
Ｈ
「
人
が
亡
く
な
っ
て
、
枕
辺
の
香
炉

ま
く
ら
べ

こ
う
ろ

で
線
香
を
一
本
立
て
て
焚
き
ま
す
が
、

た

ど
う
し
て
で
す
か
」

Ｄ
「
真
宗
で
は
い
つ
で
も
線
香
は
横

に
ね
か
せ
て
焚
き
ま
す
」

た

Ｈ
「
線
香
を
一
本
に
し
な
い
と
亡
く

な
っ
た
人
が
死
後
、
道
を
迷
う
と
か

い
い
ま
す
が
」

Ｄ
「
生
き
て
る
人
間
の
側
の
想
像
に

過
ぎ
ま
せ
ん
」

Ｈ
「
そ
れ
と
、
一
膳
メ
シ
を
供
え
て
、

ぜ
ん

そ
な

そ
れ
に
箸
を
さ
し
た
り
し
ま
す
が
、

は
し

あ
れ
は
ど
う
な
ん
で
す
か
」

Ｄ
「
あ
れ
も
生
き
て
い
る
者
の
想
い

か
ら
出
て
き
た
話
で
し
ょ
う
。
亡
く

な
っ
た
人
が
死
出
の
旅
路
へ
出
か
け

し
で

る
時
の
最
後
の
メ
シ
で
、
ま
た
こ
の

世
に
帰
っ
て
来
て
も
も
う
メ
シ
は
な

い
か
ら
帰
っ
て
来
な
い
よ
う
に
と
か
、

あ
る
い
は
死
出
の
旅
の
道
中
弁
当
だ

と
か
、
い
ろ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。

真
宗
で
は
一
膳
メ
シ
は
し
ま
せ
ん
」

＊

Ｇ
「
人
が
亡
く
な
る
と
家
の
神
棚
の

か
み
だ
な

前
に
白
い
紙
を
貼
る
の
は
ど
う
い
う

は

わ
け
で
す
か
」

Ｄ
「
真
宗
門
徒
は
本
来
神
棚
は
い
り

か
み
だ
な

ま
せ
ん
が
、
白
い
紙
を
貼
る
と
い
う

は

の
は
仏
教
か
ら
き
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
」

Ｇ
「
な
ぜ
白
い
紙
を
貼
る
の
で
す
か
」

は

Ｄ
「
日
本
の
神
様
は
、
死
者
に
は
死

の
穢
れ
が
あ
り
死
者
に
触
れ
る
の
を

よ
ご

ふ

嫌
わ
れ
る
と
い
う
の
で
白
い
紙
を
貼

き
ら

る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
人
間
の

想
念
の
産
物
で
し
ょ
う
」

Ｇ
「
そ
れ
に
関
し
て
で
す
が
、
葬
式

の
後
、
清
め
塩
を
体
に
ふ
り
か
け
た

り
し
ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
」

Ｄ
「
あ
れ
も
仏
教
か
ら
み
る
と
大
変

お
か
し
な
話
で
す
。
死
者
に
触
れ
る

と
死
穢
と
い
っ
て
、
穢
れ
る
か
ら
清

け
が

め
塩
で
死
穢
を
浄
め
る
と
い
う
の
で

す
ね
」

Ｇ
「
あ
れ
は
仏
教
に
は
関
係
な
い
こ

と
で
す
か
」

Ｄ
「
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
日

本
の
神
道
に
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま

す
」

Ｇ
「
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
す
か
」

Ｄ
「
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

日
本
の
神
様
は
死
者
に
触
れ
る
の
は

死
穢
と
い
っ
て
、
穢
れ
る
の
で
浄
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
す
。

た
だ
こ
れ
も
神
社
関
係
の
方
が
本
当

に
そ
う
い
わ
れ
る
の
か
ど
う
か
問
題

で
す
が
、
と
に
か
く
普
通
は
そ
う
言

わ
れ
て
い
て
、
死
者
に
触
れ
る
と
穢

れ
る
か
ら
浄
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
と
い
う
ん
で
す
ね
。
仏
教
か
ら

言
う
と
と
ん
で
も
な
い
話
で
す
が
」

Ｇ
「
穢
れ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う

け
が

こ
と
で
す
か
」

Ｄ
「
〈
け
が
れ
る
〉
と
い
う
の
は
〈
気

が
枯
れ
る
〉
と
い
う
意
味
が
あ
る
そ

か

う
で
す
。
人
間
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
こ
と
を
〈
気
〉
と
い
う
、
そ
う
い

う
思
想
が
東
洋
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

影
響
か
ら
来
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
気
が
充
実
し
て
い
る
の
を
元

気
と
い
い
、
気
力
が
あ
る
と
い
い
、
病 や
ま

っ
て
い
る
の
を
病
気
と
い
い
ま
す
ね
」

Ｇ
「
そ
う
す
る
と
〈
気
が
枯
れ
る
〉

か

と
い
う
の
は
、
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

弱
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
そ
の
筋
の
考
え
で
は
そ
う

言
わ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
う
な
る
と
、

病
気
に
な
っ
た
り
、
生
き
る
気
力
が

無
く
な
っ
た
り
、
悪
く
す
る
と
死
ん

だ
り
す
る
と
い
う
の
で
す
ね
。
死
者

は
穢
れ
て
い
る
か
ら
、
死
者
に
触
れ

け
が

る
と
触
れ
た
人
の
気
が
枯
れ
る
、
だ

か

か
ら
枯
れ
な
い
よ
う
に
穢
れ
を
塩
で

浄
め
る
と
い
う
の
で
す
」

Ｇ
「
死
者
は
穢
れ
た
も
の
な
の
で
す

け
が

か
」

Ｄ
「
仏
教
で
は
そ
ん
な
こ
と
は
一
切

言
い
ま
せ
ん
。
人
が
生
ま
れ
て
死
ぬ

る
の
は
自
然
の
道
理
で
あ
っ
て
、
死

ぬ
こ
と
は
こ
う
し
た
浄
・
穢
に
関
係

の
な
い
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
死
者

に
近
づ
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
穢
れ

る
な
ど
と
は
申
し
ま
せ
ん
」

Ｇ
「
今
ま
で
親
と
し
て
非
常
に
親
密

に
し
て
い
た
人
が
亡
く
な
っ
た
と
た

ん
に
、
死
ん
だ
親
を
穢
れ
た
も
の
と

見
る
の
は
む
ご
い
考
え
だ
と
思
い
ま

す
」

Ｄ
「
そ
の
通
り
で
す
。
で
す
か
ら
塩

で
清
め
る
と
い
う
ナ
ン
セ
ン
ス
な
こ

と
は
廃
止
し
よ
う
と
い
う
運
動
が

徐
々
に
な
さ
れ
て
来
て
、
葬
儀
会
社

じ
ょ
じ
ょ

で
も
最
近
は
清
め
塩
を
廃
止
す
る
と

こ
ろ
が
か
な
り
出
て
き
ま
し
た
」

＊

Ｇ
「
お
葬
式
を
友
引
の
日
に
し
て
は

い
け
な
い
と
世
間
で
言
い
ま
す
が
本

当
で
す
か
」

Ｄ
「
単
純
な
迷
信
で
す
」

Ｇ
「
友
引
の
日
に
お
葬
式
を
す
る
と
、

死
者
が
友
を
死
に
引
き
寄
せ
る
か
ら
、

葬
式
は
し
な
い
、
と
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
」

Ｄ
「
大
体
、
友
引
は
正
式
に
は
〈
相
引
〉

と
も
び
き

で
勝
負
な
し
と
い
う
日
の
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
そ
う
い
う
日
す
ら
人
間
が

勝
手
に
こ
し
ら
え
た
も
の
で
、
そ
う

い
う
日
が
実
際
に
あ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
昔
、
一
部
の
人
間
が
言

い
出
し
た
の
が
広
ま
っ
た
だ
け
で
し

ょ
う
」

Ｇ
「
も
と
も
と
勝
ち
負
け
な
し
の
日

で
あ
る
〈
相
引
〉
が
、
〈
友
引
き
〉
に

転
化
さ
れ
、
葬
式
な
ど
で
忌
み
嫌
わ

い

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
そ
う
で
す
。
〈
と
も
び
き
〉

と
い
う
発
音
が
語
呂
の
合
う
〈
友
引

ご
ろ

き
〉
に
な
り
、
そ
れ
が
マ
イ
ナ
ス
イ

メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
て
、
私
た
ち
に

心
理
的
な
恐
怖
感
を
呼
び
起
こ
し
て

い
る
の
で
す
ね
」
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Ｇ
「
そ
し
て
、
世
間
で
忌
み
嫌
わ
れ

い

て
い
る
こ
と
は
出
来
る
だ
け
避
け
た

さ

方
が
い
い
と
い
う
の
で
、
な
か
な
か

無
く
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
」

Ｄ
「
そ
う
で
す
ね
。
災
厄
を
よ
び
こ

さ
い
や
く

む
縁
に
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
な
る
ん
じ

ゃ
あ
な
い
か
と
、
心
配
に
な
る
の
で

す
ね
」

Ｇ
「
ご
遺
体
の
上
に
守
り
刀
を
置
く

い
た
い

場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
」

Ｄ
「
あ
れ
も
不
必
要
な
こ
と
で
す
。

死
者
に
魔
が
取
り
付
か
な
い
よ
う
に

す
る
魔
除
け
の
守
り
刀
と
い
う
意
味

で
す
」

Ｇ
「
魔
と
い
う
の
は
何
で
す
か
」

Ｄ
「
悪
鬼
と
か
悪
霊
と
か
怨
霊
な
ど

を
い
う
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
も
凡

夫
の
側
の
想
像
の
産
物
で
し
ょ
う
。

も
し
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
魔
が
い

て
も
、
な
ぜ
刀
で
防
げ
る
の
か
な
ど
、

考
え
た
ら
お
か
し
な
話
で
す
。
そ
う

い
う
話
を
本
気
に
し
だ
す
と
い
た
ず

ら
に
惑
わ
さ
れ
る
だ
け
で
す
ね
」

ま
ど

Ｇ
「
ご
遺
体
を
お
棺
に
お
入
れ
す
る

い
た
い

と
き
に
旅
装
束
の
姿
に
す
る
場
合
が

し
ょ
う
ぞ
く

あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
ど
う
考
え
た

ら
い
い
の
で
す
か
」

Ｄ
「
死
後
に
来
世
へ
の
旅
を
す
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
旅
装
束
に
し
ま

す
が
、
こ
れ
も
生
き
て
い
る
者
の
側

か
ら
の
思
い
で
し
て
い
る
だ
け
で
、

旅
装
束
な
ど
は
し
な
く
て
い
い
の
で

す
。
最
近
は
こ
こ
ら
で
は
ほ
と
ん
ど

し
な
く
な
り
ま
し
た
」

Ｇ
「
そ
の
時
に
六
文
銭
を
入
れ
た
り

し
ま
す
ね
」

Ｄ
「
あ
れ
も
滑
稽
な
こ
と
で
、
必
要

こ
っ
け
い

あ
り
ま
せ
ん
。
真
宗
で
は
南
無
阿
弥

陀
仏
の
名
号
を
お
棺
の
蓋
の
裏
に
張

ふ
た

っ
た
り
、
入
れ
た
り
し
ま
す
。
こ
れ

は
亡
き
人
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
導
か

れ
て
浄
土
に
生
ま
れ
て
い
た
だ
く
よ

う
に
と
の
お
印
で
す
」

Ｇ
「
で
は
ご
遺
体
は
ど
う
し
た
ら
い

い
の
で
す
か
」

Ｄ
「
清
潔
な
着
物
を
着
せ
て
あ
げ
、

念
珠
を
持
た
せ
て
あ
げ
れ
ば
い
い
の

で
す
。
着
物
は
白
色
に
こ
だ
わ
ら
な

く
て
も
い
い
で
す
。
私
は
洋
服
で
も

い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

Ｇ
「
火
葬
所
へ
出
発
す
る
時
に
茶
碗

か
そ
う

ち
ゃ
わ
ん

を
割
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
ど
う
し
て

わ

で
す
か
」

Ｄ
「
故
人
の
茶
碗
を
割
る
必
要
は
あ

ち
ゃ
わ
ん

り
ま
せ
ん
。
あ
れ
も
一
膳
メ
シ
と
同

じ
考
え
で
、
も
う
こ
の
世
に
帰
っ
て

来
て
も
ご
飯
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
帰

ら
ず
に
成
佛
し
て
く
だ
さ
い
よ
、
と

い
う
遺
族
の
素
朴
な
気
持
ち
の
表
れ

と
い
え
ま
し
ょ
う
」

Ｇ
「
今
ま
で
お
聞
き
し
て
い
ま
す
と

し
な
く
て
い
い
こ
と
を
随
分
し
て
い

る
の
で
す
ね
」

Ｄ
「
し
な
く
て
い
い
こ
と
や
清
め
塩

な
ど
の
よ
う
に
し
な
い
方
が
い
い
こ

と
を
結
構
し
て
い
ま
す
。
逆
に
、
仏

教
で
勧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
し
な

い
の
が
残
念
で
す
」

Ｇ
「
何
が
足
り
な
い
の
で
す
か
」

Ｄ
「
真
宗
門
徒
な
ら
お
念
仏
を
申
す

こ
と
で
す
」

Ｇ
「
な
ぜ
で
す
か
」

Ｄ
「
亡
き
人
が
一
番
喜
ば
れ
安
心
さ

れ
る
こ
と
は
、
遺
族
が
お
念
仏
を
申

す
こ
と
。
こ
の
お
念
仏
が
自
分
も
亡

き
人
も
救
わ
れ
る
真
実
ま
こ
と
で
す

か
ら
。
お
念
仏
は
仏
様
か
ら
願
わ
れ
、

勧
め
ら
れ
て
い
る
行
い
で
す
」

Ｇ
「
お
葬
式
の
後
は
四
十
九
日
で
す

が
、
そ
の
間
は
お
内
仏
（
仏
壇
）
の

扉
は
ず
っ
と
閉
め
る
も
の
で
す
か
」

Ｄ
「
四
十
九
日
の
間
、
扉
を
閉
め
る

と
い
う
の
は
誤
り
で
す
。
ふ
だ
ん
通

り
に
朝
開
け
て
夕
方
閉
め
ま
す
」

Ｇ
「
四
十
九
日
の
間
、
中
陰
壇
（
亡

ち
ゅ
う
い
ん
だ
ん

き
人
の
法
名
や
遺
骨
の
安
置
し
て
あ

る
壇
）
の
線
香
の
火
は
絶
や
さ
ず
つ

た

け
て
お
く
の
で
す
か
」

Ｄ
「
巻
線
香
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

よ
く
四
六
時
中
線
香
を
焚
い
て
い
ま

た

す
が
、
い
つ
も
か
も
焚
く
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
お
勤
め
を
す
る
時
だ
け

線
香
を
焚
い
た
ら
い
い
の
で
す
」

Ｇ
「
ロ
ー
ソ
ク
と
い
っ
て
も
電
気
の

も
の
で
す
が
、
始
終
明
か
り
を
つ
け

て
お
く
の
で
す
か
」

Ｄ
「
ロ
ー
ソ
ク
も
お
勤
め
を
す
る
時

だ
け
で
い
い
の
で
す
」

Ｇ
「
四
十
九
日
の
満
中
陰
の
法
要
を

す
る
場
合
、
三
月
に
か
か
る
と
い
け

な
い
の
で
、
三
十
五
日
で
切
り
上
げ

る
と
よ
く
い
い
ま
す
が
、
ど
う
な
ん

で
す
か
」

Ｄ
「
月
の
後
半
に
亡
く
な
ら
れ
た
人

の
大
半
は
四
十
九
日
目
が
三
ヶ
月
に

ま
た
が
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で

す
。
そ
れ
を
三
月
に
ま
た
が
っ
て
満

中
陰
の
法
要
を
し
て
は
い
け
な
い
と

い
う
の
は
何
の
根
拠
も
な
い
迷
信
で

す
」

Ｇ
「
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
言

う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
」

Ｄ
「
語
呂
合
わ
せ
の
迷
信
だ
と
言
わ

ご
ろ

れ
て
い
ま
す
」

Ｇ
「
ど
ん
な
語
呂
合
わ
せ
で
す
か
」

Ｄ
「
〈
四
十
九
日
が
三
月
に
か
か
る
〉

は
〈
始
終
苦
が
身
に
つ
く
〉
と
語
呂

し
じ
ゅ
う

が
似
て
ま
す
。
だ
か
ら
三
月
に
か
か

み
つ
き

っ
て
四
十
九
日
の
法
要
を
す
る
と
何

か
災
難
が
身
に
付
く
の
で
は
な
い
か

と
い
う
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
話
で
す
」

Ｇ
「
よ
く
四
号
室
と
い
う
の
を
嫌
っ

た
り
し
ま
す
ね
。
四
は
死
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
よ

く
似
て
ま
す
ね
。
よ
く
似
た
語
呂
か

ご
ろ

ら
、
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
し
て
、

そ
れ
を
怖
れ
る
の
で
す
ね
」

お
そ

Ｄ
「
そ
う
で
す
」

Ｇ
「
な
ぜ
怖
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
」

Ｄ
「
人
間
は
目
に
見
え
な
い
タ
タ
リ

と
か
罰
と
か
悪
運
と
か
怨
霊
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
を
心
の
底
で
大
変
恐

れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
迷
信
と
は

頭
で
は
思
っ
て
い
て
も
、
ひ
ょ
っ
と

し
て
そ
れ
が
縁
で
禍
や
災
難
が
来
る

の
で
は
な
い
か
と
び
く
び
く
し
て
い

る
の
で
す
。
そ
の
お
び
え
が
あ
る
か

ぎ
り
た
と
え
迷
信
と
頭
で
分
か
っ
て

い
て
も
、
大
変
気
に
な
る
の
で
す
。

だ
か
ら
い
つ
ま
で
も
迷
信
は
無
く
な

ら
な
い
の
で
す
」

Ｇ
「
何
だ
か
お
か
し
な
こ
と
と
感
じ

て
い
て
も
、
な
か
な
か
無
く
な
り
ま

せ
ん
」

Ｄ
「
〈
私
は
科
学
的
に
ハ
ッ
キ
リ
し
な

い
こ
と
や
理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と
は

信
じ
な
い
〉
と
か
、
〈
私
は
無
神
論
者

だ
〉
と
い
っ
て
、
迷
信
や
俗
信
は
信

じ
な
い
と
い
う
人
が
、
自
分
の
身
に

不
幸
や
災
難
が
ふ
り
か
か
り
、
そ
ん

な
時
ま
わ
り
の
人
か
ら
、
先
祖
の
罰

だ
と
か
家
の
方
角
が
悪
い
か
ら
な
っ

た
の
だ
な
ど
と
言
わ
れ
る
と
、
簡
単

に
そ
う
い
う
も
の
を
恐
れ
た
り
振
り

回
さ
れ
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
迷

信
は
理
屈
や
科
学
的
合
理
主
義
で
は

克
服
で
き
ま
せ
ん
」

Ｇ
「
科
学
的
な
合
理
主
義
で
は
迷
信

を
克
服
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
で
し
ょ

う
か
」

Ｄ
「
人
間
の
心
の
中
に
は
、
福
を
喜

び
、
禍
を
怖
れ
嫌
う
心
、
も
う
一
つ

言
え
ば
生
を
愛
し
死
を
憎
む
煩
悩
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
煩
悩
が
元
に
な
っ

て
、
人
は
災
難
不
幸
を
〈
生
み
出
し
〉
、

そ
れ
が
ふ
り
か
か
る
の
を
恐
れ
る
の

で
す
。
そ
の
煩
悩
が
無
く
な
ら
な
く

て
も
、
そ
れ
を
批
判
し
て
の
り
越
え

る
真
実
の
智
慧
（
念
仏
の
智
慧
）
が

あ
れ
ば
、
迷
信
に
惑
わ
さ
れ
な
く
な

ま
ど

っ
て
き
ま
す
」

Ｇ
「
人
が
災
難
不
幸
を
生
む
と
い
わ

れ
ま
し
た
が
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」

Ｄ
「
災
難
不
幸
は
、
自
分
に
〈
こ
れ

は
災
難
だ
〉
〈
こ
れ
は
不
幸
だ
〉
と
認

め
た
人
に
あ
る
も
の
で
す
。
そ
う
い

う
価
値
判
断
を
し
な
い
人
、
し
な
く

て
い
い
人
に
は
無
い
も
の
で
す
。
タ

タ
リ
や
バ
チ
も
同
じ
で
す
」

Ｇ
「
そ
こ
を
も
う
少
し
お
話
く
だ
さ

い
」

Ｄ
「
タ
タ
リ
や
何
か
の
バ
チ
な
ど
と

い
う
も
の
は
実
際
に
存
在
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〈
た
た
ら
れ
た
〉

と
か
〈
バ
チ
が
あ
た
っ
た
〉
と
受
け

取
る
人
に
初
め
て
存
在
す
る
も
の
で

す
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
人
が
〈
そ
う

思
い
込
み
、
そ
う
受
け
取
っ
た
〉
そ

の
価
値
付
け
の
内
容
に
他
な
り
ま
せ

ん
」

（
了
）
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現
代
語
訳
（
「
だ
れ
も
が
み
な
迷
い
の
世
界
を
離

れ
る
こ
と
こ
そ
、
仏
が
た
の
お
こ
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
わ
た
し
が
念
仏
す
る
の
を
さ
ま
た

げ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
、
気
に
さ
わ

る
態
度
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
い
っ
た
い
だ
れ
が

念
仏
の
さ
ま
た
げ
な
ど
す
る
の
で
し
ょ
う
。
さ

ら
に
ま
た
、
い
い
争
い
を
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
が
お
こ
る
も
の
で
あ
り
、
智

慧
あ
る
人
は
そ
の
よ
う
な
場
か
ら
遠
く
離
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
拠
と
な
る
文
も

あ
る
の
で
す
。
）

＊

「
だ
れ
も
が
み
な
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
こ

と
こ
そ
、
仏
が
た
の
お
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
と
言

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
仏
教
の
教
え
は
多
岐
に
わ

た
き

た
っ
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
説
か
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
が
仏
の
教
え
で
あ
る
限
り
、
そ
の
教

え
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
衆
生
が
「
生
死
を

離
れ
て
涅
槃
の
さ
と
り
を
開
く
」
こ
と
、
す
な

わ
ち
仏
に
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

た
と
え
他
の
人
か
ら
見
て
、
念
仏
の
教
え
が
低

級
な
教
え
で
あ
ろ
う
と
も
、
お
念
仏
は
私
た
ち

を
し
て
仏
教
の
目
的
で
あ
る
生
死
を
離
れ
さ
せ

て
仏
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
か
ら
、

お
念
仏
で
救
わ
れ
る
こ
と
は
諸
仏
の
お
こ
こ
ろ

に
も
か
な
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
道
は
違
っ

て
も
同
じ
く
さ
と
り
を
開
く
教
え
で
あ
れ
ば
、

お
念
仏
が
い
た
ず
ら
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
悲

し
い
こ
と
で
あ
る
し
、
ど
う
ぞ
お
念
仏
を
妨
害

す
る
こ
と
は
や
め
て
ほ
し
い
と
、
唯
円
房
は
念

仏
を
非
難
す
る
人
に
申
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

＊

こ
こ
で
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
仏
教
は
さ
ま
ざ

ま
に
説
か
れ
、
教
え
ら
れ
て
い
て
も
そ
の
目
的

と
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の

目
的
で
あ
る
さ
と
り
を
開
い
て
仏
に
な
る
道
、

す
な
わ
ち
方
法
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
で
あ
る
と
、

よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
近
年
は
諸
宗
教
と
の
対
話

も
進
め
ら
れ
、
仏
教
に
限
ら
ず
諸
宗
教
の
目
的

と
す
る
と
こ
ろ
も
、
本
来
別
で
は
無
く
、
と
も

に
宗
教
的
真
理
に
触
れ
る
こ
と
が
諸
宗
教
の
共

通
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
た
だ
諸
宗
教
の
違
い

は
宗
教
的
真
理
に
人
が
触
れ
る
道
や
方
法
の
違

い
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
論
義
も
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

＊

禅
宗
の
内
山
興
正
師
な
ど
は
キ
リ
ス
ト
教
と

禅
の
違
い
は
、
宗
教
的
真
理
の
切
り
口
の
違
い

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
一
本
の
竹
を
刃

物
で
切
る
場
合
、
切
り
口
を
円
形
に
切
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
小
さ
な
楕
円
形
に
切
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
大
き
な
楕
円
形
に
切
る
場
合
も
あ
る
よ

う
に
、
宗
教
的
真
理
を
ど
う
見
る
か
、
ど
う
と

ら
え
る
か
、
ど
う
関
わ
る
か
の
違
い
に
よ
っ
て

諸
宗
教
の
違
い
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
切
り
口

の
形
は
違
っ
て
も
同
じ
竹
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
が
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
教
義
は
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
て
も
、
同
じ
一
つ
宗
教
的
真
理
へ
の
か
か

わ
り
方
で
あ
る
か
ら
、
お
互
い
の
宗
教
は
平
和

的
に
共
存
す
べ
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
し
か
に
そ
う
い
わ
れ
る
論
旨
は
う
な
ず
け

ま
す
。

＊

以
前
か
ら
こ
の
種
の
問
題
に
は
よ
く
「
わ
け

の
ぼ
る

麓
の
道
は
多
け
れ
ど

同
じ
高
嶺
の

た
か
ね

月
を
見
る
か
な
」
と
い
う
歌
が
引
か
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
は
概
し
て
仏
教
諸
宗
の
間
に
お
い
て

が
い

の
こ
と
で
す
が
、
山
上
へ
の
入
り
口
が
違
い
、

登
る
道
は
違
っ
て
い
て
も
、
最
後
頂
上
で
は
同

じ
さ
と
り
の
月
を
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教
義

の
姿
は
異
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
道
が
違
う
だ
け

で
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
同
じ
さ
と
り
で
あ
る
、

と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
教
え
の
建
て

方
や
構
造
が
違
う
か
ら
と
い
っ
て
、
他
宗
の
教

え
を
非
難
し
た
り
、
ま
し
て
争
う
べ
き
こ
と
で

は
な
い
、
む
し
ろ
他
の
教
え
を
尊
敬
す
べ
き
で

あ
る
と
の
意
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
も
よ
く

分
か
る
話
で
あ
り
ま
す
。

＊

た
だ
問
題
は
、
〈
切
り
口
が
同
じ
で
あ
り
、
い

ろ
い
ろ
な
道
は
要
す
る
に
同
じ
目
的
に
行
く
の

だ
か
ら
、
教
は
ど
れ
で
も
い
い
〉
と
は
い
え
な

い
の
で
す
。

た
と
え
ば
山
を
登
る
場
合
に
道
は
た
く
さ
ん

あ
っ
て
も
、
い
ざ
登
る
と
な
る
と
、
そ
の
中
の

一
つ
し
か
選
べ
ま
せ
ん
。
二
つ
の
道
を
同
時
に

登
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
ま
た
ど
ん

な
道
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。

険
し
い
道
も
あ
れ
ば
緩
や
か
な
道
も
あ
り
ま
す
。

狭
い
道
も
あ
れ
ば
広
い
道
も
あ
り
ま
す
。
あ
る

い
は
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
も
あ
れ
ば
ま
っ
す
ぐ

な
道
も
あ
り
、
徒
歩
で
歩
い
て
登
る
道
も
あ
れ

ば
、
ク
ル
マ
に
乗
っ
て
登
る
道
も
あ
り
ま
す
。

＊

実
際
に
登
る
と
な
る
と
、
〈
私
は
ど
の
道
を
登

る
こ
と
が
で
き
る
か
〉
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か

り
ま
す
。
こ
と
に
私
の
よ
う
な
愚
悪
の
者
は
重

い
病
人
に
も
た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す

れ
ば
自
分
の
足
で
歩
い
て
登
る
こ
と
は
不
可
能

で
す
。
乗
り
物
に
乗
せ
て
も
ら
っ
て
の
み
登
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
だ
か
ら
繰
り
返
し
ま
す
が
、

〈
わ
け
の
ぼ
る
麓
の
道
は
多
け
れ
ど
〉
、
ど
の
道

を
登
る
か
と
い
う
実
際
の
問
題
に
な
る
と
、
私

に
お
い
て
は
た
だ
一
つ
の
道
、
そ
れ
も
乗
り
物

に
乗
せ
て
も
ら
っ
て
登
る
こ
と
が
で
き
る
の
み

で
す
。

＊

こ
の
歌
が
教
え
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
仏

道
は
仏
の
悟
り
へ
の
異
な
る
道
で
あ
っ
て
、
諸

宗
は
お
互
い
に
、
排
他
的
に
他
を
非
難
し
て
あ

い
争
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
教
訓
で
は
あ
り

ま
す
。

し
か
し
こ
の
歌
を
、
「
真
理
は
結
局
一
つ
だ
か

ら
、
ど
ん
な
教
え
で
も
い
い
の
だ
」
と
よ
く
言

わ
れ
る
よ
う
な
意
味
に
理
解
す
る
と
、
そ
の
よ

う
に
言
う
人
は
、
だ
い
た
い
宗
教
を
自
ら
の
こ

と
と
し
て
求
め
た
こ
と
の
な
い
い
わ
ば
傍
観
者

で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
「
ど
ん
な
宗
教
で
も
結

局
同
じ
」
と
い
う
一
見
気
の
利
い
た
話
を
さ
れ

ま
す
が
、
山
に
登
っ
た
こ
と
も
登
ろ
う
と
試
み

た
こ
と
も
無
い
者
が
「
ど
の
道
も
結
局
頂
上
に

行
く
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
道
を
登
っ
て
も
い
い

ん
で
す
よ
」
な
ど
と
無
責
任
な
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
と
等
し
い
。
病
人
や
老
人
に
は
と
て
も

登
れ
そ
う
も
な
い
急
な
崖
道
も
あ
る
の
が
実
際

の
道
で
あ
る
の
に
。

そ
う
す
る
と
自
分
の
力
量
や
能
力
を
考
え
て

み
る
と
、
ど
う
い
う
教
え
に
帰
依
す
る
か
と
い

う
こ
と
は
決
し
て
軽
視
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く

重
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
聖
人
は
「
お

の
れ
の
能
（
力
）
を
思
量
」
し
て
我
が
身
の
助

か
る
道
を
定
め
よ
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

（
了
）
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一一 一一
、、 、、

死死 死死
ぬ

る
ぬ

る
ぬ

る
ぬ

る
命命 命命

をを をを
向向 向向

へへ へへ
延延 延延

ば
し

て
お

ば
し

て
お

ば
し

て
お

ば
し

て
お

い
の
ち

む
こ
う

る
ゆ

え
る

ゆ
え

る
ゆ

え
る

ゆ
え

疑疑 疑疑
い

が
は

れ
ぬ

い
が

は
れ

ぬ
い

が
は

れ
ぬ

い
が

は
れ

ぬ
。。 。。

一一 一一
、、 、、

如
來

様
如

來
様

如
來

様
如

來
様

にに にに
疎疎 疎疎

し
い

ゆ
え

し
い

ゆ
え

し
い

ゆ
え

し
い

ゆ
え

疑疑 疑疑
い

が
い

が
い

が
い

が
う
と
う
と

は
れ

ぬ
は

れ
ぬ

は
れ

ぬ
は

れ
ぬ

。。 。。

一一 一一
、、 、、

お
の

が
お

の
が

お
の

が
お

の
が

胸胸 胸胸
を

あ
て

に
し

て
い

る
ゆ

を
あ

て
に

し
て

い
る

ゆ
を

あ
て

に
し

て
い

る
ゆ

を
あ

て
に

し
て

い
る

ゆ

ええ ええ
疑疑 疑疑

い
が

は
れ

ぬ
い

が
は

れ
ぬ

い
が

は
れ

ぬ
い

が
は

れ
ぬ

。。 。。

＊

○○ ○○
死死 死死

ぬ
る

ぬ
る

ぬ
る

ぬ
る

命命 命命
をを をを

向向 向向
へへ へへ

延延 延延
ば

し
て

お
る

ば
し

て
お

る
ば

し
て

お
る

ば
し

て
お

る
い
の
ち

む
こ
う

ゆ
え

ゆ
え

ゆ
え

ゆ
え

疑疑 疑疑
い

が
は

れ
ぬ

い
が

は
れ

ぬ
い

が
は

れ
ぬ

い
が

は
れ

ぬ
。。 。。

弥
陀
の
誓
願
は
「
乃
至
十
念
せ
ん
に
も
し
生

な
い
し

ま
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
我
が
名
を
称
え
よ
、
き
っ
と
必
ず
浄

土
へ
生
ま
れ
さ
せ
る
」
の
誓
い
で
あ
る
。
も
っ

と
つ
づ
め
れ
ば
「
生
ま
れ
さ
せ
る
」
の
仰
せ
、「
助

く
る
」
の
仰
せ
で
あ
る
。
こ
の
仰
せ
の
一
番
の

お
目
当
て
の
人
は
「
臨
終
一
念
に
差
し
迫
っ
た

人
」
で
あ
る
。
観
経
の
下
下
品
の
機
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
本
願
を
直
づ
け
に
聞
く
場
は

じ
か

「
今
死
ぬ
る
」
場
で
あ
る
。
こ
の
場
に
我
が
身

を
お
く
と
本
願
と
真
向
き
に
な
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
蓮
如
上
人
は
し
ば
し
は
「
仏
法
に
は
、

明
日
と
申
す
事
、
あ
る
ま
じ
く
候
う
」
と
申
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

〈
ま
だ
ま
だ
生
き
る
つ
も
り
、
生
き
て
る
つ

も
り
〉
と
い
う
風
に
「
い
の
ち
を
向
こ
う
へ
延

ば
し
て
」
長
綱
張
っ
て
聴
聞
を
す
る
と
、
弥
陀

の
本
願
を
遠
く
に
お
し
や
っ
て
し
ま
う
。
今
闇

に
落
ち
ゆ
く
今
の
我
が
身
に
か
け
ら
れ
て
い
る

た
っ
た
一
つ
の
救
い
、
と
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
。

そ
う
な
る
と
、
弥
陀
の
本
願
の
ま
こ
と
が
身
に

こ
た
え
な
い
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
本
願
を
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

禿
顯
成
師
の
言
葉
に
「
己
が
死
ぬ
る
と

と
く
け
ん
じ
ょ
う

い
う
こ
と
を
忘
れ
て
の
聴
聞
は
無
駄
ご
と

む
だ

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
い
わ
れ
て
も
な
か
な
か

今
死
ぬ
る
と
思
え
な
い
の
が
悲
し
い
か
な
私
で

あ
る
。
こ
ん
な
私
に
は
「
死
ぬ
る
気
に
な
れ
ぬ

ぐ
る
み
、
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
身
じ
ゃ
と
云
う
こ

と
を
忘
る
な
よ
」
と
の
古
人
の
お
言
葉
が
ま
た

あ
り
が
た
い
。

ま
た
、
「
死
ぬ
る
命
を
向
へ
延
ば
し
て
お

い
の
ち

む
こ
う

る
ゆ
え
」
、
い
つ
か
は
自
分
は
変
わ
れ
る
、
ど
う

か
な
れ
る
と
、
将
來
に
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
弥
陀
が
今
た
の
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と

か
く
私
た
ち
は
「
も
っ
と
聞
け
ば
い
つ
か
分
か

る
よ
う
に
な
る
」
「
も
っ
と
聴
聞
す
れ
ば
い
つ
か

は
信
心
が
得
ら
れ
る
」
「
も
う
何
年
か
す
れ
ば
有

り
難
い
信
者
に
な
れ
る
」
と
、
そ
う
い
う
思
い

で
聞
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
分
は
ま
だ
ど
う

か
な
れ
る
・
ど
う
か
な
ろ
う
の
思
い
（
定
散
心
）

じ
ょ
う
さ
ん

で
聞
い
て
い
る
。
聖
人
は
こ
れ
を
悲
し
み
た
ま

い
、
「
定
散
心
ま
じ
わ
る
が
ゆ
え
に
、
出
離
そ
の

し
ゅ
っ
り

期
な
し
」
と
申
さ
れ
て
い
る
。

ご

そ
れ
が
、
「
も
う
今
晩
の
い
の
ち
か
ぎ
り
で
後

が
な
い
」
と
な
る
と
、
〈
い
つ
か
私
は
ど
う
に
か

な
れ
る
〉
と
い
う
希
望
は
全
く
な
く
な
る
。
そ

う
な
る
と
、
も
う
こ
の
み
す
ぼ
ら
し
い
、
ど
う

に
も
な
ら
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
、
こ
の
私
の

ま
ま
で
弥
陀
に
助
け
て
い
た
だ
く
よ
り
外
は
な

い
。
こ
の
場
に
お
い
て
は
、
も
う
理
屈
も
何
も

り
く
つ

な
い
。
「
我
を
タ
ノ
メ
」
の
弥
陀
の
仰
せ
に
「
有

難
う
」
と
憑
む
外
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

た
の

と
こ
ろ
が
、
ま
だ
ま
だ
生
き
て
る
つ
も
り
で

聴
聞
を
す
る
か
ら
「
い
つ
か
は
助
か
る
身
に
な

れ
る
」
と
い
う
思
い
が
交
わ
っ
て
、
弥
陀
の
本

願
が
直
裁
に
受
け
取
れ
ぬ
こ
と
と
な
り
、
そ
れ

ち
ょ
く
さ
い

が
本
願
へ
の
疑
い
と
な
る
。

○○ ○○
如

來
様

如
來

様
如

來
様

如
來

様
にに にに

疎疎 疎疎
し

い
ゆ

え
し

い
ゆ

え
し

い
ゆ

え
し

い
ゆ

え
疑疑 疑疑

い
が

は
い

が
は

い
が

は
い

が
は

う
と
う
と

れ
ぬ

れ
ぬ

れ
ぬ

れ
ぬ

。。 。。

阿
弥
陀
様
と
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
疑

そ
え
ん

い
が
は
れ
な
い
と
の
仰
せ
で
あ
る
。
本
願
を
信

じ
て
い
な
い
限
り
、
弥
陀
に
う
と
う
と
し
い
の

は
仕
方
が
な
い
と
し
て
も
、
な
お
弥
陀
に
疎
遠

そ
え
ん

な
姿
で
の
聴
聞
と
弥
陀
に
親
し
い
関
係
で
の
聴

聞
と
が
あ
る
。
具
体
的
に
ど
う
か
と
言
え
ば
、

未
だ
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
る
こ
と
が
出
来
な
く

て
も
お
念
仏
に
親
し
み
、
お
念
仏
を
何
か
に
つ

け
て
申
す
生
活
を
す
る
人
は
本
人
は
気
が
付
か

な
い
け
ど
弥
陀
と
触
れ
あ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

触
れ
あ
っ
て
い
る
と
、
弥
陀
の
慈
悲
心
が
い
つ

の
間
に
か
私
の
心
に
浸
透
し
て
き
て
、
そ
れ
が

や
が
て
本
願
を
疑
う
心
を
破
る
大
事
な
縁
と
な

る
。
だ
か
ら
仏
法
聴
聞
に
こ
こ
ろ
ざ
し
た
先
人

の
多
く
が
、
信
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
ま
ず

お
念
仏
を
申
す
べ
し
と
、
称
名
を
お
勧
め
に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
名
号
が
阿
弥
陀
様
そ
の
も
の
で
あ
る

か
ら
、
名
号
を
称
え
る
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
と
擦
す

れ
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
お
念
仏
も
申
さ
ず
、
た
だ
真
宗
の

お
話
を
頭
で
聞
く
だ
け
だ
と
、
弥
陀
を
身
近
に

感
じ
れ
な
い
ま
ま
と
な
る
ゆ
え
疑
い
が
な
か
な

か
は
れ
な
い
。

＊

○○ ○○
お

の
が

お
の

が
お

の
が

お
の

が
胸胸 胸胸

を
あ

て
に

し
て

い
る

ゆ
え

を
あ

て
に

し
て

い
る

ゆ
え

を
あ

て
に

し
て

い
る

ゆ
え

を
あ

て
に

し
て

い
る

ゆ
え

疑疑 疑疑
い

が
は

れ
ぬ

い
が

は
れ

ぬ
い

が
は

れ
ぬ

い
が

は
れ

ぬ
。。 。。

ま
こ
と
に
こ
の
通
り
で
あ
る
。
な
か
な
か
弥

陀
の
本
願
で
あ
る
「
我
を
タ
ノ
メ
」
の
一
言
が

通
ら
な
い
の
は
、
自
分
の
胸
す
な
わ
ち
自
分
の

心
や
考
え
や
思
い
を
当
て
に
し
力
に
し
頼
み
に

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
心
や
思
案
が

〈
役
に
立
つ
〉
と
思
う
憍
慢
心
が
、
弥
陀
の
本

き
ょ
う
ま
ん

願
に
た
い
し
て
耳
に
フ
タ
を
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
自
分
の
胸
で
考
え
て
い
る
こ
と
や
思
い

が
破
綻
し
、
無
効
と
な
り
、
無
力
と
な
り
、
「
チ

は
た
ん

リ
ば
か
り
も
当
て
に
な
ら
な
い
」
と
な
る
時
、「
そ

の
ま
ま
な
り
で
助
け
る
」
の
仰
せ
が
徹
到
し
て

て
っ
と
う

く
だ
さ
る
。

そ
う
し
て
、
「
私
は
自
分
を
た
の
み
に
し
て
、

阿
弥
陀
様
の
仰
せ
を
聞
く
ふ
り
を
し
て
全
く
聞

い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
、
い
ま
ま
で
何
を
聴
聞

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
自
分
で
自
分
を
助

け
る
事
ば
か
り
し
て
い
ま
し
た
。
何
と
愚
か
な

こ
と
を
長
年
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
仏
様
を

な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
ま
し
た
。
に
も
関
わ
ら

ず
、
私
を
あ
き
れ
ず
に
〈
そ
ん
な
お
前
を
〉
と

喚
び
づ
め
に
喚
ん
で
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
か
。
阿
弥
陀
様
本
当
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」

と
慚
愧
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
了
）

ざ
ん
き

〈〈 〈〈
住

職
住

職
住

職
住

職
つ

れ
づ
れ

つ
れ
づ
れ

つ
れ
づ
れ

つ
れ
づ
れ

雑
感

雑
感

雑
感

雑
感

〉〉 〉〉
雨
の
少
な
か
っ
た
夏
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
蒸
し
暑

い
と
身
体
が
し
ゃ
ん
と
し
な
い
。
お
盆
参
り
の
疲
れ
も
八

月
二
十
日
ご
ろ
に
は
よ
う
や
く
取
れ
、
こ
の
時
期
は
旅
行

な
ど
が
し
た
く
な
る
が
、
何
か
と
用
事
が
あ
り
、
そ
う
い

う
余
裕
の
無
い
ま
ま
日
が
過
ぎ
て
い
く
。
た
だ
よ
く
来
る

孫
を
見
る
の
が
楽
し
み
で
あ
る
。
顔
を
合
わ
す
と
に
っ
こ

り
し
て
く
れ
る
の
で
、
私
が
慰
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
に
っ
こ

り
す
る
の
か
そ
れ
が
不
思
議
で
あ
る
。
よ
く
見
慣
れ
た
顔

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
記
憶
が
孫
の
ど
こ
に
形

成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
不
思
議
で
あ
る
。

八
月
二
十
四
・
二
十
五
日
に
三
重
県
の
Ｍ
君
の
お
寺
に
行

く
。
も
う
こ
れ
で
三
度
目
で
あ
る
。
客
間
が
新
築
さ
れ
て
、

広
く
て
静
か
で
美
し
く
、
過
ご
し
や
す
い
。
床
の
間
に
村

田
静
照
師
が
念
仏
し
て
お
ら
れ
る
墨
絵
の
掛
け
軸
が
か
か

っ
て
い
る
。
先
々
代
の
住
職
の
絵
筆
と
の
こ
と
。
村
田
和

上
の
高
弟
だ
っ
た
お
方
で
あ
る
。
村
田
和
上
は
名
師
と
し

て
よ
く
知
ら
れ
た
高
僧
で
、
和
上
の
風
貌
が
絵
に
よ
く
表

れ
て
い
る
。

香
樹

院
師

香
樹

院
師

香
樹

院
師

香
樹

院
師

のの のの
言

葉
言

葉
言

葉
言

葉


