を
願
い
ま
し
た
。
主
だ
っ
た
お 

 
 
 

方
を
こ
ち
ら
か
ら
順
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
建
長
寺
の
檀
家
総
代
の
お
方
、
そ
れ
か
ら
こ
っ
ち
が
極
楽
寺
の
檀
家 

 
 
 

総
代
の
お
方
、
あ
っ
ち
が
寿
福
寺
の
檀
家
総
代
の
お
方
、
そ
の
隣
り
が
浄
光
明
寺
の
檀
家
総
代
の
お
方
、
つ
づ
い 

 
 
 

て
が
、
多
宝
寺
の
檀
家
総
代
の
お
方
、
そ
し
て
一
番
最
後
に
お
り
ま
す
の
が
、
こ
れ
は
人
数
が
多
い
で
す
が
、
い 

 
 
 

ろ
い
ろ
と
本
日
の
お
手
伝
い
の
意
味
も
あ
り
ま
し
て
、
か
く
い
う
、
当
山
大
仏
殿
の
総
代
世
話
人
で
ご
ざ
い
ま 

 
 
 

す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
ま
す
。
つ
い
て
は
、
始
め
に
多
宝
寺
の
御
住
職
か
ら
「
邪
教
を
葬
れ
」
と 
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い
う
講
題
で
、
譚
々
の
御
法
話
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
質
疑
応 

 
 

答
と
い
っ
た
よ
う
な
形
で
ご
相
談
を
申
し
ま
し
て
、
最
後
に
決
議
を
し
ま
し
て
、
そ
の
決
議
に
従
っ
て
、
鎌
倉
中 

 
 
 

の
全
仏
教
は
行
動
を
起
し
た
い
と
念
願
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
時
間
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
さ
っ
そ
く 

 
 
 

に
、
多
宝
寺
さ
ん
の
「
邪
教
を
葬
れ
」
と
い
う
講
題
に
入
る
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
主
催
者
と
し
て
、
本
日
の 

 
 
 

会
合
の
主
旨
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。 

 

本
日
、
お
集
り
を
願
い
ま
し
た
の
は
、
最
近
に
、
ま
た
ま
た
鎌
倉
の
町
々
を
騒
が
し
始
め
ま
し
た
あ
の
日
蓮
坊 

 
 
 

主
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
か
の
日
蓮
坊
主
は
、
弘
長
元
年
の
五
月
十
二
日
に
伊
豆
の
伊
東 

 
 
 

に
流
さ
れ
ま
し
て
、
ま
あ
結
構
な
案
配
だ
、
よ
か
っ
た
よ
か
っ
た
と
お
思
い
に
な
っ
た
の
は
、
私
ば
か
り
で
な 

 
 
 

く
、
こ
の
席
の
方
、
全
部
が
そ
う
お
思
い
に
な
っ
た
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
何
故
か
、
幕
府 

 
 

は
、
弘
長
三
年
の
二
月
に
は
こ
れ
を
赦
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
、
私
ど
も
の
想
像
で
は
、
日
蓮
坊
主
は
前 

 
 
 

非
を
く
い
て
、
他
宗
の
悪
口
は
い
う
ま
い
、
彼
が
専
売
特
許
の
折
伏
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
折
り
伏
す
と
か
き 

 
 
 

ま
し
て
し
ゃ
く
ぶ
く
と
読
み
ま
す
。
く
わ
し
い
説
明
は
多
宝
寺
さ
ん
か
ら
改
め
て
拝
聴
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す 

 
 

が
、
近
頃
は
皆
さ
ん
方
も
、
よ
う
や
く
折
伏
と
い
う
字
が
よ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
中
に
ま
だ
し
ゃ 

 
 
 

く
ぼ
く
な
ん
て
い
う
人
も
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
程
、
日
蓮
坊
主
は
こ
の
鎌
倉
に
折
伏
を
は
や
ら
せ
た
本
人
で
あ
り 

 
 
 

ま
す…

…
…
 

え
え
っ
と
、
話
が
折
伏
と
い
う
こ
と
で
、
私
も
実
ぱ
こ
の
折
伏
に
は
さ
ん
ざ
ん
な
や
ま
さ
れ
て
お
り
ま
す
の 
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で
、
つ
い
つ
い
話
が
横
道
に
そ
れ
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
日
蓮
坊
主
は
、
他
宗
の 

 
 
 

悪
口
を
い
う
た
の
が
理
由
で
、
伊
豆
の
伊
東
に
流
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
さ
か
流
罪
を
許
さ
れ
た
か
ら 

 
 
 

に
は
、
お
そ
ら
く
絶
対
に
今
後
は
よ
そ
の
宗
旨
の
悪
口
は
い
わ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま 

 
 
 

す
。
私
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
証
拠
に
は
、
彼
の
日
蓮
坊
主
は
、
伊
豆
か
ら
許
さ
れ
て
帰
っ 

 
 

た
、
弘
長
三
年
の
二
月
か
ら
は
、
鎌
倉
か
ら
姿
を
け
し
ま
し
て
、
い
づ
れ
か
に
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し 

 
 
 

て
、
鎌
倉
の
町
々
寺
々
に
は
、
昔
な
が
ら
の
あ
り
が
た
い
念
仏
の
声
が
流
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る 

 
 

に
、
今
年
文
永
五
年
に
な
り
ま
す
と
、
再
び
彼
の
気
違
い
坊
主
は
、
鎌
倉
の
町
に
帰
っ
て
き
て
、
以
前
に
も
ま
し 

 
 
 

ま
し
て
、
辻
々
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
旗
を
た
て
て
、 

 

念
仏
無
間 

禅
天
魔 

 

真
言
亡
国 

律
国
賊 

 

諸
宗
無
得
道 

堕
地
獄
之
根
源 

と
、
が
め
き
た
て
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
流
罪
に
あ
っ
た
よ
う
な
気
違
い
坊
主
の
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の 

 
 
 

で
、
も
は
や
誰
も
耳
を
か
す
も
の
は
な
か
ろ
う
と
、
こ
っ
ち
も
た
か
を
く
く
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
な
か
な
か 

 
 
 

そ
う
は
い
か
な
い
。
世
の
中
に
は
変
わ
り
者
と
い
う
も
の
が
何
時
の
時
代
に
も
お
り
ま
し
て
、
気
違
い
坊
主
の
手 

 
 
 

下
が
、
さ
き
程
申
し
上
げ
ま
し
た
折
伏
と
い
う
う
る
さ
い
こ
と
を
申
し
ま
し
て
、
私
共
の
檀
家
を
さ
わ
が
せ
て
お 

 
 
 

り
ま
す
。
一
例
を
申
し
ま
す
と
、
も
っ
た
い
な
く
も
、
北
条
時
頼
さ
ま
が
精
魂
こ
め
て
お
つ
く
り
に
な
っ
た
、
当 
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寺
の
大
仏
さ
ま
さ
え
も
、
い
く
ら
拝
ん
だ
っ
て
御
利
益
が
あ
る
も
の
か
、
こ
ん
な
も
の
は
や
め
て
し
ま
え
、
ぶ
っ 

 
 
 

こ
わ
し
て
し
ま
え
と
い
う
ひ
ど
い
奴
さ
え
お
る
と
い
う
こ
と
を
き
い
て
驚
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
暴
力
宗 

 
 
 

教
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
文
化
も
な
に
も
あ
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
野
蛮
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
な
に 

 
 
 

し
ろ
日
蓮
坊
主
の
信
者
の
奴
等
は
神
棚
は
い
ら
な
い
、
法
華
経
以
外
は
み
ん
な
邪
教
で
あ
る
と
い
う
て
、
一
切
の 

 
 
 

御
札
は
全
部
焼
き
す
て
ろ
、
仏
像
は
偶
像
だ
か
ら
全
部
ぶ
っ
こ
わ
し
て
し
ま
え
と
い
う
、
ま
っ
た
く
気
違
い
の
宗 

 
 
 

旨
で
あ
り
ま
す
。
仏
像
も
い
ら
な
い
、
神
社
も
必
要
な
い
と
い
い
ま
し
た
ら
、
こ
の
鎌
倉
の
町
に
な
に
が
残
る
で 

 
 
 

し
ょ
う
。
材
木
座
、
魚
座
、
銀
座
と
い
っ
た
商
店
街
の
み
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
商
店
街
だ
け
が
鎌
倉
の
文
化 

 
 
 

で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
い
い
や
、
違
い
ま
す
。
二
百
年
、
五
百
年
た
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
今
の
町
民
の
消
費
生 

 
 
 

活
は
何
一
つ
残
る
も
の
な
く
、
残
る
も
の
は
神
社
で
あ
り
、
仏
閣
で
あ
り
、
仏
像
で
あ
り
、
神
像
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

こ
れ
ら
を
焼
き
す
て
ろ
、
ぶ
っ
こ
わ
せ
、
拝
む
な
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
暴
力
宗
教
と
命
名
し
て
も
、
少 

 
 
 

し
も
差
し
つ
か
え
か
お
り
ま
せ
ん
。
私
も
大
変
興
奮
し
ま
し
て
、
主
催
者
と
し
て
の
開
会
の
辞
を
と
り
ま
ち
が
え 

 
 
 

ま
し
て
、
な
ん
だ
か
演
説
じ
み
て
し
ま
い
ま
し
て
失
礼
い
た
し
ま
し
た
が
、
で
は
こ
れ
か
ら
、
多
宝
寺
さ
ん
の 

 
 
 

「
邪
教
を
葬
れ
」
と
い
っ
た
講
題
で
お
話
を
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
」 

 

拍
手
が
一
し
き
り
大
仏
殿
の
書
院
を
ふ
る
わ
せ
た
。
鎌
倉
中
の
主
だ
っ
た
寺
の
住
職
と
檀
家
総
代
が
あ
つ
ま
っ 

 
 

て
、
も
ち
ろ
ん
檀
家
総
代
は
傍
聴
人
と
い
っ
た
資
格
で
は
あ
る
が
、
由
比
浜
辺
に
ほ
ど
近
い
深
沢
の
大
仏
さ
ま 

 
 
 

で
、
こ
れ
で
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
今
日
で
い
う
鎌
倉
の
大
仏
さ
ま
の
お
寺
で
の
会
議
で
あ
る
。 



 

5 大仏殿会議 
 

 

今
日
の
会
議
は
大
げ
さ
に
い
え
ば
、
鎌
倉
仏
教
徒
会
議
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
時
は
、
文
永
五
年
の
十 

 
 
 

月
の
末
で
あ
る
。 

「
私
が
只
今
、
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
多
宝
寺
の
弁
明
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
「
邪
教
を
葬
れ
」
と
い
う 

 
 
 

こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
本
題
に
入
る
前
に
一
寸
、
何
故
、
本
日
こ
の
よ
う
に
沢
山 

 
 
 

の
皆
様
方
の
ご
出
席
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
申
し
上
げ
ま
す
れ
ば
、
「
邪
教
を
葬
れ
」
と
い
う
そ
の 

 
 
 

邪
教
と
は
、
何
ん
で
あ
る
か
も
自
か
ら
わ
か
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
本
月
の
十
一
日
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま 

 
 

す
。
彼
の
日
蓮
法
師
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
折
伏
の
手
紙
を
鎌
倉
の
寺
々
に
差
し
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
寺
々
と 

 
 

は
、
こ
こ
に
お
集
り
の
建
長
寺
さ
ん
、
極
楽
寺
さ
ん
、
寿
福
寺
さ
ん
、
浄
光
明
寺
さ
ん
そ
し
て
こ
こ
の
大
仏
殿
さ 

 
 
 

ん
と
私
の
と
こ
ろ
、
多
宝
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
外
に
も
、
彼
は
寺
社
奉
行
の
宿
屋
入
道
殿
と
、
執
権
職
の
執 

 
 
 

事
た
る
平
左
衛
門
尉
殿
と
、
彼
の
唯
一
の
権
力
者
と
た
の
む
北
条
弥
源
太
殿
と
、
そ
し
て
馬
鹿
と
気
違
い
に
こ
わ 

 
 
 

い
者
は
な
い
と
申
し
ま
す
が
、
恐
れ
多
く
も
執
権
職
北
条
時
宗
殿
に
す
ら
、
折
伏
の
手
紙
を
出
し
た
の
で
あ
り
ま 

 
 

す
。
何
故
、
こ
ん
な
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
わ
か
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
彼
日
蓮
法
師
が
、
自
分
で
こ
の
こ
と
を 

 
 
 

い
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
折
伏
の
手
紙
を
、
以
上
の
十
一
か
所
に
出
し
た
。
つ
い
て
は
一
か
所 

 
 
 

に
あ
つ
ま
り
、
評
定
相
談
し
て
御
返
事
を
下
さ
い
。
出
来
れ
ば
、
公
場
対
決
を
の
ぞ
む
と
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま 

 
 
 

す
。
お
上
み
が
、
汚
が
れ
者
と
し
て
、
伊
豆
の
伊
東
に
流
し
た
彼
の
日
蓮
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
流
し
者
と
、
わ 

 
 
 

れ
わ
れ
官
職
の
僧
位
に
あ
る
も
の
が
、
同
席
す
る
の
も
恥
ず
か
し
い
の
に
、
よ
く
も
公
場
対
決
を
望
む
な
ぞ
と
口 
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は
ば
っ
た
い
こ
と
を
申
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
到
底
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
奸
智
に
た
け
た
彼 

 
 
 

の
日
蓮
法
師
が
、
つ
よ
が
り
に
し
っ
て
お
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す…

…

。 

 

先
程
、
大
仏
殿
の
御
住
職
か
ら
、
折
伏
に
つ
い
て
は
こ
の
私
か
ら
詳
細
な
説
明
が
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
ま
し
た
か 

 
 

ら
、
一
寸
折
伏
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
。
折
伏
と
い
う
の
は
、
破
折
屈
伏
の
義
と
か
、
折
破
摧 

 
 
 

伏
の
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
布
教
の
方
法
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
宗
旨
と
は
違
う
の
で
ご
ざ
い 

 
 
 

ま
す
。
で
す
か
ら
日
蓮
法
師
の
実
は
一
手
販
売
で
は
な
く
、
念
仏
宗
、
禅
宗
、
真
言
宗
、
律
宗
、
ど
の
宗
旨
が
用 

 
 
 

い
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
ち
、
折
伏
が
ど
う
し
て
も
流
行
す
る
の
だ
、
そ
れ
で
や
っ
て 

 
 
 

く
れ
と
、
檀
家
か
ら
注
文
が
あ
り
ま
す
れ
ば
、
私
ど
も
も
折
伏
を
や
っ
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
折 

 

伏
の
折
伏
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
勝
鬘
経
と
い
う
お
経
に
は
、
折
伏
に
応
ず
る
者
に
は
折
伏
を
、
摂
受
に
応
ず 

 
 
 

る
も
の
に
は
摂
受
を
と
い
う
経
文
が
ご
ざ
い
ま
す
。
普
通
は
悪
人
を
折
伏
し
、
善
人
を
摂
受
す
る
と
い
う
言
葉
が 

 
 
 

ご
ざ
い
ま
す
。
一
切
の
人
を
悪
人
と
み
な
す
か
、
ま
た
は
善
人
と
み
な
す
か
の
相
違
が
、
折
伏
と
摂
受
の
別
れ
道 

 
 
 

だ
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
折
伏
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
く
ら
い
に
い
た
し
ま
し
て
、
先
に
進
み
ま
す
と
、
彼
の
日
蓮
が
何
故
十
一 

 
 
 

か
所
に
手
紙
を
出
し
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
彼
は
文
応
元
年
の
七
月
十
六
日
に
狂
気
の
書
と
も
い
う
べ
き
、
立
正 

 
 
 

安
国
論
を
幕
府
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
。 

 

彼
は
、
こ
の
安
国
論
を
提
出
し
た
た
め
に
、
四
十
三
日
目
に
は
、
彼
の
松
葉
谷
の
家
は
、
三
千
人
の
念
仏
の
門 
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徒
に
よ
っ
て
包
囲
せ
ら
れ
て
、
焼
き
う
ち
を
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
日
蓮
を
討
ち
洩
ら
し
た
こ 

 
 
 

と
は
残
念
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
今
に
な
る
と
ま
こ
と
に
、
鎌
倉
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
痛
恨
事
で
あ
り
ま
し 

 
 
 

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
千
葉
方
面
に
逃
げ
て
お
っ
た
日
蓮
が
、
つ
ぎ
の
年
の
弘
長
元
年
の
五
月
、
鎌
倉
に
性
こ
り 

 
 
 

も
な
く
出
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
実
は
こ
の
座
に
お
ら
れ
る
、
鎌
倉
の
有
力
な
る
諸
山
の
御
住
職
の
方
々
の
な 

 
 
 

み
な
み
な
ら
ぬ
運
動
に
よ
っ
て
、
日
蓮
は
伊
豆
の
伊
東
に
流
罪
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
安
堵
の
胸 

 
 
 

を
な
で
お
ろ
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
と
こ
ろ
、
ど
う
い
う
わ
け
か
鎌
倉
当
局
は
、
わ
れ
わ
れ
に
一
言
の
相 

 
 
 

談
も
な
く
、
殺
し
て
も
よ
い
彼
の
日
蓮
を
三
年
た
つ
と
許
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
に
事
が
お
こ
る
ぞ
、
今
に
わ 

 
 
 

れ
わ
れ
鎌
倉
仏
教
徒
に
害
を
加
え
る
ぞ
と
、
ひ
そ
か
に
お
そ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
つ
い
に
、
こ
れ
が
現 

 
 
 

実
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
、
本
日
こ
こ
に
お
参
集
を
願
っ
た
重
大
事
な
の
で
あ
り
ま 

 
 
 

す
。 

 

皆
様
も
ご
存
知
の
通
り
、
本
年
の
正
月
十
八
日
、
大
蒙
古
国
よ
り
国
書
が
ま
い
り
ま
し
て
、
国
民
一
同
の
悩
み 

 
 
 

の
た
ね
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
彼
の
日
蓮
は
、
こ
の
国
民
一
同
が
お
そ
れ
て
い
る
大
蒙
古
国
の
国
書
こ
そ
、
彼 

 
 
 

が
安
国
論
で
予
言
し
た
と
こ
ろ
の
、
他
国
侵
逼
難
で
あ
る
と
大
い
に
騒
い
で
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
み
よ
う
に
よ 

 
 
 

り
ま
す
と
、
彼
れ
日
蓮
こ
そ
大
蒙
古
国
の
ま
わ
し
者
、
大
蒙
古
国
の
間
者
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
節
が 

 
 

多
々
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
法
華
経
の
力
に
よ
っ
て
、
蒙
古
国
の
攻
め
く
る
の
を
予
言
的
中
し
た
か
ら
、 

 
 
 

法
華
経
と
わ
れ
わ
れ
の
依
経
と
、
ど
っ
ち
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か
問
答
を
し
よ
う
と
い
う
、
子
供
だ
ま
し
み
た
い
な 
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こ
と
を
い
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
十
一
か
所
に
も
出
し
ま
し
て
、
つ
よ
が
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま 

 
 
 

す
。
狂
人
と
と
も
に
走
る
も
の
は
狂
人
と
申
し
ま
す
か
ら
、
相
手
に
は
な
れ
ま
せ
ん
が
、
ほ
お
っ
て
お
い
て
も
僧 

 
 
 

侶
は
そ
れ
で
よ
い
で
し
ょ
う
が
、
檀
家
の
方
々
信
者
の
方
々
に
迷
い
を
起
す
も
と
と
思
い
ま
し
て
、
こ
こ
で
、
根 

 
 
 

本
的
な
こ
と
を
お
話
し
申
し
上
げ
れ
ば
枝
葉
末
節
は
い
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「
邪
教
を
葬
れ
」
と
題
し 

 
 

て
、
私
が
し
ば
ら
く
皆
様
方
の
時
間
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
」 

 

多
宝
寺
の
住
職
弁
明
は
い
よ
い
よ
本
題
に
入
る
前
に
汗
を
ぬ
ぐ
っ
た
が
、
思
い
な
し
か
鼻
を
ぴ
く
ぴ
く
さ
せ
た 

 
 
 

の
も
面
白
か
っ
た
。 

二 

「
さ
て
、
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
「
邪
教
を
葬
れ
」
と
い
う
本
題
に
は
い
り
ま
す
。
先
ず
何
故
、
日
蓮
法
師
の
教
義 

 
 
 

が
邪
教
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
現
世
利
益
を
と
き
す
ぎ
る
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

彼
等
宗
徒
の
い
う
と
こ
ろ
に
耳
を
か
た
む
け
ま
す
と
、
仏
教
の
話
を
し
て
お
る
の
か
、
お
医
者
の
話
を
し
て
お
る 

 
 
 

の
か
、
あ
る
い
は
、
金
儲
け
の
話
を
し
て
お
る
の
か
、
ま
る
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
り
ま 

 
 

す
。
御
利
益
、
御
利
益
の
Ｉ
点
ば
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
も
の
は
、
仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
、
こ
こ
に
は
っ 

 
 
 

き
り
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
仏
の
教
え
と
は
な
に
か
、
二
つ
に
分
け
て
申
し
ま
す
と
、
自
力
聖
道
門
と
他
力
浄 
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土
門
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
切
衆
生
に
皆
仏
性
あ
り
と
い
い
な
が
ら
、
何
故
、
一
切
衆
生
は
生
死
の
巷
を
輸
廻
し 

 
 
 

て
、
こ
の
三
界
の
火
宅
を
い
で
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
自
力
聖
道
門
の
教
え
に
よ
る
が
故
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

他
力
浄
土
門
に
よ
る
往
生
浄
土
門
こ
そ
、
こ
の
三
界
の
火
宅
を
の
が
れ
る
秘
術
で
あ
り
ま
す
。
専
修
念
仏
が
そ
れ 

 
 
 

で
あ
り
ま
す
。 

 

え
え
っ
と
、
一
寸
話
し
が
、
む
ず
か
し
く
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
の
で
、
も
っ
と
か
み
く
だ
い
て
申
し
上
げ 

 
 
 

ま
す
と
、
念
仏
の
教
え
で
申
し
ま
す
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
世
の
中
に
お
客
さ
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
ぞ
と
、 

 
 
 

教
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
未
来
の
成
仏
こ
そ
肝
要
、
来
世
の
往
生
が
目
的
で
あ
る
と
、
悟
ら
せ
る
の
が
私
ど
も
の 

 
 
 

教
え
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
す
ん
で
お
る
と
こ
ろ
は
穢
土
と
申
し
ま
し
て
、
五
逆
十
悪
の
人
び
と
の
す 

 
 
 

む
汚
が
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
一
刻
も
早
く
、
こ
の
汚
が
れ
た
と
こ
ろ
を
は
な
れ
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
浄
土 

 
 
 

に
生
ま
れ
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
念
仏
を
唱
え
る
も
の
の
念
願
で
あ
り
ま
す
。
現
世
の
利
益
な
ぞ
を
と
く
の
は
、
も 

 
 
 

っ
て
の
外
で
あ
り
ま
す
。
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
そ
の
気
持
を
も
つ
も
の
が
、
も
っ
て
の
外
と
昔
か
ら
戒
め
ら
れ
て 

 
 
 

お
り
ま
す
。
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
の
気
持
を
す
て
な
け
れ
ば
、
真
に
救
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

仏
教
の
根
本
は
、
浄
土
に
往
生
を
願
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
現
世
が
苦
し
け
れ
ば
苦
し
い
程
、
来
世
の
楽
し
み 

 
 
 

は
大
き
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

病
気
が
治
る
、
金
が
も
う
か
る
、
な
ど
も
っ
て
の
外
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
世
の
中
の
苦
の
種
一
切
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
許
に
ゆ
く
往
生
の
種
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
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病
気
は
し
な
い
、
貧
乏
と
い
う
こ
と
が
こ
の
世
の
中
に
一
切
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
誰
が
阿
弥
陀
さ
ま
を
拝
み 

 
 
 

ま
し
ょ
う
か
。
往
生
を
願
う
人
は
、
一
人
も
い
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」 

「
日
蓮
法
師
の
流
れ
を
く
む
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
人
び
と
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
現
世
利
益
一
点
ば
り
と 

 
 
 

い
う
こ
と
が
、
い
か
に
邪
教
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
少
し
は
お
わ
か
り
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
念
仏 

 
 
 

を
唱
え
る
人
は
祈
っ
て
は
な
ら
な
い
、
願
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
と
申
し
ま
す
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
一
切
を
阿
弥 

 
 
 

陀
さ
ま
に
お
任
せ
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
貧
乏
す
る
の
も
仏
さ
ま
の
お
ぼ
し
め
し
で
あ
り
、
病
気
す
る 

 
 
 

の
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
は
か
ら
い
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
ま
か
せ
き
っ
て
の
求
道
乗
船
の 

 
 
 

旅
で
あ
り
ま
し
て
、
自
分
か
ら
あ
あ
し
よ
う
、
こ
う
し
よ
う
と
思
う
の
は
、
間
違
い
も
は
な
は
だ
し
い
も
の
で
あ 

 
 
 

り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
蓮
法
師
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
逆
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
邪
教
だ
と
い
わ 

 
 
 

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
世
界
に
生
れ
る
こ
と
が
唯
一
の
幸
福
で
あ
り
ま
す
の
に
、
こ
の 

 
 
 

幸
福
を
否
定
し
ま
し
て
今
、
わ
れ
わ
れ
が
す
ん
で
お
る
こ
の
現
世
に
、
幸
福
を
摑
も
う
と
し
て
お
る
の
愚
を
や
っ 

 
 
 

て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
折
伏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
病
気
も
な
く
な
る
、
金
も
も
う
か
る
、
幸
福
に
な
る 

 
 
 

と
い
う
の
が
、
日
蓮
法
師
の
亜
流
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
果
し
て
本
当
に
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 

し
か
も
、
今
少
し
日
蓮
法
師
の
い
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
て
み
ま
す
と
、
彼
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
い
っ
て
お
る 

 
 
 

の
で
あ
り
ま
す
。 
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「
昼
夜
朝
暮
に
弥
陀
念
仏
を
申
す
人
は
、
薬
は
め
で
た
し
と
ほ
め
て
、
朝
夕
毒
を
服
す
る
者
の
ご
と
し
」
と
口
を 

 
 
 

き
わ
め
て
念
仏
の
悪
口
を
申
し
、
悪
口
ば
か
り
で
は
な
く
念
仏
無
間
地
獄
抄
と
か
、
題
目
弥
陀
名
号
勝
劣
事
と 

 
 
 

か
、
当
世
念
仏
無
間
地
獄
之
事
と
か
い
う
書
き
物
ま
で
あ
る
く
ら
い
で
あ
り
ま
す
。
い
や
は
や
ど
う
も
、
手
に
お 

 
 
 

え
ぬ
悪
法
師
で
あ
り
ま
す
。 

 

誰
が
考
え
た
と
て
お
釈
迦
さ
ま
が
、
自
分
で
自
分
が
地
獄
に
ゆ
く
よ
う
な
お
経
文
を
、
お
と
き
に
な
る
筈
が
な 

 
 
 

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
よ
く
よ
く
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
も
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
話
が
多
少
政
治
む
き
に
な
り
ま
す
が
、
民
百
姓
の
あ
り
か
た
で
ご
ざ
い
ま 

 
 
 

す
」 

 

弁
明
、
実
は
と
い
い
た
い
程
に
声
を
ひ
く
め
て
、
話
を
つ
づ
け
る
の
で
あ
っ
た
。 

「
民
百
姓
が
、
現
世
の
生
活
の
幸
福
を
願
っ
て
、
後
生
を
忘
れ
た
な
ら
ば
、
国
の
政
治
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う 

 
 
 

こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
実
は
こ
れ
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
日
蓮
法
師
の
邪
教
を
葬
れ
と
い
わ
れ 

 
 
 
 

る
根
本
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
世
の
幸
福
の
み
を
、
民
百
姓
が
願
い
ま
し
た
な
ら
ば
、
民
百
姓
は 

 
 
 

は
た
ら
か
な
く
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
世
の
中
に
、
お
客
さ
ん
に
き
た
の
で
は
な
い
ぞ
、
働
け
、
働
け
と 

 
 
 

と
い
う
と
こ
ろ
に
百
姓
は
、
牛
馬
と
こ
と
な
る
こ
と
な
く
死
ぬ
ま
で
働
き
つ
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
死
ん
だ
ら
、 

 
 

極
楽
の
浄
土
に
、
お
客
さ
ん
と
な
っ
て
ゆ
け
る
の
で
あ
る
と
教
え
る
と
こ
ろ
に
、
百
姓
が
働
く
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

百
姓
が
働
か
な
け
れ
ば
、
領
主
は
年
貢
米
の
と
り
た
て
が
で
き
ず
、
年
貢
米
の
と
り
た
て
が
出
来
な
け
れ
ば
領
主 

 
 
 



 

12 
 

は
家
の
子
郎
党
を
養
う
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
こ
の
鎌
倉
の
幕
府
と
て
も
安
泰
に
し
て
お
る
こ
と
が
出
来
な
い 

 
 
 

の
で
あ
り
ま
す
。
鎌
倉
幕
府
の
安
泰
さ
は
、
朝
に
夕
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
名
号
を
唱
え
て
、
働
け
働
け
と
、
蔭
に
ま 

 
 
 

わ
っ
て
号
令
を
か
け
て
お
る
わ
れ
わ
れ
念
仏
の
僧
侶
の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
わ
か 

 
 
 

っ
て
お
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
鎌
倉
中
の
七
大
寺
と
い
わ
れ
る
名
刹
も
、
堂
々
た
る
伽
藍
も
等
し
く
鎌
倉
の
お
上
み
が 

 
 
 

こ
し
ら
え
て
下
さ
っ
た
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

禅
宗
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
な
ら
ば
、
禅
は
武
士
の
宗
教
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
武
士
に
一
切
は
空
で
あ 

 
 

る
と
悟
れ
と
教
え
て
お
り
ま
す
。
執
着
す
べ
き
も
の
は
世
の
中
に
一
切
な
い
と
教
え
て
お
り
ま
す
。
こ
う
教
え
、 

 
 
 

こ
う
悟
ら
せ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
一
朝
こ
と
あ
っ
て
戦
場
に
出
た
武
士
が
、
桜
花
の
ご
と
く
、 

 
 
 

き
よ
く
散
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
君
の
御
馬
前
に
い
さ
ぎ
よ
く
命
を
す
て
て
こ
そ
、
武
士
と
い
う
こ 

 
 
 

と
が
で
き
ま
す
。
命
を
鴻
毛
の
軽
き
に
比
す
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
武
士
に
執
着
が
少 

 
 
 

し
で
も
あ
っ
た
な
ら
ば
、
命
を
な
げ
だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
て
こ
そ
、
一
切
は
空
だ
と
悟 

 
 
 

ら
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
禅
家
の
一
切
の
公
案
は
す
べ
て
こ
れ
、
空
だ
と
悟
れ
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の 

 
 
 

武
士
に
現
世
の
利
益
を
と
き
、
現
世
の
幸
福
を
教
え
た
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
こ
と
か
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
さ 

 
 
 

あ
、
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
武
士
が
死
ぬ
の
を
い
や
が
り
ま
す
。
命
を
お
し
む
侍
が
戦
場
に
い
っ
て
、
勝
利 

 
 
 

を
得
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
君
主
は
、
君
の
た
め
に
命
を 

 
 
 

お
し
ま
ぬ
侍
を
求
め
ま
す
。
名
を
惜
し
む
と
い
う
こ
と
は
、
命
を
惜
し
ま
ぬ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
君 
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主
は
、
自
分
の
た
め
に
、
命
を
惜
し
ま
ぬ
武
士
を
た
ん
と
も
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
武
士
を
沢
山
も
っ 

 
 
 

た
君
主
が
強
い
の
で
す
。
従
っ
て
、
命
を
惜
し
ま
ぬ
武
士
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の 

 
 
 

養
成
を
極
力
や
っ
て
お
る
の
が
、
実
は
禅
宗
な
の
で
あ
り
ま
す
」 

「
鎌
倉
中
に
禅
宗
の
寺
の
多
い
の
も
、
実
は
こ
の
理
屈
に
も
と
づ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
真
言
宗
は
と
申
し
ま
す
な 

 
 
 

ら
ば
、
こ
れ
は
も
っ
と
実
用
的
で
あ
り
ま
す
。
真
言
は
禅
家
が
命
を
惜
し
ま
ぬ
武
士
を
養
成
し
て
、
戦
場
に
お
い 

 
 
 

て
勝
利
を
博
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
、
も
っ
と
早
く
勝
利
を
博
し
よ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
敵 

 
 
 

の
大
将
が
こ
ろ
り
と
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
戦
争
な
ん
か
は
、
戦
わ
ず
し
て
勝
利
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
真
言
宗
は 

 
 
 

ね
ら
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
真
言
が
祈
禱
仏
教
と
い
わ
れ
る
理
由
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま 

 
 

す
。
敵
将
を
祈
り
殺
し
て
、
戦
勝
を
博
そ
う
と
す
る
の
が
真
言
で
あ
り
ま
す
。
昔
は
、
戦
争
し
て
も
な
か
な
か
大 

 
 
 

将
の
姓
名
を
発
表
し
な
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
大
将
の
名
が
分
り
ま
す
と
、
す
ぐ
そ
れ
を
真
言
の
寺
に
御
注
進
し 

 
 

て
、
祈
禱
を
や
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
祈
り
が
き
か
な
い
よ
う
に
と
、
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
名
に
穢
れ
麿
と
か
糞
磨 

 
 
 

と
か
つ
け
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
姓
名
が
あ
ん
ま
り
き
た
な
い
の
で
、
祈
り
が
き
か
な
い
と
い
う
の
で
す
。 

 
 
 

え
え
と
、
大
分
話
が
長
び
き
ま
し
て
脱
線
し
た
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
が
、
日
蓮
法
師
の
こ
な
い
以
前
の
鎌
倉
仏
教 

 
 
 

界
は
、
ま
こ
と
に
僧
侶
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
和
を
も
と
い
と
い
た
し
ま
し
て
、
同
一
歩
調
を
と
っ
て
き
た
の
で
あ 

 
 
 

り
ま
す
。
生
ま
れ
る
時
は
、
安
産
を
真
言
宗
さ
ん
に
お
た
の
み
す
る
。
長
じ
て
は
、
武
士
は
禅
宗
さ
ん
で
精
神
修 

 
 
 

養
す
る
が
、
や
が
て
死
ぬ
時
は
誰
で
も
同
じ
く
南
無
阿
弥
陀
仏
さ
ん
で
お
く
っ
て
も
ら
う
と
い
っ
た
調
子
で
、
ど 
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の
宗
旨
も
ど
の
宗
派
も
仲
の
よ
い
も
の
で
し
た
。 

 
し
か
る
に
、
こ
こ
十
年
来
、
日
蓮
法
師
が
鎌
倉
に
き
て
あ
の
四
箇
の
格
言
と
称
す
る 

 
 

念
仏
無
間 

禅
天
魔 

 
 

真
言
亡
国 

律
国
賊 

と
い
い
立
て
て
か
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
僧
侶
の
方
は
ま
あ
、
狂
犬
の
吠
え
る
く
ら
い
に
し
か
思
わ
な
い
の
で
あ
り 

 
 
 
 

ま
す
が
、
ど
う
も
檀
家
の
方
は
そ
う
も
い
っ
て
お
ら
れ
ず
、
例
の
折
伏
と
か
で
日
蓮
法
師
の
弟
子
や
檀
那
た
ち
に 

 
 
 

痛
め
つ
け
ら
れ
て
、
お
互
同
志
の
中
に
ひ
び
が
入
っ
て
、
ど
う
も
わ
れ
わ
れ
宗
派
同
志
が
、
疑
心
暗
鬼
の
心
持
ち 

 
 
 

が
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
際
、
こ
こ
で
大
い
に
親
睦
を
計
り
ま
し
て
、
日
蓮
法
師
の
亜
流
た
ち
の
折
伏
を 

 
 
 

封
ず
る
と
同
時
に
、
出
来
る
こ
と
な
ら
、
一
度
島
流
し
に
あ
っ
た
あ
の
日
蓮
坊
主
の
首
を
斬
っ
て
も
ら
う
か
、
そ 

 
 
 

れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
流
さ
れ
た
な
ら
ば
、
ま
だ
一
度
も
帰
っ
て
来
た
人
の
な
い
あ
の
佐
渡
島
に
島
流
し
に
し 

 
 
 
 

て
も
ら
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
「
邪
教
を
葬
む
る
」
こ
と
は
到
底
で
き
ま
せ 

 
 
 

ん
。 

 

日
蓮
を
佐
渡
の
島
に
流
す
こ
と
が
、
本
題
の
「
邪
教
を
葬
む
れ
」
の
結
論
だ
と
思
う
も
の
で
あ
り
ま
す
」 

 

 

弁
明
の
、
日
蓮
を
佐
渡
に
流
せ
と
い
う
結
論
は
、
大
仏
殿
の
書
院
を
ふ
る
わ
す
程
の
拍
手
喝
采
で
あ
っ
た
。 
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三 

 

多
宝
寺
の
住
職
弁
明
の
講
演
が
終
る
と
、
大
仏
殿
の
執
事
が
す
ぐ
に
立
ち
あ
が
っ
た
。 

「
え
え
っ
、
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
多
宝
寺
の
御
住
職
の
御
講
演
を
終
り
ま
し
て
、
只
今
よ
り
、
自
由
質
問
に
は 

 
 
 

い
り
ま
す
。
な
ん
で
も
よ
ろ
し
い
で
す
か
ら
、
自
由
に
質
問
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
解
答
者
は
、
今
ま
で
は
御
講 

 
 
 

演
を
お
願
い
し
ま
し
て
、
お
つ
か
れ
と
は
存
じ
ま
す
が
、
や
は
り
、
多
宝
寺
の
御
住
職
に
お
願
い
を
い
た
し
た
い 

 
 
 

と
存
じ
ま
す
」 

 

パ
チ
パ
チ
と
場
内
か
ら
拍
手
が
あ
が
っ
て
、
あ
ま
り
大
き
く
な
い
大
仏
殿
の
書
院
は
聴
衆
者
で
一
杯
で
あ
っ 

 
 
 

た
。 

「
で
は
、
講
師
に
質
問
い
た
し
ま
す
。
先
程
の
御
講
演
に
よ
り
ま
す
と
、
日
蓮
法
師
の
教
え
は
、
あ
ま
り
に
も
現 

 
 
 

世
的
で
あ
る
、
御
利
益
、
御
利
益
と
い
い
す
ぎ
る
と
、
申
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
質
問
い
た
し
ま 

 
 
 

す
」 

「
は
い
、
お
答
え
い
た
し
ま
す…

」 

と
、
弁
明
が
威
勢
よ
く
答
え
る
と
、 

「
一
寸
ま
っ
て
下
さ
い
。
今
の
は
前
お
き
で
し
て
、
こ
れ
か
ら
、
本
当
の
質
問
に
入
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
か 
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ら…
…

」
と
質
問
者
が
い
っ
た
の
で
、
場
内
は
思
わ
ず
ど
っ
と
笑
い
く
ず
れ
て
、
今
ま
で
の
緊
張
し
た
気
分
が
一 

 
 
 

寸
ほ
ぐ
れ
た
よ
う
な
案
配
で
あ
っ
た
。 

「
で
は
、
ど
う
ぞ…

」 

 

解
答
者
に
、
う
な
が
さ
れ
て
、 

「
私
の
考
え
を
申
し
上
げ
ま
す
。
現
世
的
な
利
益
は
い
け
な
い
と
申
さ
れ
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
で
す
。
わ
が
国
に 

 
 
 

お
い
て
、
寺
と
し
て
最
古
を
誇
る
大
阪
の
四
天
王
寺
の
建
立
は
、
い
か
な
る
原
因
で
創
建
さ
れ
た
か
と
申
し
ま
す 

 
 

と
、
欽
明
天
皇
の
朝
に
、
わ
が
国
に
仏
教
が
渡
来
し
ま
す
と
崇
仏
派
と
排
仏
派
の
二
派
に
分
れ
た
こ
と
は
、
み
な 

 
 
 

さ
ま
ご
存
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
崇
仏
派
が
、
物
部
守
屋
と
の
戦
い
に
敗
れ
ん
と
し
た
時
に
、
聖
徳
太
子 

 
 

が
、
四
天
王
す
な
わ
ち
東
方
の
持
国
天
王
、
西
方
の
広
目
天
王
、
南
方
の
増
長
天
王
、
北
方
の
毘
沙
門
天
王
に
、 

 
 
 

も
し
こ
の
戦
い
に
勝
っ
た
な
ら
ば
、
お
寺
を
建
立
し
ま
す
か
ら
と
、
戦
勝
を
祈
願
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
太
子
の 

 
 
 

念
願
が
か
な
っ
て
推
古
天
皇
の
二
年
に
建
立
さ
れ
た
の
が
、
す
な
わ
ち
四
天
王
寺
で
あ
り
ま
す
。
寺
の
そ
も
そ
も 

 
 
 

の
建
立
が
、
戦
勝
祈
願
と
い
う
よ
う
な
、
き
わ
め
て
現
世
的
な
こ
と
か
ら
発
願
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま 

 
 

た
、
か
の
有
名
な
法
隆
寺
は
、
ど
う
し
う
わ
け
で
建
立
さ
れ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
、
用
明
天
皇
が
御
病 

 
 
 

気
に
な
ら
れ
ま
し
て
、
心
た
の
し
ま
な
か
っ
た
の
で
、
御
言
願
を
た
て
ら
れ
て
、
こ
の
病
気
が
治
り
ま
し
た
な 

 
 
 

ら
、
お
寺
を
た
て
て
薬
師
如
来
を
安
置
い
た
し
ま
す
と
お
祈
り
し
た
の
を
、
推
古
天
皇
と
聖
徳
太
子
が
、
そ
の
御 

 
 
 

遺
志
を
つ
い
で
法
隆
寺
を
創
建
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
推
古
天
皇
六
年
、
太
子
詔
を
奉
じ
て
、 
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「
勝
鬘
経
」
を
講
説
せ
ら
れ
、
そ
の
布
施
と
し
て
、
播
磨
揖
保
郡
佐
多
の
地
五
十
万
石
を
受
け
、
こ
れ
を
伊
河
留

い

か

る 
 
 
 

我が

本
寺
、
中
宮
尼
寺
等
に
分
納
さ
れ
、
法
隆
寺
造
寺
費
と
な
る
」
と
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
金
堂
薬
師
如 

 
 
 

来
坐
像
、
高
さ
二
尺
七
寸
、
光
背
（
仏
像
の
背
後
の
光
相
）
高
さ
二
尺
六
寸
三
分
こ
れ
が
法
隆
寺
創
建
当
初
の
金 

 
 
 

堂
本
尊
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
光
背
に
、
天
皇
の
御
病
気
を
治
さ
ん
が
た
め
に
、
薬
師
像
を
つ
く
る
と
、
先
程
申 

 
 
 

し
上
げ
た
こ
と
が
、
き
ざ
ま
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
推
古
天
皇
三
十
一
年
に
、
聖
徳
太
子
の
御
遺
命 

 
 
 

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
法
隆
寺
の
金
堂
の
釈
迦
三
尊
の
光
背
に
も
「
当
に
、
釈
像
尺
寸
王
身
を
造
く
る
、
こ
の
願 

 
 
 

力
を
こ
う
か
っ
て
、
病
を
転
じ
て
寿
を
の
べ
、
世
間
に
安
住
せ
ん
」
と
き
ざ
ま
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
寿 

 
 
 

を
の
ぶ
と
か
、
世
間
に
安
住
す
る
と
か
、
極
め
て
現
世
の
利
益
を
願
っ
て
仏
像
を
つ
く
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま 

 
 
 

す
。
特
に
推
古
天
皇
の
二
年
、
天
皇
は
聖
徳
太
子
や
大
臣
蘇
我
馬
子
に
詔
勅
を
下
し
て
、
仏
教
を
興
隆
せ
し
め
た 

 
 
 

た
め
に
、
臣
下
以
下
群
臣
に
い
た
る
ま
で
、
競
っ
て
仏
舎
を
造
営
し
、
こ
れ
を
寺
と
称
す
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の 

 
 
 

年
に
出
来
た
釈
迦
仏
の
光
背
の
銘
に
「
現
存
父
母
の
為
に
、
敬
し
て
金
銅
の
釈
迦
像
を
造
り
奉
つ
る
」
と
あ
っ 

 
 
 

て
、
す
な
わ
ち
現
存
の
父
母
と
あ
っ
て
、
菩
提
を
と
む
ら
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
今
現
に
生
き
て
お
る
父
母
の 

 
 
 

た
め
に
、
現
世
の
福
を
祈
る
た
め
に
仏
像
を
つ
く
っ
た
と
、
光
背
に
き
ざ
み
こ
ん
だ
の
が
、
今
に
残
っ
て
お
る 

 
 
 
 

程
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
寺
も
、
ま
た
安
置
す
る
仏
像
も
、
す
べ
て
現
世
の
利
益
を
願 

 
 
 

う
と
い
う
こ
と
で
出
来
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
後
今
の
世
に
い
た
る
ま
で
、
寺
の
数
は
一
万
一
千
三
十 

 
 
 

七
所
、
神
社
は
三
千
一
百
三
十
二
社
と
一
説
に
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
等
の
神
社
仏
閣
は
す
で
に
戦
勝
か
、
当
病 
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平
癒
か
で
、
か
な
ら
ず
出
来
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
理
由
で
、
寺
や
神
社
が
創
建
さ
れ
た
と
い
う 

 
 
 

こ
と
は
先
ず
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
日
蓮
法
師
が
あ
ま
り
に
も
、
現
世
利 

 
 
 

益
を
説
く
と
い
う
こ
と
を
非
難
す
る
の
は
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
、
自
分
の
宗
旨
は
ど
う 

 
 
 

か
、
現
世
利
益
は
一
寸
も
説
か
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
な
か
な
か
い
い
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 

こ
こ
に
極
楽
寺
さ
ん
の
檀
家
の
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
極
楽
寺
の
御
住
職
良
観
上
人
は
、
祈
雨
二
十
七
度
と
い
わ 

 
 
 

れ
る
程
、
雨
を
祈
っ
て
雨
を
ふ
ら
せ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
て
も
、
御
皇
室
の
方
よ
り
そ
の
発
端
は
起
っ
て
お 

 
 
 

る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
皇
極
天
皇
は
、
そ
の
御
即
位
の
年
の
八
月
一
日
に
、
南
淵
河
上
に
行
幸
し
、
経 

 
 
 

を
衆
僧
に
よ
ま
し
め
て
、
御
自
分
は
脆
拝
し
て
、
雨
を
祈
願
し
給
う
た
と
こ
ろ
が
、
大
雨
が
ふ
っ
た
と
い
わ
れ
て 

 
 
 

お
り
ま
す
。
八
月
五
日
、
天
下
皆
歓
乎
し
て
、
至
徳
天
皇
と
称
し
奉
つ
る
と
或
る
書
に
み
え
て
お
る
程
で
あ
り
ま 

 
 

す
。 

 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
寺
院
建
立
や
仏
像
彫
刻
の
動
機
を
し
ら
べ
て
み
る
と
、
現
世
を 

 
 
 

祈
ら
な
い
も
の
は
一
つ
も
な
く
、
精
神
修
養
の
た
め
に
お
寺
を
建
立
し
た
と
か
、
精
神
修
養
の
た
め
に
仏
像
を
き 

 
 
 

ざ
む
と
か
い
っ
た
こ
と
は
絶
対
に
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
を
い
か
に
お
考
え
で
ご
ざ
い
ま
し
上
う
か
。
お 

 
 
 

う
か
が
い
い
た
し
ま
す
」 

「
こ
れ
は
こ
れ
は
、
あ
な
た
の
は
質
問
で
は
な
く
て
、
一
場
の
御
講
演
の
よ
う
に
う
か
が
い
ま
し
た
が
、
い
か
が 

 
 
 

な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
は
質
問
は
要
旨
を
の
べ
て
、
ご
く
簡
単
に
お
願
い
を
し
て
お
き
ま
す
。
さ
て
、 
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只
今
の
御
質
問
に
お
答
え
を
い
た
し
ま
す
。
仏
教
が
、
現
世
利
益
を
説
く
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
歴
史
を
さ
か 

 
 
 

の
ぼ
る
必
要
は
な
く
当
然
な
話
で
あ
り
ま
す
。
だ
が
、
そ
の
利
益
を
い
か
に
主
張
す
る
か
に
あ
る
の
で
あ
り
ま 

 
 
 

す
。
仏
の
教
え
は
、
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
教
え
て
お
り
ま
す
か
ら
、
現
世
の
利
益
と
い
う
点
に
も 

 
 
 

ふ
れ
て
は
お
り
ま
す
が
、
生
き
て
生
き
ぬ
い
た
最
後
に
く
る
も
の
は
、
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
生
き
る
と
い 

 
 
 

う
こ
と
を
否
定
す
る
死
と
い
う
も
の
に
ぶ
つ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
死
ぬ
と
い
う 

 
 
 

こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。
毎
日
毎
日
、
私
ど
も
は
死
と
い
う
も
の
に
、
ぶ
つ
か
る
べ
く
生
き
て
行
く
の
で
あ
り
ま 

 
 

す
。
い
く
ら
怠
け
者
で
も
、
こ
れ
ば
か
り
は
怠
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
死
へ
の
行
進
で
あ
り
ま
す
。
で
は
、
人 

 
 

間
、
死
が
最
後
か
と
問
わ
れ
ま
す
と
、
こ
れ
ま
た
実
は
そ
う
で
は
毛
頭
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
死
に
よ
っ
て
、
新
し
い 

 
 
 

命
が
ひ
ら
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
往
生
の
思
想
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
極
楽
に
往
生
す
る
と
い
う
浄
土 

 
 
 

門
の
教
え
が
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
先
程
講
演
の
劈
頭
に
申
し
上
げ
ま
し
た
、
仏
教 

 
 
 

の
極
限
と
い
う
こ
と
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
講
師
質
問
！
」 

こ
の
時
、
聴
衆
の
中
か
ら
声
が
か
か
っ
た
の
で
、
多
宝
寺
の
住
職
は
話
を
中
断
さ
れ
た
。 

「
は
い
、
な
ん
で
し
ょ
う
か
」 

「
今
ま
で
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
仏
教
は
現
世
利
益
を
説
い
て
は
い
け
な
い
と
先
生
は
い
う
の
で
あ
り
ま
す 

 
 

が
、
こ
の
点
だ
け
を
簡
単
に
う
か
が
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
」 
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ど
っ
と
笑
い
が
聴
衆
の
中
か
ら
起
っ
た
。
質
問
を
簡
単
に
せ
よ
と
い
う
、
講
師
の
答
弁
が
ち
ょ
っ
と
長
か
っ
た 

 
 
 

の
で
、
皮
肉
に
聴
衆
の
方
か
ら
簡
単
な
答
弁
を
と
請
求
し
た
の
が
お
か
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
そ
の
点
を
今
か
ら
申
し
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
お
っ
た
の
で
し
て
、
そ
の
往
生
が…

…

」 

「
先
生
、
簡
単
に
願
い
ま
す
」 

 

誰
か
が
野
次
っ
た
の
で
、
ま
た
ど
っ
と
笑
い
が
起
っ
た
。
講
師
た
る
多
宝
寺
の
住
職
は
一
寸
渋
い
顔
を
し
た
が 

 
 
 

元
気
に
つ
づ
け
た
。 

「
現
世
利
益
の
是
非
を
簡
単
に
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
欲
望
を
是
正 

 
 
 

す
る
の
が
、
仏
の
教
え
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
人
間
の
欲
望
を
ま
す
ま
す
発
展
さ
せ
た
り
、
人
の
欲
望
を
利
用 

 
 
 

す
る
よ
う
な
説
き
方
を
す
る
の
で
あ
り
ま
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
、
仏
教
で
は
な
く
て
邪
教
で
あ
る
と
い 

 
 
 

う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
」 

「
質
問
！ 

質
問
！
」 

 

二
、
三
人
が
一
時
に
声
を
あ
げ
て
多
宝
寺
の
住
職
を
驚
か
せ
た
が
、
ざ
わ
め
き
た
っ
た
書
院
一
杯
の
大
勢
の
空 

 
 
 

気
を
押
さ
え
る
よ
う
に
し
て
、
多
宝
寺
の
住
職
は
一
人
の
人
を
指
さ
し
た
。 

「
は
い
、
あ
な
た
っ
」 

「
は
い
。
し
か
し
先
生
、
戦
さ
を
す
れ
ば
、
誰
で
も
勝
ち
た
い
の
が
人
情
で
あ
り
、
病
気
に
か
か
れ
ば
早
く
治
り 

 
 
 

た
い
の
が
誰
し
も
願
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
願
っ
て
は
い
け
な
い
と
教
え
る
こ
と
は
到 
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底
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
の
宗
旨
は
、
現
世
利
益
は
す
こ
し
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
と
い
っ
た
な 

 
 
 

ら
ば
、
誰
が
宗
旨
を
信
ず
る
も
の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
失
礼
で
す
が
、
こ
こ
に
お
る
御
僧
侶
全
部
の
顎
の
下
が 

 
 
 

ひ
あ
が
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
」 

「
は
い
、
私
も
質
問
で
す
」 

 

多
宝
寺
の
和
尚
も
矢
つ
ぎ
ば
や
の
質
問
に
一
寸
く
た
び
れ
た
と
み
え
て
、
す
な
お
に
次
な
る
質
問
者
を
指
さ
す 

 
 
 

の
で
あ
っ
た
。 

「
現
世
利
益
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
う
多
く
論
議
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
結
論
は
各
人
が
出
す
か
、
講
師
先
生
が
結 

 
 
 

論
な
さ
る
か
は
後
程
に
願
い
ま
し
て
、
私
は
こ
う
い
う
こ
と
を
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
十 

 
 
 

二
、
三
年
来
天
変
地
夭
が
つ
づ
き
ま
し
て
、
飢
饉
や
疫
病
に
、
人
び
と
は
苦
し
ん
で
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の 

 
 
 

時
に
あ
た
り
ま
し
て
皆
様
御
僧
侶
方
は
、
大
伽
藍
に
す
ま
わ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
民
衆
と
は
失
礼
な
が
ら
、
遠
い
と 

 
 
 

こ
ろ
に
生
活
さ
れ
て
お
り
ま
す
」 

 

質
問
の
主
旨
が
変
っ
た
の
と
、
直
接
自
分
達
の
生
活
の
こ
と
を
い
い
出
し
た
の
で
、
さ
あ
っ
と
し
た
緊
張
感
が 

 
 
 

書
院
一
杯
に
あ
ふ
れ
て
、
僧
俗
と
も
に
急
に
真
面
目
な
顔
を
一
様
に
し
だ
し
た
。
質
問
者
は
言
葉
を
つ
づ
け
た
。 
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