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　「
三
帰
依
文
」
を
唱
和
し
ま
す
。
　
―
三
帰
依
文
唱
和
―

「
処
」
で
な
い
と
意
味
が
な
い

皆
様
も
テ
レ
ビ
を
ご
覧
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
時
代
劇
で
よ
く
峠
の
茶
屋
と
い
う
風
景
が
出

て
き
ま
す
ね
。
旅
を
し
て
い
る
人
が
床し
ょ
う
ぎ几
に
座
っ
て
お
団
子
を
食
べ
た
り
お
茶
を
飲
ん
だ
り
し

て
い
る
。
昔
の
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
っ
て
い
う
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
そ
の
脇
に
は
竹
の
棒
が
シ
ュ
ッ

と
立
っ
て
い
て
、
先
に
は
「
休
み
処ど

こ
ろ
」
っ
て
書
い
た
旗
が
ひ
ら
ひ
ら
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
時

代
劇
で
す
か
ら
「
処
」
は
旧
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
の
当
用
漢
字
で
は
「
処
」
と
い

う
字
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
今
の
字
で
書
け
ば
「
休
み
処
」
と
な
り
ま
す
。

私
は
そ
れ
を
見
ま
し
て
ね
、
旧
字
は
と
も
か
く
「
あ
れ
っ
、
何
で
『
所
』
に
し
な
い
の
か
な
」

と
思
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
こ
れ
、
や
っ
ぱ
り
「
処
」
で
な
い
と
意
味
が
な
い
の
で
す
。「
所
」

で
は
ダ
メ
な
の
で
す
。
こ
っ
ち
の
「
所
」
は
あ
り
ど
こ
ろ
を
表
し
ま
す
。
一
丁
目
の
一
番
地
っ

て
い
う
場
所
で
す
。
だ
か
ら
住
所
っ
て
言
い
ま
す
。
お
寺
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
と
い
う
こ
と
を

表
す
の
が
「
所
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
指
す
の
で
す
。

対
し
て
、
こ
っ
ち
の
「
処
」
は
違
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
左
側
は
、
冬ふ

ゆ

頭が
し
らと
言
っ
て
人
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間
が
歩
い
て
い
る
姿
な
の
で
す
。
歩
い
て
い
る
人
は
や
が
て
疲
れ
る
。
歩
き
疲
れ
た
ら
ど
う
す

る
か
と
い
う
と
、
木
を
切
っ
た
後
の
切
り
株
に
、
腰
を
下
ろ
し
て
一
服
す
る
と
い
う
字
な
の
で

す
。
だ
か
ら
落
ち
着
く
処
っ
て
い
う
意
味
で
す
。

さ
て
、
私
た
ち
は
何
丁
目
の
何
番
地
か
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
住
ん
で
い
る
所
が
落
ち

着
く
処
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

テ
レ
ビ
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
ど
う
い
う
い
き
さ
つ
か
知
り
ま
せ
ん
が
子
供
た
ち
だ
け
が

収
容
さ
れ
て
い
る
施
設
が
あ
り
ま
し
た
。
施
設
へ
入
ら
な
い
と
い
け
な
い
理
由
が
何
か
あ
る
の

で
し
ょ
う
。
も
し
か
し
た
ら
家
庭
に
何
か
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
小
さ
な
子
ど
も
に
「
こ
こ
で
の
生
活
は
ど
う
で
す
か
？
」
っ
て
聞
い
た
の

で
す
。
そ
し
た
ら
そ
の
小
さ
な
子
ど
も
が
、
何
と
も
言
え
な
い
嬉
し
そ
う
な
顔
を
し
て
「
お
友

達
が
い
て
、
先
生
は
優
し
い
か
ら
こ
こ
は
い
い
と
こ
ろ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
本
当
の
お

家
で
な
い
か
ら
落
ち
着
か
な
い
は
ず
な
の
で
す
。
だ
け
ど
今
自
分
の
居
る
と
こ
ろ
が
全
く
私
の

落
ち
着
く
処
に
な
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
人
生
も
そ
う
で
す
。
人
間
に
生
ま
れ
て
き
て
人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
尊
さ
を
「
人に

ん

身じ
ん

受
け
難が

た

し
」
と
先
ほ
ど
「
三
帰
依
文
」
で
唱
和
し
ま
し
た
。
じ
ゃ
あ
人
間
に
生
ま
れ
て
き
て
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本
当
に
良
か
っ
た
の
か
。
喜
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
い
っ
た
い
何
を
喜
ん
で
い
る
の
か
。
私
に

は
、
き
ち
っ
と
帰
る
場
所
が
あ
る
の
か
。
た
だ
、
ふ
ら
ふ
ら
う
ろ
う
ろ
し
て
一
生
を
終
わ
ろ
う

と
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
へ
帰
れ
ば
必
ず
私
の
気
持
ち
が
落
ち
着
く
、
そ
う

い
う
「
よ
り
ど
こ
ろ
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
私
に
問
う
て
い
る
「
と
こ
ろ
」

が
こ
の
「
処
」
な
の
で
す
。

憂う
れ
い
悲
し
み
が
潜ひ
そ
ん
で
い
る

人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
私
た
ち
は
、
素
晴
ら
し
い
知
恵
を
だ
し
て
素
晴
ら
し
い
モ
ノ
を
作
り

ま
す
。
教
育
も
経
済
も
文
化
も
み
ん
な
こ
れ
は
人
間
の
喜
び
を
求
め
て
努
力
し
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
考
え
た
ら
皆
さ
ん
、
人
間
が
作
り
出
し
た
喜
び
と
い
う
の
に
は
必
ず
憂
い
悲
し
み
が

潜
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
福
島
で
原
子
力
発
電
所
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
発
電
所
の

あ
る
町
の
入
り
口
に
大
き
な
看
板
が
掛
け
ら
れ
て
「
原
子
力
明
る
い
未
来
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と

書
か
れ
ま
し
た
。
明
る
い
未
来
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
原
子
力
発
電
所
が
私
た
ち
の
町
に
で
き

た
、
と
い
う
喜
び
の
看
板
で
す
。

だ
け
ど
今
は
悲
惨
た
る
も
の
で
す
、
み
ん
な
地
震
で
疎
開
を
し
て
未
だ
に
帰
れ
な
い
の
で
す
。
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こ
れ
は
地
震
の
問
題
じ
ゃ
無
く
て
人
間
の
作
り
だ
し
た
原
子
力
発
電
と
い
う
科
学
の
問
題
な
の

で
す
。
人
間
の
作
り
出
し
た
も
の
に
は
必
ず
憂
い
悲
し
み
が
潜
ん
で
い
る
の
で
す
。

「
楽ら

く
」
に
三
種
あ
り

そ
う
い
う
私
た
ち
が
人
間
に
生
ま
れ
て
き
て
得
て
い
く
喜
び
、
こ
の
喜
び
を
仏
教
で
は
「
楽ら
く

」

と
い
い
ま
す
。
そ
ん
な
人
間
の
喜
び
と
、
仏
法
で
説
く
喜
び
、
こ
の
違
い
を
曇ど

ん
ら
ん鸞
様
と
い
う
お

坊
さ
ん
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

曇
鸞
様
と
い
う
お
坊
さ
ん
は
、
中
国
で
お
念
仏
を
喜
ば
れ
た
念
仏
者
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、

浄
土
真
宗
を
ご
自
身
に
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
七
人
の
高
僧
の
一
人
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
ま

す
。「
正し

ょ
う
し
ん
げ

信
偈
」
に
も
「
本ほ
ん

師じ

曇ど
ん

鸞ら
ん

」
と
こ
う
謳
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。

曇
鸞
様
は
中
国
の
方
な
の
で
す
が
、
聖
徳
太
子
が
生
ま
れ
ら
れ
る
ち
ょ
っ
と
前
に
亡
く
な
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
西
暦
の
五
百
七
十
四
年
に
誕
生
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
よ
り
三
十
年
ほ
ど
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
。

曇
鸞
様
が
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
代
表
的
な
本
を
『
浄

じ
ょ
う

土ど

論ろ
ん

註ち
ゅ
う』
と
い
い
ま
す
。
こ
の
『
浄

土
論
註
』
中
で
「
楽
に
三
種
あ
り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
非
常
に



5

尊
い
お
言
葉
だ
と
い
う
の
で
、
親
鸞
様
が
お
書
き
に
な
ら
れ
た
『
教
き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

信し
ん

証し
ょ
う』
と
い
う
ご
本
の

「
証

し
ょ
う
の
ま
き
巻
」
と
い
う
中
に
、
曇
鸞
様
の
お
言
葉
そ
の
ま
ま
に
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
に
は
外げ

楽ら
く

ま
ず
「
楽
に
三
種
あ
り
。
一
つ
に
は
外げ

楽ら
く

、
謂い

わ
く
五ご

識し
き

所し
ょ

生し
ょ
うの
楽
な
り
」（『
真
宗
聖
典
』

P295

）
と
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
が
、
五
識
と
い
う
の
は
、
五
つ
の
人
間
の
持

っ
て
い
る
知
り
分
け
る
力
、
物
事
を
判
断
す
る
力
で
す
。「
外
楽
」
と
は
、
こ
の
五
識
に
よ
っ

て
生
ま
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
楽
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

五
識
と
は
、
外
に
あ
る
喜
び
を
私
が
「
わ
ー
」
と
よ
ろ
こ
ぶ
喜
び
な
の
で
す
。
こ
れ
に
は
道

具
が
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、桜
の
花
が
綺
麗
に
咲
い
て
い
て
「
わ
ー
綺
麗
！
」
と
喜
ぶ
の
に
は
、

眼
を
通
さ
な
い
と
ダ
メ
で
し
ょ
う
。「
眼
」
そ
れ
が
五
つ
の
意
識
の
一
つ
で
す
。

五
識
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
ら
五
つ
あ
る
の
で
す
。
眼
を
通
し
て
喜
ぶ
他
に
何
が
あ
り
ま

す
か
。

（
会
場
か
ら
）「
匂
い
」。
う
ん
。
匂
い
に
は
い
い
匂
い
と
悪
い
臭
い
が
あ
り
ま
す
が
、
何
を

通
す
の
で
す
か
。
桜
の
花
は
眼
を
通
し
て
綺
麗
だ
な
ー
と
思
う
。
匂
い
は
何
を
通
す
の
で
す
か
。
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（
会
場
か
ら
）「
鼻
を
通
す
」。
　
そ
う
「
鼻
」、
他
に
は
。
本
当
は
お
釈
迦
様
が
お
っ
し
ゃ

る
順
番
で
言
っ
て
も
ら
う
と
一
番
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
ね
。

（
会
場
か
ら
）「
耳
」「
聞
く
」。
い
い
音
楽
だ
な
あ
と
聞
く
。
落
語
を
聞
い
て
悦
ぶ
。
聞
く
。

道
具
は
「
耳
」
で
す
ね
。
あ
と
二
つ
あ
り
ま
す
。

（
会
場
か
ら
）「
味
わ
う
」「
口
」。
　
口
と
言
う
人
が
多
い
の
で
す
が
、
口
は
あ
ん
ま
り
賢

く
な
い
の
で
す
。
口
は
入
れ
た
も
の
が
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
作
っ
て
あ
る
だ
け
。
そ
う
じ
ゃ
な

く
て
「
こ
れ
も
う
ち
ょ
っ
と
お
酢
が
効
い
て
い
た
ら
い
い
の
に
な
あ
、
こ
れ
は
甘
い
美
味
し
い

お
ぜ
ん
ざ
い
だ
な
」
て
感
じ
る
の
は
何
で
す
か
。

（
会
場
か
ら
）「
舌
」。
　
そ
う
「
舌
」。
そ
れ
か
ら
？

（
会
場
か
ら
）「
手
」。
　
う
ー
ん
。
で
は
足
は
？
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て

例
え
ば
「
今
日
は
暖
か
い
ね
。
い
い
風
だ
ね
。
良
い
日
差
し
だ
ね
」
と
い
う
の
は
舌
だ
し
て
感

じ
ま
す
か
？
あ
る
い
は
目
を
む
い
た
ら
い
い
で
す
か
？
体
で
す
ね
「
身
」
で
す
。
手
も
足
も
含

め
て
「
身
」
で
す
。

こ
の
五
つ
を
仏
教
で
は
、
眼
（
げ
ん
）・
耳
（
に
）・
鼻
（
び
）・
舌
（
ぜ
つ
）・
身
（
し
ん
）

と
読
む
の
で
す
。
こ
れ
が
非
常
に
優
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
へ
根
と
い
う
字
を
書
い
て
五ご

根こ
ん

と
も
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
だ
い
た
い
世
間
に
あ
る
も
の
を
私
が
喜
ぶ
道
な
の
で
す
。「
外
楽
」
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と
い
う
の
は
そ
の
喜
び
で
す
。
こ
の
五
識
の
私
た
ち
の
道
具
を
通
し
て
私
た
ち
は
喜
ん
で
い
き

ま
す
。
温
泉
に
つ
か
っ
て
喜
ぶ
の
も
み
ん
な
こ
れ
な
の
で
す
。

二
つ
に
は
内な

い
楽ら
く

さ
て
、
曇ど
ん

鸞ら
ん

様
は
「
二
つ
に
は
内な
い

楽ら
く

」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
れ
は
曇
鸞
様
の
使
わ
れ
た

お
言
葉
で
い
た
だ
い
た
ら
「
意い

識し
き

所し
ょ

生し
ょ
うの
楽
」
で
す
。
意
識
（
心
）
の
中
に
受
け
る
喜
び
と
い

う
意
味
で
す
。

私
は
テ
レ
ビ
を
ほ
と
ん
ど
見
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
去
年
の
年
末
に
ニ
ュ
ー
ス
を
見

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
中
学
生
の
子
供
が
高
等
学
校
へ
入
る
た
め
の
塾
に
行
っ
て
い
る
そ
の

生
活
ぶ
り
に
で
す
。
十
二
月
の
三
十
一
日
ま
で
塾
へ
行
く
の
で
す
ね
。
塾
の
休
み
は
元
日
だ
け

で
す
。も
う
二
日
か
ら
塾
へ
行
き
ま
す
。凄
ま
じ
い
生
活
で
す
ね
。遊
ぶ
時
間
な
ん
て
全
く
な
い
。

だ
け
ど
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
「
冬
休
み
も
、
お
正
月
の
休
み
も
な
い
の
で
す
か
？
遊
び
た
く

な
い
で
す
か
？
」
と
質
問
し
た
ら
、
一
人
の
中
学
生
が
に
っ
こ
り
笑
っ
て
「
で
も
、
分
か
ら
な

か
っ
た
問
題
が
分
か
っ
た
時
は
嬉
し
い
よ
」
と
言
う
の
で
す
。

こ
の
喜
び
が
「
内
楽
」
で
す
。
外
は
一
見
厳
し
い
の
で
す
。
ど
う
見
て
も
喜
び
が
無
い
よ
う
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に
思
え
る
。
で
も
、
中
は
違
う
の
で
す
ね
。
分
か
ら
な
か
っ
た
問
題
が
解
け
た
と
き
は
何
と
も

言
え
な
い
嬉
し
さ
が
あ
る
の
で
す
。
中
に
は
、
燃
ゆ
る
よ
う
な
喜
び
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
す
。

こ
れ
が
、曇
鸞
様
が
心
、つ
ま
り
「
意
識
よ
り
所し

ょ

生し
ょ
うの
楽
な
り
」
と
お
っ
し
ゃ
る
内
容
な
の
で
す
。

そ
れ
は
「
法ほ
う
楽が
く
」

も
う
一
つ
、
三
種
あ
り
と
お
っ
し
ゃ
る
か
ら
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
曇
鸞
様
は
「
法ほ
う

楽が
く

の
楽ら
く

」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
楽
に
つ
い
て
曇
鸞
様
は
「
い
わ
ゆ
る
智ち

慧え

所し
ょ

生し
ょ
うの
楽

な
り
。
こ
の
智
慧
所
生
の
楽
は
、仏
の
功
徳
を
愛
す
る
よ
り
起
こ
れ
り
」と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
お
っ
し
ゃ
る
「
智
慧
」
は
仏
様
の
さ
と
り
の
智
慧
の
こ
と
、
ま
た
「
功
徳
」
と
は
仏
様

の
成
し
遂
げ
ら
れ
た
勝す

ぐ

れ
た
は
た
ら
き
と
い
う
意
味
で
す
。
い
わ
ゆ
る
仏
法
に
親
し
む
こ
と
で

い
た
だ
く
喜
び
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
仏
法
か
ら
い
た
だ
く
喜
び
で
す
。

先
の
二
つ
、「
外
楽
」
と
「
内
楽
」
は
、「
三
帰
依
文
」
で
言
え
ば
「
人に

ん

身じ
ん

受
け
難が
た

し
今
す
で

に
受う

く
」
で
い
た
だ
く
喜
び
。
三
つ
目
の
「
法
楽
の
楽
」
は
「
仏
法
聞
き
難が
た

し
今
す
で
に
聞
く
」

の
喜
び
な
の
で
す
。

桜
の
花
を
喜
ん
だ
り
温
泉
に
つ
か
っ
て
喜
ん
だ
り
、
体
は
厳
し
い
け
れ
ど
も
心
の
中
に
生
れ
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る
喜
び
は
、
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん
作
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
政
治
家
に
良
い
政
治

を
し
て
も
ら
っ
た
ら
こ
の
喜
び
が
増
え
ま
す
。
お
金
が
豊
か
に
回
れ
ば
経
済
が
豊
か
に
な
っ
て
、

こ
の
喜
び
も
増
え
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
人
間
の
喜
び
な
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
「
外
楽
」「
内
楽
」
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
め
は
現
在
だ
け
を
対
象
に
し
た
喜
び
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
常
に
変
わ
ら
ず
に
あ
る
喜

び
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
私
の
お
寺
に
一
本
の
紅も

み
じ葉
が
あ
り
ま
す
。
け
っ
こ
う
毎
年
、
紅

葉
し
て
綺
麗
で
す
。
私
の
部
屋
が
二
階
に
あ
り
ま
す
の
で
窓
か
ら
見
る
と
、
と
て
も
綺
麗
で
す
。

だ
け
ど
今
年
は
さ
っ
ぱ
り
で
し
た
。
あ
の
厳
し
い
暑
さ
で
も
う
枯
葉
の
よ
う
で
す
。
紅
葉
は

木
の
幹
が
弱
い
で
す
か
ら
ね
、
幹
に
太
陽
が
当
た
る
と
ガ
ッ
ク
リ
と
弱
っ
て
し
ま
う
の
だ
そ
う

で
す
。

去
年
は
喜
べ
た
け
れ
ど
、今
年
は
喜
べ
な
い
。
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
が
っ
か
り
す
る
の
で
す
。「
外

楽
」「
内
楽
」
は
、
常
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
、
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
す
。

二
つ
め
に
は
直ち

ょ
っ
か
く覚
に
よ
っ
て
い
た
だ
く
喜
び
だ
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
す
。
直
覚
と
は
、
自

分
の
感
じ
た
こ
と
、
つ
ま
り
感
覚
で
す
。
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桜
の
花
を
見
て
も
、
そ
ん
な
に
喜
ば
な
い
人
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
皆
さ
ん
は
、
紅

葉
を
見
に
行
か
れ
ま
し
た
か
。
何
を
隠
そ
う
、
私
は
わ
ざ
わ
ざ
観
光
バ
ス
に
乗
っ
て
一
日
時
間

を
あ
け
て
紅
葉
を
見
に
行
く
と
い
う
の
が
、
ど
う
い
う
心
持
ち
か
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

実
は
私
、
紅
葉
と
か
花
見
と
か
特
別
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
あ
れ
は
、
や
っ
ぱ
り

喜
ぶ
人
が
行
か
な
い
と
ダ
メ
で
す
ね
。
私
み
た
い
に
ひ
ね
く
れ
た
者
は
、
せ
っ
か
く
観
光
バ
ス

で
行
っ
て
も
嬉
し
く
な
い
の
で
す
。

そ
の
人
に
よ
っ
て
違
う
の
で
す
。
そ
の
人
の
感
覚
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
の
で
す
。
皆
な
同

じ
よ
う
に
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
無
い
の
で
す
。

本
当
の
喜
び
「
極ご

く
楽ら
く
」

そ
れ
に
対
し
て
仏
法
か
ら
い
た
だ
く
喜
び
、「
法ほ
う

楽が
く

の
楽
」
を
「
極
楽
」
と
言
い
ま
す
。

極
っ
て
い
う
字
は
、
亟
だ
け
で
も
ゴ
ク
と
読
む
の
で
す
。
亟
の
字
一
つ
で
意
味
が
あ
る
の
で

す
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
の
お
家
の
辞
典
に
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
端
か
ら
端
ま
で
と
い
う

意
味
が
あ
る
の
で
す
。

端
か
ら
端
ま
で
通
っ
て
い
る
木
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
家
は
ダ
メ
で
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す
が
木
造
の
家
に
は
、
必
ず
一
本
端
か
ら
端
ま
で
通
っ
て
い
る
木
が
あ
り
ま
す
。
何
の
木
で
す

か
。
も
し
皆
さ
ん
が
木
造
に
住
ん
で
い
た
ら
必
ず
あ
る
の
で
す
よ
。

（
会
場
か
ら
）「
通
り
柱
」。

（
同
じ
く
会
場
か
ら
）「
梁は

り

」。
そ
う
梁
が
正
解
で
す
。
あ
れ
は
一
本
で
端
か
ら
端
ま
で
通
っ

て
い
る
の
で
す
。
床
の
間
の
柱
は
天
井
裏
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
梁
は
端
か
ら
端
ま
で

通
っ
て
い
る
。

本
当
か
な
と
思
っ
た
ら
今
日
お
家
に
帰
っ
て
天
井
裏
覗
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
途
中
で
足
さ

な
い
。
途
中
で
途
切
れ
な
い
。
一
本
す
う
っ
と
通
っ
て
、
し
か
も
そ
の
梁
は
家
の
中
の
一
番
高

い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。
梁
の
上
は
も
う
屋
根
で
す
。
そ
う
い
え
ば
「
極
上
」
は
、「
こ
の

上
の
な
い
」
の
意
味
で
し
ょ
。
極
上
の
鰻う

な

丼ど
ん

と
か
ね
。「
極
」
と
は
「
端
か
ら
端
ま
で
通
る
こ

の
上
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。

今
、
私
が
い
た
だ
い
て
い
る
喜
び
が
人
生
を
貫
い
て
あ
の
世
ま
で
続
い
て
い
く
喜
び
。
そ
れ

を
本
当
の
喜
び
「
極
楽
」
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
「
法
楽
の
楽
」
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
温

泉
へ
つ
か
っ
た
ぐ
ら
い
で
極
楽
っ
て
言
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。
あ
れ
は
、
ひ
と
時
の
つ
か
の

間
の
喜
び
。「
極
楽
」
は
、
今
こ
こ
で
喜
ん
で
い
る
こ
と
が
私
の
人
生
を
貫
い
て
あ
の
世
ま
で

届
い
て
い
く
の
で
す
。
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こ
の
世
と
あ
の
世
を
貫
い
た
喜
び

「
三
帰
依
文
」
て
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
。
頭
の
「
三
」
は
、
仏ぶ
っ
ぽ
う
そ
う

法
僧
の
三さ
ん

宝ぽ
う

、
そ
れ
は
、

仏
様
（
仏
）
と
仏
様
の
教
え
（
法
）
と
、そ
れ
を
喜
ぶ
人
々
、こ
こ
に
い
る
お
仲
間
（
僧さ

ん

伽が

）
で
す
。

「
帰き

依え

」
と
は
、
死
し
て
帰
る
世
界
。
依
は
生
き
て
拠
り
所
と
な
る
も
の
。
今
こ
こ
で
私
の

生
き
て
拠
り
所
と
な
る
、
頼
り
と
な
る
、
あ
る
い
は
力
と
な
る
、
そ
の
世
界
へ
私
た
ち
は
帰
っ

て
い
く
の
で
す
。
帰
っ
て
い
く
世
界
が
、
そ
の
ま
ま
今
こ
こ
の
力
な
の
で
す
。

今
こ
こ
の
力
、
喜
び
が
そ
の
ま
ま
帰
る
世
界
。
そ
ん
な
も
の
皆
さ
ん
に
あ
り
ま
す
か
。
た
と

え
ば
、
お
金
は
貯
め
れ
ば
貯
め
る
ほ
ど
、
死
ぬ
に
死
ね
な
い
心
境
に
な
る
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か

ね
。
私
は
貯
め
た
こ
と
な
い
か
ら
分
か
ら
な
い
で
す
が
。
あ
る
い
は
、
健
康
が
大
事
だ
と
、
健

康
だ
け
を
つ
か
ん
で
い
た
ら
、
死
ぬ
こ
と
を
忘
れ
る
の
で
す
。
死
ぬ
こ
と
が
い
よ
い
よ
怖
く
な

る
の
で
す
。

今
私
た
ち
が
つ
か
ん
で
い
る
幸
せ
は
、
つ
か
め
ば
つ
か
む
ほ
ど
死
ぬ
に
死
ね
な
い
の
で
す
。

金
さ
ん
銀
さ
ん
が
ご
存
命
の
時
は
、
皆
さ
ん
観
光
バ
ス
に
乗
っ
て
金
さ
ん
銀
さ
ん
の
お
宅
ま
で

見
に
行
か
れ
た
の
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
亡
く
な
れ
た
ら
、
ほ
っ
た
ら
か
し
。
誰
も
行
き
ま
せ
ん
。

何
度
も
言
い
ま
す
が
、
三
帰
依
と
は
私
た
ち
が
死
し
て
帰
る
世
界
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
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そ
の
ま
ま
生
き
て
喜
ぶ
力
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
時
に
、
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
と
は

一
つ
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
本
当
の
喜
び
な
の
で
す
。「
極
楽
」
と
は
、
こ
の
世
と
あ

の
世
を
貫
い
た
喜
び
な
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
外
楽
」
は
何
度
喜
ぶ
材
料
を
作
っ
て
も
、
そ
れ
は
所
詮
生
き
て
い
る
間
だ

け
の
も
の
な
の
で
す
。
死
ん
だ
ら
間
に
合
わ
な
い
。
そ
れ
は
喜
び
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
本

当
の
喜
び
で
は
な
い
の
で
す
。

必
ず
ど
こ
か
に
喜
び
が
あ
る

同
朋
新
聞
と
い
う
真
宗
大
谷
派
の
新
聞
に
、
こ
う
い
う
歌
が
あ
り
ま
し
た
。「
目
を
病
め
ば
　

匂
い
で
見
よ
と
　
梅
匂
う
」。
読
ま
れ
た
人
の
名
前
を
書
い
た
メ
モ
を
失
く
し
て
し
ま
っ
た
の

で
す
が
、
こ
の
人
は
「
目
を
病
ん
で
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
す

か
ら
、「
外
楽
」
が
終
わ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
「
仏
法
を
聞
か
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ

で
花
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
匂
い
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
い
う
喜
び
の
歌
で

す
。も

う
一
度
読
み
ま
す
。「
目
を
病
め
ば
　
匂
い
で
見
よ
と
　
梅
が
咲
く
」、
こ
う
い
う
喜
び
が
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あ
る
の
で
す
。
普
通
で
し
た
ら
、
目
が
見
え
な
く
な
っ
た
ら
「
情
け
な
い
な
あ
、
何
で
こ
ん
な

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
う
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
」
と
、
人
生
全
部
が
崩
れ
て

い
く
の
で
は
な
い
で
す
か
。
だ
け
ど
「
法
楽
の
楽
」
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
で
す
よ
。
必
ず
仏
法

を
聞
か
し
て
い
た
だ
い
た
ら
ど
こ
か
に
喜
び
が
あ
る
の
で
す
。
私
の
力
で
は
気
付
か
な
い
け
れ

ど
も
、
ど
こ
か
に
喜
び
が
あ
る
の
で
す
よ
。

仏
法
を
喜
ば
れ
た
人

昔
、
私
が
三
十
代
で
東
本
願
寺
に
お
勤
め
を
し
て
い
る
時
に
、
木き

村む
ら

無む

相そ
う

と
い
う
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

こ
の
方
は
、
東
本
願
寺
の
門
を
入
っ
た
と
こ
ろ
の
守
衛
室
で
、
守
衛
の
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
本
当
に
仏
法
を
喜
ば
れ
た
人
で
す
。
守
衛
室
に
座
っ
て
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
ら
、
い

ろ
ん
な
喜
び
が
わ
い
て
く
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
歌
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
つ
に

「
雪
が
ふ
る
　
雪
が
ふ
る
　
雪
が
ふ
る
ふ
る
　
雪
が
ふ
る
　
煩ぼ

ん

悩の
う

無む

尽じ
ん

と
　
雪
が
ふ
る

雪
が
ふ
る
　
雪
が
ふ
る
　
雪
が
ふ
る
ふ
る
　
雪
が
ふ
る
　
大だ

い

悲ひ

無む

倦け
ん

と
　
雪
が
ふ
る
」
と
詠

ま
れ
ま
し
た
。
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守
衛
室
で
、
ち
ょ
こ
っ
と
座
っ
て
、
窓
越
し
に
外
を
見
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
守
衛
室

の
窓
で
す
か
ら
、
見
渡
し
が
効
く
よ
う
に
全
部
透
き
通
っ
た
ガ
ラ
ス
で
す
。
そ
し
た
ら
雪
が
降

っ
て
き
た
「
雪
が
ふ
る
　
雪
が
ふ
る
　
雪
が
ふ
る
ふ
る
　
雪
が
ふ
る
」
ま
る
で
腹
立
ち
そ
ね
み

の
私
の
煩
悩
の
尽
き
な
い
こ
と
を
教
え
る
よ
う
に
降
っ
て
く
る
。
ま
た
「
大
悲
無
倦
と
　
雪
が

ふ
る
」。「
大
悲
無む

倦け
ん

」
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
様
が
飽
き
る
こ
と
な
く
、
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
、
休
む
こ
と
な
く
私
た
ち
に
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
そ
の
お
は
た
ら
き
で
す
。
無

倦
と
は
、
飽
き
る
こ
と
が
な
い
終
わ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
木
村
無
相

さ
ん
は
、
天
か
ら
落
ち
て
く
る
雪
を
見
な
が
ら
「
は
あ
、
こ
れ
は
ま
る
で
阿
弥
陀
如
来
様
の
大

悲
の
心
が
、
私
に
降
り
注
い
で
く
だ
さ
る
姿
や
」
と
こ
う
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
皆
さ
ん
、
普

通
な
ら
、
雪
が
降
る
と
先
に
愚
痴
が
で
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
で
降
り
過
ぎ
る
と
腹
が
立
つ
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
そ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
喜
び
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
転
じ
て
い
く
の
で
す
。

実
は
、
こ
う
い
う
人
が
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
よ
。

年
取と

っ
た
か
ら
い
た
だ
け
る
喜
び

東
大
阪
市
で
小
間
物
商
を
営
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
榎え
の

本も
と

栄え
い

一い
ち

さ
ん
っ
て
い
う
お
じ
い
さ
ん
。
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百
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
方
も
小
間
物
商
を
営
み
な
が
ら
非
常
に
お
念
仏
を
喜
ん

だ
人
で
す
。

榎
本
さ
ん
は
、
生
活
の
中
で
一
杯
喜
び
が
わ
い
て
く
る
。
そ
の
喜
び
を
詠
ま
れ
た
歌
に
「
昔

は
一
日
中
店
に
立
っ
て
い
た
が
　
今
は
じ
き
腰
か
け
る
　
南
無
大
悲
の
仏
様
　
勘
弁
し
て
く
だ

さ
い
」
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。「
今
は
じ
き
腰
か
け
る
」
と
あ
り
ま
す
ね
、
私
だ
っ
た
ら
「
年

を
取
る
の
は
情
け
な
い
な
あ
、
年
は
取
り
た
く
な
い
な
、
昔
は
元
気
に
動
い
て
い
た
の
に
情
け

な
い
な
あ
」
と
こ
う
な
る
の
で
す
。

そ
れ
を
「
昔
は
一
日
中
店
に
立
っ
て
い
た
が
　
今
は
じ
き
腰
か
け
る
。
南
無
大
悲
の
仏
様
、

勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
詠
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
す
。

皆
さ
ん
こ
れ
は
ね
、
年
取
っ
た
か
ら
い
た
だ
け
る
喜
び
な
の
で
す
。「
昔
は
一
日
中
店
に
立
っ

て
働
い
て
い
た
。
そ
の
時
は
立
ち
尽
く
さ
れ
る
阿
弥
陀
様
が
贅
沢
に
見
え
た
。
ワ
シ
ら
は
こ
ん

な
に
忙
し
く
立
っ
た
り
座
っ
た
り
し
ゃ
が
ん
だ
り
、
そ
れ
に
比
べ
て
阿
弥
陀
様
は
結
構
な
こ
と

だ
、
じ
っ
と
立
っ
て
た
ら
い
い
の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
今
、
自
分
が
立
っ
た
り
座
っ
た
り
出
来

な
く
な
っ
て
、
す
ぐ
腰
掛
け
る
身
に
な
っ
て
気
が
付
い
た
。
私
は
『
あ
あ
し
ん
ど
』
と
腰
を
下

し
て
す
む
け
れ
ど
、
阿
弥
陀
如
来
様
は
腰
も
下
さ
ず
し
ゃ
が
み
も
せ
ず
、
私
に
念
仏
を
届
け
る

た
め
に
立
ち
尽
く
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
阿
弥
陀
様
の
ご
苦
労
を
、
腰
掛
け
る
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身
に
な
っ
て
初
め
て
い
た
だ
い
た
と
は
、
な
ん
と
横
着
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
南
無
大
悲
の
仏

様
、
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
、
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

「
居
眠
り
せ
ず
に
仏
法
を
聞
く
」
こ
の
一
点
で
す

推
進
員
に
な
ら
れ
た
皆
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
榎
本
さ
ん
の
お
歌
を
、
お
声
を
、
教
え
を
聞
い

た
上
は
「
仏
法
聞
き
な
が
ら
絶
対
に
居
眠
り
を
し
な
い
」
そ
う
い
う
人
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

先
ず
そ
れ
が
出
来
た
ら
推
進
員
で
す
。
推
進
員
な
ん
て
何
も
難
し
い
こ
と
な
い
の
で
す
。「
居

眠
り
せ
ず
に
仏
法
を
聞
く
」
こ
の
一
点
で
す
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
様
は
立
ち
尽

く
し
て
、
私
た
ち
に
「
貫つ

ら
ぬ
い
て
い
く
喜
び
を
い
た
だ
い
て
く
れ
」
と
は
た
ら
い
て
お
見
え
だ
か

ら
で
す
。

今
あ
な
た
が
、
科
学
や
教
育
や
経
済
の
力
で
作
っ
た
喜
び
は
全
部
色
あ
せ
て
変
わ
っ
て
い
く

の
で
す
。
決
し
て
一
生
貫
く
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
若
い
時
は
嬉
し
か
っ
た
け
れ
ど
年
と
っ

た
ら
ダ
メ
。
健
康
な
時
は
良
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
病
気
を
し
た
ら
ダ
メ
。
そ
う
い
う
も
の
ば
っ

か
り
で
す
。
し
か
し
そ
の
中
で
、
今
、
私
が
推
進
員
と
し
て
聞
か
し
て
い
た
だ
て
い
る
仏
法
は
、

生
き
て
い
る
間
と
死
ん
で
か
ら
を
貫
い
て
い
る
の
で
す
。
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親
鸞
様
は
ご
和
讃
の
な
か
に
「
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
そ
の
ひ
と
を
　
如
来
と
ひ
と
し
と
と
き
た
も

う
」
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。「
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
」
つ
ま
り
阿
弥
陀
如
来
様
の
さ
と
り
の

お
言
葉
を
心
に
聞
い
て
い
た
だ
い
て
喜
ん
で
い
る
人
は
、
さ
と
り
の
阿
弥
陀
様
の
お
言
葉
が
、

す
な
わ
ち
智
慧
が
、
私
の
な
か
に
届
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
人
は
も
う
す
で
に
如
来
と
等ひ

と

し
い
人
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

等
し
い
と
は
別
々
の
も
の
が
肩
を
並
べ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
如
来
様
と
同
じ
だ
と
は
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
確
か
に
、
仏
法
を
い
た
だ
い
て
喜
ぶ
。
さ
と
り
の
お
言
葉
を
い
た
だ

い
て
喜
ぶ
そ
の
喜
び
は
如
来
様
の
喜
び
な
の
で
す
か
ら
等
し
い
の
で
す
。

し
か
し
、
体
が
あ
る
間
は
如
来
様
と
同
じ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
体

が
文
句
を
い
う
の
で
す
。
体
が
愚ぐ

痴ち

の
種
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
で
し
ょ
、
皆
さ
ん
。
夏
は
暑

い
て
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
。
で
も
「
暑
い
な
あ
」
と
文
句
が
出
る
の
は
体
が
言
わ
す
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
の
体
が
あ
る
間
は
、
私
た
ち
は
仏
様
と
同
じ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。

だ
け
ど
阿
弥
陀
様
の
さ
と
り
の
言
葉
を
い
た
だ
い
て
い
る
か
ら
「
そ
の
人
は
如
来
様
と
等
し

い
人
だ
。
同
じ
資
格
の
人
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
御
信
心
が
仏
に
な
る
種
と
な
っ
て
、
私
た
ち
は

や
が
て
お
浄
土
に
仏
と
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
」
と
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
こ
れ
が

こ
の
世
と
あ
の
世
を
貫
い
て
い
く
喜
び
な
の
で
す
。
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曇
鸞
様
は
、
こ
れ
を
「
法
楽
の
楽
」
と
言
わ
れ
て
、
楽
に
三
種
あ
り
と
抑
え
ら
れ
ま
す
。
仏

法
を
聞
い
て
、
私
た
ち
は
こ
の
世
の
喜
び
に
酔
う
の
で
な
く
、
こ
の
世
の
喜
び
は
こ
の
世
の
喜

び
と
し
て
、
し
っ
か
り
と
喜
び
な
が
ら
、
そ
こ
に
潜
む
問
題
を
気
付
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
く
。

そ
し
て
本
当
に
貫
い
て
い
く
喜
び
に
目
覚
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
そ
う
い
う
こ
と
が
非
常
に

大
切
な
こ
と
で
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

四
十
分
と
い
う
お
約
束
で
す
の
で
、
こ
こ
で
終
わ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

よ
う
こ
そ
お
聞
き
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

合
掌
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