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第2回

政
治
・
経
済
・
信
仰
を
生
ん
だ
稲
作
、

邪
を
祓
い
霊
力
を
補
給
す
る
米

新
米
の
季
節
で
す
。普
段
何
気
な
く
食
べ
て
い
る
お
米
で
も
、こ
の
時
期
に
は
ち
ょ
っ
と
意
識
す
る
人
が
増
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

値
段
や
味
も
大
切
で
す
が
、お
米
の
も
つ「
力
」に
つ
い
て
も
目
を
向
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。

も
っ
と
も
っ
と
お
米
も
、そ
し
て
お
酒
も
、味
に
深
み
が
増
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
お
米
は
日
本
人
に
と
っ
て

特
別
な
存
在
で
す
。
そ
れ
は
単
な
る
主
食
と
い

う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
稲
作
文
化
な
ど
と

一
口
に
言
い
ま
す
が
、
こ
の
国
の
成
り
立
ち
も
、

信
仰
も
、
す
べ
て
米
づ
く
り
の
上
に
存
在
し
て

き
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。

支
配
と
権
力
を

生
み
出
し
た
稲
作

　

水
田
稲
作
は
、
紀
元
前
10
世
紀
後
半
に
九
州

の
北
部
で
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
た
だ
、
そ
れ
が
関
東
地
方
ま
で
伝
わ
る
紀

元
前
３
世
紀
ま
で
、
な
ん
と
６
０
０
年
か
ら
７

０
０
年
も
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
こ
ん

な
に
も
途
方
も
な
く
長
い
時
間
が
か
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
狩
猟
漁
撈
採
集
を
行
っ

て
き
た
人
び
と
を
、
過
酷
な
労
働
に
強
制
的
に

結
集
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ

う
。
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
人
び
と
が
抵
抗
し
て

き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
を

乗
り
越
え
て
人
び
と
を
ま
と
め
、
水
田
稲
作
を

定
着
さ
せ
て
い
っ
た
地
方
の
族
長
は
、
大
き
な

組
織
力
・
結
集
力
を
も
っ
て
い
き
ま
し
た
。
稲

米
を
つ
か
ん
だ
者
が
権
力
を
も
ち
王
と
な
っ
た

の
で
す
。
３
世
紀
半
ば
か
ら
６
世
紀
末
ま
で
の

古
墳
時
代
と
い
う
の
は
単
な
る
巨
大
な
墓
の
時

代
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
稲
作
と
そ
の
農
閑

期
も
含
め
た
持
続
的
な
労
働
力
の
結
集
を
各
地

の
首
長
た
ち
が
実
現
し
徹
底
さ
せ
て
い
っ
た
時

代
だ
と
い
う
点
に
歴
史
的
な
意
味
が
あ
る
の
で

す
。

　

稲
米
は
単
な
る
食
糧
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支

配
す
る
こ
と
で
政
治
の
米
、
経
済
の
米
と
な
り
、

大
き
な
霊
力
の
あ
る
祭
祀
の
米
と
な
っ
て
い
き

ま
す
。
あ
る
意
味
で
王
の
象
徴
と
な
っ
た
の
で

す
。
品
質
の
い
い
米
を
独
占
す
れ
ば
権
力
を
握

り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
支
配
者
は
米

の
品
種
・
種
籾
を
徹
底
し
て
管
理
し
て
領
民
に

配
り
、
収
穫
物
を
初
穂
と
し
て
徴
収
す
る
シ
ス

テ
ム
を
作
り
、
権
力
を
強
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

稲
米
の
霊
力
を
集
め
、
再
分
配
す
る
者
こ
そ
が

支
配
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

稲
と
米
が
神
社
の

祭
祀
の
中
心
に

　

７
世
紀
に
入
り
、
日
本
古
代
の
天
皇
中
心
の

律
令
国
家
の
体
制
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
と
、

天
皇
は
太
陽
の
神
、
稲
作
の
神
と
し
て
天
照
大

神
を
崇
め
、
自
ら
を
そ
の
子
孫
と
し
て
神
格
化

さ
せ
て
い
き
ま
す
。
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
の

時
代
に
な
る
と
神
社
祭
祀
が
国
家
的
な
規
模
で

整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
心
は
稲
や
米

に
関
す
る
も
の
で
し
た
。

　

９
月
に
は
そ
の
年
の
初
穂
を
天
照
大
神
に
奉

納
す
る
神
嘗
祭
が
行
わ
れ
、
神
祭
り
が
な
い
忌

み
の
意
味
を
も
つ
神
無
月
を
は
さ
ん
で
、
11
月

に
は
天
皇
自
ら
が
初
穂
を
食
す
新
嘗
祭
が
行
わ

れ
ま
す
。
こ
の
二
つ
は
、
律
令
の
時
代
か
ら
今

に
続
く
、
宮
中
で
最
も
重
要
な
祭
祀
の
一
つ
で

す
。
古
式
で
炊
い
た
ご
飯
を
奉
納
し
、
神
様
に

続
い
て
天
皇
も
食
べ
る
こ
と
で
霊
力
を
更
新
し

ま
す
。

　

稲
米
に
関
係
す
る
祭
り
は
、
庶
民
の
レ
ベ
ル

で
も
全
国
各
地
の
農
村
に
見
ら
れ
ま
す
。
特
別

な
信
仰
心
を
も
た
な
く
て
も
、
稲
米
へ
の
畏
敬

は
誰
に
も
自
然
に
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
１
年
に

一
度
だ
け
採
れ
る
米
の
サ
イ
ク
ル
が
、
自
ら
が

一
つ
歳
を
と
る
こ
と
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、
米
を

魂
の
象
徴
と
見
る
考
え
方
が
日
本
人
の
心
に
は

深
く
根
付
い
て
い
る
の
で
す
。

日
本
人
に
根
付
く
稲
魂

　

こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
、
稲
米
は
権
力
の
象

徴
で
あ
り
政
治
・
経
済
の
中
心
で
あ
る
と
と
も

に
、
強
い
生
命
力
、
霊
力
が
あ
り
、
悪
霊
、
地

霊
、
邪
霊
を
鎮
め
る
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
「
稲
魂
」
と
い
う
観
念
は
、

東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
な
ど
、
稲
作
文
化
を
形
成

し
た
社
会
に
お
い
て
も
同
様
に
見
ら
れ
ま
す
。

前
回
、
貨
幣
と
は
霊
的
な
力
を
も
つ
ケ
ガ
レ
を

吸
引
す
る
道
具
で
あ
り
、
自
ら
の
祓
え
清
め
の

た
め
に
お
賽
銭
と
し
て
投
げ
る
の
だ
と
説
明
し

た
と
こ
ろ
、
「
目
か
ら
う
ろ
こ
」
と
の
感
想
を

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
米
に
も
こ
の
「
吸
引
」

の
力
が
あ
る
の
で
す
。

餅
・
酒
・
粥
。

邪
気
を
祓
う
パ
ワ
ー

　

餅
や
酒
に
も
米
の
霊
力
は
宿
っ
て
い
ま
す
。

つ
き
固
め
ら
れ
、
醸
さ
れ
て
、
む
し
ろ
パ
ワ
ー

ア
ッ
プ
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
お
正
月
を
は
じ
め
、
１
年
の
大
事
な
行

事
や
節
供
の
一
つ
ひ
と
つ
に
、
形
を
変
え
て
餅

や
酒
は
つ
き
も
の
な
の
で
す
。

　

鏡
餅
、
菱
餅
、
よ
も
ぎ
餅
、
柏
餅
、
芝
餅…

…

。
３
月
の
白
酒
、
５
月
の
菖
蒲
酒
な
ど
は
、

子
ど
も
に
も
飲
ま
せ
て
い
ま
し
た
。
粥
も
よ
く

登
場
し
ま
す
。
年
が
明
け
る
と
７
日
に
七
草
粥

（
白
粥
）、
小
正
月
に
は
小
豆
粥（
赤
粥
）な
ど
。

粥
の
中
に
は
団
子
も
入
り
ま
す
。
季
節
ご
と
の

行
事
食
に
は
、
そ
の
時
節
の
気
候
に
即
し
た
鋭

気
を
養
い
、
そ
の
時
期
流
行
る
病
か
ら
体
を
守

る
生
活
の
知
恵
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
悪
霊
を
吸
い
取
っ
て
食
べ
て
し
ま
う
こ
と
で

邪
気
を
祓
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
ハ
レ
の
餅
や
酒
は
充
電
み
た
い
な

も
の
で
す
。
霊
力
を
補
給
し
、
生
命
力
を
強
化

し
て
明
日
か
ら
ま
た
精
一
杯
働
け
と
い
う
わ
け

で
す
。
普
段
は
我
慢
し
て
た
ま
に
食
べ
、
飲
む

か
ら
こ
と
さ
ら
に
お
い
し
い
の
で
す
。

　

美
保
関
の
美
保
神
社
や
出
雲
の
佐
太
神
社
の

神
事
で
は
、
今
も
お
供
え
の
酒
を
醸
し
て
造
り

ま
す
。
美
保
神
社
で
は
頭
屋
さ
ん
の
造
っ
た
甘

酒
を
飲
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
米
が
自
然
の
力
で

液
体
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
人
を
酔
わ
せ
、

楽
し
く
さ
せ
た
り
何
か
が
乗
り
移
っ
た
よ
う
に

さ
え
さ
せ
る
。
そ
ん
な
不
思
議
な
力
を
蓄
え
た

酒
は
神
事
に
つ
き
も
の
で
す
。
だ
け
ど
、
私
は

ア
ル
コ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
申
し
訳
な
い
け
ど

米
で
は
な
く
て
麦
の
ほ
う
な
ん
で
す
。
日
本
酒

は
、
む
か
し
失
敗
し
て
か
ら
飲
ま
な
く
な
り
ま

し
た
。
「
お
前
、
日
本
酒
も
飲
ま
ず
に
神
様
の

祭
り
を
調
査
す
る
な
ん
て
お
か
し
い
よ
」
と
よ

く
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
酒
は
足
に
き
ま
す

か
ら
ね
え
。

箸
食
と
手
食

　

日
本
に
は
、
必
ず
箸
食
と
手
食
の
両
方
が
あ

り
ま
す
。
ご
飯
も
そ
う
。
お
茶
碗
に
よ
そ
っ
た

ご
飯
と
、
お
に
ぎ
り
や
握
り
ず
し
を
考
え
て
み

て
く
だ
さ
い
。
手
食
の
伝
統
は
長
く
、
現
代
で

さ
え
も
コ
ン
ビ
ニ
の
中
に
生
き
て
い
る
ん
で
す

よ
。
神
社
の
お
下
が
り
な
ん
か
は
、
箸
で
つ
ま

ん
だ
ら
失
礼
に
な
り
ま
す
。
お
手
盆
っ
て
い
っ

て
手
で
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
ほ
ど
の

美
保
神
社
の
神
饌
の
イ
カ
昆
布
も
甘
酒
も
お
手

ぎ
ょ
ろ
う

さ
い
し

12くらし塾 きんゆう塾 2017年秋号



　

言
う
ま
で
も
な
く
お
米
は
日
本
人
に
と
っ
て

特
別
な
存
在
で
す
。
そ
れ
は
単
な
る
主
食
と
い

う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
稲
作
文
化
な
ど
と

一
口
に
言
い
ま
す
が
、
こ
の
国
の
成
り
立
ち
も
、

信
仰
も
、
す
べ
て
米
づ
く
り
の
上
に
存
在
し
て

き
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。

支
配
と
権
力
を

生
み
出
し
た
稲
作

　

水
田
稲
作
は
、
紀
元
前
10
世
紀
後
半
に
九
州

の
北
部
で
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
た
だ
、
そ
れ
が
関
東
地
方
ま
で
伝
わ
る
紀

元
前
３
世
紀
ま
で
、
な
ん
と
６
０
０
年
か
ら
７

０
０
年
も
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
こ
ん

な
に
も
途
方
も
な
く
長
い
時
間
が
か
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
狩
猟
漁
撈
採
集
を
行
っ

て
き
た
人
び
と
を
、
過
酷
な
労
働
に
強
制
的
に

結
集
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ

う
。
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
人
び
と
が
抵
抗
し
て

き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
を

乗
り
越
え
て
人
び
と
を
ま
と
め
、
水
田
稲
作
を

定
着
さ
せ
て
い
っ
た
地
方
の
族
長
は
、
大
き
な

組
織
力
・
結
集
力
を
も
っ
て
い
き
ま
し
た
。
稲

米
を
つ
か
ん
だ
者
が
権
力
を
も
ち
王
と
な
っ
た

の
で
す
。
３
世
紀
半
ば
か
ら
６
世
紀
末
ま
で
の

古
墳
時
代
と
い
う
の
は
単
な
る
巨
大
な
墓
の
時

代
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
稲
作
と
そ
の
農
閑

期
も
含
め
た
持
続
的
な
労
働
力
の
結
集
を
各
地

の
首
長
た
ち
が
実
現
し
徹
底
さ
せ
て
い
っ
た
時

代
だ
と
い
う
点
に
歴
史
的
な
意
味
が
あ
る
の
で

す
。

　

稲
米
は
単
な
る
食
糧
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支

配
す
る
こ
と
で
政
治
の
米
、
経
済
の
米
と
な
り
、

大
き
な
霊
力
の
あ
る
祭
祀
の
米
と
な
っ
て
い
き

ま
す
。
あ
る
意
味
で
王
の
象
徴
と
な
っ
た
の
で

す
。
品
質
の
い
い
米
を
独
占
す
れ
ば
権
力
を
握

り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
支
配
者
は
米

の
品
種
・
種
籾
を
徹
底
し
て
管
理
し
て
領
民
に

配
り
、
収
穫
物
を
初
穂
と
し
て
徴
収
す
る
シ
ス

テ
ム
を
作
り
、
権
力
を
強
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

稲
米
の
霊
力
を
集
め
、
再
分
配
す
る
者
こ
そ
が

支
配
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

稲
と
米
が
神
社
の

祭
祀
の
中
心
に

　

７
世
紀
に
入
り
、
日
本
古
代
の
天
皇
中
心
の

律
令
国
家
の
体
制
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
と
、

天
皇
は
太
陽
の
神
、
稲
作
の
神
と
し
て
天
照
大

神
を
崇
め
、
自
ら
を
そ
の
子
孫
と
し
て
神
格
化

さ
せ
て
い
き
ま
す
。
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
の

時
代
に
な
る
と
神
社
祭
祀
が
国
家
的
な
規
模
で

整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
心
は
稲
や
米

に
関
す
る
も
の
で
し
た
。

　

９
月
に
は
そ
の
年
の
初
穂
を
天
照
大
神
に
奉

納
す
る
神
嘗
祭
が
行
わ
れ
、
神
祭
り
が
な
い
忌

み
の
意
味
を
も
つ
神
無
月
を
は
さ
ん
で
、
11
月

に
は
天
皇
自
ら
が
初
穂
を
食
す
新
嘗
祭
が
行
わ

れ
ま
す
。
こ
の
二
つ
は
、
律
令
の
時
代
か
ら
今

に
続
く
、
宮
中
で
最
も
重
要
な
祭
祀
の
一
つ
で

す
。
古
式
で
炊
い
た
ご
飯
を
奉
納
し
、
神
様
に

続
い
て
天
皇
も
食
べ
る
こ
と
で
霊
力
を
更
新
し

ま
す
。

　

稲
米
に
関
係
す
る
祭
り
は
、
庶
民
の
レ
ベ
ル

で
も
全
国
各
地
の
農
村
に
見
ら
れ
ま
す
。
特
別

な
信
仰
心
を
も
た
な
く
て
も
、
稲
米
へ
の
畏
敬

は
誰
に
も
自
然
に
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
１
年
に

一
度
だ
け
採
れ
る
米
の
サ
イ
ク
ル
が
、
自
ら
が

一
つ
歳
を
と
る
こ
と
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、
米
を

魂
の
象
徴
と
見
る
考
え
方
が
日
本
人
の
心
に
は

深
く
根
付
い
て
い
る
の
で
す
。

日
本
人
に
根
付
く
稲
魂

　

こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
、
稲
米
は
権
力
の
象

徴
で
あ
り
政
治
・
経
済
の
中
心
で
あ
る
と
と
も

に
、
強
い
生
命
力
、
霊
力
が
あ
り
、
悪
霊
、
地

霊
、
邪
霊
を
鎮
め
る
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
「
稲
魂
」
と
い
う
観
念
は
、

東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
な
ど
、
稲
作
文
化
を
形
成

し
た
社
会
に
お
い
て
も
同
様
に
見
ら
れ
ま
す
。

前
回
、
貨
幣
と
は
霊
的
な
力
を
も
つ
ケ
ガ
レ
を

吸
引
す
る
道
具
で
あ
り
、
自
ら
の
祓
え
清
め
の

た
め
に
お
賽
銭
と
し
て
投
げ
る
の
だ
と
説
明
し

た
と
こ
ろ
、
「
目
か
ら
う
ろ
こ
」
と
の
感
想
を

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
米
に
も
こ
の
「
吸
引
」

の
力
が
あ
る
の
で
す
。

餅
・
酒
・
粥
。

邪
気
を
祓
う
パ
ワ
ー

　

餅
や
酒
に
も
米
の
霊
力
は
宿
っ
て
い
ま
す
。

つ
き
固
め
ら
れ
、
醸
さ
れ
て
、
む
し
ろ
パ
ワ
ー

ア
ッ
プ
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
お
正
月
を
は
じ
め
、
１
年
の
大
事
な
行

事
や
節
供
の
一
つ
ひ
と
つ
に
、
形
を
変
え
て
餅

や
酒
は
つ
き
も
の
な
の
で
す
。

　

鏡
餅
、
菱
餅
、
よ
も
ぎ
餅
、
柏
餅
、
芝
餅…

…

。
３
月
の
白
酒
、
５
月
の
菖
蒲
酒
な
ど
は
、

子
ど
も
に
も
飲
ま
せ
て
い
ま
し
た
。
粥
も
よ
く

登
場
し
ま
す
。
年
が
明
け
る
と
７
日
に
七
草
粥

（
白
粥
）、
小
正
月
に
は
小
豆
粥（
赤
粥
）な
ど
。

粥
の
中
に
は
団
子
も
入
り
ま
す
。
季
節
ご
と
の

行
事
食
に
は
、
そ
の
時
節
の
気
候
に
即
し
た
鋭

気
を
養
い
、
そ
の
時
期
流
行
る
病
か
ら
体
を
守

る
生
活
の
知
恵
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
悪
霊
を
吸
い
取
っ
て
食
べ
て
し
ま
う
こ
と
で

邪
気
を
祓
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
ハ
レ
の
餅
や
酒
は
充
電
み
た
い
な

も
の
で
す
。
霊
力
を
補
給
し
、
生
命
力
を
強
化

し
て
明
日
か
ら
ま
た
精
一
杯
働
け
と
い
う
わ
け

で
す
。
普
段
は
我
慢
し
て
た
ま
に
食
べ
、
飲
む

か
ら
こ
と
さ
ら
に
お
い
し
い
の
で
す
。

　

美
保
関
の
美
保
神
社
や
出
雲
の
佐
太
神
社
の

神
事
で
は
、
今
も
お
供
え
の
酒
を
醸
し
て
造
り

ま
す
。
美
保
神
社
で
は
頭
屋
さ
ん
の
造
っ
た
甘

酒
を
飲
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
米
が
自
然
の
力
で

液
体
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
人
を
酔
わ
せ
、

楽
し
く
さ
せ
た
り
何
か
が
乗
り
移
っ
た
よ
う
に

さ
え
さ
せ
る
。
そ
ん
な
不
思
議
な
力
を
蓄
え
た

酒
は
神
事
に
つ
き
も
の
で
す
。
だ
け
ど
、
私
は

ア
ル
コ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
申
し
訳
な
い
け
ど

米
で
は
な
く
て
麦
の
ほ
う
な
ん
で
す
。
日
本
酒

は
、
む
か
し
失
敗
し
て
か
ら
飲
ま
な
く
な
り
ま

し
た
。
「
お
前
、
日
本
酒
も
飲
ま
ず
に
神
様
の

祭
り
を
調
査
す
る
な
ん
て
お
か
し
い
よ
」
と
よ

く
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
酒
は
足
に
き
ま
す

か
ら
ね
え
。

箸
食
と
手
食

　

日
本
に
は
、
必
ず
箸
食
と
手
食
の
両
方
が
あ

り
ま
す
。
ご
飯
も
そ
う
。
お
茶
碗
に
よ
そ
っ
た

ご
飯
と
、
お
に
ぎ
り
や
握
り
ず
し
を
考
え
て
み

て
く
だ
さ
い
。
手
食
の
伝
統
は
長
く
、
現
代
で

さ
え
も
コ
ン
ビ
ニ
の
中
に
生
き
て
い
る
ん
で
す

よ
。
神
社
の
お
下
が
り
な
ん
か
は
、
箸
で
つ
ま

ん
だ
ら
失
礼
に
な
り
ま
す
。
お
手
盆
っ
て
い
っ

て
手
で
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
ほ
ど
の

美
保
神
社
の
神
饌
の
イ
カ
昆
布
も
甘
酒
も
お
手

て
ん
む
て
ん
の
う

じ
と
う
て
ん
の
う

か
ん
な
め
さ
い

に
い
な
め
さ
い

か
も

し
ょ
う
ぶ

み
ほ
の
せ
き

さ

だ

と
う
や

し
ん
せ
ん

い
け
い い

あ
ま
て
ら
す
お
お

み
か
み

あ
が

は
し
し
ょ
く

い
な
だ
ま

て
し
ょ
く
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盆
で
受
け
取
り
ま
す
。

　

箸
は
後
に
な
っ
て
中
国
か
ら
き
ま
し
た
が
、

中
国
や
韓
国
で
は
金
属
の
箸
で
、
洗
っ
て
何
度

も
い
ろ
い
ろ
な
人
が
使
い
ま
す
。
日
本
人
は
そ

れ
を
嫌
い
、
あ
え
て
割
り
箸
を
用
い
た
り
、
マ

イ
箸
を
も
っ
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
自
己
確
認

が
箸
に
あ
る
。
わ
る
く
言
え
ば
、
せ
こ
い
文
化

で
す
か
ね
ぇ
。
マ
イ
箸
、
マ
イ
茶
碗
、
マ
イ
湯

呑
み
、
私
も
も
っ
て
い
ま
す
。
せ
こ
い
人
間
の

代
表
で
す
よ（
笑
）。

田
植
え
は
神
聖
で

厳
粛
な
神
事

　

田
植
え
に
関
す
る
行
事
は
、
日
本
各
地
に
残

っ
て
い
て
、
国
の
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
も
の

だ
け
で
も
40
を
超
え
て
い
ま
す
。
と
く
に
西
日

本
、
中
国
山
地
に
は
、
祭
り
の
よ
う
に
し
て
田

植
え
を
す
る
行
事
が
あ
り
ま
す
。
田
植
え
は
あ

る
意
味
辛
い
も
の
だ
か
ら
、
囃
し
歌
い
な
が
ら

み
ん
な
で
や
る
。
男
た
ち
が
笛
や
太
鼓
で
囃
し
、

美
し
い
飾
り
鞍
を
つ
け
た
牛
が
代
掻
き
を
し
、

着
飾
っ
た
早
乙
女
た
ち
が
田
に
入
り
、
苗
を
植

え
て
い
く
。
そ
う
や
っ
て
み
ん
な
で
や
れ
ば
、

早
く
楽
し
く
植
え
ら
れ
ま
す
か
ら
ね
。

　

こ
の
時
期
に
な
る
と
山
の
神
が
里
に
下
り
、

「
サ
ン
バ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
田
の
神
に
な
っ
て

農
作
業
を
見
守
り
、
豊
作
を
も
た
ら
し
ま
す
。

田
の
神
は
女
性
が
好
き
だ
し
、
田
植
え
自
体
が

神
聖
な
行
事
な
の
で
、
田
植
え
を
す
る
の
は
女

性
じ
ゃ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
よ
。
最
近

は
田
植
え
機
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
か
ら
、
神

様
も
冗
談
じ
ゃ
な
い
っ
て
思
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
す
か
ね（
笑
）。
お
昼
や
ひ
と
休
み
の
と
き

に
は
た
く
さ
ん
ご
ち
そ
う
を
出
し
、
酒
も
飲
ま

せ
る
。
働
け
る
程
度
に
ね
。
小
さ
な
規
模
の
田

植
え
で
も
、
こ
れ
は
つ
き
も
の
で
し
た
。
こ
れ

も
ハ
レ
の
食
事
、
充
電
で
す
。
さ
あ
、
ま
た
働

こ
う
っ
て
感
じ
で
す
。

　

広
島
県
の
北
広
島
町
壬
生
と
い
う
地
区
に
、

西
日
本
最
大
の
田
植
え
の
行
事
が
今
も
残
っ
て

い
ま
す
。
「
壬
生
の
花
田
植
」
と
呼
ば
れ
る
こ

の
行
事
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
も

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
私
の
生
ま
れ
故
郷

で
し
て
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
見
て
い
る
私
に
は

何
も
珍
し
く
は
な
い
の
で
す
が
、
平
安
時
代
の

『
栄
花
物
語
』
に
も
そ
の
よ
う
な
光
景
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
中
国
山
地
で
は
中
世（
鎌
倉
〜

室
町
時
代
）か
ら
続
く
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ

の
田
植
行
事
は
民
俗
学
的
に
も
重
要
な
も
の
で

す
。
今
、
う
ち
の
大
学
院
生
が
が
ん
ば
っ
て
な

か
な
か
立
派
な
論
文
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

田
植
え
の
季
節
は
初
夏

ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

あ
れ
、
季
節
は
も
う
秋
だ
と
い
う
の
に
、
田

植
え
の
話
ば
か
り
し
て
る
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん

か
？　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
、
田
植
え
に
関

す
る
行
事
は
、
土
地
に
よ
っ
て
は
秋
に
も
行
わ

れ
、
そ
し
て
東
日
本
で
は
正
月
や
小
正
月
に
行

わ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
場
合
は
実
際
の
田
植
え
は
行
わ
ず
、
舞
い

や
踊
り
や
し
ぐ
さ
で
田
植
え
を
再
現
す
る
、
そ

れ
は
「
田
遊
び
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　

秋
だ
っ
た
ら
収
穫
祭
を
す
べ
き
と
思
わ
れ
る

で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
収
穫
祭
も
あ
ち
こ
ち
で

行
わ
れ
ま
す
が
、
収
穫
は
も
う
結
果
に
す
ぎ
な

い
。
田
植
え
は
そ
の
年
の
稲
作
を
左
右
す
る
、

よ
り
神
聖
で
厳
粛
な
も
の
、
大
変
緊
張
す
る
も

の
な
の
で
す
。
柳
田
國
男
や
折
口
信
夫
も
、
田

植
え
は
た
だ
の
労
働
で
は
な
く
、
豊
作
を
願
い

田
の
神
を
祭
る
神
事
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
年
の
初
め
に
田
植
え
の
行
事
を
す
る
と
こ

ろ
が
と
て
も
多
い
。
正
月
は
１
年
で
一
番
大
切

な
、
よ
い
運
気
を
呼
び
込
ま
な
く
て
は
い
け
な

い
と
き
で
す
か
ら
。
秋
の
田
植
祭
は
、
田
植
え

の
緊
張
を
も
う
一
度
演
じ
る
こ
と
で
、
あ
の
と

き
の
祈
り
が
通
じ
た
と
、
そ
の
年
の
稲
作
を
振

り
返
り
、
あ
ら
た
め
て
田
の
神
に
感
謝
を
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
大
変
だ
っ
た
な
、
あ
の

と
き
ね
、
た
と
え
ば
野
球
で
９
回
満
塁
で
逆
転

ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
の
は
お
前
だ
っ
た
よ
な
、

な
ん
て
試
合
後
の
打
ち
上
げ
で
振
り
返
る
の
と

一
緒
で
す
よ
。

満
天
の
星
空
を
眺
め

月
の
満
ち
欠
け
も

感
じ
る
よ
う
な
暮
ら
し

　

実
は
、
私
は
４
年
前
に
こ
の
花
田
植
の
壬
生

の
町
に
古
い
町
家
を
買
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
図

書
室
を
作
っ
て
夏
の
間
は
２
カ
月
、
一
人
で
原

稿
を
書
い
た
り
、
気
ま
ま
な
生
活
を
楽
し
ん
で

い
ま
す
。
自
炊
も
し
ま
す
よ
。
安
心
し
て
く
だ

さ
い
、
私
は
も
ち
ろ
ん
ご
飯
党
で
す
。
広
島
県

の
芸
北
地
方
の
高
原
地
帯
で
採
れ
る
米
を
買
っ

て
、
朝
は
た
ま
ご
か
け
ご
飯
で
食
べ
る
の
が
大

好
き
。
玄
界
灘
の
鯵
の
干
物
や
、
出
雲
の
十
六

島
岩
海
苔
、
浜
田
の
板
わ
か
め
、
そ
し
て
漬
物

上
手
な
親
戚
の
人
か
ら
の
お
手
製
の
梅
干
し
や

ら
っ
き
ょ
う
が
あ
れ
ば
最
高
。
そ
し
て
夜
は
ビ

ー
ル
が
あ
れ
ば
極
楽
。
も
う
仕
事
す
る
気
な
ん

か
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。
小
さ
な
中
古
車
で
農
村

を
め
ぐ
っ
て
み
れ
ば
、
一
見
む
か
し
と
変
わ
ら

ぬ
よ
う
な
、
自
然
の
リ
ズ
ム
と
合
っ
た
生
活
を

し
て
い
る
人
た
ち
に
出
会
う
。
東
京
で
は
忘
れ

て
い
た
満
天
の
星
空
を
眺
め
、
月
の
満
ち
欠
け

も
感
じ
る
よ
う
な
暮
ら
し
が
、
私
に
と
っ
て
は

充
電
。
霊
力
を
補
給
し
、
秋
か
ら
は
ま
た
大
都

市
東
京
に
戻
っ
て
精
一
杯
働
こ
う
と
思
う
わ
け

で
す
。

み  

ぶ

え
い
が

う
っ
ぷ
る
い

は
や

げ
い
ほ
く
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