
 
 

う
し
た
か
た
ち
で
江
戸
の
文
化
の
影
響
が
表
れ
て
い
る
こ
と
も
非
常
に
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
自
由
学
園
は
、
新
時
代
の
女
性
と
し
て
必
要
な
教
育
を

施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
も
そ
も
、
羽
仁
も
と
子
が
自
分
の
娘
が
小
学

校
で
受
け
て
い
る
教
育
を
疑
問
視
し
た
こ
と
が
発
端
で
し
た
。
我
々
は
自
分

の
子
ど
も
や
孫
が
本
当
に
か
わ
い
い
。
そ
の
子
へ
の
愛
か
ら
、
他
者
の
子
を

愛
す
る
こ
と
へ
と
至
る
考
え
方
が
自
由
学
園
の
発
端
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
正
自
由
教
育
に
つ
い
て
は
二
〇
一
四
年
度
の
池
袋
学
で
話
し
ま
し
た

が
、
個
性
の
尊
重
、
池
袋
児
童
の
村
小
学
校
、
こ
れ
は
芦
屋
児
童
の
村
小
学

校
と
対
を
な
す
も
の
で
す
。
そ
し
て
立
教
大
学
。
立
教
大
学
の
校
歌
は
「
自

由
の
学
府
」
と
い
う
歌
詞
で
終
わ
り
ま
す
が
、
六
大
学
の
他
の
大
学
と
は
違

い
、
立
教
大
学
だ
け
は
「
立
教
」
で
終
わ
ら
ず
「
自
由
の
学
府
」
で
終
わ
り

ま
す
。
戦
時
中
は
「
自
由
の
学
府
」
を
外
せ
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
う
し

た
中
で
も
な
ん
と
か
粘
り
強
く
守
っ
て
き
た
と
い
う
の
も
、
非
常
に
重
要
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

■
お
わ
り
に 

 

こ
う
し
た
自
由
な
伝
統
を
持
つ
池
袋
を
自
由
文
化
都
市
と
し
て
創
造
し

て
い
く
こ
と
。
去
年
の
「
戦
後
池
袋
の
検
証

―
ヤ
ミ
市
か
ら
自
由
文
化
都

市
へ
」
を
や
り
ま
し
た
。
我
々
は
、
ヤ
ミ
市
が
あ
る
種
の
反
体
制
的
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
根
幹

に
あ
っ
た
の
は
、
権
威
に
対
し
て
新
た
な
も
の
を
つ
く
っ
て
い
く
意
欲
や
反

発
で
し
た
。
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
は
平
和
へ
の
希
求
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

現
在
、
池
袋
の
街
は
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
な
ど
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
よ
っ

て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
も
、
や
は
り
主
流

の
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
の
あ
る
種
の
反
発
で
あ
る
と
云
え
ま
す
。 

 

池
袋
に
は
、
身
を
削
っ
て
反
発
し
な
が
ら
創
造
し
て
い
く
文
化
と
い
う
も

の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
身
を
削
る

―
「
痩
せ
る
」
と
い
う
言
葉
は
「
優
し

い
」
の
語
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。
優
し
さ
の
語
源
は
「
痩
せ
る
」

―
自
分

の
身
を
削
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

太
っ
て
い
く
カ
ル
チ
ャ
ー
で
な
く
、
痩
せ
て
い
く

―
自
分
の
身
を
削
っ

て
い
く
カ
ル
チ
ャ
ー
を
守
る
こ
と
。
こ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
、
豊
島
区
の
掲

げ
て
い
る
「
国
際
ア
ー
ト
・
カ
ル
チ
ャ
ー
都
市
構
想
」
の
根
底
に
あ
る
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
ア
ー
ト
と
は
「
芸
術
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
「
人
間
が

つ
く
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
す
。
人
間
が
つ
く
る
と
も
の
と
し
て
の
「
ア

ー
ト
」
を
考
え
る
時
、
人
間
愛
と
い
う
も
の
を
、
雑
司
が
谷
の
基
本
的
な
精

神
と
し
て
進
め
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

（
わ
た
な
べ
・
け
ん
じ 

自
由
学
園
最
高
学
部
長
、
立
教
大
学
名
誉
教
授
） 

 

※
鬼
子
母
神
の
「
鬼
」
の
表
記
は
本
来
「
角つ

の

」
の
な
い
字
を
用
い
て
い
ま
す
。 

 
 

 

雑
司
が
谷
と
法
明
寺
の
歴
史 

近 

江 

正 

典

■
は
じ
め
に 

 

法
明
寺
住
職
の
近
江
正
典
と
申
し
ま
す
。
私
は
三
十
年
ほ
ど
前
に
法
明
寺

の
婿
養
子
と
し
て
雑
司
が
谷
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
雑
司
が
谷
で

は
な
く
千
葉
の
田
舎
の
海
辺
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。
房
州
と
い
う
意
味
で

は
、
日
蓮
聖
人
と
同
郷
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
初
め
て
雑
司
が

谷
に
来
た
時
は
「
な
ん
て
牧
歌
的
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
こ
こ
は
街
と
い
う
よ

り
も
村
だ
な
」
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。 

 

法
明
寺
は
も
と
も
と
真
言
宗
の
お
寺
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
の
縁
起
な
ど
で
は
、
真
言
宗
だ
っ
た
と
も
天
台
宗
だ
っ
た
と
も
言
わ

れ
て
お
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
法
明
寺
の
縁
起
に
よ

れ
ば
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
頃
に
真
言
宗
の
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た
そ
う

で
す
。『
吾
妻
鏡
』
に
出
て
く
る
武
蔵
国
威
光
寺
が
「
稲
荷
山
威
光
寺
」
と

称
し
て
い
た
法
明
寺
の
前
身
の
威
光
寺
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
怪
し
い
。
怪
し
い
の
で
す
が
、
正
和
元
年
（
一
三

一
二
）
に
、
日
蓮
聖
人
の
お
弟
子
さ
ん
の
日
源
上
人
が
こ
の
武
蔵
野
国
で
布

教
し
ま
し
て
、
当
時
の
法
明
寺
の
威
光
寺
で
す
ね
、
稲
荷
山
威
光
寺
と
言
わ

れ
て
い
た
お
寺
の
住
職
と
法
論
を
し
ま
し
た
。
法
論
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

派
が
持
っ
て
い
る
宗
義
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
議
論
す
る
こ
と
で
す
。
議
論
で

負
け
た
人
は
勝
っ
た
人
の
弟
子
に
な
る

―
そ
の
教
義
を
受
け
継
い
で
改

宗
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
源
上
人
と
稲
荷
山
威
光
寺
が
法
論
を
し
た

結
果
、
正
和
元
年
に
真
言
宗
か
ら
日
蓮
宗
に
改
宗
し
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
正
和
元
年
を
も
っ
て
法
明
寺
と
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
法
明
寺
と
し
て
は
雑
司
が
谷
に
存
在
し
て

い
る
。
雑
司
が
谷
と
い
う
街
そ
の
も
の
が
、
法
明
寺
の
、
言
っ
て
み
る
と
門

前
町
の
よ
う
な
形
で
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 
■
法
明
寺
の
歴
史 

 

郷
土
史
を
見
る
と
、
雑
司
が
谷
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
法

明
寺
の
雑
司
料
だ
っ
た
た
め
に
「
雑
司
が
谷
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
た
と
い

う
説
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
南
北
朝
の
時
代
に
京
都
で
雑
色
職
に
あ
っ
た
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武
士
た
ち
が
住
み
つ
い
た
の
で
「
雑
司
が
谷
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
説
で
す
。 

 

雑
司
が
谷
の
歴
史
の
中
に
、
法
明
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ

の
法
明
寺
の
門
前
町
の
よ
う
に
し
て
暮
ら
し
て
き
た
。
雑
司
が
谷
は
、
も
と

も
と
高
田
の
名
字
で
す
。
豊
島
区
高
田
と
い
う
地
域
が
あ
り
ま
す
が
、
高
田

村
と
い
う
大
き
な
村
の
字
の
ひ
と
つ
が
、
雑
司
が
谷
で
し
た
。
高
田
村
字
雑

司
が
谷
と
い
う
地
域
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
い
た
い
池
袋
二
丁
目
、

西
池
袋
あ
た
り
か
ら
現
在
の
護
国
寺
や
音
羽
の
手
前
あ
た
り
ま
で
が
雑
司

が
谷
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

法
明
寺
は
、
雑
司
が
谷
と
非
常
に
縁
の
深
い
お
寺
で
し
た
。
天
正
の
頃
、

現
在
の
護
国
寺
の
近
く
の
清
土
（
現
・
文
京
区
目
白
台
）
で
、
あ
る
仏
像
が

出
土
し
、
東
陽
坊
と
い
う
法
明
寺
の
末
寺
に
持
っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
非
常
に
霊
験
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
東
陽
坊
に
勤
め
て
い
た
若
い
お

坊
さ
ん
が
盗
ん
で
自
分
の
故
郷
で
あ
る
安
房
国
へ
持
っ
て
帰
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

 

そ
う
し
た
ら
、
そ
の
お
坊
さ
ん
が
狂
死
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
お
坊
さ
ん

が
死
ぬ
時
に
、
う
わ
ご
と
で
「
自
分
は
雑
司
が
谷
の
鬼
子
母
神
で
あ
る
。
長

い
間
、
地
中
に
眠
っ
て
い
た
が
、
故
あ
っ
て
時
が
来
た
の
で
雑
司
が
谷
に
出

現
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
安
房
に
連
れ
て
来
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
不
本
意

な
の
で
一
日
も
早
く
雑
司
が
谷
へ
戻
す
よ
う
に
。
さ
も
な
け
れ
ば
と
ん
で
も

な
い
祟
り
を
も
た
ら
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
村
人
は
「
こ
ん

な
と
ん
で
も
な
い
神
様
は
こ
こ
に
は
置
い
て
お
け
な
い
」
と
、
慌
て
て
雑
司

が
谷
へ
戻
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
法
明
寺
の
境
内
の
端
の

「
稲
荷
の
森
」
と
言
わ
れ
て
い
た
場
所
に
小
さ
な
祠
を
つ
く
っ
て
安
置
し
、

現
在
に
至
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
雑
司
が
谷
鬼
子
母
神
の
は
じ
ま
り
で
す
。 

 

■
日
本
の
宗
教
観 

 

日
本
の
神
様
に
は
二
系
統
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
土
着
の
日
本
古
来
の

神
様

―
天
照
大
神
や
日
本
武
尊
と
い
っ
た
神
道
系
の
神
様
で
す
。も
う
ひ

と
つ
は
、
仏
教
と
と
も
に
伝
わ
っ
て
き
た
外
来
の
神
様
で
す
。
鬼
子
母
神
も

そ
う
で
す
が
、
毘
沙
門
天
や
帝
釈
さ
ん
な
ど
は
イ
ン
ド
か
ら
仏
教
思
想
と
と

も
に
伝
わ
っ
た
神
様
で
す
。
ア
ジ
ア
の
よ
う
な
多
神
教
の
地
域
と
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
よ
う
な
一
神
教
の
地
域
で
は
、
宗
教
の
伝
わ
り
方
が
若
干
異
な
り
ま

す
。
仏
教
の
場
合
、
伝
わ
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
す
で
に
信
仰
さ
れ
て
い
る

土
着
の
神
々
が
い
ま
し
た
。
そ
の
神
様
た
ち
を
守
護
神
と
し
て
仏
教
に
取
り

込
ん
で
い
っ
た
わ
け
で
す
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
す
ね
。 

 

以
前
、
日
蓮
宗
の
広
報
を
担
当
し
て
い
た
時
、
イ
ン
ド
大
使
館
で
ガ
ン
ジ

ー
翁
の
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
ガ
ン
ジ
ー
翁
は
イ
ン
ド
で
は
「
建

国
の
父
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
身
近
な
神
様
で
あ
る
か
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。
大
使
館
で
、
私
が
「
で
も
、
イ
ン
ド
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
国
で

し
ょ
う
」
と
言
う
と
、「
日
本
と
ち
っ
と
も
変
わ
ら
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。
理
由
を
尋
ね
た
ら
、「
だ
っ
て
日
本
は
仏
教
の
国
だ
ろ
う
。
仏
教
の

御
釈
迦
様
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
十
四
番
目
の
神
様
な
ん
だ
」
と
言
う
ん
で

す
。
い
つ
の
ま
に
か
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
ま
し 

 

た
。 

 

な
ん
で
も
同
化
し
て
一
緒
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
は
、
お

そ
ら
く
イ
ン
ド
か
ら
ア
ジ
ア
全
域
、
日
本
に
も
あ
り
ま
す
。
日
本
は
多
神
教

国
家
で
す
か
ら
、
信
仰
の
点
か
ら
言
え
ば
非
常
に
い
い
加
減
で
す
。
日
本
人

に
と
っ
て
神
様
は
、
困
っ
た
と
き
に
助
け
て
く
れ
る
存
在
で
す
。
だ
か
ら
、

悩
み
を
解
決
し
て
く
れ
な
い
神
様
は
日
本
で
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
鬼
子
母
神

も
仏
教
と
と
も
に
日
本
に
や
っ
て
来
ま
す
が
、
ま
る
で
日
本
に
昔
か
ら
あ
っ

た
神
様
の
ご
と
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

立
教
大
学
で
宗
教
の
話
は
し
づ
ら
い
ん
で
す
が
（
笑
）
、
私
の
個
人
的
な

考
え
で
は
、
日
本
人
は
独
特
の
宗
教
観
を
持
っ
て
い
ま
す
。
よ
く
「
信
仰
が

な
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
日
本
人
の
宗
教
観
が
非
常
に
複
雑
で
わ

か
り
に
く
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
一
神
教
の
宗
教
観
は
簡
単
で
す
。
唯
一

存
在
す
る
神
様
を
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か
、
こ
れ
だ
け
で
答
え
が
出
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
多
神
教
の
国
家
や
民
族
に
は
い
ろ
い
ろ
な
神
様
が
い
る
ん
で
す

ね
。 

 

日
本
人
の
宗
教
意
識
は
、
非
常
に
強
靭
な
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
よ
う
な
も

の
に
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
を
載
せ
て
し
ま
う
、
い
わ
ば
「
日
本
教
」
で
す
。
た

と
え
ば
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
のw

indow
s

に
い
ろ
い
ろ
な
ソ
フ
ト
が
入

っ
て
い
る
み
た
い
に
、
日
本
人
の
信
仰
的
な
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
上
に
、
神

道
や
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
が
載
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
か

ら
自
分
に
都
合
の
い
い
も
の
を
持
っ
て
き
て
信
仰
し
ま
す
。
日
本
人
は
、
地

元
の
神
社
に
子
ど
も
の
お
宮
参
り
に
行
き
、
親
族
が
亡
く
な
っ
た
ら
菩
提
寺

へ
行
っ
て
お
葬
式
を
し
、
教
会
の
チ
ャ
ペ
ル
で
自
分
の
結
婚
式
を
し
ま
す
。

そ
の
時
ど
き
に
必
要
な
神
様
が
現
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
業
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
が
多
神
教
国
家
で
す
。
こ
れ
を
、
一
神
教
の
ま
じ
め
な
キ
リ
ス
ト

教
の
人
が
見
る
と
「
あ
い
つ
ら
何
や
っ
て
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

 

学
生
の
頃
、
遠
藤
周
作
さ
ん
の
『
沈
黙
』
を
読
み
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

ロ
ド
リ
ゴ
と
い
う
神
父
が
信
徒
の
密
告
に
よ
っ
て
捕
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
お
前
が
踏
み
絵
を
踏
ん
だ
ら
お
前
の
信
徒
を
助
け
て
や
る
」
と

い
わ
れ
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
悩
み
ま
す
。
踏
み
絵
を
踏
む
こ
と
は
神
様
と
の
契
約

を
破
る
こ
と
な
の
で
、
な
か
な
か
踏
め
な
い
わ
け
で
す
が
、
踏
ま
な
け
れ
ば

自
分
の
信
徒
が
目
の
前
で
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
う
と
う
最
後
に
、
神
様
の

踏
み
絵
を
踏
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
お
前
の
心
の
苦
し
み
を
一
番

わ
か
っ
て
い
る
の
は
私
な
の
だ
か
ら
、
私
を
踏
み
な
さ
い
」
と
い
う
神
様
の

声
を
聞
い
た
か
ら
で
し
た
。
つ
ま
り
、
神
様
を
信
じ
て
踏
ん
だ
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
時
に
声
を
か
け
て
く
れ
な
い
な
ら
、
な
ん
の
た
め
の
神
様
な
ん
だ
、

と
い
う
考
え
方
で
す
。
日
本
人
は
『
沈
黙
』
を
読
ん
で
こ
の
理
屈
に
誰
も
が

納
得
し
ま
す
。
当
時
、
私
も
納
得
し
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
人
が
読
む
と
、「
な
ぜ
踏
み
絵
を
踏
む
ん

だ
。
信
徒
は
殉
教
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
ロ
ド
リ
ゴ
が
踏
み
絵
を
踏

ん
で
神
様
と
の
契
約
を
破
っ
た
ら
、
信
徒
は
天
国
へ
行
け
な
い
」
と
言
い
ま

す
。
遠
藤
周
作
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
し
た
が
、『
沈
黙
』
を
発
表
し
た
時
、

ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か
ら
「
あ
れ
は
異
端
だ
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
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武
士
た
ち
が
住
み
つ
い
た
の
で
「
雑
司
が
谷
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
説
で
す
。 

 

雑
司
が
谷
の
歴
史
の
中
に
、
法
明
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ

の
法
明
寺
の
門
前
町
の
よ
う
に
し
て
暮
ら
し
て
き
た
。
雑
司
が
谷
は
、
も
と

も
と
高
田
の
名
字
で
す
。
豊
島
区
高
田
と
い
う
地
域
が
あ
り
ま
す
が
、
高
田

村
と
い
う
大
き
な
村
の
字
の
ひ
と
つ
が
、
雑
司
が
谷
で
し
た
。
高
田
村
字
雑

司
が
谷
と
い
う
地
域
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
い
た
い
池
袋
二
丁
目
、

西
池
袋
あ
た
り
か
ら
現
在
の
護
国
寺
や
音
羽
の
手
前
あ
た
り
ま
で
が
雑
司

が
谷
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

法
明
寺
は
、
雑
司
が
谷
と
非
常
に
縁
の
深
い
お
寺
で
し
た
。
天
正
の
頃
、

現
在
の
護
国
寺
の
近
く
の
清
土
（
現
・
文
京
区
目
白
台
）
で
、
あ
る
仏
像
が

出
土
し
、
東
陽
坊
と
い
う
法
明
寺
の
末
寺
に
持
っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
非
常
に
霊
験
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
東
陽
坊
に
勤
め
て
い
た
若
い
お

坊
さ
ん
が
盗
ん
で
自
分
の
故
郷
で
あ
る
安
房
国
へ
持
っ
て
帰
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

 

そ
う
し
た
ら
、
そ
の
お
坊
さ
ん
が
狂
死
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
お
坊
さ
ん

が
死
ぬ
時
に
、
う
わ
ご
と
で
「
自
分
は
雑
司
が
谷
の
鬼
子
母
神
で
あ
る
。
長

い
間
、
地
中
に
眠
っ
て
い
た
が
、
故
あ
っ
て
時
が
来
た
の
で
雑
司
が
谷
に
出

現
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
安
房
に
連
れ
て
来
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
不
本
意

な
の
で
一
日
も
早
く
雑
司
が
谷
へ
戻
す
よ
う
に
。
さ
も
な
け
れ
ば
と
ん
で
も

な
い
祟
り
を
も
た
ら
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
村
人
は
「
こ
ん

な
と
ん
で
も
な
い
神
様
は
こ
こ
に
は
置
い
て
お
け
な
い
」
と
、
慌
て
て
雑
司

が
谷
へ
戻
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
法
明
寺
の
境
内
の
端
の

「
稲
荷
の
森
」
と
言
わ
れ
て
い
た
場
所
に
小
さ
な
祠
を
つ
く
っ
て
安
置
し
、

現
在
に
至
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
雑
司
が
谷
鬼
子
母
神
の
は
じ
ま
り
で
す
。 

 

■
日
本
の
宗
教
観 

 

日
本
の
神
様
に
は
二
系
統
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
土
着
の
日
本
古
来
の

神
様

―
天
照
大
神
や
日
本
武
尊
と
い
っ
た
神
道
系
の
神
様
で
す
。も
う
ひ

と
つ
は
、
仏
教
と
と
も
に
伝
わ
っ
て
き
た
外
来
の
神
様
で
す
。
鬼
子
母
神
も

そ
う
で
す
が
、
毘
沙
門
天
や
帝
釈
さ
ん
な
ど
は
イ
ン
ド
か
ら
仏
教
思
想
と
と

も
に
伝
わ
っ
た
神
様
で
す
。
ア
ジ
ア
の
よ
う
な
多
神
教
の
地
域
と
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
よ
う
な
一
神
教
の
地
域
で
は
、
宗
教
の
伝
わ
り
方
が
若
干
異
な
り
ま

す
。
仏
教
の
場
合
、
伝
わ
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
す
で
に
信
仰
さ
れ
て
い
る

土
着
の
神
々
が
い
ま
し
た
。
そ
の
神
様
た
ち
を
守
護
神
と
し
て
仏
教
に
取
り

込
ん
で
い
っ
た
わ
け
で
す
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
す
ね
。 

 

以
前
、
日
蓮
宗
の
広
報
を
担
当
し
て
い
た
時
、
イ
ン
ド
大
使
館
で
ガ
ン
ジ

ー
翁
の
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
ガ
ン
ジ
ー
翁
は
イ
ン
ド
で
は
「
建

国
の
父
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
身
近
な
神
様
で
あ
る
か
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。
大
使
館
で
、
私
が
「
で
も
、
イ
ン
ド
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
国
で

し
ょ
う
」
と
言
う
と
、「
日
本
と
ち
っ
と
も
変
わ
ら
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。
理
由
を
尋
ね
た
ら
、「
だ
っ
て
日
本
は
仏
教
の
国
だ
ろ
う
。
仏
教
の

御
釈
迦
様
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
十
四
番
目
の
神
様
な
ん
だ
」
と
言
う
ん
で

す
。
い
つ
の
ま
に
か
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
ま
し 

 

た
。 

 

な
ん
で
も
同
化
し
て
一
緒
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
は
、
お

そ
ら
く
イ
ン
ド
か
ら
ア
ジ
ア
全
域
、
日
本
に
も
あ
り
ま
す
。
日
本
は
多
神
教

国
家
で
す
か
ら
、
信
仰
の
点
か
ら
言
え
ば
非
常
に
い
い
加
減
で
す
。
日
本
人

に
と
っ
て
神
様
は
、
困
っ
た
と
き
に
助
け
て
く
れ
る
存
在
で
す
。
だ
か
ら
、

悩
み
を
解
決
し
て
く
れ
な
い
神
様
は
日
本
で
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
鬼
子
母
神

も
仏
教
と
と
も
に
日
本
に
や
っ
て
来
ま
す
が
、
ま
る
で
日
本
に
昔
か
ら
あ
っ

た
神
様
の
ご
と
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

立
教
大
学
で
宗
教
の
話
は
し
づ
ら
い
ん
で
す
が
（
笑
）
、
私
の
個
人
的
な

考
え
で
は
、
日
本
人
は
独
特
の
宗
教
観
を
持
っ
て
い
ま
す
。
よ
く
「
信
仰
が

な
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
日
本
人
の
宗
教
観
が
非
常
に
複
雑
で
わ

か
り
に
く
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
一
神
教
の
宗
教
観
は
簡
単
で
す
。
唯
一

存
在
す
る
神
様
を
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か
、
こ
れ
だ
け
で
答
え
が
出
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
多
神
教
の
国
家
や
民
族
に
は
い
ろ
い
ろ
な
神
様
が
い
る
ん
で
す

ね
。 

 

日
本
人
の
宗
教
意
識
は
、
非
常
に
強
靭
な
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
よ
う
な
も

の
に
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
を
載
せ
て
し
ま
う
、
い
わ
ば
「
日
本
教
」
で
す
。
た

と
え
ば
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
のw

indow
s

に
い
ろ
い
ろ
な
ソ
フ
ト
が
入

っ
て
い
る
み
た
い
に
、
日
本
人
の
信
仰
的
な
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
上
に
、
神

道
や
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
が
載
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
か

ら
自
分
に
都
合
の
い
い
も
の
を
持
っ
て
き
て
信
仰
し
ま
す
。
日
本
人
は
、
地

元
の
神
社
に
子
ど
も
の
お
宮
参
り
に
行
き
、
親
族
が
亡
く
な
っ
た
ら
菩
提
寺

へ
行
っ
て
お
葬
式
を
し
、
教
会
の
チ
ャ
ペ
ル
で
自
分
の
結
婚
式
を
し
ま
す
。

そ
の
時
ど
き
に
必
要
な
神
様
が
現
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
業
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
が
多
神
教
国
家
で
す
。
こ
れ
を
、
一
神
教
の
ま
じ
め
な
キ
リ
ス
ト

教
の
人
が
見
る
と
「
あ
い
つ
ら
何
や
っ
て
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

 

学
生
の
頃
、
遠
藤
周
作
さ
ん
の
『
沈
黙
』
を
読
み
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

ロ
ド
リ
ゴ
と
い
う
神
父
が
信
徒
の
密
告
に
よ
っ
て
捕
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
お
前
が
踏
み
絵
を
踏
ん
だ
ら
お
前
の
信
徒
を
助
け
て
や
る
」
と

い
わ
れ
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
悩
み
ま
す
。
踏
み
絵
を
踏
む
こ
と
は
神
様
と
の
契
約

を
破
る
こ
と
な
の
で
、
な
か
な
か
踏
め
な
い
わ
け
で
す
が
、
踏
ま
な
け
れ
ば

自
分
の
信
徒
が
目
の
前
で
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
う
と
う
最
後
に
、
神
様
の

踏
み
絵
を
踏
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
お
前
の
心
の
苦
し
み
を
一
番

わ
か
っ
て
い
る
の
は
私
な
の
だ
か
ら
、
私
を
踏
み
な
さ
い
」
と
い
う
神
様
の

声
を
聞
い
た
か
ら
で
し
た
。
つ
ま
り
、
神
様
を
信
じ
て
踏
ん
だ
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
時
に
声
を
か
け
て
く
れ
な
い
な
ら
、
な
ん
の
た
め
の
神
様
な
ん
だ
、

と
い
う
考
え
方
で
す
。
日
本
人
は
『
沈
黙
』
を
読
ん
で
こ
の
理
屈
に
誰
も
が

納
得
し
ま
す
。
当
時
、
私
も
納
得
し
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
人
が
読
む
と
、「
な
ぜ
踏
み
絵
を
踏
む
ん

だ
。
信
徒
は
殉
教
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
ロ
ド
リ
ゴ
が
踏
み
絵
を
踏

ん
で
神
様
と
の
契
約
を
破
っ
た
ら
、
信
徒
は
天
国
へ
行
け
な
い
」
と
言
い
ま

す
。
遠
藤
周
作
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
し
た
が
、『
沈
黙
』
を
発
表
し
た
時
、

ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か
ら
「
あ
れ
は
異
端
だ
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
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す
。 

 

果
た
し
て
踏
み
絵
を
踏
ん
で
い
い
の
か
、
悪
い
の
か
。
学
生
の
頃
に
友
達

と
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
ど
う
も
日
本
教
の
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
日
本
人
は
い
ろ
い
ろ
な
信

仰
を
し
ま
す
が
、
日
本
教
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
載
っ
て
し
ま
う
と
、
宗
教

の
性
格
が
日
本
教
化
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
や
他
の
宗
教
を
ジ
ャ
パ
ン
ナ

イ
ズ
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
神
様
や
仏
様
が
日
本
人
に
合
わ
せ

た
性
格
に
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
が
話
す
マ
リ
ア
様
の
イ
メ
ー
ジ
を
聞
い
て
い
る
と
、
限
り
な
く
観
音
様
に

近
い
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
観
音
様
と
マ
リ
ア
様
の
違
い
に
つ
い
て
話
し
合

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
も
文
教
も
日
本
化
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

立
教
大
学
で
こ
ん
な
話
を
す
る
と
神
学
の
先
生
か
ら
怒
ら
れ
そ
う
で
す

が
、
仏
教
は
最
も
日
本
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
日
蓮
宗
、
あ
る
い
は

浄
土
宗
の
よ
う
な
教
え
を
中
国
や
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
に
話
し
て
も
全
く
理

解
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
日
本
化
さ
れ
て
独

特
に
発
展
し
て
き
た
か
ら
で
す
。 

 

■
鬼
子
母
神
信
仰
と
女
性
の
力 

 

鬼
子
母
神
信
仰
は
、
基
本
的
に
は
安
産
と
か
子
育

こ

や

す

、
つ
ま
り
子
ど
も
を
守

る
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
は
子
ど
も
の
死
亡
率
が
非

常
に
高
く
、
医
学
に
は
ほ
と
ん
ど
頼
れ
な
い
の
で
神
頼
み
し
か
な
い
わ
け
で

す
。
子
ど
も
を
守
っ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
か
ら
、
鬼
子
母
神
信
仰
が
盛
ん
に
な

り
ま
し
た
。 

 

仏
教
で
は
、
女
性
は
執
着
が
強
く
て
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
の
が
前
提
に

あ
り
ま
す
。
な
ぜ
女
性
が
男
性
よ
り
も
執
着
が
強
い
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う

と
、
出
産
す
る
か
ら
で
す
。
自
分
の
お
腹
か
ら
子
ど
も
を
産
み
出
す
の
で
、

産
む
力
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
子
ど
も
へ
の
執
着
と
な
る
と
い
う
わ
け
で

す
。
そ
の
子
ど
も
へ
の
執
着
は
母
性
と
な
っ
て
子
ど
も
を
育
て
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
執
着
が
な
い
と
、
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
育
て

る
力
は
、
実
は
子
ど
も
へ
の
執
着
だ
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

わ
け
で
、
女
性
は
子
ど
も
へ
の
執
着
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
成
仏
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
の
前
提
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

女
性
の
成
仏
を
説
く
必
要
が
生
じ
た
時
、
大
乗
仏
教
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ま

し
た
。
そ
し
て
、
法
華
経
と
い
う
経
典
の
中
で
、
女
性
の
成
仏

―
女
人
成

仏
を
説
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
女
人
成
仏
を
説
く
法
華
経
を
多
く
の

女
性
が
信
仰
し
、
そ
の
中
に
大
名
の
奥
方
が
い
た
り
し
て
、
大
き
な
力
と
な

り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
日
蓮
宗
に
は
女
性
の
信
徒
が
多
く
い
ま

し
た
。
当
時
は
戦
や
何
か
で
ご
主
人
を
な
く
す
未
亡
人
の
女
性
が
多
く
、
そ

う
し
た
人
た
ち
が
、
自
分
の
夫
や
自
分
自
身
の
行
く
末
を
心
配
し
て
信
仰
し

て
い
た
の
で
す
。 

 

熱
烈
な
信
仰
者
と
し
て
有
名
な
の
は
、
徳
川
家
康
の
側
室
で
あ
っ
た
長
勝

院
お
萬
の
方
で
す
。
日
蓮
宗
の
七
面
山
と
い
う
修
行
の
た
め
の
山
が
あ
り
ま

す
。
こ
こ
は
長
い
間
、
女
人
禁
制
で
し
た
が
、
お
萬
の
方
は
徳
川
幕
府
の
権 

 

力
に
よ
っ
て
、
七
面
山
の
女
人
禁
制
を
破
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
七
面
山

は
誰
も
が
登
れ
る
山
に
な
り
ま
し
た
。 

 

も
う
一
人
の
熱
烈
な
信
仰
者
は
鬼
子
母
神
堂
を
建
立
し
た
自
昌
院
で
す
。

自
昌
院
は
、
広
島
藩
主
の
浅
野
光
晟
の
正
室
で
す
。
も
と
は
、
加
賀
の
前
田

家
三
代
目
の
前
田
利
常
公
の
息
女
で
し
た
。
前
田
利
常
の
妻
は
二
代
将
軍
徳

川
秀
忠
の
娘
で
す
か
ら
、
自
昌
院
は
前
田
家
の
お
姫
様
で
あ
り
、
徳
川
家
の

外
孫
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
浅
野
家
に
嫁
ぐ
と
き
に
は
三
代
将

軍
の
家
光
の
養
女
と
し
て
嫁
ぎ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
で
す
か
ら
、
非
常
に

権
力
も
あ
り
、
鬼
子
母
神
堂
を
寄
進
し
ま
し
た
。
現
在
の
鬼
子
母
神
堂
の
本

殿
は
、
自
昌
院
が
建
立
し
た
も
の
で
す
。
今
年
で
開
堂
三
百
五
十
年
と
な
り
、

七
月
二
十
五
日
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

自
昌
院
は
、
不
受
不
施
思
想
の
支
持
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。「
不
受
」
と

は
日
蓮
宗
の
信
徒
以
外
か
ら
布
施
を
受
け
な
い
こ
と
で
す
。
そ
し
て
「
不
施
」

と
は
、
日
蓮
宗
の
信
徒
は
他
宗
の
僧
侶
に
布
施
を
し
な
い
こ
と
で
す
。 

 

お
釈
迦
様
が
説
い
た
経
典
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
経
や
華
厳

教
な
ど
、
い
ろ
ん
な
お
経
が
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
時
代
に
よ
っ
て
拠
り
所

と
す
る
経
典
は
変
わ
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
初
め
と
い
う
の
は
「
末
法
」
の

時
代
の
始
ま
り
で
し
た
。
末
法
と
は
「
誰
も
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
言
わ
れ
た
時
代
で
す
。
そ
の
末
法
と
い
う
時
代
に
ど
の
よ
う
な
経
典
が
必

要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
れ
た
際
に
、
日
蓮
聖
人
は
法
華
経
を
選
び
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
日
蓮
宗
に
と
っ
て
法
華
経
以
外
の
教
え
を
説
く
こ
と
は
、

お
釈
迦
様
の
本
来
の
教
え
に
背
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
宗
や
法
華
経
以
外

の
教
え
を
説
く
こ
と
を
「
謗
法
」
と
い
い
ま
す
。
謗
法
を
止
め
る
た
め
に
、

他
宗
、
法
華
経
以
外
の
教
え
を
説
い
て
い
る
人
た
ち
へ
の
布
施
を
止
め
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
不
施
」
と
い
う
思
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
不
施
な
の
だ
か
ら
他
宗
か
ら
も
ら
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
、
と

い
う
こ
と
で
「
不
受
」
と
い
う
思
想
が
起
こ
り
ま
す
。
信
徒
以
外
か
ら
の
布

施
を
受
け
取
る
と
「
あ
な
た
の
信
仰
は
間
違
っ
て
い
る
よ
。
こ
う
で
な
き
ゃ

い
け
な
い
」
と
言
い
に
く
く
な
る
か
ら
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
信
仰
の
純
粋

性
が
失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
他
宗
の
人
か
ら
の
布

施
を
受
け
な
い
こ
と
が
一
番
い
い
と
い
う
こ
と
で
、「
不
受
」
の
思
想
が
あ

り
ま
す
。 

 

自
昌
院
は
、
こ
う
し
た
不
受
不
施
思
想
を
支
持
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
徳
川
幕
府
は
浄
土
宗
を
信
仰
し
て
い
ま
す
か
ら
、
幕
府
か
ら
呼
ば
れ
て

お
布
施
を
も
ら
う
と
「
不
受
」
に
背
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
幕
府

か
ら
の
布
施
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
た
と
こ
ろ
、「
こ
れ
は
公

儀
の
意
向
に
背
く
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
信
仰
を
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
不
受
不
施
思
想
を
守
っ
た
の
が
こ
の
自
昌
院
で
し
た
。
自

昌
院
は
、
宗
教
的
な
理
解
の
深
い
人
で
、
か
つ
意
志
の
強
い
人
で
も
あ
り
ま

し
た
。 

 

そ
う
し
た
中
で
、
信
仰
の
流
れ
と
と
も
に
、
鬼
子
母
神
信
仰
が
雑
司
が
谷

の
人
た
ち
に
現
在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
雑
司
が
谷
に
住
む
人
た
ち

の
間
で
、
鬼
子
母
神
さ
ん
へ
の
お
参
り
が
広
ま
っ
て
、
の
ち
に
江
戸
の
市
中

の
人
た
ち
が
雑
司
が
谷
を
お
参
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
鬼
子
母
神
の
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す
。 

 

果
た
し
て
踏
み
絵
を
踏
ん
で
い
い
の
か
、
悪
い
の
か
。
学
生
の
頃
に
友
達

と
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
ど
う
も
日
本
教
の
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
日
本
人
は
い
ろ
い
ろ
な
信

仰
を
し
ま
す
が
、
日
本
教
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
載
っ
て
し
ま
う
と
、
宗
教

の
性
格
が
日
本
教
化
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
や
他
の
宗
教
を
ジ
ャ
パ
ン
ナ

イ
ズ
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
神
様
や
仏
様
が
日
本
人
に
合
わ
せ

た
性
格
に
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
が
話
す
マ
リ
ア
様
の
イ
メ
ー
ジ
を
聞
い
て
い
る
と
、
限
り
な
く
観
音
様
に

近
い
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
観
音
様
と
マ
リ
ア
様
の
違
い
に
つ
い
て
話
し
合

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
も
文
教
も
日
本
化
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

立
教
大
学
で
こ
ん
な
話
を
す
る
と
神
学
の
先
生
か
ら
怒
ら
れ
そ
う
で
す

が
、
仏
教
は
最
も
日
本
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
日
蓮
宗
、
あ
る
い
は

浄
土
宗
の
よ
う
な
教
え
を
中
国
や
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
に
話
し
て
も
全
く
理

解
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
日
本
化
さ
れ
て
独

特
に
発
展
し
て
き
た
か
ら
で
す
。 

 

■
鬼
子
母
神
信
仰
と
女
性
の
力 

 

鬼
子
母
神
信
仰
は
、
基
本
的
に
は
安
産
と
か
子
育

こ

や

す

、
つ
ま
り
子
ど
も
を
守

る
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
は
子
ど
も
の
死
亡
率
が
非

常
に
高
く
、
医
学
に
は
ほ
と
ん
ど
頼
れ
な
い
の
で
神
頼
み
し
か
な
い
わ
け
で

す
。
子
ど
も
を
守
っ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
か
ら
、
鬼
子
母
神
信
仰
が
盛
ん
に
な

り
ま
し
た
。 

 

仏
教
で
は
、
女
性
は
執
着
が
強
く
て
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
の
が
前
提
に

あ
り
ま
す
。
な
ぜ
女
性
が
男
性
よ
り
も
執
着
が
強
い
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う

と
、
出
産
す
る
か
ら
で
す
。
自
分
の
お
腹
か
ら
子
ど
も
を
産
み
出
す
の
で
、

産
む
力
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
子
ど
も
へ
の
執
着
と
な
る
と
い
う
わ
け
で

す
。
そ
の
子
ど
も
へ
の
執
着
は
母
性
と
な
っ
て
子
ど
も
を
育
て
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
執
着
が
な
い
と
、
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
育
て

る
力
は
、
実
は
子
ど
も
へ
の
執
着
だ
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

わ
け
で
、
女
性
は
子
ど
も
へ
の
執
着
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
成
仏
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
の
前
提
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

女
性
の
成
仏
を
説
く
必
要
が
生
じ
た
時
、
大
乗
仏
教
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ま

し
た
。
そ
し
て
、
法
華
経
と
い
う
経
典
の
中
で
、
女
性
の
成
仏

―
女
人
成

仏
を
説
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
女
人
成
仏
を
説
く
法
華
経
を
多
く
の

女
性
が
信
仰
し
、
そ
の
中
に
大
名
の
奥
方
が
い
た
り
し
て
、
大
き
な
力
と
な

り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
日
蓮
宗
に
は
女
性
の
信
徒
が
多
く
い
ま

し
た
。
当
時
は
戦
や
何
か
で
ご
主
人
を
な
く
す
未
亡
人
の
女
性
が
多
く
、
そ

う
し
た
人
た
ち
が
、
自
分
の
夫
や
自
分
自
身
の
行
く
末
を
心
配
し
て
信
仰
し

て
い
た
の
で
す
。 

 

熱
烈
な
信
仰
者
と
し
て
有
名
な
の
は
、
徳
川
家
康
の
側
室
で
あ
っ
た
長
勝

院
お
萬
の
方
で
す
。
日
蓮
宗
の
七
面
山
と
い
う
修
行
の
た
め
の
山
が
あ
り
ま

す
。
こ
こ
は
長
い
間
、
女
人
禁
制
で
し
た
が
、
お
萬
の
方
は
徳
川
幕
府
の
権 

 

力
に
よ
っ
て
、
七
面
山
の
女
人
禁
制
を
破
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
七
面
山

は
誰
も
が
登
れ
る
山
に
な
り
ま
し
た
。 

 

も
う
一
人
の
熱
烈
な
信
仰
者
は
鬼
子
母
神
堂
を
建
立
し
た
自
昌
院
で
す
。

自
昌
院
は
、
広
島
藩
主
の
浅
野
光
晟
の
正
室
で
す
。
も
と
は
、
加
賀
の
前
田

家
三
代
目
の
前
田
利
常
公
の
息
女
で
し
た
。
前
田
利
常
の
妻
は
二
代
将
軍
徳

川
秀
忠
の
娘
で
す
か
ら
、
自
昌
院
は
前
田
家
の
お
姫
様
で
あ
り
、
徳
川
家
の

外
孫
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
浅
野
家
に
嫁
ぐ
と
き
に
は
三
代
将

軍
の
家
光
の
養
女
と
し
て
嫁
ぎ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
で
す
か
ら
、
非
常
に

権
力
も
あ
り
、
鬼
子
母
神
堂
を
寄
進
し
ま
し
た
。
現
在
の
鬼
子
母
神
堂
の
本

殿
は
、
自
昌
院
が
建
立
し
た
も
の
で
す
。
今
年
で
開
堂
三
百
五
十
年
と
な
り
、

七
月
二
十
五
日
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

自
昌
院
は
、
不
受
不
施
思
想
の
支
持
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。「
不
受
」
と

は
日
蓮
宗
の
信
徒
以
外
か
ら
布
施
を
受
け
な
い
こ
と
で
す
。
そ
し
て
「
不
施
」

と
は
、
日
蓮
宗
の
信
徒
は
他
宗
の
僧
侶
に
布
施
を
し
な
い
こ
と
で
す
。 

 

お
釈
迦
様
が
説
い
た
経
典
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
経
や
華
厳

教
な
ど
、
い
ろ
ん
な
お
経
が
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
時
代
に
よ
っ
て
拠
り
所

と
す
る
経
典
は
変
わ
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
初
め
と
い
う
の
は
「
末
法
」
の

時
代
の
始
ま
り
で
し
た
。
末
法
と
は
「
誰
も
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
言
わ
れ
た
時
代
で
す
。
そ
の
末
法
と
い
う
時
代
に
ど
の
よ
う
な
経
典
が
必

要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
れ
た
際
に
、
日
蓮
聖
人
は
法
華
経
を
選
び
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
日
蓮
宗
に
と
っ
て
法
華
経
以
外
の
教
え
を
説
く
こ
と
は
、

お
釈
迦
様
の
本
来
の
教
え
に
背
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
宗
や
法
華
経
以
外

の
教
え
を
説
く
こ
と
を
「
謗
法
」
と
い
い
ま
す
。
謗
法
を
止
め
る
た
め
に
、

他
宗
、
法
華
経
以
外
の
教
え
を
説
い
て
い
る
人
た
ち
へ
の
布
施
を
止
め
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
不
施
」
と
い
う
思
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
不
施
な
の
だ
か
ら
他
宗
か
ら
も
ら
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
、
と

い
う
こ
と
で
「
不
受
」
と
い
う
思
想
が
起
こ
り
ま
す
。
信
徒
以
外
か
ら
の
布

施
を
受
け
取
る
と
「
あ
な
た
の
信
仰
は
間
違
っ
て
い
る
よ
。
こ
う
で
な
き
ゃ

い
け
な
い
」
と
言
い
に
く
く
な
る
か
ら
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
信
仰
の
純
粋

性
が
失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
他
宗
の
人
か
ら
の
布

施
を
受
け
な
い
こ
と
が
一
番
い
い
と
い
う
こ
と
で
、「
不
受
」
の
思
想
が
あ

り
ま
す
。 

 

自
昌
院
は
、
こ
う
し
た
不
受
不
施
思
想
を
支
持
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
徳
川
幕
府
は
浄
土
宗
を
信
仰
し
て
い
ま
す
か
ら
、
幕
府
か
ら
呼
ば
れ
て

お
布
施
を
も
ら
う
と
「
不
受
」
に
背
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
幕
府

か
ら
の
布
施
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
た
と
こ
ろ
、「
こ
れ
は
公

儀
の
意
向
に
背
く
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
信
仰
を
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
不
受
不
施
思
想
を
守
っ
た
の
が
こ
の
自
昌
院
で
し
た
。
自

昌
院
は
、
宗
教
的
な
理
解
の
深
い
人
で
、
か
つ
意
志
の
強
い
人
で
も
あ
り
ま

し
た
。 

 
そ
う
し
た
中
で
、
信
仰
の
流
れ
と
と
も
に
、
鬼
子
母
神
信
仰
が
雑
司
が
谷

の
人
た
ち
に
現
在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
雑
司
が
谷
に
住
む
人
た
ち

の
間
で
、
鬼
子
母
神
さ
ん
へ
の
お
参
り
が
広
ま
っ
て
、
の
ち
に
江
戸
の
市
中

の
人
た
ち
が
雑
司
が
谷
を
お
参
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
鬼
子
母
神
の
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信
仰
の
形
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
現
在
の
雑
司
が
谷
を
と
り
ま
く
環
境

が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

■
雑
司
が
谷
の
御
会
式 

 

御
会
式
と
は
、
そ
の
宗
派
を
開
い
た
祖
師
の
命
日
に
行
う
法
会
の
こ
と
で
、

本
来
各
宗
派
に
あ
り
ま
す
。
日
蓮
宗
で
御
会
式
と
い
え
ば
、
日
蓮
聖
人
の
と

こ
ろ
に
お
参
り
に
行
く
と
い
う
の
が
本
来
の
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議

な
こ
と
に
、
雑
司
が
谷
で
御
会
式
と
言
う
と
、
誰
も
何
も
疑
わ
ず
に
鬼
子
母

神
堂
へ
行
き
ま
す
。
こ
れ
は
雑
司
が
谷
だ
け
で
、
ほ
か
の
ど
の
地
域
へ
行
っ

て
も
御
会
式
で
は
必
ず
日
蓮
聖
人
の
と
こ
ろ
に
お
参
り
に
行
き
ま
す
。
こ
れ

は
お
そ
ら
く
雑
司
が
谷
の
人
た
ち
が
そ
れ
だ
け
身
近
に
鬼
子
母
神
信
仰
を

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

御
会
式
で
は
、
万
灯
と
い
う
大
き
な
明
か
り
を
持
っ
て
練
り
歩
き
を
し
ま

す
。
万
灯
と
い
う
の
は
「
万
の
灯
」
で
す
。
暗
い
と
こ
ろ
で
明
か
り
を
灯
す

と
物
が
見
え
る
よ
う
に
、
人
間
が
仏
さ
ま
の
知
恵
を
身
に
着
け
る
と
今
ま
で

見
え
な
か
っ
た
本
当
の
姿
が
見
え
る
。
で
す
か
ら
、
灯
と
い
う
の
は
悟
り
の

象
徴
で
あ
り
、
知
恵
の
象
徴
で
す
。
多
く
の
知
恵
を
灯
す
と
い
う
意
味
で
万

灯
が
あ
る
の
で
す
が
、
御
会
式
の
場
合
に
は
、
日
蓮
聖
人
が
亡
く
な
っ
た
と

き
に
桜
の
花
が
咲
い
た
と
い
う
故
事
に
ち
な
み
、
桜
の
花
を
万
灯
に
た
く
さ

ん
つ
け
ま
す
。
そ
れ
を
持
っ
て
、
雑
司
が
谷
で
は
な
ぜ
か
鬼
子
母
神
堂
へ
行

っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
御
会
式
が
こ
の
雑
司
が
谷
に
は
あ
り
ま
す
。 

 

■
お
わ
り
に 

 

雑
司
が
谷
と
鬼
子
母
神
堂
、
あ
る
い
は
法
明
寺
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
し

し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
か
ら
鬼
子
母
神
は
雑
司
が
谷
の
氏
神
で
し
た
か
ら
、

雑
司
が
谷
の
人
は
皆
、
鬼
子
母
神
の
氏
子
で
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
い
ま

だ
に
そ
ん
な
関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
鬼
子
母
神
堂
あ
る
い
は
諸
行
事
が

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
が
、
ユ
ネ
ス
コ
の
未
来
遺
産
、
そ
し

て
豊
島
区
の
重
要
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
の
根
底
に
あ
る

の
は
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

 

（
お
う
み
・
し
ょ
う
て
ん 

法
明
寺
住
職
） 

  

※
鬼
子
母
神
の
「
鬼
」
の
表
記
は
本
来
「
角つ

の

」
の
な
い
字
を
用
い
て
い
ま
す
。 

  

 

 
 

 

未
来
遺
産
運
動
と
雑
司
が
谷 

川 

上 

千 

春

■
は
じ
め
に 

 

日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟
の
川
上
と
申
し
ま
す
。
ま
ず
公
益
社
団
法
人
の

日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟
と
は
何
か
、
な
ぜ
私
た
ち
が
未
来
遺
産
運
動
を
行

っ
て
い
る
の
か
、
未
来
遺
産
運
動
が
め
ざ
す
こ
と
、
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
ど
の
よ
う
な
活
動
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
「『
雑
司
が
谷
が
や
が
や
』
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
対
す
る
期
待
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。 

 

一
九
四
五
年
に
発
足
し
た
ユ
ネ
ス
コ
は
、「
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機

関
」

―
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で
す
。
本
部
は
パ
リ
に
あ
り
ま
す
。
ユ
ネ

ス
コ
の
目
的
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
悲
劇
を
く
り
返
さ
な
い
よ
う
、
世
界

の
国
々
で
教
育
・
科
学
・
文
化
（
後
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
つ
い
た
の

で
す
が
）
協
力
と
交
流
を
通
じ
て
国
際
平
和
と
人
類
の
福
祉
を
促
進
す
る
こ

と
に
あ
り
ま
す
。 

 

国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
憲
章
（
以
下
「
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
」
と
略
記
）

の
前
文
で
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  
 
 

戦
争
は
人
の
心
の
中
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
心
の
中

に
平
和
の
と
り
で
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

相
互
の
風
習
と
生
活
を
知
ら
な
い
こ
と
は
、
人
類
の
歴
史
を
通
じ
て

世
界
の
諸
人
民
の
間
に
疑
惑
と
不
信
を
お
こ
し
た
共
通
の
原
因
で
あ

り
、
こ
の
疑
惑
と
不
信
の
為
に
、
諸
人
民
の
不
一
致
が
あ
ま
り
に
も
し

ば
し
ば
戦
争
と
な
っ
た
。 

 
 
 

こ
こ
に
終
り
を
告
げ
た
恐
る
べ
き
大
戦
争
は
、
人
間
の
尊
厳
・
平

等
・
相
互
の
尊
重
と
い
う
民
主
主
義
の
原
理
を
否
認
し
、
こ
れ
ら
の
原

理
の
代
り
に
、
無
知
と
偏
見
を
通
じ
て
人
間
と
人
種
の
不
平
等
と
い
う

教
義
を
ひ
ろ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
た
戦
争
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 

（
中
略
） 

 
 
 

政
府
の
政
治
的
及
び
経
済
的
取
極
の
み
に
基
づ
く
平
和
は
、
世
界
の

諸
人
民
の
、
一
致
し
た
、
し
か
も
永
続
す
る
誠
実
な
支
持
を
確
保
で
き

る
平
和
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
平
和
は
、
失
わ
れ
な
い
た
め
に
は
、
人

68


