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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
五
巻

七
月
号

真
の
喜
び

美
味
し
い
も
の
を

食
べ
ら
れ
る
喜
び

よ
い
異
性
に

出
会
え
る
喜
び

人
よ
り

優
れ
る
喜
び

真
の
喜
び
は

人
の
役
に
立
て
る
喜
び

人
と
心
を
通
わ
す
喜
び

出
生
率
１
・
２
９
の
日
本

女
だ
け

産
む
こ
と
の
で
き
る

有
り
難
さ

負
担
と
感
じ
る

こ
の
エ
ゴ
社
会
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
二
六
）

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
二
七
）

―

（
十
）
円
鏡
力
の
故
に
、
実
覚
智
な
り

「
円
鏡
力
の
故
に
、
実
覚
智
な
り
」
と
は
、
此
れ
即
ち
所

由
（
し
ょ
ゆ
）
を
出
だ
す
。
一
切
の
諸
仏
、
何
に
因
っ
て
か

覚
智
の
名
を
得
た
も
う
と
な
ら
ば
、
謂
く
、
一
切
の
色
像
、

悉
く
高
台
の
明
鏡
の
中
に
現
ず
る
が
如
く
、
如
来
の
心
境
も

ま
た
ま
た
是
の
如
し
。
円
明
の
心
境
、
高
く
法
界
の
頂
に
懸

か
っ
て
寂
に
し
て
、
一
切
を
照
ら
し
て
不
倒
不
謬
な
り
。
是

の
如
き
の
円
鏡
、
何
れ
の
仏
に
か
有
ら
ざ
ら
ん
。
故
（
か
る

が
ゆ
え
）
に
「
円
鏡
力
の
故
に
、
実
覚
智
な
り
」
と
曰
う
。

、

『

』

現
代
語
訳
を

金
岡
秀
友
訳
・
解
説
の

空
海
即
身
成
仏
義

（
太
陽
出
版
刊
）
か
ら
、
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

つ
ぎ
は
、
第
八
句
「
円
鏡
力
の
故
に
、
実
覚
智
な
り
」
と
い
う

句
で
す
が
、
こ
こ
で
は
す
な
わ
ち
、
い
っ
さ
い
に
も
と
も
と
限
り

な
い
仏
智
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
な
ぜ
「
即
身

成
仏
」
の
「
成
仏
」
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
（
所
由
」
を

説
明
し
て
い
ま
す
。

い
っ
さ
い
の
諸
仏
は
、
な
ぜ
「
覚
者
」
と
か
「
智
者
」
と
か
名

づ
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

、

（

）

、

た
と
え
は

高
い
台
の
上
に
か
か
げ
た
澄
ん
だ
鏡

明
鏡

に

い
っ
さ
い
の
色
彩
や
形
像
が
こ
と
ご
と
く
映
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
よ

う
に
、
如
来
の
心
の
は
た
ら
き
を
鏡
に
た
と
え
れ
ば
、
そ
の
心
境

も
い
っ
さ
い
の
真
実
の
す
が
た
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
映
し
出

し
ま
す
。
完
全
に
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
（
円
明
）
如
来
の
心

境
は
、
高
く
真
実
世
界
（
法
界
）
の
最
高
位
で
あ
る
仏
界
に
か
か

っ
て
、
澄
み
き
っ
た
智
力
（
寂
）
を
も
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
ご

と
の
真
実
を
照
ら
し
、
け
っ
し
て
顛
倒
し
た
り
、
誤
謬
が
あ
っ
た

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
、
い
っ
さ
い
を
あ
り

の
ま
ま
に
明
ら
か
に
す
る
智
（
円
鏡
）
が
、
ど
の
仏
に
も
あ
る
の

で
す
。

で
す
か
ら

こ
の
完
全
に
澄
み
き
っ
た
鏡
の
よ
う
な
智
の
力

円

、

（

）

（

）

鏡
力

に
よ
っ
て
す
べ
て
の
真
実
を
確
実
に
覚
智
す
る

実
覚
智

も
の
、
と
い
う
意
味
で
、
法
身
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
い
っ
さ
い
の

諸
仏
を
覚
者
と
か
智
者
と
か
名
づ
け
る
の
で
す
。

＊

＊

＊

＊

、

。

お
読
み
頂
け
れ
ば

さ
し
て
難
し
い
語
句
は
な
い
と
思
い
ま
す

少
し
だ
け
補
足
説
明
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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私
は
、
こ
の
文
章
を
読
み
ま
す
と
、
法
句
経
の
中
の
一
文
を
思

い
出
し
ま
す
。
そ
れ
は

（
二
八
）
の
次
の
偈
で
す
。
な
お
、
こ

、

の
解
説
は
、
第
四
巻
（
平
成
五
年
）
の
一
月
号
で
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
二
八
）
賢
明
な
人
が
つ
と
め
は
げ
む
こ
と
に
よ
っ
て
放
逸

を
た
ち
切
る
と
き
に
は
、
知
慧
の
高
閣
（
た
か
ど
の
）
に
登

り
、
憂
い
を
去
っ
て
、
憂
い
あ
る
愚
人
ど
も
を
見
下
ろ
す
。

－
－
－
山
上
に
立
っ
て
い
る
人
が
地
上
の
人
々
を
見
下
ろ
す

よ
う
に
。

こ
の
偈
は
、
一
見
『
即
身
成
仏
義
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

と
異
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
が

『
即
身
成

、

仏
義
』
の
中
の
「
高
台
の
明
鏡
の
中
に
現
ず
る
」
と
か

「
高
く

、

法
界
の
頂
に
懸
か
っ
て
寂
に
し
て
、
一
切
を
照
ら
し
て
」
と
い
っ

た
言
葉
は

「
高
閣
の
登
っ
て

、
地
上
を
「
見
下
ろ
す
」
と
い

、

」

っ
た
、
解
脱
に
至
っ
た
と
き
の
実
際
の
体
験
に
基
づ
い
て
い
な
け

れ
ば
、
出
て
こ
な
い
言
葉
の
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

実
は
、
私
も
、
真
言
密
教
の
修
行
を
終
え
て
間
も
な
く
の
頃
、

四
国
八
十
八
カ
所
め
ぐ
り
の
途
中
で
、
偈
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

と
同
じ
だ
と
思
え
る
体
験
を
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
札
所

へ
の
参
拝
の
途
中
、
山
上
か
ら
見
下
ろ
す
町
並
み
が
、
ま
る
で
箱

庭
で
も
見
る
よ
う
に
、
手
に
取
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
す
が
、
そ

れ
が
、
そ
の
ま
ま
「
自
分
の
心
境
」
そ
の
も
の
だ
と
、
つ
く
づ
く

思
え
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
体
験
が
あ
っ
て
、
こ
の
偈
は
忘
れ
ら

れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
思
い
出
し
ま
す
の
は

『
老
子
』
の
中
の
一
章
の
次

、

の
文
で
す
。
な
お
、
こ
の
解
説
は
、
第
五
巻
（
平
成
六
年
）
十
二

。

。

月
号
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す

ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す

（
第
四
十
七
章
）
家
か
ら
外
に
出
な
い
で
も
、
世
の
中
の
こ

と
（
天
下
）
が
分
か
り
、
窓
か
ら
外
を
の
ぞ
い
て
見
な
く
て

も
自
然
の
理
法
（
天
道
）
が
分
か
り
ま
す
。
か
え
っ
て
、
外

へ
遠
く
出
か
け
る
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
知
る
こ
と
が
少
な
く
な

っ
て
い
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
道
の
体
得
者
で
あ
る
聖
人
は
、
出
か
け
な
い

で
知
り
、
見
な
い
で
明
ら
か
に
な
り
、
為
さ
な
い
で
成
る
の

で
す
。

こ
の
老
子
の
言
葉
の
よ
う
に

「
家
か
ら
外
に
出
な
い
で
も
、

、

世
の
中
の
こ
と
（
天
下
）
が
分
か
り
、
窓
か
ら
外
を
の
ぞ
い
て
見

な
く
て
も
自
然
の
理
法
（
天
道
）
が
分
か
る
」
か
ら
こ
そ

「
一

、

切
の
色
像
、
悉
く
高
台
の
明
鏡
の
中
に
現
ず
る
が
如
く
、
如
来
の

心
境
も
ま
た
ま
た
是
の
如
し
」
と
言
え
る
の
で
す
。
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自
作
随
筆
選

付
和
雷
同
と
日
本
人

毎
日
新
聞
に
は
「
経
済
観
測
」
と
い
う
コ
ラ
ム
が
あ
る
の
で
す

が
、
そ
こ
に
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
幸
兵
衛
と
い
う
方
が

「
世
論
と
空

、

」

、

。

、

気

と
題
し
て

意
見
を
寄
せ
て
お
ら
れ
ま
し
た

そ
の
趣
旨
は

日
本
人
は
、
四
半
世
紀
以
上
も
前
に
山
本
七
平
氏
が
指
摘
し
た
通

り

「
日
本
の
社
会
や
世
論
は
正
体
不
明
の
『
空
気
』
で
動
か
さ

、
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
最
近
、
改
め
て
感
じ
る
、
と
い
う
も
の

で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
「
空
気
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
同
質
社
会
、

狭
い
ム
ラ
社
会
と
い
う
特
有
の
構
造
。
そ
れ
が
外
に
対
す
る
閉
鎖

性
、
排
他
性
に
つ
な
が
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
記
事
を
読
ん
で
、
私
は
、
常
々
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

「
付
和
雷
同
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
、
こ
の
空
気
論
よ
り
も
、
も

っ
と
的
確
に
現
在
の
日
本
人
の
精
神
的
特
徴
を
表
す
の
で
は
な
い

か
と
思
い
、
こ
の
文
章
を
し
た
た
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

因
み
に
、
付
和
雷
同
を
広
辞
苑
で
ひ
い
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ふ
わ
－
ら
い
ど
う
【
付
和
雷
同
】

自
分
に
一
定
の
見
識
が
な
く
、
た
だ
他
の
説
に
わ
け
も
な
く

賛
成
す
る
こ
と
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
社
会
で
は
、
永
い
間
、
仏
教
を
精
神
的
な
支

え
と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
聖
徳
太
子
の
十
七
条
の
憲
法
に

あ
り
ま
す
よ
う
に

「
和
な
る
を
以
て
貴
し
と
す
」
と
い
う
精
神

、

に
よ
く
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は

「
私
は
絶
対
的
な
境
地

、

（
解
脱
）
に
至
っ
て
い
な
い
、
ま
さ
に
相
対
的
な
存
在
で
あ
る
。

そ
し
て
、
あ
な
た
も
そ
う
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
お
互
い
に
、
自

分
に
執
着
し
て
過
ち
を
犯
す
存
在
だ
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
人
間

、

」

。

は

譲
り
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

と
教
え
る
も
の
で
す

ま
た
、
仏
教
は
、
人
は
、
自
分
の
こ
こ
ろ
の
中
に
仏
（
如
来
）

さ
ま
を
宿
し
て
い
て
、
死
ね
ば
み
ん
な
仏
に
成
る
、
つ
ま
り
成
仏

す
る
と
教
え
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
教
え
で
は
、
少
し
飛
躍
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

我
（
自
我
・
吾
我
）
へ
の
執
着
を
捨
て
て
、
互
い
に
「
こ
こ
ろ
」

で
繋
が
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
慈

・
悲
・
喜
・
捨
」
と
い
う
「
四
無
量
心
」
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
ま

す
。
私
は
、
こ
れ
を

「
誰
に
対
し
て
も
常
に
関
心
を
も
っ
て
い

、

て
、
人
の
悲
し
み
を
我
が
悲
し
み
と
し
、
人
の
喜
び
を
我
が
喜
び

と
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
私
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
誰

に
対
し
て
も

「
こ
こ
ろ
」
の
働
き
と
し
て
、
常
に
他
者
と
「
情

、

動
の
共
有
」
を
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
て
、
日
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本
人
は
、
他
者
と
の
「
こ
こ
ろ
の
通
じ
合
い
」
に
よ
っ
て
社
会
を

維
持
し
て
来
た
と
い
え
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
太
平
洋
戦
争
に
負
け
て
以
来
、
ア
メ

リ
カ
か
ら
徹
底
し
た
民
主
主
義
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
不
幸

に
も
公
的
学
校
で
の
宗
教
教
育
が
禁
止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
仏
教
は
、
す
で
に
明
治
の
初
め
廃
仏
毀
釈
令
に
よ
っ

て
、
葬
式
仏
教
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
日
本
人
か
ら

完
全
と
い
え
る
ほ
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

、

、

こ
の
こ
と
は

人
と
人
が
こ
こ
ろ
で
繋
が
る
こ
と
が
失
わ
れ
て

そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
資
本
主
義
の
行
動
原
理
で
あ
る
、
人
が
互
い

に
「
利
益
と
選
好
」
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
を
こ
こ
ろ
の
支
え
と
し
、
民
主
主
義
を
発
展
さ
せ

て
き
ま
し
た
欧
米
社
会
で
は
、
人
と
人
は

「
個
」
と
し
て
、
神

、

を
通
じ
て
繋
が
っ
て
い
ま
し
た
。
神
が
私
た
ち
人
間
を
愛
し
て
下

さ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
人
間
は
、
隣
人
愛
と
し
て
、
お
互

い
に
他
者
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
来
た
の
で
す
。

い
わ
ば
、
建
前
と
し
て
、
神
を
通
じ
て
間
接
的
に
繋
が
っ
て
い
る

と
言
え
ま
す
。
仏
教
の
よ
う
に
、
お
互
い
に
仏
を
宿
し
た
存
在
と

し
て
、
直
接
的
に
こ
こ
ろ
と
こ
こ
ろ
で
繋
が
る
の
と
は
、
か
な
り

違
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
欧
米
社
会
で
は
、
自
己
を
主
張
す
る
民
主
主
義
・
資

本
主
義
と
、
自
己
の
主
張
を
抑
え
、
他
者
の
た
め
に
愛
の
奉
仕
が

求
め
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
が

「
自
己
」
と
「
他
己
」
と
し
て

、

バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
社
会
的
に
発
展
し
て
き
た
の
で
す
（
現
在
、

徐
々
に
「
自
己
」
が
重
視
さ
れ
す
ぎ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
失
わ
れ

て
き
て
は
い
ま
す
が

。
）

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
互
い
に
仏
を
宿
し
た

存
在
と
し
て
、
こ
こ
ろ
と
こ
こ
ろ
で
繋
が
っ
て
い
た
の
に
、
そ
の

仏
が
否
定
さ
れ
た
訳
で
す
か
ら
、
こ
こ
ろ
の
繋
が
り
が
、
失
わ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
つ
ま
り

「
和
な
る
を
以
て
貴
し
と
す
」
と

、

す
る
思
想
が
失
わ
れ
た
と
言
え
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
付
和
雷
同
の
定
義
（
意
味
）
に
あ
り
ま
し
た

よ
う
に

「
自
分
に
一
定
の
見
識
が
な
く
」
な
っ
て
来
た
と
言
う

、

こ
と
な
の
で
す
。
な
の
に
、
千
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
、
他
者
と

和
す
こ
と
を
「
よ
し
」
と
し
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
定
義
の
後

半
に
出
て
き
ま
す
よ
う
に

「
た
だ
他
の
説
に
わ
け
も
な
く
賛
成

、

す
る
」
と
い
う
行
動
様
式
だ
け
が
、
残
っ
て
来
た
の
で
す
。

欧
米
で
は

「
他
己
」
の
根
拠
と
し
て
、
強
固
な
神
と
い
う
存

、

在
が
あ
り
、
そ
れ
が
弱
く
な
っ
た
と
は
言
え
、
今
も
残
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
日
本
に
は
、
自
分
自
身
の
中
に
あ
っ
た
仏
を
否
定
さ

れ
て
、
他
己
（
仏
）
の
根
拠
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
そ
の
結
果
、
資
本
主
義
的
な
「
利
益
と
選
好
」
の
み
を
行

動
原
理
と
し
て
、
付
和
雷
同
し
て
い
る
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

何
故
人
間
は
差
別
す
る
か

人
間
は
相
対
的
存
在

だ
か
ら

他
者
と
自
分
を

相
対
的
に
比
較
し
た
が
る

そ
れ
が

優
越
欲
と
な
る

そ
こ
に

差
別
が
生
ず
る

弱
者
を
食
い
物
に
す
る

国
民
の

所
得
格
差
が

広
が
り
て

強
者
弱
者
を

食
い
物
に
す
る

エ
イ
ズ
孤
児
２
２
０
万
人

サ
ハ
ラ
砂
漠
以
南
の

ア
フ
リ
カ
で
は

年
間
２
２
０
万
人
が

エ
イ
ズ
で
死
亡
し

そ
の
結
果

エ
イ
ズ
孤
児
が

１
１
０
０
万
人
に

達
し
て
い
る
と
い
う

大
人
の
自
堕
落
な
生
活
が

子
供
に
深
い
業
を

背
負
わ
せ
て
い
る
の
だ

な
ぜ
暴
力
傾
向
が
強
ま
る

子
供
た
ち
の

暴
力
傾
向
が

な
ぜ
強
ま
る
の
か

暴
力
的
格
闘
技

Ｋ
―
１
の
影
響

様
々
の
暴
力
的
な

ゲ
ー
ム
の
影
響

氾
濫
す
る
暴
力
的
な

マ
ン
ガ
・
小
説
の
影
響

家
庭
で
の
父
母
に
よ
る

暴
力
的
し
つ
け
の
影
響

つ
ま
り

日
本
社
会
全
体
が

暴
力
的
傾
向
を

強
め
て
い
る
か
ら

と
い
う
こ
と
に
な
る

暴
力
的
傾
向
は

他
己
萎
縮
・
自
己
肥
大
の

結
果
と
し
て

優
越
欲
の
満
足
を

求
め
る
た
め
な
の
だ

け
ち
に
徹
す
る
名
古
屋
人

名
古
屋
人

け
ち
に
徹
し
て

苦
境
ぬ
け

い
ま
や
日
本
の

手
本
に
な
り
ぬ
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白
人
農
民
の
支
配

ジ
ン
バ
ブ
エ
で
は

優
良
農
地
の
７
０
％
を

白
人
農
民
四
千
五
百
人
が

支
配
し
て
い
る
と
い
う

一
方

黒
人
住
民
千
二
百
万
人
は

農
地
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
で
い
る

そ
こ
で

ム
ガ
ベ
大
統
領
政
府
は

白
人
の
土
地
を
強
制
収
用
し

黒
人
農
民
に
配
分
す
る
と
い
う

国
土
再
配
分
政
策
を
と
っ
た

そ
の
結
果

欧
州
諸
国
の
怒
り
を
か
い

経
済
制
裁
を
う
け

経
済
は

壊
滅
状
態
に
な
っ
て
い
る

い
ま

白
人
農
民
は

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に

移
住
し
よ
う
と
し
て
い
る

ジ
ン
バ
ブ
エ
と
同
じ
こ
と
が

起
こ
ら
な
い
こ
と
を
祈
る
の
み

最
後
の
一
線
易
々
と

犯
罪
の

最
後
の
一
線

や
す
や
す
と

越
え
行
く
子
ら
に

何
を
か
教
え
む

少
女
の
起
こ
す
凶
悪
事
件

中
２
女
子

５
歳
の
男
児

突
き
落
と
す

ま
た
も
起
こ
り
し

年
少
の

少
女
犯
せ
し

凶
悪
事

他
己
の
萎
縮
や

ま
す
ま
す
進
み
ぬ

国
の
か
た
ち
を
示
せ
な
い

政
治
家
が

国
の
か
た
ち
を

示
せ
な
い

ほ
か
の
誰
か
が

示
せ
る
の
や
ら

若
者
の
精
神
的
特
徴

い
ま
の
若
者
に

多
か
れ
少
な
か
れ

共
通
に
見
ら
れ
る

精
神
的
特
徴

固
い
自
我
形
成

他
者
性
の
萎
縮

攻
撃
性
の
高
ま
り

暴
力
傾
向
の
高
ま
り

欲
求
不
満
耐
性
の
減
弱

共
感
性
の
衰
退

情
動
共
有
性
の
不
全

こ
れ
ら
は
全
て

自
己
肥
大
・
他
己
萎
縮
に

由
来
す
る
も
の



- 8 -

釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
三
五
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
九
七
）
す
べ
て
の
束
縛
を
断
ち
切
り
、
怖
れ
る
こ
と
な

く
、
執
着
を
超
越
し
て
、
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
無
い
人
、

か
れ
を
わ
れ
は
〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
呼
ぶ
。

―

、

〔

（

）
〕

、

私
た
ち
は

多
く
の
人
間
関
係

絆

き
ず
な

に
よ
っ
て

束
縛
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
子
関
係
、
兄
弟
関
係
、
夫
婦
関
係
、
地

域
関
係
、
勤
務
先
関
係
、
等
々
に
よ
っ
て
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛

ら
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
親
子
関
係
で
両
者
が
、
仲
が
悪
く
、
互
い
に
い
や
だ

と
思
っ
て
い
て
も
、
そ
の
縁
を
切
る
こ
と
は
、
普
通
、
で
き
ま
せ

ん
。
親
は
子
に
年
老
い
た
時
の
養
育
を
期
待
し
ま
す
し
、
子
は
親

の
庇
護
・
養
育
を
求
め
、
親
の
財
産
を
あ
て
に
し
ま
す
。
夫
婦
関

係
に
い
た
っ
て
は
も
っ
と
複
雑
で
す
。
た
と
え
お
互
い
に
い
や
な

相
手
と
思
っ
て
い
て
も
、
子
が
あ
れ
ば
、
子
の
こ
と
を
思
っ
て
夫

婦
関
係
を
解
消
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、

も
し
ロ
ー
ン
な
ど
で
共
通
の
借
金
が
あ
れ
ば
、
そ
の
束
縛
か
ら
逃

れ
る
に
は
、
相
当
の
覚
悟
が
要
り
ま
す
。
ま
た
、
別
れ
る
と
す
れ

ば
、
自
分
と
連
れ
合
い
の
親
や
兄
弟
、
な
ど
の
こ
と
も
絡
ん
で
き

ま
す
。
親
や
兄
弟
が
、
悲
し
ん
だ
り
、
腹
を
立
て
た
り
す
る
か
ら

で
す
。
勤
務
先
も
簡
単
に
辞
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
男
性

、

、

に
と
っ
て
は

妻
や
子
を
路
頭
に
迷
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し

ま
た
、
世
間
か
ら
笑
わ
れ
た
り
、
自
分
の
人
生
設
計
が
く
る
っ
た

り
す
る
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
に
人
は
、
多
く
の
束
縛
を
う
け
て
生
き
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
束
縛
の
全
て
を
断
ち
切
る
こ
と
は
、
極
め

て
困
難
な
こ
と
で
す
。
大
多
数
の
人
の
場
合
は
不
可
能
な
こ
と
な

の
で
す
。
そ
れ
は
、
世
間
の
し
が
ら
み
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
が

頼
っ
て
い
る
精
神
的
な
支
柱
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
ら
の
関

係
を
失
う
こ
と
は
、
自
分
の
生
き
る
意
味
を
も
失
う
こ
と
に
な
る

か
ら
で
す
。

で
も
、
真
の
幸
せ
に
到
達
し
よ
う
と
思
い
ま
す
と
、
回
り
の
人

た
ち
に
依
存
し
、
影
響
さ
れ
て
い
て
は
、
到
底
、
不
可
能
な
の
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
も
の
は
、
常
に
動
揺
し
、
変
動
し
て

や
ま
な
い
か
ら
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
自
分
の
幸
せ
が
、
そ

の
動
揺
・
変
動
で
、
影
響
を
う
け
、
結
局
、
自
分
の
不
幸
を
か
こ

つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

こ
こ
に
、
釈
尊
の
説
か
れ
た
こ
の
偈
の
「
全
て
の
束
縛
を
断
ち

切
れ
」
と
言
わ
れ
る
意
義
が
あ
る
の
で
す
。

、

、

で
も

束
縛
は
同
時
に
精
神
的
支
柱
で
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら

単
に
束
縛
を
断
ち
切
れ
ば
、
か
え
っ
て
不
安
に
お
の
の
く
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
別
の
支
え
が
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必
要
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
信
仰
で
す
。
自
分
の
精
神
（
他
己
）

の
神
髄
（
無
意
識
）
に
宿
っ
た
仏
や
神
を
、
自
ら
心
を
磨
い
て
、

輝
か
せ
る
の
で
す
。
お
祈
り
も
ヨ
ー
ガ
（
真
言
密
教
も
こ
の
中
に

含
ま
れ
る
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
手
段
で
す
。
で
も
、
ヨ
ー
ガ

は
も
っ
と
も
有
力
な
手
段
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
仏
や
神
を
信
じ
、
ひ
た
す
ら
修
行
す
る
と
き
、

そ
の
と
き
だ
け
、
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
束
縛
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
う
な
る
と
き

「
怖
れ
る
こ
と
な
く
、
執
着
を
超

、

越
し
て
、
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
無
い
人
」
に
な
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
絶
対
的
な
幸
福
、
絶
対
的
な
安
心
立
命
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
自
分
の
生
き
る
人
生
は
不
必
要
に
な
り
、
他
者
の

た
め
に
の
み
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
が
自
由
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う

に
な
れ
る
の
で
す
。

（
三
九
八
）
紐
と
革
帯
と
綱
と
を
、
手
綱
と
も
ど
も
断
ち
切

り
、
門
を
と
ざ
す
閂
（
か
ん
ぬ
き
）
を
滅
ぼ
し
て
、
め
ざ
め

た
人
、
－
－
－
か
れ
を
わ
れ
は
〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
呼
ぶ
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
訳
注
に
よ
り
ま
す
と

「
紐
」
は
怒
り
の

「
革

、

、

帯
」
は
愛
執
の

「
手
綱
」
は
六
十
二
の
誤
っ
た
見
解
（
六
十
二

、

邪
見
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
譬
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た

「
門
を
と
ざ
す
閂
は

、
無
明
を
い
う
と
あ
り
ま
す
。

、

」

さ
て
、
偈
の
解
説
で
す
が
、
こ
の
怒
り
と
愛
執
と
六
十
二
邪
見

は
、
十
善
戒
の
最
後
の
三
つ
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
⑧

不
慳
貪
、
⑨
不
瞋
恚
、
⑩
不
邪
見
の
三
つ
で
す
。
怒
り
は
⑨
不
瞋

恚
戒
に
、
愛
執
は
⑧
不
慳
貪
戒
に
、
六
十
二
邪
見
は
⑩
不
邪
見
戒

に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
ま
す
。

こ
の
三
つ
は
三
毒
と
呼
ば
れ
、
十
善
戒
の
中
で
も
、
も
っ
と
も

根
本
的
な
戒
律
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け

守
る
こ
と
が
難
し
い
戒
律
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
三
つ
を
断
ち
切
る
と
い
う
こ
と
は
、
解
脱
し

な
い
限
り
無
理
な
の
で
す
。
偈
で
は
、
そ
う
し
た
人
を
「
め
ざ
め

た
人
」
と
呼
ぶ
と
い
う
わ
け
で
す
。

次
に
あ
り
ま
す
「
門
を
と
ざ
す
閂
（
か
ん
ぬ
き

」
で
す
が
、

）

訳
注
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
無
明
の
こ
と
を
い
う
、
と
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
無
明
は
、
す
で
に
偈
の
（
二
四
三
）
で
取
り
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
す
。

（
二
四
三
）
こ
の
汚
れ
よ
り
も
さ
ら
に
甚
だ
し
い
汚
れ
が
あ

る
。
無
明
こ
そ
最
大
の
汚
れ
で
あ
る
。
修
行
僧
ら
よ
。
こ
の

汚
れ
を
捨
て
て
、
汚
れ
無
き
者
と
な
れ
。
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な
お
、
こ
の
解
説
は
第
九
巻
（
平
成
十
年
）
七
月
号
で
行
っ
て

い
ま
す
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

こ
の
よ
う
に
無
明
は
最
大
の
汚
れ
な
の
で
す
か
ら
、
こ
の
無
明

を
滅
す
る
こ
と
も
と
て
も
、
困
難
な
こ
と
で
す
。
私
に
言
わ
せ
れ

ば
、
無
明
を
滅
す
る
こ
と
が
、
即
、
解
脱
で
あ
る
と
言
え
る
と
思

う
の
で
す
。

、

。

で
は

無
明
を
滅
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か

そ
れ
は
、
以
前
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
無
明
は
、
髄
識
（
無
意

識
）
で
の
こ
と
で
す
か
ら
、
滅
し
よ
う
と
意
識
し
て
で
き
る
こ
と

で
は
な
い
の
で
す
。
釈
尊
の
教
え
を
信
じ
て
、
ひ
た
す
ら
、
瞑
想

や
ヨ
ー
ガ
や
お
祈
り
に
励
む
こ
と
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
も
、
こ
れ
ほ
ど
修
行
し
た
か
ら
、
も
う
解
脱
し
て
い
る
は

ず
だ
、
な
ど
と
解
脱
し
た
か
ど
う
か
を
は
か
っ
て
も
な
ら
な
い
の

で
す
。
た
だ
ひ
た
す
ら
、
修
行
す
る
だ
け
な
の
で
す
。

（
三
九
九
）
罪
が
な
い
の
に
罵
（
の
の
し
）
ら
れ
、
な
ぐ
ら

れ
、
拘
禁
さ
れ
る
の
を
堪
え
忍
び
、
忍
耐
の
力
あ
り
、
心
の

猛
（
た
け
）
き
人
、
－
－
か
れ
を
わ
た
く
し
は
〈
バ
ラ
モ

ン
〉
と
呼
ぶ
。

六
波
羅
蜜
（
①
布
施
、
②
持
戒
、
③
忍
辱
（
に
ん
に
く

、
④

）

精
進
、
⑤
禅
定
、
⑥
智
慧
）
の
な
か
で
も
、
三
番
目
の
③
忍
辱
が

ま
も
る
の
に
一
番
難
し
い
よ
う
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
解
説
し
ま
し
た
偈
の
中
で
、
忍
辱
の
徳
に
つ
い
て

触
れ
た
も
の
が
、
次
の
よ
う
に
、
四
つ
あ
り
ま
し
た
。

（
二
三

（
道
に
）
思
い
を
こ
ら
し
、
堪
え
忍
ぶ
こ
と
つ
よ

）

く
、
つ
ね
に
健
（
た
け
）
く
奮
励
す
る
、
思
慮
あ
る
人
々
は
、

安
ら
ぎ
に
達
す
る
。
こ
れ
は
無
上
の
幸
せ
で
あ
る
。

（
一
八
四
）
忍
耐
・
堪
忍
は
最
上
の
苦
行
で
あ
る
。
ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
は
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
、
も
ろ
も
ろ
の
ブ
ッ
ダ
は

説
き
た
ま
う
。
他
人
を
害
す
る
人
は
出
家
者
で
は
な
い
。
他

人
を
悩
ま
す
人
は
（
道
の
人
）
で
は
な
い
。

（
三
二
〇
）
戦
場
の
象
が
、
射
ら
れ
た
矢
に
あ
た
っ
て
も
堪

え
忍
ぶ
よ
う
に
、
わ
れ
は
ひ
と
の
そ
し
り
を
忍
ぼ
う
。
多
く

の
人
は
実
に
性
質
（
た
ち
）
が
悪
い
か
ら
で
あ
る
。

（
三
二
一
）
馴
ら
さ
れ
た
象
は
、
戦
場
に
も
連
れ
て
行
か
れ
、

王
の
乗
り
も
の
と
も
な
る
。
世
の
そ
し
り
を
忍
び
、
自
ら
を

お
さ
め
た
者
は
、
人
々
の
中
に
あ
っ
て
も
最
上
の
者
で
あ
る
。

釈
尊
も
、
堪
え
忍
ぶ
こ
と
の
難
し
さ
を
実
感
さ
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

、

、

た
と
え
自
分
が
悪
く
な
い

あ
る
い
は
自
分
に
落
ち
度
が
な
い

あ
る
い
は
正
し
い
こ
と
を
為
し
て
い
る
に
も
わ
ら
ず
、
他
者
の
思
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惑
や
策
略
や
誤
解
な
ど
か
ら
、
非
難
さ
れ
た
り
、
罵
（
の
の
し
）

ら
れ
た
り
、
す
る
経
験
を
、
私
も
、
し
ま
し
た
。
で
も
、
じ
っ
と

耐
え
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
そ
う
し
た
こ
と
を
し
た
人
た
ち
は
、
多
く
は
、
次

。

、

に
釈
尊
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
態
が
起
こ
っ
て
い
ま
す

そ
れ
は

既
に
、
出
て
き
ま
し
た
次
の
偈
で
す
。

（
一
三
七
、
一
四
一
）
手
む
か
う
こ
と
な
く
罪
咎
（
つ
み
と

が
）
無
い
人
々
に
害
を
加
え
る
な
ら
ば
、
次
に
挙
げ
る
十
種

の
場
合
の
う
ち
の
ど
れ
か
に
速
や
か
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
、

－
－

激
し
い
痛
み
、

老
衰
、

身
体
の
傷
害
、

重
い

病
い
、

乱
心
、

国
王
か
ら
の
災
い
、

恐
ろ
し
い
告
げ

口
、

親
族
の
滅
亡
と
、

財
産
の
損
失
と
、

そ
の
人
の

家
を
火
が
焼
く
。
こ
の
愚
か
な
者
は
、
身
や
ぶ
れ
て
の
ち
、

地
獄
に
生
ま
れ
る
。

具
体
的
な
事
例
は
、
な
ま
な
ま
し
い
こ
と
で
す
の
で
、
挙
げ
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
こ
と
は
、
私
の
幾
つ
も
の
体
験
か

ら
、
明
ら
か
で
す
。

で
も
、
こ
の
こ
と
を
人
さ
ま
に
言
い
ま
す
と
、
そ
の
行
為
に
よ

っ
て
ス
ト
レ
ス
が
か
か
る
か
ら
だ
、
と
い
っ
た
解
釈
を
し
て
く
れ

ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

親
族
の
滅
亡
と
、

財
産
の
損
失
と
、

そ
の
人
の
家
を
火
が
焼
く
、
と
い
っ
た
こ

と
は
ス
ト
レ
ス
と
は
無
関
係
だ
か
ら
で
す
。

、

。

こ
の
十
カ
条
に
無
く
て
も

私
が
体
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

そ
れ
ら
は
、
本
人
の
死
亡
（
最
後
の
「
身
や
ぶ
れ
て
・
・
・
」
に

あ
た
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が

、
子
と
孫
の
交
通
事
故
で

）

の
重
傷
、
子
の
配
偶
者
の
重
い
病
気
、
本
人
の
地
位
の
喪
失
、
子

の
死
亡
（
逆
縁

、
な
ど
で
す
。

）

お
大
師
さ
ん
も
、
遺
言
の
中
で
、
仰
っ
て
い
ま
す

「
私
の
死

。

後
、
天
界
か
ら
雲
間
の
切
れ
目
を
通
し
て
、
こ
の
地
上
を
見
て
い

る
ぞ
。
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
者
に
は
善
い
こ
と
が
起
こ
り
、
悪

い
こ
と
を
し
て
い
る
も
の
に
は
悪
い
こ
と
が
起
こ
る
と
、
思
っ
て

身
を
慎
み
な
さ
い
」
と
。

こ
う
し
た
、
釈
尊
や
弘
法
大
師
の
言
葉
を
信
じ
る
人
は
、
き
わ

め
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
こ
れ
は
真

実
な
の
で
す
。

い
ま
、
世
界
中
か
ら
、
こ
の
忍
辱
の
徳
が
失
わ
れ
て
き
て
い
ま

す
。
千
年
以
上
も
前
の
こ
と
を
持
ち
出
し
て
、
そ
の
恨
み
を
晴
ら

そ
う
と
し
て
、
戦
争
に
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
に
は
「
な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪
忍
」
あ
る
い
は
「
堪
忍
は

」

。

、

一
生
の
宝

と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す

自
己
主
張
を
控
え

多
く
の
人
が
互
い
に
堪
忍
す
る
世
界
に
な
ら
な
い
限
り
、
世
界
に

平
和
は
来
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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後
記

一
、
暑
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
特
別
に
暑
い
よ
う
で

。

、

。

す

熱
中
症
や
夏
ば
て
に
な
ら
な
い
よ
う

お
気
を
付
け
下
さ
い

二
、
一
反
ほ
ど
植
え
て
い
ま
す
稲
に
、
イ
モ
チ
病
が
つ
き
、
や
む

な
く
農
薬
を
散
布
し
ま
し
た
。
そ
の
薬
効
で
、
一
部
枯
れ
か
け
て

い
た
も
の
が
、
復
活
し
て
き
て
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
聞

き
ま
し
た
ら
、
田
植
え
の
前
、
苗
の
段
階
で
イ
モ
チ
病
を
予
防
す

る
農
薬
を
や
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
テ
レ
ビ
報
道
に
よ
れ
ば
、
岡
山

県
の
北
部
地
方
で
は
、

％
ほ
ど
が
イ
モ
チ
病
に
か
か
っ
て
い

50

る
と
の
こ
と
で
す
。

、

、

、

三

山
に
近
い
所
の
畑
に

さ
つ
ま
芋
を
植
え
て
い
る
の
で
す
が

そ
れ
が
、
ま
だ
、
芋
が
入
っ
て
い
な
い
の
に
、
猪
と
思
わ
れ
る
動

物
に
、
一
部
、
荒
ら
さ
れ
ま
し
た
。
猪
よ
け
ネ
ッ
ト
を
Ｊ
Ａ
で
注

文
し
て
い
ま
す
。
稲
も
山
に
近
い
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
猪
が
で
る

の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
農
業
が
や
り
に

く
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

四
、
耕
運
機
だ
け
で
は
、
稲
作
は
無
理
だ
と
勧
め
ら
れ
、
ト
ラ
ク

35

タ
ー
を
買
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ヤ
ン
マ
ー
製
の
中
古
で
、

万
円
し
ま
し
た
。
田
植
え
機
は
買
っ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
と
は
コ

ン
バ
イ
ン
で
す
が
、
先
日
、
岡
山
県
の
灘
崎
町
で
開
か
れ
た
ヤ
ン

。

、

マ
ー
の
農
機
具
展
示
会
に
行
っ
て
き
ま
し
た

作
付
け
４
反
な
ら

新
品
で
１
６
０
万
円
出
せ
ば
適
当
な
の
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
さ

す
が
に
手
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

五
、
懸
案
だ
っ
た
車
庫
を
や
っ
と
自
分
た
ち
だ
け
で
組
み
立
て
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
二
人
で
四
日
ほ
ど
か
か
り
ま
し
た
。
引
っ

越
し
が
、
あ
と
少
し
だ
け
残
っ
て
ま
す
。

六

『
即
身
成
仏
義
』
の
解
説
を
今
月
で
終
わ
り
た
い
と
思
っ
て

、
い
ま
す
。
難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

七
、
来
月
か
ら
何
を
取
り
上
げ
よ
う
か
と
、
思
案
し
て
い
る
の
で

す
が
、
一
つ
の
案
と
し
て
「
大
乗
起
信
論
」
の
解
説
を
、
自
分
の

理
論
を
交
え
な
が
ら
、
行
っ
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
大

乗
仏
教
論
と
し
て
一
番
完
成
し
て
い
る
と
思
え
ま
す
の
で
。

月
刊

平
成
十
六
年
七
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
０
８
│
８
５
１
１

第
十
五
巻

岡
山
県
津
山
市
北
園
町
５
０
番
地

七
月
号

美
作
大
学

児
童
学
科
気
付

（
通
巻

一
七
五
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ
ん
じ
ょ
う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０




