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ヽし

物
を
申
せ
ば

た
広
も
き
こ
え
、

ま
た
、
人
に
も

な
お
き
る
る
な
り
。

た
だ
、
物
を
申
せ
。

（御

一
代
記
聞
言
）

現
在
、
東
本
願
寺
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る

『真
宗
聖
典
』
に
は
、
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
、

つ
ま
り
御
消
息
が
重
複
を
除
け
ば
四
十
五
通

納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
と
ん
ど
が
、

関
東
の
門
弟
の
方
々
に
宛
て
て
書
か
れ
て
い

て
、
そ
の
内
容
は
ご
信
心
に
関
わ
る
門
弟
か

ら
の
質
問
に
お
応
え
に
な
る
も
の
が
大
方
と

な

っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

四
月
七
日
の
御
ふ
み
、
五
月
十
六

日
た
し
か
に
た
し
か
に
み
候

い
ぬ
。

さ
て
は
、
お
お
せ
ら
れ
た
る
事
、
信

の

一
念
、
行
の

一
念
、
ふ
た

つ
な
れ

ど
も
、
信
を
は
な
れ
た
る
行
も
な
し
、

行
の

一
念
を
は
な
れ
た
る
信
の

一
念

も
な
し
。
・‥

（中
略
）
…
こ
れ
み
な
、

み
だ
の
御
ち
か
い
と
申
す
こ
と
を
こ

こ
ろ
う
べ
し
。
行
と
信
と
は
御
ち
か

い
を
申
す
な
り
。
あ
な
か
し
こ
、
あ

な
か
し
こ
。

い
の
ち
候
わ
ば
、
か
な

ら
ず
か
な
ら
ず

の
ぼ
ら
せ
給
う
べ
く

候
う
。

五
月
廿
八
日
　
　
　
（花
押
）

覚
信
御
房
御
返
事

（
「御
消
息
集
」

一
四
　
聖
典

ｐ
五
七
九
）
と
あ

っ
て
、
こ
の
ご
消
息
は
当

時
、
下
野
国
高
田
に
居
住
し
て
い
た
有
力
門

弟
の
覚
信
房
に
宛
て
た
も

の
と
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
覚
信
房
の
名
前
は

「
門
侶
交
名
牒
」
に

見
え
る
こ
と
か
ら
、
当
時

の
門
徒
集
団
の
リ

ー
ダ
ー
の

一
人
だ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
日
付
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

下
野
国
で
す
か
ら
現
在
の
栃
木
県
で
四
月
七

日
に
覚
信
房
が
書

い
た
質
問
の
お
手
紙
が
、

「十
余
か
国
の
さ
か
い
を
こ
え
」
て
親
鸞
聖

人
の
お
手
元
に
届
き
、
お
読
み
に
な
ら
れ
た

の
が
五
月
二
十
六
日
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て

聖
人
は
、
こ
の
お
手
紙
の
ご
返
事
を
五
月
二

十
八
日
に
し
た
た
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
覚
信

房
か
ら
の
お
手
紙
が
二
ヵ
月
近
く
か
か
っ
て

い
る
の
は
、
当
時
の
状
況
と
し
て
も
す
こ
し

か
か
り
す
ぎ
と
は
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
諸
事
情
を
考
慮
し
て
も
聖
人
の
ご
返
事
は
、

お
そ
ら
く
七
月
の
中
頃
ま
で
に
は
確
実
に
覚

信
房
の
手
元
に
届
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
も
ろ
も
ろ
計
算
し
て

み
る
と
、
関
東
の
お
弟
子
か
ら
京
都
の
聖
人

の
も
と

へ
、
そ
し
て
京
都
の
聖
人
か
ら
関
東

の
お
弟
子

へ
と
聖
人
の
ご
信
心
の
お
声
が
届

け
ら
れ
る
ま
で
に
な
が
い
時
間
が
か
か

っ
て

い
た
こ
と
が
容
易
に
知
ら
れ
る
の
で
す
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
お
手
紙
に
よ

っ
て

お
尋
ね
に
な
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
時
に

は
門
弟
方
が
聖
人

へ
の
ご
寄
進
の
も

の
を
持

っ
て
京
都
ま
で
訪
ね
、
聖
人
と
濃
密
な
時
を

過
ご
し
、
聖
人
の
お
声
を
携
え
て
関
東

へ
帰

っ
て
行
か
れ
た
こ
と
も
多
々
あ

っ
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
の
時
間

が
か
か
っ
て
も
、
な
お
聖
人
か
ら
大
事
な
お

教
え
を
い
た
だ
き
た
い
、
と
の

一
念
が
門
弟

方
を
し
て
こ
の
よ
う
に
せ
し
め
た
の
で
は
な

い
か
と
、
御
消
息
を
拝
読
し
て
い
て
ひ
し
ひ

し
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
親
鸞
聖
人
は
、
多
く
の
人
に
こ
の

文
を
読
み
聞
か
せ
て
ほ
し
い
、
と
必
ず
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど
書
き
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
聖
人
の
姿
勢
は
、
歴
代
の
宗
主

（し
ゅ

う．
し
ゅ
…
現
在
で
言
え
ば
門
首
）
を
経
て
蓮

如
上
人
の

『御
文
』
と
し
て
結
晶
し
て
き
た

の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

今
回
、
教
区
教
化
委
員
会
か
ら
、
教
化
広

報
紙

『大
寄
小
寄
』
を
隔
月
刊
と
し
て
発
行

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「大
寄
り
小
寄

り
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
小
松
教

区
内
に
永
く
伝
統
さ
れ
て
き
た

「
お
講
」

の

形
態
を
言

い
表
す
言
葉
で
あ
る
と
と
も
に
、

教
え
が
確
か
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
証

し
す
る
言
葉
で
も
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

今
こ
の

『大
寄
小
寄
』
で
は
、
と
て
も

『御

文
』

の
よ
う
な
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
教

区
で
催
さ
れ
た
様

々
な
聞
法
会

の
模
様
を
お

伝
え
し
、
ま
た
親
鸞
聖
人
み
教
え
に
つ
い
て

の
領
解
も
お
伝
え
し
た

い
と
考
え

て
い
ま
す
。

願
わ
く
ば
、
お
読
み
に
な

っ
て
の
ご
感
想

や
ご
質
問
な
ど
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
紙
面
に
反
映

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
の

お
心
の
万
分
の

一
で
も
表
現
し
て
い
け
る
も

の
と
思

い
ま
す
。
ど
う
か
お
育
て
を

い
た
だ

き
ま
す
よ
う

に
。

『大
寄
小
寄
』
発
刊
に
寄
せ
て

小
松
教
区
教
化
委
員
長
　
亀
渕

卓
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親
鸞
聖
人
が
お
書
き
に
な
ら
れ
た
も

の

の
中
に

「
濁
世
の
目
足
」
と

い
う
お
言
葉

が
あ
り
ま
す

（
『
浄
土
文
類
緊
砂
』

。
聖

典
四
〇
二
頁
）
。

「
濁
世
」
と

い
う

の
は
、

濁
り
に
染
ま

っ
た
世
の
中
。
こ
の
世
の
中

の
こ
と
を
、
そ
う
呼
ん
で
く
だ
さ

い
ま
す
。

濁

っ
て
い
る
と

い
う

の
は
、
本
当
に
大
事

な
こ
と
が
な
か
な
か
見
え
な

い
と

い
う
こ

と
で
す
。
あ

つ
ち
で
も
こ

つ
ち
で
も

「
あ

れ
が
大
事
や
、
こ
れ
が
大
事
や
」
と
言
う

て
い
ま
す
。
宗
教
を
と

っ
て
み
て
も
そ
う

で
し
ょ
う
。
あ

つ
ち
で
も
こ

つ
ち
で
も
宗

教
と

い
う

の
は
筍

の
数
よ
り
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
ボ

コ
ボ

コ
出
て
き
ま
す
。

ど
れ
が
本
当
に
我
々
の
生
き
る
力
に
な
る

教
え
な
の
か
と

い
う
こ
と
も
分
か
ら
な

い
。

こ
れ
が
濁

っ
て
い
る
世
の
中
、

「
濁
世
」

で
す
。
何
が
大
事
か
が
見
え
な
い
と

い
う

意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
世
の
中
に
あ

っ
て
、
浄
土
の
教
え

・
念
仏
の
教
え
は
、

私
た
ち
の
日
で
あ
り
足
で
あ
る
と

い
う
ふ

う
に
お

っ
し
ゃ
っ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
す
。

こ
れ
は
、

「
愚

（お
ろ
か
）
」
で
あ
る
こ

と
が
は

っ
き
り
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
教

え
が
目
に
な

っ
て
く
だ
さ
る
、
足
に
な

っ

て
く
だ
さ
る
の
だ
と

い
う
ふ
う
に
お

っ
し

ゃ
る
ん
で
す
よ
。

「
自

」
つ
ｏ

私
た
ち
は
、

「
自
分
は
賢

い
」

「
間
違

っ
て
い
な

い
」
と
思

っ
て
い
る
間
は
、
仏

法
が
目
に
な
る
と
は
思

っ
て
い
ま
せ
ん
。

い
の
で
す

ｃ

「
な
ぜ
浄
土
の
教
え

。
念
仏
の
教
え
が
、

世

の
中
を
見
る
目
に
な
る
の
か
」
と

い
う

こ
と
で
す
が
、
浄
土
の
教
え
を
聞
け
ば
、

そ
の
よ
う
に
は
な

っ
て
い
な

い
私
の
生
き

方
が
は

っ
き
り
と
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

浄
土
を
光

の
世
界
に
喩
え
て
く
だ
さ
い
ま

す
が
、
浄
土
が
全

て
の
も

の
が
よ
く
見
え

る
光
溢
れ
る
世
界
だ
と

い
う
こ
と
は
、
私
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講
義
録
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社
会
を
見
つ
め
る
眼

（ま
な
こ
）

大
谷
大
学
助
教
授

　

　

　

一
＊
本
　

宣
（

自
分
の
目
の
方
が
確
か
だ
と
思

っ
て
い
る
ん

で
す
ね
。
だ
か
ら
、

「仏
法
が
な
く
て
も
生

き
て
い
け
る
」

「
そ
ん
な
も
の
を
聞
か
な
く

て
も
日
暮
し
で
き
る
」
と
思
う
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
私
た
ち
の
目
は
残
念
な
が
ら
、
そ

の
時
そ
の
時
の
自
分
の
便
利
さ
と
か
都
合

・

利
益
で
動
い
て
い
き
ま
す
か
ら
、
右
に
流
さ

れ
左
に
流
さ
れ
す
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
し
て
、

結
局

「何
が
大
事
だ

っ
た
ん
や
ろ
か
」
と
分

か
ら
な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
く
の
で
す
。
こ

の
教
え
が
な
け
れ
ば
、
生
き
て
い
く
目
も
な

け
れ
ば
足
も
な
い
と
お

っ
し
ゃ
ら
れ
た
の
が

親
鸞
聖
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た

た
ち
の
日
頃
は
何
に
も
見
え
な
い
間
を
生
き

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
は

っ
き
り
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
浄
土
に
触
れ
る
、
浄
土
の
教

え
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ち
ら
側
の

日
頃
の
生
き
方
が
は

っ
き
り
す
る
と
い
う
こ

と
と

一
つ
な
の
で
す
。

ヽ
■

′
′
ι

′
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ｌ
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私
達
は

い
つ
も
勝

っ
た
か
負
け
た
か
と

闇

」L
′口・
′L

い
う
世
間
の
モ
ノ
サ
シ
に
右
往
左
往
す
る

の
で
す
が
、
そ
う

い
う
私
達
に

「
あ
な
た

た
ち
の
生
き
る
べ
き

い
の
ち
は
、
こ
う

い

う

い
の
ち
だ
」
と

い
う
こ
と
を
教
え
よ
う

と
す
る
。
こ
れ
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
日
頃
は
世
間
の
価
値
観
で
測

っ
た

い
の
ち
を
中
心
に
し
て
い
ま
す
。
は

っ
き
り
言
え
ば
、
欲
と
二
人
連
れ
で
生
き

て
い
る
の
で
す
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
仏

さ
ま
が
教
え
る
よ
う
な
世
界
を
生
き
て
い

く
。
仏
さ
ま
を
中
心
に
生
き

て
い
く
と

い

う

の
が
、
浄
土
の
生
き
方
で
あ
り
、

「
南

無
阿
弥
陀
仏
」

の
念
仏
の
道
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
講
義
録
は
、
昨
年
四
月
十
日
開
催

さ
れ
た
小
松
教
区
仏
教
青
年
会
主
催
の
公

開
講
座

「
道
標

（み
ち
し
る
べ
」
で
の
講

演
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。
文
章
に
関

す
る
責
任
は
編
集
委
員
会
に
あ
り
ま
す
。

書

籍

紹

介

『生
き
る
力
』
　
　
　
梶
原
敬

一
著

著
者
は
兵
庫
県
に
あ
る
姫
路
医
療

セ
ン
タ
ー
の
小
児
科
医
で
あ
り
、
か

つ
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所

の
嘱
託

研
究
員
で
も
あ
る
。

表
題
の

「
生
き
る
力
」
に
つ
い
て

著
者
は
、

「
絶
望
し
て
も
生
き
て
い

け
る
の
は
、
私
の
中
に
あ
る
生
き
る
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区

教
学
研
究
室

「郡
中
学
舎
」

。
第

一
期
修
了
生

山
市
湊
町
願
隆
寺
住
職

土
佐

″
′

ヽ
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祖
し
C

は

武
内
義
範
と

い
う
先
年
亡
く
な

っ
た
宗

教
哲
学
者
は
自
ら
の
著
述
の
中
で
し
ば
し

ば
次
の
よ
う
な
話
を
引
用
し
て
い
る
。

あ
る
人
が
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
道

に

迷

っ
た
。
右
往
左
往
し
て
い
る
と
偶
然
、

古
径
に
行
き
当
た

っ
た
の
で
そ
れ
を
辿

っ
て
行
く
と
古
城
に
出
た
。
そ
れ
は
立

派
な
都
城
で
あ
る
も

の
の
、
今
は
誰
も

住
ん
で
い
な

い
。
彼
は
帰

っ
て
王
や
宰

相
に
報
告
し
、
そ
こ
に
都
を
造
ら
せ
た
。

そ
の
都
城
は
後
に
栄
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
話
は
と
あ
る
原
始
仏
教
の
経
典

の

中
に
あ
る
の
だ
そ
う
だ
が
、
そ
の
経
典
が

こ
の
よ
う
な
比
喩
物
語
に
よ

っ
て
説
こ
う

と
し
て
い
る
の
は
、
釈
尊

の
教
え
は
釈
尊

自
身
が
開

い
た
悟
り
の
道
で
あ
る
と
同
時

に
古
仏
の
道
で
も
あ
る
、
と

い
う
こ
と
だ
。

「
古
径
」
と
は
縁
起

・
四
諦

・
八
正
道

の

教
説
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
釈
尊
は
そ
れ
を

も
う

一
度
発
見
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と

い

っ
て
い
る
の
だ
。

親
鸞
聖
人
は
浄
土
真
宗
の
宗
祖
だ
と
い
わ

れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

「浄
土
真
宗
」
と
い

う
の
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
古
径
だ

っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

当
教
区
の
教
学
研
究
室

「郡
中
学
会
」
の

第

一
回
の
講
義
の
中
で

一
楽
室
長
は
、
私
た

ち
が
宗
祖
と
仰
ぐ
親
鸞
聖
人
自
身
が

「宗
祖
」

に
出
遇
わ
れ
た
方
で
あ

つ
た
こ
と
を
指
摘
さ

れ
た
。

『教
行
信
証
』
後
序
で

「真
宗
興
隆

の
大
祖
源
空
法
師
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
親
鸞
聖
人
に
と

っ
て
は
法
然
上
人
が

真
宗
の
宗
祖
な
の
で
あ

っ
て
、
親
鸞
自
身
が

真
宗
を
開
い
た
の
で
は
な
い
、
と
。
な
る
ほ

ど
、
法
然
上
人
は
そ
れ
ま
で
寓
宗
に
過
ぎ
な

か

っ
た
浄
土
宗
を
独
立
し
た

一
宗
と
し
て
開

立
し
た
の
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
の
生
涯
の
お

仕
事
は
師
法
然
が
興
行
し
た
こ
の
浄
土
宗
を

真
宗
と
し
て
顕
か
に
す
る
こ
と
で
あ

つ
た
。

し
か
し
、
法
然
上
人
自
身
も
宗
祖
に
出
遇

わ
れ
た
方
だ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
浄
土

宗
独
立
宣
言
の
書
と
も
い
え
る

『選
択
本
願

念
仏
集
』
の
中
で
上
人
は

「善
導
和
尚
は
偏

に
浄
土
を
も

っ
て
宗
と
し
、
し
か
も
聖
道
を

しヽ

も

っ
て
宗
と
せ
ず
。
故
に
偏
に
善
導

一
師
に

よ
る
な
り
」
と
断
言
さ
れ
て
い
る
。
法
然
上

人
は
黒
谷
の
経
蔵
の
中
で
、
浄
土
の
教
え
を

宗
と
す
る
祖
師
と
し
て
の
善
導
と
出
遇
わ
れ

た
の
だ
。

お
そ
ら
く
善
導
大
師
に
し
て
も
し
か
り
で

あ
ろ
う
。

「弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し

ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
、
虚
言
な
る
べ
か
ら

ず
…
…
」
と
い
う

『歎
異
抄
』
の
有
名
な

一

節
が
こ
こ
で
想
起
さ
れ
よ
う
。
浄
土
真
宗
は

親
鸞
聖
人
に
よ

っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば

「弥
陀
の
本
願

ま
こ
と
」
に
発
源
す
る

一
本
の
古
径
で
あ
る
。

こ
の
道
の
上
で
聖
人
は
宗
祖
と
出
遇

っ
て
い

っ
た
の
だ
。

た
だ
、
私
た
ち
に
と

っ
て
親
鸞
聖
人
は
、

他
の
祖
師
た
ち
と
並
列
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
聖
人
が
歩
ま

れ
た
道
は
過
去
の
祖
師
ら
も
歩
ま
れ
た
道
だ

と
い
っ
て
も
、
そ
の
古
径
は
聖
人
が
歩
ま
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
私
た
ち
の
前
に

一
本
の
道
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

武
内
は
、

「歩
む
道
と
い
う
の
は
、
ま
た

歩
む
こ
と
に
よ
つ
て
で
き
て
い
る
道
で
あ
る
」

と
も
語

っ
て
い
る
。
深
き
森
の
中
を
通
る
道

力
が
私
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
時
代
と
社
会
に
あ
る
生
き

る
力
が
支
え
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し

一
方
で
現
代
社
会
を
よ
く

よ
く
見
れ
ば
、
こ
の
時
代
と
社
会
が

人
の
生
き
る
力
を
奪
う
も
の
に
な

っ

て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
よ
う
な
社
会
を
私
た
ち
は
作

っ

て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
苦
悩
が
な
く
な
れ
ば
幸

福
に
な
れ
る
と
思
い
込
み
、
人
知
を

尽
く
し
て
苦
悩
を
消
し
去
る
こ
と
に

邁
進
し
て
き
た
。
時
と
し
て
宗
教
す

ら
も
そ
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
根
本
的
な

間
違
い
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

苦
し
み
悩
み
を
消
し
去
ろ
う
と
す

る
こ
と
に
よ

つ
て
、
苦
悩
を
生
き
る

人
間
全
体
が
見
え
な
く
な
り
、
生
き

る
喜
び
も
喪
わ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ

れ
が
現
代
と
い
う
時
代
で
は
な

い
か
、

と
著
者
は
書
い
て
い
る
。

は
、
行
き
交
う
人
が
い
な
く
な
れ
ば
八
重

葎

（む
ぐ
ら
）
の
中
に
隠
れ
て
し
ま

い
、

つ
い
に
は
廃
れ
て
し
ま
う
。
浄
土
真
宗
と

い
う
道
は
、
親
鸞
聖
人
が
歩
ま
れ
た
か
ら

こ
そ
私
た
ち
の
歩
む
道
と
な
り
え

て
い
る
。

私
も
宗
祖
と
し
て
の
聖
人
に
出
遇

い
、
こ

の
古
径
、

「
無
碍
の

一
道
」

の
歩
み
を
な

す
こ
と
に
し
よ
う
。
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Ｑ
　
な
ぜ
真
宗
で
は

「清
め
塩
」
を

使
わ
な
い
の
で
す
か
？

Ａ

　
私
た
ち

に
は
、
死
や
病
な
ど
、
身

の

回
り
に
近
づ

い
て
ほ
し
く
な

い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
決
し
て
逃
れ
ら
れ
な

い
こ

と
を
知

っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
厄
介
者
を
振
り
払
う
道
具
と
し
て
、
塩

を
使
ち

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

死
や
病
は
本
当
に
清
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、

い
わ
ゆ
る

「械
れ
た
」
も
の
な
の
で
し

ょ
う
か
。
と
す
れ
ば
、

い
く
ら
生
前
輝
か
し

い
人
生
を
過
ご
し
た
と
し
て
も
、
結
末
は
械

れ
に
終
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
ん
な
考

え
方
し
か
で
き
な

い
と
す
れ
ば
、
非
常
に
残

念
な
こ
と
で
す
。

仮
に
、
あ
な
た
の
死
に
よ

っ
て
清
め
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
人
を
生
み
出
す
こ
と
に
な

っ

た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
あ
な
た
の
子

供
や
孫
で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
と
て
も
悲
し

い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ネ
ち
」
一、千〕多（ト
ノｒヽ
一一‐一
ノ^　́
ｔ

・ヽヽ
フ・
　
一‐」」「
。（″
７う
二
　
・／
・

「ヽ
ヽ́
〓
を行
」〓一
べ
一
、　
」二一
ヽ́
ン（
一
〓［
一
一′
（
〓「
（″
斉
一
一一，
一
ヽ

の
も
の
を
も
否
定
し
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
は
、
私
た
ち
が
生
活
の
中
で
抱
え

込
ん
で
い
る
罪
業
は
、
塩
程
度
で
は
消
し
去

る
こ
と
な
ど
で
き
な

い
こ
と
は
改
め
て
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

◇

公

日
時

講
題

/、
アヽ

場

講

師
◇

御
同
朋
御
同
行
の
つ
ど

い

日
時
　
六
月
六
日

（火
）

午
前
十
時
～
午
後
三
時

会
場
　
小
松
教
務
所

講
師
　
春
秋

賛

師

テ
ー
マ
　
今
、

い
の
ち
が
あ
な
た
を

生
き
て
い
る

備
考
　
昼
食
に
韓
食

（
バ
ン

・
牛
乳
）

を
ご
用
意

い
た
し
ま
す
。

◇

新
屋
英
子
ひ
と
り
芝
居

一
身
世
打
鈴
」
シ
ン
セ
タ
リ
ョ
ン

期
日
　
六
月
十
日

（土
）

時
間
　
①
午
後
二
時
三
十
分
～
四
時

②
午
後
七
時
三
十
分
～
九
時

会
場
　
称
名
寺

）

開
　
講
　
座

六
月
四
日

（
日
）

午
前
十
時

ヽ
十

一
時
三
十
分

小
松
教
務
所

訓
覇

浩

師

ハ
ン
セ
ン
病
か
ら

見
え

て
き
た
こ
と

～
人
が
救
わ
れ
る
と
は

ど
う

い
う

こ
と
か
～

チ
ケ

ッ
ト
　
一
一千
円

◇
　
カ
ル
ト
問
題
の
研
修
会

日
時
　
六
月
十
四
日

（水
）

午
後
二
時
～
四
時

会
場
　
小
松
教
務
所

講
師
　
滝
本

太
郎

氏

（
オ
ウ
ム
真

理
教
被
害
対
策
弁
護
団
弁
護
士
）

講
題
　
カ
ル
ト
宗
教
の
実
態

備
考
　
組
門
徒
会
員

（重
世
話
方
）

一
泊

研
修
会
（六
月
十
四
日
～
十
五
日
）

と
兼
ね
て
実
施
。

◇

郡
中
学
舎
研
修
会

（教
研
）

日
時
　
六
月
十
九
日

（月
）

午
後

一
時
三
十
分
～
八
時
三
十
分

会
場
　
小
松
教
務
所

◇

公
開
講
座

期
日
　
七
月
八
日

（土
）

会
場
　
小
松
芸
術
劇
場
う
ら
ら

講
師
　
森

達
也

氏

◇

教
区
帰
敬
式

（お
か
み
そ
り
）

日
時
　
七
月
二
十

二
日

（
土
）

午
後

一
時

ヽ
四
時

会
場
　
小
松
教
務
所

◇

郡
中
御
影
報
恩
講

一通
藍
一　
七
月
二
十
三
Ｅ

（日
）

午
前
九
時
～
午
後
三
時

会
場
　
本
蓮
寺

ｔ

編

集

後

記

こ
の
度
教
区
教
化
委
員
長
の
発
案

に
よ
り
、

従
来
年

一
度
発
行
さ
れ
て
い
た
教
報
に
加
え
、

隔
月
で
教
化
広
報
紙
を
発
行
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
教
報
が
主
と
し
て
教
区
の
行
事

報
告
を
中
心
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の

教
化
広
報
誌
は
教
化
的
内
容
を
よ
り
多
く
し

た
も

の
に
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
広
報
誌

の
名
称
を
決
定
す
る
に
あ
た

っ
て
、
編
集
委
員
各
自

の
頭
に
ま
ず
浮
か
ん

だ
の
は
、

「
こ
の
小
松
教
区
の
歴
史
と
将
来

へ
の
展
望
を
合
わ
せ
て
表
現
す
る
こ
と

の
で

き
る
名
称
」
は
な

い
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と

で
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
自
ず
か
ら
、

「
お

講
」
を
表
現
す
る
も
の
で
し
か
あ
り
得
な

い

と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

最
初
は
蓮
如
さ
ん
の
御
文

（帖
外
）
に
も

名
前

の
出
て
く
る

「能
美
四
講
」
が
候
補
に

な
り
ま
し
た
が
、

「
か
た

い
」
と

い
う
こ
と

で
却
下
。
あ
れ
こ
れ
名
前
の
挙
が

っ
た
中
で

結
局

「大
寄

・
小
寄

（お

ヽ
よ
り
こ
よ
り
）
」

の
ひ
ら
が
な
付
き
に
お
さ
ま
り
ま
し
た
３
題

字

の
揮
宅
も
編
集
委
員
の

一
人
が
担
当
し
て

お
り
ま
す
こ

′、ノ
■ヽ
二
ご
■
υ
一〓一■（
わ
―
ず
′
「Ｌ
キ
ニ
〓
一一
一‐し
｛
に
‐ヽ、
／ヽ
一

思

い
ま
す
し
、
写
告具
や
モ
「し
絵
な
ど
も
色

つ

き
で
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
と

考
え
て
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
意
見
を
お
聞
か

せ
下
さ
い
。
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