
随
筆
に
現
れ
た
る
井
上
円
了
の
思
想

河
村
孝
　
照

一
、
は
じ
め
に

随筆に現れたる井上円了の思想、

　
筆
者
は
先
に
、
表
記
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
円
了
の
随
筆
中
、
『
甫
水
論
集
』
、
『
円
了
講
話
集
』
、
『
円
了
漫
録
』
、
『
人
生
是
れ
戦

場
』
、
『
哲
窓
茶
話
』
の
五
著
に
つ
い
て
口
頭
発
表
し
、
そ
れ
が
報
告
書
と
し
て
印
哲
研
究
室
よ
り
タ
イ
プ
印
刷
と
し
て
出
さ
れ
て
い

る
。
今
回
は
そ
れ
に
『
自
家
格
言
集
』
を
加
え
て
報
告
し
た
い
と
思
う
。

　
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
随
筆
集
に
は
そ
れ
ぞ
れ
性
格
が
あ
る
。
『
甫
水
論
集
』
は
明
治
三
十
五
年
四
月
に
出
版
さ
れ
、
つ
ぎ
に
『
円

了
漫
録
』
が
明
治
三
十
六
年
の
十
二
月
に
出
さ
れ
、
そ
の
つ
ぎ
に
『
円
了
講
和
集
』
が
明
治
三
十
七
年
の
三
月
に
出
さ
れ
、
そ
れ
か

ら
『
人
生
是
れ
戦
場
』
が
大
正
三
年
三
月
に
出
さ
れ
、
『
哲
窓
茶
話
』
は
大
正
五
年
の
五
月
に
出
さ
れ
て
い
る
。

　
右
五
著
の
中
で
、
『
甫
水
論
集
』
は
館
友
中
尾
祖
応
が
編
集
し
た
も
の
で
、
従
っ
て
こ
れ
に
は
中
尾
の
撰
択
眼
を
経
て
編
集
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
尾
祖
応
に
つ
い
て
は
今
の
所
、
そ
の
伝
を
詳
か
に
し
て
い
な
い
。
然
し
本
著
に
は
、
円
了
と
編
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者
の
序
文
が
あ
る
。
円
了
の
序
の
一
節
に
は
、
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館
友
中
尾
祖
応
君
、
余
の
論
文
を
蒐
め
て
一
冊
子
と
な
さ
ん
と
欲
し
、
是
非
共
余
の
許
諾
を
得
ん
こ
と
を
需
め
ら
れ
た
り
。
然
る

　
に
其
論
文
中
に
は
、
二
十
年
前
の
旧
稿
も
加
わ
り
居
れ
ば
、
今
日
よ
り
之
を
観
る
に
児
戯
媒
語
に
近
き
も
の
あ
り
て
、
今
更
、
之

　
を
世
間
に
公
に
す
る
は
余
り
好
ま
し
き
こ
と
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
亦
故
ら
に
己
れ
の
拙
を
掩
ひ
醜
を
隠
さ
ん
と
す
る
は
却
て
大
人

　
ら
し
き
業
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
且
ら
く
其
請
に
任
せ
て
編
輯
す
る
こ
と
を
許
容
せ
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
序
に
よ
っ
て
も
本
書
が
論
集
す
な
わ
ち
論
文
集
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
編
者
の
序
に
は
、

　
身
自
ら
進
ん
で
哲
学
を
研
究
し
、
学
校
を
興
し
て
青
年
を
教
育
し
、
東
洋
哲
学
の
研
究
を
唱
道
し
、
仏
教
に
新
研
究
の
道
を
開
き
、

　
我
国
宗
教
の
改
革
を
主
張
せ
し
も
の
は
博
士
井
上
円
了
氏
に
あ
ら
ず
や
。

　
世
間
氏
を
称
す
る
に
哲
学
の
開
山
を
以
て
す
る
、
宣
怪
む
に
足
ら
ん
や
。
氏
が
我
東
京
大
学
に
入
り
て
哲
学
の
研
究
に
従
ふ
や
、

　
其
得
る
所
之
を
筆
に
上
し
、
之
を
文
に
草
し
、
以
て
東
西
両
洋
の
哲
学
を
鼓
吹
し
、
今
の
「
哲
学
会
」
、
是
れ
氏
が
明
治
十
七
年

　
に
興
せ
し
も
の
、
今
の
「
哲
学
書
院
」
、
是
れ
氏
が
明
治
二
十
年
に
設
け
し
も
の
、
今
の
『
哲
学
雑
誌
』
、
是
氏
等
が
明
治
二
十
年

　
に
発
行
せ
し
も
の
、
今
の
「
哲
学
館
」
、
是
れ
氏
が
明
治
二
十
年
に
立
て
し
も
の
、
今
の
「
政
教
社
」
、
是
れ
氏
が
明
治
二
十
一
年

　
に
興
せ
し
も
の
、
今
の
雑
誌
『
日
本
人
』
、
是
れ
氏
が
明
治
二
十
一
年
に
発
行
せ
し
も
の
、
今
の
雑
誌
『
東
洋
哲
学
』
、
是
れ
氏

　
が
明
治
二
十
七
年
に
発
行
せ
し
も
の
、

　
其
外
氏
が
斯
学
の
為
め
に
尽
せ
し
も
の
牧
挙
に
暇
あ
ら
ず
。
我
国
に
於
け
る
哲
学
研
究
の
今
日
の
如
く
隆
盛
に
至
り
し
も
の
、
彼

　
の
仏
教
徒
に
多
く
の
新
思
想
を
注
入
せ
し
も
の
、
東
洋
学
の
研
究
を
し
て
今
日
の
如
く
隆
か
ん
な
ら
し
め
し
も
の
、
実
に
博
士
の

　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
カ
な
り
と
い
ふ
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
（
中
略
）
博
士
の
如
き
は
実
に
我
国
の
教
育
及
び
宗
教
の
為
め
に
忘
る
・
べ
か
ら
ざ
る
の
人



｜；沮筆にf見ノしたるi｝’上一円rの思想

　
に
あ
ら
ず
や
。
博
士
が
著
述
せ
し
も
の
、
其
数
甚
だ
多
し
と
い
へ
ど
も
、
博
士
の
著
述
以
外
に
多
く
の
論
文
は
世
に
公
に
せ
ら
れ

　
ぬ
。
其
教
実
に
千
篇
に
垂
ん
と
す
る
と
い
ふ
。
然
も
年
を
重
ね
る
に
随
ひ
て
人
の
記
臆
を
去
り
、
卒
に
眠
滅
せ
ん
と
す
。
惜
し
み

　
て
も
猶
余
り
あ
る
に
あ
ら
ず
や
。
予
其
眠
滅
せ
ん
こ
と
を
悲
み
、
集
め
て
冊
子
と
せ
ん
こ
と
を
博
士
に
計
り
し
に
博
±
は
快
く
之

　
を
諾
せ
ら
れ
ぬ
。
依
っ
て
先
づ
数
十
文
を
集
め
、
『
甫
水
論
集
』
と
題
し
、
書
舗
博
文
館
に
は
か
り
て
之
を
世
に
公
に
す
。

と
右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
編
者
の
序
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
円
了
は
す
で
に
明
治
三
十
五
年
ま
で
に
は
教
育
者
と
し
て
ま
た
宗
教
者
と
し
て
社

会
的
な
評
価
を
得
て
お
り
、
そ
う
し
た
円
了
の
論
文
三
十
五
編
を
集
め
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
つ
ぎ
の
『
円
了
漫
録
』
は
、
こ
れ
は
当
初
は
遺
言
状
の
つ
も
り
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
書
の
初
め
に
は
遺
言
状
が
載
っ

て
い
る
．
、
そ
し
て
そ
の
後
に
、

　
左
の
漫
録
は
平
素
眼
に
触
れ
、
心
に
浮
び
た
る
種
々
雑
多
の
事
柄
を
筆
に
任
せ
て
蒐
録
し
た
る
も
の
な
り
。
故
に
之
を
題
し
て
円

　
了
漫
録
と
云
ふ
。
其
書
た
る
固
よ
り
世
道
人
心
に
何
等
の
稗
補
す
る
所
な
か
る
べ
き
も
、
余
が
自
伝
の
一
小
話
な
れ
ば
、
之
を
刻

　
し
て
知
人
に
示
す
。

と
述
べ
て
、
漫
録
百
話
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
思
い
つ
く
ま
ま
に
記
さ
れ
た
随
筆
で
あ
る
訳
で
あ
る
。

　
そ
の
つ
ぎ
に
公
に
さ
れ
た
の
が
『
円
了
講
話
集
一
で
あ
る
。
本
書
に
も
編
者
が
あ
る
。
秋
山
悟
庵
で
あ
る
。
円
了
は
本
書
に
序
し

て　
秋
山
悟
庵
君
ハ
謹
直
ノ
人
ナ
リ
。
我
門
二
出
入
ス
ル
ヤ
年
已
二
久
シ
。
平
素
余
ノ
談
片
小
篇
ノ
新
聞
雑
誌
等
二
出
ヅ
ル
毎
二
、

　
一
々
之
ヲ
筆
記
シ
テ
保
存
シ
、
其
稿
積
テ
一
大
冊
ト
ナ
ル
。
近
項
之
ヲ
印
刷
二
付
セ
ン
ト
テ
余
二
序
文
ヲ
乞
フ
。
余
乃
チ
左
ノ
一
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明
治
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と
い
う
の
で
あ
る
。

　
編
者
秋
山
悟
庵
は
「
例
言
」
と
題
し
て
本
書
を
公
け
に
す
る
由
来
を
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
余
の
博
士
の
門
に
遊
ぶ
こ
と
已
に
久
し
い
。
本
集
は
其
久
し
き
に
亘
り
て
博
士
が
全
国
各
所
の
請
聰
に
応
じ
て
講
演
せ
ら
れ
た
る

　
も
の
や
、
或
は
各
種
の
新
聞
雑
誌
の
上
で
談
論
せ
ら
れ
た
も
の
を
、
不
才
無
能
の
余
が
閑
に
ま
か
せ
て
手
録
し
た
の
が
積
ん
で
一

　
大
冊
を
成
す
に
及
ん
だ
中
の
数
十
篇
を
撰
び
て
博
士
の
認
諾
を
得
、
書
騨
鴻
盟
社
に
謀
り
、
弦
に
蒐
録
刊
行
し
て
同
志
に
頒
つ
こ

　
と
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

右
に
よ
つ
て
本
書
が
編
者
の
撰
者
眼
に
よ
つ
て
成
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
編
者
は
、

　
本
集
其
内
容
編
次
の
順
序
に
就
て
は
、
文
学
、
宗
教
、
倫
理
、
教
育
、
及
び
雑
部
の
数
篇
に
分
類
し
や
う
と
思
ひ
し
も
、
実
際
は

　
不
可
能
事
に
属
し
た
。
其
は
他
で
な
い
、
或
は
哲
学
と
宗
教
、
或
は
宗
教
と
教
育
、
将
た
倫
理
と
宗
教
等
が
相
混
じ
て
ゐ
る
か
ら

　
で
あ
る
。
故
に
到
底
的
確
な
分
類
を
な
す
こ
と
は
不
可
能
事
だ
。

右
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
そ
し
て
編
者
は
、
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本
集
は
甫
水
論
集
に
次
で
世
に
公
刊
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ど
、
博
士
帰
朝
以
来
欧
米
周
遊
の
土
産
と
し
て
各
所
の
講
延
に

　
演
述
せ
ら
れ
た
最
近
の
も
併
せ
収
め
、
そ
し
て
読
者
に
対
し
て
薪
新
な
る
資
料
を
供
し
や
う
と
計
っ
た
の
で
遂
に
遅
延
す
る
の
余

　
義
な
き
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
書
は
、
編
者
を
異
に
し
て
い
る
が
『
甫
水
論
集
』
の
姉
妹
篇
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

『
甫
水
論
集
』
が
三
五
項
目
、
本
文
三
九
五
ペ
ー
ジ
、
『
円
了
講
話
集
』
が
四
十
項
目
、
本
文
三
五
九
ぺ
ー
ジ
、
附
録
十
五
ペ
ー
ジ
、

形
の
上
か
ら
も
両
書
は
姉
妹
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。



随筆に現れたる井上円∫’の思想

　
つ
ぎ
の
「
人
生
是
れ
戦
場
』
は
、
円
了
が
緒
言
に
お
い
て
、
本
書
は
大
正
年
間
の
国
民
、
就
中
青
年
の
当
に
尽
く
す
べ
き
天
職
に

　
就
き
、
予
の
卑
身
を
発
表
せ
る
も
の
な
り
。

と
い
い
、
大
正
年
間
に
お
け
る
国
民
、
と
く
に
若
い
者
、
青
年
の
ま
さ
に
尽
く
す
べ
き
天
職
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
続
い
て
円
了
は
、

　
而
し
て
其
内
容
は
予
が
曽
て
再
三
世
界
各
国
を
歴
訪
し
、
再
四
日
本
全
国
を
巡
視
し
、
実
地
観
察
し
た
る
結
果
を
土
台
と
し
て
、

　
之
れ
を
一
々
戊
申
詔
書
の
御
聖
旨
に
照
処
し
て
講
述
し
た
る
も
の
な
り
。

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
本
書
は
戊
申
詔
書
の
聖
旨
に
照
ら
し
て
講
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
円

了
は

　
今
や
西
洋
文
明
の
舞
台
が
漸
く
大
東
に
向
て
移
動
し
つ
つ
あ
る
に
際
し
、
日
本
帝
国
を
し
て
其
中
心
に
立
た
し
む
る
に
は
、
現
代

　
の
青
年
が
自
発
自
動
的
に
飽
く
ま
で
努
力
奮
闘
し
、
断
へ
ず
勇
進
活
躍
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
本
書
は
浅
薄
な
が
ら
各
方
面
よ
り
世

　
界
の
大
勢
を
看
破
し
、
失
敬
な
が
ら
興
奮
の
一
喝
を
青
年
諸
士
に
呈
し
た
る
も
の
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
執
筆
の
動
機
は
明
瞭
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
戊
申
詔
書
は
、
日
露
戦
争
の
後
、
人
心
が
次
第
に
浮
華
に
流

れ
た
の
を
憂
い
、
明
治
天
皇
の
名
を
も
っ
て
上
下
一
致
や
勤
倹
を
説
き
、
国
民
教
化
に
あ
て
よ
う
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
勅
諭
で
あ
っ

た
。
そ
れ
故
円
了
は
、
「
予
の
句
の
”
天
下
無
二
寧
日
一
人
生
是
戦
場
”
に
基
き
、
”
人
生
是
れ
戦
場
”
と
命
名
す
る
に
至
れ
り
、
即
ち

平
和
の
戦
争
に
対
す
る
青
年
奮
闘
訓
の
意
な
り
」
（
緒
言
）
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

　
円
了
は
本
書
を
十
段
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
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こ
の
中
に
は
自
ら
を
「
百
姓
的
学
者
」
と
称
し
、
ま
た
「
御
詔
勅
の
聖
旨
」
な
ど
十
三
節
に
わ
た
る
。

第
二
段
　
人
文

　
こ
の
中
に
再
び
「
戊
申
詔
書
の
聖
旨
」
を
述
べ
、
世
界
の
人
文
地
誌
に
及
ん
で
十
三
節
を
設
け
る
。

第
三
段
　
平
和

　
こ
の
中
で
「
世
界
各
国
の
分
業
」
と
そ
の
「
利
害
関
係
」
を
説
き
、
そ
の
他
十
二
節
に
わ
た
る
。

第
四
段
　
国
運

　
こ
こ
で
は
「
海
外
の
発
展
」
の
様
子
を
述
べ
、
「
国
力
養
成
の
方
法
」
を
論
じ
、
そ
の
他
併
せ
て
十
三
節
を
設
け
て
い
る
。

第
五
段
　
協
同

　
こ
こ
で
は
ま
ず
「
上
下
］
心
一
を
あ
げ
て
詔
書
の
聖
旨
を
発
揚
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
以
下
十
二
節
を
あ
げ
て
い
る
。

第
六
段
　
勤
倹

　
．
一
れ
は
軽
桃
浮
華
を
警
し
め
「
勤
倹
治
産
」
を
を
説
き
十
三
節
を
あ
げ
て
い
る
。

第
七
段
　
信
義

　
こ
こ
で
「
実
業
の
発
展
」
を
取
り
あ
げ
、
信
義
の
重
ん
ず
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
十
二
節
を
設
け
て
い
る
。

第
八
段
　
自
彊

　
人
口
に
檜
亥
し
た
「
東
照
宮
の
遺
訓
」
を
と
り
あ
げ
、
よ
く
忍
耐
す
べ
き
こ
と
を
説
き
、
十
三
節
を
設
け
て
い
る
。

第
九
段
　
一
誠

　
よ
（
「
至
誠
の
道
」
を
説
き
、
「
迷
信
と
正
信
」
、
「
我
宗
教
の
革
新
」
を
説
き
、
縦
横
に
筆
を
揮
う
、
十
三
節
を
設
け
て
い
る
。

第
十
段
　
結
言
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最
後
の
段
に
「
奮
闘
的
格
言
」
、
「
奮
闘
的
文
章
」
を
も
の
し
て
人
生
是
れ
戦
場
の
結
言
と
し
、
儒
夫
を
し
て
振
い
興
さ
し
め
て

　
　
い
る
．
こ
れ
に
十
三
節
を
設
け
て
い
る
。
円
了
は
さ
ら
に
教
育
勅
語
の
大
意
と
戊
申
詔
書
の
大
意
を
述
べ
て
し
め
く
く
り
と
し

　
　
て
い
る
。

　
右
が
「
人
生
是
れ
戦
場
」
と
題
す
る
円
了
の
随
筆
で
あ
る
が
、
本
書
は
随
筆
と
は
い
え
、
す
で
に
戊
申
詔
書
を
鏡
と
し
た
修
身
書

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
聖
旨
に
こ
た
え
る
円
了
の
無
私
の
心
情
の
吐
露
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
訳
で
あ
る
。
円
了
が
緒
言
の
末
尾
に
、

　
今
日
は
全
国
各
府
県
を
通
じ
、
各
町
村
各
部
落
に
青
年
会
あ
り
、
或
は
報
徳
会
、
或
は
斯
民
会
、
或
は
自
彊
会
等
あ
れ
ば
、
若
し

　
其
会
員
に
し
て
予
の
浅
学
を
見
捨
て
ず
、
誠
に
↓
顧
一
読
を
割
愛
せ
ら
る
る
あ
ら
ば
実
に
望
外
の
至
幸
と
す
る
所
な
り

と
述
べ
る
所
を
も
っ
て
も
、
円
了
が
望
む
所
の
読
者
が
奈
辺
に
存
し
た
か
わ
か
る
の
で
あ
る
。

二
、
『
自
家
格
言
集
』
に
つ
い
て

随筆に現れたるSl一ヒ円「の思想

　
今
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
『
自
家
格
言
集
』
は
、
円
了
自
ら
「
一
名
　
明
治
菜
根
謹
」
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
菜
根
謹
は
知
ら
れ

る
よ
う
に
明
末
の
儒
者
洪
応
明
の
著
わ
し
た
も
の
で
、
儒
教
に
も
と
ず
き
、
老
荘
、
禅
を
交
え
た
処
世
哲
学
書
で
あ
る
。
円
了
は
菜

根
潭
現
代
版
と
い
う
意
味
か
ら
こ
の
『
自
家
格
言
集
』
に
名
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
「
自
序
」
に
よ
れ
ば
、

　
古
人
先
輩
の
格
言
訓
語
の
、
往
々
厭
世
悲
嘆
の
声
を
含
み
、
或
は
消
極
隠
退
の
風
を
帯
び
、
今
日
の
時
勢
に
適
応
せ
ざ
る
も
の
多

　
し
。
故
に
余
は
生
意
気
な
が
ら
之
を
改
作
修
正
せ
ん
と
欲
し
、
ホ
来
人
よ
り
訓
誠
の
語
句
を
需
め
ら
る
〉
毎
に
、
自
ら
案
出
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1

　
も
の
を
書
し
て
与
ふ
る
こ
と
と
な
せ
り
。
此
頃
不
幸
に
し
て
慈
母
を
失
ひ
、
喪
中
和
田
山
哲
学
堂
内
に
蟄
居
し
、
徒
然
の
余
り
自
　
4



　
家
の
格
言
集
を
編
成
せ
ん
と
の
望
を
起
し
、
数
年
間
の
手
帖
を
探
り
、
其
中
に
折
に
触
れ
機
に
応
じ
、
古
語
を
改
作
せ
る
も
の
、

　
或
は
自
ら
案
出
せ
る
も
の
を
書
き
置
た
れ
ば
、
一
々
之
を
拾
ひ
集
め
、
部
類
を
分
ち
、
仮
り
に
人
生
、
修
養
、
教
育
、
宗
教
、
哲

　
学
、
実
業
、
国
家
、
妖
怪
、
雑
類
の
九
門
を
設
け
、
計
ら
ず
も
一
小
冊
子
を
な
す
に
至
る
。
其
中
に
は
真
面
目
な
る
も
あ
り
、
滑

　
稽
な
る
も
あ
り
、
高
尚
な
る
も
あ
り
、
平
凡
な
る
も
あ
り
、
漢
詩
の
寝
言
も
あ
り
、
和
歌
の
腰
折
も
あ
り
、
俳
句
の
ゴ
マ
カ
シ
、

　
否
十
七
文
字
の
お
化
も
あ
り
、
玉
石
同
架
、
味
噌
糞
同
槽
の
観
あ
る
も
、
汽
車
旅
行
中
に
千
態
万
状
の
風
光
の
車
窓
に
映
し
来
る

　
が
如
く
、
却
て
読
者
を
し
て
倦
ま
ざ
ら
し
む
る
の
便
あ
り
と
思
ひ
、
取
捨
選
択
を
行
は
ず
、
其
の
侭
印
刷
に
付
す
る
こ
と
〉
な
す
。

　
余
の
詩
歌
は
自
ら
言
文
一
致
流
俗
調
派
と
公
称
し
、
其
雅
号
を
或
は
不
知
歌
斎
詩
拙
道
人
と
も
名
く
る
程
な
れ
ば
、
法
に
外
れ
格

　
に
合
は
ざ
る
も
の
・
み
に
て
、
殺
風
景
を
極
む
る
も
、
是
れ
亦
読
者
が
汽
車
旅
行
中
に
ト
ン
ネ
ル
の
暗
処
に
逢
過
せ
る
心
地
に
て

　
看
過
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
。
本
書
は
最
初
親
類
知
友
に
亡
母
法
要
の
饅
頭
を
配
布
す
る
代
用
の
心
得
に
て
、
贈
呈
だ
け
の
予
定

　
な
り
し
が
、
友
人
の
勧
告
に
よ
り
、
更
に
余
分
の
印
刷
を
命
じ
、
広
く
世
間
の
所
望
に
応
ず
る
こ
と
〉
な
す
。
弦
に
本
書
印
刷
の

　
次
第
を
記
し
、
以
て
自
序
に
代
る
な
り
。

　
　
明
治
四
十
二
年
九
月

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
書
は
、

一、

f
材
の
取
捨
選
択
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

二
、
部
類
を
分
け
た
の
は
著
者
円
了
自
身
で
あ
る
こ
と
。

三
、
数
年
間
の
た
め
お
き
で
あ
り
、
一
時
の
思
い
つ
き
で
な
い
こ
と
。

四
、
も
と
も
と
親
類
知
友
に
配
る
つ
も
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
広
く
世
間
に
出
す
目
的
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
。

右
の
事
情
か
ら
、
本
書
は
円
了
の
考
え
が
か
な
り
素
直
に
表
わ
れ
て
い
る
も
の
、
と
み
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。
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本
書
の
成
っ
た
明
治
四
十
二
年
九
月
と
い
え
ば
、
八
月
二
十
七
日
に
母
堂
い
く
刀
自
の
永
眠
に
あ
い
、
円
了
は
す
で
に
哲
学
館
大

学
長
、
京
北
中
学
校
長
（
両
校
と
も
明
治
三
十
九
年
一
月
）
を
辞
し
、
つ
づ
く
明
治
四
十
年
に
は
京
北
幼
稚
園
長
を
も
辞
職
し
、

地
方
の
巡
講
に
寧
日
な
き
日
を
お
く
ら
れ
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。

三
、
『
自
家
格
言
集
』
に
お
け
る
円
了
の
思
想

随筆に現れたる井上円了の思想

　
　
　
　
1
、
人
生
篇

　
『
自
家
格
言
集
』
に
お
け
る
円
了
の
第
一
分
類
は
「
人
生
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
生
に
も
ら
れ
た
格
言
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

　
ろ
う
か
。
今
原
著
の
句
に
ナ
ン
バ
ー
を
付
し
て
そ
の
中
か
ら
と
く
に
思
想
の
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
を
示
し
て
み
よ
う
。

1
、
人
生
是
戦
場
、
又
人
生
無
二
寧
日
一
。

4
、
楽
而
迎
レ
老
、
笑
而
迎
レ
死
。

6
、
生
き
て
居
る
間
に
う
ん
と
働
き
て
、
死
ん
で
ゆ
っ
く
り
休
め
世
の
人
。

8
、
門
松
は
出
世
の
旅
の
一
里
塚

1
4
、
人
必
要
レ
有
二
十
六
丁
一
、
手
与
レ
ロ
共
是
八
丁
、
即
十
六
丁
也
。

1
6
、
髪
白
眼
逮
青
、
身
老
心
益
壮
。

1
8
、
勇
進
如
レ
虎
、
活
動
似
レ
龍
、
日
夜
奮
闘
、
意
気
益
揚
。

2
0
、
世
海
波
難
レ
静
、
人
生
是
戦
場
、
勤
レ
君
須
二
奮
闘
一
、
任
重
路
逮
長
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

2
9
、
退
招
レ
損
、
進
受
レ
益
。
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3
0
、
離
者
必
会
、
衰
者
亦
盛
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

3
2
、
欠
く
れ
ば
満
つ
る
世
の
習
ひ
。

3
4
、
苦
に
す
る
な
、
あ
ら
し
の
後
に
日
和
あ
り
。

3
7
、
許
三
董
酒
入
二
我
門
一
、
禁
三
悲
観
入
我
家
一
。

4
1
、
人
寿
則
多
レ
榮
。

4
5
、
さ
い
は
い
は
笑
ふ
御
方
の
門
に
す
む
、
あ
く
ま
で
笑
へ
頬
の
お
つ
る
ま
で
。

4
7
、
蝸
牛
角
上
競
二
長
短
一
、
蝶
夢
場
中
争
二
是
非
一
、
畢
寛
人
生
須
二
力
戦
一
、
待
君
一
奏
二
凱
歌
一
帰
。

5
5
、
年
々
歳
々
花
相
似
、
歳
々
年
々
人
不
レ
同
、
花
無
二
向
上
発
展
力
一
、
人
有
二
日
就
月
将
功
一
。

5
6
、
我
善
養
二
吾
向
上
之
気
↓

5
8
、
優
勝
劣
敗
本
天
理
、
弱
肉
強
食
是
世
態
。

7
2
、
梅
花
墜
レ
地
実
已
成
、
黄
河
入
レ
海
水
漸
清
、
無
心
萬
物
猶
如
レ
此
、
都
追
二
向
上
一
路
一
行
。

7
4
、
舐
苑
精
舎
鐘
声
、
有
二
青
年
立
志
之
饗
三
、
沙
羅
双
樹
花
色
、
顕
二
大
器
晩
成
之
理
。

右
の
よ
う
に
円
了
人
生
に
関
す
る
七
四
句
の
中
、
一
＝
句
を
あ
げ
て
み
た
。

　
右
の
句
は
い
ず
れ
も
人
生
楽
観
論
で
あ
り
、
人
生
は
進
歩
向
上
一
路
の
試
験
場
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
極
め
て
強
い
。
そ
う
し
て

円
了
は
、
当
時
流
行
し
た
進
化
論
を
背
景
に
も
ち
、
優
勝
劣
敗
、
弱
肉
強
食
は
社
会
の
摂
理
で
あ
る
か
ら
、
人
生
は
決
し
て
そ
れ
に

負
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
警
句
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
は
円
了
が
世
の
人
々
の
た
め
に
説
く
も
の
で
あ
っ
て
、
円
了
自
ら
は
ま
た
、

4
8
、
知
二
向
上
一
而
不
レ
知
二
向
下
一
者
逆
上
也
。
知
二
向
下
一
而
不
レ
知
二
向
上
一
者
下
血
也
。
共
非
二
健
全
之
人
一
也
。

右
に
お
い
て
は
、
向
上
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
己
れ
の
人
生
と
す
る
者
は
逆
上
の
ぼ
せ
で
あ
り
、
ま
た
人
を
導
こ
う
と
す
る
こ
と



随筆に現れたる井’上円rの思想

の
み
を
も
っ
て
己
れ
の
人
生
と
す
る
者
は
下
血
貧
血
症
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
健
全
な
人
と
は
い
え
な
い
、
向
上
と
向
下
と
相
ま
っ
て

こ
そ
健
全
な
る
人
で
あ
る
と
い
い
、
勇
往
適
進
、
奮
闘
努
力
の
み
の
活
き
方
の
真
の
す
が
た
を
さ
し
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

5
0
、
独
立
而
不
菰
立
一
、
自
重
而
不
二
自
尊
一
。
是
吾
所
レ
執
之
主
義
也
。

と
い
っ
て
い
る
。
独
立
必
ず
し
も
独
歩
な
ら
ず
、
と
も
に
上
下
一
致
し
て
国
運
の
発
展
に
期
す
る
、
ま
た
軽
々
し
く
動
じ
な
い
、
さ

り
と
て
自
ら
尊
し
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
庸
を
得
て
対
処
対
応
す
る
、
こ
れ
が
自
分
の
主
義
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
ま
た
次
の
句
に
も
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

6
0
、
正
偏
兼
到
、
動
静
随
レ
時
、
処
世
之
要
、
益
存
二
干
斯
一
。

す
な
わ
ち
正
偏
か
ね
到
り
、
動
静
時
に
随
う
、
こ
れ
処
世
の
要
と
い
い
、
こ
こ
に
円
了
の
人
生
に
対
す
る
中
庸
観
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
円
了
自
ら
が
選
ん
だ
人
生
の
句
に
、
時
に
開
き
直
り
の
人
生
観
が
あ
る
。
先
に
あ
げ
た

3
4
、
苦
に
す
る
な
、
あ
ら
し
の
後
に
日
和
あ
り
。

こ
れ
は
か
の
哲
学
館
事
件
に
遭
遇
し
た
時
の
述
懐
で
あ
っ
た
。
ま
た
円
了
は
、

7
3
、
来
者
相
迎
去
不
レ
追
。
守
レ
誠
只
与
二
此
心
一
期
。
人
生
褒
既
軽
如
レ
屍
。
声
大
臭
高
皆
一
時
。

こ
れ
は
「
人
生
の
褒
販
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
全
体
の
調
子
は
む
し
ろ
販
に
対
す
る
開
き
直
り
と
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
円
了
に
は
時
勢
に
対
す
る
辛
疎
な
批
判
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

6
6
、
善
人
為
二
悪
人
一
払
一
一
租
税
・
。

6
9
、
官
吏
畷
二
農
夫
之
汗
一
、
富
人
呑
二
貧
民
之
涙
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

7
0
、
虚
栄
懸
処
衆
情
錘
、
私
利
所
レ
存
萬
客
従
、
浮
薄
如
レ
斯
君
莫
レ
怪
、
世
間
多
是
拝
金
宗
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4



右
の
ご
と
き
で
あ
り
、
当
時
の
時
勢
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
2
、
修
養
篇
（
道
徳
を
含
む
）

　
第
二
は
修
養
の
部
門
で
あ
る
。
円
了
は
こ
れ
に
カ
ッ
コ
を
付
し
て
「
道
徳
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
円
了
の
道
徳
観
で
も

あ
る
訳
で
あ
る
。
先
と
同
じ
く
句
に
ナ
ン
バ
ー
を
付
し
て
顕
著
な
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
本
篇
に
五
三
句
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

2
以
二
堪
忍
縄
一
縛
二
怒
鬼
’
。

3
、
以
二
辛
抱
棒
一
打
二
情
鬼
一
。

4
、
堪
忍
袋
中
蔵
二
万
福
一
。

5
、
堪
忍
の
袋
の
中
に
萬
福
の
、
ひ
そ
む
と
知
り
て
堪
忍
を
せ
よ
。

6
、
堪
忍
水
鎮
二
瞑
憲
火
一
、
温
和
風
開
二
歓
楽
花
「
。

2
7
、
怒
者
短
時
之
狂
也
、
忍
者
終
生
之
薬
也
。

右
の
句
は
堪
忍
、
辛
棒
の
徳
を
養
う
こ
と
を
す
す
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
円
了
は
、

H
、
忠
舟
孝
樟
達
二
道
源
一
。

1
2
、
仁
雨
義
風
洗
二
情
地
一
。
忠
日
孝
月
照
二
心
天
一
。

1
3
、
冠
レ
仁
而
立
、
履
レ
義
而
行
、
懐
二
忠
孝
一
而
坐
臥
。

1
6
、
仁
如
レ
糖
、
義
如
レ
塩
、
糖
塩
相
待
而
調
理
成
。
仁
義
相
待
而
平
和
成
。

5
3
、
今
日
人
心
如
二
乱
麻
一
、
只
憂
国
躰
失
二
精
華
一
、
若
君
欲
レ
ト
ニ
安
身
地
一
、
仁
義
街
頭
忠
孝
家
。

右
の
句
は
、
忠
、
孝
、
仁
、
義
の
徳
の
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
五
倫
と
五
常
を
兼
ね
て
忠
孝
仁
義
の
徳

に
ま
と
め
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
国
家
、
ま
た
天
下
の
大
道
に
重
点
を
お
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
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5
4
、
北
辺
昔
年
戦
雲
横
、
東
洋
今
日
風
浪
平
、
我
輩
幸
遇
二
此
隆
運
一
、
喜
見
皇
威
圧
二
満
清
一
、
国
恩
深
大
何
以
報
、
三
百
余
言
聖
訓

　
明
、
恭
倹
持
レ
己
博
愛
レ
衆
、
義
勇
奉
レ
公
能
尽
レ
誠
、
儒
仏
所
レ
説
亦
相
似
、
忠
孝
為
レ
重
身
命
軽
、
君
若
欲
レ
行
二
修
養
道
一
、
挙
々

　
服
膚
護
二
心
城
一
。

右
の
よ
う
な
国
際
情
勢
の
中
に
あ
っ
て
日
本
人
の
修
む
べ
き
道
と
し
て
の
道
徳
が
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
、
聖
訓
三
百
余
言
と
は
外
な

ら
ぬ
教
育
勅
話
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
円
了
は
つ
ぎ
の
教
育
講
学
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
忠
孝
を
説
く
。

　
、58　　55　　11　　10　　9　　　8　　　7　　6　　　3

我
一
呼
吸
、
莫
レ
不
二
忠
孝
気
一
。

身
住
忠
天
孝
地
間
。

忠
食
孝
衣
渡
二
生
涯
。

織
出
経
忠
緯
孝
文
。

吾
家
風
物
人
知
否
、
忠
山
孝
水
別
乾
坤
。

忠
孝
の
道
は
鳥
に
も
知
ら
れ
け
り
、
雀
は
忠
々
鴉
は
孝
々
。

孝
行
を
す
る
年
頃
に
親
は
な
し
、
親
あ
る
内
に
孝
行
を
せ
よ
。

月
照
忠
臣
跡
、
花
開
孝
子
家
、
古
来
済
二
其
美
一
、
今
日
見
二
精
華
　
。

克
忠
克
孝
一
心
伝
、
億
兆
築
成
皇
礎
堅
、
千
古
清
風
吹
不
レ
断
、
文
明
壇
上
国
華
鮮
。

ま
た
つ
づ
く
第
四
宗
教
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、

3
9
、
大
道
由
来
孝
与
レ
忠
、
仏
門
所
レ
説
亦
相
同
、
真
宗
遺
訓
君
知
否
、

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
第
七
国
家
の
篇
に
お
い
て
も
、

王
法
為
レ
先
是
祖
風
。

417



1
、
君
民
一
家
、
是
我
国
体
也
。
忠
孝
＝
兀
、
是
我
皇
道
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

3
、
忠
礎
孝
柱
国
家
安
。

1
0
、
皇
国
無
二
以
為
レ
宝
、
惟
忠
以
為
レ
宝
。

1
1
、
我
邦
之
為
し
道
也
、
忠
孝
一
体
、
故
尽
レ
忠
則
孝
在
二
其
中
。

1
2
、
忠
二
干
金
銭
一
者
支
那
人
也
、
忠
＝
干
職
業
一
者
米
国
人
也
、
忠
二
干
君
国
一
者
日
本
人
也
。

2
2
、
忠
孝
の
鎧
を
つ
け
て
戦
は
ば
、
露
に
も
仏
に
も
ど
い
つ
に
も
勝
。

な
ど
の
句
を
あ
げ
て
い
る
。
右
の
中
第
十
の
皇
国
観
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
円
了
が
拾
遺
の
中
に
二
十
七
句
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
、

2
7
、
雀
す
ら
忠
々
蹄
く
は
我
人
に
教
を
告
ぐ
る
心
な
る
ら
ん
。

2
8
、
忠
孝
に
心
を
よ
せ
て
居
る
人
は
、
鼠
の
音
を
も
忠
々
と
聞
く
。

な
ど
と
い
い
、
忠
孝
の
徳
を
記
す
こ
と
ほ
と
ん
ど
全
篇
に
み
な
ぎ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
つ
づ
く
仁
義
に
つ
い
て
も
、
第
四
宗
教
の
篇
に
お
い
て

7
、
儒
之
仁
如
レ
水
、
耶
之
愛
如
レ
火
、
仏
之
慈
如
レ
月
。

と
い
い
、
儒
教
の
仁
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
、
仏
教
の
慈
悲
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
水
、
火
、
月
に
た
と
え
て
三
教
の
比
較
を
論
じ
て
い
る
。

　
ま
た
第
八
妖
怪
及
迷
信
の
篇
に
お
い
て
、

1
8
、
仁
義
為
レ
礎
、
忠
孝
為
レ
柱
、
則
家
相
莫
レ
吉
レ
焉
。
身
守
二
勤
倹
一
、
心
守
二
誠
実
一
、
人
相
莫
レ
善
レ
焉
。

と
述
べ
て
、
仁
義
、
忠
孝
を
も
っ
て
家
相
人
相
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

3
2
、
仁
者
不
レ
信
二
妖
怪
一
、
智
者
不
レ
惑
二
妖
怪
一
、
勇
者
不
レ
催
二
妖
怪
↓
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こ
れ
は
智
仁
勇
の
徳
と
妖
怪
と
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
、
妖
怪
学
を
講
じ
た
円
了
な
ら
で
は
の
格
言
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
拾
遺
篇
に

2
9
、
我
邦
の
五
常
は
仁
義
礼
な
ら
で
、
忠
礼
勇
素
信
の
五
ヶ
条
。

と
い
う
の
が
あ
る
。
仁
義
礼
智
信
は
中
国
の
道
徳
の
五
常
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
で
は
忠
礼
勇
素
信
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
孝
の
字
を
見
な
い
の
は
、
当
時
の
道
徳
に
あ
っ
て
は
忠
孝
一
本
と
認
識
せ
ら
れ
て
お
り
、
円
了
が
国
家
篇
に
、

1
、
君
民
一
家
、
是
我
国
体
也
。
忠
孝
一
元
、
是
我
皇
道
也
。

と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。

　
こ
の
円
了
の
い
う
わ
が
国
の
五
常
は
、
明
ら
か
に
明
治
十
五
年
に
陸
海
軍
軍
人
に
与
え
ら
れ
た
軍
人
勅
諭
の
五
ヶ
条
と
相
対
応
せ

し
め
て
考
察
し
て
よ
い
と
思
う
。
そ
の
勅
諭
の
中
の
五
ヶ
条
は
、

　
↓
、
軍
人
は
忠
節
を
尽
す
を
本
分
と
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
こ

　
一
、
軍
人
は
礼
儀
を
正
し
く
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
ぶ

　
一
、
軍
人
は
武
勇
を
尚
ぶ
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
し

　
一
、
軍
人
は
信
義
を
重
ん
ず
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
、
軍
入
は
質
素
を
旨
と
す
べ
し
。

右
の
五
ヶ
条
の
徳
目
は
、
円
了
の
い
う
わ
が
国
の
五
常
と
全
く
対
応
す
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
円
了
は
忠
孝
仁
義
を
道
徳
の
大
本
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
に
関
す
る
格
言
は
一
部
を
あ
げ
た
だ
け
で

も
右
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

　
円
了
は
修
養
の
道
と
し
て
心
の
問
題
を
格
言
の
上
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4



1
、
一
心
清
則
萬
事
清
、
一
身
安
則
萬
境
安
。

7
、
心
誠
則
不
レ
薦
而
神
自
護
。

8
、
心
誠
則
百
鬼
不
レ
追
而
去
、
千
福
不
レ
招
而
来
。

9
、
心
底
樹
レ
徳
身
上
発
華
。
又
、
心
底
養
二
道
根
一
身
上
発
二
徳
華
。

2
1
、
秋
み
ん
と
遠
き
山
路
を
登
る
よ
り
、
心
に
や
ど
る
月
を
な
が
め
よ
。

2
2
、
暗
き
夜
も
雨
の
ふ
る
日
も
照
す
な
る
、
我
真
心
の
光
り
仰
げ
よ
。

2
3
、
山
賊
非
レ
無
レ
虞
、
心
魔
尤
可
レ
恐
。

2
5
、
身
行
善
事
心
自
楽
、
心
抱
二
悪
念
一
身
亦
苦
。

2
6
、
心
是
小
天
地
、
良
智
良
能
、
是
小
日
月
。

3
1
、
一
家
和
則
四
時
皆
春
、
一
心
明
則
三
界
悉
道
。

3
4
、
心
為
二
形
役
一
、
是
駄
馬
耳
、
身
被
二
名
索
　
、
是
籠
鳥
耳
。

3
6
、
心
地
上
塵
縁
自
息
、
性
天
中
真
月
独
朗
。

3
7
、
夜
深
人
定
後
、
静
坐
見
二
天
真
一
、
妄
念
雲
何
去
、
心
頭
月
一
輪
。

3
8
、
百
念
如
レ
姻
萬
事
軽
、
升
沈
不
二
敢
与
レ
世
争
一
、
夜
深
心
海
風
波
穏
、

3
9
、
先
天
の
声
は
心
の
底
に
鳴
る
、
聞
く
度
毎
に
身
を
ば
慎
め
。

4
0
、
妄
念
の
雲
に
か
く
れ
て
真
心
の
、
色
は
見
え
ね
ど
声
は
き
こ
ゆ
る
。

4
2
、
禍
福
無
レ
門
惟
人
所
レ
招
、
苦
楽
無
レ
根
惟
心
所
レ
生
。

4
3
、
朝
夕
に
心
の
紙
に
修
身
の
、
文
字
を
ゑ
が
き
て
読
め
や
人
々
。

理
性
高
辺
自
有
レ
声
。

420
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4
4
、
文
字
知
ら
ぬ
身
に
も
心
の
徳
あ
れ
ば
、
暗
夜
も
書
の
心
地
こ
そ
す
れ
。

4
5
、
情
雲
常
鎖
書
猶
昏
、
真
性
何
時
能
実
現
、
幸
有
二
修
身
教
会
燈
、
霊
光
一
線
照
二
心
面
一
。

4
7
、
惰
眠
人
不
レ
覚
、
歳
月
夢
中
過
、
君
独
揮
二
心
剣
二
呼
降
二
百
魔
↓

5
2
、
人
生
前
路
望
荘
々
、
世
海
晦
冥
何
敢
傷
、
日
夜
心
珠
磨
不
レ
息
、
放
来
真
善
美
中
光
。

右
の
ご
と
く
円
了
は
心
を
修
養
の
根
幹
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
就
中
、
円
了
の
心
理
論
は
明
瞭
で
あ
り
、
例

え
ば
、

1
、
一
心
清
則
萬
事
清
。

2
6
、
心
是
小
天
地
。

3
1
、
一
心
明
則
三
界
悉
道
。

4
2
、
苦
楽
無
レ
根
、
惟
心
所
レ
生
。

右
の
如
き
は
唯
心
論
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
判
然
た
る
も
の
で
あ
り
、
円
了
は
他
に
お
い
て
唯
物
論
を
破
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら

極
め
て
当
然
の
理
で
あ
る
訳
で
あ
る
。
ま
た
、

3
6
、
心
地
上
塵
縁
自
息
、
性
天
中
真
月
独
朗
。

3
8
、
夜
深
心
海
風
波
穏
、
理
性
高
辺
自
有
レ
声
。

4
0
、
妄
念
の
雲
に
か
く
れ
て
真
心
の
、
色
は
見
え
ね
ど
声
は
き
こ
ゆ
る
。

4
5
、
情
雲
常
鎖
書
猶
昏
、
真
性
何
時
能
実
現
、
幸
有
二
修
身
教
会
燈
↓
霊
光
一
線
照
二
心
面
一
。

5
2
、
人
生
前
路
荘
々
、
世
海
晦
冥
何
敢
傷
、
日
夜
心
珠
磨
不
レ
息
、
放
来
真
善
美
中
光
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

右
の
ご
と
き
格
言
に
お
い
て
は
、
円
了
は
真
如
縁
起
説
に
も
と
ず
い
て
格
言
を
も
の
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
4



　
修
養
道
に
お
い
て
円
了
は
酒
色
を
強
く
警
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

3
2
、
酒
色
之
渕
浩
々
易
レ
沈
、
向
上
之
峰
魏
々
難
レ
登
。

3
3
、
世
の
人
の
溺
れ
易
く
て
危
き
は
、
酒
よ
り
色
の
渕
に
こ
そ
あ
れ
。

4
9
、
酒
色
易
レ
傷
レ
身
、
倉
瞑
亦
苦
レ
神
、
一
誠
能
自
守
、
百
福
不
レ
招
榛
。

5
0
、
抜
山
倒
海
力
、
猶
難
レ
護
二
心
城
「
、
請
看
歴
山
帝
、
酒
魔
奪
二
其
生
｛
。

右
の
ご
と
き
格
言
は
酒
色
を
警
し
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
五
十
の
歴
山
帝
と
は
マ
ケ
ド
ニ
ヤ
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大

王
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
酒
に
て
自
滅
し
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
修
養
の
道
と
し
て
恭
倹
を
説
き
貧
瞑
の
毒
を
あ
げ
る
。
例
せ
ば
倉
瞑
を
警
し
め
る
ご
と
き
は
、

2
7
、
怒
者
短
時
之
狂
也
。
忍
者
終
生
之
薬
也
。

4
8
、
貧
瞑
無
レ
不
レ
賊
、
油
断
亦
吾
仇
、
自
省
若
相
怠
、
此
心
何
日
休
。

5
1
、
鎮
二
得
貧
膜
火
一
、
奏
二
来
克
己
功
一
、
身
心
和
気
満
、
随
処
起
二
春
風
一
。

右
の
よ
う
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
貧
瞑
の
心
を
抑
え
る
こ
と
が
修
養
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
貧
瞑
は
仏
教
で
い
え
ば
三

毒
に
入
る
強
い
煩
悩
で
あ
り
円
了
は
こ
れ
を
、

2
、
以
二
堪
忍
嬬
∵
縛
二
怒
鬼
一
。

6
、
堪
忍
水
鎮
二
瞑
圭
心
火
一
、
温
和
風
開
二
観
楽
花
一
。

右
の
よ
う
に
「
い
か
り
」
を
鎮
め
る
の
に
堪
忍
、
辛
棒
の
徳
を
説
く
の
で
あ
る
。
堪
忍
辛
棒
の
修
養
に
つ
い
て
は
円
了
は
ま
た
、

　
　
　
　
マ
マ

3
、
以
二
辛
抱
棒
一
打
二
惰
鬼
。

4
、
堪
忍
袋
中
蔵
二
万
福
一
。
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5
、
堪
忍
の
袋
の
中
に
萬
福
の
、
ひ
そ
む
と
知
り
て
堪
忍
を
せ
よ
。

右
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
　
　
3
、
教
育
篇
（
学
術
を
含
む
）

　
円
了
は
諸
徳
の
根
幹
に
忠
孝
仁
義
を
も
っ
て
格
言
し
て
い
る
こ
と
を
先
に
も
触
れ
た
が
、
教
育
に
あ
っ
て
も
そ
の
基
礎
と
な
る
も

の
の
中
に
忠
孝
を
と
り
あ
げ
て
教
育
の
格
言
と
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
篇
中
五
十
八
格
言
の
中
に
あ
っ
て
、

　
、5754111098763右

の
格
言
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

1
7
、

右
の
格
言
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1
3
、
随
巷
一
生
培
二
徳
樹
一
、
清
風
千
古
見
二
精
華
一
。

我
一
呼
一
吸
、
莫
レ
不
・
忠
孝
気
｝
。

身
住
忠
天
孝
地
間
。

忠
食
孝
衣
渡
二
生
涯
。

織
出
経
忠
緯
孝
文
。

吾
家
風
物
人
知
否
、
忠
山
孝
水
別
乾
坤
。

忠
孝
の
道
は
鳥
に
も
知
ら
れ
け
り
、
雀
は
忠
々
鴉
は
孝
々
。

孝
行
を
す
る
年
頃
に
親
は
な
し
、
親
あ
る
内
に
孝
行
を
せ
よ
。

月
照
忠
臣
跡
、
花
開
孝
子
家
、
古
来
済
二
其
美
一
、
今
日
見
二
精
華
一
。

克
忠
克
孝
一
心
伝
、
億
兆
築
成
皇
礎
堅
、
千
古
清
風
吹
不
レ
断
、
文
明
壇
上
国
華
鮮
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仁
義
に
つ
い
て
は

冠
レ
仁
履
、
又
、
食
レ
仁
衣
レ
義
。
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ま
た
円
了
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

2
、
人
生
至
楽
在
二
育
英
一
。

5
、
開
智
以
為
レ
務
、
育
英
以
為
レ
楽
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
格
言
と
い
わ
ん
よ
り
は
円
了
の
実
感
で
あ
ろ
う
。

　
円
了
の
教
育
の
徳
目
と
し
た
と
こ
ろ
は
広
く
か
つ
多
い
。
例
え
ば
い
ま
忠
孝
仁
義
を
除
い
た
諸
目
を
う
か
が
う
に
、

4
、
春
花
秋
月
、
朝
雨
暮
風
、
無
レ
非
レ
教
也
。

5
、
開
智
以
為
レ
務
、
育
英
以
為
レ
楽
。

1
2
、
勉
強
す
る
年
頃
に
時
は
な
し
、
時
あ
る
内
勉
強
を
せ
よ

1
5
、
耕
レ
道
漁
レ
徳
、
又
、
耕
二
文
田
一
漁
二
武
海
一
。

1
6
、
経
文
緯
武
。

3
6
、
修
二
活
学
一
必
要
二
活
書
べ
読
二
活
書
一
必
要
二
活
眼
一
。

3
8
、
天
地
山
河
是
我
居
、
何
須
窓
下
惜
二
三
余
一
、
欲
下
興
二
活
学
一
除
中
時
弊
ビ
ニ
十
年
来
不
レ
読
レ
書
。

4
8
、
多
オ
与
二
多
芸
一
易
レ
敗
レ
事
、
無
才
与
二
無
芸
一
却
立
レ
身
。

4
9
、
多
芸
多
才
を
頼
に
す
る
な
、
無
芸
無
才
が
身
を
立
つ
る
。

5
0
、
紳
士
欲
下
敏
二
於
行
一
、
而
不
上
レ
訥
二
於
言
一
。

な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
右
に
お
い
て
活
学
活
書
は
円
了
の
も
っ
と
も
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
学
を
重
ん
じ
応
用
の
学
を
ひ
ろ

く
教
授
し
た
が
、
こ
れ
に
は
純
正
哲
学
の
裏
付
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
と
く
に
教
育
勅
語
に
言
及
し
、

1
8
、
肇
レ
国
宏
遠
神
武
帝
、
樹
レ
徳
深
厚
鳥
見
山
。
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5
5
、
三
百
有
余
言
、
祖
宗
遺
訓
温
、
此
身
何
幸
甚
、
日
夜
浴
二
皇
恩
一
。

5
6
、
三
百
余
言
聖
旨
深
、
祖
宗
遺
訓
重
二
於
金
〕
、
読
来
天
壌
無
窮
句
、
一
道
光
明
照
二
我
心
一
。

右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
円
了
が
勅
語
に
拳
拳
服
膚
す
る
す
が
た
が
眼
前
に
彷
彿
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
教
育
に
関
す
る
酒
脱
の
句
も
あ
り
、

2
1
、
智
者
楽
レ
酒
、
仁
者
楽
レ
餅
。

2
2
、
智
者
好
レ
茶
、
仁
者
好
レ
餅
、
勇
者
好
レ
酒
。

2
4
、
牛
董
頭
上
林
果
墜
、
達
賓
胸
底
家
禽
栖
。

2
5
、
牛
董
の
頭
に
お
ち
し
林
檎
か
な
。

4
0
、
鳩
保
々
而
蹄
、
児
欣
々
而
遊
。

な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
牛
董
と
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
達
賓
と
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
円
了
の
教
育
上
の
格
言
は
こ
の
よ
う
に
多
方
面
に
わ
た
る
が
、
ま
た
総
論
的
な
句
を
あ
げ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

31　　30　　29　　28　　27　　26　　23
　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、

読
レ
書
神
遊
二
千
古
上
一
、
凝
レ
恩
心
転
二
萬
境
外
一

人
生
而
不
レ
学
、
如
二
暗
夜
無
レ
燈
而
行
一
。

無
レ
学
而
渡
レ
世
、
如
三
盲
者
観
二
演
劇
一
。

知
識
之
源
泉
必
経
二
教
育
一
而
流
。

少
時
貧
レ
暖
、
則
老
後
寒
　
。

チ
ク
タ
ク
と
時
計
の
鳴
る
は
皆
人
に
、
勉
強
せ
よ
と
催
促
の
声
。

読
め
や
学
べ
や
世
は
や
み
な
ら
ず
、
無
智
の
建
て
た
る
倉
は
な
い
。
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3
3
、
光
陰
貴
二
於
黄
金
一
、
黄
金
失
レ
之
、
猶
可
二
再
得
一
、
光
陰
一
去
、
則
不
二
復
帰
一
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

3
4
、
今
（
イ
マ
）
と
い
る
今
の
今
な
の
時
は
な
し
、
マ
の
時
来
れ
ば
イ
の
時
は
去
る
。

3
5
、
健
心
宿
二
於
健
身
一
、
健
智
住
二
健
脳
一
。

3
7
、
遺
伝
者
元
金
也
、
経
験
利
二
殖
之
一
、
教
育
保
二
管
之
一
。

4
1
、
家
庭
生
二
育
之
一
、
学
校
長
二
養
之
一
、
社
会
熟
二
成
之
一
。

な
ど
そ
の
外
に
も
あ
る
が
、
い
ま
こ
れ
ら
よ
り
気
付
く
こ
と
は
時
間
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
今
一
つ
は
当
時
進
化
論
の
盛
ん
な
る
よ

り
、
遺
伝
を
教
育
の
場
に
も
ち
来
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
円
了
の
教
育
上
の
特
色
を
あ
げ
れ
ば
い
く
つ
か
あ
る
が
、

3
2
、
女
子
で
も
心
の
徳
を
研
き
な
ば
、
男
ま
さ
り
に
な
れ
る
世
の
中
。

こ
れ
は
つ
い
に
大
正
五
年
、
始
め
て
女
子
の
入
学
を
許
可
す
る
と
い
う
事
実
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。

　
ま
た
痛
烈
な
社
会
批
判
も
あ
る
。
例
え
ば
、

4
3
、
権
兵
衛
が
種
ま
け
ば
鴉
が
ほ
じ
く
る
、
教
師
が
種
ま
け
ば
社
会
が
ほ
じ
く
る
、
三
度
に
一
度
は
逐
は
ず
ば
な
る
ま
い
。

　
こ
れ
は
哲
学
館
事
件
の
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
れ
に
せ
よ
教
育
の
自
由
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

5
1
、
宗
教
家
守
二
墓
門
一
、
教
育
家
守
二
校
門
一
。
守
二
墓
門
一
者
為
二
老
爺
老
婆
所
ジ
帰
。
守
二
校
門
一
者
為
二
幼
童
幼
女
所
一
レ
敬
。
其
他
顧

　
而
笑
レ
之
、
是
我
邦
之
奇
観
也
。

5
2
、
坊
主
根
性
者
円
也
。
役
人
根
性
者
角
也
。
円
角
相
半
者
教
育
根
性
也
。

5
3
、
面
皮
堅
於
鉄
、
人
情
薄
似
レ
紗
、
聖
言
及
二
時
弊
一
、
就
レ
実
去
二
浮
華
一
。

右
は
社
会
批
判
で
あ
り
、
円
了
の
新
仏
教
運
動
な
ど
と
も
軌
を
一
に
す
る
思
想
で
あ
る
。
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4
、
宗
教
篇

　
円
了
は
宗
教
篇
に
五
十
四
の
格
言
を
輯
め
て
い
る
。
宗
教
、
哲
学
は
円
了
の
も
っ
と
も
専
門
と
す
る
分
野
で
あ
る
訳
で
あ
る
。
か

れ
は
宗
教
を
、

1
、
宗
教
源
泉
自
二
心
底
最
深
之
処
一
湧
出
来
。

2
、
宗
教
者
開
一
宇
宙
秘
蔵
一
之
宝
鎗
也
。

3
、
絶
対
関
内
之
真
景
、
非
二
宗
教
…
則
不
レ
能
レ
窺
也
。

5
4
、
宇
宙
由
来
万
象
新
、
誰
言
無
レ
法
又
無
レ
人
、
若
君
欲
レ
接
二
真
如
境
一
、
須
卜
与
二
風
花
雪
月
一
親
上

右
は
宗
教
論
と
も
い
う
べ
・
＼
ま
た
宇
宙
由
来
の
格
言
は
仏
教
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
哲
学
と
宗
教
と
の
関
係
を
、

4
、
世
間
如
二
原
野
一
、
哲
学
如
二
山
岳
一
、
宗
教
如
二
河
水
「
。
発
二
源
於
哲
学
之
山
岳
一
、
而
流
入
二
世
間
之
原
野
一
者
是
宗
教
也
。

右
の
格
言
を
も
っ
て
表
わ
し
て
い
る
。

　
ま
た
諸
宗
教
、
例
え
ば
神
儒
仏
の
三
道
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
比
較
論
に
お
い
て
、

6
、
神
道
如
レ
梅
、
儒
道
如
レ
菊
、
仏
教
如
レ
蓮
、
耶
蘇
教
如
二
薔
薇
。

7
、
儒
之
仁
如
レ
水
、
耶
之
愛
如
レ
火
、
仏
之
慈
レ
月
。

8
、
神
道
直
也
、
仏
教
円
也
、
耶
蘇
教
平
也
。

9
、
天
保
亡
而
文
久
残
、
儒
道
廃
而
仏
教
存
。

1
0
、
儒
屋
欲
レ
傾
一
柱
支
、
仏
燈
欲
レ
滅
一
光
続
。

右
の
よ
う
に
諸
宗
教
の
特
徴
を
あ
げ
て
た
く
み
に
比
較
論
を
諒
解
し
易
く
格
言
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
7

　
右
の
中
で
仏
教
に
つ
い
て
こ
れ
を
い
え
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4



3
3
、
三
界
は
唯
↓
心
と
聞
く
か
ら
に
、
心
一
つ
で
仏
と
は
な
る
。

3
4
、
さ
夜
ふ
け
て
心
の
波
の
し
づ
ま
れ
ば
、
真
如
の
月
の
影
ぞ
さ
や
け
き
。

3
8
、
今
宵
て
る
月
や
仏
の
影
な
ら
ん
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
。

4
3
、
無
始
劫
来
流
転
身
、
生
々
死
々
奈
二
沈
論
一
、
一
声
遙
向
二
大
悲
一
喚
、
凡
地
応
レ
開
二
彼
岸
春
一
。

4
4
、
西
天
遺
教
及
二
東
唾
、
一
正
像
時
過
末
法
時
、
弥
勤
未
レ
生
我
将
レ
老
、
奈
二
斯
三
毒
貧
瞑
痴
一
。

4
6
、
ま
た
今
日
も
家
内
安
全
無
病
無
事
、
こ
は
御
仏
の
恵
み
な
り
け
り
。

5
3
、
掃
二
去
心
中
煩
悩
埃
．
一
生
何
足
レ
喜
死
何
哀
、
凡
夫
与
仏
本
同
躰
、
無
レ
悟
無
レ
迷
無
二
去
来
一
。

右
の
格
言
に
お
い
て
仏
教
の
何
た
る
か
を
説
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
仏
教
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
を
円
了
は
、

1
6
、
請
二
経
文
一
而
不
レ
解
二
経
文
一
者
、
教
田
之
蛙
也
。
唱
二
法
華
一
而
不
レ
知
二
法
華
一
者
、
僧
林
之
鶯
也
。

1
7
、
真
宗
無
レ
識
（
門
徒
不
知
物
）
禅
宗
無
レ
銭
、
浄
土
無
レ
情
、
法
華
無
レ
骨
、
是
今
日
之
四
箇
格
言
也
。

1
9
、
朝
傾
二
般
若
湯
・
夕
眠
二
大
黒
傍
一
、
昔
時
清
浄
境
、
今
化
二
酒
色
場
一
。

2
0
、
七
万
寺
院
十
万
僧
、
皆
言
末
世
伝
二
法
燈
一
、
若
除
二
葬
式
仏
事
一
去
、
八
家
九
宗
有
二
何
能
一
。

右
の
ご
と
き
格
言
を
も
つ
て
警
句
と
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
浄
土
に
つ
い
て
は
、

3
2
、
望
遠
鏡
中
窺
二
浄
土
「
、
電
燈
影
裏
拝
二
如
来
「
。

4
0
、
両
方
有
レ
仏
大
悲
新
、
永
劫
修
成
超
二
世
因
一
、
我
者
一
心
念
二
斯
仏
一
、
忽
為
二
極
楽
界
中
人
。

4
5
、
鳴
く
鳥
も
岸
う
つ
波
も
松
風
も
、
我
を
た
の
め
の
弥
陀
の
呼
声
。

な
ど
の
格
三
口
が
あ
り
、
ま
た
禅
に
つ
い
て
は
、
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随筆に現れたる井上．円了の思想

2
1
、
達
祖
遠
来
時
不
レ
佳
、
徒
然
而
壁
送
二
生
涯
一
、
如
今
若
使
二
斯
翁
在
一
、
一
喝
応
レ
驚
二
万
井
蛙
一
。

5
1
、
禅
意
吾
難
レ
解
、
曽
聞
色
即
空
、
熟
眠
無
念
処
、
大
悟
在
二
其
中
一
。

5
2
、
達
祖
西
来
伝
二
法
音
一
、
不
レ
宗
二
経
蔵
一
只
宗
レ
心
、
我
聞
如
是
為
レ
君
語
、
禅
海
深
二
於
哲
海
深
一
。

右
の
ご
と
き
等
の
格
言
を
も
つ
と
禅
の
意
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
円
了
に
あ
っ
て
は

3
9
、
大
道
由
来
孝
与
レ
忠
、
仏
門
所
レ
説
亦
相
同
、
真
宗
遺
訓
君
知
否
、
王
法
為
レ
先
是
祖
風
。

こ
の
よ
う
に
仏
法
と
世
法
と
の
関
係
を
説
き
示
し
、
か
つ
自
ら
を
、

2
2
、
染
レ
衣
説
レ
法
復
何
能
、
蓄
レ
髪
吾
曽
学
二
大
乗
一
、
四
十
余
年
如
二
一
日
、
一
自
称
非
レ
俗
又
非
レ
僧
。

右
の
よ
う
に
「
非
僧
非
俗
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
ま
た
円
了
は
霊
魂
に
つ
い
て

1
3
、
人
之
霊
也
、
火
不
レ
能
レ
焼
レ
之
、
水
不
レ
能
レ
腐
レ
之
。

1
4
、
天
整
如
レ
眠
而
不
レ
瞑
、
人
魂
如
レ
死
而
不
レ
滅

ま
た
哲
学
篇
に
お
い
て
、

1
1
、
身
死
而
不
レ
死
者
神
霊
是
也
。

と
述
べ
て
い
る
が
如
き
、
明
瞭
に
霊
魂
の
不
滅
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
5
、
哲
学
篇

　
宗
教
と
共
に
哲
学
も
円
了
の
最
も
得
意
と
す
る
分
野
の
一
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
篇
に
は
四
十
七
の
格
言
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

3
、
人
類
孕
二
理
想
一
、
理
想
産
二
哲
学
一
。

7
、
高
出
二
宇
上
一
遠
遊
二
宙
外
一
者
、
只
有
二
理
想
一
耳
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

9
、
無
レ
翼
而
飛
、
無
レ
足
而
走
者
、
文
明
之
利
器
也
。
坐
而
窺
レ
天
、
黙
而
使
レ
神
者
、
哲
学
之
理
想
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4



こ
れ
は
人
が
理
想
を
追
い
求
め
る
と
こ
ろ
に
哲
学
が
存
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

2
3
、
古
聖
今
賢
道
不
レ
ニ
、
東
儒
西
哲
徳
相
同
。

3
1
、
哲
学
海
連
西
与
レ
東
、
津
涯
何
処
望
難
レ
窮
、
諸
家
立
論
多
二
偏
執
一
、
真
理
由
来
在
レ
守
レ
中
。

3
2
、
東
洋
哲
学
之
大
観
、
如
二
登
レ
高
而
望
・
レ
遠
。
西
洋
哲
学
之
小
景
、
如
二
出
レ
室
而
歩
フ
庭
。

こ
れ
は
東
西
哲
学
を
比
較
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

4
2
、
孔
釈
墳
韓
世
所
レ
推
、
靡
然
遺
教
遍
二
華
夷
一
、
述
而
不
レ
作
承
二
三
代
一
、
唯
我
独
尊
凌
二
六
師
一
、
千
古
卓
論
驚
二
誰
弁
一
、
一
篇
批

　
判
掃
二
懐
疑
一
、
西
賢
東
哲
皆
同
轍
、
真
道
何
辺
有
二
両
岐
一
。

こ
れ
は
四
聖
賢
を
讃
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
西
洋
哲
学
に
つ
い
て
は
、

3
3
、
経
験
之
手
、
織
二
成
英
国
哲
学
、
独
断
之
口
、
吐
二
出
独
逸
哲
学
。

3
7
、
韓
圓
一
講
二
認
識
一
而
論
壇
自
有
二
衆
化
尽
処
松
千
尺
之
観
一
達
賓
一
唱
二
進
化
一
而
学
界
亦
有
二
群
鳥
喧
時
一
声
之
状
一

3
8
、
哲
学
と
聞
け
ば
鍛
冶
屋
を
思
ひ
出
す
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
こ
そ
は
く
さ
か
ら
う
。

　
右
の
鍛
冶
屋
は
、
カ
ン
ト
カ
ン
ト
と
鳴
る
こ
と
を
い
い
、
へ
ー
ゲ
ル
は
屍
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
先
に
あ
げ
た
四
聖
の
各
哲
人
に
対
し
て
は
、

4
3
、
釈
尊
懐
二
大
志
一
、
決
レ
意
出
二
王
居
一
開
レ
眼
尼
連
岸
、
転
レ
輪
鹿
苑
嘘
、
有
空
中
道
鏡
、
大
小
両
乗
車
滅
後
三
千
載
、
護
持
猶
未
レ

　
除
。

4
4
、
孔
子
生
二
周
未
一
、
人
心
漸
晦
冥
、
詩
書
尋
二
古
道
　
、
仁
義
立
二
常
経
一
、
四
百
州
帰
レ
徳
、
三
千
徒
満
レ
庭
、
学
燈
長
不
レ
滅
、
万

　
古
作
二
明
星
一
。



随筆に現れたる井上円了の思想

4
5
、
西
賢
推
二
項
哲
一
、
学
海
別
開
レ
源
、
誰
辮
皆
織
レ
ロ
、
葬
倫
始
固
レ
根
、
対
レ
妻
能
忍
レ
怒
、
臨
レ
刑
好
呑
レ
冤
、
後
進
継
二
遺
志
一
、

　
高
風
百
世
存
。

4
6
、
近
欧
多
一
哲
士
’
、
韓
氏
実
空
前
、
看
二
破
懐
疑
妄
一
、
証
二
明
独
断
偏
一
、
論
壇
開
二
認
識
一
、
理
海
見
一
先
天
一
、
身
老
心
猶
壮
、
研

　
磨
八
十
年
。

右
は
順
次
に
、
釈
迦
、
孔
子
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
カ
ン
ト
と
各
聖
賢
の
特
徴
を
出
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
円
了
の
哲
学
は
東
西
の
哲
学
を
兼
ね
摂
め
て
お
り
、
中
で
も
東
洋
に
あ
っ
て
は
釈
迦
と
孔
子
、
西
洋
に
あ
っ
て
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
カ
ン
ト
を
哲
学
の
聖
者
と
し
て
尊
崇
し
て
い
る
こ
と
、
す
で
に
世
に
周
知
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
6
、
実
業
篇

　
実
業
に
関
す
る
格
言
は
、
六
十
六
を
数
え
、
そ
の
職
種
も
、
農
業
、
商
業
、
漁
業
、
林
業
、
養
蚕
、
牧
畜
等
多
種
多
様
に
わ
た
っ

て
い
る
。
ま
た
そ
の
実
業
に
あ
た
っ
て
の
心
構
え
に
お
い
て
も
、
忍
耐
、
誠
実
、
勤
倹
等
の
徳
目
を
説
示
し
て
い
る
。
今
は
主
と
し

て
そ
の
徳
目
に
つ
い
て
の
円
了
の
警
三
口
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、

9
、
勝
利
寛
帰
二
干
能
忍
之
人
。

1
2
、
辛
抱
の
棒
で
怠
惰
の
鬼
を
打
て
。

3
2
、
勉
強
与
一
一
忍
耐
一
、
能
変
二
寸
陰
一
為
二
尺
金
一
。

3
7
、
公
徳
為
レ
礎
、
忍
耐
為
レ
桂
、
是
一
家
万
全
之
道
也
。

6
5
、
忍
耐
遂
開
レ
愚
化
レ
賢
、
勉
強
能
変
レ
海
為
レ
田
、
人
間
万
事
皆
如
レ
此
、
勿
レ
謂
窮
通
只
在
レ
天
。

右
は
忍
耐
勤
勉
の
徳
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
1

1
3
、
一
誠
貫
二
百
事
一
、
一
忍
排
＝
百
難
一
。
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5
1
、
千
羊
之
皮
不
レ
如
二
一
孤
腋
一
、
百
計
之
術
不
レ
如
二
一
誠
実
一
。

こ
の
よ
う
に
誠
実
が
実
業
を
貫
く
根
幹
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、

4
8
、
商
売
は
仏
の
業
と
心
得
て
、
自
利
と
利
他
と
の
行
ひ
を
積
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

4
9
、
信
用
の
陰
徳
つ
め
ば
何
人
も
、
陽
報
あ
り
て
御
店
繁
昌
。

5
0
、
正
直
の
外
に
手
段
は
な
か
り
け
り
、
如
何
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
み
て
も
。

な
ど
と
信
用
、
正
直
、
利
他
の
精
神
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
円
了
は
勤
倹
を
す
す
め
、

6
、
勤
倹
門
内
自
有
二
楽
園
一
。

7
、
窮
鬼
不
レ
窺
勤
倹
門
。

1
8
、
不
レ
労
而
食
是
盗
レ
食
者
也
。

2
4
、
貧
乏
は
稼
ぐ
足
に
は
追
ひ
つ
か
ぬ
、
い
そ
ぎ
て
あ
る
け
福
の
宿
ま
で
。

2
7
、
貧
乏
の
鞭
に
打
た
れ
て
稼
ぎ
出
す
、
人
は
牛
馬
と
何
ん
ぞ
択
ば
ん
。

3
1
、
身
貴
而
愈
恭
、
家
富
而
愈
倹
、
事
成
而
愈
慎
、
名
揚
而
愈
戒
。

3
8
、
治
レ
家
以
二
勤
倹
一
為
レ
先
、
待
レ
人
以
二
誠
実
一
為
レ
本
。

3
9
、
有
レ
勤
無
レ
倹
、
恰
如
レ
容
二
水
於
無
底
之
槽
一

な
ど
の
格
言
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
他
円
了
は
具
体
的
に
実
業
職
業
を
あ
げ
る
こ
と
多
く
、

1
、
農
為
二
国
礎
一
、
商
為
＝
国
柱
一
。

3
、
桑
婦
戴
レ
星
、
農
夫
帯
レ
月
帰
。
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随筆に現れたる井上円了の思想、

4
0
、
蚕
児
胎
中
蔵
二
富
源
　
。

4
1
、
国
家
富
源
人
知
否
、
蔵
在
二
蚕
児
寸
身
中
一
。

4
2
、
山
林
亦
国
宝
。

な
ど
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
円
了
は
国
家
経
繍
の
抱
負
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

た
、6

6
、
戦
後
経
営
百
事
繁
、
要
レ
開
皇
国
富
強
源
、
奉
二
来
尊
徳
先
生
訓
一
、
殖
産
興
農
皆
報
恩
。

と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
瞭
に
示
き
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
7
、
国
家
、
家
庭
篇

　
円
了
の
国
家
論
は
き
わ
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
篇
格
言
四
十
六
を
数
え
る
そ
の
第
一
に
、

1
、
君
民
一
家
是
我
国
体
也
。
忠
孝
一
元
是
我
皇
道
也
。

と
説
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

1
1
、
我
邦
之
為
レ
道
也
、
忠
孝
一
体
。
故
尽
レ
忠
則
孝
在
二
其
中
「
。

と
格
言
す
る
の
も
同
じ
趣
意
で
あ
る
。

　
こ
の
わ
が
国
体
の
大
本
は
、

5
、
古
来
我
国
体
之
大
鼎
、
依
二
神
儒
仏
三
教
之
足
一
而
立
　
。

と
い
っ
て
お
り
、
神
儒
仏
の
三
道
を
も
っ
て
国
体
の
鼎
と
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　
わ
が
国
を
も
っ
て
諸
外
国
に
比
す
る
と
き
、

1
2
、
忠
二
干
金
銭
一
者
支
那
人
也
、
忠
二
干
職
業
一
者
米
国
人
也
、
忠
二
干
君
国
一
者
日
本
人
也
。

こ
れ
は
ま
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1
3
、
西
洋
人
不
レ
尽
二
孝
於
親
一
而
尽
二
於
妻
一
。

1
6
、
富
国
強
兵
是
欧
米
、
富
国
弱
兵
是
支
那
、
貧
国
弱
兵
是
朝
鮮
、
貧
国
強
兵
是
日
本
。

な
ど
の
特
徴
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
家
風
は
、

1
5
、
紳
士
無
レ
仁
、
商
人
無
レ
信
、
僧
家
無
し
徳
、
是
我
邦
之
・
通
弊
也
。

3
7
、
日
本
人
と
か
け
て
何
と
解
・
＼
書
翰
の
文
章
と
と
く
、
其
意
は
早
老
（
候
）
が
多
い
。

3
8
、
日
本
人
の
気
風
と
か
け
て
何
と
解
ノ
＼
貧
乏
人
の
嫁
入
と
と
く
、
其
意
は
長
持
が
な
い
。

な
ど
の
警
句
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
中
で
も
、

3
1
、
鎌
が
世
に
出
れ
ば
中
啓
が
引
込
、
サ
ー
ベ
ル
が
世
に
出
れ
ば
ブ
ッ
ク
が
引
込
む
。

右
の
如
き
も
の
は
そ
の
最
た
る
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
8
、
妖
怪
、
迷
信
篇

円
了
の
妖
怪
学
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
円
了
の
妖
怪
観
は
こ
の
篇
、
四
十
五
格
言
の
中
に
お
い
て
明
快
に
説
か
れ
て
い
る
。

え
ば

　
、76321
人
心
者
妖
怪
之
府
也
。

百
妖
千
怪
起
二
於
人
心
一
。

塵
々
皆
是
妖
、
念
々
無
レ
不
レ
怪
。

迷
前
有
千
妄
一
、
悟
後
只
一
真
。

迷
則
自
家
亦
鬼
窟
、
悟
則
随
処
皆
浄
土
。

例
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8
、
心
こ
そ
心
ま
ど
は
す
心
な
れ
、
孤
狸
も
天
狗
も
心
か
ら
出
る
。

9
、
化
物
の
正
体
み
れ
ば
我
心
．
。

1
0
、
幽
霊
本
来
無
二
形
影
一
、
妄
念
為
レ
縁
現
二
此
相
一
。

1
1
、
幽
霊
本
何
物
、
畢
寛
是
空
華
、
欲
レ
検
二
其
真
体
一
、
請
観
枯
尾
花
。

右
の
如
き
は
妖
怪
は
ま
さ
に
一
心
中
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
よ
り
迷
信
も
、

1
5
、
心
有
レ
迷
則
髪
影
足
響
、
亦
為
二
妖
怪
一
。

1
6
、
世
之
迷
信
人
之
所
造
也
。
家
庭
産
レ
之
、
社
会
育
レ
之
。

1
7
、
三
百
六
十
日
、
日
々
皆
吉
日
。
四
方
上
下
隅
、
方
々
皆
吉
方
。

1
8
、
仁
義
為
レ
礎
、
忠
孝
為
レ
桂
、
則
家
相
莫
レ
吉
レ
焉
。
身
守
二
勤
倹
「
、
心
守
二
誠
実
一
、
人
相
莫
レ
善
レ
焉
。

こ
の
よ
う
に
迷
信
も
人
の
造
る
所
で
あ
り
、
人
こ
れ
を
知
れ
ば
日
々
是
れ
好
日
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

に
は
真
怪
あ
り
と
い
い
、

4
0
、
老
孤
幽
霊
非
二
怪
物
一
、
清
風
明
月
是
真
怪
。

4
1
、
吾
曽
為
し
衆
作
二
童
謡
「
、
一
請
千
迷
忽
霧
消
、
天
狗
幽
霊
非
二
怪
物
一
、
清
風
明
月
是
真
怪
。

4
2
、
活
眼
を
開
き
て
観
れ
ば
天
も
地
も
、
水
も
空
気
も
す
べ
て
真
怪
。

右
の
ご
と
き
格
言
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
宇
宙
森
。
垣
維
万
象
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四
、
ま
と
め

436

　
以
上
の
よ
う
に
、

　
　
1
人
生

　
　
2
修
養
、
道
徳

　
　
3
教
育
、
学
術

　
　
4
宗
教

　
　
5
哲
学

　
　
6
実
業

　
　
7
国
家
、
家
庭

　
　
8
妖
怪
、
迷
信

の
八
項
目
の
も
と
に
お
い
て
、
円
了
の
格
言
の
特
徴
あ
る
も
の
を
あ
げ
て
、
大
方
円
了
思
想
の
一
斑
を
う
か
が
っ
た
訳
で
あ
る
。
こ

の
分
類
自
体
が
円
了
が
示
し
た
も
の
で
、
そ
の
分
類
下
に
各
格
言
を
配
し
た
の
も
円
了
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
円
了
の
真
意
の
一
端
を

ほ
ぼ
知
り
う
る
も
の
と
思
う
。
さ
ら
に
雑
類
の
中
に
お
い
て
、

○
我
す
き
は
豆
腐
あ
げ
も
の
味
噌
の
汁
、
と
は
い
へ
な
ん
で
も
人
の
く
ふ
も
の
。
（
筆
者
註
、
食
べ
物
）

○
我
す
か
ぬ
も
の
は
間
食
ば
か
り
な
り
、
お
茶
の
外
に
は
間
飲
も
せ
ぬ
。

○
朝
は
い
や
昼
は
少
々
晩
た
っ
ぷ
り
、
と
は
い
ふ
も
の
〉
上
戸
で
は
な
し
。
（
筆
者
註
、
酒
）
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な
ど
は
円
了
の
嗜
好
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
雑
類
中
の
、

○
肺
病
や
胃
癌
な
ど
に
て
ヂ
リ
／
＼
と
、
死
に
ゆ
く
よ
り
も
ゴ
ッ
ト
リ
が
よ
い
。

○
我
死
な
ば
湯
灌
を
せ
ず
に
娑
婆
の
垢
、
つ
け
た
ま
・
に
て
火
あ
ぶ
り
に
せ
よ
。

○
ひ
と
り
ゆ
（
死
出
の
旅
路
と
会
葬
や
、
香
典
な
ど
は
お
断
り
せ
よ
。

○
葬
式
や
墓
場
に
か
け
る
金
あ
ら
ば
、
半
銭
た
り
と
も
人
に
施
せ
。

○
次
の
世
も
ま
た
人
間
に
生
れ
た
し
、
仏
に
な
る
の
見
込
な
け
れ
ば
。

こ
れ
は
円
了
の
死
生
観
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
で
あ
る
。
円
了
の
こ
れ
ら
の
格
言
も
、
そ
の
一
部
は
、
次
の
項
目
、
す
な
わ
ち
格
言

集
最
後
の
篇
「
拾
遺
一
に
お
い
て
変
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

○
火
夷
り
も
よ
け
れ
ど
却
て
手
が
か
か
る
、
土
葬
の
方
が
手
軽
と
て
よ
い
。

○
若
し
後
に
墓
場
が
狭
く
な
っ
た
な
ら
、
骨
だ
け
取
り
て
其
時
に
焼
け
。

こ
れ
は
「
雑
類
」
に
お
け
る
火
葬
よ
り
の
改
変
で
あ
る
。
ま
た
自
己
の
法
名
を
こ
の
「
拾
遺
」
に
お
い
て
、

○
法
名
は
甫
水
院
釈
円
了
と
、
定
め
て
墓
に
ほ
り
つ
け
て
置
け
。

と
遺
言
の
形
で
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
拾
遺
」
に
お
け
る
最
初
の
句
と
最
後
の
句
は
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
っ
た
。
最
初
の
句
は
、

○
独
力
経
営
二
十
春
、
春
看
校
運
幾
回
新
、
自
レ
今
退
隠
成
二
何
事
一
、
朝
汲
二
泉
流
一
夕
拾
レ
薪
。

　
独
力
経
営
二
十
の
春
、
喜
び
看
る
校
運
の
幾
た
び
か
新
な
る
を
、
今
よ
り
退
隠
何
事
を
か
成
す
、
朝
に
泉
流
を
汲
み
夕
に
薪
を
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
7

　
は
ん
。
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右
の
句
は
円
了
自
ら
「
哲
学
館
退
隠
当
時
の
作
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て

○
我
建
て
し
哲
学
堂
は
世
の
中
へ
、
差
上
げ
て
く
れ
死
ん
だ
後
に
は
。

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
拾
遺
」
最
後
の
句
は
、
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五
、
お
わ
り
に

　
以
上
円
了
の
随
筆
集
、
と
く
に
今
回
は
円
了
自
編
の
『
自
家
格
言
集
』
に
よ
っ
て
円
了
の
思
想
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
訳

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
円
了
自
作
の
格
言
に
よ
り
円
了
自
ら
の
語
る
と
こ
ろ
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
円
了
の

思
想
を
知
ろ
う
と
し
た
こ
と
右
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
）


