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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
七
巻

四
月
号

叱
ら
れ
な
い

人
間
は

叱
ら
れ
な
け
れ
ば

人
に
な
れ
な
い

な
の
に

い
ま
子
ど
も
は

権
利
と
し
て

叱
ら
れ
な
い

子
ど
も
の
残
酷
化

子
ど
も
が

他
者
に

残
酷
に
な
っ
て
い
る

精
神
の
生
命
化

生
命
の
物
質
化

物
質
の
粗
末
化

そ
の
必
然
的
結
果
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
二
八
）

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
四
）

マ
タ
イ
福
音
書
の
第
五
章
を
続
け
ま
す
。

六

義
に
飢
え
渇
い
て
い
る
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
満

ち
足
り
る
か
ら
で
す
。

こ
の
中
で
少
し
分
か
り
に
く
い
の
は
、
義
と
い
う
言
葉
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
や
儒
教
で
は
大
切
な
言
葉
で
す
が
、
一
般
に
は
あ
ま

り
使
い
ま
せ
ん
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
義
と
は
神
の
正
し
さ
、
あ
る
い
は
神
の
前

の
人
の
正
し
さ
を
言
い
ま
す
が
、
で
も
、
神
の
正
し
さ
と
い
う
の

も
分
か
り
に
く
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
も
う
少
し
な
じ
み
の
あ

る
言
葉
で
す
と
、
義
と
正
し
さ
を
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
、
正
義

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
一
般
的
な
言
葉
だ
と

思
い
ま
す
。
神
の
正
義
、
あ
る
い
は
神
の
前
の
人
の
正
義
、
と
言

え
ば
少
し
分
か
り
や
す
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

で
は
、
神
の
正
義
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
神
が

完
全
さ
の
標
準
に
照
ら
し
て
み
て
そ
れ
に
適
合
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
い
ま
す
と
、
神
が
絶
対
に
罪
が
な
い

こ
と
、
絶
対
に
潔
く
、
清
い
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、
神
の

前
の
人
の
正
義
と
は
、
こ
の
絶
対
な
神
を
畏
敬
し
、
神
の
愛
を
信

じ
、
神
と
同
じ
よ
う
に
人
を
愛
し
、
許
す
こ
と
を
言
い
ま
す
。

実
は
、
こ
の
節
と
同
じ
内
容
の
言
葉
が
、
ル
カ
の
福
音
書
に
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
出
だ
し
の
「
義
に
」
が
無
く
て

「
い

、

ま
飢
え
て
い
る
者
は
幸
い
で
す
（
第
六
章
二
一
節

」
と
な
っ
て

）

い
ま
す
。

以
前
（
二
月
号
）
に
も
、
マ
タ
イ
で
は
「
心
の
貧
し
き
者
は
幸

い
で
す
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
ル
カ
で
は
「
心
の
」
が
抜
け
て

「
貧
し
い
者
は
幸
い
で
す
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
は
、
心
が
あ
っ
て
も
無
く
て
も
そ
う
大
し
て
変
わ

ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
は
義
が
あ
る
か
な
い
か
で
、
か
な

り
意
味
が
違
う
よ
う
に
思
え
ま
す
。

私
の
推
測
で
す
が
、
お
そ
ら
く
マ
タ
イ
は
や
が
て
出
て
き
ま
す

「
一
○

義
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
て
い
る
者
は
幸
い
で
す
。
天
の

御
国
は
そ
の
人
の
も
の
だ
か
ら
で
す

」
と
い
う
言
葉
に
対
応
さ

。

せ
て
、
こ
の
節
に
義
を
付
け
加
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
そ
の
意
図
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
義
に
結
び
付
け
た
か
っ
た

の
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
義
を
大
切
に
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
も
っ
と
説
明
し
な
い
と
分
か
り

に
く
い
と
思
い
ま
す
が
、
あ
る
意
味
で
律
法
を
重
視
す
る
考
え
方
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だ
と
言
え
る
の
で
す
。

少
々
、
理
屈
っ
ぽ
い
話
で
恐
縮
な
の
で
す
が
、
こ
の
節
の
本
質

的
規
定
に
関
し
ま
す
の
で
、
辛
抱
し
て
読
ん
で
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
復
習
と
予
習
を
兼
ね
て
、
本
章
の
出
だ
し
の
八
つ
の
節
を

あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

三

心
の
貧
し
い
者
は
幸
い
で
す
。
天
の
御
国
は
そ
の
人
の
も

の
だ
か
ら
で
す
。

四

悲
し
む
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
慰
め
ら
れ
る
か
ら
で

す
。

五

柔
和
な
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
地
を
相
続
す
る
か
ら

で
す
。

六

義
に
飢
え
渇
い
て
い
る
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
満
ち

た
り
る
か
ら
で
す
。

七

あ
わ
れ
み
深
い
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
あ
わ
れ
み
を

受
け
る
か
ら
で
す
。

八

心
の
き
よ
い
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
神
を
見
る
か
ら

で
す
。

九

平
和
を
つ
く
る
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
神
の
子
ど
も

と
呼
ば
れ
る
か
ら
で
す
。

一
○

義
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
て
い
る
者
は
幸
い
で
す
。
天
の

御
国
は
そ
の
人
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。

こ
の
前
半
の
四
つ
と
後
半
の
四
つ
を
読
み
比
べ
て
頂
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
ど
ん
な
人
が
幸
い
な
の
か
に
注
目
し
ま
す
と
、
前
半

は
、
貧
し
い
者
、
悲
し
む
者

（
何
の
力
も
な
い
）
柔
和
な
者
、

、

飢
え
渇
い
て
い
る
者
、
で
す
が
、
後
半
は
、
あ
わ
れ
み
深
い
者
、

心
の
き
よ
い
者
、
平
和
を
つ
く
る
者
、
義
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
て

い
る
者
、
で
す
。

両
群
の
違
い
は
、
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
。

何
度
も
読
み
返
し
て
頂
き
た
い
の
で
す
が
、
私
の
「
精
神
モ
デ

ル
」
で
言
い
ま
す
と
、
前
半
は
「
自
己
」
の
追
求
の
弱
い
人
の
こ

と
を
言
っ
て
い
ま
す
が
、
後
半
は
「
他
己
」
の
働
き
の
強
い
人
の

こ
と
、
少
な
く
と
も
自
己
と
他
己
の
統
合
の
と
れ
た
人
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

後
半
に
つ
い
て
は
、
今
後
順
次
、
検
討
・
解
説
し
ま
す
の
で
、

こ
れ
以
上
の
説
明
は
そ
の
時
点
で
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

前
半
の
三
つ
は
既
に
解
説
し
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
を
ご
覧
い
た

だ
け
れ
ば
、
納
得
で
き
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

前
半
の
最
後
が
、
い
ま
検
討
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
後
半
の

四
つ
、
特
に
そ
の
最
後
の
「
義
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
て
い
る
者
」

と
対
比
し
て
み
れ
ば
分
か
り
ま
す
が
、
義
と
い
い
ま
す
の
は
、
既

に
見
ま
し
た
よ
う
に
、
絶
対
で
完
全
な
標
準
に
合
う
と
い
う
こ
と
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で
す
か
ら
、
そ
れ
は
他
己
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
義
を
欠
い
た
ル
カ
の
「
い
ま
飢
え
て
い
る
者

は
幸
い
で
す
」
の
方
が
、
こ
の
節
を
自
己
を
追
求
し
な
い
項
目
群

、

。

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

整
合
性
が
高
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
す

義
を
持
ち
出
す
の
は
、
後
半
最
後
の
「
義
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
て

い
る
者
」
だ
け
で
十
分
だ
と
思
え
る
の
で
す
。

さ
て
、
八
つ
の
節
の
構
造
的
な
検
討
は
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、

義
を
取
り
去
っ
た
、
第
六
節
の
言
葉
自
体
を
検
討
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

本
節
の
「
飢
え
渇
く
」
と
言
い
ま
す
の
は
、
自
己
の
欲
望
が
満

足
で
き
な
い
状
態
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
前
の
三
つ
と
同

様
に
、
自
己
を
追
求
し
な
い
、
あ
る
い
は
追
求
で
き
な
い
こ
と
を

。

、

、

示
し
て
い
ま
す

人
間
は

自
己
の
欲
望
が
満
足
で
き
な
い
ほ
ど

ま
た
自
己
の
感
覚
－
運
動
が
自
由
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
さ
ら
に
自

己
の
認
知
－
言
語
能
力
が
高
く
な
い
ほ
ど
、
自
己
に
執
ら
わ
れ
を

持
つ
こ
と
が
少
な
い
の
で
す
。
人
間
と
し
て
の
驕
慢
さ
、
傲
慢
さ

か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

大
学
の
先
生
は
、
自
分
は
学
問
を
し
て
頭
が
よ
い
と
思
っ
て
い

る
人
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
有

名
な
大
学
の
難
し
い
学
部
を
卒
業
し
、
語
学
が
何
か
国
語
か
で
き

た
り
、
よ
い
業
績
を
上
げ
た
と
か
、
何
か
賞
を
貰
っ
た
り
し
た
人

ほ
ど
、
自
己
へ
の
執
ら
わ
れ
が
多
く
て
、
現
実
に
間
違
い
や
悪
を

た
く
さ
ん
な
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
が
悪
や
間
違
い
だ
と
気

付
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
仏
や
神
の
道
か
ら
ま
す
ま

、

、

す
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
が

で
も

そ
れ
に
気
付
け
な
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
平
気
で
間
違
っ
た
こ
と

を
主
張
す
る
の
で
す
。
悲
し
い
か
な
で
す
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
ま
し
た
、
貧
し
く
、
悲
し
く
、
力
な
く
、
飢

え
て
い
る
よ
う
な
、
自
己
の
追
求
の
で
き
て
い
な
い
、
あ
る
い
は

し
て
い
な
い
人
た
ち
は
、
執
ら
わ
れ
が
そ
れ
だ
け
少
な
い
と
言
え

ま
す
の
で
、
そ
の
分
、
仏
や
神
に
近
い
と
言
え
る
の
で
す
。

最
後
に
、
本
節
の
後
半
の
「
そ
の
人
は
満
ち
足
り
る
か
ら
で

す
」
と
い
う
部
分
で
す
が
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
飢

え
渇
い
た
人
が
、
単
に
食
物
や
水
分
で
そ
の
飢
え
や
渇
き
を
生
理

的
に
満
た
す
こ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

、

、

、

ら

単
に
飢
え
渇
い
て

そ
の
飢
え
や
渇
き
を
満
た
す
だ
け
な
ら

そ
れ
は
幸
い
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
な
ら
、
飢

え
や
渇
き
を
経
験
し
な
い
方
が
ま
し
だ
と
言
え
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
経
験
が
幸
い
と
言
え
る
に
は
、
そ
の
人

の
人
生
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
飢
え
渇
か
な
い
人
よ
り
も
も
っ
と
人
生
に
生
産
的
な
働
き
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
、
世
界
に
は
飢

、

、

え
死
に
し
て
い
る
国
も
あ
り
ま
す
が

で
も
日
本
は
飽
食
暖
衣
で
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飢
え
や
渇
き
は
無
縁
の
世
界
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ

の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
、
と
て
も
意
味
が
あ
る
こ
と
だ
と
言
え

る
の
で
す
。

三
節
か
ら
五
節
ま
で
を
よ
く
読
ん
で
頂
い
た
方
に
は
、
も
う
解

答
は
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。

人
間
は
生
ま
れ
た
て
の
赤
ん
坊
の
時
と
て
も
無
力
で
、
何
も
も

た
ず
、
放
置
さ
れ
れ
ば
た
だ
飢
え
渇
き
、
凍
え
て
、
悲
し
く
も
死

ぬ
し
か
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
無
力
な
状
態
か
ら
人
間

と
し
て
進
化
し
た
と
き
与
え
ら
れ
た
無
類
の
可
塑
性
を
生
か
し
、

成
長
に
つ
れ
て
文
化
・
文
明
を
取
り
入
れ
、
だ
ん
だ
ん
と
自
分
で

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
た
め

に
人
間
は
、
誕
生
と
同
時
に
他
者
に
対
し
無
条
件
に
積
極
的
な
関

心
を
向
け
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
受
容
し
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
よ

う
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間

は
人
間
と
し
て
精
神
的
に
健
康
に
育
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
だ
け
で
は
な
く
、
釈
尊
も
老
子
も
、
人
間
が
解
脱
に

至
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
赤
ん
坊
の
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
説
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
い
ま
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
力
な
く
、
当
然
な
が
ら

貧
乏
で
何
も
も
た
ず
、
放
置
さ
れ
れ
ば
、
飢
え
渇
き
、
死
ぬ
だ
け

、

、

の
悲
し
い
存
在
と
し
て
の
赤
ん
坊
に
帰
る
と
き

私
た
ち
は
他
者

特
に
絶
対
他
者
（
神
や
仏
な
ど
）
に
対
し
て
、
敬
虔
な
気
持
を
も

ち
、
無
条
件
に
積
極
的
な
関
心
を
向
け
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
受
容

し
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
で
す
。

い
ま
日
本
人
は
、
経
済
的
な
豊
か
さ
の
中
で
、
貧
乏
や
飢
え
渇

き
が
無
縁
の
世
界
と
な
り
、
国
際
的
に
も
経
済
的
・
政
治
的
力
を

得
、
放
置
さ
れ
れ
ば
死
ぬ
と
い
う
よ
う
な
悲
し
い
存
在
で
は
な
く

な
っ
て
来
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
逆
に
見
ま
す
と
、
こ
う
し
て

「
自
己
」
を
肥
大
さ
せ
て
来
ま
す
と
、
他
者
の
痛
み
は
、
ア
メ
リ

カ
大
統
領
の
日
本
へ
の
原
爆
投
下
正
当
化
発
言
の
よ
う
に
、
分
か

ら
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
他
者
が
自
分
を
支
え
、

承
認
し
、
愛
し
、
服
従
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
け
が
大
切
に
な
る
の

で
す
。
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
と
き
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
か
、
フ

ァ
ッ
シ
ョ
に
は
し
る
か
す
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
神
や
仏
の
世
界
か
ら
は
、
ど
れ
だ
け
遠
ざ

か
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
。
い
ま
、
オ
ウ
ム
真
理
教

を
は
じ
め
と
し
て
新
宗
教
が
花
盛
り
で
す
。
で
も
、
私
か
ら
見
ま

す
と
伝
統
的
宗
教
を
含
め
て
繁
盛
し
て
い
る
宗
教
指
導
者
の
大
多

数
は
、
た
だ
能
才
な
だ
け
で
、
真
の
宗
教
、
真
の
解
脱
か
ら
は
ほ

。

、

ど
遠
い
と
思
え
ま
す

自
分
で
は
解
脱
し
た
と
言
っ
て
い
ま
す
が

オ
ウ
ム
真
理
教
の
よ
う
に
、
た
だ

「
自
己
」
を
守
り
、
拡
張
す

、

る
た
め
に
言
う
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
謙
虚
に
受
け
止
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

自

己

肥

大

し

た

現

代

人

自
分
の
痛
み
は

感
じ
る
の
に

他
人
の
痛
み
を

感
じ
ら
れ
な
い
人

自
分
の
要
求
は

受
け
入
れ
さ
せ
る
の
に

他
人
の
要
求
を

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
人

お

大

師

と

感

応

道

交

お
大
師
と

共
に
暮
ら
せ
し

夢
を
見
る

我
と
大
師
と

感
応
道
交

虚

無

主

義

か

独

裁

か

こ
の
世
か
ら

神
も
仏
も

無
く
な
っ
て

信
じ
る
も
の
は

自
分
だ
け

虚
無
主
義
を
生
み

独
裁
を
生
む

土

の

匂

い

久
し
ぶ
り

畑
を
借
り
て

耕
せ
り

土
の
匂
い
の

懐
か
し
き
か
な

徒

党

組

み

け

り

執
ら
わ
れ
の

垢
の
付
き
方

合
う
も
の
が

互
い
に
共
感

徒
党
組
み
け
り

子

ど

も

の

人

権

大
人
の
こ
こ
ろ
が

亡
ん
で

子
ど
も
の
人
権
が

興
き
る

新

た

な

病

気

の

誕

生

エ
イ
ズ

エ
ボ
ラ
出
血
熱

狂
牛
病

た
と
え

ガ
ン
が
克
服
で
き
て
も

そ
れ
を
上
回
る

あ
ら
た
な

病
気
が

つ
ぎ
つ
ぎ
と

生
ま
れ
る
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自
作
随
筆
選

喫
煙
健
康
被
害
訴
訟

ア
メ
リ
カ
で
は
、
喫
煙
で
健
康
を
害
し
た
の
は
、
た
ば
こ
メ
ー

カ
ー
が
喫
煙
者
を
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
ニ
コ
チ
ン
の
中
毒
性
を
隠

し
含
有
量
を
操
作
し
て
き
た
た
め
だ
と
し
て
、
健
康
被
害
の
損
害

賠
償
を
求
め
る
訴
訟
が
お
こ
っ
て
い
る
、
と
い
い
ま
す
。
テ
レ
ビ

ニ
ュ
ー
ス
で
そ
れ
を
聞
き
、
新
聞
で
確
か
め
て
驚
き
ま
し
た
。

い
ま
や
喫
煙
が
、
喫
煙
当
事
者
だ
け
で
は
な
く
、
大
気
を
汚
染

さ
せ
、
周
囲
の
人
々
の
健
康
を
も
害
し
て
い
る
こ
と
は
、
科
学
的

に
証
明
さ
れ
た
事
実
と
し
て
、
誰
で
も
が
知
っ
て
い
ま
す
。

驚
い
た
と
言
い
ま
す
の
は
、
有
害
な
煙
草
を
吸
う
ほ
う
が
悪
い

と
私
な
ど
は
考
え
る
の
で
す
が
、
権
利
の
国
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、

自
分
の
こ
と
は
棚
に
上
げ
て
、
煙
草
を
売
る
ほ
う
が
悪
い
と
訴
え

る
と
い
う
そ
の
考
え
方
に
驚
い
た
の
で
す
。

で
も
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
何
ら
益
が
な
く
健
康
に
有
害
で
し

か
な
い
も
の
を
作
っ
て
売
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
お

か
し
い
こ
と
だ
と
思
え
て
き
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
吸
う
ほ
う
も
悪

け
れ
ば
、
作
る
ほ
う
も
悪
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
誰
も
た
ば
こ
を
買
わ
な
け
れ
ば
売
れ
ま
せ
ん
か
ら
、

た
ば
こ
会
社
は
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
た
か
だ

か
た
ば
こ
を
吸
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
さ
え
も
、
人
間
は
自

分
で
制
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
で
す
。
悲
し
い
か
な
、
た
ば
こ

に
限
ら
ず
、
理
屈
で
自
分
を
律
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と

な
の
で
す
。

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
も
、
喫
煙
と
事
情
が
よ
く
似
て
い
ま
す
。
シ
ー

ト
ベ
ル
ト
を
し
な
い
こ
と
は
、
喫
煙
と
は
違
っ
て
他
者
に
は
何
も

迷
惑
を
か
け
ま
せ
ん
が
、
自
分
自
身
を
守
る
た
め
に
だ
け
、
法
律

で
そ
れ
を
す
る
よ
う
に
強
制
し
て
い
ま
す
。

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
違
う
点
は
、
た
ば
こ
が
周
囲
の
人
に
ま
で
迷

惑
を
か
け
て
い
る
の
に
、
法
律
で
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
禁
止
し
て
も
守
れ
な
い
こ
と
が
明
ら

か
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
た
ば
こ
産
業
に
従
事
す

る
人
の
生
活
を
政
府
が
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
な
に
せ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
喫
煙
ど
こ

ろ
か
、
麻
薬
や
覚
醒
剤
の
禁
止
さ
え
、
法
律
に
よ
っ
て
は
な
か
な

か
守
ら
れ
ず
、
違
反
者
の
服
役
者
で
刑
務
所
は
あ
ふ
れ
、
収
容
能

力
の
一
五
〇
％
に
達
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
の
で
。

自
己
の
エ
ゴ
を
権
利
と
し
て
主
張
す
る
風
潮
に
は
、
強
い
懸
念

を
感
じ
ま
す
が
、
た
ば
こ
が
な
く
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
た
ば
こ

会
社
が
窮
地
に
陥
る
よ
う
な
判
決
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
な
お
先
日
、
日
本
で
も
同
じ
訴
訟
が
お
こ
り
ま
し
た

）
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
四
五
）

―
法
句
経
解
説
―

（
一
六
四
）
愚
か
に
も
、
悪
い
見
解
に
も
と
づ
い
て
、
真
理

に
従
っ
て
生
き
る
真
人
・
聖
人
た
ち
の
教
え
を
罵
る
な
ら
ば

、
そ
の
人
に
は
悪
い
報
い
が
熟
す
る
。

カ
ッ
タ
カ
と
い

―
―

う
草
は
果
実
が
熟
す
る
と
自
分
自
身
が
滅
び
て
し
ま
う
よ
う

に
。

い
ま
、
仏
弟
子
で
あ
る
僧
侶
で
も
、
釈
尊
を
批
判
し
「
の
の
し

る
」
よ
う
な
こ
と
を
平
気
で
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
僧
侶
の
中

に
は
そ
れ
を
読
ん
で
「
愚
か
に
も
、
悪
い
見
解
」
を
本
当
だ
と
思

い

「
悪
い
報
い
が
熟
す
る
」
と
も
気
付
か
ず
、
そ
れ
を
人
に
吹

、
聴
さ
え
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

こ
の
偈
を
読
み
ま
す
と
、
こ
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
す
。

こ
の
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
釈
尊
が
自
ら
そ
う
し
て
は
な
ら
な

い
と
説
か
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

そ
の
原
因
は
、
現
代
が
末
法
の
世
に
な
り
、
人
々
が
各
自
で
自

分
が
偉
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
教
育
が
行
き

届
き
、
み
ん
な
賢
く
な
り
、
経
済
的
に
も
豊
か
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
み
ん
な
自
己
を
肥
大
化
さ
せ
、
自
己
に
閉
じ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
反
比
例
し
て
お
互
い
の
「
信
」
が
失
わ
れ

て
き
て
い
る
の
で
す
。

日
本
の
大
多
数
の
仏
教
徒
・
僧
侶
は
、
釈
尊
を
心
か
ら
信
じ
て

帰
依
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
を
自
己
の
生
業
と
し
て
い
ま
す
。

自
己
の
生
計
の
手
段
と
し
て
い
る
の
で
す
。
釈
尊
は
、
生
業
を
捨

て
て
出
家
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
。

で
は
、
信
じ
る
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ

と
と
自
己
を
肥
大
化
さ
せ
、
自
己
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
と
は
、
ど

ん
な
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現
代
人
は
な
ぜ
信
じ
ら
れ
な

く
な
っ
て
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。

突
然
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
、
納
得
で
き
な
い
こ
と
で
も
、
信
じ

た
り
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
、
多
く
の
人
が
学
校
教
育
に
よ
っ
て
近
代
的
合
理
主
義
の

洗
礼
を
受
け
、
何
ご
と
も
あ
た
ま
で
考
え
て
み
る
習
慣
を
身
に
つ

け
て
い
ま
す
。
五
～
六
十
年
前
な
ら
、
昔
か
ら
の
「
迷
信
」
や
封

建
的
な
し
き
た
り
を
排
除
す
る
こ
と
が
、
現
代
人
の
現
代
人
た
る

ゆ
え
ん
の
よ
う
に
言
わ
れ
、
科
学
的
で
な
い
こ
と
を
信
じ
た
り
、

行
っ
た
り
し
ま
す
と
、
変
わ
っ
た
人
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
言
い

ま
す
と
あ
た
ま
の
お
か
し
い
人
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

で
も
い
ま
で
は
、
迷
信
を
信
じ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
話
題

に
す
ら
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
し
、
封
建
的
だ
と
思
え
る
こ
と
も

、

、

、

ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
が

実
は
そ
れ
だ
け

疑
い
も
な
く
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自
分
の
あ
た
ま
で
考
え
て
納
得
で
き
な
い
こ
と
は
信
じ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
あ
た
ま
で
考
え
て
分
か
っ
た
り
、
納

得
で
き
る
こ
と
だ
け
し
て
い
た
ら
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
人
権
が
保
証

さ
れ
み
ん
な
幸
せ
に
な
る
の
か
、
お
互
い
の
平
和
が
来
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
間
違
い
や
悪
を
な
さ
ず
、
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
る

の
か
、
あ
る
い
は
、
毎
日
充
実
し
た
人
生
を
送
り
、
生
き
甲
斐
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
か
ら
見
ま
す
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
あ
た
ま
で
納
得
で
き
る
こ
と
だ
け
信
じ
て
い

ま
す
と
、
人
間
は
お
互
い
が
だ
ん
だ
ん
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

く
の
で
す
。
こ
の
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
真
理
に
従
っ
て
生
き

る
真
人
・
聖
人
た
ち
の
教
え
」
を
、
現
在
僧
侶
が
そ
う
な
っ
て
い

ま
す
よ
う
に
、
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
す
。

な
ぜ
か
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
こ
れ
を
説
明
し
ま
し
て
も
、
な
か
な
か
理
解
し
て
頂
け

な
い
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
そ
れ
こ
そ
信
じ
て
頂
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
部
分
に
属
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
釈
尊
の
真
の
心
が
、
大
多
数
の
人
の
あ
た
ま
で
の
理

解
を
超
え
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
な
の
で
す
。
老
子
で
い
え
ば
「
為

さ
ず
し
て
、
為
さ
ざ
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
境
地
な
の
で
す
が
、

そ
れ
が
分
か
る
人
が
滅
多
に
い
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
生
死
で
い

い
ま
す
と
、
い
つ
死
ん
で
も
、
心
か
ら
満
足
し
て
死
ぬ
こ
と
が
で

き
る
、
そ
う
い
う
心
境
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ

う
思
え
る
人
も
滅
多
に
い
ま
せ
ん
。

、

、

、

そ
う
し
た
境
地
に
至
る
と
き

前
述
の
よ
う
に

悪
を
な
さ
ず

善
を
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
毎
日
充
実
し
て
生
き
甲
斐
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
大
多
数
の
人
は
そ
れ

が
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
境
地
に
至
っ
た
人
の
価

値
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
せ
い
ぜ
い
過
去
の
偉
い
人
た
ち
が
言

う
か
ら
、
あ
た
ま
で
そ
う
な
の
だ
と
思
う
だ
け
な
の
で
す
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
自
分
の
あ
た
ま
の
水
準
に
引
き
落
と
し
て

そ
う
し
た
人
も
理
解
す
る
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
の
水
準
を

超
え
た
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
が
人
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
を

超
え
、
私
た
ち
に
存
在
を
贈
っ
て
い
る
神
や
仏
も
信
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

こ
の
世
の
す
べ
て
の
こ
と
を
あ
た
ま
だ
け
で
理
解
し
、
納
得
し

よ
う
と
す
る
現
代
の
傾
向
を
近
代
的
合
理
主
義
と
呼
ん
で
い
ま
す

が
、
そ
こ
で
は
、
結
局
、
釈
尊
も
老
子
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
キ
リ
ス

ト
も
本
当
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
分
か
る

よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
た
め
に
は
、
も
う
何
度
も
書
い
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
修
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行
が
い
る
の
で
す
。
自
己
へ
の
執
着
を
す
て
る
修
行
が
い
る
の
で

す
。
人
は
、
い
く
ら
あ
た
ま
で
考
え
て
も
現
実
の
生
活
を
自
ら
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
人
間
は
誰
で
も
、
必
ず
死
ぬ
、
そ
れ
も
い
つ
か
分

か
ら
な
い
と
き
、
つ
ま
り
若
く
し
て
死
ぬ
か
、
長
生
き
し
て
死
ぬ

か
知
ら
な
い
で
、
死
ん
で
い
く
の
で
す
が
、
で
も
、
他
人
が
そ
う

し
て
死
ん
で
行
く
の
は
当
た
り
前
で
も
、
自
分
や
自
分
の
愛
す
る

家
族
が
、
た
と
え
ば
若
く
し
て
死
ぬ
と
分
か
り
ま
す
と
、
ど
ん
な

に
悲
嘆
に
く
れ
る
か
、
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
。

そ
れ
は
自
分
へ
の
執
着
が
あ
る
か
ら
で
す
。

ま
た

「
人
類
み
な
兄
弟
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
テ

、

レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
で
流
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
本
当
に
そ
う

思
え
る
な
ら
、
事
実
上
の
親
子
兄
弟
に
こ
だ
わ
っ
て
、
会
い
た
が

っ
た
り
、
話
を
し
た
が
っ
た
り
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
す
。
で

も
、
Ｃ
Ｍ
を
流
し
た
人
を
含
め
て
、
み
ん
な
自
分
の
ふ
る
さ
と
を

恋
し
が
り
ま
す
し
、
家
族
の
絆
を
熱
心
に
求
め
ま
す
。
い
わ
ん
や

そ
れ
を
捨
て
去
る
こ
と
な
ど
思
い
も
つ
か
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ

、

、

、

は

た
と
え
ば

一
旦
は
ふ
る
さ
と
と
家
族
を
捨
て
て
出
家
し
た

あ
の
良
寛
さ
ん
で
さ
え
、
修
行
し
た
岡
山
を
離
れ
、
晩
年
は
故
郷

の
新
潟
に
帰
っ
て
、
地
元
の
有
力
者
の
庇
護
を
受
け
な
が
ら
暮
ら

し
た
の
を
み
て
も
分
か
り
ま
す
。

人
間
は
自
分
が
あ
た
ま
で
納
得
し
て
、
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て

去
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
己
を
捨
て
る
修

行
が
い
る
の
で
す
。
そ
の
修
行
の
結
果
、
自
己
を
捨
て
ら
れ
た
と

き
、
自
分
の
存
在
を
贈
っ
て
く
れ
た
者
と
一
体
と
な
り
、
全
て
を

そ
の
者
に
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
真

の
自
由
と
真
の
平
安
と
真
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
自
分
自
身
が
「
真
理

」

。

に
従
っ
て
生
き
る
真
人
・
聖
人

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す

し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
境
地
は
、
あ
た

ま
で
理
解
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
信
じ
る
以
外

に
な
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
人
の
い
う
こ
と
に
の
っ

と
っ
て
、
た
と
え
そ
の
通
り
で
き
な
く
て
も
、
毎
日
、
反
省
し
な

が
ら
、
そ
う
な
ろ
う
と
ひ
た
す
ら
努
力
・
精
進
す
る
こ
と
が
大
切

な
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
近
代
的
合
理
主
義
と
個
人
主
義

の
行
き
着
い
た
現
代
人
に
は
、
僧
侶
を
含
め
て
、
と
て
も
難
し
い

こ
と
な
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
ま
ま
社
会
が
進
み
ま
す
と
、
偈
の
通
り

「
悪
い
報
い
が
熟
し

、
自
ら
の
為
し
た
業
に
よ
っ
て

「
自
分

」

、

自
身
が
滅
び
て
し
ま
う

、
つ
ま
り
、
現
代
社
会
全
体
が
滅
亡
に

」

至
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
時
期
は
、
も
う
か
な

り
近
く
ま
で
来
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
ま
す
。

一
人
で
も
多
く
の
人
が
、
釈
尊
、
老
子
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
キ
リ

ス
ト
の
教
え
に
の
っ
と
っ
て
生
き
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。
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（
一
六
五
）
み
ず
か
ら
悪
を
な
す
な
ら
ば
、
み
ず
か
ら
汚
れ

、
み
ず
か
ら
悪
を
な
さ
な
い
な
ら
ば
、
み
ず
か
ら
浄
（
き
よ

）
ま
る
。
浄
い
の
も
浄
く
な
い
の
も
、
各
自
の
こ
と
が
ら
で

あ
る
。
人
は
他
人
を
浄
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
偈
に
近
い
こ
と
わ
ざ
と
し
て
、
自
業
自
得
、
因
果
応
報
、

と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
皆
さ
ん
も
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
で
も
、
大
切
な
の
は
、
そ
の
次
の
「
浄
い
の
も
浄
く
な

い
の
も
、
各
自
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
人
は
他
人
を
浄
め
る
こ
と

が
で
き
な
い

」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

。

英
語
の
こ
と
わ
ざ
に
も
「
天
は
自
ら
助
く
る
も
の
を
助
く
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
趣
旨
だ
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
何
か
こ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
先
ほ
ど
の
偈
で
述
べ
ま
し

た
個
人
主
義
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
間
の
主
体
性
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

真
言
密
教
で
も
、
病
気
平
癒
の
祈
祷
が
あ
り
ま
す
が
、
お
大
師

さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
そ
の
効
果
は
本
人
が
祈

祷
す
る
人
を
信
じ
、
自
分
も
同
じ
よ
う
に
治
る
よ
う
祈
ら
な
け
れ

ば
現
れ
ま
せ
ん
。
一
見
、
他
者
に
よ
っ
て
治
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
主
体
的
な
努
力
が
な
け
れ
ば
だ
め
な
の
で
す
。

自
分
の
人
生
は
自
分
自
身
の
も
の
で
す
。
た
っ
た
一
度
の
か
け

、

、

、

が
え
の
な
い
一
生
を

そ
れ
ぞ
れ
が

ど
ん
な
人
間
で
あ
ろ
う
と

個
別
な
業
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
生
は
、
ど
ん
な

に
世
間
に
よ
く
あ
る
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
典
型
と

い
う
客
観
の
中
に
は
解
消
で
き
な
い
も
の
な
の
で
す
。
も
し
解
消

で
き
る
も
の
な
ら
、
自
分
が
死
の
う
が
、
身
内
が
死
の
う
が
、
平

然
と
し
て
お
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
為
す
行
為
、
為
し
た
行
為
は
他
者
と

取
り
替
え
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
悪
は

ど
こ
ま
で
も
自
分
の
悪
と
し
て
は
ね
返
っ
て
き
ま
す
し
、
自
分
の

為
し
た
善
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
自
分
に
は
ね
返
っ
て
き
ま
す
。

例
え
ば
、
不
殺
生
、
不
偸
盗
、
不
邪
淫
、
不
妄
語
、
不
飲
酒
（
酒

に
飲
ま
れ
な
い
、
あ
る
い
は
酔
う
ほ
ど
飲
ま
な
い
）
の
戒
律
を
守

っ
て
自
分
自
身
の
身
を
浄
（
き
よ
）
め
、
自
分
の
精
神
の
完
成
を

願
っ
て
、
ひ
た
す
ら
修
行
に
精
進
す
る
と
き
、
自
ら
の
精
神
全
体

を
浄
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

ど
ん
な
に
お
金
が
あ
ろ
う
と
も
、
ど
ん
な
に
地
位
・
名
誉
が
あ

ろ
う
と
も
、
そ
の
行
為
は
決
し
て
他
者
で
代
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
す
。

自
ら
の
魂
が
救
わ
れ
る
道
は
、
自
分
の
人
生
を
自
分
が
自
分
の

足
を
使
っ
て
自
分
で
歩
く
以
外
に
な
い
の
で
す
。
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後
記

一
、
桜
の
花
も
咲
き
、
良
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
四
月
八
日
は

お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日
で
す
。

二
、
最
近
、
散
歩
の
途
中
、
休
耕
中
の
畑
の
げ
し
に
石
仏
を
見
つ

け
、
近
寄
っ
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
お
坊
さ
ん
の
お
墓
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
正
面
に
「
大
阿
闍
梨
法
印

増
観
」

と
あ
り
、
年
号
は
安
永
八
年
（
一
七
七
九
年
）
と
あ
り
ま
し
た
。

三
、
こ
の
「
大
阿
闍
梨
法
印
」
と
い
う
僧
階
（
僧
侶
の
位
）
は
、

当
時
と
し
て
最
高
位
で
、
大
変
な
高
僧
と
い
う
こ
と
で
す
。

四
、
そ
の
墓
は
、
も
う
何
年
も
お
参
り
が
な
い
よ
う
で
、
花
立
て

も
片
方
は
割
れ
て
お
り
、
供
物
受
け
も
欠
け
て
半
分
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
墓
と
並
ん
で
灯
籠
が
あ
る
の
で
す
が
、
火

受
け
も
な
く
上
に
乗
せ
る
石
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

五
、
因
縁
を
感
じ
、
さ
っ
そ
く
地
主
の
方
の
ご
許
可
を
頂
き
、
掃

除
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
線
香
、
灯
明
、
お
花

を
備
え
、
お
経
を
唱
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

六
、
な
ぜ
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
こ
ん
な
高
僧
の
お
墓
が
あ
る
の

か
、
不
思
議
に
思
い
、
地
元
の
お
寺
で
聞
い
た
り
、
地
元
史
を
ひ

も
と
い
た
り
、
地
主
の
人
に
聞
い
た
り
し
て
、
や
っ
と
事
実
を
突

き
止
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
明
治
の
は
じ
め
の
廃
仏
毀
釈
で
お
と

り
つ
ぶ
し
に
あ
っ
た
寺
の
ご
住
職
の
墓
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
廃

寺
の
他
の
ご
住
職
の
お
墓
も
、
あ
る
浄
土
宗
の
お
寺
の
裏
山
（
そ

の
寺
の
所
有
地
）
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
最
近
は
誰
の
お
参
り
も

な
く
、
荒
れ
果
て
て
、
一
五
～
六
基
残
っ
て
い
ま
し
た
。

七
、
な
ぜ

「
増
観
」
さ
ん
の
墓
だ
け
が
、
そ
ん
な
畑
の
げ
し
に

、

あ
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
の
畑
の
下
に
拡
が
る
田
ん
ぼ
を
新

田
開
発
し
、
遺
言
で
そ
の
田
ん
ぼ
が
見
渡
せ
る
と
こ
ろ
に
葬
っ
て

欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

八
、
石
仏
の
位
置
で
す
が
、
そ
の
向
き
は
、
仲
間
の
墓
地
の
あ
る

裏
山
を
丁
度
向
い
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
東
の
方
位
で
、
こ
の

地
に
虚
空
蔵
菩
薩
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
虚
空
蔵
求
聞
持
法

を
修
す
る
時
の
瞑
想
の
対
象
た
る
虚
空
蔵
菩
薩
の
化
身
の
金
星
の

方
を
向
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
し
て
い
ま
す
。

月
刊

平
成
八
年
四
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も
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