
昭
和
五
十
四
年
五
月
十
二
日

盛
岡
市
・
県
民
会
館
和
室

一
、
内
に
聞
く

ま
た
初
め
か
ら
で
す
が
、
今
度
は
曽
我
量
深
先
生
の
『
歎
異
抄

聴
記
』
を
も
う
一
度
一
番
初
め
か
ら
テ
キ
ス
ト
に
し
て
ズ
ー
ッ
と

読
ま
せ
て
貰
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
正
直
に
申
し
ま
す
と

こ
の
前
の
ス
タ
ー
ト
の
時
に
は
そ
が
先
生
の
初
め
の
部
分
は
私
寄

り
付
け
な
く
て
、
そ
こ
を
と
ば
し
て
分
か
り
や
す
い
何
と
か
く
っ

つ
い
て
行
け
る
と
思
よ
う
な
処
か
ら
入
ら
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
し

た
が
、
今
度
は
何
と
か
、
第
一
頁
か
ら
分
か
ら
せ
て
も
ら
え
る
と

こ
ろ
だ
け
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
分
か
ら
な
い
処
は

分
か
ら
な
い
ま
ま
に
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
進
め
さ
せ
て
も
ら
い
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

と
言
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
は
、
他
の
科
学
の
本
の
よ
う
な
も

の
も
同
じ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
自
身
の
頭
で
知
識
と
し
て

は
、
辞
書
で
調
べ
る
よ
う
な
知
識
と
し
て
は
あ
る
程
度
分
か
っ
て

も
、
自
分
の
体
が
そ
れ
に
つ
い
て
行
か
な
い
と
き
に
は
、
や
っ
ぱ

り
分
か
り
ま
せ
ん
。
広
く
言
え
ば
ど
の
学
問
で
も
、
ど
の
方
面
の

実
際
の
仕
事
の
上
で
も
み
な
同
じ
こ
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
特

に
こ
う
い
う
自
分
自
身
を
対
象
に
す
る
世
界
で
の
話
は
そ
の
問
題

が
一
番
前
提
に
出
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

何
ら
か
の
程
度
に
体
が
そ
こ
へ
入
っ
て
行
か
な
い
と
、
そ
の
問

題
に
つ
い
て
の
言
葉
が
出
て
来
な
い
。
そ
れ
は
誰
か
の
言
葉
を
、

或
は
読
ん
だ
本
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
い
る
の
な
ら
こ

れ
は
誰
に
で
も
出
来
る
。
多
少
無
理
し
て
で
も
出
来
る
こ
と
が
あ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
言
葉
を
繰
り
返

す
だ
け
で
あ
っ
て
自
分
自
身
の
本
当
の
言
葉
に
な
ら
な
い
の
で
す

ね
。
内
側
か
ら
出
た
言
葉
に
は
な
ら
な
い
。
自
分
自
身
の
内
側
か

ら
出
た
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
外
か
ら
何
ら
か
の
意
味
で
入
っ
た

に
し
て
も
、
自
分
自
身
の
体
の
中
に
入
っ
て
自
分
自
身
の
体
を
通

し
て
、
ど
う
し
て
も
こ
の
言
葉
を
出
さ
ず
に
は
お
け
な
い
と
い
う

よ
う
な
、
下
か
ら
涌
い
て
来
る
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
き
れ
い
な

言
葉
で
は
言
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
内
側
か
ら
出
て
来
る
も
の
で

な
い
と
い
わ
ゆ
る
言
葉
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

こ
の
二
・
三
年
ズ
ー
ッ
と
『
歎
異
抄
』
を
お
陰
様
で
読
み
通
さ

せ
て
も
ら
っ
て
、
さ
て
自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
言
葉

そ
の
も
の
は
（
今
の
言
い
方
も
実
は
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
が
）
内
側
か
ら
出
る
と
は
申
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、

実
は
内
側
か
ら
に
は
違
い
な
い
、
頭
か
ら
口
へ
ス
ー
ッ
と
出
て
来

る
の
で
は
な
い
。
耳
か
ら
口
へ
出
て
来
る
の
で
は
な
い
に
は
違
い

な
い
け
れ
ど
も
、
内
側
か
ら
と
言
っ
て
も
実
は
自
分
自
身
の
中
か



ら
は
出
て
来
な
い
の
で
、
自
分
自
身
の
分
か
ら
な
い
も
う
一
つ
奥

の
方
か
ら
、
奥
と
い
う
と
何
か
勿
体
を
つ
け
る
よ
う
で
す
け
れ
ど

も
、
自
分
自
身
の
ほ
か
か
ら
ど
っ
か
ら
出
て
来
る
か
知
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
空
か
ら
か
何
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

ど
っ
か
ら
か

来
る
、
国
籍
の
な
い
言
葉
が
自
分
自
身
の
中
を
通
っ
て
に
出
て
来

る
。
そ
し
て
そ
れ
が
自
分
の
声
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
声

で
あ
り
な
が
ら
実
は
誰
の
声
だ
か
分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う

な
声
が
こ
う
い
う
世
界
の
声
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
思
う
の
で
す

が
。
ど
う
い
う
よ
う
に
言
い
表
し
た
ら
い
い
か
。

相
変
わ
ら
ず

い
つ
も
の
癖
で
す
が
、
こ
う
い
う
よ
う
に
書
き
慣
れ
て
来
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
今
の
気
持
ち
を
表
わ
す
に
は
ど
う
も
都
合
が
悪
い
よ

う
な
気
も
す
る
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
で
良
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
。

つ
ま
り
「
自
分
」（
図
Ⅰ
線
ａ
上
の
半
円
）
と
い
う
の
は
こ
う
い
う

も
の
だ
。
こ
っ
ち
（
線
ａ
か
ら
下
）
は
分
か
ら
な
い
。
有
る
の
か

無
い
の
か
分
か
ら
な
い
。
有
る
の
は
こ
れ
だ
け
（
線
ａ
よ
り
上
の

部
分
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
五
十
年
な
り
七
十
年
な
り
の
、
我
々
の

一
生
の
自
分
で
あ
る
。
こ
う
い
う
も
の
が
時
間
と
空
間
と
の
両
方

の
条
件
の
上
で
、
時
間
・
空
間
を
こ
う
（
線
ａ
の
方
向
へ
）
移
っ

て
行
く
。

空
間

声
は
全
体
か
ら
出
る

ａ
こ
こ
で
聞

く

自
分

イ

図

の
で
は

な
い

Ⅰ

外
の
耳
で
聞

第

時
間

声
は
ど
こ
か
ら
聞
こ
え
て
来
る
か
と
言
う
と
、
声
は
こ
れ
（
矢

印
を
た
ど
っ
て
）
全
体
の
ど
っ
か
ら
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
こ

（
点
イ
）
か
ら
声
が
出
て
来
る
。
内
側
か
ら
と
い
う
こ
と
に
し
ま

す
と
、
こ
う
し
て
（
点
線
を
た
ど
る
）
声
と
し
て
出
て
来
る
。
聞

く
の
も
実
は
こ
こ
（
点
イ
）
か
ら
聞
く
。
声
の
出
所
か
ら
聞
く
。

何
故
な
ら
こ
の
声
が
入
っ
て
来
る
の
は
こ
こ
の
で
す
か
ら
。

耳
は
こ
こ
（
点
イ
）
に
あ
る
、
と
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か

ね
。
だ
か
ら
金
子
大
栄
先
生
も
曽
我
量
深
先
生
も
「
内
に
聞
く
」

と
言
わ
れ
る
。
外
に
あ
る
、
こ
こ
（
半
円
の
外
側
）
に
あ
る
耳
で

聞
く
の
で
は
な
し
に
、
内
の
耳
で
聞
く
。



だ
か
ら
声
も
外
に
出
す
に
は
違
い
な
い
が
、
外
に
出
す
前
に
い

わ
ば
内
に
一
応
出
し
て
い
る
。
内
に
出
す
。
内
の
声
は
当
然
外
の

声
に
は
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
外
へ
で
は
な
い
、
内
に
出
す
声
。

だ
か
ら
「
称
名
」
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
声
に
出
さ
な
く
て
も
内

の
称
名
で
も
い
い
訳
だ
。
そ
れ
を
「
憶
念
」
と
い
う
。
仏
を
憶
念

す
る
。

二
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
仏
力
の
世
界

で
、
私
の
言
い
た
い
と
こ
ろ
は
、
ど
う
も
も
う
一
つ
出
て
来
な

い
の
だ
け
れ
ど
も
。
私
の
言
い
た
い
の
は
こ
う
い
う
存
在
が
、
こ

う
書
い
て
し
ま
っ
て
は
（
図
Ⅱ
）
、
こ
れ
が
く
っ
つ
い
て
し
ま
っ
て

は
困
る
（
円
と
直
線
が
）
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
も
の
（
円
）

と
し
て
こ
の
線
の
上
を
転
が
っ
て
い
る
。
こ
の
地
上
を
転
が
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
（
円
）
が
こ
れ
（
線
）
に
着
い
て
い
な
い
の

で
す
ね
。
着
か
ず
離
れ
ず
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
こ
の
体
が
、
体
そ
の
も
の
と
し
て
た
だ
そ
ち
ら
の
方
（
矢

印
）
へ
、
時
間
と
空
間
に
、
風
に
吹
か
れ
て
飛
ん
で
行
く
よ
う
に

た
だ
転
が
っ
て
行
く
。
こ
の
円
と
線
と
の
間
に
あ
る
も
の
は
、
理

想
的
な
言
葉
で
言
え
ば
「
執
着
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
こ

の
風
に
吹
か
れ
て
転
が
っ
て
行
く
こ
と
は
執
着
が
な
い
の
だ
と
言

う
の
な
ら
ち
ょ
っ
と
困
る
の
だ
け
れ
ど
も
・
・
・
。

地
上ａ

図Ⅱ

着
か
ず
離
れ
ず

第

重
さ

実
は
我
々
は
こ
こ
に
自
分
の
重
さ
で
こ
の
地
上
と
接
近
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
自
体
が
こ
れ
が
「
執
着
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、

こ
の
執
着
を
断
つ
と
い
う
こ
と
が
従
来
の
宗
教
の
、
と
く
に
に
仏

教
の
根
本
課
題
な
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
今
私
が
言
い
た
い
は
、

そ
う
で
は
な
し
に
、
実
は
我
々
は
執
着
そ
の
も
の
な
の
だ
と
。
こ

れ
全
体
の
重
み
が
そ
の
ま
ま
執
着
と
い
う
形
を
と
っ
て
こ
こ
に
い

る
の
だ
と
。
だ
か
ら
こ
の
執
着
を
取
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

こ
の
重
み
、
重
量
そ
の
も
の
を
取
っ
て
し
ま
え
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
元
も
子
も
な
く
る

な
る
。

我
々
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
執
着
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
全
体
（
円
全
体
）
が
執
着
そ
の
も
の
な
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
執
着
が
執
着
自
身
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま



り
駄
々
ッ
子
が
大
地
の
上
に
腰
を
据
え
て
駄
々
を
こ
ね
て
い
る
と

同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
執
着
そ
の
も
の
が
、
ま
た
一
つ
の
執
着

に
な
る
。
執
着
そ
の
も
の
が
余
計
こ
こ
に
執
着
を
作
っ
て
い
る
。

そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

そ
の
限
り
こ
れ
（
円
）
は
動
か
な
い
。
こ
こ
（
円
）
の
重
み
で

動
か
な
い
。
で
は
ど
う
し
て
こ
れ
が
動
い
て
行
く
か
と
い
う
と
、

動
か
さ
れ
る
と
い
う
道
を
考
え
る
他
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が

動
い
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
他
力
な
の
で
あ
る
。

自
分
の
力
が
あ
っ
て
、
そ
の
自
分
の
力
で
は
、
自
力
で
は
駄
目
だ

か
ら
他
力
に
し
よ
う
と
い
う
部
分
的
な
他
力
で
は
な
い
の
で
あ
っ

て
、
自
力
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
全
体
を
挙
げ
て
他
力
に
す
る
。

そ
れ
を
一
面
か
ら
こ
う
い
う
よ
う
に
見
て
、
別
に
ま
た
、
こ
う

い
う
よ
う
に
言
う
こ
と
も
出
来
る
よ
う
で
す
ね
。
こ
の
世
に
生
ま

れ
て
我
々
は
何
と
か
、
つ
ま
り
こ
の
世
間
の
上
で
の
い
わ
ゆ
る
立

身
出
世
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
形
を
と
ら
な

く
て
も
植
物
な
ら
植
物
の
生
長
と
い
う
形
で
、
こ
れ
を
こ
ち
ら
へ

（
図
Ⅲ
の
線
Ｂ
の
方
向
）
進
ん
で
発
展
と
か
生
長
を
と
げ
る
。
こ

れ
は
当
然
自
然
の
姿
で
し
ょ
う
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
だ
け
の
姿

な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
訳
で
あ
る
。
世
間
は
そ
れ
で
い
い

訳
で
あ
る
。
自
然
に
生
老
病
死
の
変
化
を
通
っ
て
ど
こ
か
で
生
命

が
尽
き
て
、
そ
れ
で
い
い
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
一
本
道
（
線

Ｂ
）
で
す
ね
。
こ
ち
ら
（
線
Ａ
）
の
方
は
考
え
な
い
。

Ｂ

ａ

道

図

の

死

の

道

Ⅲ

生

Ａ

第

と
こ
ろ
が
何
か
の
こ
と
で
、
我
々
の
道
は
こ
れ
（
線
Ｂ
）
し
か

他
に
生
き
て
行
く
道
は
な
い
の
だ
が
、
同
時
に
心
が
こ
ち
ら
の
方

（
線
Ａ
の
方
向
）
を
向
い
て
し
ま
う
。
そ
の
時
、
こ
れ
を
ど
う
い

う
言
葉
で
表
せ
ば
い
い
の
か
。
こ
れ
（
線
Ｂ
）
を
「
生
き
て
行
く

道
」
と
す
れ
ば
、
こ
れ
（
線
Ａ
）
は
「
死
の
道
」
と
言
っ
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
死
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
る
。
生
き
て
行
く
と
い
う
こ

と
が
、
そ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
行
け
ば
い
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ

け
で
何
も
気
付
か
ず
に
行
け
ば
い
い
け
れ
ど
も
。
何
か
の
時
に
、

広
い
意
味
で
死
と
い
う
方
向
に
心
が
フ
ッ
と
気
が
付
い
た
時
に
、

こ
の
道
（
線
Ｂ
）
だ
け
で
は
行
け
な
く
な
る
。
た
え
ず
こ
ち
ら
（
線



Ａ
の
方
向
）
へ
心
が
動
い
て
、
こ
れ
が
不
安
で
あ
る
。
そ
う
い
う

状
態
が
不
安
で
あ
る
。

こ
の
不
安
を
ど
う
し
て
消
す
か
。
あ
る
い
は
こ
の
不
安
か
ら
ど

う
し
て
逃
れ
る
か
と
い
う
の
に
、
今
ま
で
の
よ
う
に
「
生
」
ひ
と

つ
、「
生
」
だ
け
で
生
き
て
来
た
つ
も
り
が
そ
れ
が
二
つ
に
分
か
れ

て
、
「
生
と
死
」
と
い
う
二
つ
に
分
か
れ
て
問
題
が
出
て
来
る
。
こ

の
生
と
死
と
の
二
つ
の
分
裂
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
克
服
す
る
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
昔
の
人
の
い
ろ
い
ろ
な
努
力
が
あ
っ
た
の
で
す

ね
。聖

道
門
で
は
、
つ
ま
り
自
力
の
世
界
で
は
こ
の
「
生
の
道
」
と

「
死
の
道
」
と
の
、
こ
の
二
つ
の
道
を
「
生
」
に
い
て
生
か
ら
脱

却
し
よ
う
と
い
う
道
を
生
き
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
良
い
意
味
で

死
の
方
に
と
い
う
一
つ
の
道
で
生
き
る
。
こ
う
い
う
二
人
い
る
訳

で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
（
線
Ｂ
上
）
に
自
分
が
い
て
こ
こ

（
線
Ａ
上
）
に
別
な
自
分
が
い
る
、
ま
あ
そ
う
言
っ
て
い
い
の
で

す
け
れ
ど
も
、
結
局
は
同
じ
人
で
す
ね
。
同
じ
人
だ
が
二
つ
に
分

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
人
の
人
が
「
生
の
自
分
」
と
「
死
の

方
の
自
分
」
と
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
二
つ
に
分
か
れ

た
自
分
を
ど
ち
ら
か
で
一
方
を
片
付
け
て
い
こ
う
、
一
方
を
克
服

し
て
行
こ
う
。
そ
こ
に
闘
い
が
起
こ
る
。

生
の
側
の
自
分
と
い
う
の
は
分
か
る
が
、
死
の
方
の
自
分
と
い

う
の
は
分
か
り
に
く
く
な
り
ま
す
か
ら
、
生
の
側
の
自
分
と
死
の

側
の
自
分
と
こ
の
よ
う
に
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
と
生
の

方
の
自
分
を
「
Ｂ
」
と
し
、
死
の
側
の
自
分
を
「
Ａ
」
と
す
る
。

こ
の
場
合
は
Ａ
で
Ｂ
に
打
ち
勝
っ
て
行
く
。
つ
ま
り
克
服
し
て
行

く
。
Ａ
で
Ｂ
を
克
服
す
る
。
こ
れ
が
自
力
の
世
界
で
す
ね
。
聖
道

門
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
同
じ
Ｂ
と
い
う
一
つ
の
自
分
を
、
Ａ

と
い
う
別
の
自
分
で
追
っ
掛
け
て
行
く
と
言
い
ま
す
か
、
Ｂ
が
Ａ

を
追
っ
掛
け
て
行
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
一
本
道
に
な

り
ま
す
ね
。
Ａ
が
Ｂ
を
追
っ
掛
け
て
行
く
と
い
う
一
本
道
に
な
る
。

こ
こ
に
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
、『
華
厳
経
』
な
ど
で
言
わ
れ
る
よ
う

な
、
十
の
階
段
な
ど
も
出
て
来
る
訳
で
あ
る
。
第
一
段
・
第
二
段
・

第
三
段
・
・
と
殆
ど
Ａ
に
追
い
付
き
か
け
た
。
八
段
目
か
ら
は
本

当
に
Ａ
が
Ｂ
を
捕
ま
え
た
。
ま
だ
完
全
に
は
Ｂ
か
ら
脱
却
し
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
第
八
段
階
で
は
Ｂ
を
自
分
の
も
の
に
し
た
。
そ

し
て
自
分
の
も
の
に
し
た
世
界
を
第
九
段
・
第
十
段
に
至
っ
て
初

め
て
Ｂ
と
Ａ
と
が
完
全
に
一
つ
に
な
っ
て
、
仏
の
世
界
が
で
き
た
。

ま
あ
、
こ
う
い
う
よ
う
に
も
言
え
る
。

第
八
段
の
一
つ
手
前
の
第
七
の
段
階
で
は
、
も
う
九
分
九
厘
、

ほ
と
ん
ど
も
う
Ｂ
を
捕
ま
え
た
と
同
じ
だ
と
い
う
時
に
、
お
釈
迦

さ
ん
の
い
わ
ゆ
る
悟
り
を
開
い
た
と
い
う
瞬
間
が
来
た
。
そ
こ
で



何
ら
か
の
意
味
で
や
れ
や
れ
と
思
っ
た
。
自
分
自
身
は
そ
れ
で
救

わ
れ
た
。
こ
の
「
自
分
」
と
い
う
一
つ
の
線
は
こ
れ
で
目
的
は
達

せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
腰
を
下
ろ
し
て
し
ま
う
と
い
う
お
そ
れ
が
あ

る
。
お
釈
迦
さ
ん
も
自
分
の
悟
っ
た
世
界
の
中
に
ズ
ー
ッ
と
入
り

込
ん
で
し
ま
っ
て
、
も
う
動
き
た
く
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
例
の
「
七
地
沈
空

の
難
」
で
す
ね
。
第
七
番
目
と
第
八
番
目
と
の
間
に
そ
う
い
う
一

種
の
虚
無
の
世
界
が
あ
る
。
悟
り
を
開
い
た
、
や
れ
や
れ
と
思
っ

た
時
、
虚
無
の
状
態
が
そ
こ
に
来
る
。
こ
れ
は
非
常
に
危
険
で
あ

る
。
そ
こ
を
乗
り
越
え
て
第
八
地
に
至
る
と
、
完
全
に
後
戻
り
し

な
い
。

お
釈
迦
さ
ん
は
そ
こ
で
、
自
分
の
個
人
の
悟
り
を
開
い
た
と
こ

ろ
に
留
ま
ろ
う
と
し
た
の
を
、「
い
や
、
そ
う
し
て
い
て
は
駄
目
だ
」

と
い
う
の
で
、
他
の
仏
さ
ん
が
お
釈
迦
さ
ん
に
勧
め
て
、
ど
う
ぞ

そ
の
境
地
を
一
般
の
世
間
に
広
め
て
く
れ
、
他
の
人
々
に
教
え
て

や
っ
て
く
れ
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
仏
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
、

一
切
の
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
、
自
分
だ
け
が
悟
る
の
で
は
な
い
、

自
分
が
悟
っ
た
世
界
を
一
切
衆
生
に
教
え
を
分
け
て
や
ろ
う
と
い

う
、
仏
と
し
て
の
働
き
が
そ
こ
に
出
て
来
た
。
そ
う
い
う
よ
う
に

言
わ
れ
る
。

こ
う
い
う
よ
う
に
、
同
じ
自
分
の
中
で
Ｂ
と
Ａ
と
に
分
か
れ
て
、

Ｂ
の
自
分
を
Ａ
の
自
分
が
追
い
掛
け
て
行
っ
て
克
服
す
る
と
、
こ

う
い
う
一
筋
の
道
、
こ
れ
が
聖
道
門
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は

い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
第
一
地
・
第
二
地
・
第
三
地
と
い
う

こ
う
い
う
険
し
い
修
行
の
山
を
上
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
到
達
し
た
と
思
っ
て
や
れ
や
れ
と
思
っ
た
瞬
間
に
又
、
も

う
一
遍
ド
ボ
ー
ン
と
虚
無
に
落
ち
る
と
い
う
よ
う
な
大
き
な
危
険

も
あ
る
。

こ
れ
は
私
が
勝
手
に
そ
れ
か
ら
推
察
す
る
の
で
す
が
、
親
鸞
聖

人
も
お
そ
ら
く
叡
山
の
生
活
で
は
、
法
然
上
人
も
み
な
こ
こ
を
登

っ
て
行
か
れ
た
。
登
っ
て
行
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
お
そ
ら
く
七
地

、

八
地
く
ら
い
ま
で
は
行
か
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
行

か
れ
た
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
最
後
の
と
こ
ろ
が
突

き
抜
け
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
後
に
な
っ
て
我
々
の
方
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
親
鸞

聖
人
や
法
然
上
人
が
突
き
抜
け
ら
れ
た
な
ら
お
釈
迦
さ
ん
と
同
じ

よ
う
に
な
ら
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
お
釈
迦
さ
ん
自
身
が
突
き
抜

け
て
そ
れ
か
ら
後
の
お
仕
事
は
今
度
は
こ
の
地
上
の
生
活
に
帰
っ

て
来
る
こ
と
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
な
ら

ば
、
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
（
図
Ⅳ
の
Ｃ
の
世
界
）
を
こ
こ
（
線
ｂ

上
）
で
予
感
し
て
し
ま
っ
た
ら
で
す
ね
、
そ
れ
な
ら
ば
こ
こ
（
Ｃ

の
世
界
）
に
行
か
な
い
で
も
、
そ
の
ま
ま
で
も
う
仏
の
世
界
で
あ



る
。我

々
の
い
る
の
は
修
行
の
世
界
で
あ
る
。
現
世
の
世
界
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
仏
の
世
界
を
先
取
り
し
て
し
ま
っ
た
法
然
上
人
は

仏
の
世
界

Ｃ九
段

ｂ

ａ

八
段

み

歩

七
地
沈
空

の

道

聖

・
Ｄ

も
う
一
遍
ス
パ
ー
ッ
と
こ
こ
（
点
Ｄ
）
に
帰
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
。

帰
っ
て
し
ま
っ
た
、
こ
こ
（
点
Ｄ
）
は
何
か
と
言
え
ば
、
こ
こ
（
Ｃ
）

は
仏
な
ら
ば
こ
れ
（
点
Ｄ
）
は
仏
の
正
反
対
の
両
極
端
で
す
か
ら
、

煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
で
あ
る
。
そ
れ
を
別
の
言
葉
で
言
え
ば
罪
悪
深

重
の
凡
夫
で
あ
る
。

煩
悩
熾
盛
と
か
罪
悪
深
重
と
い
う
言
葉
は
ど
う
し
て
出
て
来
る

か
と
言
え
ば
、
こ
の
世
間
の
人
は
た
だ
こ
の
よ
う
に
自
分
の
道
を

進
ん
で
い
る
と
、
世
間
と
し
て
進
ん
で
い
る
人
に
は
そ
う
い
う
言

葉
は
出
て
来
な
い
。
勿
論
善
悪
の
世
界
は
出
て
来
ま
す
よ
、
道
徳

の
世
界
だ
か
ら
。
善
悪
が
出
て
来
る
限
り
は
、
悪
い
奴
だ
、
善
い

奴
だ
と
か
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
も
憎
い
と
か
、
可
愛
い
い
と
い

う
問
題
は
勿
論
出
て
来
る
。
こ
れ
は
人
間
の
実
態
な
の
だ
か
ら
。

そ
の
人
間
の
実
態
が
宗
教
的
な
実
態
に
な
っ
て
お
ら
な
い
。
つ
ま

り
こ
の
実
態
に
は
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
照
ら
す
、
つ
ま
り
こ
れ

を
一
つ
の
極
端
と
し
て
、
こ
れ
の
正
反
対
の
仏
の
世
界
と
い
う
も

の
は
常
識
の
世
界
で
は
出
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
。

そ
れ
を
『
歎
異
抄
』
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
善
い
と
か
悪
い
と
か

は
知
ら
な
い
。
全
然
知
ら
な
い
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
が
善

し
と
知
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
は
善
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら

な
い
。
仏
が
悪
い
と
知
っ
て
お
ら
れ
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
悪
い

と
分
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
善
悪
は
知
ら
な
い
の
だ
」

と
親
鸞
聖
人
は
お
し
ゃ
っ
て
い
る
（
後
序
）
。
こ
の
常
識
の
世
界
で

は
仏
と
い
う
も
の
は
出
て
来
な
い
。

先
週
あ
る
集
ま
り
で
た
ま
た
ま
宗
教
の
話
が
出
た
。
あ
る
著
名

な
文
化
人
、
女
の
人
で
し
た
が
、「
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
神
父
さ
ん
か
ら
、

『
あ
な
た
は
奇
跡
を
信
じ
ま
す
か
』
と
聞
か
れ
た
時
、『
私
は
信
じ

ま
せ
ん
』
と
は
っ
き
り
答
え
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
『
奇
跡
を
信
じ

な
い
の
で
は
話
し
に
な
ら
な
い
の
で
困
り
ま
し
た
な
』
と
言
わ
れ

た
。
で
も
私
は
キ
リ
ス
ト
の
奇
跡
は
絶
対
に
信
じ
ま
せ
ん
」
と
こ



う
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
。
そ
の
気
持
ち
は
分
か
る
。
こ
の
（
常

識
の
）
世
界
に
い
る
限
り
奇
跡
な
ど
入
っ
て
来
よ
う
が
な
い
の
だ

か
ら
。
仏
と
か
神
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
世
界
に
は
全
然
縁
の
な

い
言
葉
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
に
す
る
と
幽
霊
と
い
う
の
は
、
ま
だ

ど
っ
か
ち
ょ
っ
と
縁
が
あ
り
ま
す
ね
。
し
か
し
、
も
う
そ
う
い
う

文
化
人
に
な
る
と
幽
霊
な
ど
と
は
、
真
面
目
に
は
縁
が
な
い
と
思

っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
。

し
か
し
、
子
供
の
と
き
に
便
所
に
行
く
の
が
怖
か
っ
た
と
い
う

よ
う
な
潜
在
観
念
が
あ
る
か
ら
、
子
供
か
ら
も
し
お
母
ち
ゃ
ん
幽

霊
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
そ
ん
な
も
の
迷
信
だ

ハ
ッ
キ
リ
言
わ
れ
る
と
お
も
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
は
。
し

か
し
全
然
心
の
中
か
ら
幽
霊
と
い
う
も
の
が
縁
が
な
い
と
ま
で
言

え
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
幽
霊
に
比
べ
れ
ば
奇
跡
な
ど
と
い
う
も

の
は
絶
対
信
じ
ま
せ
ん
、「
私
は
そ
う
い
う
も
の
は
全
然
問
題
に
な

り
ま
せ
ん
」
と
至
極
愉
快
そ
う
に
、
楽
し
そ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ

る
の
で
す
ね
。
そ
の
気
持
ち
は
分
か
る
。
そ
の
人
の
気
持
ち
は
分

か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
に
も
仕
様
が
な
い

と
思
う
の
だ
ね
。

そ
れ
で
結
構
な
の
で
す
よ
。
奇
跡
な
ど
現
れ
る
必
要
は
な
い
の

だ
か
ら
、
こ
の
世
界
で
は
。
自
動
車
事
故
の
よ
う
に
た
ま
た
ま
四

号
線
で
道
に
立
っ
て
い
た
ら
、
自
動
車
の
ほ
う
か
ら
、
暴
走
族
が

ぶ
つ
か
っ
て
来
た
と
い
う
奇
跡
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
。
良
い

の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
が
一
生
涯
を
通
し
て
、
そ
う
い
う
朗
ら

か
な
明
る
い
愉
快
な
気
持
ち
で
奇
跡
と
い
っ
た
問
題
と
縁
が
な
し

で
通
れ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
誰
も
保
証
し
な
い
の
だ
ね
。

自
力
の
世
界
で
は
自
分
が
自
分
を
追
っ
て
行
く
。
自
分
が
自
分

が
追
っ
て
行
く
か
ら
、
ど
っ
か
自
分
と
自
分
が
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
は
今
ま
で
の
自
分
を
否
定
し
て
、
否
定
し

て
、
最
後
の
否
定
の
一
番
先
端
に
あ
る
所
ま
で
行
く
、
そ
こ
に
大

き
な
肯
定
が
出
る
。
そ
う
す
る
と
、
い
ま
ま
で
の
過
去
の
自
分
は

否
定
だ
か
ら
全
く
な
い
、
肯
定
の
自
分
だ
け
が
そ
こ
に
あ
る
。
で

も
こ
れ
は
対
立
が
な
い
で
す
ね
、
そ
の
意
味
で
。
Ｂ
と
Ａ
と
い
う

対
立
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
Ｂ
と
Ａ
は
同
じ
一
つ
の
も
の
で
追
っ
か

け
っ
こ
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

と
こ
ろ
が
今
言
っ
た
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
や
法
然
上
人
は
こ
こ

ま
で
来
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
仏
の
世
界
を
先
取
し
て
、
も

と
も
と
チ
ャ
ン
と
あ
る
こ
の
衆
生
の
世
界
に
帰
る
の
な
ら
ば
、

じ
ゃ
あ
ま
あ
こ
こ
で
サ
ッ
と
こ
こ
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
は

煩
悩
熾
盛
。
そ
し
た
ら
こ
の
仏
の
世
界
を
捨
て
た
か
と
い
う
と
そ

う
で
は
な
い
。
仏
の
世
界
が
前
に
あ
れ
ば
こ
そ
煩
悩
熾
盛
の
世
界

に
帰
っ
た
の
だ
。
こ
こ
で
衆
生
の
世
界
と
仏
の
世
界
と
の
は
っ
き

り
し
た
対
立
が
出
る
訳
で
あ
る
。
こ
の
対
立
は
初
め
の
よ
う
な
Ｂ



が
Ａ
を
追
っ
掛
け
て
行
く
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
は
な
し
に
、
Ａ

と
Ｂ
と
は
対
立
し
な
が
ら
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
離
れ
る
こ

と
が
出
来
な
い
か
ら
、
対
立
だ
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
意
味

の
対
立
な
の
で
す
か
ら
。

初
め
の
と
こ
ろ
で
は
Ａ
は
い
つ
か
Ｂ
に
追
い
付
け
る
と
い
う
望

み
が
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
Ａ
は
い
つ
か
Ｂ
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、

Ｂ
と
Ａ
と
が
一
つ
に
な
れ
る
と
い
う
望
み
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

途
中
ま
で
来
た
け
れ
ど
も
「
あ
あ
。
本
当
に
駄
目
だ
」
と
分
か
っ

て
帰
っ
た
の
だ
か
ら
望
み
が
な
い
、
Ｂ
と
Ａ
と
は
。
つ
ま
り
衆
生

と
仏
と
は
そ
の
意
味
で
プ
ッ
ツ
リ
切
れ
て
し
ま
う
。
あ
る
意
味
で

「
断
絶
」
し
た
訳
で
す
ね
。

断
絶
し
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
も
の
は
こ
の
も
と
し
て
た
だ
そ

こ
に
あ
る
。
「
孤
」
と
し
て
あ
る
。
「
孤
独
」
の
孤
で
す
ね
。
天
涯

孤
独
。
だ
け
れ
ど
こ
の
と
き
の
孤
は
背
後
の
、
全
体
の
、
そ
の
仏

と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
、
し
か
も
断
絶
し
た
関
係
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
だ
か
ら
下
か
ら
上
へ
登
っ
て
行
く
向
上
の
関
係
で
は
な
い
。

同
一
平
面
上
の
関
係
で
あ
る
。
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
で
あ
っ

て
、
し
か
も
完
全
に
断
絶
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
断
絶
と
い
う
意
味
で
は
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
、
罪
悪
深

重
の
凡
夫
と
い
う
よ
り
他
に
何
も
な
い
。
Ａ
か
ら
Ｂ
を
追
い
か
け

て
行
く
と
い
う
力
、
つ
ま
り
自
力
は
何
も
な
い
。
自
力
の
持
ち
よ

う
が
な
い
。
こ
の
世
界
は
全
く
自
力
は
な
い
。
も
し
力
が
あ
る
と

す
れ
ば
そ
れ
は
こ
と
ご
と
く
仏
と
の
つ
な
が
り
で
引
っ
張
ら
れ
て

行
く
力
で
あ
る
。

断
絶
だ
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
の
方
の
力
が
、
仏
の
方
へ
ほ
ん

の
僅
か
で
も
向
い
て
行
か
な
い
か
ら
、
行
き
よ
う
が
な
い
か
ら
、

全
く
「
孤
」
と
し
て
力
の
出
し
よ
う
が
な
い
か
ら
、
そ
の
意
味
で

衆
生
は
全
く
無
力
で
あ
る
。
無
力
で
あ
っ
て
し
か
も
一
方
で
は
切

っ
て
も
切
れ
な
い
糸
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
て
い
る
と
い
う
所
が
そ

れ
が
他
力
で
あ
る
。
そ
の
力
は
こ
と
ご
と
く
仏
か
ら
来
る
。
大
分

苦
し
い
説
明
で
す
か
。

こ
の
仏
か
ら
の
力
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
仏
の
力
で
あ
る
。
我
々
の

力
と
い
う
も
の
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
仏
の
力
な
の
で
あ
る
。

三
、
「
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
せ
よ
」

そ
の
仏
の
力
は
こ
こ
で
ど
う
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
か
と

言
う
と
、「
至
心
、
信
楽
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
第
十

八
願
の
「
至
心
、
信
楽
」
、
こ
れ
は
み
な
仏
の
心
、
仏
の
力
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
次
に
「
欲
生
我
国
」
が
付
い
て
い
る
の
で
す
ね
。

「
至
心
、
信
楽
」
だ
け
で
は
仏
そ
の
も
の
の
世
界
で
あ
る
。
純

粋
の
世
界
で
あ
る
、
疑
い
の
な
い
汚
れ
の
な
い
世
界
。
「
至
心
、
信

楽
」
だ
け
だ
と
、
曽
我
先
生
に
言
わ
せ
る
と
、
衆
生
が
出
て
来
な

い
と
い
う
。
衆
生
が
出
て
来
な
い
、
あ
ま
り
こ
れ
は
純
粋
過
ぎ
て
。



「
至
心
、
信
楽
」
に
照
ら
し
て
煩
悩
熾
盛
、
罪
悪
深
重
と
い
う
こ

と
が
意
味
を
な
す
の
で
す
ね
。
世
間
の
世
界
で
は
「
至
心
、
信
楽
」

と
い
う
も
の
は
な
い
か
ら
罪
悪
深
重
と
い
う
こ
と
は
出
て
来
な
い
。

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
な
ど
を
見
て
い
る
と
そ
う
だ
と
思
う
。
五
億

円
を
あ
る
処
ま
で
と
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
け
れ
ど

も
、
最
後
に
本
人
が
そ
れ
は
そ
う
だ
、
そ
の
通
り
と
り
ま
し
た
と

言
わ
な
い
か
ら
。
と
言
う
の
は
そ
れ
は
総
理
大
臣
の
気
持
ち
に
な

っ
て
み
な
け
れ
ば
こ
れ
は
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
が
。

絶
対
的
な
「
至
心
、
信
楽
」
と
い
う
世
界
は
こ
の
我
々
の
世
間

に
は
出
て
来
な
い
。
絶
対
的
な
「
至
心
、
信
楽
」
の
世
界
が
出
て

来
な
い
限
り
、
絶
対
的
な
煩
悩
熾
盛
・
罪
悪
深
重
と
い
う
も
の
は

出
て
来
な
い
。
九
分
九
厘
、
我
々
の
常
識
で
国
民
が
確
か
に
あ
れ

は
五
億
円
貰
っ
た
に
違
い
な
い
と
言
っ
て
み
て
も
、
本
人
が
言
わ

な
い
の
は
怪
し
か
ら
ん
と
我
々
は
憤
慨
す
る
け
れ
ど
も
、
よ
く
考

え
て
み
る
と
で
す
ね
。
言
え
な
い
の
は
無
理
も
な
い
と
思
う
の
だ
。

「
至
心
、
信
楽
」
と
い
う
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
清
浄
さ
が
後
ろ
に

あ
っ
た
時
に
初
め
て
自
分
が
そ
の
前
へ
出
て
「
あ
あ
、
俺
に
こ
の

よ
う
な
や
ま
し
い
陰
が
あ
る
な
あ
」
と
ハ
ッ
キ
リ
。
こ
れ
は
消
し

よ
う
の
な
い
痛
み
と
し
て
出
て
来
る
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が

な
い
も
の
だ
か
ら
、「
い
や
、
確
か
に
ど
う
も
俺
も
少
し
悪
い
よ
う

だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
俺
よ
り
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
者
が
ま
だ

も
っ
と
あ
る
だ
ろ
う
」
と
か
、「
俺
は
五
億
円
く
ら
い
だ
か
ら
な
あ
、

も
っ
と
大
き
な
金
な
ら
ば
別
だ
け
れ
ど
も
」
な
ど
と
な
ん
の
か
ん

の
と
言
う
。

そ
れ
は
煩
悩
熾
盛
と
い
う
こ
と
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
明
る
さ
が

な
い
と
出
て
来
な
い
。
だ
か
ら
必
ず
し
も
「
あ
あ
い
う
高
位
高
官

の
者
は
、
あ
ん
な
奴
は
駄
目
だ
」
な
ど
と
、
他
人
事
の
よ
う
に
責

め
る
訳
に
は
い
か
ぬ
と
僕
は
思
う
の
だ
ね
。
僕
な
ど
も
同
じ
立
場

に
な
っ
た
ら
言
お
う
か
言
う
ま
い
か
と
い
う
気
持
ち
が
出
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
一
遍
な
っ
て

み
た
い
か
な
、
そ
う
い
う
立
場
に
。
し
か
し
、
五
億
円
く
ら
い
で

人
間
一
生
の
問
題
が
あ
あ
ま
で
言
わ
れ
る
の
は
余
り
面
白
く
な
い

な
。
せ
め
て
地
球
一
つ
く
ら
い
買
え
る
く
ら
い
の
金
な
ら
や
っ
て

も
い
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。
三
億
と
か
五
億
円
位
で
ね
。

新
聞
を
賑
わ
わ
す
程
度
に
い
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
余
り
愉
快
で

な
い
ね
。

だ
か
ら
煩
悩
熾
盛
、
罪
悪
深
重
と
『
歎
異
抄
』
に
い
つ
も
出
て

来
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
一
方
に
こ
れ
と
相
対
的
に
「
至
心
・
信

楽
」
の
世
界
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
ね
。
た
だ
「
至
心
・
信
楽
」

だ
け
で
は
、
こ
ち
ら
は
煩
悩
熾
盛
、
罪
悪
深
重
な
の
だ
け
れ
ど
も
、

も
う
ひ
と
つ
そ
こ
に
係
わ
り
が
付
い
て
来
な
い
と
い
う
の
は
、
曽

我
先
生
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
も
の
だ
私
は
思
う
の
だ
。
そ
れ
で



は
何
で
係
わ
り
が
つ
く
の
か
、
次
の
「
欲
生
我
国
」
で
係
わ
り
が

つ
く
と
言
わ
れ
る
の
だ
。
成
程
な
あ
と
、
こ
こ
で
私
は
ハ
ッ
と
気

づ
か
さ
れ
た
。

「
我
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
せ
よ
」
と
。「
私
の
世
界
に
来
い
」
と
。

こ
の
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
仏
さ
ん
は
初
め
か
ら
そ
こ
に

い
る
の
だ
か
ら
。
こ
の
「
生
ま
れ
る
」
は
衆
生
の
方
に
そ
う
い
う

心
を
起
こ
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
至
心
・
生
楽
」

の
世
界
へ
、
煩
悩
熾
盛
、
罪
悪
深
重
の
者
が
生
ま
れ
て
来
い
。
こ

こ
に
仏
と
衆
生
と
の
結
び
つ
き
が
つ
く
。

こ
の
結
び
つ
き
は
、
自
力
の
世
界
で
は
、
煩
悩
熾
盛
の
者
が
仏

の
世
界
に
行
こ
う
と
し
て
自
分
で
自
分
を
追
い
立
て
て
、
一
本
道

で
行
く
。
つ
ま
り
自
分
を
自
分
が
追
い
た
て
て
ズ
ー
ッ
と
登
っ
て

行
っ
て
難
行
苦
行
し
て
最
後
の
段
階
で
こ
の
二
つ
の
も
の
が
、
Ｂ

と
Ａ
と
が
一
つ
に
な
っ
て
仏
の
世
界
を
実
現
す
る
の
だ
と
こ
う
い

う
一
筋
の
道
を
行
く
。
他
力
の
世
界
で
は
そ
う
じ
ゃ
な
し
に
、
仏

と
衆
生
と
の
二
つ
の
対
立
に
し
て
、
対
立
に
す
る
か
ぎ
り
、
対
立

が
対
立
と
し
て
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
に
一
つ
に
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
方
に
は
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
は
絶
望
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
は
悟
り
を
開
く
と
い
う
こ

と
は
絶
望
で
あ
る
。
自
分
で
自
分
を
救
済
す
る
と
い
う
こ
と
は
絶

望
で
あ
る
。
絶
縁
で
あ
る
。
絶
縁
で
あ
っ
て
し
か
も
そ
れ
で
あ
る

が
故
に
こ
れ
は
一
つ
な
の
だ
と
、
そ
の
一
つ
な
の
だ
と
い
う
の
は
、

そ
う
だ
か
ら
仏
の
方
か
ら
衆
生
の
方
を
救
う
と
。
何
も
か
も
全
部

の
力
を
仏
の
方
か
ら
衆
生
の
方
へ
回
し
て
く
れ
る
。

こ
の
力
が
「
至
心
、
信
楽
」
。
わ
し
は
「
至
心
、
信
楽
」
だ
、
お

前
は
「
欲
生
我
国
」
だ
、
と
。
こ
れ
で
初
め
て
Ａ
と
Ｂ
と
が
全
く

相
い
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
し
か
も
一
つ
で
あ
る
と
。
こ
れ
が

「
摂
取
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

だ
か
ら
こ
こ
に
転
が
っ
て
行
く
（
図
Ⅱ
）
と
い
う
自
分
と
い
う

者
は
、
こ
の
実
態
は
何
か
と
言
わ
れ
る
と
煩
悩
熾
盛
、
罪
悪
深
重

と
言
わ
れ
る
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
こ
の
何
も
な
い
と
い
う
こ

と
は
何
辺
言
っ
て
も
言
い
足
り
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
本
当
に

何
も
な
い
の
だ
と
。
そ
う
言
っ
て
み
て
も
多
少
は
し
か
し
、
真
面

目
だ
と
か
あ
る
い
は
良
い
心
も
あ
る
だ
ろ
う
と
こ
う
言
う
の
は
世

間
の
話
は
で
は
そ
う
だ
。
世
間
の
道
徳
の
世
界
で
は
そ
れ
で
よ
い
。

た
だ
し
こ
の
世
界
で
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。「
至
心
、
信
楽
」
と
い
う

の
が
、
む
こ
う
に
あ
る
と
言
う
限
り
、
こ
ち
ら
は
全
く
そ
れ
の
陰

し
か
な
い
。
こ
ち
ら
が
全
く
白
な
ら
ば
こ
ち
ら
は
全
く
黒
な
の
で

あ
る
。
全
く
何
も
な
い
、
本
当
に
何
も
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
一

度
と
に
か
く
立
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
み
れ
ば

後
は
ど
う
す
る
の
だ
。
後
は
こ
ち
ら
の
光
り
に
、
こ
ち
ら
の
力
に

任
さ
れ
て
転
が
さ
れ
て
行
く
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
空
間
の



尽
き
る
限
り
、
あ
る
い
は
時
間
の
尽
き
る
限
り
、
こ
の
存
在
が
こ

の
（
仏
）
力
に
引
っ
張
ら
れ
て
行
く
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
「
自
然
（
じ
ね
ん
）
の
こ
と
わ
り
」
で
あ
る
。
一
切
を
仏
に
任

せ
て
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

こ
の
「
欲
生
我
国
」
、
「
我
国
」
で
す
か
ら
仏
の
世
界
な
の
で
す

か
ら
、
こ
れ
を
「
お
浄
土
」
と
言
っ
て
い
る
訳
で
す
ね
。
何
故
僕

ら
は
浄
土
へ
来
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
か
と
。

昔
の
人
は
多
分
親
鸞
聖
人
の
時
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
ま
で
の

鎌
倉
時
代
以
前
の
時
代
か
ら
ズ
ー
ッ
と
鎌
倉
時
代
ま
で
来
て
の
庶

民
の
暮
ら
し
の
苦
し
さ
と
い
う
も
の
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
頃
よ
く

テ
レ
ビ
の
ド
ラ
マ
に
終
戦
の
引
き
揚
げ
な
ど
の
苦
し
み
の
ド
ラ
マ

な
ど
が
よ
く
出
て
い
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
苦
し
み
は
、
僕
は
た
ま

た
ま
朝
鮮
に
い
て
申
し
訳
な
い
け
れ
ど
も
終
戦
当
時
の
苦
し
み
を

本
当
に
あ
れ
ほ
ど
深
刻
に
味
わ
っ
て
い
な
い
訳
だ
。

な
る
ほ
ど
引
き
揚
げ
な
ど
も
形
だ
け
は
一
応
あ
あ
い
う
目
に
遭

っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
ド
ラ
マ
で
や
っ
て
い
る
よ
う
な
あ
ん
な
・
・
。

そ
れ
か
ら
内
地
の
終
戦
当
時
の
食
べ
物
の
問
題
、
あ
あ
い
う
苦
し

み
を
あ
れ
程
ま
で
に
私
は
味
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
余
り
勝
手
な
こ

と
は
言
え
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
。
そ
れ
か
ら
よ
く
こ
の
頃
親
子
心

中
が
あ
り
ま
す
ね
。
サ
ラ
金
な
ど
の
問
題
で
は
。
あ
の
世
へ
行
き

た
い
。
何
ら
か
の
意
味
で
、
し
か
し
、
こ
の
頃
の
自
殺
す
る
人
は

「
あ
の
世
」
と
い
う
よ
う
な
意
識
は
余
り
な
い
の
で
は
な
い
か
な
。

と
に
か
く
今
の
こ
の
苦
し
み
か
ら
逃
げ
た
い
と
い
う
ほ
う
が
主
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
勝
手
な
こ
と

は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。

本
当
に
あ
の
世
は
楽
し
い
処
だ
か
ら
行
こ
う
と
い
う
よ
う
な
、

そ
う
い
う
よ
う
な
積
極
的
な
こ
ち
ら
の
知
識
が
あ
る
か
ら
で
は
な

い
じ
ゃ
あ
な
い
か
な
。
い
ま
の
教
育
で
も
し
そ
う
い
う
も
の
が
る

と
す
れ
ば
、
自
然
界
の
知
識
だ
け
は
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

な
ら
と
言
っ
て
、
死
ん
で
象
の
世
界
へ
行
き
た
い
と
か
虎
の
世
界

へ
行
き
た
い
と
か
、
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
起
き
る
は
ず
は
な
い

ね
。
今
の
子
供
た
ち
は
。

そ
う
す
れ
ば
行
き
処
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
た

ま
た
ま
あ
の
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
は
何
ら
か
の
意
味
で
あ
の
世
と

い
う
も
の
が
何
ら
か
の
程
度
に
明
る
い
楽
し
い
温
か
い
世
界
が
あ

る
。
そ
こ
へ
こ
ん
な
親
子
毎
日
毎
晩
寒
い
お
も
い
を
し
て
、
そ
し

て
空
腹
を
し
て
生
き
て
い
る
よ
り
は
、
思
い
切
っ
て
死
ん
で
永
遠

に
温
か
い
空
腹
の
な
い
楽
し
い
処
に
行
こ
う
で
は
な
い
か
と
い
う

気
持
ち
も
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
ど
う
い
う
も

の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
ま
あ
一
面
的
な
見
方
で
あ
っ
て
、
本
来
の
「
欲
生
」
と

い
う
の
は
、
死
を
ど
う
逃
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
し
ょ
う
ね
。
そ



こ
で
よ
く
死
ぬ
こ
と
は
怖
い
。
し
か
し
考
え
て
み
る
と
死
ぬ
こ
と

が
怖
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
な
に
怖
い
と
言
っ
て
い
る
の
は
生
き

て
い
る
間
の
こ
と
で
死
ぬ
と
き
に
は
何
も
分
か
ら
な
い
の
だ
か
ら

い
い
の
で
す
よ
と
、
そ
う
い
う
気
楽
な
話
も
あ
り
ま
し
た
が
。

し
か
し
確
か
に
そ
れ
は
そ
う
な
の
で
、
死
ぬ
こ
と
は
怖
い
と
い

う
こ
と
は
実
は
そ
う
怖
く
な
い
の
だ
ね
。
本
当
に
怖
い
の
は
死
ぬ

こ
と
で
は
な
し
に
本
当
に
一
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

と
思
う
の
だ
ね
。
つ
ま
り
死
に
面
し
た
と
き
が
怖
い
の
で
あ
っ
て
、

本
当
に
虚
無
に
面
し
た
と
き
に
、
こ
れ
は
前
に
も
申
し
た
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
港
に
立
っ
て
い
て
、
そ
こ
へ
向
こ
う
の
方
か
ら
船

が
ズ
ー
ッ
と
来
た
。
そ
こ
で
我
れ
勝
ち
に
そ
の
船
に
乗
ろ
う
と
し

て
時
に
、
そ
の
船
は
「
ち
ょ
と
待
て
。
こ
の
船
は
虚
無
の
大
海
へ

行
く
船
で
あ
る
」
と
こ
う
言
っ
た
。
そ
し
た
ら
い
ま
ま
で
我
れ
勝

ち
に
乗
ろ
う
と
し
て
ガ
ー
ッ
と
来
た
人
が
み
ん
な
尻
込
み
し
て
、

誰
も
足
を
踏
み
入
れ
る
人
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
ち
ょ

っ
と
書
い
て
あ
っ
た
。

本
当
に
独
り
ぼ
っ
ち
だ
、
本
当
に
独
り
ぼ
っ
ち
だ
と
い
う
こ
と

が
一
番
こ
れ
が
怖
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。
こ
の
世
か
ら

死
ん
で
行
く
と
き
も
、
死
が
怖
い
の
で
は
な
い
。
死
ぬ
こ
と
に
よ

っ
て
独
り
に
な
る
こ
と
が
怖
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

い
う
思
い
出
は
子
供
の
時
に
た
ま
た
ま
迷
子
に
な
っ
て
、
ど
っ
か

知
ら
な
い
処
へ
ポ
ッ
と
迷
子
に
な
っ
て
気
が
付
い
た
ら
家
が
ど
こ

だ
か
、
お
母
さ
ん
な
ど
も
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
分
か
ら
な

い
。
何
と
も
言
え
な
い
悲
し
い
思
い
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
、
い
ま
病
気
な
ら
病
気
で
死
ぬ
と
き
に
、

病
気
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
が
別
に
悲
し
い
の
で
は
な
い
、
今
こ
こ

で
目
を
つ
む
っ
て
そ
の
先
に
誰
も
お
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
虚
無
に
直
面
す
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
怖
い
の
で
は
な
い

か
な
。
言
い
換
え
れ
ば
行
き
処
が
な
い
。
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ

行
く
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
そ
っ
ち
で
ち
ゃ
ん
と
待
ち
構
え
て

い
て
く
れ
る
処
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
喜
ん
で
行
け
る
。
悲
し
ん
で

い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
悲
し
み
な
が
ら
も
行
け
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
こ
ま
で
来
た
け
れ
ど
も
「
さ
あ
、
行
け
行
け
」
、
行
こ

う
と
思
っ
た
が
行
く
先
に
は
何
も
な
い
。
こ
れ
が
一
番
怖
い
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
く
先
に
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
。
ど
う

し
て
足
を
踏
み
出
し
た
ら
良
い
か
分
か
ら
な
い
。
い
よ
い
よ
と
い

う
時
に
な
る
と
踏
み
だ
さ
さ
れ
る
、
押
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
気

が
付
い
た
時
に
、
こ
れ
は
誰
で
も
悲
鳴
を
あ
げ
ざ
る
を
得
な
い
と

こ
ろ
で
は
な
い
か
な
。

そ
こ
に
「
欲
生
我
国
」
「
我
国
に
生
ま
れ
ん
と
思
え
」
、
わ
し
の

方
へ
引
き
取
っ
て
や
ろ
う
と
言
っ
て
く
れ
る
声
。
「
至
心
、
信
楽
」

を
具
体
化
し
た
声
で
し
ょ
う
ね
、
こ
れ
は
。「
至
心
、
信
楽
」
こ
れ



が
仏
の
世
界
と
す
れ
ば
、「
欲
生
我
国
」
こ
れ
は
衆
生
の
世
界
へ
の

呼
び
か
け
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
で
初
め
て
仏
と
衆
生
と
が
具
体
的

に
一
つ
に
な
れ
る
。
本
当
に
我
々
が
仏
の
お
体
に
抱
き
と
ら
れ
る

と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

ど
う
も
そ
こ
の
処
が
も
う

一
つ
抽
象
的
な
言
葉
し
か
出
せ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
私
自
身
が
ま

だ
抽
象
的
な
せ
い
だ
と
思
う
の
で
す
。

た
だ
ね
、
こ
の
曽
我
先
生
が
書
い
て
お
ら
れ
る
の
を
見
て
ハ
ッ

と
気
が
付
い
た
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
よ
く
人
に
紹

介
さ
れ
て
「
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
、
そ
こ
ま
で
は

よ
く
言
い
ま
す
ね
。
そ
の
時
こ
っ
ち
の
気
持
ち
は
、
招
待
さ
れ
た

宴
か
な
に
か
で
親
し
く
な
っ
て
、
そ
の
時
に
最
後
に
も
う
一
つ
言

う
こ
と
が
あ
る
。「
ど
う
ぞ
家
へ
遊
び
に
来
て
下
さ
い
」
と
こ
う
言

う
で
し
ょ
う
。
あ
れ
だ
と
思
う
の
だ
「
欲
生
我
国
」
と
い
う
の
は
。

ど
う
も
日
本
人
は
、
外
国
人
の
そ
う
言
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
日

本
人
は
。

僕
は
つ
い
言
い
過
ぎ
る
事
も
あ
る
訳
だ
。
本
当
に
来
ら
れ
て
は

困
る
と
い
う
人
も
あ
る
訳
だ
。
そ
れ
か
ら
人
に
よ
っ
て
は
、
そ
う

言
っ
て
は
失
礼
に
当
た
る
と
い
う
人
も
あ
る
訳
だ
。
な
あ
に
お
前

の
処
な
ど
に
は
と
思
っ
て
い
る
人
に
ま
で
、
こ
ち
ら
は
つ
い
ね

、

「
ど
う
ぞ
、
来
て
下
さ
い
」
「
ど
う
ぞ
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
」
と
。

そ
し
て
よ
く
世
間
で
は
儀
礼
的
に
言
っ
て
い
ま
す
ね
。
行
っ
た
ら

実
際
困
る
人
も
相
当
あ
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

田
舎
の
家
で
は
、
み
な
朝
か
ら
晩
ま
で
外
へ
行
っ
て
仕
事
を
し

て
い
る
よ
う
な
処
で
は
。
町
の
方
か
ら
そ
っ
ち
の
方
へ
行
っ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
つ
い
で
に
「
こ
の
前
寄
っ
て
み
ろ
、
と
言
っ
た
か

ら
」
と
行
っ
て
み
る
と
、
み
ん
な
外
へ
出
て
作
業
着
を
着
て
仕
事

を
し
て
い
る
。
そ
こ
へ
行
っ
て
た
と
え
一
時
間
で
も
邪
魔
す
る
と

非
常
に
迷
惑
だ
。
だ
け
ど
も
考
え
て
み
る
と
「
家
へ
遊
び
に
来
て

下
さ
い
」
と
こ
う
言
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
本
当
は
完
了
し
な
い
の

だ
ね
。
そ
れ
で
お
互
い
に
本
当
の
安
ら
ぎ
が
そ
こ
へ
出
て
来
る
。

仏
の
方
か
ら
、
「
お
前
を
本
当
に
自
分
の
こ
と
と
思
っ
て
い
る

ぞ
」
と
「
思
っ
て
い
る
ぞ
」
と
言
う
だ
け
で
は
そ
れ
は
「
一
心
帰

命
」
で
す
ね
。「
一
心
帰
命
」
こ
っ
ち
の
心
と
向
こ
う
の
心
が
一
つ

に
な
っ
た
。
そ
う
に
違
い
な
い
が
そ
れ
だ
け
で
は
も
う
一
つ
具
体

性
が
な
い
訳
で
あ
る
。
「
一
心
帰
命
」
だ
け
で
は
抽
象
的
だ
と
、
曽

我
先
生
は
言
う
。
そ
れ
が
具
体
的
な
も
の
に
な
る
の
は
「
欲
生
我

国
」
が
後
に
付
い
て
初
め
て
具
体
的
に
な
る
。

「
や
あ
、
こ
れ
は
ま
あ
、
今
後
と
も
ま
た
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
じ
ゃ
あ
是
非
ま
た
私
の
家
に
遊
び
に
来
て
下
さ
い
」
と
こ

う
言
う
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、「
う
ち
の
国
に
来
て
く
れ
」
と
い
う

の
で
初
め
て
本
当
に
向
こ
う
の
人
の
身
体
が
す
っ
か
り
こ
っ
ち
へ

来
た
こ
と
に
な
る
。
向
こ
う
の
人
の
心
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
こ
っ
ち



へ
来
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
身
体
ご
と
だ
ね
。
そ
の
代
わ
り
向

こ
う
側
に
立
っ
て
み
る
と
、
心
だ
け
が
通
っ
た
だ
け
で
な
い
身
体

ま
で
も
そ
っ
ち
へ
預
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
他
力
な

の
で
す
ね
。

紹
介
状
の
よ
う
な
場
合
に
は
そ
れ
以
外
の
こ
と
も
出
て
来
ま
す

ね
。
サ
ラ
金
や
何
か
の
関
係
で
や
り
取
り
し
て
い
て

、
「
や
あ
、
家

へ
も
来
て
下
さ
い
」
な
ど
と
う
っ
か
り
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。

お
互
い
に
別
の
心
を
ち
ゃ
ん
と
持
っ
て
い
る
か
ら
。
身
体
は
こ
っ

ち
へ
残
し
て
お
い
て
言
葉
だ
け
で
や
り
取
り
し
て
い
る
か
ら
。
そ

う
で
な
い
、「
今
度
こ
っ
ち
へ
来
ら
れ
た
ら
是
非
私
の
お
家
へ
来
て

下
さ
い
。
こ
れ
を
ご
縁
に
ひ
と
つ
来
て
下
さ
い
」
、
こ
う
心
も
身
体

も
そ
っ
く
り
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
他
力
な
の
で
あ
る
。

全
然
自
力
を
ま
じ
え
な
い
。

そ
う
言
っ
て
み
る
と
で
す
ね
。
我
々
五
十
年
・
七
十
年
の
生
涯

を
こ
の
地
上
を
コ
ロ
コ
ロ
・
コ
ロ
コ
ロ
と
ど
う
い
う
風
の
吹
き
回

し
で
ど
っ
ち
へ
転
が
っ
て
行
く
か
。
こ
の
道
は
山
で
あ
る
か
、
川

で
あ
る
か
、
坂
道
で
あ
る
か
、
ド
ロ
ド
ロ
の
道
な
の
か
、
あ
る
い

は
草
花
な
の
か
、
あ
る
い
は
石
コ
ロ
ば
か
り
の
道
な
の
か
。
こ
れ

は
業
縁
に
任
せ
る
よ
り
仕
様
が
な
い
。
僕
が
ま
る
ま
る
と
し
た
円

で
あ
る
か
、
三
角
で
あ
る
か
、
五
角
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
細
長

い
円
筒
形
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
棒
の
よ
う
な
形
で
あ
る
か
、
こ

れ
は
み
な
業
縁
に
任
せ
る
よ
り
仕
様
が
な
い
。
こ
こ
へ
出
て
し
ま

っ
て
か
ら
、
俺
は
円
い
の
は
厭
だ
、
も
っ
と
棒
の
よ
う
な
も
の
が

よ
か
っ
た
と
言
っ
て
み
て
も
仕
様
が
な
い
、
こ
れ
が
業
縁
で
あ
る
。

業
縁
に
任
せ
て
時
間
・
空
間
の
間
を
引
っ
張
ら
れ
て
行
く
、
転
が

っ
て
行
く
。
全
く
百
パ
ー
セ
ン
ト
自
力
で
は
な
い
。
行
き
先
は
ど

こ
だ
と
言
え
ば
向
こ
う
の
家
へ
行
く
。
遊
び
に
来
て
く
れ
、
是
非

こ
っ
ち
へ
来
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
か
ら
そ
こ
へ
行
く
の
だ
。
そ
の

行
く
こ
っ
ち
の
気
持
ち
は
煩
悩
熾
盛
な
の
だ
が
、
来
て
く
れ
と
い

う
向
こ
う
の
気
持
ち
は
「
至
心
、
信
楽
」
な
の
で
あ
る
。

至
心
は
信
楽
だ
け
で
な
い
、
そ
の
上
お
ま
け
に
「
わ
し
の
家
へ

是
非
来
て
く
れ
」
と
い
う
「
わ
し
の
浄
土
へ
是
非
来
て
く
れ
」
と

「
欲
生
我
国
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
任
せ
て
た

だ
行
く
だ
け
で
あ
る
。
現
実
の
姿
は
そ
れ
は
業
縁
に
よ
っ
て
、
女

で
あ
り
、
男
で
あ
り
、
病
人
で
あ
り
、
達
者
な
も
の
で
あ
り
、
賢

い
人
で
あ
り
、
愚
か
な
人
で
あ
り
、
あ
る
い
は
嘘
つ
き
で
あ
り
、

泥
棒
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
悪
い
こ
と
も
せ
ず
に
お
れ
な
い
存

在
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
と
ご
と
く
こ
れ

は
他
力
で
あ
る
。
爪
の
垢
ほ
ど
も
自
力
と
い
う
も
の
は
こ
こ
に
は

な
い
。

こ
こ
（
図
Ⅰ
イ
）
か
ら
出
る
声
は
「
至
心
、
信
楽
」「
欲
生
我
国
」

の
声
が
、
つ
ま
り
一
番
初
め
に
話
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
こ
の



自
分
の
内
か
ら
、
内
を
通
っ
て
外
に
出
て
い
る
。
だ
か
ら
「
聞
く
」

の
も
外
の
耳
か
ら
聞
く
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
内
の

耳
で
聞
く
。
だ
か
ら
「
内
に
聞
く
」
と
い
ま
ま
で
よ
く
金
子
先
生

が
言
わ
れ
て
ま
す
で
す
ね
。
だ
か
ら
仏
の
声
は
称
え
る
の
だ
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
聞
く
の
で
あ
る
。

念
仏
は
む
し
ろ
聞
く
の
で
あ
る
。
聞
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
念
仏
で
あ
り
な
が
ら
聞
く
、
称
名
で
あ
り
な
が
ら
聞
く
と
い
う

こ
と
は
、
つ
ま
り
「
憶
念
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
側
に

聞
く
の
で
す
か
ら
「
憶
念
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
は
自
分
の
声

で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
声
で
な
い
。
自
分
を
通
し
て
出
て
来
る
。

自
分
が
出
す
声
で
は
な
い
。
自
分
の
内
か
ら
、
自
分
を
通
し
て
出

て
来
る
念
仏
で
あ
る
。

自
分
の
声
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
煩
悩
熾
盛
、
罪
悪
深
重
の

中
か
ら
は
声
は
出
な
い
。
そ
こ
か
ら
出
る
声
は
自
分
を
通
し
て
出

る
自
分
な
ら
ぬ
も
の
の
声
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
至
心
、
信

楽
」「
欲
生
我
国
」
の
声
が
念
仏
に
な
っ
て
出
て
来
る
。
だ
か
ら
こ

れ
は
幾
ら
称
え
た
か
ら
い
い
と
い
う
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
い
つ

い
っ
か
ど
う
い
う
よ
う
な
形
で
称
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
内
側
か
ら
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
生
き
て
行
く

と
い
う
こ
と
は
要
す
る
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
極
め

て
単
純
な
こ
と
で
あ
る
。
な
に
も
難
し
い
こ
と
も
な
い
。
な
に
の

賢
さ
も
要
ら
な
い
。
考
え
る
こ
と
も
要
ら
な
い
。
考
え
て
出
る
も

の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

「
欲
生
我
国
」
を
い
ま
の
よ
う
に
言
っ
て
み
た
ら
、
僕
は
良
い

思
い
付
き
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
で
す
無
理
は
な
い
で
し
ょ

う
。
だ
か
ら
よ
く
人
と
会
っ
て
、
や
は
り
何
か
用
心
し
て
い
る
と

き
に
は
、
「
や
あ
。
家
に
来
て
下
さ
い
」
と
は
言
え
な
い
ね
。

『
歎
異
抄
』
全
体
を
通
し
て
読
ま
せ
て
も
ら
っ
て
、
い
ま
や
っ

と
た
ど
り
着
い
た
気
持
ち
は
こ
う
い
う
気
持
ち
な
の
で
す
。
当
た

っ
て
い
る
か
い
な
い
か
、
ご
披
露
し
た
訳
で
す
。

四
、
『
歎
異
抄
』
の
根
本
概
念

我
々
の
自
分
と
い
う
も
の
は
、
自
分
と
存
在
と
の
間
に
何
の
思

慮
分
別
も
勿
論
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
業
縁
に
よ
っ
て
決
ま

る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
何
も
な

い
。
し
か
し
人
間
と
い
う
も
の
は
自
覚
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
あ
る
意
味
で
は
辛
い
こ
と
な
の
だ
ね
。
自
覚
な
ど
な
け
れ
ば

一
番
気
楽
で
問
題
が
無
く
て
良
い
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ

け
は
避
け
ら
れ
な
い
。

自
覚
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
存
在
を
自
分
で
確

か
め
る
し
か
仕
様
が
な
い
。
確
か
め
る
と
い
う
こ
と
さ
え
確
か
め



ら
れ
る
以
外
に
何
も
な
い
。
ど
う
い
う
形
で
確
か
め
ら
れ
る
か
と

い
う
と
、
自
分
の
中
か
ら
出
て
来
る
念
仏
に
よ
っ
て
自
分
自
身
が

確
か
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
念
仏
と
い
う
も
の
は
不
思
議
な
、
結
構
な

も
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
覚
を
自
覚
さ
せ
て
く
れ

る
一
つ
の
方
便
で
あ
る
。
そ
う
い
う
一
つ
の
方
便
に
よ
っ
て
、
何

百
年
と
い
う
間
、
こ
う
い
う
大
き
な
歴
史
の
生
命
が
支
え
ら
れ
て

来
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
他
力
の
何
百
年
と
い
う
歴
史
の
反
面

に
痛
ま
し
く
も
無
い
力
を
出
し
て
自
分
で
自
分
を
確
か
め
よ
う
と

い
う
自
力
の
世
界
が
ズ
ー
ッ
と
続
い
て
来
た
。

で
、
お
そ
ら
く
自
力
の
世
界
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
世
間
と
他

力
の
世
界
と
の
中
間
的
な
も
の
で
は
な
い
の
か
な
。
中
間
的
な
も

の
と
し
て
自
力
の
世
界
が
あ
る
。
勿
論
そ
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
段

階
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。
そ
の
一
番
世
間
に
近
い
姿
が

現
世
利
益
で
、
禅
宗
の
方
は
お
そ
ら
く
他
力
の
方
に
近
い
。
あ
る

意
味
で
は
他
力
そ
の
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
か
も
知
れ
な

い
け
れ
ど
も
、
他
力
の
世
界
に
タ
ッ
チ
す
る
仕
方
に
何
か
無
理
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。

で
、
親
鸞
聖
人
が
そ
う
い
う
歴
史
的
な
段
階
を
自
分
個
人
の
上

に
体
験
し
て
来
て
、
自
力
の
世
界
を
ズ
ー
ッ
と
行
け
る
だ
け
行
っ

て
グ
ウ
ッ
と
他
力
の
世
界
に
入
っ
て
行
っ
た
。
他
力
の
世
界
に

入
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
こ
う
で
な
け
れ
ば
生
き
よ

う
が
な
い
と
い
う
自
分
の
処
へ
帰
っ
て
来
て
、
気
が
付
い
て
み
る

と
「
あ
あ
、
こ
れ
が
絶
対
他
力
だ
」
と
。
そ
こ
に
落
ち
着
か
れ
た
。

そ
れ
以
上
の
こ
と
は
私
は
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

親
鸞
聖
人
ご
自
身
も
お
若
い
と
き
か
ら
ズ
ー
ッ
と
晩
年
に
至
る
ま

で
の
深
み
、「
深
み
」
と
言
っ
て
勿
体
を
つ
け
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
当
然
そ
う
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
い
道
に
深
ま
り
と

い
う
も
の
が
、
あ
っ
た
の
で
し
よ
う
ね
。

そ
の
深
ま
り
の
最
後
が
こ
の
『
歎
異
抄
』
に
余
す
と
こ
ろ
な
く

映
つ
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
ま
た
問
題

だ
と
歴
史
家
の
話
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど

も
、
そ
の
世
界
は
も
は
や
一
人
一
人
が
本
当
に
そ
の
世
界
へ
入
っ

て
生
き
て
行
く
上
の
課
題
で
あ
る
の
で
、
自
分
の
中
で
自
分
の
問

題
を
作
っ
て
自
分
で
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
な
の

で
あ
る
。
自
分
の
立
場
か
ら
そ
う
い
う
親
鸞
聖
人
の
世
界
は
ど
う

だ
こ
う
だ
、
と
か
。
唯
円
房
の
世
界
は
ど
う
だ
こ
う
だ
と
い
う
よ

う
な
事
は
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
ま
た
言
っ

て
み
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
、

こ
っ
ち
自
身
に
は
。

我
々
と
し
て
は
一
生
懸
命
に
親
鸞
聖
人
の

生
き
て
い
か
れ
た
お
姿
の
跡
を
、
一
生
懸
命
に
追
っ
掛
け
て
行
く
。

そ
の
お
姿
を
唯
円
房
が
親
鸞
聖
人
の
生
命
の
中
に
入
っ
て
、
親
鸞



だ
か
唯
円
だ
か
分
か
ら
な
い
一
つ
の
新
し
い
生
命
と
し
て
『
歎
異

抄
』
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
こ
っ

ち
の
生
命
を
ど
こ
ま
で
入
ら
せ
て
貰
え
る
か
と
い
う
だ
け
の
問
題

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ａ

仏
の
世
界

門

こ
こ
ま
で

道

来
て

聖

解
放
さ
れ
る

帰
ら
れ
た

世
界
に

こ
の

衆
生
の
世
界

い
つ
も
似
た
よ
う
な
も
の
ば
か
り
書

い
て
い
る
か
ら
、
ど
う

も
・
・
・
平
面
と
立
体
と
の
関
係
も
あ
り
・
・
、
つ
ま
り
自
力
の

世
界
は
自
分
で
自
分
を
追
っ
か
け
て
行
く
一
つ
の
道
で
あ
る
か
ら
。

そ
う
し
て
行
っ
た
あ
げ
く
絶
望
し
て
、
自
分
が
自
分
に
帰
り
普
通

な
ら
絶
望
し
た
ら
そ
れ
っ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
け
れ
ど
、

自
分
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
こ
の
場
合
の
絶
望
は
絶
望
に

し
て
絶
望
で
な
い
の
で
、
絶
望
し
て
新
し
く
生
き
た
と
い
う
形
で
。

だ
か
ら
こ
こ
で
は
仏
様
が
こ
の
衆
生
の
世
界
か
ら
ズ
ー
ッ
と
『
華

厳
経
』
の
十
地
の
世
界
の
境
遇
を
経
て
、
十
段
階
を
超
え
て
仏
の

世
界
に
入
ら
れ
た
。
こ
れ
を
そ
の
通
り
追
っ
て
行
こ
う
と
い
う
の

が
聖
道
門
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
や
法
然
上
人
は
そ
れ
を
追
っ
て
行
か
れ
て

最
後
の
処
ま
で
行
か
れ
た
が
、
こ
こ
で
仏
様
が
仏
の
世
界
に
入
っ

た
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
衆
生
の
世
界
に
帰
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
自
分
が
救
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
衆
生
そ
の
も
の
を
全

部
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
こ
（
衆
生
）
の
世
界
へ
帰

ら
れ
た
。

こ
の
世
界
に
仏
が
新
し
く
生
き
返
っ
て
下
さ
れ
た
。
と
い
う
こ

と
は
こ
こ
で
ハ
ッ
キ
リ
分
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
我
々
は
仏

様
に
な
る
必
要
は
何
も
な
い
。
自
分
自
身
は
本
来
の
衆
生
と
し
て

こ
こ
に
生
き
て
い
た
の
だ
か
ら
、
仏
様
が
こ
こ
に
帰
っ
て
来
て
下

さ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
ら
こ
こ
で
こ
っ
ち
（
衆
生
の
世
界
）

へ
帰
り
ま
し
ょ
う
と
。
衆
生
は
衆
生
と
し
て
、
衆
生
の
元
に
帰
っ

た
。た

だ
し
、
ス
タ
ー
ト
の
時
の
衆
生
と
そ
れ
か
ら
帰
っ
て
来
た
と

き
に
衆
生
と
は
違
う
。
こ
れ
は
一
応
仏
様
の
処
へ
行
っ
て
帰
っ
て

来
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
と
い
う
こ



と
は
頭
の
中
に
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
実
際
は
「
ま
だ
悟
っ
て

い
け
る
。
清
ら
か
に
な
っ
て
い
け
る
」
と
、
煩
悩
を
克
服
し
て
い

け
る
と
そ
う
い
う
そ
う
い
う
聖
道
門
で
行
っ
た
訳
で
あ
る
。
自
分

に
勝
て
る
と
思
っ
て
行
っ
た
訳
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
こ
ま
で
来
て
そ
う
い
う
こ
と
は
も
う
意
味
が
な
い

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
帰
っ
た
自
分
は
、
ハ
ッ
キ
リ
「
自
分
と

い
う
も
の
は
誠
に
煩
悩
熾
盛
、
罪
悪
深
重
以
外
の
何
者
で
も
な
い
」

そ
れ
で
結
構
だ
と
言
っ
た
ら
お
か
し
い
け
れ
ど
も
、
本
当
に
そ
れ

以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
こ
れ
は
装
飾
で
も
、
卑
下
で
も
な
ん
で

も
な
い
。
正
真
正
銘
こ
れ
だ
け
な
の
だ
、
と
。
と
い
う
こ
と
は
仏

の
光
り
に
パ
ー
ッ
と
当
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仏
の
光
り
に

照
ら
さ
れ
て
自
分
自
身
の
正
体
を
見
て
い
る
の
だ
か
ら
ご
ま
か
し

よ
う
も
な
に
も
な
い
。
卑
下
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
こ
う

言
っ
た
ら
仏
様
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
か
、
そ
う
で
は
な
い
。
仏
様
に

お
前
ら
は
駄
目
だ
と
蹴
ら
れ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
お

前
ら
は
こ
う
い
う
も
の
だ
ぞ
と
仏
の
暖
か
い
光
り
が
当
た
っ
て
こ

う
い
う
姿
が
見
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
掛
値
な
し
に
こ
う
な
の
で

あ
る
。

こ
う
い
う
正
体
を
も
っ
て
我
々
は
五
十
年
を
生
き
て
行
く
。
実

際
朝
か
ら
晩
ま
で
こ
れ
以
外
の
何
も
な
い
で
す
ね
。
よ
く
テ
レ
ビ

な
ど
で
思
う
の
だ
け
れ
ど
、
自
分
は
こ
う
い
う
よ
う
な
事
業
を
し

た
と
言
う
人
も
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
例
え
ば
人
の
命
を
千
人
救
っ

た
と
い
う
よ
う
な
功
績
を
述
べ
て
い
る
人
も
あ
る
。
こ
と
に
政
治

家
な
ど
に
多
い
で
す
ね
。
け
ど
裏
か
ら
見
る
と
千
人
を
生
か
し
た

代
わ
り
に
そ
の
陰
で
は
そ
の
仕
事
を
す
る
た
め
に
二
千
人
の
人
を

何
ら
か
の
形
で
殺
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
て
み
る

と
や
っ
ぱ
り
そ
の
人
は
罪
悪
深
重
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
本
の
木
ひ
と
つ
で
も
、
庭
に
菊
を
よ
く
育
て
ま
し
た
な
あ
。

一
本
の
木
を
育
て
る
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
他
の
草
を
殺
し
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
、
例
え
て
言
え
ば
で
す
ね
。

学
校
の
先
生
の
場
合
は
非
常
に
成
績
を
上
げ
た
と
言
わ
れ
る
人

も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
成
績
を
上
げ
た
先
生
が
そ
れ
だ
け
一

方
で
ど
れ
ほ
ど
の
子
供
に
マ
イ
ナ
ス
の
部
分
を
与
え
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
世
の
中
が
そ
う
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

だ
か
ら
比
叡
山
で
ス
タ
ー
ト
し
た
と
き
の
法
然
上
人
や
親
鸞
聖

人
と
、
こ
こ
ま
で
行
っ
て
仏
に
な
ら
な
い
で
、
そ
う
だ
っ
た
か
と

思
っ
て
気
が
付
い
て
帰
っ
て
来
た
と
き
の
法
然
上
人
、
親
鸞
聖
人

と
は
同
じ
「
凡
夫
」
に
は
違
い
な
い
が
、
あ
と
の
は
煩
悩
熾
盛
、

罪
悪
深
重
と
い
う
「
自
覚
の
凡
夫
」
で
あ
る
の
で
す
ね
。

こ
れ

で
初
め
て
こ
の
世
界
に
解
放
さ
れ
て
、
い
ま
ま
で
は
勝
っ
た
か
負

け
た
か
、
し
っ
か
り
や
っ
た
か
や
ら
な
い
か
。
い
や
、「
知
恵
第
一

の
法
然
房
」
と
言
わ
れ
る
以
上
は
、
第
一
で
は
な
い
第
二
・
第
三
・



第
四
・
・
・
と
ズ
ー
ッ
と
競
争
相
手
が
あ
っ
た
訳
で
し
ょ
う
。
そ

う
い
う
窮
屈
な
世
界
か
ら
全
く
解
放
さ
れ
て
、「
オ
ー
ッ
、
俺
が
本

当
の
煩
悩
熾
盛
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
だ
」
、
と
。
こ
の
世
間
の
上
を

大
手
を
広
げ
て
、
誰
憚
る
事
な
く
罪
悪
深
重
の
自
分
だ
。
そ
う
だ

か
ら
こ
そ
上
か
ら
暖
か
い
「
至
心
、
信
楽
」「
欲
生
我
国
」
の
光
が

射
し
て
き
て
有
り
難
い
。
誰
憚
る
こ
と
な
く
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、

南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
大
き
な
声
で
称
え
ら
れ
る
。

行
く
先
は
と
い
う
と
、
ち
ゃ
ん
と
「
自
分
の
家
へ
、
来
い
。
来

い
。
」「
自
分
の
国
へ
、
来
い
。
来
い
。
」
と
言
っ
て
く
れ
て
い
る
人

が
あ
る
。
な
に
も
心
配
は
要
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
金
持
ち
に
な
る

か
な
ら
な
い
か
、
病
気
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
、
こ
い
つ
は
分
か

ら
ぬ
。
い
つ
死
ぬ
か
死
な
ぬ
か
そ
れ
も
分
か
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
業

縁
に
任
せ
る
し
か
仕
様
が
な
い
。
業
縁
も
た
だ
こ
の
も
の
を
作
る

だ
け
の
業
縁
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
な
に
も
の
も
な
い
。
こ
れ

は
た
だ
業
縁
に
任
せ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、「
無
碍
の
一
道
」
で
あ

る
。
何
も
碍
げ
る
も
の
も
な
い
。

『
歎
異
抄
』
の
言
い
た
い
と
こ
ろ
は
「
至
心
、
信
楽
」
に
更
に

こ
の
「
欲
生
我
国
」
、
こ
れ
が
付
い
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
唯
円
か
ら
み
た
親
鸞
聖
人
の
本
当
に
お
っ
し
ゃ
り
た
い
こ
と

な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
『
歎
異
抄
』
の
根
本
概
念
が
こ
こ

に
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
曽
我
先
生
の
『
歎
異
抄
聴
記
』
の

初
め
の
ほ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
。

ど
う
も
、
前
に
は
、「
至
心
、
信
楽
」
ま
で
は
何
か
分
か
る
よ
う

な
気
が
す
る
の
だ
が
、「
欲
生
我
国
」
が
つ
い
て
い
る
の
が
、
ど
う

も

分

か

ら

な

く

て

そ

こ

は

申

さ

な

い

で

お

っ

た

の

で

す

が

。

以
上


