
毒l、

茶

道

親

α斗

に
耐
へ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

如
何
に
健
全
な
る
宗
教
的
精
神
と
共
の
生
活
態
度
が
戦
争
の
聖

ゑ
る
目
的
完
遂
の
詩
の
推
進
力
と
な
る
か
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
叉

長
い
戟
ひ
の
後
‘
一
位
曾
人
心
の
飢
渇
を
癒
す
の
は
、
何
人
の
手
に

依
う
で
な
さ
れ
る
か
と
云
ふ
事
に
思
ひ
を
潜
め
る
な
ら
ば
、
私
共

の
人
生
に
果
せ
ら
れ
た
任
務
と
仕
事
の
重
大
性
は
‘
白
づ
と
明
ら

か
に
さ
れ
る
と
思
は
れ
ま
す
。

私

の

茶

道

観

中

村

貫

茶
道
に
入
っ
て
問
の
な
い
自
分
が
‘
茶
遣
を
論
や
る
と
言
ふ
事

は
借
越
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
好
き
な
遣
を
論
十
る
と

一
広
ふ
事
は
‘
別
に
悪
い
事
で
は
－
泣
い
と
思
っ
た
か
ら
、
商
の
皮
を

厚
く
し
て
筆
を
と
っ
た
。
わ
っ
し
ょ
／
＼
と
御
輿
を
嬉
い
で
ゐ
る

若
人
を
見
て
、
公
祭
騒
ぎ
を
す
る
日
本
人
の
、
そ
の
野
盤
さ
を
笑

ふ
人
も
有
る
が
、
彼
等
に
と
っ
て
は
、
と
の
御
輿
携
が
唯
一
の
安

全
捕
な
の
で
あ
る
。
吾
々
知
識
階
叡
と
誇
っ
て
ゐ
る
、
鵠
普
者
E

も
に
は
、
彼
等
の
と
の
純
真
な
境
地
が
却
っ
て
羨
ま
し
く
思
は
れ

註
い
で
も
な
い
。

一
大

O

世
の
中
は
、
常
に
も
が
も
な
‘
渚
消
ぐ
、
海
士
の
小
舟
の
網

手
可
愛
し
も
。

と
、
鎌
倉
右
大
臣
源
質
朝
は
、
北
保
氏
の
迫
害
に
堪
へ
か
ね
て
漁

夫
の
穏
筑
な
生
活
を
羨
ん
だ
で
は
な
い
か
。

現
代
文
化
の
、
機
械
的
生
活
に
迫
ひ
詰
め
ら
れ
て
、
窮
現
在
喧

喋
と
多
憶
と
に
疲
れ
果
て
た
現
代
人
の
煩
問
苦
情
は
、
各
人
を
し

て
自
暴
自
棄
の
枇
品
目
主
義
に
陥
ら
し
め
る
か
、
さ
も
な
く
ぽ
喪
狂

自
殺
よ
り
外
に
行
き
場
の
た
い
絞
に
思
は
し
め
る
。
と
れ
を
悟
っ

て
何
等
か
の
安
全
地
帯
を
求
め
よ
う
ξ
す
れ
ぼ
、
ま
守
護
術
の
世

界
に
隠
れ
る
よ
り
外
に
注
は
あ
る
ま
い
。
華
や
か
で
官
能
的
た
洋

地
市
と
か
、
感
莞
抵
の
交
墜
と
か
、
未
来
抵
の
絢
主
聞
と
か
種
々
様
々

た
事
術
も
、
一
時
の
休
憩
所
と
し
て
惨
酷
注
文
明
の
嵐
を
避
け
る

事
は
出
来
よ
う
。
併
し
、
他
を
期
待
し
、
ひ
と
り
の
遣
を
外
し
て

行
く
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
永
劫
の
安
住
地
で
は
左
い
。

し
か
ら
ば
現
代
の
吾
々
は
、
如
何
な
る
安
全
地
帯
を
求
め
た
ら
よ

い
の
で
あ
ら
う
か
。

世
人
は
茶
の
湯
と
言
ふ
と
、
す
ぐ
御
隠
居
さ
ん
の
慰
み
も
の
か

た
腿
さ
ん
の
嫁
入
り
仕
度
の
一
つ
で
あ
る
位
に
し
か
考
へ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
茶
道
と
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。

茶
道
は
道
義
的
た
‘
叉
蹄
接
的
た
堅
苦
し
い
一
一
聞
を
具
へ
て
ゐ

る
が
、
他
方
面
に
は
‘
自
然
風
物
の
愛
よ
り
、
茶
器
愛
玩
の
事
術



的
‘
風
雅
的
危
噌
好
を
多
量
に
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

篤
、
古
来
よ
り
園
梓
書
道
の
精
華
と
し
て
、
華
道
と
並
び
五
日
が
困

問
有
の
淳
風
良
俗
た
る
棺
儀
作
法
と
合
致
し
て
、
婦
女
子
は
勿
論

武
士
町
人
の
健
全
な
る
情
操
と
、
高
雅
友
趣
味
と
を
養
っ
て
来
た

の
で
あ
る
。
自
然
を
愛
し
、
自
然
に
親
し
む
と
云
ふ
事
は
‘
吾
々

人
生
に
と
っ
て
歓
く
べ
か
ら
ざ
る
事
賓
で
あ
る
。
都
舎
の
ピ
ル
街

K
、
終
日
生
活
し
て
ゐ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
、
稀
に
は
郊
外
を
散

策
す
る
と
一
匹
ふ
の
も
‘
自
然
の
懐
に
一
瞬
で
も
抱
か
れ
た
い
話
で

あ
ら
う
。

春
は
花
に
、
夏
は
山
に
維
を
探
り
、
秋
は
紅
葉
に
、
冬
は
雪
と

向
然
の
輿
へ
る
ま
L
に
、
自
然
を
観
賞
す
る
の
も
悪
い
事
で
は
た

い
。
欄
漫
た
る
柵
慢
の
一
枝
を
見
る
の
も
美
し
い
事
で
は
あ
る
c
し

か
し
‘
共
の
一
枝
に
．
一
片
の
短
冊
が
ヒ
ラ
／
＼
し
て
ゐ
る
の
を

見
れ
ば
、
誰
れ
し
も
よ
り
高
雅
な
風
流
味
を
味
は
ふ
だ
ら
う
。
自

然
E
C
行
持
と
合
致
し
た
も
の
を
、
五
日
々
人
間
は
理
想
と
す
る
の
で

あ
る
。
飴
を
し
ゃ
ぶ
っ
て
花
見
を
す
る
野
暮
漢
は
い
ざ
知
ら
や
、

上
戸
は
酒
杯
に
花
鱒
を
浮
か
せ
、
下
戸
は
花
よ
り
園
子
と
人
生
の

快
を
叫
ぶ
の
を
見
れ
ば
、
自
然
と
人
生
の
デ
リ
ケ
ー
ト
た
関
係
を

此
底
K
鷲
見
す
る
の
で
あ
る
。
人
聞
は
環
境
か
ら
作
ら
れ
、
逆
に

入
聞
が
環
境
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
一
再
ひ
か
へ
れ
ば
、
人
聞
は
一
世

舎
か
ら
作
ら
れ
、
逆
に
人
聞
が
枇
舎
を
作
る
の
で
あ
る
。

手よ

の

現

茶

主主

原
始
時
代
に
．
二
人
の
問
に
行
は
れ
た
他
意
た
き
食
餌
の
分
配

と
、
母
と
子
と
の
聞
に
行
は
る
る
無
垢
の
諸
法
則
、
叉
伺
人
と
し

て
は
、
そ
の
母
の
筑
房
に
槌
る
頃
か
ら
食
物
に
閲
す
る
事
は
、
最

も
密
母
珪
も
の
で
あ
っ
た
。
故
に
、
人
聞
の
文
化
は
、
食
物
を
切

り
は
た
し
て
は
考
へ
ら
れ
な
い
位
で
あ
る
。
人
聞
は
相
手
同
士
の

聞
に
存
す
る
諸
法
則
の
中
で
、
何
時
し
か
そ
の
都
合
の
好
い
部
分

だ
け
が
慣
用
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
習
慣
と
な
り
‘
と
れ
等
の
習
慣
を

基
礎
に
し
て
、
多
く
の
人
K

の
都
合
の
好
い
も
の
だ
け
が
行
は
れ

叉
そ
れ
が
習
慣
と
成
り
、
そ
の
脅
慣
が
挽
練
せ
ら
れ
、
子
供
同
士

の
交
り
が
、
青
年
同
士
の
交
り
と
な
り
。
隣
り
同
士
の
交
り
が
漸

弐
吐
舎
の
交
渉
と
た
っ
て
、
更
に
家
庭
の
撲
と
、
世
舎
の
仕
来
り

が
隔
k

相
侠
っ
て
一
種
の
作
法
が
形
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
て
そ
の
仕
来
り
は
、
仕
来
り
と
し
て
成
長
し
、
親
か
ら
子
に
人

か
ら
人
に
時
間
へ
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
普
か
ら
と
れ
を
撲
と

一
去
っ
て
、
子
供
が
食
膳
に
向
っ
て
、
磐
を
持
つ
時
分
か
ら
の
食
事

の
仕
方
に
初
め
ら
れ
、
漸
次
成
長
す
る
に
従
っ
て
、
必
一
作
進
退
を

始
と
し
物
の
吾
首
ひ
方
、
家
の
出
入
の
事
に
及
び
、
鵜
て
人
中
陀
出

て
の
棺
儀
作
法
と
成
っ
た
の
で
あ
る
c
で
あ
る
か
ら
．
食
聴
は
民

族
的
、
園
家
的
、
或
は
地
方
的
特
色
を
持
つ
以
上
、
五
日
k

日
本
人
一

は
、
純
日
本
式
食
時
を
心
得
な
ぐ
て
は
成
ら
た
い
の
で
あ
る
。

然
る
に
洋
食
の
エ
テ
イ
タ
フ
ト
な
れ
ば
一
週
り
心
得
て
ゐ
る
が

・
4

、
一a
’
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茶

選

観

の

と
一
民
ふ
人
々
が
、
果
し
て
純
日
本
式
の
食
事
法
を
心
得
へ
て
ゐ
る

で
あ
ら
う
か
。
「
時
始
食
」
と
言
っ
た
孔
子
の
言
も
、
此
の
謹
の
事

を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
o
人
間
の
秩
序
が
一
一
言
葉
と
作
法
に

よ
っ
て
保
た
れ
て
来
事
仏
以
上
、
そ
の
言
葉
と
、
作
法
と
を
探
究
す

る
事
の
必
要
な
事
は
、
今
更
い
ふ
ま
で
も
左
い
。
さ
れ
ば
吾
が
園

民
が
数
千
年
来
保
ち
来
た
っ
た
、
そ
の
秩
序
の
一
要
素
た
る
調
特

の
作
法
を
探
究
せ
や
し
て
、
日
本
精
神
の
妙
諦
を
味
は
ふ
事
が
出

来
得
る
で
あ
ら
う
か
。

尤
も
と
の
正
し
い
食
聞
を
識
り
、
好
会
」
扶
、
好
き
作
法
b
L
得
る

に
は
．
必
や
し
も
茶
道
に
よ
ら
ね
ば
成
ら
ぬ
と
い
ふ
語
け
で
は
た

い
が
、
他
の
時
儀
期
日
修
の
様
に
無
味
乾
燥
で
な
く
、
健
全
な
る
情

操
と
典
雅
な
る
趣
味
と
を
そ
の
慰
霜
と
し
つ
L
茶
道
に
携
り
、
と

れ
に
親
し
ん
で
ゐ
る
内
に
何
時
と
は
・
な
し
に
、
そ
の
好
影
響
に
蝿

れ
て
、
こ
れ
等
の
諸
目
的
を
達
成
し
得
る
と
と
に
成
る
の
で
あ
る

斯
の
如
き
淳
厚
淳
美
紅
茶
道
も
、
「
近
時
形
式
に
流
れ
て
来
た
」

L
＼
一
五
は
れ
る
の
は
遺
館
な
事
で
あ
る
が
．
時
代
の
艶
援
に
従
っ

て
、
共
の
時
代
に
遁
醸
す
べ
き
茶
道
が
生
れ
た
、
と
一
五
ふ
事
は
事

貰
で
あ
る
。
し
か
し
昔
も
今
も
、
和
敬
清
寂
の
四
題
目
b
L
共
の
主

眼
と
し
て
、
斯
道
に
精
進
し
て
来
た
事
は
、
日
本
文
化
史
の
物
語

っ
て
ゐ
る
庭
で
あ
る
。
和
と
そ
は
茶
道
の
民
生
命
で
あ
り
、
和
友

〈
ば
‘
茶
道
な
し
と
一
区
つ
で
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
六

和
と
は
聖
徳
太
子
の
‘
十
七
僚
憲
法
の
最
初
に
「
一
円
以
和
母

島
氏
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
平
和
第
一
を
主
義
在
す
る
の
は
、
古

来
日
本
の
園
民
性
な
の
で
あ
る
。

和
は
相
封
的
に
見
て
、
他
人
と
相
和
す
る
意
義
が
る
る
ば
か
り

で
な
く
、
絶
封
的
に
見
て
‘
自
分
自
身
の
心
の
平
和
を
も
意
味
す

る
の
で
あ
る
。
茶
の
濁
紫
の
平
和
は
、
即
ち
と
と
に
存
す
る
。
決

し
て
形
式
的
な
堅
苦
し
さ
に
囚
れ
、
珍
器
、
名
物
を
も
っ
て
黙
茶

す
る
の
が
吾
K

の
言
ふ
茶
道
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
茶
人
と
一
古
口
へ

ぽ
誰
で
も
知
っ
て
ゐ
る
千
利
休
も
‘
茶
の
湯
と
は
、
た
だ
湯
を
わ

か
し
茶
を
た
て
L
の
む
ば
か
り
な
り
・
本
を
知
る
ぺ
し
。

釜
一
つ
持
て
ば
茶
の
湯
は
な
る
も
の
を
、
よ
ろ
や
の
道
具
好

む
っ
た
在
さ
。

ム
」
言
っ
た
り
、
松
平
不
味
公
の
「
た
だ
ご
と
」
の
中
に
も
、

夫
れ
茶
の
湯
は
、
東
山
慈
照
院
の
時
、
能
阿
輔
、
相
阿
蝿
等
、
台

子
の
茶
の
湯
を
専
ら
に
し
、
誠
に
A
E
銀
を
ち
り
ば
め
、
名
器
を
集

め
て
、
楽
耀
の
至
極
紅
り
と
ぞ
。
共
の
後
、
珠
光
法
師
に
烹
り
で

は
少
々
是
を
略
す
。
然
れ
さ
も
六
品
質
敷
に
台
子
を
飾
り
、
珍
器
を

集
め
て
鮎
茶
あ
り
と
な
り
。
ム
口
子
の
茶
の
湯
は
、
結
構
を
本
と
し

少
し
も
略
儀
を
致
す
と
と
な
し
、
今
い
ふ
民
台
子
、
皆
と
れ
能
相

の
用
ひ
し
明
な
り
。
珠
光
以
後
、
武
野
紹
鴎
‘
四
島
宇
の
座
敷
に

袋
棚
と
い
ふ
欄
を
飾
り
、
大
に
略
し
て
賭
茶
す
。
と
れ
よ
り
し
て



紹
鴎
、
利
休
相
談
に
て
、
草
山
地
位
の
茶
の
湯
を
作
り
、
専
ら
蹄
林

の
清
規
に
本
づ
き
．
白
露
地
の
本
蹴
と
定
む
。

ζ

れ
茶
の
湯
の
根

本
な
り
。
営
世
の
茶
の
湯
と
い
ふ
は
、
皆
草
庵
の
茶
友
り
。
探
る

を
美
を
つ
く
し
結
構
を
成
す
こ
と
に
成
り
し
は
、
に
が
／
＼
し
き

事
た
り
。
利
久
の
霊
魂
も
、
た
り
は
て
た
る
茶
O
て
い
、
さ
ぞ
口

惜
し
く
思
は
ん
、
と
察
し
入
り
候
。
是
非
も
た
き
浮
世
と
存
ゃ
る

の
み
。

と
嘆
き
、
更
に
箸
修
に
流
る
る
茶
舎
を
非
難
し
て
日
く
、

人
を
も
て
な
さ
ん
に
、
食
物
器
物
、
天
よ
り
下
ら
や
、
地
よ
り

湧
か
・
？
と
見
れ
ば
、
共
の
人
々
の
程
々
に
見
合
せ
、
金
未
な
き
ゃ

ろ
に
あ
る
べ
き
事
・
な
り
。
家
作
は
勿
論
、
茶
器
食
器
に
至
る
も
‘

此
の
心
得
に
て
然
る
ペ
し
。
然
る
を
嘗
世
は
、
道
具
を
見
せ
に
呼

び
な
が
ら
道
具
御
覧
に
御
入
あ
れ
と
云
は
や
し
℃
、
茶
の
湯
と
て

相
招
き
、
茶
の
湯
は
第
二
と
し
、
客
も
道
具
を
一
専
ら
に
春
め
、
主

も
亦
‘
道
具
を
自
慢
し
て
、
扱
又
懐
石
は
、
懐
石
の
鐸
を
知
ら
ね

故
．
色
々
の
こ
と
を
思
ひ
付
き
‘
金
銀
を
入
れ
て
、
容
を
呼
び
な

が
ら
、
位
K

と
忠
ふ
と
と
‘
片
腹
痛
き
と
と
友
り
。

世
の
人
の
笑
ふ
所
、
誠
に
感
服
の
事
た
り
。

と
一
去
っ
て
ゐ
る
・
通
り
、
そ
ん
な
に
形
式
的
堅
苦
し
さ
に
囚
は
れ
る

の
が
、
茶
道
の
精
神
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
H

と
こ
ま
で
も
、
和
敬

清
寂
の
法
則
に
従
ひ
‘
大
自
然
の
風
味
を
そ
の
ま
L
茶
碗
に
盛
つ

私
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観
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て
．
自
然
の
涼
味
を
満
哩
す
る
、
風
流
味
と
そ
必
要
な
の
で
あ
る

し
か
し
、
「
人
は
道
具
を
使
ふ
動
物
及
り
」
と
云
ふ
、
西
諺
の
言

葉
に
も
れ
中
、
普
か
ら
茶
人
は
茶
器
を
鑑
賞
し
、
多
く
の
名
物
道

具
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
最
粛
な
茶
道
観
か
ら
見
れ
ば
、
此
の
現

物
喪
志
の
茶
道
は
、
茶
道
で
友
〈
‘
邪
道
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
、

茶
人
の
茶
器
愛
玩
を
蔑
閥
し
、
道
具
茶
の
湯
と
し
て
攻
撃
す
る
の

で
あ
る
が
、
と
れ
は
ま
た
、
一
種
遺
製
者
流
の
議
論
で
あ
っ
て
、

武
土
が
魂
と
す
る
’
万
を
選
定
し
、
舟
胡
が
水
竿
を
濯
ぷ
気
持
と
か

は
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
な
ら
や
し
も
、
日
本
に
稜
達
し

た
茶
道
を
、
文
化
史
の
上
か
ら
夜
間
し
た
も
の
で
は
・
な
い
の
で
あ

る。
勤
倹
質
素
を
主
義
と
す
る
、
水
戸
家
に
於
て
、
道
具
好
た
哀
公

は
た
時
間
不
評
判
で
あ
っ
た
が
、
大
正
の
御
代
に
水
戸
家
の
財
政
を

絞
っ
た
の
は
、
そ
の
哀
公
が
道
具
好
で
あ
っ
た
需
に
保
有
さ
れ
た

諸
担
具
の
賓
立
て
で
あ
っ
た
。
叉
尚
武
勤
倹
を
主
義
’
と
す
る
島
津

家
で
も
幕
末
及
び
、
維
新
の
営
初
に
同
家
に
入
っ
た
名
物
茶
器
が

近
年
同
家
入
札
の
際
に
、
最
高
債
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
道
具
好

き
‘
骨
董
い
じ
り
が
家
を
減
す
と
の
み
き
め
つ
け
て
ゐ
た
、
儒
者

一
流
の
議
論
に
封
し
て
、
痛
快
友
皮
肉
で
は
友
い
か
。

し
か
る
に
世
人
的
製
茶
論
を
き
〈
に
、
大
な
る
原
因
は
徳
川
幕

府
が
、
自
家
擁
護
の
篤
に
奨
励
し
た
漢
撃
に
よ
り
、
そ
れ
を
皐
ぶ

4

h

ハ
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叡

の

も
の
を
し
て
‘
遂
に
支
那
崇
拝
者
を
積
出
せ
し
め
、
何
事
K
よ
ら

や
支
那
流
に
解
緯
せ
ん
と
企
闘
し
・
支
那
思
想
を
以
て
我
が
事
を

親
、
も
し
割
り
切
れ
ぬ
問
題
に
逢
着
す
る
い
駄
に
、
と
れ
を
排
斥
し

と
れ
を
非
難
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
持
つ
に
至
っ
た
事
で
あ
る
o
又

そ
れ
と
同
様
に
、
近
代
西
洋
文
明
の
輸
入
と
共
に
、
西
洋
崇
拝
者

が
ぱ
で
（
自
由
）
の
旗
印
を
上
げ
て
‘
支
那
思
想
輸
入
以
来
、
日

本
精
紳
を
源
流
と
す
る
‘
閤
由
宇
及
び
そ
の
思
想
的
産
物
に
封
し
て

罵
言
議
悔
を
恋
し
い
ま
L
に
し
た
と
同
ヒ
様
に
、
質
貨
危
純
日
本

的
淳
一
厚
淳
美
の
茶
道
を
排
斥
し
た
の
で
あ
る
。
叉
古
来
附
学
者
の
眼

か
ら
見
て
、
茶
道
は
遊
戯
の
部
に
入
れ
ら
れ
、
間
碁
や
持
棋
と
同

列
に
し
‘
間
単
に
遊
び
道
共
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
取
扱
は
れ

で
来
た
事
も
原
因
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
等
は
、
茶
人
即
ち
賠
茶
人
‘

宗
匠
連
が
所
謂
茶
人
文
官
で
、
少
し
も
撃
聞
を
し
な
い
か
ら
、
賠

茶
法
の
停
技
に
の
み
拘
泥
し
て
、
遊
び
事
、
戯
れ
事
の
宣
演
を
や

っ
ヱ
来
た
か
ら
で
あ
る
と
も
云
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
と
で
儒
者
、
道

事
者
の
勤
倹
論
、
道
徳
設
か
ら
見
て
、
茶
道
は
参
修
的
、
亡
闘
的

遊
戯
で
あ
る
と
罵
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
人
が
茶

遣
を
解
し
た
い
の
は
、
と
の
事
が
探
〈
頑
脳
に
法
み
込
ん
で
ゐ
る

誌
で
は
な
い
だ
ら
ろ
か
。

茶
道
は
古
来
の
愚
者
が
喝
破
せ
る
如
く
、
亡
図
的
遊
戯
で
有
ら

ろ
か
、
何
も
得
る
底
の
な
い
有
暇
人
の
徒
然
の
慰
み
も
の
で
あ
ら

一
六
問

ろ
か
。小

堀
遠
洲
公
害
捨
交
に
は
次
の
や
う
に
あ
る
。

夫
れ
茶
の
湯
と
て
外
に
は
な
く
‘
君
父
に
忠
孝
を
つ
く
し
、
家
k

の
業
柵
附
怠
な
く
・
殊
に
奮
友
の
交
を
う
し
な
ふ
事
－
な
か
れ
。
事
仲
は

震
、
夏
は
車
内
葉
が
く
れ
の
ほ
と
と
ぎ
す
、
秩
は
い
’
r・2
寂
さ
ま
さ

る
タ
の
空
．
多
は
雪
の
暁
、
い
づ
れ
も
茶
の
湯
の
風
情
ぞ
か
し
。

道
具
と
て
も
、
珍
ら
し
き
に
よ
る
可
ら
や
。
名
物
と
て
、
か
は

り
た
る
事
な
し
。
古
き
と
て
、
共
の
む
か
し
新
し
。
た
だ
家
に
久

し
く
停
は
り
た
る
道
具
と
そ
名
物
な
れ
。
古
き
と
て
、
た
だ
賎
し

き
を
用
ひ
守
、
新
し
き
と
て
形
よ
ろ
し
き
は
捨
つ
ぺ
か
ら
や
。
数

多
き
こ
と
乞
羨
ま
歩
、
少
き
を
い
と
は
や
、
一
日
間
の
道
具
た
り
と

も
、
幾
度
も
も
て
は
や
し
て
と
そ
、
末
K

子
孫
迄
も
偉
は
る
遭
あ

乙
ペ
し
。
一
飯
を
進
む
と
も
、
心
ぎ
し
厚
く
、
多
味
な
り
ん
」
も
主

た
る
も
の
の
志
う
す
き
時
は
、
早
瀬
の
鮎
、
水
底
の
鯉
、
と
て
も

味
ひ
あ
ろ
べ
か
ら
や
。
躍
の
露
、
山
路
の
っ
た
か
づ
ら
、
明
暮
れ

来
ぬ
人
を
ま
つ
の
幕
風
の
釜
の
に
え
一
音
た
ゆ
る
と
と
な
か
れ
。

松
平
不
昧
公
も
と
れ
に
倣
っ
て
、

茶
の
湯
は
稲
葉
に
置
け
る
朝
露
の
ご
と
く
、
枯
野
に
映
け
る
・
な

で
し
と
の
や
ろ
に
あ
り
た
く
候
。

と
一
民
っ
て
ゐ
る
。
と
れ
が
毘
の
茶
道
精
神
で
あ
る
。
叉
失
の
や
う

・
な
面
白
い
話
し
も
あ
る
。



太
閣
が
飴
り
茶
に
探
っ
て
、
政
治
を
疎
か
に
さ
れ
る
の
は
よ
く

な
い
と
云
ふ
の
で
、
加
藤
清
正
が
、
千
利
休
を
殺
さ
う
と
思
ひ
、

縞
比
茶
室
を
窺
っ
て
見
た
が
、
利
休
が
棄
を
取
れ
ば
‘
左
の
防
ぎ

と
な
り
、
茶
杓
を
取
れ
ぽ
右
の
楯
と
な
り
、
何
虚
か
ら
も
切
り
込

め
た
か
っ
た
の
で
、
大
い
に
感
心
し
て
、
利
休
の
弟
子
に
成
っ
た

と
一
五
ふ
話
し
が
あ
る
。
と
れ
は
勿
論
作
り
話
し
で
あ
ら
う
け
れ

E

茶
道
の
極
設
に
達
す
れ
ば
此
の
や
う
に
、
人
格
、
精
神
の
陶
冶
に

成
る
の
で
あ
る
。

叉
働
問
柴
西
は
、
入
唐
七
て
茶
の
種
も
彼
土
か
ら
携
へ
来
り
、
茶

の
民
衆
化
を
企
て
た
、
功
勢
あ
る
人
で
る
る
が
、
そ
の
柴
西
が
再

度
入
唐
し
て
師
う
て
来
た
営
時
、
時
の
将
軍
が
病
魔
に
侵
さ
れ
、

品
弔
問
に
加
，
持
を
命
じ
た
が
、
柴
西
は
良
薬
で
あ
る
と
一
去
っ
て
一
一
回

の
茶
と
、
喫
茶
養
生
詑
と
一
五
ふ
書
を
将
軍
に
献
じ
た
。
将
軍
は
そ

の
茶
を
召
し
て
大
費
御
感
悦
で
あ
っ
た
と
か
。

共
の
喫
茶
養
生
記
の
中
に
、

マ
タ

茶
ハ
也
養
生
之
仙
制
捜
也
。
延
齢
之
妙
術
也
。
山
谷
生
レ
之
共
地
神

霊
也
。
人
倫
探
L

之
共
人
長
命
也
。
天
竺
唐
土
問
貴
＝
重
之
－
。

と
記
し
、
叉
共
の
中
に
、

五
味
（
服
、
甘
、
酸
、
半
、
苦
）
を
五
行
（
地
、
水
、
火
、
風

窓
）
に
配
し
、
五
臓
〈
肝
、
肺
‘
心
、
牌
、
腎
〉
に
配
し
、
心
臓

は
苦
味
を
司
る
故
に
、
人
々
苦
味
の
不
足
か
ら
‘
不
健
康
に
成
る

私

茶

喧〉

主主

観

と
断
じ
、

日
本
閣
不
L

食
＝
苦
味
－
乎
。
但
犬
同
調
喫
レ
茶
。
故
心
臓
無
レ
病
。

亦
長
命
也
。
我
国
多
有
＝
病
清
人
－
。
是
不
レ
喫
レ
茶
之
所
レ
致
也
。
と

云
ひ
、
喫
茶
法
と
し
て
、

喫
茶
法
、
極
熱
湯
服
レ
之
、
方
方
些
二
三
匙
、
多
少
随
意
、
但
湯

少
得
レ
好
、
共
亦
随
意
、
一
I
k
。
殊
以
レ
濃
購
L

美
、
飯
酒
人
後
喫
レ

茶
、
則
消
レ
食
也
。
と
説
い
て
ゐ
る
。

日
本
人
が
‘
食
事
の
後
に
茶
を
飲
む
の
は
、
所
謂
食
物
の
毒
を

消
す
潟
で
あ
る
。

之
等
の
事
賓
を
見
て
も
‘
茶
道
の
歴
史
は
古
い
も
の
な
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
遊
段
ゃ
、
娯
紫
と
し
て
あ
っ
か
つ
て
は
成
ら
白
も

の
で
あ
り
、
共
の
奥
の
深
さ
は
計
り
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

世
人
が
茶
の
湯
の
非
を
説
く
の
を
聞
け
ぽ
、
一
理
あ
る
と
と
を

一
耳
ふ
。
し
か
し
皆
員
の
茶
道
精
紳
を
知
ら
な
い
で
、
夫
婦
羅
さ
れ

た
茶
の
湯
を
見
て
ゐ
る
か
ら
で
る
る
。
利
休
「
茶
の
湯
百
首
」
の

中
に
も共

の
遣
に
入
ら
ん
と
思
ふ
心
と
そ
、
我
が
身
な
が
ら
の
師
匠

・
た
り
け
む
。

習
ひ
っ
L
見
て
と
そ
習
へ
習
は
や
に
、
善
悪
い
ふ
は
尽
な
り

け
れ
。

と
設
い
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

一
六
五
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特
に
最
近
で
は
、
此
の
超
非
常
時
に
青
年
婦
女
子
が
．
そ
の
や

ろ
な
泊
極
的
遊
戯
に
祭
々
と
し
て
ゐ
て
よ
い
の
か
と
罵
旦
一
目
さ
れ
る

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
‘
そ
の
言
葉
は
間
違
っ
て
ゐ
る
。
茶
道

の
始
原
が
、
元
組
、
天
正
の
戟
園
時
代
に
費
生
し
た
理
由
を
検
討

し
て
見
る
に
、
殺
伐
に
流
れ
る
人
の
心
に
潤
を
輿
へ
、
血
ば
し
っ

た
限
に
、
一
滴
の
目
輔
衆
を
典
へ
る
に
は
、
心
の
相
、
精
神
の
再
陶

冶
と
そ
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。

ネ
ヅ
ミ
の
昔
を
、
敵
の
足
一
一
日
で
は
な
い
か
ム
」
疑
り
、
水
烏
の
飛

び
立
つ
一
背
に
、
敵
来
れ
り
と
‘
思
ふ
心
の
浅
間
し
さ
、

E
と
に
心

の
ゆ
と
り
、
心
の
潤
を
見
出
す
と
と
が
出
来
ゃ
う
。

一
彼
の
英
雄
秀
吉
が
、
千
利
休
を
寵
愛
し
た
と
云
ふ
事
貨
は
、
狼

が
天
下
を
平
定
し
た
後
の
、
慰
め
の
矯
の
茶
道
で
左
く
、
戟
時
下

に
己
の
心
、
叉
家
臣
の
心
の
落
付
き
と
、
ゆ
と
り
を
取
り
戻
さ
ん

Lι

し
た
事
に
よ
る
の
で
あ
る
。
秀
吉
が
職
場
に
臨
む
時
、
何
時
も

利
休
を
供
に
蓮
れ
て
行
っ
た
と
か
、
殺
伐
な
人
の
命
の
や
り
取
り

に
．
疲
れ
果
て
た
人
k

の
限
に
、
旗
箪
笥
を
さ
げ
た
、
位
K

と
し

た
利
休
の
姿
を
‘
ど
の
や
う
・
な
目
で
彼
等
は
見
た
で
あ
ら
う
か
つ

秀
吉
の
と
の
心
あ
っ
て
と
そ
、
続
は
天
下
を
平
定
し
た
の
で
あ
る

彼
は
決
し
て
武
略
に
長
じ
た
武
人
で
る
っ
た
か
ら
で
も
・
な
く
‘
蓮

命
に
支
配
さ
れ
た
幸
運
児
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

自
分
の
浅
い
経
験
で
は
あ
る
が
、
格
日
気
持
の
イ
ラ
／
＼
し
た

一
六
六

日
で
も
、
茶
事
を
格
へ
て
家
路
に
つ
く
と
き
の
心
は
、
何
か
良
い

事
を
し
た
後
の
、
良
心
的
満
足
の
、
そ
の
心
と
同
ヒ
や
う
な
感
じ

を
は
っ
き
り
と
自
畳
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
心
と
そ
精
紳
の
潤

で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
何
も
再
一
時
い
室
で
、
甘
く
も
な
い
茶
を
す

す
り
、
煩
潰
な
世
間
を
度
外
悶
し
て
、
自
己
だ
け
の
安
住
を
得
て

得
K

と
す
る
の
が
茶
道
で
は
な
い
。
茶
道
ー
と
は
も
っ
k
大
乗
的
索

質
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
女
子
の
し
と
や
か
さ
を
望

む
も
の
で
も
な
く
、
粋
な
優
男
の
す
る
も
の
で
も
友
い
。
高
人
が

心
の
粧
を
得
た
い
と
慾
求
す
る
も
の
が
来
る
底
で
あ
り
、
皐
ぶ
べ

き
も
の
左
の
で
あ
る
。

現
代
文
明
の
煩
噴
な
生
活
と
、
非
常
時
の
波
に
泳
ぎ
疲
れ
て
神

経
衰
弱
に
ま
で
迫
ひ
詰
め
ら
れ
た
吾
々
が
‘
茶
道
に
安
全
地
帯
を

得
や
ろ
と
す
る
慾
求
は
、
自
ら
「
寂
詩
人
」
と
し
て
の
西
行
、
芭

蕉
、
若
し
く
は
「
寂
の
茶
人
」
と
し
て
の
．
千
利
休
を
回
顧
せ
し

め
る
の
で
あ
る
。


