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お
盆
は
日
本
の
夏
の
風
物
詩
と
し
て
昔
か
ら
定
着

し
て
き
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
仏
教
的
な
意
味
づ
け

を
し
よ
う
と
、
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
間
違
い

な
く
先
祖
の
霊
を
お
迎
え
す
る
と
い
う
太
古
の
原
始

的
感
性
で
す
。

日
本
が
ま
だ
大
陸
と
陸
続
き
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
狩

猟
や
漁
労
、
採
集
の
生
活
に
よ
っ
て
命
を
つ
な
い
で

い
た
こ
ろ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
自
然
生
態
系

に
組
込
ま
れ
た
人
の
生
活
は
、
自
然
の
脅
威
に
常
に

脅
か
さ
れ
な
が
ら
実
に
不
安
定
で
し
た
。
こ
の
よ
う

な
自
然
と
の
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
、
極
東
ア
ジ
ア

に
生
息
す
る
古
代
人
の
心
に
、「
お
か
げ
」
と
「
た
た

り
」
の
心
情
が
芽
生
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

縄
文
の
終
わ
り
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
、
渡
来

人
と
の
混
血
の
な
か
で
日
本
人
は
稲
作
に
よ
る
耕
作

を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
生
産
活
動
は
安

定
し
た
食
料
を
供
給
す
る
と
同
時
に
、
定
住
を
促
し
、

日
本
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
過
激
に
変
え
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
耕
作
方
法
の
伝
承
を
通
し
て
先
祖

に
対
す
る
尊
崇
の
念
が
、
と
同
時
に
、
大
地
の
豊
饒

を
恵
む
力
は
彼
ら
に
と
っ
て
超
越
的
な
存
在
と
し
て

認
知
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
豊
作
を
祈
る
春
の
祭
り

（
祈
年
祭
）
や
、
収
穫
に
感
謝
す
る
秋
の
祭
り
（
新
嘗

祭
）
が
「
先
祖
神
」
の
自
覚
に
よ
っ
て
、「
お
か
げ
」
と

「
た
た
り
」
の
心
性
が
文
化
の
主
流
と
し
て
定
着
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
で
も
、
祭
り
の
時
分
に
な
る

と
こ
の
心
の
原
像
が
鮮
や
か
に
発
現
し
ま
す
。

農
耕
に
よ
る
食
料
生
産
は
財
と
そ
の
蓄
積
を
と
お
し

て
、
階
級
社
会
を
形
成
し
ま
し
た
。
支
配
層
の
な
か
で
、

自
ら
の
同
族
集
団
の
差
別
化
が
お
こ
り
、
氏
の
概
念
が
形

成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
氏
族
の
権
威
と
永
続
性
を

願
っ
て
「
先
祖
神
」
は
「
氏
神
」
の
概
念
と
し
て
特
殊
化

し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
典
型
が
「
皇
祖
神
」
で
、
こ
の
頃

ま
で
に
大
和
朝
廷
の
権
威
が
歴
史
的
に
確
定
し
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

「
宇
宙
」
と
「
生
命
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
確
立
さ

れ
た
先
進
地
域
と
し
て
中
国
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。「
道
教
」（
タ
オ
）、「
儒
教
」、
そ
し
て
「
仏
教
」
に

み
ら
れ
る
圧
倒
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
古
代
の
日
本
に
と
っ
て

決
定
的
な
影
響
を
も
ち
ま
し
た
。

「
道
教
」
の
も
つ
宇
宙
観
と
「
現
人
神
」
の
概
念
は
そ

の
ま
ま
日
本
の
古
代
王
国
の
建
設
理
念
と
し
て
取
り
入
れ

ら
れ
た
こ
と
は
、
三
種
の
神
器
は
も
と
よ
り
、「
天
皇
大

帝
」
の
道
教
用
語
を
借
用
し
た
り
、
建
国
神
話
の
根
拠
と

な
る
「
日
本
書
紀
」
や
「
古
事
記
」
は
道
教
文
献
な
し
に

は
語
れ
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
す
。
そ
し
て
な
に
よ
り

も
、
死
に
対
す
る
異
常
性
を
解
決
す
る
た
め
に
、
浄
に
対

す
る
穢
の
観
念
を
生
み
出
し
、
死
穢
に
対
し
て
独
特
の
意

味
づ
け
と
呪
術
を
編
み
出
し
た
こ
と
で
し
た
。

「
生
命
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
儒
教
」
の
も
つ
魂
魄
思
想

に
よ
っ
て
理
論
的
に
補
強
さ
れ
ま
し
た
。「
儒
教
」
の
も

つ
大
生
命
論
は
人
を
か
た
ち
の
な
い
霊
魂
と
か
た
ち
の
あ

る
肉
体
に
分
け
て
、
死
後
は
霊
魂
が
肉
体
を
離
れ
て
先
祖

か
ら
面
々
と
つ
な
が
る
大
生
命
に
統
合
し
て
い
く
と
い
う

生
命
論
を
も
っ
て
い
ま
す
。「
孝
」
は
最
大
の
徳
目
と
さ

れ
、
生
活
実
践
に
お
い
て
は
親
へ
の
孝
行
が
こ
と
さ
ら
強

調
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
ま
ず
、
先
祖
か
ら
子
孫
へ
と
続

く
生
命
に
対
す
る
信
仰
が
あ
り
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
を
実

践
す
る
の
が
先
祖
の
代
表
で
あ
る
生
身
の
「
親
」
へ
の
孝

行
と
言
う
わ
け
で
す
。

決
定
的
だ
っ
た
の
は
、「
道
教
」「
儒
教
」
と
同
時
に
大

陸
か
ら
「
仏
」
と
い
う
異
国
の
蛮
神
が
迎
え
ら
れ
た
こ
と

で
し
た
。
し
か
し
、
当
時
は
、
誰
一
人
と
し
て
仏
教
（
大

乗
教
）
を
正
し
く
理
解
し
、
受
け
入
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
古
来
の
先
祖
神
を
信
奉
し
蛮
神
招
来
に
よ

る
「
た
た
り
」
を
お
そ
れ
て
反
対
す
る
物
部
氏
と
、
朝
鮮

半
島
と
の
交
流
を
も
ち
大
陸
か
ら
強
力
な
文
化
技
術
（
呪

術
）
を
も
っ
て
国
内
の
勢
力
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
蘇
我
氏

の
争
い
は
決
着
が
着
か
ず
時
の
大
王
・
欽
明
に
裁
断
を
仰

い
だ
と
こ
ろ
、「
た
め
し
に
お
が
ま
し
め
よ
」
と
い
う
沙

汰
を
下
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

仏
教
の
導
入
目
的
は
大
陸
か
ら
文
化
や
技
術
そ
し
て
制

度
を
取
り
入
れ
て
、
律
令
に
よ
る
国
家
を
樹
立
し
、
な
に

よ
り
も
仏
教
の
も
つ
強
力
な
呪
術
性
を
装
備
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
鎮
護
国
家
の
役
割
を
仏
教
と
い
う
文
明
宗
教
に
期

待
し
た
の
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
奈
良
仏
教
が
、
後
に
さ

ら
に
強
力
な
加
持
祈
祷
術
を
装
備
し
た
平
安
密
教
が
開
花

し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
外
来
文
化
導
入
は
、
近
代
に
い
た
っ

て
、
日
本
が
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
文
化
を
積
極
的
に
取

り
入
れ
、
科
学
技
術
立
国
日
本
を
目
指
し
た
の
と
全
く
同

じ
軌
道
上
に
あ
り
ま
す
。

　　　　　
大
谷
昭
仁
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さ
て
、「
道
教
」
の
浄
穢
観
や
「
儒
教
」
の
生
命
論

に
よ
っ
て
理
論
武
装
さ
れ
た
霊
魂
に
話
を
も
ど
し
ま

し
ょ
う
。
仏
教
は
、
日
本
型
霊
魂
論
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
り
を
も
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
死
ん
だ
ば
か
り

の
霊
魂
は
生
霊
ま
た
死
霊
と
も
い
わ
れ
、
と
く
に
非

業
の
死
を
遂
げ
た
場
合
な
ど
、
物
の
怪
に
変
化
し
霊

威
を
も
っ
て
周
囲
に
災
い
を
も
た
ら
す
危
険
な
存
在

と
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
仏
教

と
り
わ
け
密
教
が
も
つ
加
持
や
祈
祷
な
ど
の
シ
ャ
ー

マ
ン
的
呪
術
は
、
死
ん
だ
ば
か
り
の
荒
々
し
い
御
霊

を
な
だ
め
、
鎮
魂
し
、
和
霊
に
変
え
る
こ
と
に
極
め

て
効
験
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
読
経
に

よ
っ
て
葬
場
勤
行
を
勤
め
荼
毘
に
ふ
し
て
、
霊
魂
の

よ
り
し
ろ
と
し
て
の
位
牌
を
つ
く
り
、
墓
を
建
て
、

年
忌
ご
と
の
法
事
で
霊
を
慰
め
る
。
そ
の
甲
斐
あ
っ

て
、
三
十
三
回
忌
と
も
な
れ
ば
、
不
浄
で
あ
っ
た
霊

魂
は
無
害
化
し
個
性
を
な
く
し
、
清
浄
な
も
の
へ
と

転
成
し
て
、
生
き
て
い
る
我
々
を
優
し
く
見
守
っ
て

く
れ
る
「
先
祖
神
」
あ
る
い
は
「
氏
神
」
に
合
祀
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
無
害
化
さ
れ
た

「
先
祖
神
」
と
生
き
て
い
る
も
の
と
の
交
流
が
正
月
や

盆
の
宗
教
儀
礼
と
な
っ
て
日
本
の
年
中
行
事
と
し
て

定
着
し
て
き
ま
し
た
。
真
宗
の
御
門
徒
の
な
か
に
も
、

法
事
や
年
忌
を
勤
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

考
え
を
ま
っ
た
く
起
こ
さ
な
い
の
は
難
し
い
ほ
ど
で

す
。し

か
し
、
文
化
の
定
着
は
そ
の
枠
組
み
の
な
か
に

日
本
人
の
精
神
を
閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
生
死
の
慟
哭
を
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
に
し
て

文
化
の
呪
縛
か
ら
目
覚
め
た
個
人
に
脱
皮
す
る
に
は

大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
み
ん
な

が
み
と
め
る
文
化
に
自
縛
さ
れ
て
い
た
方
が
生
き
る

上
で
は
楽
な
面
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

故
、「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
の
感
性
が
乏
し
く
な
り
、

そ
の
結
果
は
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
と
し
て
制
度
化
さ
れ

た
文
化
が
包
括
的
な
権
力
に
利
用
さ
れ
る
危
険
性
を
常

に
は
ら
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

近
代
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
古
代
の
民
族
意
識
に
ど

の
よ
う
に
挑
戦
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
近
代
の

理
性
の
光
が
前
近
代
の
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
闇
を
破
り
、

す
べ
て
が
白
日
の
も
と
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
お
な

じ
み
の
啓
蒙
主
義
が
日
本
文
化
の
改
変
を
目
指
し
て
浸

透
し
て
い
き
ま
す
。
特
に
、
戦
後
に
上
陸
し
た
ア
メ
リ
カ

ン
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
独
特
の
普
遍
主
義
を
掲
げ
て
日

本
の
体
質
改
変
に
熱
中
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
に
わ
か

近
代
主
義
者
が
巷
に
あ
ふ
れ
、
意
味
や
価
値
を
問
う
こ

と
か
ら
効
率
と
数
量
に
日
本
人
の
関
心
を
向
け
る
こ
と

に
成
功
し
、
悲
惨
な
日
本
を
世
界
第
二
の
経
済
大
国
に

つ
く
り
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
体
質

改
変
に
よ
っ
て
、
古
代
の
霊
魂
観
な
ど
は
迷
信
・
邪
信
と

し
て
排
除
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
二
つ
の
意
味
で
失
敗
で
し
た
。
一
つ

は
、
古
代
人
の
身
に
な
っ
て
考
え
れ
ば
す
ぐ
わ
か
り
ま

す
。
今
の
よ
う
な
科
学
的
知
識
が
な
い
古
代
人
が
身
に

迫
る
危
機
の
な
か
で
、
地
震
や
台
風
、
噴
火
や
豪
雨
を
ど

の
よ
う
に
見
た
の
で
し
ょ
う
か
。
生
き
る
た
め
何
日
も

食
を
求
め
、
飢
餓
を
何
度
も
体
験
し
た
縄
文
人
が
、
豊
富

な
根
菜
や
浅
瀬
の
魚
を
見
て
、
ど
の
よ
う
な
思
い
に
駆

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
人
は
動
物
と
異
な
り
、
事
象
の

結
果
だ
け
に
反
応
す
る
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

事
象
が
成
り
立
っ
て
い
る
意
味
を
見
い
だ
し
て
、
解
釈

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
生
命
に
対
す
る
リ
ア
ル
な
危
機
を
ベ
ー
ス
に

し
て
成
り
立
つ
意
味
体
系
と
し
て
、
古
代
人
の
霊
魂
観

は
「
機
能
」
し
て
い
た
の
で
す
。

霊
の
観
念
は
、
知
識
の
体
系
で
は
な
く
機
能
の
体
系

で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
お
そ
ら
く
生

命
の
危
機
つ
ま
り
死
者
儀
礼
が
始
ま
っ
た
と
き
か
ら
古

代
人
が
獲
得
し
た
知
恵
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
場
合
、
近
代
思
想
は
あ
く
ま
で
も
知
識
体
系

で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
機
能
の
体
系
と
し
て
自
己
展
開

し
て
い
く
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
す
。

近
代
化
し
て
百
五
十
年
を
迎
え
る
ア
ジ
ア
の
文
明
国
で
、

こ
の
古
代
に
獲
得
し
た
観
念
は
、
頼
も
し
い
ほ
ど
強
く

生
き
て
い
る
の
は
決
し
て
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
霊
の
観
念
が
問
題
で
は
な
く
、

そ
れ
を
利
用
す
る
仕
組
み
が
問
題
で
あ
る
こ
と
に
気
が

つ
き
ま
す
。

二
つ
目
は
近
代
思
想
が
生
死
の
超
克
に
無
力
な
こ
と

を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
創
造
主
を
失
っ
た
近
代
の

生
命
観
は
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
が
意
味
を
も
つ
生

命
観
で
す
。
生
命
を
客
観
的
現
象
と
し
て
と
ら
え
、
生
命

現
象
を
物
質
に
還
元
す
る
か
ぎ
り
当
然
で
す
。
生
き
て

い
る
こ
と
に
絶
体
の
価
値
を
置
き
、
死
を
拒
絶
し
そ
れ

を
敗
北
と
見
る
近
代
医
学
の
生
命
観
が
そ
の
代
表
で
す
。

臨
終
医
療
の
立
場
か
ら
は
死
に
ゆ
く
こ
と
が
人
生
の
重

要
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
ま
だ
ま
だ
一
般
に
は
認
知
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

「
死
ぬ
」
と
い
う
動
詞
は
実
に
特
異
な
言
葉
で
す
。「
彼

が
死
ん
だ
」
と
は
言
っ
て
も
、「
あ
な
た
が
死
ん
だ
」「
私

が
死
ん
だ
」
と
は
言
わ
な
い
。
一
般
の
動
詞
は
す
べ
て
の

人
称
に
使
え
ま
す
が
、「
死
ん
だ
」
と
い
う
動
詞
は
三
人

称
に
し
か
使
え
ま
せ
ん
。「
死
」
と
は
「
わ
た
し
」
や
「
あ

な
た
」
に
関
し
て
は
、
使
っ
て
は
い
け
な
い
、
つ
ま
り
タ

ブ
ー
な
の
で
す
。

一
般
の
人
の
死
、
つ
ま
り
客
観
化
さ
れ
た
死
を
明
確

に
説
明
で
き
る
こ
と
と
、
自
分
や
身
内
の
死
を
受
け
入

れ
る
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
別
の
次
元
の
問
題
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
一
般
死
（
三
人
称
の
死
）
は

「
死
」
を
あ
く
ま
で
客
観
的
対
象
と
し
て
知
的
に
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
個
別
死
（
一
人
称
・
二
人
称
の

死
）
と
は
自
分
が
そ
れ
に
向
か
い
合
わ
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。「
死
」
を
語
る
舞
台
が
違
う
の
で
す
。
こ
こ
で

は
「
死
」
を
受
け
入
れ
、
タ
ブ
ー
を
突
き
破
る
た
め
に
は

生
命
に
対
す
る
独
特
の
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
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要
に
な
る
こ
と
は
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
。
現
代
の
病

理
の
大
半
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
の
で

す
。こ

の
文
明
社
会
で
は
屍
体
に
直
面
す
る
機
会
が
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
近
代
的
市
民
の
欲
求
ど
お

り
、
と
言
う
よ
り
も
人
間
の
本
性
に
基
づ
い
て
、
死

を
忌
嫌
い
、
死
を
隠
す
仕
組
み
が
首
尾
良
く
出
来
て

い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
人
は
「
死
」
に
対
す

る
実
感
が
希
薄
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
人

は
い
く
ら
隠
し
て
も
間
違
い
な
く
消
え
て
い
き
ま

す
。
か
え
っ
て
、「
死
」
に
対
す
る
貧
弱
な
イ
メ
ー
ジ

だ
け
が
ど
ん
ど
ん
ふ
く
ら
ん
で
、
観
念
と
し
て
機
能

し
て
い
た
霊
魂
が
実
体
的
な
も
の
と
短
絡
的
に
結
び

つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

特
に
、
子
供
は
大
人
の
よ
う
に
「
死
」
を
ご
ま
か

す
術
を
知
り
ま
せ
ん
。
最
近
、
小
中
学
生
を
対
象
に

死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、
大
半

が
生
き
返
る
と
答
え
た
そ
う
で
す
。
核
家
族
に
な

り
、
個
別
死
を
体
験
で
き
な
く
な
っ
た
世
代
、
死
ぬ

と
言
う
現
象
を
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
な
か

で
し
か
体
験
で
き
な
い
世
代
に
と
っ
て
、
死
を
学
び

と
ら
せ
る
こ
と
を
本
気
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
時
代

に
な
っ
た
の
で
す
。

し
い
「
い
の
ち
」
の
理
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
の
、
も
っ

ぱ
ら
教
化
の
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
日
本
民
族
の
心
性
に
根
付

い
た
機
能
と
し
て
の
霊
魂
観
念
を
根
治
す
る
こ
と
は
い
か

に
困
難
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
み
で
す
。

近
代
真
宗
で
は
霊
魂
そ
の
も
の
と
、
し
た
が
っ
て
霊
魂

の
「
お
か
げ
」
や
「
た
た
り
」
と
向
か
い
合
う
こ
と
を
避

け
て
通
ろ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
態
度
は
あ
ま
り

讃
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
か
ら
そ
の
理

由
も
示
さ
ず
に
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
霊
魂
あ
り
き

か
ら
出
発
し
て
い
る
人
に
は
無
意
味
で
す
し
、
第
三
者
的

立
場
に
あ
る
会
葬
者
に
真
宗
の
考
え
を
聞
い
て
も
ら
う
に

も
、
は
な
は
だ
不
親
切
な
態
度
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う

な
皮
相
的
か
つ
教
条
主
義
的
な
対
応
は
、
残
念
な
が
ら
、

近
代
主
義
の
亜
流
と
し
か
響
き
ま
せ
ん
。

一
度
で
き
あ
が
っ
た
観
念
は
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に

つ
け
、
そ
の
社
会
的
・
文
化
的
機
能
を
保
持
し
て
い
る
以

上
、
ま
た
近
代
至
上
主
義
の
底
が
見
え
て
し
ま
っ
た
今
、

そ
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
仕
事
で

す
。
ね
ば
り
強
く
、
そ
の
原
始
的
な
心
性
と
向
か
い
合
い
、

執
拗
な
文
化
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
を
目
指
し
て
、
正
面
か

ら
取
り
組
む
覚
悟
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

か
ら
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

荼
毘
式
は
亡
き
も
の
に
対
す
る
固
定
見
が
反
省
さ
れ
、

私
と
い
う
主
体
が
問
わ
れ
る
場
で
す
。
懺
悔
の
念
の
発

露
、
言
い
し
れ
ぬ
無
念
の
表
明
、
理
不
尽
な
死
に
対
す
る

憤
り
の
経
験
を
と
お
し
て
、
故
人
が
突
然
こ
の
世
か
ら

消
え
た
と
い
う
受
け
入
れ
が
た
い
事
実
を
、
儀
式
化
さ

れ
た
時
間
と
手
続
き
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
け
入

れ
納
得
し
て
い
く
大
切
な
場
な
の
で
す
。
理
由
が
何
で

あ
れ
、
自
分
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
人
を
亡
く
し

た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
死
別
を
し
っ
か
り
と
理

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
老
病
死
」
に
迷
う
以
前
の
自

分
と
は
ち
が
う
「
老
病
死
」
を
生
き
る
新
た
な
自
分
に
転

換
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
確
か
に
あ
る
の
で
す
。

今
こ
こ
に
い
な
い
存
在
に
対
し
て
、
今
こ
こ
に
い
る

「
わ
た
し
」
が
向
か
い
合
う
こ
と
を
と
お
し
て
、
あ
た
ら

し
い
自
分
の
存
在
が
明
確
に
さ
れ
る
の
で
す
。「
い
の

ち
」
が
「
い
の
ち
」
に
向
か
い
合
う
瞬
間
で
す
。
こ
こ
に

経
験
さ
れ
る
か
け
が
え
の
な
い
存
在
の
実
感
が
「
い
の

ち
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
核
を
形
成
し
ま
す
。

仏
様
は
こ
の
「
い
の
ち
」
に
向
か
っ
て
願
い
を
起
こ

し
、
そ
の
救
済
に
向
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り

と
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
切
な
人

を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
い
ま
ま
で
見
え
な

か
っ
た
私
の
「
い
の
ち
」
の
存
在
が
仏
様
の
願
い
に
照
ら

さ
れ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
私
が
ど
こ
か
ら
来
て

ど
こ
へ
行
く
の
か
、
古
代
の
御
し
が
た
い
固
定
見
を
持

出
す
ま
で
も
な
く
、
私
と
い
う
唯
一
ひ
と
り
の
「
い
の

ち
」
の
物
語
が
し
っ
か
り
と
自
覚
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
浄
土
真
宗
の
最
大
の
御
利
益
で

あ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
源
信
僧
都
釈

「
煩
悩
障
眼
雖
不
見
、
大
悲
無

倦
常
照
我
」
は
こ
の
こ
と
を
見

事
に
表
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ

こ
に
は
霊
魂
の
入
り
込
む
余
地

な
ど
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
わ
が
真
宗
（
民
衆
仏
教
）
で
は
こ
の
よ
う

な
時
代
的
状
況
下
で
、
死
に
ま
つ
わ
る
霊
魂
の
問
題

に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
き
た
で
し
ょ
う
か
。
残
念

な
こ
と
に
、
霊
魂
観
を
知
識
体
系
と
取
り
違
え
て
、

近
代
的
知
識
の
高
見
か
ら
迷
信
と
し
て
見
下
ろ
し
て

き
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

本
来
、
霊
魂
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
葬
儀
儀

礼
、
中
陰
儀
礼
、
年
忌
儀
礼
で
は
霊
魂
に
何
一
つ
触

れ
る
こ
と
な
く
、
近
し
い
人
の
死
を
縁
に
し
て
、
正

過
度
の
恐
怖
感
に
よ
っ
て
、
荒
縄
は
容
易
に
毒
蛇
に
な

り
ま
す
。
生
死
へ
の
不
安
が
根
底
に
あ
る
限
り
、
無
意
識

的
に
も
意
識
的
に
も
霊
魂
と
い
う
観
念
は
、
素
朴
で
あ
る

が
故
に
、
学
ぶ
意
識
す
ら
持
た
ず
に
、
容
易
に
古
代
人
の

生
死
観
が
蘇
え
り
ま
す
。
仏
教
に
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る

も
の
は
、
人
の
心
が
写
し
だ
す
も
の
で
、
人
は
そ
れ
に
固

執
し
て
迷
い
狂
う
も
の
と
み
る
考
え
が
あ
り
ま
す
。
人
そ

れ
ぞ
れ
に
は
ぞ
れ
ぞ
れ
の
固
定
見
の
世
界
が
あ
り
、
そ
れ

故
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
悩
を
抱
え
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の

固
定
見
は
我
執
が
根
元
に
あ
る
以
上
、
そ
の
根
治
は
並
大

抵
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
霊
魂
の
問
題
も
こ
の
観
点


