
か
し

こ
く

な

か

っ
た

ら

生

き

て

い
け

な

い

や

さ

し
く

な

れ
な

か

っ
た

ら

生
き
て

い
る
資
格
が
な

い

だ
の
眼
を
開
か
せ
る

文
殊
霊
場
め
ぐ
り

人
生
の
智
恙
さ
ず
け
ま
す

善敗き手

● お問い合わせは

京都文殊霊場
事務局 〒606京都市左京区銀閣寺町浄土院

容 (070771-5158

京
都
文
殊
霊
場
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圏

金

戒
光

明
寺

の
文
殊

さ
ま

高
麗
門
を
入

っ
て
東
進
し
、
三
門
前
を
通
り
、
石
塀
に
つ
き
あ
た

っ
て
右
折
し
ま
す
と
、
蓮
池

（兜
の
池
）
に
架

っ
て
い
る
石
橋

（極
楽
橋
）が
あ
り
ま
ｔ

こ
の
橋
に
向

っ
て
は
る
か
正
面
何
十
段
の
最
上
方
に
、
厳
然
と
そ
び
え
る
三
重
の
塔
が
、
こ
の
寺
の
文
殊
塔
で
す
。

往
古
は
中
山
宝
瞳
寺
の
本
尊
で
し
た
が
、
同
寺
が
廃
寺
に
な
り
当
山
の
方
丈
に
遷
さ
れ
、
寛
永
十
年
豊
永
堅
斉
が
徳
川
秀
忠
公
菩

提
の
た
め
に
塔
を
建
て
、
そ
の
本
尊
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
ｔ

塔
の
高
さ
は
五
丈
三
尺
余
（約
十
六
メ
ー
ト
ル
）、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

塔
の
眺
望
は
東
山
山
麓
、
蹴
上
か
ら
が
最
も
勝
れ
、
暁
天
遠
く
晴
れ
た
洛
北
の
連
峰
を
背
景
に
、
黒
谷
山
の
ふ
も
と
に
く

っ
き
り

浮
び
上

っ
た
風
情
は
絶
讃
に
値
し
ま
ｔ

本
尊
の
文
殊
菩
薩
と
そ
の
脇
士
の
御
像
は
運
慶
の
作
、
丹
後
の
天
の
橋
立
の
切
戸
文
殊
、
大
和
安
部
の
安
部
文
殊
と
共
に
、
日
本

三
文
殊
と
い
わ
れ
、
こ
の
寺
の
文
殊
は
そ
の
随

一
と
申
さ
れ
て
お
り
ま
ｔ

文
殊
さ
ま
の
お
姿
は
、
頭
に
五
醤

（五
つ
の
も
と
ど
り
）右
手
に
宝
剣
、
左
手
に
蓮
華
を
も
た
れ
、
大
き
な
獅
子
の
上
に
お
坐
り
に

な
り
、
自
雲
に
乗

っ
て
今
し
も
衆
生
済
度
の
旅
立
ち
を
な
さ
ろ
う
と
す
る
雄
大
な
構
想
で
す
。

お
顔
は
慈
愛
に
み
ち
た
微
笑
の
童
顔
、
私
達
に
愛
語
を
語
り
か
け
て
下
さ
る
風
情
で
す
。

「二
人
よ
れ
ば
文
殊
の
智
恵
」
と
申
し
ま
す
。

文
殊
さ
ま
は

「よ
い
智
恵
」
の
持
ち
主
で
す
。

私
達
が
文
殊
さ
ま
を
拝
み
ま
す
と
、
私
達
の
心
を
く
み
と

っ
て
、
直
ぐ
に

「
よ
い
智
恵
」
を
授
け
て
い
た
だ
け
ま
す
。

文
殊
さ
ま
の

「よ
い
智
恵
」
と
は
何
で
し

よ
う
か
。

世
間
で
は

「
智
恵
の
あ
る
人
Ｌ
悧
巧
者
」
と
は

「何
で
も
知

っ
て
い
る
人
Ｌ
頭
の
中
に
な
ん
で
も

つ
め
こ
ん
で
い
る
人
」
と
考
え

ま
す
が
、
そ
れ
は
間
違

い
で
す
。

本
当
の
智
恵
と
は

「智
恵
の
ひ
ら
め
き
」
の
こ
と
で
す
。

一
つ
の
事
が
正
し
く
判
り
ま
す
と
、
次
か
ら
次
に
よ
い
ひ
ら
め
き
が
生
れ
ま
す
。

例
え
ば
「仲
よ
く
す
る
事
は
よ
い
事
だ
」
と
気
が
つ
き
ま
す
と
、
兄
弟
と
も
友
達
と
も
仲
よ
し
に
な
り
、
目
上
の
人
を
敬

い
、
目
下
の

人
を
助
け
る
と
言

っ
た
工
合
に
、
次
ぎ
次
ぎ
に
よ
い
智
恵
が
湧

い
て
来
ま
す
。

FF
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で
す
か
ら
文
殊
さ
ま
を
拝
み
ま
す
と
、
文
殊
さ
ま
は
つ
ね
に
こ
の

「智
恵
の
ひ
ら
め
き
」
を
授
け
て
い
た
だ
け
ま
す
。

法
然
上
人
は
幼
名
を
勢
至
丸
と
申
し
ま
し
た
。
九
歳
の
時
父
に
死
別
し
、
叔
父
の
観
学
さ
ま
の
許
で
育
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
十
五
歳

の
春
比
叡
山
の
源
光
さ
ま
に
弟
子
入
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
観
学
さ
ま
か
ら
源
光
さ
ま
に
添
え
た
送
り
状
に
は

進
上
文
殊
像

一
体

（文
殊
の
像
を

一
体
さ
し
上
げ
ま
す
）

と
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
勢
至
丸
を
迎
え
た
源
光

さ
ま
が

「文
殊
像
は
ど
こ
に
あ
る
」
と
尋
ね
ま
し
た
が
文
殊
像
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
源
光
さ
ま
は
、
こ
の
小
僧
が
文
殊
の
様
な
智
恵
者
だ
と
気
が
つ
い
た
と
申
し
ま
す
。

一
を
聞

い
て
十
を
悟
る
程
の
勢
至
丸
も
、
「文
殊
の
智
恵
」
の
持
ち
主
で
し
た
。

こ
の
勢
至
丸
は
や
が
て

「法
然
上
人
」
と
仰
が
れ
、
日
本
の
民
衆
に
尊

い
念
仏
の
教
え
を
宣
布
さ
れ
た
大
上
人
で
す
。

皆
さ
ん
も
文
殊
さ
ま
や
法
然
上
人
を
尊
み
、
よ
い
智
恵
を
頂
き
、
立
派
な
人
に
な

っ
て
下
さ
い
。
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紫

こ 雲
ん

山

か

い
　

こ

う

　
み

ょ
う

　

じ

金

戒

光

明

寺

重
文

。
文
殊
堂

左
京
区
黒
谷
町

市
バ
ス

・
岡
崎
道
下
車

ａ

（〇

七

五
）
七

五

一
―

一
四

二
八

七

七

一
―

三

二
〇

四

南な

無む

帰き

依え

仏ら

「南
無
帰
依
仏
」
と
は

「
み
仏
を
う
や
ま
い
、
そ
の
教
を
守
り
、
身
も
心

も
仏
に
さ

ヽ
げ
ま
す
」
と
の
心
で
、
浄
土
宗
の

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
同

じ
で
す
。
「南
無
帰
依
仏
」
は
略
し
て

「南
無
仏
」
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
。

「南
無
仏
」
の
説
明
を
す
る
に
当

っ
て
、
私
は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
悟
り
を

開
か
れ
た
時
の
事
を
思

い
出
し
ま
し
た
。

お
釈
迦
さ
ま
が
お
悟
り
を
開
く
瞬
間
の
事
で
す
。

金
剛
宝
座
に
坐
り

「悟
り
を
開
く
ま
で
は
此
の
座
を
た
た
な
い
」
と
決

意
を
堅
め
、
瞑
想
は
始
ま
り
ま
す
。

瞑
想
は
長
く
続
き
ま
し
た
が
、
そ
の
間
釈
尊
は
両
手
を
膝
の
上
に
組
ん

で
お
ら
れ
ま
し
た
。
や
が
て
あ
る
感
動
が
湧
き
、
両
手
を
静
か
に
胸
の
上

に
あ
げ
、
合
掌
し
て

「南
無
仏
」
と
申
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
釈
尊
の
宿
願
で
あ

っ
た
。
悟
り
の
開
け
た
瞬
間
で
あ
り
、
同
時

に
生
身
の
釈
尊
が

「仏
」
と
な
ら
れ
た
瞬
間
で
あ
り
ま
す
。

合
掌
し
て
南
無
仏
と
申
さ
れ
た
心
は
、
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

釈
尊
は
こ
の
瞬
間
に
天
地
間
の
真
理
を
悟
り
、
天
地
間
の
お
蔭

（縁
起

と
も
呼
ぶ
）
に
気
づ
か
れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
お
蔭
に
感
謝
し
、
合
掌
し
て
南
無
仏
と
申
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
こ
の

「南
無
仏
」
と
中
さ
れ
た
悟
り
の
内
容
こ
そ
、
仏
教
の
根

幹
で
あ
り
、
天
地
を
貫
く
真
理
で
あ

っ
た
の
で
す
。

長

い
釈
尊
の
瞑
想
の
中
を
去
来
し
た
も
の
は
、
何
で
あ

っ
た
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。

六
年
間
の
ウ
ル
ビ
ラ
の
林
の
苦
行
は
辛
か

っ
た
。
然
し
六
年
の
露
命
を

支
え
て
く
れ
た
も
の
は
何
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
は
新
鮮
な
空
気
、
新
鮮
な
水

が
あ

っ
た
。
乏
し
か

っ
た
が
本
の
実
、
茎
の
実
の
食
事
が
あ

っ
た
。
樹
の

葉
、
草
の
葉
も
衣
類
の
役
立
ち
を
し
て
く
れ
た
。
屍
体
や
骨
の
散
ら
ば
る

墓
場
を
宿
と
し
た
が
、
夜
露
を
し
の
ぐ
よ
す
が
は
あ

っ
た
。

山
を
降
り
た
直
後
、
尼
蓮
禅
河
の
流
れ
は
、
垢
を
洗

い
、
汚
れ
た
身
を

清
め
て
く
れ
た
。
河
辺
に
倒
れ
臥
し
た
際
、
通
り
す
が

っ
た
村
長
の
娘
ス

ヂ
ャ
ー
タ
ー
さ
ん
か
ら
捧
げ
ら
れ
た
新
鮮
な
牛
乳
の
味
は
生
涯
忘
れ
ら
れ

な
い
。
こ
の
宝
座
の
あ
た
り
は
地
平
ら
か
で
眺
め
も
よ
い
。
柔
か
な
草
は
き

れ
い
で
あ
り
、
ビ
ツ
パ
ラ
樹
は
天
蓋
の
よ
う
で
あ
り
、
美
し
い
花
は
咲
き

乱
れ
、
小
鳥
の
さ
え
ず
り
も
楽
し
そ
う
で
あ
る
。

総
て
は
天
地
に
充
ち
満
ち
た
お
蔭
の
集
り
で
あ
り
、
恵
み
の

一
縁

一
縁

で
あ
る
。

天
地
間
の
生
き
と
し
生
け
る
者
は
、
総
て
こ
の
も
ち
つ
も
た
れ
つ
の
お

蔭
の
中
に
生
か
さ
れ
て
あ
る
。

こ
の
事
実
に
気
づ
い
た
瞬
間
に
釈
尊
の
悟
り
は
開
け
、
思
わ
ず
合
掌
し

て

「南
無
仏
」
と
申
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

南
無
仏
と
は
南
無
帰
依
仏
で
あ
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ

っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

天
地
の
尊
さ
に
め
ざ
め
、
世
間
の
有
難
さ
に
気
が
つ
く
時
、
私
共
は
い

つ
で
も
ど
こ
で
も

「南
無
帰
依
仏
」
と
唱
え
な
が
ら
、
お
蔭
と
喜
び
有
難

く
働
か
せ
て
頂
く
、
本
当
の
信
仰
生
活
に
入
る
の
で
あ
り
ま
す
。

南
無
帰
依
仏

」「

″ : '



聖
衆
来
迎
山
　
総
本
山

永 A

観劣

堂ぢ

ぜ
ん
　
　
り
ん

禅

林

左
京
区
永
観
堂
町
４８

ａ
（〇
七
五
）
七
六

市
バ
ス
⑤
②
永
観
堂
前
下
車
　
　
七
七

―
○
○
〇
七

―
二
四
四
八

南
無
帰
依
法
と
文
殊
菩
薩
さ
ま

洛
東
　
水ヽ
観
堂

・
禅
林
寺

こ
の
寺

は
、
浄
土
宗
の

一
派

・
西
山
禅
林
寺
派
の
総
本
山
で
、
た
だ
し
く

は
聖
衆
来
迎
山

・
禅
林
寺
と
申
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
禅
林
寺
と
い

う
名
よ
り
は
、
水ヽ
観
堂
と
い
う
名
で
、
世
に
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
本
山
の
中
、
釈
迦
堂
に
文
殊
菩
薩
さ
ま
は
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
寺
は
、
京
都
文
殊
霊
場
の
中
に
あ

っ
て
、
南
無
帰
依
法
―
―

釈
尊

（
お
し
ゃ
か
さ
ま
）
の
説
か
れ
た
教
法
（
み
お
し
え
）に
、
心
か
ら
帰
依

し
ま
す
―
―
と
い
う
実
践
徳
目
が
、
配
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
徳

日
に
そ

っ
て
、
文
殊
さ
ま
が

私
た
ち
に
と

っ
て
、
ど
ん
な
菩
薩
さ
ま
で

あ
る
か
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
浄
土
宗
を
開
か
れ
た
法
然
上
人
の
お
言
葉
に
、
そ
れ
を
伺

っ

て
ま

い
り
ま
す
と
―
―

（あ
る
人
の
問
ヽ
浄
土

（
さ
と
り
の
世
界
）
へ
生
ま
れ
た
者
が
、
そ
の

縁
が
尽
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
再
び
こ
の
世

（
ま
よ
い
の
世
界
）
に
生
ま

れ
来
る
こ
と
は
、
あ
り
得
る
の
で
し
ょ
う
か
。

」

（法
然
上
人
の
答
ヽ
ひ
と
た
び
浄
土
に
生
ま
れ
た
な
ら
、
も
う
三
度
と

こ
の
世
に
生
ま
れ
来
る
こ
と
は
、
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
れ
も
が
等
し
く
仏
と

な
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
人
を
浄
土
に
導
く
た
め
に
、
こ
の
世
に
戻

っ
て

来
る
場
合
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
人
を
導
く
た
め

で
あ

っ
て
、
縁
が
尽
き
る
と
い
う
の
で
は
、
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

」

こ
の
答
に
あ
る
浄
土
に
導
く
た
め
に
、
こ
の
世
に
戻

っ
て
く
る
方
―
―

こ
れ
が
菩
薩
さ
ま
な
の
で
す
。
本
来
は
、
仏
さ
ま
と
同
じ
正
覚

（
お
さ
と
り
）

を
ひ
ら
き
な
が
ら
、
人
を
救
う
こ
と
に
全
使
命
を
感
じ
、
身
は
菩
薩
と
い

う
修
行
僧
の
い
で
た
ち
で
、
浄
土
と
こ
の
世
と
の
間
を
幾
度
と
な
く
往
復

し
、
最
後

の

一
人
を
浄
土
に
導
き
入
れ
た
あ
と
、
自
身
も
浄
土
に
定
住
し
、

仏
に″衣

装
替
え
″
さ
れ
る
方
―
―
こ
れ
が
菩
薩
さ
ま
で
す
。

人
を
救
う
―
―

こ
れ
は
、
あ
た
か
も
お
医
者
さ
ま
が
、
色
々
な
専
門
の

科
を
設
け
て
、
科
別
に
診
断

・
治
療
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
ひ
と
り

一
人
、

そ
の
対
処
方
は
異
な
り
ま
す
。
Ａ
の
人
に
は
Ａ
の
人
用
に
、
Ｂ
の
人
に
は

Ｂ
の
人
用
に
、
Ｃ
の
人
に
は
Ｃ
…
…
と
い
っ
た
具
合
に
。

丁
度
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
の
苦
し
み
ゃ
悩
み
や
願

い
ご
と
を
、

菩
薩
さ
ま
も

″専
門
″
を
設
け
て
、
救

い
ま
た
聞
き
と
ど
け
て
下
さ
い
ま

す
。
あ
る
菩
薩
さ
ま
は
慈
悲
と
い
う
立
場
か
ら
、
あ
る
菩
薩
さ
ま
は
行
と

い
う
立
場
を
標
榜
し
て
、
ま
た
あ
る
菩
薩
さ
ま
は
智
恵
と
い
う
立
場
を
高

揚
し
て
、
そ
の
み
許

へ
や

っ
て
来
る
人
々
を
お
救

い
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
智
恵
の
立
場
を
高
く
掲
げ
て
、
人
々
を
お
救
い
に
な
る
菩
薩
さ
ま

―
―
こ
れ
が
文
殊
菩
薩
さ
ま
で
す
）
文
殊
さ
ま
は
、
ご
自
身
の
智
恵
を
完
成

さ
せ
る
に
当

っ
て
、
「私
に
思

い
を
寄
せ
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
だ
れ
で

あ
ろ
う
と
、
私
は
、
そ
の
者
の
希
望
（
の
ぞ
み
）を
か
な
え
ず
に
は
お
か
な

い
」
と
い
う
願
を
お
立
て
に
な

っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
、
文
殊
さ
ま
の
智
恵
を
授
か
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の

願
に
依
る
か
ら
な
の
で
す
。
し
か
も
文
殊
さ
ま
は
、
最
後
の

一
人
を
救

い

と
る
ま
で
は
、
浄
土
と
こ
の
世
を
幾
度
と
な
く
往
復
し
て
下
さ
る
菩
薩
さ

ま
で
す
か
ら
、
人
類
が
生
存
す
る
限
り
、
文
殊
さ
ま
は
、

い
つ
も
私
た
ち

の
側
に
い
て
下
さ
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
心
に
留
め
、
虚
心
（無
心
）に
文
殊
さ
ま
に
手
を
お
合
わ
せ

下
さ
い
。
こ
れ
が
南
無
帰
依
法
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
う
す

れ
ば
、
き

っ
と
文
殊
さ
ま
は
希
望
（
の
ぞ
み
）を
か
な
え
て
下
さ
る
こ
と
で

し
よ
う
ｏふ

ぶ修
斑
〆
Ｗ
け劃Ｌ

ミ
ャ
蒸
メ
そ
ら
嫌
な
る
ら
κ

げ
ξ
町
朱
”
鋳

南
無
帰
依
法
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寺
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東
ヘ

僧
に
帰
依
す
る

こ
の
寺

の
担
当
は
、
三
宝

（仏

・
法

。
僧
）
の
僧
で
す
。
僧
と
は
坊
さ
ん

の
こ
と
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
語
で
サ
ン
ガ
　
和
合
衆
　
と
言
う
こ
と
で
す
。

利
は
口
と
音
符
禾

（く
わ
え
る
↓
加
）
と
か
ら
な
り
、
人
の
声
に
合
わ

せ
応
じ
る
。
ひ
い
て
は
心
を
合
わ
せ

「や
わ
ら
ぐ
」
の
意
を
表
わ
し
ま
す
。

和
と
は

″む
つ
ま
じ
い
こ
と
Ъ
人
の
和
」
、
″な
か
な
お
り
″
利
解
「和
を
結
ぶ
」
、

二
つ
以
上
の
数
を
加
え
た
値
い
、
等
の
こ
と
。

和
合
と
は
統

一
の
と
れ
た

。
共
同
せ
る

・
調
和
し
た
、
と
言
う
こ
と
。

和
合
衆
と
は

一
つ
の
目
的
に
向
か
っ
て
協
力
し
て
進
む
人
び
と
の
集
ま
り
。

（そ
の
成
員
は
普
通
二
人
中
。
村
元
先
生
に
よ
れ
ば
、
五
人
以
上
と
す
る
）
。

従
っ
て
、
同
じ
目
的
に
向
か
っ
て
志
し
を
同
じ
う
す
る
者
の
集
ま
り
の
こ
と

で
す
。

丁
度
、こ
の
寺
の
記
念
品
″幸
せ
の
リ
ン
グ
ンが
１
■
を
現
わ
し
て
い
ま
す
。

南
無
と
は
発
願
帰
命
の
意
味
。
仏

・
菩
薩
の
名
前
、
ま
た
は
経
文
に
つ

い
て
絶
対
的
信
頼
を
表
わ
す
言
葉
。
ま
ご
こ
ろ
を
込
め
て
、
仏
や
二
宝
に

帰
依
随
順
し
て
信
を
捧
げ
る
こ
と
。

帰
依
と
は
仏
を
信
仰
し
て
す
が
る
こ
と
。

僧
は
互

い
に
調
和
し
て
行
く
こ
と
。

お
釈
迦
さ
ま
の

「法
句
経
」
に
、

花
び
ら
の
色
と
香
り
を
そ
こ
な
わ
ず

た
だ
蜜
味

（あ
じ
）
の
み
を
た
づ
さ
え
て

彼
の
蜂
の
飛
び
去
る
如
く

人
々
の
住
む
村
々
に

か
く
聖
は
歩
め
か
し

い
ろ
い
ろ
な
美
し
い
花
が
咲
き
ま
す
と
、
虻
が
飛
ん
で
ま
い
り
ま
す
、

蜂
が
飛
ん
で
来
ま
す
。
そ
し
て
、
皆
こ
の
花
に
集
ま
り
ま
す
。
「何
の
為
に

蝶
や
蜂
が
花
に
集
ま
る
の
か
」
と
言

い
ま
す
と
、勿
論
こ
の
花
の
蜜
が
欲
し

い
か
ら
で
す
。
花
の
奥
の
方
に
深
く
し
ま

っ
て
お
り
ま
す
、そ
の
蜜
を
戴
こ

う
と
思
う
と
、
花
び
ら
へ
止
ま

っ
た
だ
け
で
は
蜜
は
取
れ
ま
せ
ん
。
中

ヘ

入

っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
開

い
て
お
り
ま
す
花
の
芯

髄
ま
で
、
こ
の
蜂
は
入

っ
て
行
き
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
入
り
か
た
は
、
乱
暴
な
入
り
方
は
致
し
ま
せ
ん
。
本
当
に

慎
ま
し
く
、
そ

っ
と
入

っ
て
、
戴
く
だ
け
戴
き
ま
す
。
精

一
杯
花
の
蜜
を

戴

い
て
、
そ

っ
と
ま
た
後
ろ
を
向
い
て
出
て
行
き
ま
す
。
蜂
に

一
番
感
心

す
る
こ
と
は
、
中

へ
入

っ
た
ら
今
度
は
出
る
時
に
花
び
ら
を
傷

つ
け
な
い

よ
う
に
出
て
行
く
の
で
す
。

そ
し
て
、出
る
時

に
体

へ
花
粉
を

一
杯
着
け
て
出
て
き
ま
す
。
蜜
を
貰

っ

た
代
わ
り
に
、
花
粉
を
体

へ
一
杯
塗
り
付
け
て
、
そ
し
て
隣

へ
行

っ
て
、
こ

の
花
粉
を
向
こ
う
の
花

へ
と
く

っ
つ
け
て
来
ま
す
。
こ
れ
が
仲
人
の
役
で

す
。
花
か
ら
言

っ
た
ら
、
「入

っ
て
も
ろ
う
て
有
難
う
」
。
そ
れ
が
な
か

っ

た
ら
結
婚
出
来
ま
せ
ん
。
花
が
結
婚
出
来
る
の
は
、
蜂
が
入

っ
て
く
れ
る

お
蔭
で
す
。

自
然
の
中
の
営
み
は
、
美
し
い
で
す
ね
。
お
互

い
に
損
な
わ
な

い
、
大

法
の
現
わ
れ
で
す
。
頂
戴
致
し
ま
し
た
、
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
そ
う

い
う
気
持
ち
で
、
蜂
は
花
び
ら
の
色
と
香
り
を
損
な
わ
ず
、
た
だ
蜜
味
さ

え
貰
う
た
ら

い
い
の
で
す
。
花
は
蜂
に
よ

っ
て
、
蜂
は
花
に
よ

っ
て
調
和

し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
自
然
の
調
和
の
営
み
が

″僧
″
の
意
味
で
す
。

そ
れ
を
私
達
に
花
と
蜂
と
に
よ

っ
て
見
せ
て
下
さ
る
仏
の
心
と
言
う
も

の
は
、
何
と
も
い
え
ま
せ
ん
。
そ
う
言
え
ば
実
は
蜂
も
仏
な
ん
で
す
。
花

も
仏
な
ん
で
す
。
と
言
う
事
が
解
か
っ
た
な
ら
ば
。

人
の
住
む
村
々
に
、
か
く
の
如
く
聖
は
歩
め
か
し
。
法
の
解
か
っ
た
人
を

聖
と
言

い
ま
す
。
仏
法
に
気
付

い
た
人
を
聖
と
言

い
ま
す
。

聖
に
、
私
も
あ
な
た
も
簡
単
に
な
れ
ま
す
。
今
す
ぐ
に
も
な
れ
ま
す
。

そ
れ
は
い
け
な

い
こ
と
を

い
け
な

い
こ
と
で
あ
る
と
知

っ
て
い
る
人
。
非

を
知
る
か
ら
非
知
り
。

聖
と
は
そ
ん
な
難
し
い
人
を
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

我
々
も
今
日
こ
こ
で
、
「
こ
れ
は
正
し
い

」

「
こ
れ
は
間
違

っ
て
い
る
」

と
言
う
、
こ
の
分
別
が
出
来
た
ら
、
そ
の
日
か
ら
聖
で
す
。
法
の
解
か
っ

た
人
は
、
蜂
が
相
手
を
損
な
わ
な

い
よ
う
に
、
人
生
を
生
き
る
在
り
か
た

は
、
波
風
を
起
こ
さ
な

い
よ
う
に
生
き
ま
す
。

そ
れ
を
厄
介
か
け
て
お
り
な
が
ら
、
後
か
ら
悪
口
を
言
う
。
そ
れ
は
ど

う
せ
気
に
入
ら
ん
処
も
在
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
蜂
を
ご
ら
ん
な
さ
い
。

蜂
は
何

一
つ
不
足
を
言

い
ま
せ
ん
。
「
こ
の
花
は
蜜
が
少
な
い
、
花
び
ら
な

と
破

っ
て
や
れ
、」
と
は
申
し
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
さ
ま
は
そ
こ
を
お

っ
し
や

っ
た
。
大
勢
の
人
が
住
ん
で
い
る
処
の
村
、
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
法
の

解
か

っ
た
人
は
蜂
の
様
に
生
き
ま
し
ょ
う
。
相
手
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
に
、

貰
う
だ
け
貰

っ
た
ら
、
せ
め
て
お
礼
を
し
て
帰
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
調

和
で
す
。
そ

う
い
う
風
に
聖
は
歩
め
り
。
こ
う
言
う
風
に
生
き
な
さ
い
よ
、

と
言

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
れ

一
つ
読
ん
だ
だ
け
で
、
皆
さ
ん
方
は
、
僧
の
世
界
と
言
う
も
の
が

解
か

っ
て
下
さ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

11

南
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布

施

よ
ろ
こ
ん
で
あ
た
え
る
人
間
と
な
ろ
う

物
が
あ
れ
ば
物
を

力
が
あ
れ
ば
力
を

知
識
が
あ
れ
ば
知
識
を

み
ん
な
に
あ
た
え
よ
う

な
け
れ
ば
自
分
の
中
に
育
て
て
あ
た
え
よ
う

花
は
美
し
さ
を
惜
し
ま
ず

小
鳥
は
楽
し

い
歌
を
惜
し
ま
な
い

あ
た
え
る
と
き
人
間
は
豊
か
に
な
り

惜
じ
む
と
き
命
は
貧
し
く
な
る

こ
れ
は
若
者
む
き
に

「
ほ
と
け
さ
ま
の
教
え
」
を
示
し
た

一
節
で
す
。

こ
こ
で
は

「施
す
」
と
い
う
言
葉
を

「よ
ろ
こ
ん
で
あ
た
え
る
」
と
現

代
的
な
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
ｃ

施
す
と
与
え
る
で
は
少
々
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違

い
ま
す
。
与
え
る
と
は
富

め
る
者
か
ら
貧
し
き
者

へ
、
日
上
の
者
か
ら
円
下
の
者

へ
、
親
か
ら
子
ヘ

と
総
て
上
下
の
関
係
の
も
と
で
行
わ
れ
る
や
り
と
り
で
あ
り
、
そ
れ
に
は

何
か
代
償
の
よ
う
な
も
の
が
期
待
さ
れ
や
す
い
行
為
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
施
す
と
は
全
く
次
元
か
異

っ
た
も
の
で
ご
く
自
然
な
形

で
代
償
な
ど
は
毛
頭
考
え
て
も
み
な
い
、
そ
う
し
な
く
て
は
い
ら
れ
な

い

た
だ
た
だ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
徹
し
た
菩
薩
行
と
も

い
え
る
も
の
で

あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

「布
施
」
と
い
え
ば
、
僧
に
金
品
を
施
す
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
方
が

12

多

い
と
思

い
ま
す
。
間
違

っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
正
し
く
は
財
施
と

い
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
僧
が
こ
の
報

い
の
た
め
、
読
経
を
し
た
り
仏

法
を
説
き
ま
す
。
こ
れ
を
法
施
と
い
い
ま
す
。

私
た
ち
は
施
し
と
い
え
ば
金
品
の
み
を
考
え
ま
す
が
、
最
も
身
近
か
に

何
時
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
に
で
も
心
が
け
ひ
と
つ
で
実
行
で
き
る
施

し
が
あ
り
ま
す
。

『雑
宝
蔵
経
』
に
無
財
の
七
施

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説

い
て
い
ま
す
。

一
、
眼
施

（慈
し
み
の
眼
を
も

っ
て
の
施
し
）

相
手
に
慈
愛
を
こ
め
た
涼
し

い
目
元
で
接
し
ま
す
。
こ
れ
が
眼
の
施
し

で
す
。
「眼
は
口
ほ
ど
に
も
の
を

い
い
」
と
申
し
ま
す
よ
う
に
、
眼
は
心
持

ち
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

一
、
和
顔
悦
色
施

（
ほ
ほ
え
み
の
顔
の
施
し
）

私
た
ち
は
と
か
く
喜
怒
哀
楽
を
顔
に
あ
ら
わ
し
や
す
い
の
で
す
が
、
怒

り
だ
け
は
ぐ

っ
と
こ
ら
え
て
、
相
手
に
い
い
印
象
を
あ
た
え
ま
し
ょ
う
。

一
、
名
言
辞
施

（愛
情
の
こ
も

っ
た
言
葉
の
施
し
）

仏
語
に

″和
顔
愛
語
″
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
和
や
か
な
顔
は
そ

れ
だ
け
人
の
心
を
和
ま
せ
ま
す
。
和
や
か
な
顔
か
ら
や
さ
し
い
言
葉
が
生

れ
ま
す
。　
一
つ
の
言
葉
で
相
手
を
よ
ろ
こ
ば
す
こ
と
も
で
き
、
傷

つ
け
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
ｃ
ほ
ん
と
う
の
顔
の
美
し
さ
は
、
そ
の
人
の
人
格
を
含

め
た
内
な
る
美
し
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

っ
て
、
顔
立
ち
の
問
題
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

一
、
心
施

（思

い
や
り
の
あ
る
心
の
施
し
）

相
手
の
身
に
な

っ
て
考
え
、
よ
ろ
こ
び
も
悲
し
み
も
共
に
分
ち
あ
え
る

心
が
必
要
で
す
。

同
時
に
自
分
の
心
を

い
つ
も
落

つ
か
せ
、
安
ら
か
に
保

つ
よ
う
努
力
す

る
こ
と
も
大
切
で
す
。

一、
就
施せ
（ま
め
ま
め
し
く
身
体
で
の
施
し
）

一
口
で
申
せ
ば
今
さ
か
ん
な
ボ
ラ
ン
テ
ァ
活
動
の
よ
う
に
、
か
ら
だ
で

親
切
な
お
こ
な
い
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
で
す
。

一
、
林
座
施

（座
を
ゆ
ず
り
合
う
施
し
）

乗
も
の
な
ど
で
、
お
と
し
よ
り
や
身
体
の
不
自
由
な
方
、
あ
る
い
は
疲

れ
た
方
な
ど
に
座
席
を
ゆ
ず
る
施
し
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
昔
か
ら
こ
の
実
践
行
を
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
ｃ

一
、　
一房
舎
施

（休
息
の
場
な
ど
を
気
持
よ
く
提
供
す
る
施
し
）

世
知
辛

い
昨
今
な
か
な
か
で
き
な

い
こ
と
で
す
が
、　
一
夜
の
宿
が
な
く

困

っ
て
い
る
方
に
家
を
提
供
す
る
施
し
の
こ
と
で
す
。

布
施
波
羅
蜜

生
口　
験
　
山

よヽ

う

一
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こ
ま
ち

で
ら

女ロ
土

思

山

補ふ

陀だ

洛 :

寺じ

ぬ
も
の
は
な
い
。
立
派
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
顛
覆
の
ざ
ま
は
見
ら
れ
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
、
人
間
生
活
に
も
そ
の
ま
ま
、
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

此
世
に
生
ま
れ
出
た
人
間
は

い
や
応
な
し
に
、
日
々
最
終
の
目
的
地
に
向

か

っ
て
進
み
ま
す
。
所
が
世
の
中
に
も
道
が
具

っ
て
い
て
、
す
べ
て
の
人

間
は
、
こ
の
道
を
意
識
す
る
と
せ
ぬ
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
踏
ま
ね
ば
な
り

ま
せ
ぬ
。
犬
や
描
は
道
で
な

い
所
で
も
平
気
で
歩
き
ま
す
。
人
間
だ
け
は

目
の
前
に
目
的
地
が
見
え
て
い
て
も
道
で
な

い
所
は
歩
き
ま
せ
ん
。
遠
ま

わ
り
を
し
て
も
、
や
は
り
、
道
を
通
り
ま
す
。
身
体
だ
け
道
を
通
る
の
で

な
く
、
精
神
も
ま
た
道
を
通

っ
て
日
々
生
活
す
る
の
で
、
人
間
が
万
物
の

霊
長
と
尊
敬
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
心
の
通
る
道
、
そ
れ
を
、
道
理
と

も

い
う
、
徳
と
も

い
う
の
で
す
が
、
こ
の
道
が
、
乗
物
に
於
け
る
軌
道
と

同
じ
よ
う
に
、
こ
の
軌
道
を
踏
み
は
ず
し
た
り
、
無
視
し
た
と
き
は
、
ど

れ
ほ
ど
地
位
が
高
く
て
も
、
有
力
者
で
も
、
脱
線
、
顛
覆
を
免
れ
る
こ
と

は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
制
裁
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
世
わ
た
り

の
き
び
し
さ
で
あ
り
ま
す
ｃ

そ
れ
は
人
間
が
作

っ
た
法
律
な
ど
で
は
な
く
、
誰
が
ど
ん
な
に
弁
護
し

て
も
の
が
れ
る
こ
と
の
出
来
な

い
自
然
の
法
則
で
あ
り
、
戒
律
で
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
戒
と
は
軌
道
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
軌
道
を
正
し
く
歩
む
の
が

持
戒
で
あ
り
ま
す
。

持

戒

「自
分
を
律
す
る
」
と
い
う
と
厳
し
い
よ
う
で
す
が
そ
ん
な
厳
し
い
意

味
で
な
く
、
私
達
は
で
き
る
だ
け
ル
ー
ル
を
守

っ
て
行
こ
う
と
い
う
気
持

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

「持
戒
波
羅
蜜
」
で
す
。
「持
」
は
保

つ
こ
と
、
も

ち
続
け
る
こ
と
で
す
。
怠

っ
た
り
、
忘
れ
な

い
よ
う
に
も
ち
続
け
る
。
「戒

」

も
あ
ま
り
難
し
く
考
え
ず
に
き
ま
り
を
守
り
自
分
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

願
い
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
電
車
の
軌
道
の
様
な
も
の
で
す
ｃ

あ
な
た
が
外
出
な
さ
る
時
に
は
、
ど
こ
へ
行
く
と
い
う
目
的
地
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
目
的
な
し
に
出
掛
け
る
と
い
う
こ
と
は
先
ず
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

中
に
は
ど
こ
と
い
う
あ
て
な
し
に
歩
く
散
歩
も
あ
る
と
い
い
た

い
人
も
あ

る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
散
歩
に
も
、
健
康
の
た
め
に
と
か
、
時
間
つ
ぶ
し
に

と
か
、
や
は
り
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
目
的
は
あ
り
ま
す
。

新
大
阪
を
出
た
新
幹
線
も
東
京
行
、
博
多
行
と
日
的
地
に
向
か
っ
て
走

り
ま
す
。
速
度
も
早

い
し
、
乗
心
地
は
快
適
で
す
ｃ
さ
す
が
世
界
に
誇
る

乗
物
だ
け
の
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
然
し
、

い
く
ら
、
さ
す
が
と

い
わ
れ
て

も
、
も
う

一
つ
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
レ
ー

ル
で
す
。
即
ち
軌
道
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
く
て
は
、
如
何
に
乗
物
が
立

派
で
も
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
軌
道
は
地
味
で
下

部
の
存
在
だ
か
ら
、
と
も
す
る
と
忘
れ
が
ち
で
す
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ

大
切
な
も
の
で
す
。
乗
物
の
車
輪
が
、
た
と
え
、
僅
か
で
も
軌
道
か
ら
離

れ
て
ご
覧
、
忽
ち
立
派
な
乗
物
も
顛
覆
し
、
脱
線
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

軌
道
を
無
視
し
た
な
れ
ば
、
す
ば
ら
し
い
能
力
を
備
え
て
い
て
も
、
そ
れ

を
発
揮
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
横
倒
し
に
な

っ
た
乗
物
ほ
ど
見
ら
れ
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会
苦
）、
欲
し
い
と
思
う
も
の
が
手
に
入
ら
な
い
こ
と
も

（求
不
得
苦
）
、
体

と
心
に
訪
れ
る
様
々
な
こ
と
も

（五
陰
盛
苦
）、
全
て
が
苦
悩
で
あ
る
と

い

う
こ
と
で
す
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
世
は
も
と
も
と
苦
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
楽
を
し
て

生
き
よ
う
な
ど
と
考
え
る
こ
と
自
体
が
間
違

い
な
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
苦

難
を
堪
え
忍
ん
で
こ
そ
生
き
る
価
値
が
あ
る
、
と
思
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。

深
い
苦
し
み
は
、
こ
れ
を
堪
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
い
ぶ
し
銀
の
よ
う

な
光
を
放
ち
、
私
た
ち
人
間
は
、　
一
つ
ひ
と
つ
苦
し
み
を
乗
り
越
え
な
が

ら
、
強
く
な
り
、
心
豊
か
に
な

っ
て
い
く
も
の
な
の
で
す
。

生
活
す
る
こ
と
は
苦
し
む
こ
と
で
あ
り
、
苦
し
む
こ
と
は
喜
び
楽
し
む

こ
と
で
す
。
生
活
す
る
こ
と
は
喜
び
や
苦
し
み
の
繰
り
返
し
で
す
。

辛
抱
し
、
堪
え
忍
ぶ
と
き
、
他
の
人
の
深

い
悲
し
み
も
察
知
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
無
言
の
い
た
わ
り
と
は
げ
ま
し
の
心
が
、
通

い
合
う
よ
う
に

な
る
は
ず
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
、
「能
く
堪
え
忍
び
得
る
者
は
、
有
力
な
偉
大
な
人
物
と

い
う
」
と
お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。

堪
え
忍
ぶ
こ
と
を
忘
れ
、
わ
め
き
に
わ
め
い
て
い
る
よ
う
な
今
日
の
世

の
中
は
、
果
た
し
て
人
間
の
社
会
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
…
。

忍
辱

（
ニ
ン
ニ
ク
）
と
い
う
言
葉
は
、
日
常
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
仏
教

語
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
中
国
料
理
な
ど
に
使
わ
れ
る
、
食
べ

て
く
さ
い
蒜
を
考
え
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う

で
は
な
く
、
忍
辱
と
は
、
不
平
不
満
を

い
わ
ず
に
辛
抱
し
て
、
堪
え
忍
ぶ

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

忍
辱
の
忍
は
、
し
の
ぶ
の
意
味
で
、
「忍
」
と
い
う
字
は
、
「
心
」
の
上
に

「刃
」
を
置
く
。
そ
の
よ
う
に
、
心
臓
に
刃
を

つ
き
つ
け
ら
れ
て
も
、
堪
え

忍
ぶ
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の

一
生
は
、
喜
び
勇
む
日
々
は
い
く
た
び
か
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

そ
れ
よ
り
も
苦
し
み
悩
み
、
嘆
く
日
々
の
方
が
、
も

っ
と
多

い
よ
う
で
す
。

誰
も
好
ん
で
苦
労
を
し
た

い
と
は
思

っ
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
、
幼
子

の
紅

い
は

っ
ぺ
た
を
見
て
い
た
ら
、
お
前
に
だ
け
は
苦
労
は
さ
せ
な
い
よ

と
、
ほ
お
ず
り
し
た
く
な
る
の
も
親
の
情
で
す
。
だ
か
ら
、
で
き
る
こ
と

な
ら
苦
労
な
し
で
過
ご
し
た
い
と
思
う
し
、
そ
れ
で

一
生
過
ご
せ
た
ら
言

う
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
の
が
人
の
世
で
あ
り
、
人

生
な
の
で
す
。

こ
の
世
を

「娑
婆
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
忍
土
、
堪
忍
土
と
訳
さ

れ
、
あ
ら
ゆ
る
四
苦
八
苦
を
忍
ぶ
世
界
。

つ
ま
り
、
人
の
世
は
、
忍
の
心
、

堪
忍
の
気
持
が
な
く
て
は
、　
一
日
も
暮
せ
な
い
処
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。

四
苦
八
苦
と
は
、
生
ま
れ
る
こ
と
も
、
老

い
る
こ
と
も
、
病
気
す
る
こ

と
も
、
死
ぬ
こ
と
も
苦
し
み
で
あ
り

（生
老
病
死
苦
）
、
愛
し
て
い
る
人

と
別
れ
る
こ
と
も

（愛
別
離
苦
）、
愛
し
て
い
な
い
者
と
会
う
こ
と
も
（怨
憎

忍
辱
波
羅
蜜
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で
す
。

退
か
ぬ

牛
の
歩
み
を

み
ず
か
ら
の

歩
み
と
な
し
て
　
進
む

一
道
で

斗，
。こ

う
し
て
、
精
と
進
と
、
重
ね
合
せ
て
精
進
。
精
進
こ
れ
仏
の
道
、
理

想

へ
向
う
努
力
、
向
上

へ
の
つ
と
め
、
目
的
を
め
ざ
し
て
の
は
げ
み
、
精

進
す
な
わ
ち
人
生
、
と
重
視
さ
れ
る
、
強
調
さ
れ
る
、
ゆ
え
ん
で
し
ょ
う
。

玉
み
が
か
ざ
れ
ば
、
光
な
し
、
と
古
人
は
言

い
ま
し
た
。

金
剛
石
も
み
が
か
ず
ば
、
玉
の
光
は
添
わ
ざ
ら
ん
、
で
し
た
ね
。

時
計
の
針
の
た
え
ま
な
く
、
め
ぐ
る
が
ご
と
く
時
の
ま
も
、
ひ
か
げ
惜

し
み
て
、
は
げ
み
な
ば
、

い
か
な
る
業
か
、
な
ら
ざ
ら
ん

と
い
う
の
も
、
も
の
の
道
理
で
し
ょ
う
。

秒
き
ざ
む
時
計
を

い
つ
も
手
に
は
め
て
暮
ら
せ
ど
も
何
た
る
時
間
の
浪

費で
あ

っ
た
．の
で
は
、
な
さ
け
な

い
で
す
よ
ね
。
も

っ
た
い
な

い
で
す
よ
ね
。

朝
に
道
を
聞
か
ば
タ

ベ
に
死
す
と
も
可
な
り

と
ま
で
古
人
は
強
調
し
て
い
ま
す
。

や
れ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
。
や
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る

と
い
う
き
び
し
い
指
摘
も
あ
る
こ
と
で
す
。

ま
ず
や
る
こ
と
、

つ
と
め
る
こ
と
、
は
げ
む
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
も
、

継
続
す
る
こ
と
、

つ
づ
け
る
こ
と
、
不
退
転
に
、
あ
と
ず
さ
り
す
る
こ
と

な
く
、　
一
足
づ

つ
で
も
、　
一
歩
ず

つ
で
も
。
継
続
は
力
な
り
、
で
す
。
念

ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
、
で
す
。
目
標
に
向

っ
て
、
め
ざ
す
理
想
実
現
の
た
め

に
、
心
願
を
成
就
し
お
わ
る
ま
で
。

ご
存
知
の
般
若
心
経
の
末
尾
の
文
、
「ギ
ャ
テ
ィ
、
ギ
ャ
テ
ィ
、

省
フ
ギ

精
進
是
仏
道

精
進
は
シ
ョ
ウ
ジ
ン
と
読
み
ま
す
。
セ
イ
シ
ン
と
は
言

い
ま
せ
ん
。
精

と
い
う
字
は
、

コ
マ
カ
イ
と
い
う
意
味
や
ら

（精
密
と
い
う
で
し
ょ
う
）、

ス
グ
レ
タ
、
ヨ
リ
ス
グ
ツ
タ
と
い
う
意
味
や
ら

（精
鋭
、
精
選
、
）
シ
ア
ゲ

ル
、

マ
ジ
リ
ケ
ノ
ナ
イ
モ
ノ
ニ
シ
ア
ゲ
ル

（精
自
、
精
米
）、
イ
ノ
チ
、

タ
マ
シ
イ
、

コ
コ
ロ

（精
霊
、
精
魂
、
精
神
、
精
力
）
や
ら
と
、
意
味
す

る
と
こ
ろ
の
多

い
字
で
す
。
精
ヲ
入
レ
ル
、
精
ヲ
出
ス
、
精
イ

ッ
パ
イ
と

い
っ
た
言
葉
に
は
、そ
ん
な
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
み
た
い
。

コ
マ
カ
ク
、
タ
ン
ネ
ン
ニ
、　
一
点

一
画
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
そ
し
て
、

正
確
に
、
確
実
に
、
そ
し
て
ま
た
、
コ
コ
ロ
を
入
れ
て
、
た
ま
し
い
を
こ

め
て
、
ひ
と
す
じ
に
、
努
力
す
る
、
つ
と
め
は
げ
む
、
仕
上
げ
て
い
く
、

レ
し
い
う
こ

，ｃ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

ど
ん
な
も
の
も
、
あ
め
つ
ち
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
が
、
そ

ん
な
営
み
を
、
そ
ん
な
生
き
ざ
ま
を
し
て
い
る
み
た
い
。

い
い
え
、
し
て

い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
み
た

い
。
本
ノ
精
、
花
ノ
精
、
水
ノ
精
、
火
ノ

精
…
…
、

い
の
ち
の
精
の
み
ん
な
み
ん
な
が
、　
一
切
す
べ
て
が
、
精
あ
る

も
の
と
し
て
、
精
あ
る
と
お
り
に
、
精

一
杯
に
、
精
を
出
し
き

っ
て
い
く
。

精
根
を

つ
く
す
。
そ
し
て
進
ん
で
い
く
。
精
を
も

っ
て
進
ん
で
い
く
。
精

の
ま
ま
に
進
ん
で
い
く
。
精
進
あ

っ
て
こ
そ
成
長
が
あ
る
。
精
進
し
て
こ

そ
、
繁
栄
が
あ
る
。
そ
う

い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

進
は
ス
ス
ム
、
退
カ
ヌ
コ
ト
で
す
。
前
進
で
す
。
日
進
月
歩
、
進
行
形

で
す
。
さ
ら
さ
ら
さ
ら
と
水
の
流
れ
て
と
ど
こ
お
ら
ぬ
ご
と
く
、
常
に
進

行
形
。
わ
が
前
に
道
は
な

い
が
、
わ
が
後
に
道
が
出
来
る
、
と
い
う
も
の

ャ
テ
ィ
、

ハ
ラ
ソ
ウ
ギ
ャ
テ
ィ
、
ボ
ー
ジ
ソ
ワ
カ
」
と
い
う
の
は
、
実
は
、

こ
の
心
意
気
を
、
心
が
け
を
、
あ
り
方
を
、
生
き
ざ
ま
を
、
示
し
教
え
た

も
の
だ
そ
う
で
す
よ
。

は
げ
め
よ
は
げ
め
よ
、
進
め
よ
進
め
よ
、
目
的
に
向

っ
て
、
精

一
杯
に
、

す
べ
て
の
智
恵
と
努
力
を
結
集
し
て
、
総
動
員
さ
せ
て
、
目
的
達
成
ま
で
、

心
願
成
就
の
あ
か
つ
き
ま
で
、
な
し
と
げ
よ
。

そ
う

い
う
は
げ
ま
し
の
、
叱
咤
勉
励
の
か
け
声
な
の
で
す
。

精
進
是
仏
道
、
ま
こ
と
に
、
精
進
こ
そ
は
、
み
ほ
と
け
の
示
し
た
ま
テ

ひ
と
す
じ
の
道
、
仏
国
土
に
、
楽
邦
土
に
、
到
り

つ
く
た
め
の
、
た
だ
ひ

た
す
ら
の
道
。

い
う
と
こ
ろ
の
精
進
料
理
な
る
も
の
も
、
か
く
あ
る
た
め
の
、
か
く
な

る
人
生
道
の
た
め
に
適
切
な
る
、
有
効
な
る
、
ゼ
イ
タ
ク
三
味
に
流
れ
得
　
　
９

ぬ
た
め
の
、
簡
素
に
し
て
質
実
な
る
、
食
事
の
質
と
量
な
の
だ
と
い
わ
ん

が
た
め
の
、
示
さ
ん
が
た
め
の
、
命
名
な
の
だ
と
、

つ
つ
し
ん
で
受
け
取

り
た
い
も
の
で
す
。

時
は
今

と
こ
ろ
足
も
と
　
こ
の
こ
と
に
　

つヽ
ち
こ
む

い
の
ち
　

水ヽ
遠
の

み
い
の
ち

今
は
た
だ
　
ラ」
の
ひ
と
こ
と
を
な
さ
ん
の
み
　
ひ
と
こ
と
の
ほ
か
に

思

フヽ
こ
と
な
し

今
を
、
こ
こ
を
、
こ
の
私
を
、
選
び
と

っ
た
ひ
と
す
じ
道
を
、
マ
イ
ウ

エ
イ
、　
マ
イ
ラ
イ
フ
、
こ
の
道
よ
り
わ
れ
を
生
か
す
道
な
し
、
こ
の
道
を

歩
く
、
そ
の

一
道
を
、
そ
の

一
生
涯
を
、
さ
あ
、
行
こ
う
、
歩
も
う
、
精

進
し
よ
う
。

（精
進
＝
梵
語
で
は
、
ヴ
ィ
ー
リ
ャ
。
努
力
と
訳
す
。
）

精
進
波
羅
密
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ね

ん

らヾ

つ

じ

念

仏

寺

右
京
区
太
秦
安
井
北
御
所
町
１９
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（〇
七
五
）八
二
一
―
五
五
五
〇

市
バ
ス
タ
馬
塚
町
終
点
下
車

し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
を
「同
行
二
人
」
と
申
し
ま
す
。
四
国
の
お
遍
路

さ
ん
や
西
国
の
巡
礼
さ
ん
が
頭
に
乗
せ
る
笠
に
「同
行
二
人
」
と
書
か
れ
て

あ
る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
遍
路
さ
ん
は
弘
法
大
師
さ
ま
と
、
巡
礼
す

る
人
は
観
音
さ
ま
と
、
そ
れ
ぞ
れ
同
行
二
人
の
旅
を
続
け
る
の
で
す
。
私

達
の
心
中
に
真
実
の
自
己
を
求
め
る
修
行
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
静
か
に

座
る
の
も
、
真
実
の
自
己
に
出
会
う
為
の
修
行
で
す
。
「座
る
」
と
言
う
漢

字
は
今
は
常
用
漢
字
で
「座
」
の
字
に

一
定
し
て
い
ま
す
が
、
本
来
は

（ま

だ
れ
）
の
な
い
「坐
」
と
書
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
坐
の
字
は
土
の

上
に
人
が
二
人
座

っ
て
い
る
形
で
す
が
、
二
人
と
も
私
な
の
で
す
。
ど
ち

ら
で
も

い
い
、
か
り
に
左
側
の
「人
」
を
、
泣

い
た
り
笑

っ
た
り
、
怒

っ
た

り
し
て
い
る
気
ま
ま
な
自
分
と
し
ま
し
ょ
う
。
子
供
た
ち
が

「今
泣

い
た

カ
ラ
ス
が
も
う
笑
う
」
と
言

い
ま
す
が
、
む
し
ろ
大
人
の
私
た
ち
の
表
情
の

方
が
刻
々
に
変
わ

っ
て
行
き
ま
す
。
こ
ん
な
自
分
を
「感
性
的
な
自
我
（
エ

ゴ
ご
と
い
う
の
で
す
。

感
情
の
ま
ま
に
変
わ

っ
て
い
く
浅
ま
し
い
自
分
の
顔
を
鏡
で
見
た
と
き
、

「そ
ん
な
顔
を
や
め
た
ら
ど
う
だ
」
と
、
笑
顔
に
引
き
戻
し
て
く
れ
る
の
も

自
分
で
す
。
こ
の
も
う

一
人
の
自
分
を
「本
来
的
の
自
己
」
と
言

い
ま
す
。

感
性
的
な
自
我
と
本
来
的
な
自
己
と
の
二
人
の
対
話
を
示
す
の
が
「坐
」
の

字
で
す
。
他
者
と
の
対
話
も
大
事
で
す
が
、
更
に
欠
か
し
て
は
な
ら
な
い

の
が
、

エ
ゴ
と
セ
ル
フ
と
の
コ
一人
の
自
分
と
の
対
話
」
だ
と
思

い
ま
す
。

私
達
は
泣

い
た
り
笑

っ
た
り
す
る
の
が
自
分
だ
と
思

い
込
ん
で
い
る
と
こ

ろ
に
、
混
乱
が
起
き
る
の
で
す
。
「泣

い
て
い
る
ぞ
、
笑

っ
て
い
る
ぞ
、
そ

ん
な
こ
と
じ
ゃ
だ
め
だ
ぞ
」
と
自
分
を
リ
ー
ド
し
て
く
れ
る
、
も
う

一
人
の

自
分
と
対
話
が
出
来
ま
す
と
、
自
然
に
自
分
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
る
の

心
を
静
め
る

禅
定
は
、
心
を
静
め
る
こ
と
と
思

っ
て
戴
け
れ
ば
結
構
で
す
。　
一
日

一

度
は
静
か
に
座

っ
て
み
る
と
言
う
こ
と
が
肝
要
で
す
。
女
性
の
方
な
ら
お

化
粧
の
為
に
鏡
と
向
か
い
合
う
時
を
禅
定
の
時
間
と
し
た
ら
い
い
の
で
す
。

鏡
に
向
か
い
、
鏡
を
見
る
と
申
し
て
も
ガ
ラ
ス
の
鏡
を
見
る
の
が
日
的
で

は
な

い
で
し
ょ
う
。
自
分
と
顔
が
自
分
で
見
え
な
い
か
ら
鏡
を
み
る
の
で

し
ょ
う
。
私
は
深

い
祈
り
を
込
め
て
申
し
ま
す
。
「鏡
を
見
る
と
い
う
こ
と

は
自
分
に
出
会
う
事
で
あ
る
」
と
。

鏡
と
向
か
い
合
う
の
は
外
出
の
時
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
あ
せ
っ
た
り
、
イ

ラ
イ
ラ
し
た
り
、
怒

っ
た
り
、
悔
し
か

っ
た
り
す
る
時
に
、
ち
ょ
っ
と
鏡

を
見
ま
し
ょ
う
。
「す
て
き
な
膨
れ

っ
面
だ
、
記
念
写
真
を
撮

っ
て
お
こ
う

か
」
と
、一一［
う
よ
う
な
感
想
は
起
き
な
い
で
し
ょ
う
。
鏡
に
写
る
自
分
の
膨

れ

っ
面
を
見
た
時
「し
ま

っ
た
」
と
思

っ
て
、
思
わ
ず
顔
の
突

っ
張
り
が
緩

み
ま
す
。
顔
の
ス
ペ
ア
が
幾

つ
も
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
怒

っ
た

顔
に
な
る
の
も
自
分
の
せ
い
な
ら
、
笑
顔
に
な
る
の
も
自
分
の
は
た
ら
き

で
す
。
私
は
こ
の
こ
と
を
「自
分
の
中
に
い
る
、
も
う

一
人
の
自
分

・
あ
な

た
の
中
に
い
る
も
う

一
人
の
あ
な
た
」
と
、
こ
う
申
し
あ
げ
て
み
た
い
。

鏡
に
映
る
自
分
の
面
影
を
よ
く
見
詰
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
私
達
は
自

分
の
中
に
隠
れ
て
い
る
も
う

一
人
の
真
実
の
自
分
に
巡
り
会
え
る
の
で
す
。

影
と
本
体
と
は
い
つ
も

一
緒
で
す
。
感
情
の
ま
ま
に
動
く
私
は
、
い
わ
ば

鏡
に
映
る
影
の
私
で
す
。
影
の
私
か
ら
何
か
話
し
か
け
ら
れ
て
、
私
達
は

真
実
の
「私
」
に
出
会
え
る
の
で
す
。

真
実
の
私
と
、
感
情
の
私
と
が
、
小
さ
い
私
達
の
身
中
に
い
つ
も
同
居

で
す
。
し
か
し
残
念
な
事
に
今
は
自
我
を
主
張
す
る
事
だ
け
に
な

っ
て
い

ま
す
。
こ
の
自
我
を
批
判
す
る
も
う

一
人
の
自
己
を
開
発
し
て
い
く
教
育

が
遅
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
二
人
の
自
分
の
対
話
と
言
う

こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
八
木
重
吉
さ
ん
の
詩
を
読
ん
で
み
た
い
。
八
本
重

吉
さ
ん
は
胸
の
病
気
で
四
十
九
歳
で
亡
く
な

っ
た
詩
人
で
す
。
八
木
さ
ん

は
ま
た
、
敬
け
ん
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
し
た
。

私
の
ま
ち
が

い
だ

っ
た
　
　
私
の
　
ま
ち
が
い
だ

っ
た
　
　
こ
う
し

て
　
草
に
す
わ
れ
ば
そ
れ
が
わ
か
る
。

「私
の
ま
ち
が
い
だ

っ
た
」
と
、
三
度
も
繰
り
返
す
と
こ
ろ
に
、
単
な
る

ミ
ス
で
な
く
て
根
本
的
な
ミ
ス
の
自
党
を
う
た

っ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま

す
。
根
本
的
な
ミ
ス
は
何
か
と
言
え
ば
、
総
て
の
事
を
自
分
の
外
に
、
幸

せ
の
種
も
不
幸
に
な
る
原
因
も
全
部
、
自
分
の
外
に
あ
る
の
だ
と
ば
か
り

思

っ
て
、
他
を
責
め
た
り
人
を
責
め
た
り
し
て
来
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
根

本
的
な
間
違

い
で
あ

っ
た
。
間
違

い
で
あ

っ
た
と
言
う
事
が
、
「草
の
上
に

座

っ
て
み
て
、
始
め
て
分
か

っ
た
」
と
言
う
の
で
す
。
私
達
も
、
草
の
上
で

な
く
て
も
何
処
で
も
良

い
、
お
化
粧
の
時
で
も
静
か
に
座

っ
て
み
る
と
、

自
分
の
間
違

い
が
、
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
手
に
取
る
よ

う
に
分
か

っ
て
く
る
と
、
心
の
中
に
ぽ

っ
つ
り
と

一
つ
の
明
か
り
が
見
え

ま
す
。
間
違

い
を
照
ら
し
、
気
付
か
し
め
ら
れ
る
の
が
明
か
り
で
す
。
部

屋
の
中
が
真

っ
暗
で
も
、

マ
ッ
チ

一
本
の
明
か
り
で
大
体
の
方
向
が
付
く

よ
う
な
も
の
で
す
。

禅
定
波
羅
密
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寺
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仏
光
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五
Ｙ
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八
五
五

市
バ
ス
四
条
河
原
町
下
車

元
来
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
は
偶
像
を
礼
拝
す
る
教
え
で
は
な
い
筈
で
あ

る
。
釈
尊
滅
後
の
仏
教
徒
は
お
釈
迦
さ
ま
の
像
す
ら
造

っ
て
ま

つ
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
日
あ
ま
た
の
種
類
の
仏
像
が
出
来
て
ま
つ
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
い
ず
れ
の
仏
像
も
何
か
を
象
徴
し
て
い
る
こ
Ｌ
に

は
ち
が
い
な

い
。
文
殊
さ
ま
も
獅
子
も
、
そ
れ
ぞ
れ
人
の
心
を
表
わ
し
て

い
る
。

仏
減
後
五
百
年
の
間
は
石
に
法
輪
を
刻
ん
だ
り
、
菩
提
樹
の
下
で
お
釈

迦
さ
ま
が
お
悟
り
を
ひ
ら
か
れ
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
、
そ
の
本
を
植
え
て

礼
拝
の
対
象
に
し
て
い
た
。

そ
う

い
う
意
味
で
、
こ
の
寺
で
は
文
殊
さ
ま
の
像
を
敢
え
て
他
に
ま
つ

っ
て
、
文
殊
さ
ま
の
乗
ら
れ
る
獅
子
に
各
自
が

一
度
乗

っ
て
も
ら

い
、
自

ら
文
殊
菩
薩
の
自
党
を
し
て
い
た
だ
き
、
文
殊
さ
ま
の
心
境
に
な

っ
て
戴

き

た
い
と
願

っ
て
い
る
。

獅
子
が
人
の
欲
望
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
文
殊
菩
薩
は
智
恵
を
表
し
て

い
る
、
俗
に
文
殊
の
智
恵
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

仏
教
は
自
党
の
宗
教
と
言
わ
れ
る
。
自
分
の
中
に
尊

い
仏
性
を
自
党
し

た
り
救
わ
れ
難

い
煩
悩
を
自
覚
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
そ

う
い
う
自
分
を
寂
か
に
観
て
ゆ
く
の
が
、
仏
教
で
い
う
智
恵
の
働
き
に
よ

Ｚ一
。

智
恵
授
く
菩
薩
は
い
ず
こ

な
が
で
ら
の
空
け
し
文
殊
の
獅
子
乗
り
て
み
よ

ど
の
よ
う
に
し
て
文
殊
の
智
恵
を
は
た
ら
か
せ
る
の
か

仏
教
の
究
極
す
る
と
こ
ろ
は
、
智
恵

（
仏
智
）
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

如
何
に
し
て
、
欲
望
の
獅
子
に
噛
ま
れ
ず
に
、
而
も
そ
の
獅
子
の
威
を
衰

文
殊
の
智
恵
は
だ
れ
の
も
の

森
鴎
外
の
作
品
ヰ
タ

・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
に
、
世
間
の
人
は
性
欲
の
虎
を

放
し
飼

い
に
し
て
、
ど
う
か
す
る
と
、
そ
の
背
に
騎

っ
て
、
滅
亡
の
谷
に

墜
散
る
。
―
―
中
略
―
―
羅
漢
が
馴
れ
た
虎
を
そ
ば
に
寝
か
し
て
置

い
て

い
る
。
あ
の
虎
は
性
欲
の
象
徴
か
も
知
れ
な

い
。
た
だ
馴
ら
し
て
あ
る
だ

け
で
、
虎
の
怖
る
べ
き
威
は
衰
え
て
い
な

い
の
で
あ
る
と
、

で
，
一
節
が

あ
る
。
文
殊
菩
薩
が
乗

っ
て
い
る
の
は
獅
子
だ
か
ら
虎
と
い
う
よ
リ
ラ
イ

オ
ン
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
猛
獣
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
な

い
。
せ
い
ぜ

い
牛
や
馬
や
象
に
乗
る
な
ら
判
る
が
、
そ
ん
な
百
獣

の
王
と
い
わ
れ
る
物
騒
な
動
物
に
乗
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
穏
や
か
な
こ
と

で
な

い
。
人
間
が
近
づ
け
ば
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
噛
み
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

２

し
か
も
、
そ
れ
に
ま
た
が

っ
て
行
く
と
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
　

　

２

鴎
外
の
小
説
に
言
う
よ
う
に
獅
子
を
性
欲
に
限
ら
ず
、　
一
般
に
欲
望
を

象
徴
す
る
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
。

総
て
の
人
間
は
仏
教
で
い
う
三
毒
煩
悩
の
ひ
と
つ
の
ど
ん
欲
か
ら
逃
れ

得
な

い
。
欲
望
は
ま
さ
に
炎
の
ご
と
く
燃
え
、
時
と
し
て
は
我
身
さ
え
も

焼
き
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
肉
体
の
存
続
す
る
か
ぎ
り
そ
の
火

は
決
し
て
消
え
る
こ
と
が
な

い
。
酒
や

・
異
性
や

。
金
の
欲
望
の
た
め

時
と
し
て
は
手
段
を
選
ば
ず
、
ど
れ
ほ
ど
の
人
々
が
、
あ
た
か
も
欲

望
と
い
う
獅
子
に
噛
み
殺
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
怖
る
べ
き
獅
子

の
威
は
そ
の
ま
ま
で
、
衰
え
さ
せ
ず
に
馴
ら
し
て
い
く
、
ま
さ
に
そ
れ
が

文
殊
ボ
サ
ツ
さ
ま
で
、
文
殊
の
智
恵
と
い
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

獅
子
に
乗

っ
て
み
よ
う

え
さ
せ
ず
に
馴
ら
し
て
ゆ
く
か
、
そ
う
ゆ
う
智
恵
が
は
た
ら
く
よ
う
に
な

る
た
め
に
、
仏
教
の
修
行
と
し
て
座
禅
、
唱
題
、
称
名
、
な
ど
色
々
あ
る

の
だ
ろ
う
が
、
浄
土
宗
で
は
法
然
上
人
の
教
え
に
よ
り
口
で
ナ
ム
ア
ミ
ダ

ブ
ツ
と
お
念
仏
を
称
え
る
中
に
、
そ
の
智
恵
が
は
た
ら
く
よ
う
に
な
る
と
、

教
え
て
い
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
般
若
心
経
の
般
若
は
イ
ン
ド
の
古

い
言
葉
の
パ
ン

ニ
ャ
を
漢
音
に
音
写
し
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
は
智
恵
と
い
う
こ
と
に
訳

さ
れ
る
。
智
恵
は
書
物
や
テ
レ
ビ
で
知

っ
た
り
学
習
し
て
働
き
出
す
も
の

で
は
な

い
。
た
と
ぇ
て
み
る
と
、
平
素
な
に
げ
な
く
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
が
、
数
億
の
人
の
中
か
ら
、
知
人
を

一
瞬
に
し
て
、
判
別
す
る
よ
う
な

こ
と
は
選
び
方
を
習

っ
た
う
え
で
、
す
る
こ
と
で
な
い
が
大
変
な
こ
と
を

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

そ
の
よ
う
に
習

っ
て
働
き
だ
す
も
の
で
な
い
が
、
自
分
の
中
で
、
深
く
　
　
２

自
分
を
見
て
ゆ
く
働
き
を
す
る
の
が
御
恵
で
あ
る
。

欲
望
や
怒
り
で
暴
れ
狂
う
獅
子
の
よ
う
な
自
分
を
静
か
に
凝
視
し
て
ゆ

く
も
の
、
酒
に
酔

い
し
れ
て
い
る
肉
体
を
酔

い
も
せ
ず
正
視
し
て
い
る
、

そ
う
い
う
も
の
が
、
般
若
と
い
わ
れ
る
智
恵
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら

そ
う
い
う
智
恵
を
如
何
に
し
て
働
か
せ
る
の
か
。

智
恵
，波
羅
密
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文
殊
菩
薩
と
は
…
…
？

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
に
、
も
と
の
意
味
が

わ
か
ら
な
い
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
わ
ざ
の

ひ
と
つ
に
、
「二
人
寄
れ
ば
文
殊
の
智
恵
」
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
。
期
日
恵
の
仏
さ
ま
」
と
信
仰

さ
れ
、
崇
敬
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
獅
子
に
乗

っ

た
御
姿
で
、釈
尊
の
左
に
お
ら
れ
ま
す
。
右
の
自

象
に
乗

っ
た
慈
悲
を
表
わ
す
普
賢
菩
薩
と
共
に

釈
迦
三
尊
と
し
て
お
祀
り
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

華
厳
経
の
中
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
め
ぐ
り

あ

い
、
そ
の
人
生
訓
を
訪
ね
歩

い
た
善
財
童
子

の
話
が
あ
り
ま
す
が
、
童
子
が
最
初
に
出
会

っ

た
の
が
こ
の
文
殊
菩
薩
で
し
た
。
そ
の
教
え
に

従

い
、
人
生
求
道
の
旅
を
続
け
た
童
子
は
五
十

二
人
目
の
時
、
目
的
を
達
成
し
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
（東
海
道
五
十
二
次
道
中
ス
ゴ
ロ
ク
の

名
の
由
来
）。

文
殊
菩
薩
の
縁
日
は
毎
月
二
十
五
日
と
さ
れ

て
い
て
、天
神
さ
ま
と
同
様
特
に
学
問
、
智
恵
を

授
け
て
下
さ
る
仏
さ
ま
と
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

ヽ

ヽ

、

一

＼

あ
と
が
き

昨
年
二
重
の
近
畿
ツ
ー
リ
ス
ト
社
が
京
都
文
殊
霊
場
め
ぐ
り
を
募
集
し
て
お
と
ず
れ
て
頂

い
た
の
が

好
評
だ
と
言
う
こ
と
で
、
日
帰
り
で
は
全
部
を
廻
り
き
れ
な
い
為
、　
一
泊
旅
行
で
全
部
を
廻
る
プ
ラ

ン
で
募
集
し
た
い
の
で
、
そ
の
参
考
に
な
る
資
料
を
。
と
の
要
望
が
あ
り
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
送
り

小
グ
ル
ー
プ
に
は
キ
ャ
ラ
バ
ン

（九
人
乗
り
）
タ
ク
シ
ー
の
斡
旋
も
さ
せ
て
頂
く
と
、
更
に
は
誘

い

へ
の
勧
奨
の
為
に
、
夫
々
の
寺
で
ど
の
様
な
接
点
を
持

つ
か
を
、
レ
ジ
メ
を
示
せ
ば
利
用
に
便
利
な

の
で
は
と

「文
殊
霊
場

へ
の
誘

い
」
と
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
の
小
冊
子
を
作
ろ
う
と
し
た
が
、
多
忙
な

の
か
、
仲
々
皆
さ
ん
か
ら
の
原
稿
が
頂
け
ず

一
年
以
上
の
遅
延
と
な

っ
た
が
、
や
っ
と
そ
れ
ら
し
き

も
の
が
整

っ
た
の
で
印
刷
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

意
図
す
る
と
こ
ろ
と
ま
だ

へ
だ
た
り
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
次
の
機
会
に
期
待
す
る
と
こ

ろ
大
に
し
て
、
出
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
参
考
と
な
り
、
誘

い
に
な
れ
ば
幸
せ
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
（
Ｓ
６０

．
８
月
）

又ヽ
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