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正
月
の
法
話

酒
好
き
の
人
が
法
然
上
人
に
う
か
が
っ
た
。

「
酒
の
む
は
罪
に
て
候
や
」
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お
答
え
に
な
っ
た
。

「
ま
こ
と
に
は
の
む
べ
く
も
な
け
れ
ど
も
、
こ

の
世
の
な
ら
い
」

本
当
は
飲
む
べ
き
で
は
な
い
が
、
世
間
で
み

ん
な
が
飲
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
少
し
ぐ
ら
い
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は
い
い
で
し
ょ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る

。

<
ALO

悌
教
で
は
「
輩
酒
山
門
に
入
る
を
一
時
さ
ず
」

と
い
っ
て
、
軍
つ
ま
り
臭
い
あ
る
野
菜
(
ネ
ギ

・

や
酒
は
寺
に
持
ち
こ

ニ
ラ
・

ニ
ン
ニ
ク
な
ど
)

』 ・ 、 ー~~--.. -.. ~・ ~，_-~ --... ・ ..... 場宅台~

ん
で
は
い
け
な
い
。

い
わ
ん
や
こ
れ
ら
の
も
の

を
食
べ
た
り
、
飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
禁
止
し

て
い
た
。

し
て
い
け
な
い
と
い
わ
れ
る
と
よ
け
い
し
て

み
た
く
な
る
の
が
人
情
で
あ
る
。

「
翠
酒
許
さ

ず
と
し
て
、
山
内
に
入
る
」
と
読
み
か
え
て
、

坊
さ
ん
も
酒
を
飲
ん
で
ユ
デ
ダ
コ
の
よ
う
に

な
っ
た
り
す
る
。

安.. 

と
こ
ろ
で
、
法
然
上
人
の
開
か
れ
た
浄
土
宗

で
は
、
余
り
む
ず
か
し
い
こ
と
は
い
わ
な
い
。

た
だ
、
す
な
お
な
心
で
阿
弥
陀
悌
を
信
じ
て
、

一
生
懸
命
に
念
悌
を
唱
え
れ
ば
、
ど
ん
な
悪
人

.. 守4島唖晶守

で
も
概
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

教
え
て
い
る
。

飲
み
た
い
の
を
我
慢
し
、
そ
の

こ
と
が
気
に
な
っ
て
、
念
悌
を
唱
え
る
こ
と
を

お
ろ
そ
か
に
す
る
よ
り
は
、
み
ん
な
が
飲
ん
で

い
る
の
だ
か
ら
、
念
備
の
邪
魔
に
な
ら
ぬ
程
度

に
飲
ん
で
、
心
の
こ
だ
わ
り
を
な
く
し
て
念
悌

を
唱
え
な
さ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
お
念
悌
を
し
て
い
る
う
ち
に
眠
く
な
っ
た

- 3 ー

ら
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
」
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「
ね
む
い
時
に
は
ね
な
さ
い
。

そ
し
て
日
が

さ
め
た
ら
、
ま
た
念
悌
を
唱
え
な
さ
い
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
法
然
上
人
ご
自
身
は
、

い
つ
も
悌
教
の
い
ま
し
め
を
厳
格
に
お
守
り
に

な
っ
た
か
、

一
般
の
人
々
に
は
む
ず
か
し
い
こ

と
を
せ
よ
と
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た

。

五
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十
悪
と
い
っ
た
大
罪
を
犯
し
た
も
の
で

も
、
臨
終

一
声
の
念
悌
を
唱
え
れ
ば
往
生
で
き

る
の
だ
か
ら
、
悪
い
こ
と
を
せ
ず
に
念
備
を
唱

え
さ
え
す
れ
ば
必
ず
備
さ
ま
は
助
け
て
下
さ
る

一日 k"'-~-~__"'4__"'._. _-'. _._  _..... _ ._ ω 

の
だ
と
教
え
て
下
さ
っ
た
。

正
月
は
酒
飲
み
の
天
下
で
あ
る
。

元
日
一
の
朝

か
ら
の
お
屠
蘇
か
ら
始
ま
っ
て
、
松
の
内
が
す

ん
で
も
、
仲
間
と
集
ま
っ
て
「
新
年
会
」
と
称

し
て
酒
を
飲
む
、
し
か
し
法
然
上
人
の
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
「
世
の
な
ら
い

」
程
度
に
し
て
お

き
た
い
も
の
で
あ
る

。

A_.  _. •. _-也~~-ー一 日勾白一
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今
年
も
ま
た
「
成
人
式
」
を
迎
え
る
若
人
た

ち
の
日
が
く
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
附
殺
を
滑
て
、

式
典
に
参
列
し
、
思
い
思
い
に
友
人
知
人
と
語

り
合
い
、
訪
れ
合
っ
て
す
ご
す

一
日
は
、
若
き

日
の
思
い
出
と
し
て
長
く
心
に
残
る
だ
ろ
う
。

ふ
L

時

人
聞
は

一
生
の
問
、
何
度
か
、
人
生
の
節
目

を
通
っ
て
成
育
す
る
。

誕
生
か
ら
始
ま
っ
て
、

お
七
夜
、
宮
詣
り
、
お
く
い
ぞ
め
、
七
五
三
な

ど
な
ど
の
行
事
を
く
ぐ
っ
て
、
終
着
駅
に
至
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
成
人
式
は
、
「
結

婚
式
」
に
つ
い
で
大
切
で
あ

り

、
華
や
か
な
も

の
で
あ
る
。

- 4 ー

成
人
式
と
は
「
人
と
な
る
」
こ
と
で
あ
る。

一
人
前
の
人
間
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
人
前
に

な
る
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
一
個
の
人
格
を

持
つ
「
ひ
と
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
て

軍
国
主
義
華
や
か
な
り

し

頃
は
、
す
べ
て
の
こ

と
は

「徴
兵
検
査
」
が
メ
ド
と
さ
れ
た。
そ
れ
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ま
で
は
酒
も
タ
バ
コ
も
持
さ
れ
な
か
っ
た
。

す

べ
て
は
検
査
が
す
ん
だ
か
、
ま
だ
す
ま
な
い
か

で
き
め
ら
れ
て
い
た
。

も
っ
と
昔
、
徳
川
時
代

に
は
十
五
歳
が
「
元
服
」
で
あ
っ
た。
そ
れ
ま

で
は
幼
名
だ
っ
た
の
が
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
名
前

つ
つ
を
で

を
名
の
り
、
着
物
も
そ
れ
ま
で
は
筒
袖
だ
っ
た

た
る
と

は
か
ま

の
が
、
挟
の
着
物
と
な
り
、
武
士
の
子
は
袴

を
は
く
よ
う
に
な
る

。

女
子
に
も
「
腰
巻
祝
い
」

と
い
う
同

じ

よ
う
な
行
事
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

氏
神
社
に
は

一
人
前
の
「
氏
子
」
と
し
て
登
録

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
子
供
か
ら
大
人

に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
と
に
な
る

。

"_"".-.， '--' . -' .~ "" - ~.- _, ， 一、

こ
の
こ
と
を
リ
ア
ル
に
表
現
し
た
儀
式
が
、

未
開
人
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
る

。

例
え
ば

ニ
ュ
1

・

ギ
ニ
ア
の
パ
プ
の

一
部
族
で
は
、
少

年
た
ち
が
一
定
の
年
令
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で

一
般
の
人
の
近

の
部
落
で
の
生
活
を
離
れ
て
、

づ
け
な
い
小
舎
に
う
つ
さ
れ
、
そ
こ
で

一
定
期

間
は
げ
し
い
訓
練
や
し
き
た
り
や
部
族
の
秘
儀

が
教
え
ら
れ
る
。

小
舎
全
体
は
一
種
の
怪
物
と

み
な
さ
れ
、
入
口
に
は
お
そ
ろ
し
い
像
が
飾
り

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
少
年
た
ち
は
怪
物

に
呑
み
込
ま
れ
、
そ
の
胎
内
で
い
ろ
い
ろ
の
試

練
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
済
む

と
、
再
び
怪
物
の
口
か
ら一
人
ず
つ
出
て
く
る
。

そ
の
時
は
丁
度
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
の

よ
う
に
地
面
を
遣
っ
て
出
て
き
て
、
コ
ト
パ
も

幼
児
の
よ
う
な
音
声
を
発
す
る
。

そ
れ
は
少
年

た
ち
が
少
年
と
し

て
死
ん
で
、
成
人
と
な
っ
て

生
ま
れ
て
来
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
う
し
て
、
昨
日
の
少
年
は
死
ん
で
、
新

し
い
人
間
と
な
っ
て
、

一
人
前
の
部
落
民
と
な

- 5-
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る
の
で
あ
る
。

人
間
は
こ
う
し
て
一
生
の
問
、
何
回
か
変
身

し
て
行
く
の
で
あ
る
。

結
婚
式
で
花
嫁
が
白
無

垢
か
ら
打
か
け
に
な
り
、
ふ
り
袖
に
衣
裳
が
え

す
る
の
も
、
少
女
か
ら

一
人
前
の
女
性
へ
と
変

わ
っ
て
行
く
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
宗
教
の
世
界
で
も
変
身
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

宗
教
の
場
合
は
変
身
で
は
な
く
「
変
心
」
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
角
そ
れ
ま
で
の
人

格
か
ら
脱
け
出
し
て
「
宗
教
的
」
人
格
に
生
ま

れ
変
わ
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
回

心
」
と
呼
ん
で
い
る
し
、
イ
エ
ス

・

キ
リ
ス
ト

が
三
十
歳
で
予
言
者
ヨ
ハ
ネ
の
洗
礼
に
よ
っ
て

回
心
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

釈
尊
は
三
十

五
歳
の
時
、
坐
禅
膜
想
に
よ
っ
て
「
悟
り
」
を

開
か
れ
た
の
も
、
一
種
の
回
心
、
さ
ら
に
は
変

心
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
偉
大
な
宗
教
者
は

そ
れ
ぞ
れ
は
げ
し
い
修
行
を
経
て
「
自
己
変
革
」

を
し
て
、
新
し
い
信
仰
の
世
界
を
聞
い
た
の
で

あ
る
。

浄
土
宗
の
開
祖
法
然
上
人
は
四
十
三
歳

の
時
、
そ
れ
ま
で
の
教
え
を
捨
て
去
っ
て
、
新

し
い
念
悌
信
仰
に
入
ら
れ
、
有
名
な
「
選
択
本

願
念
悌
集
」
を
著
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
そ
れ
ま
で
の
む
ず
か
し
い
悌
道
修
行
を
ふ

る
い
捨
て
て
、
た
だ
、
阿
弥
陀
悌
の
本
願
で
あ

る
念
悌
を
唱
え
さ
え
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
者

も
救
わ
れ
る
道
を
選
び
取
っ
た
の
で
あ
る
。
念

悌
以
外
の
こ
と
は
往
生
の
た
め
に
は
不
用
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る

。

か
つ
て
、
「
智
慧
第
一

の
法
然
宙
開
」
と
い
わ
れ
、
当
時
の
悌
教
界
で
は

第

一
の
智
者
だ
っ
た
法
然
上
人
が
浄
土
宗
を
聞

か
れ
て
か
ら
は
、
ご
自
分
の
こ
と
を
「
十
悪
の

- 6 一
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法
然
房
、
愚
痴
の
法
然
房
」
と
い
わ
れ
、
そ
れ

ま
で
の
智
話

・

学
問
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
「
赤

子
」
の
よ
う
に
純
粋
な
心
で
念
悌
に
は
げ
ま
れ

た
の
で
あ
る
。

「
上
人
常
の
仰
せ
に
は
、
源
空
(
法
然
上
人
)

は
智
箆
も
て
人
を
化
す
る
も
な
お
不
足
な

り

。

法
性
寺
の
空
阿
弥
陀
悌
(
人
名
)
は
愚
痴

な
れ
ど
も
、
念
悌
の
大
先
達
と
し
て
あ
ま
ね

く
化
導
ひ
ろ
し
、
我
も
し
人
身
を
う
け
な
け

れ
ば
大
愚
痴
の
身
を
受
け
、
念
悌
勧
行
の
人

と
な
ら
ん
」

町一. 守司- -司令 - -

私
は
今
ま
で
、
知
ぷ
や
智
却
に
よ
っ
て
人
を

教
え
導
い
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
不
充
分
で
あ

る
法
性
寺
の
空
阿
弥
陀
悌
と
い
う
人
は
愚
か

で
は
あ
る
が
、
念
悌
信
仰
の
大
先
輩
と
し
て
多

く
の
人
々
を
教
え
導
い
て
い
る
。

ね
が
も
し
次

の
世
に
人
間
に
生
ま
れ
た
な
ら
、
空
阿
弥
陀
悌

の
よ
う
に
、
何
を
知
ら
ず
と
も
た
だ
念
悌
に
は

げ
ん
で
、
多
く
の
人
を
教
え
導
き
た
い
も
の
で

あ
る
。

法
然
上
人
は
、
四
十
三
歳
の
時
、
本
当

に
宗
教
的
に
「
成
人
」
さ
れ
た
の
で
あ
る。

今
月
の
二
十
五
日
、
法
然
上
人
は
八
十
歳
で

亡
く
な
ら
れ
た
。

流
罪
を
持
さ
れ
て
、
前
年
の

語
、
や
っ

と
京
都
点
山
の
旧
印
刷
に
お
鮒
り
に

な
っ
た
が
、
長
い
流
罪
生
活
と
老
齢
の
た
め
正

- 7-

月

二
日
よ
り
病
床
に
臥
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
し
か
し
、
床
上
に
あ
っ
て
も
念
悌
だ
け
は

片
時
も
休
み
な
く
明
え
ら
れ
て
い
た
。

病
勢
が

進
み
、
二
十
日
に
は

一房
舎
の
上
に
紫
雲
が
棚
引
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き
、
上
人
は
空
中
の
一
点
を
じ
っ
と
見
つ
め
ら

れ
て
い
る
の
で
、
弟
子
た
ち
が
た
ず
ね
る
と
「
悌

さ
ま
が
お
い
で
に
な
っ
た
」
と
答
え
ら
れ
た。

そ
れ
以
後
、
上
人
は
時
に
高
声
に
て
念
備
を
唱

え
ら
れ
て
い
た
が
、
弟
子
の
勢
観
房
源
智
が
、

お
形
見
の
し
る
し
に
念
備
の
教
え
の
肝
要
を
お

残
し
下
さ
い
と
た
の
む
と
、
床
上
に
鑑
紙
を
求

め
ら
れ
、

一
枚
の
半
紙
に
サ
ラ
サ
ラ
と
性
き
下

さ
れ
た
。

こ
れ
が
浄
土
宗
の
も
の
が
朝
に
タ
に

お
唱
え
す
る
「

一
枚
起
請
文
」
で
あ
っ
た
。

二
十
五
日
の
午
(
ひ
る
)
の
刻
よ
り
念
悌
の

お
声
が
か
す
か
と
な
り
、
時
々
、
高
い
声
で
念

僻
さ
れ
、
慈
党
大
師
の
賜
っ
た
九
条
の
袈
裟
を

か
け
、
頭
を
北
に
、
顔
を
面
に
む
け
、
「
光
明

遍
照
、
十
方
世
界
、
念
悌
衆
生
、
摂
取
不
捨
」

と
お
唱
え
に
な
っ
た
の
ち
、
ね
ぶ
る
が
如
く
に

し
て
息
絶
え
ら
れ
た
。

息
絶
え
た
の
ち
も
な
お
、

十
返
ほ
ど
唇
を
動
か
さ
れ
た
。

建
暦
二
年
ご

一
一二
三

年
)
正
月
二
十
五
日
、
「
日
午
の
正
中

な
り

」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

。

正
月
の
三
目
、
弟
子
の
一
人
が
、
こ
の
た
び

は
ご
往
生
な
さ
る
の
で
す
か
と
問
う
た
と
こ

ろ
、

「
わ
れ
も
と
俺
楽
に
あ
り
し
身
な
れ
ば
、
さ

- 8 ー

だ
ん
で
か
え
り
ゆ
く
べ
し
」

と
お
答
え
に
な
っ
て
い
る
。

法
然
上
人
は
極
楽

か
ら
わ
れ
わ
れ
を
教
え
導
く
た
め
に
こ
の
世
に

生
ま
れ
ら

れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
世
が
終
れ
ば
、

当
然
も
と
い
た
極
楽
に
帰
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。



@
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仏

正

月

勝

正
月
元
日
を
中
心
と
し
た
大
正
月
(
男
正
月
)
の

新
年
行
事
に
対
し
て
、
正
月
十
五
日
を
中
心
と
し
て

営
ま
れ
た
小
正
月
(
女
正
月
)
の
行
事
も
、
地
方
色

豊
か
な
ゆ
か
し
い
行
事
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

仏
正
月
も
、
小
正
月
を
過
ぎ
た
正
月
十
六
日
頃
に
行

な
わ
れ
て
き
た
行
事
で
、
新
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て

寺
参
り
、
墓
参
り
を
し
、
あ
る
い
は
仏
捕
に
正
月
の

あ
れ
こ
れ
の
供
養
の
品
々
を
供
え
、
あ
ら
た
め
て
仏

を
お
柁
り
す
る
仏
事
の
は
じ
め
の
儀
式
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
各
地
方
に
よ
っ
て
は
正
月
四
日
と
か
卜

ひ
し
ち

八
日
と
か
二
十
日
と
か
、
営
ま
れ
た
日
日
も
さ
ま
ざ

崎

裕

彦

ま
で
あ
り
、
お
盆
と
並
ん
で
伝
統
的
な
魂
祭
行
事
と

し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
俳
諦
で
は
、

〈
も
あ
け

仏
の
正
月
、
仏
の
目
、
仏
の
口
明
、
先
祖
正
月
、
寺

年
始
な
ど
と
い
う
季
語
と
な
っ
て
い
る
。

ひ
と
り
来
て
仏
の
正
月
崖
荒
し
(
鬼
彦
)

と
こ
ろ
で
念
仏
の
口
明
と
か
鉦
起
し
、
鉦
始
め
な

ど
と
い
わ
れ
る
の
も
、
仏
正
月
と
同
じ
意
味
で
、
一

年
最
初
の
念
仏
は
じ
め
の
行
事
で
あ
る
。
小
正
月
を

済
ん
だ
頃
の
心
の
習
俗
と
し
て
、
百
万
遍
の
数
珠
を

繰
り
な
が
ら
、
老
若
男
K
が
こ
ぞ
っ
て
念
仏
を
唱
え

た
も
の
で
あ
る
。

時
の
流
れ
と
共
に
、
習
俗
も
一
新

し
、
仏
正
月
と
い
っ
た

d
柴
も
次
第
に
聞
か
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
の
念
仏
の
n
明
は
、
精
一

杯
の
声
を
出
し
、
心
を
込
め
て
鉦
の
音
に
託
し
た
い
。

一
線
を
画
し
て
唱
う
鉦
始
め
(
総
彦
}

- 9 一
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年

史

申

え
と
み
ず
の
え
事
る

平
成
四
年
は
、
干
支
の
上
か
ら
壬
申
に
あ
た
る

き
る
ど
し

の
で
申
年
と
い
い
、
十
二
支
に
あ
て
る
と
動
物
の
穣

の
年
で
あ
る
。
申
は
時
間
の
上
で
は
午
後
四
時
を
い

い
、
ま
た
午
後
三
時
か
ら
五
時
ま
で
の
二
時
間
を
い

号先
ロ火

ぜ
ん善

・0
・a
.，
.
.
.
.
.
.
.

n
u
 

高田2

回ど

隆?

ぅ
。
申
は
方
角
の
上
か
ら
西
南
西
を
い
う
。
本
年
は

西
暦
一
九
九
二
年
、
仏
誕
暦
で
は
二
五
五
八
年
で
あ

る
。
昭
和
以
来
六
十
七
年
、
大
正
以
来
八
十
一
年
、

明
治
以
来
宵
二
十
四
年
あ
と
八
年
で
二
十
一
世
紀
で



L

ん
L

ん

あ
る
。
申
年
は
申
々
の
び
の
び
と
和
ら
ぐ
年
で
あ
る
。

u

じ
申
う

れ
い
ち
ょ
う

も
〈

績
は
晴
乳
霊
長
自
に
属
し
人
間
に
も
っ
と
も
近

い
高
等
な
動
物
で
あ
る
。

猿
は
欧
州
、
豪
州
、
北
米

を

除
い
て
世
界
の
温
熱
帯
各
地
に
生
息
し
、
種
類
も

き

わ
め
て
多
い
。

石
器
時
代
縄
文
土
器
の
貝
塚
の
中

か
ら
猿
の
骨
が
で
て
い
る
の
は
、
当
時
猿
の
肉
を
食

用
に
し
、
そ
の
皮
を
利
用
し
、
黒
焼
に
し
て
薬
用
に

は
に
わ
で
〈

し
た
。

古
墳
時
代
の
埴
輪
土
偶
に
牛
、
馬
、
犬
、
猪

と
と
も
に
猿
の
土
偶
が
出
土
し
て
い
る
の
は
狼
が
人

に
飼
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
だ
。

日
本
の
猿
は
、
か
え
ん
、
ま
し
ら
、
え
て
等
の
別

名
が
あ
る
。

猿
は
賢
い
動
物
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

L
h
η
 

和
訓
の
架
に
は
智
の
ま
さ
り
た
る
こ
と
か
ら
和
名

さ
る
の
語
が
で
き
た
と
い
う
。

古
事
記
と
日
本
書
紀
の
神
話
に
棋
の
話
は
な
い
。

事
る
た
ひ

ニ
の
み
ニ
と

猿
田
彦
命
が
で
て
い
る
が
こ
れ
は
人
名
で
あ
る

。

ひ

た
ち
ふ
ど
・

奈
良
時
代
の
常
陸
国
風
土
記
に
は
じ
め
て
狼
の
住
ん

で
い
た
こ
と
が
認
る
さ
れ
て
い
る
。

和
名
抄
に
「
猿
、

-ez-

音
は
掴

(え
ん

)、
字
は
績
に
作
る
。

和
名
は
佐
流
」

と
あ
り
、
ま
た
八
雲
御
抄
に
「
猿
、
ま
し
ら
、
ま
し

こ
、
ま
し
」
と
猿
の
別
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

古
歌

に
は
猿
は
取
材
さ
れ
て
い
な
い
。

万
葉
集
に
猿
の
歌

は
つ
ぎ
の

一
首
だ
け
で
あ
る
。

巻
三
大
宰
師
、
大
伴

卿
、
酒
を
讃
ざ
る
歌
十
三
首
の
一
。

品
に
〈
き

か

O
あ
な
醜
賢

し

ら
を
す
と
酒
飲
ま
ぬ
人
を
よ
く
見

ぱ
旗
に
か
も
似
る

- 11 ー

賢
し
こ
そ
う
に
し
て
い
て
も
酒
を
飲
ま
な
い
人
は
狼

の
よ
う
だ
と
の
意
味
で
あ
る
。

古
今
集
に
も
娘
の
歌
は
つ
ぎ
の
二
首
で
あ
っ
て
、

古
来
猿
は
歌
に
品
ま
れ
な
か
っ
た
。

O
わ
び
し
ら
の
ま
し
ら
は
な
き
そ
足
引
の
山
の
か
ひ

あ
る
け
ふ
に
や
は
あ
ら
ぬ



O
空
消
く
有
明
の
月
は
か
げ
す
み
て
木
高
き
杉
に
ま

し
ら
晴
く
な
り

申
の
文
字
は
象
形
文
字
で
あ
っ
て
、
背
筋
を
伸
ば

し
て
直
立
し
て
い
る
姿
か
ら
出
来
た
文
字
で
あ
る
。

ー
古
墳
時
代
の
媛
の
繍
輸
(茨
M城
県
玉
造
町
出
土
)
|

猿
は
象
形
文
字
で
は
な
い
。

脅
か
ら
の
合
成
文
字
で

あ
る
。

欧
州
に
は
猿
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
ギ
リ
シ

ァ
、
ロ
l

マ
の
人
た
ち
は
ア
フ
リ
カ
か
ら
猿
を
輸
入

し
て
飼
育
し
た
。

エ
ジ
プ
ト
で
は
マ
ン
ト
ヒ
ヒ
を
聖

獣
と
し
て
あ
が
め
た
。

日
本
で
は
猿
が
人
に
似
て
い

ひ
ょ
し

る
こ
と
か
ら
神
重
視
さ
れ
、
日
吉
神
社
で
は
猿
は
神

使
と
さ
れ
、
山
の
神
の
神
使
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
き

た
。

そ
の
た
め
猿
を
殺
す
こ
と
忌
み
、
さ
る
と
い
う

言
葉
も
忌
み
、
猟
師
は
、
猿
を
、
や
ま
す
ひ
と
、
よ

も
の
、
よ
ぽ
、
は
か
も
の
、
な
ど
と
い
っ
た
。

信
州
上
伊
那
郡
長
谷
村
の
伊
那
里
小
学
校
の
校
庭

に
孝
行
狼
の
碑
が
あ
る。

ア
ラ
ラ
ギ
の
歌
人
で
芸
大

出
身
の
彫
刻
家
、
藤
沢
古
実
の
歌
碑
の
レ
リ
ー
フ
で

あ
る
。

そ
の

一
首
。

12 -

O
息
た
え
し
親
を
生
か
さ
ん
と
か
わ
る
が
わ
る
き
ず

あ
た
た
む
る
三
匹
の
子
猿
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りこ
、の

明村
日の
は猟
皮師
をが
刺It 大
が雪
その
う帰
とり
凍品道
り
つ大
か猿
なを
い討
よち
うと

に
囲
炉
裏
の
火
を
埋
め
て
吊
し
た
。

夜
更
け
に
火
影

が
ち
ら
つ
く
の
で
、
よ
く
見
る
と
子
狼
が三
匹
、
一

匹
づ
っ
か
わ
る
が
わ
る
火
で
手
を
あ
ぶ
り
、
親
猿
の

鉄
砲
傷
を
あ
た
た
め
て
い
た
。

猟
師
は
こ
の
哀
れ
な

子
猿
の
光
景
に
感
銘
し
、
翌
日
、
念
仏
の
行
者
と
な
っ

て
、
諸
国
行
脚
の
旅
に
出
た
と
い
う
。

こ
の
話
に
よ
っ

て
孝
行
披
の
歌
を
数
多
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

古
代
か
ら
現
代
ま
で
狼
を
神
重
視
し
て
い
る
の
は

イ
ン
ド
で
あ
る
。

イ
ン
ド
古
代
叙
事
詩
ラ
l

マ
l

ヤ

ナ
に
聖
狼
ハ
ヌ
マ
ッ
ト
が
活
躍
す
る
。

ラ
l
マ
王
子

の
妃
シ
l

タ
l

が
悪
魔
ラ
l

パ
1

ナ
に
捕
え
ら
れ
た

の
を
ハ
ヌ
マ
ッ
ト
が
悪
魔
を
退
治
し
て
シ
1

タ
ー
を

取
り
戻
す
の
で
あ
る
。

こ
の
説
請
は
演
劇
と
な
っ
て

現
在
も
ひ
ろ
く
続
け
ら
れ
て
い
て
東
南
ア
ジ
ア
各
地

に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

事

い
申
ぅ

・

中
国
宗
代
に
で
き
た
西
遊
記

に
も
影
響
し
て
い
る
。

仏
典
ジ
ャ
1

タ
カ
物
語
に
猿
の
説
請
が
多
い。
そ

の
一
つ
。

川
に
ワ
ニ
夫
婦
が
住
ん
で
い
た
が
饗
が
病

気
に
な
り
、
猿
の
心
臓
が
よ
く
き
く
と
い
う
の
で
こ

れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。

岸
辺
に
猿
を
見
つ
け

た
ワ
ニ
は
対
岸
に
お
い
し
い
果
物
が
た
く
さ
ん
あ
る

か
ら
連
れ
て
い
こ
う
と
誘
う
。

狼
は
よ
ろ
こ
ん
で
ワ

ニ
の
背
に
乗
っ
た
が
、
川
の
中
ほ
ど
で
、
ワ
ニ
は
長

が
病
気
で
狼
の
心
臓
を
食
べ
さ
せ
た
い
た
め
だ
ま
し

て
連
れ
て
来
た
こ
と
を
話
し
た
。

す
る
と
猿
は
そ
の

心
臓
は
も
と
の
川
岸
の
木
に
吊
し
て
き
た
か
ら
、
川

岸
に
返
し
て
く
れ
た
ら
す
ぐ
心
臓
を
と
っ
て
く
る
と

- 14 ー

約
束
し
た
。

猿
は
岸
に
近
づ
く
と
ワ
ニ
の
背
か
ら
と

ぴ
移
っ
て
逃
げ
た
と
い
う
説
話
で
あ
る。

二
う
し
人

庚
申
塔
は
ど
こ
で
も
よ
く
見
か
け
る
。

庚
申
と
文



し
よ
う

め
ん
ニ
ん
ご
う

字
だ
け
の
碑
、
青
面
金
剛
を
刻
し
た
碑
、
そ
の
下

部
に
見
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
、
言
わ
ざ
る
の
三
猿
を
刻

し
た
も
の
、
ま
た
三
猿
だ
け
の
碑
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ

る
が
、
昔
、
庚
申
鼻
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

で
あ
る
。

開
発
の
進
ん
だ
江
東
区
に
ま
だ
庚
申
塔
はど

う

二
十
九
基
現
存
し
て
い
る
。

庚
・
甲
信
仰
は
中
国
の
道

‘
.‘
&
aフ

教

に
由
来
し
、
奈
良
時
代
に
伝
来
し
、

こ
れ
に
仏

l
l

三
強
(
見
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
、
曾
わ
ざ
る
)
の
碑

(江
東
区
宮
岡
八
幡
宮
)
l
l

教
信
仰
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る。
昔
は
庚
申
の
碑

に
集
ま
っ
て
食
事
、
飲
酒
、
雑
談
な
ど
を
し
て
一
夜

一一インドネシア・ボロブドールの遺跡

三mの彫刻がある一一
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事
ん

を
明
か
し
た
も
の
で
あ
る
。

人
間
の
体
内
に
い
る
三

し
て
ん

戸
と
い
う
護
物
が
、
庚
申
の
体
内
か
ら
抜
け
出
し
天

τ
い帝

に
そ
の
罪
状
を
報
告
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の

人
の
寿
命
が
決
定
す
る
の
で
、

一
夜
を
眠
ら
な
い
で

三
戸
の
抜
け
出
す
の
を
防
ぐ
こ
と
が
庚
申
行
事
と
な

り
、
江
戸
時
代
と
く
に
盛
ん
に
な
っ
た

。

仏
教
の
背

T
A
L
 

面
金
剛
は
悪
魔
を
除
き
、
体
内
の
伝
戸
と
い
う
死
病

を
除
く
こ
と
か
ら
広
く
信
仰
さ
れ
、
道
教
の

三
戸
と

仏
教
の
伝
戸
と
が

一
体
視
さ
れ
て
、
さ
か
ん
に
信
仰

さ
れ
て
き
た
。

さ
ら
に

三
猿
は
孔
子
の
不
見
、
不
問
、

不
言
の
三
つ
の
「
ざ
る
」
が
猿
に
通
ず
る
こ
と
か
ら
、

目
、
耳
、
口
の
そ
れ
ぞ
れ
を
ふ
さ
ぎ
、
三
猿
の
こ
と

わ
ざ
と
な
っ
た
。

三
猿
は
人
の
短
所
を
見
な
い
、
人

の
非
を
聞
か
な
い
、
人
の
過
失
を
言
わ
な
い
と
い
う

戒
め
の
格
言
で
あ
る
。

ま
た
正
し
い
も
の
を
よ
く
凡

て
、
普
い
話
を
よ
く
聞
き
、
人
の
た
め
世
の
た
め
に

な
る
こ
と
を
よ
く
発
言
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の

三
狼
思
想
は
中
国
の
み
な
ら
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
各
地

に
伝
播
し
て
い
る
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
ン
コ
ー
ル

ワ
ッ

ト
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ポ
ロ
プ
ド
ー
ル
の
遺
跡

に
三
猿
の
彫
刻
が
現
存
し
て
い
る。
三
猿
思
想
は
古

代
イ
ン
ド
の
倫
理
思
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

猿
に
芸
を
教
え
て
舞
い
を
さ
せ
た
り
、
芸
を
さ
せ

s
b

ひ
量

た
る
こ
と
を
猿
曳
と
い
い
、
猿
引
き
、
狼
回
し
、
狼

事
る

か
い

遣
い
、
狼
飼
と
も
い
い
、
厩
で
舞
わ
せ
る
と
馬
の
病

気
を
除
く
と
い
わ
れ
る
中
国
の
思
想
に
由
来
す
る
。

吾
妻
鏡
に
寛
元
三
年

(
一
二四
四
)
四
月
二
十
一
日
、

み
ま
事
か

足
利
義
氏
が
美
作
国
(
岡
山
県
)
か
ら
猿
の
舞
い

の
で
き
る
の
を
鎌
倉
将
軍
に
献
上
し
た
と
あ
る
。

和

漢
三
才
図
会
で
は
、
紀
州
の
岸
甚
兵
衛
が
猿
引
き
の

始
め
と
い
う
。

京
都
の
猿
引
き
は
毎
年
正
月
五
日
内

裏
に
行
き
、
狼
を
舞
わ
せ
た
が
、
平
素
は
京
の
町
を
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回
っ
て
い
た
。

江
戸
の
猿
引
き
は
年
の
暮
れ
か
ら
初
春
に
か
け
て

江
戸
の
町
内
を
回
り
米
銭
を
受
け
た
。

天
正
十
八
年

(
一
五
九O
)
徳
川
家
康
が
江
戸
に
入
っ
た
と
き
、

そ
の
乗
馬
が
病
気
に
な
り
、
猿
引
き
を
さ
し
向
け
祈

祷
し
た
と
こ

ろ
馬
の
病
気
が
平
婿
し
た
。
こ
の
た
め

-
|
沼
田
し

(鈴
木
春
信
事
i
l

毎
年
正
月
十

一
日
、
江
戸
城
馬
屋
へ
狼
引
き
を
つ
れ

て
い
く
こ
と
が
例
と
な
っ
た
。

全
国
で
も
毎
年
正
月

馬
屋
の
祭
り
を
し
、
猿
を
舞
わ
せ
馬
の
悪
疫
災
害
を

除
く
こ
と
が
例
と
な
っ
た
。

ま
た
猿
が
馬
や
牛
を
引

く
絵
馬
札
を
貼
る
行
事
が
例
と
な
っ
た。
ま
た
江
戸

市
中
の
稜
引
き
が
、
浅
草
奥
山
に
お
い
て
猿
の
芝
居

を
見
せ
た
の
が
猿
芝
居
の
初
め
で
あ
っ
た
。

猿
芝
居
は
大
道
芸
の

一
種
で
あ
り
、
猿
に
芸
を
仕

込
ん
で
芝
居
を
見
せ
る
見
せ
物
で
あ
る

。

猿
に
歌
舞

伎
の
衣
装
や
か
つ
ら
を
つ
け
て
、
歌
舞
伎
役
者
の
ま

ね
や
所
作
を
さ
せ
、
三
味
線
や
太
鼓
に
合
わ
せ
て
演

技
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
主
演
が
械
で
あ
る
こ
と

に
人
気
が
あ
っ
た
。

猿
芝
居
の
主
な
芝
居
は
、
一
一
一
番

控
、
お
軽
勘
平
道
行
、
山
崎
街
道
、

一
の
谷
の
組
討
、

道
成
寺
、
石
輩
丸
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
殺
が
演
ず
る

と
こ
ろ
が
評
判
で
あ
っ
た
。

猿
が
犬
と
共
演
す
る
芝
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居
を
犬
芝
居
と
称
し
た。

う
つ
ぼ
Z

る

磯
田
し
を
題
材
と
し
た
狂

言
、
常
盤
津
に
靭
猿

げ
・

6
る

が
あ
り
、
長
唄
に
外
記
狼
な
ど
が
あ
る
。

歌
舞
伎
狂

言
の
世
話
物
に
、
近
松
徳
三
作
の
「
猿
曳
門
出
識(さ

る
ま
わ
し
か
ど
で
の
ひ
と
ふ
し
)
」
が
有
名
、

大
阪
の
初
演
で
あ
る
。

寛
政

十
年
(
一
七
九
八
)

そ
の
あ

-
|
癒
親
子
(部
分
、
雷
舟
画

〈伝
〉
)l
|

ら
筋
は
、
井
筒
屋
伝
兵
衛
が
思
人
の
た
め
に鷹
の
一

軸
を
探
し
て
い
た
。

そ
の

一
軸
は
亀
山
の
武
士
、
横

淵
官
左
衛
門
の
手
に
あ
り
、
そ
の
官
左
衛
門
が
伝
兵

衛
の
恋
人
で
あ
る
遊
女
お
俊
に
横
恋
慕
し
て
い
た。

伝
兵
衛
の
許
嫁
お
み
つ
の
兄
の
滝
口
左
内
の
尽
力

で
、
そ
の

一
軸
は
伝
兵
衛
の
手
に
入
っ
た
。
し
か
し

四
条
河
原
で
官
左
衛
門
と
争
う
う
ち
に
そ
の
一
軸
が

裂
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
伝
兵
衛
は
官
左
衛
門
を
殺
し

て
し
ま
っ
た
。

遊
女
お
俊
は
堀
川
に
住
む
兄
の
狼
回

し
与
次
郎
の
家
へ
、
伝
兵
衛
と
と
も
に
身
を
寄
せ
た
。

お
俊
と
伝
兵
衛
と
の
真
情
を
知
っ
た
与
次
郎
は
、
商

売
の
猿
を
回
し
て
二
人
の
門
出
を
祝
っ
た。
聖
護
院

の
森
で
心
中
し
よ
う
と
し
た
お
俊
と
伝
兵
衛を
追
っ

か
け
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
引
き
裂
か
れ

た

一
軸
が
偽
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
め
で
た

し
め
で
た
し
の
大
同
円
で
あ
っ
た
。

こ
の
芝
居
は
明
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治
時
代
ま
で
よ
く
上
演
さ
れ
、
綾
田
し
が
出
現
す
る

こ
と
に
評
判
が
高
ま
っ
た
。

猿
回
し
は
、
正
月
の
旬
と
し
て
芭
蕉
の
句
が
あ
る
。

め
ん

O
年
ど
し
か
猿
に
着
せ
た
る
績
の
面
芭
蕉

こ
の
句
は
芭
蕉
没
年
の
前
年
、
元
禄
六
年
(
二
ハ

九
一
ニ
)
の
作
で
あ
る
。
古
い
年
が
去
っ
て
新
し
い
年

が
来
て
、
年
々
過
ぎ
去
っ
て
い
く
。
正
月
に
猿
回
し

が
猿
に
面
を
つ
け
さ
せ
て
猿
に
舞
わ
せ
て
い
る
が
、

ど
ん
な
面
を
つ
け
も
猿
は
猿
で
あ
る
よ
う
に
人
は
同

じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
こ
の
句
だ
け
「
元
旦
」
と
前
書
き
が
し

て
あ
る
の
は
、
当
時
直
接
季
品
の
な
い
こ
と
が
問
題

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
の
ち
に
は
猿
回
し

は
正
月
の
季
語
と
な
っ
て
い
る
。

O
猿
舞
や
餅
い
た
だ
き
て
子
に
く
れ
る
一
茶

芭
蕉
は
、
延
宝
八
年
(
一
六
八
O
)か
ら
没
す
る
元

禄
七
年
(
一
六
九
四
)
ま
で
深
川
芭
蕉
曜
を
本
拠
と
し

活
路
し
た
が
、
芭
蕉
庵
の
近
く
に
猿
子
橋
が
あ
り
、

事
る
み
の

猿
蓑
と
い
う
句
集
が
刊
行
さ
れ
、
猿
と
の
ゆ
か
り
が

多
い
。
猿
蓑
は
元
禄
四
年
(
一
六
九
二
刊
行
さ
れ
、

蕉
風
円
熟
期
を
代
表
す
る
撰
集
で
、
俳
諾
七
部
集
の

一
つ
で
あ
る
。
書
名
は
芭
蕉
の
発
句
に
由
来
す
る
。

二
品
の

O
初
し
ぐ
れ
猿
も
小
蓑
を
ほ
し
げ
也
芭
官
官
…

元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
初
冬
、
伊
賀
の
故
郷
に

帰
る
と
き
の
句
で
、
初
し
ぐ
れ
が
季
語
、
猿
も
人
間

の
よ
う
に
笠
が
欲
し
そ
う
だ
と
い
う
句
意
で
あ
る
。

芭
蕉
の
句
で
猿
引
の
つ
ぎ
の
句
が
あ
る
。
元
禄
年

間
の
作
で
あ
る
。

O
狼
引
は
棋
の
小
袖
を
き
ぬ
た
哉
芭
蕉

-
血
た

秋
も
深
ま
る
と
夜
寒
の
こ
と
、
家
々
か
ら
砧
を

打
つ
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
、
猿
引
き
も
砧
を
打
っ

て
披
の
着
物
を
用
意
し
て
や
る
と
の
句
意
で
あ
る
。



事
る
ま
る
た

百
人
一
首
の
中
に
三
十
六
歌
仙
の

一
人
、
猿
丸
大

。
ぅ夫
の
歌
が
あ
る
。

O
奥
山
に
紅
葉
踏
み
分
け
鳴
く
鹿
の
声
き
く
時
ぞ
秋

は
か
な
し
き

綴
丸
大
夫

こ
の
歌
は
深
い
山
の
中
で
紅
葉
を
踏
ん
で
ゆ
く
と

鳴
く
鹿
の
声
が
聞
え
て
、
秋
の
さ
み
し
さ
が
身
に
し

み
て
悲
哀
を
感
ず
る
と
い
う
歌
意
で
あ
る
。

百
人
一

首
の
作
者
は
全
て
明
ら
か
で
あ
る
の
に
猿
丸
太
夫
だ

け
は
生
没
不
詳
で
あ
る
。
一
二十
六
歌
仙
の

一
人
と
さ

れ
て
い
る
が
、

一
一
一
十
六
歌
仙
伝
に
も
不
持
と
あ
り
、

猿
丸
大
夫
集

一
巻
も
あ
る
が
、
万
葉
集
な
ど
の
読
み

人
し
ら
ず
の
歌
で
あ
っ
て
、
大
夫
の
歌
と
確
認
さ
れ

る
も
の
は
な
い
。

し
か
し
古
今
集
時
代
に
は
実
在
の

歌
人
と
さ
れ
て
い
た
。

歌
人
と
し
て
よ
り
も
広
く
伝

説
化
さ
れ
て
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
昔
、
有
宇
中
将

ち
ょ

っ
か
ん

が
勅
勘
を
受
け
て
、
奥
州
小
野
郷
の
朝
日
長
者
の

客
と
な
っ
て
い
た
。

長
者
の
娘
を
妻
と
し
、

ま
紛
う

も
う
け
馬
王
と
称
し
た
。

馬
王
長
じ
て
待
女
に

一
子

を

生
ま
せ
た
が
、
容
貌
見
苦
し
く
猿
に
似
て
い
る
こ

と
か
ら
猿
麻
呂
と
名
づ
け
た
。

宥
宇
中
将
と
そ
の
饗

は
死
ん
で
二
荒
山
の
神
と
な
り
、
男
体
構
現
、
女
体

権
現
と
っ
た
。

山
の
湖
を
め
ぐ
っ
て
赤
城
の
神
と
の

争
い
と
な
り
、
二
荒
の
神
は
大
蛇
と
な
り
、
赤
城
の

U

か
で

神
は
大
百
足
と
な
っ
て
戦
っ
た

。
二
荒
の
神
は
敗
色

濃
く
な
り
、
鹿
ぬ
の
神
の
助

言
を
い
れ
て
、
弓
の
名

手
の
狼
麻
呂
の
助
け
を
う
け
た
。

猿
麻
呂
は
大
百
足

を
討
ち
と
り
利
根
川
か
ら
引
き
返
し
た
。

血
が
流
れ

て
赤
く
な
っ
た
の
で
赤
沼
、
赤
く
な
っ
た
山
を
赤
木

(
域
)
山
、
麓
の
温
泉
を
赤
比
曽
湯
と
い
い
、
敵
を

討
っ
た
場
所
を
宇
都
宮
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た。

猿
麻
呂
は
の
ち
に
宇
都
宮
大
明
神
と
崇
め
ら
れ
た
。

狼
麻
呂
は
狼
九
大
夫
で
あ
っ
た
と
伝
え
る。

一
子
を

nv
 



O
H
維
持
会
員

H

の
ご

の
お
願

加

入

戸\

し、

法
然
上
人
讃
仰
会
は
月
刊
誌
『
浄
土
」
を
刊
行
し
な
が
ら
、
法
然
上
人
の
教
え
を
宣
揚
し
、
念
仏
信
仰

の
実
践
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
、
「
浄
土
』
誌
は
五
十
七
巻
を
刊
行
し
、
鎖
仰
会
創
立
以
来
の
熱

意
を
盛
り
返
し
た
く
努
力
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
弊
会
の
活
動
は
、
ヲ
浄
土
』
誌
の
刊
行
が
唯
一
の
務
め

と
い
う
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
細
々
と
し
た
微
力
な
努
力
に
終
始
し
て
い
る
状
態
で
す
。
し
か
も
雑
誌
の
発

行
自
体
も
不
手
際
や
遺
漏
の
多
い
作
業
で
、
愛
読
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
会
員
諸
兄
に
は

、

ま
こ
と
に
申

し
訳
な
ρ
か
ぎ
り
で
あ
り
ま
す

。

し
か
し
と
も
か
く
も
「
浄
土
』
の
灯
を
消
す
こ
と
な
く
、
遅
々
と
し
た

歩
み
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
一
歩

一
歩
前
進
し
て
ま
い
り
た
く
、
担
当
の
も
の
、
二
層
の
梢
進

を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
「
年
会
費
金

二
万
円
」
の
ご
助
成
を
も
っ
て
、
弊
会
の
維
持
会
員
と
し
て
月
刊
『
浄

土
』
刊
行
に
暖
か
い
ご
支
搬
を
賜
わ
り
た
く
、
重
ね
て
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す。

法
然
上
人
鎖
仰
会
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霧
ヶ
峰
で
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
訓
練
が
始
ま
っ
た
の
は

昭
和
七
年
か
ら
だ
と
い
う
。
戦
時
中
の
滑
空
機
乗
り

に
と
っ
て
、
霧
ヶ
峰
は
聖
地
で
あ
っ
た
。
霧
ヶ
峰
の

空
を
飛
ば
な
け
れ
ば
、
一
人
前
の
滑
空
機
乗
り
と
し

て
認
め
て
貰
え
な
い
よ
う
な
風
潮
さ
え
あ
っ
た
。
間 み

(支)

木Z

下主

樋 匁3
・ーう

き -2

和
二
十
年
の
終
戦
間
際
、
愛
媛
県
松
山
市
東
郊
の
見

奈
良
と
い
う
山
聞
の
ゴ
ル
フ
場
の
跡
地
で
、
初
歩
訓

練
を
受
け
た
中
学
二
年
生
の
私
に
は
、
地
図
で
そ
の

場
所
を
確
認
す
る
だ
け
で
、
乗
車
券
の
入
手
雛
や
列

車
の
混
雑
等
を
思
え
ば
、
霧
ヶ
峰
は
気
が
遠
く
な
る



ほ
ど
遠
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
聖
地
だ
っ

た
と
言
え
志
く
も
な
い
が
、
そ
の
聖
地
へ
十
年
ほ
ど

ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
私
は
足
を
踏
み
入
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
事
科
の
知
人
の
別
荘
に
招
か
れ

た
帰
り
道
、
立
ち
寄
っ
た
蕎
麦
屋
で
得
た
情
報
を
基

に
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
娘
を
督
励
し
て
霧
ヶ
峰
へ
向
か

わ
せ
た
の
で
あ
る
。

前
の
秋
、

「
今
も
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
訓
練
や
っ
て
ま
す
か
」

「
え
え
。
今
日
は
お
天
気
が
い
い
か
ら
飛
で
る
と
思

い
ま
す
よ
」

私
が
店
の
人
と
こ
ん
な
や
り
と
り
を
し
た
こ
と
を

知
ら
ぬ
娘
は
怪
請
な
顔
を
し
た
。

「
な
ん
で
、
今
頃
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
霧
ヶ
峰
な
ん
か
へ

行
く
の
?
日
が
暮
れ
ち
ゃ
う
わ
よ
」

「
い
い
か
ら
行
け
!

」

有
無
は
言
わ
せ
な
か
っ
た
。
少
年
の
白
か
ら
憧
れ

続
け
た
聖
地
の
す
ぐ
そ
ば
ま
で
来
て
い
な
が
ら
、
も

し
今
日
行
か
な
け
れ
ば
、
生
涯
悔
い
を
残
す
こ
と
に

な
る
に
迎
い
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

話
で
は
な
だ
ら
か
な
高
原
だ
と
聞
い
て
い
た
が
、

実
際
に
は
相
当
の
高
低
差
が
あ
り
、
車
山
の
裾
野
を

形
成
す
る
草
原
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
旗
の
吹
き
流

し
が
グ
ラ
イ
ダ
ー
場
の
位
置
を
示
し
て
い
た
。
近
づ

く
と
、
四
、
五
百
メ
ー
ト
ル
の
や
や
下
降
気
味
の
滑
走

路
と
、
事
務
所
兼
物
置
と
い
っ
た
プ
レ
ハ
ブ
の
小
屋

が
あ
る
だ
け
の
殺
風
説
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
一
一
概

繋
留
さ
れ
て
い
る
単
座
の
中
級
機
は
ド
イ
ツ
製
だ
っ

た
が
、
戦
時
中
に
購
入
し
た
も
の
か
機
体
は
か
な
り

草
臥
れ
て
い
た
。
主
翼
に
張
ら
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
の
、

塗
料
の
は
げ
た
箇
所
を
指
で
な
ぞ
っ
て
そ
の
感
触
を

懐
か
し
ん
で
い
る
と
、
自
の
前
の
滑
走
路
に
白
い
機

体
が
音
も
な
く
滑
り
込
ん
で
来
て
お
地
し
た
。
降
り
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て
来
た
中
年
の
操
縦
士
に
、

「
気
分
い
い
で
し
ょ
う
ね
え
」

と
声
を
か
け
る
と
、

「
最
高
で
す
よ。

風
の
具
合
は
い
い
し
、

ス
キ
の
穂
が
揺
れ
て
い
て
、
銀
世
界
の
上
を
飛
ん
で

い
る
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
:
:

:
」

と
、
満
足
そ
う
に
深
呼
吸
を
し
て
見
せ
た
。

〈
一面
の
銀
世
界
か

〉

そ
う
聞
か
さ
れ
る
ま
で
、
グ
ラ
イ
ダ
ー
に
ば
か
り

気
を
と
ら
れ
て
い
て
、
広
大
な
眺
望
は
眼
中
に
な

か
っ
た
。

し
か
し
、
改
め
て
辺
り

の
景
色
に
目
を
転

じ
る
と
、
見
渡
す
か
ぎ
り
の
ス
ス
キ
の
原
を
風
が
過

ぎ
る
た
び
に
、
白
い
穂
波
は
う
ね
り
立
つ
海
面
の
よ

う
に
次
々
と
そ
の
広
が
り
を
見
せ
な
が
ら
、
麓
の
方

へ
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
て
い
た。

吹
く
風
に
も
序
破
急
あ
り
ぬ
す
す
き
原

一
面
に
ス

隆

|
|

こ
ん
な
潜
在
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
、
転
た
寝

の
夢
の
中
に
ま
で
ス
ス
キ
が
表
れ
た
の
で
あ
ろ
う

ハ
'
ハ
ク

が
、〈薄
と
白
と
の
聞
に
関
連
は
な
い
か
引
〉と
、
は
っ

と
目
が
党
め
た
時
、
験
の
裏
で
は
ま
だ
穂
ス
ス
キ
の

白
い
色
が
揺
れ
て
い
た
。

す

f
ろ

思
え
ば
ス
ス
キ
ほ
ど
四
季
折
々
の
姿
を
、
末
黒
の

ス
ス
キ

(春
)
、
青
ス
ス
キ
(夏
)
、
花
ス
ス
キ

・

尾

花

(秋
)、
枯
れ
ス
ス
キ

・

枯
れ
尾
花

(冬
)
と
、

季
語
に
さ
れ
て
い
る
植
物
も
珍
し
い
。

今
は
全
く
と

い
っ

て
い
い
ほ
ど
忘
れ
去
っ

て
い
る
が
、
農
耕
民
族

だ
っ
た
我
々
の
祖
先
に
と

っ

て
は
、
ス
ス
キ
は
身
近

な
、
そ
し
て
生
活
す
る
う
え
で
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
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植
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

末
黒

の
ス
ス
キ
は
野
焼

・

山
焼
の
後
、
焼
け
焦
げ
た
古
株

か
ら
芽
吹
い
た
新
芽
を
喜
ぶ
感
覚
だ
し
、
そ
こ
に
は

そ
の
年
の
盛
か
な
稔
り
を
念
ず
る
思
い
も
含
ま
れ
て



い
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
青
々
と
生
い
繁
る
青
ス
ス
キ

に
は
別
の
喜
び
が
あ
っ
た
か
ら
、
炎
天
下
で
こ
れ
を

刈
り
取
る
苛
酷
な
労
働
も
、
さ
ほ
ど
苦
に
な
ら
な

か
っ
た
に
違
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
ス
ス
キ
の
育
ち

が
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
天
候
が
順
調
で
他
の
作
物

の
成
育
も
よ
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
ス
ス
キ
の
花
が
咲
く
頃
は
、
麦
以
外
の
五
穀
の

取
り
入
れ
の
季
節
で
、
当
然
収
穫
の
喜
び
が
あ
っ
た
。

枯
れ
ス
ス
キ
に
対
し
て
は
ど
ん
な
思
い
を
抱
い
て
い

た
か
不
明
だ
が
、
寒
風
に
耐
え
、
雪
に
押
し
ひ
し
が

え
て
も
耐
え
忍
ん
で
い
る
姿
を
見
て
、
春
の
到
来
の

早
か
ら
ん
こ
と
を
願
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
に
雛
く
な
い
。

つ
ま
り
、
ス
ス
キ
は
農
事
の
吉
凶

を
占
う
に
は
格
好
の
植
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

考
守
キ

大
阪
の
漢
方
医
寺
島
良
安
が
、
明
の
王
析
の
コ
ニ

々
も

才
図
会
」
に
倣
っ
て
正
徳
二
年
(
一
七
七
二
)
に
著

ス
ス
&
守

し
た
「
和
漢
三
才
図
会
」
に
、
「
薄
は
厚
い
薄
い
の

薄
の
字
で
、
草
む
ら
の
意
味
を
有
し
、
我
が
固
で
は

パ
ウ
よ
よ

(
=ぜ
)
の
訓
み
と
し
て
い
る
」
と
漢
文
で
記
し

て
い
る
こ
と
は
先
に
紹
介
し
た
が
、
こ
の
訓
み
が
い

つ
頃
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
良
安
は

一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。

夢
の
中
で
ひ

ら
め
い
た
薄
と
白
と
の
聞
に
、
何
か
つ
な
が
り
は
な

い
か
と
手
持
ち
の
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
調
べ
て
み
た

が
、
薄
イ
コ
ー
ル
白
と
い
う
明
快
な
答
え
は
得
ら
れ

な
か
っ
た
。

た
だ
角
川
書
店
版
の
「
漢
和
大
辞
典
」

に
、
「
味・
色
・

密
度

・

濃
度
な
ど
の
程
度
が
少
な

い
。

土
地
が
や
せ
て
い
る
。

組
末
な
。

」
と
い
う
説

明
の
と
こ
ろ
に
、
額
義
語
と
し
て

「白
」
が
挙
げ
ら

れ
て
い
た
の
が
、
私
に
は
唯

一
の
、
一
様
の
光
明
で

あ
っ
た
。

〈
や
は
り
、
満
更
縁
が
な
い
こ
と
は
な
い

の
だ
〉
と
に
ん
ま
り
し
た
途
端
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
、
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ゃ
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
あ
か
り

で
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
、
細
く
た
な
び
き
た
る
」
と

い
う
「
枕
草
子
」
の
官
頭
の

一
節
を
思
い
出
し
た
。

暗
黒
の
空
が
刻
一
刻
変
化
し
て
行
く
さ
ま
を
、
清
少

納
言
は
「
春
は
夜
明
け
に
限
る
。

だ
ん
だ
ん
と
白
み

つ
つ
あ
る
山
際
の
空
が
少
し
明
る
く
な
っ
て
、
紫
が

か
っ
た
雲
が
細
く
た
な
び
い
て
い
る
の
が
よ
い
」
と

簡
潔
に
描
写
し
て
い
る
の
を
、
つ
い
失
念
し
て
い
た

の
は
不
覚
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
黒
の
対
義
語
が
白

で
あ
る
こ
と
も
:
・
:
・。

夜
が
次
第
に
明
け
て
き
て
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ

た
も
の
が
、
薄
れ
ゆ
く
閣
の
中
か
ら
ぼ
ん
や
り
現
れ

て
く
る
さ
ま
を
「
し
ら
む
」
と
表
現
す
る
が、

古
人

は
夏
の
緑

一
色
の
ス
ス
キ
の
原
野
が
、
秋
、
白
一
色

に
染
め
変
わ
る
様
子
を
夜
明
け
の
現
象
に
見
立
て

て
、
草
む
ら
を
表
す
「
薄
」
の
字
に
、
ス
ス
キ
の
訓

み
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

そ
れ
が
い
つ

の
時
代
で
あ
っ
た
か
は
定
か

で
は
な
い
が
、
「
万
葉

集
」
と

「古
今
和
歌
集
」
と
の
聞
に

一
一
線
を
画
せ
そ

う
な
気
が
私
に
は
す
る
の
で
あ
る
。

当
時
は
二
字
の

聞
に
厳
然
た
る
区
別
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
青
ス
ス
キ
と
花
ス
ス
キ
の
形
態
の
相
違
が

微
妙
に
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
、
改
め
て
「
万

葉
集
」
を
見
る
と
、
ス
ス
キ
の
白
い
穂
が
風
に
廊
く

さ
ま
を
旗
に
例
え
て
「
旗
ス
ス
キ
」
と
す
る
説
に
従

え
ば
、
こ
の
ス
ス
キ
に
は

「薄
」
の
字
を
与
え
る
の

が
望
ま
し
い
。

「
花
ス
ス
キ
」
は
一
例
し
か
な
い
の

で
誤
字
と
断
じ
て
除
外
す
る
が
、
厄
介
な
の
は
「
ハ

ダ
(
波
太

・

皮
・

者
団
)
ス
ス
キ
」
で
あ
る
。
な
ぜ

ハ
タ
と
読
ん
で
は
い
け
な
い
の
か
、
古
来
定
説
は
な

く
、
ど
の
解
釈
も
想
像
の
域
を
出
て
い
な
い。
き
れ

ば
私
も
新
説
を
開
陳
さ
せ
て
頂
く
と
、
「
ハ
ダ
ス
ス
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キ
」
は
穂
に
か
か
る
枕
詞
的
な
使
い
方
を
さ
れ
て
い

る
言
葉
で
、
主
に
穂
に
出
る
以
前
の
、
つ
ま
り
葉
の

多
い
ス
ス
キ
、
「
葉
多
ス
ス
キ
」
の
状
態
を
指
し
て

い
る
。

但
し
、
「多
」
に
は
濁
音
が
な
い
の
で
「
太
」

や
「
回
」
を
当
て
て
「
ダ
」
と
読
ま
せ
た
の
は
、
旗

薄
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
と
ら
れ
た
苦
肉
の
用

字
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
の
段
階
の
青
ス

ス
キ
を
漢
字
で
表
す
と
す
れ
ば
、
「甚
だ
快
利
に
し

て
、
人
を
傷
つ
く
る
こ
と
鋒
刃
の
如
し

」
の
「
せ
」

し
か
な
い
。

「
古
今
和
歌
集
」
で
は
旗
薄
も
ハ
ダ
芋
」
も
消
え
て
花

薄
一
色
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
度
重
な
る
遷
都

の
後
、
よ
う
や
く
京
の
地
に
中
央
集
橘
国
家
を
確
立

し
た
平
安
時
代
に
入
っ
て
、
貴
族
を
中
心
と
す
る
上

流
社
会
と
、
そ
こ
に
隷
属
す
る
人
々
の
聞
に
芽
生
え

た
美
意
識
に

一
段
と
磨
き
が
か
か
り
、
作
歌
の
う
え

で
も
掛
詞
な
ど
に
技
巧
を
凝
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
の

も
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
旗
薄
や
ハ
ダ
を
よ
り
も

花
薄
の
方
が
、
い
わ
ゆ
る
華
の
あ
る
歌
が
作
り
易

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
花
薄
に
帰
納
し
た
最

大
の
原
因
は
、
平
仮
名
文
字
の
発
明
に
あ
っ
た
と
言

え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

字
面
か
ら
い
っ
て
も
「
は

な
」
の
方
が
ず
っ
と
優
し
い
し
、
歌
の
や
り
と
り
に

し
て
も
、
口
頭
で
述
べ
る
よ
り
は
紙
に
書
き
認
め
て

贈
っ
た
方
が
、
訴
え
る
力
は
ず
っ
と
強
か
っ
た
に
違

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
、
月
見
と
ス
ス
キ
の

関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

現
在
で
は
ス
ス
キ

は
お
月
見
に
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
草
と
、
飾
る
の
が

当
然
と
い
っ
た
感
じ
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、

月
に
ス
ス
キ
を
供
え
る
と
い
う
儀
式
の
裏
に
は
、
そ

れ
な
り
の
意
義
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。
「
万
葉
集
」
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巻
八
の
、
「
は
だ
す
す
き
尾
花
逆
葦
き
黒
木
も
ち
造

い
へ
よ
ろ
づ
よ

れ
る
室
は
万
代
ま
で
に
」
と
い
う
祝
ぎ
歌
を
見
て

い
る
う
ち
に
、
ふ
と
、
ス
ス
キ
は
租
(
年
貢
)
と
し

て
徴
収
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
い

た
。

藁
屋
根
や
イ
ネ
科
の
植
物
の
総
称
で
あ
る
笠
で

葦
い
た
萱
葦
き
の
屋
根
に
は
、
鹿
大
な
量
の
藁
や
萱

を
必
要
と
す
る
。

ち
ょ
っ
と
そ
の
辺
で
片
手
間
に

刈
っ
て
来
た
ぐ
ら
い
で
は
、
到
底
間
に
合
う
も
の
で

は
な
い
。

天
武
天
皇
の
大
宝
元
年
(
七
O

こ
に
発
効
し
た

「
大
宝
律
令
」
で
は
、
租
は
土
地
の
特
産
品
を
現
物

で
収
め
て
も
よ
い
と
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
例
え

ば
武
蔵
固
な
ど
荒
蕪
地
の
住
民
は
、
萱
を
集
め
て
物

納
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歌
に
も
「
は

だ
す
す
き

、

尾
花
」
と
並
列
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
、

屋
根
の
材
料
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
役
所
の
方
で
も

あ
ま
り
固
い
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
う
考
え
れ
ば
合
点
が
い
く
の
で
あ
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
他
の
作
物
と
共
に
月
に
供
え
て
感
謝
の
意

を
表
し
て
も

一
向
に
不
思
議
は
な
い
。

た
だ
、
こ
の

推
理
の
弱
点
は
、
ス
ス
キ
が
租
の
対
象
物
で
あ
っ
た

と
い
う
確
証
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し

、

宮
殿

や
官
街
の
屋
根
を
葦
く
の
に
要
す
る
萱
の
量
を
思
え

ば
、
充
分
布
り
得
る
話
だ
と
思
う
の
で
あ
る
が
・
:
・
:。

月
が
替
わ
っ
て
十
月
。
我
が
家
の
庭
の
ス
ス
キ
も、

「
を
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
す
す
き
か
な

飯

国
舵
勿
」
の
趣
を
呈
し
て
い
る
。

こ
れ
は
も
う
「
薄
」

と
静
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
な
、
そ
ん
な
こ
と
を

思
い
つ
つ
、
二
度
に
渡
っ
た
「
ス
ス
キ
考
」
の
箪
を

嫡
く
。

(
こ
の
項
お
わ
り
)
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