
身
延
山
大
学
公
開
講
演
会
講
演
録

実
は
そ
こ
が
今
度
の
大
震
災
に
遭
っ
て
大
変
な
災
害
が
起
こ
っ
た
地
帯
で
す
。
今
日
こ
こ
で
お
話
し
す
る
と
き
に
、
何
よ
り
も
私
は
そ

の
惨
状
を
目
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
こ
の
間
仙
台
か
ら
石
巻
方
面
を
、
仙
台
の
孝
勝
寺
の
貫
首
様
に
連
れ
ら
れ
て
歩
い
て
き
ま
し
た
。

聞
き
し
に
勝
る
大
変
な
津
波
で
し
た
。
特
に
石
巻
の
北
上
川
の
河
口
は
、
か
つ
て
私
の
よ
く
知
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
河
口
の
ほ
う
を
歩

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
な
か
な
か
い
い
住
宅
地
だ
な
」
と
話
を
し
な
が
ら
歩
い
た
こ
と
を
、
昨
日
の
よ
う
に
思
い
出
し
ま
し
。
一
週

間
前
に
そ
こ
を
歩
く
と
も
う
何
も
な
く
、
本
当
に
一
面
野
原
で
し
た
。
か
つ
て
の
家
は
殆
ど
な
く
て
、
中
に
ポ
ッ
ン
ポ
ッ
ン
と
何
軒
か
半

壊
の
家
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
お
寺
の
大
き
な
伽
藍
が
あ
り
ま
し
た
。
「
あ
、
お
寺
が
残
っ
て
い
る
の
か
」
と
言
っ
て
行
っ
て
み
ま
し
た

ら
、
柱
だ
け
で
し
て
、
中
は
仏
様
も
仏
具
も
み
ん
な
流
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
大
変
な
災
害
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
仙
台
か
ら
金
沢
に
用
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
仙
台
の
岩
沼
空
港
か
ら
小
松
空
港
ま
で
飛
行
機
で
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

仙
台
を
少
し
早
く
出
す
ぎ
、
飛
行
機
に
乗
る
ま
で
の
時
間
が
あ
り
、
空
港
か
ら
外
へ
出
て
あ
ち
こ
ち
歩
い
て
み
ま
し
た
。
太
平
洋
の
縁
か

日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

し
ま
し
た
。

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
中
尾
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
前
、
大
震
災
に
遭
っ
た
牡
鹿
半
島
を
石
巻
か
ら
女
川
の
ま
で
バ
ス
で
旅
行
い
た

日
蓮
聖
人
と
大
震
災

中
尾

堯

(I)



日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

ら
わ
ず
か
二
百
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
を
歩
い
た
の
で
す
が
、
木
が
な
ぎ
倒
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
ば
に
共
同
墓
地
が
あ
り
ま
し
て
、

行
っ
て
み
た
ら
新
し
い
お
墓
に
随
分
流
さ
れ
た
傷
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
お
墓
の
幾
つ
か
に
は
三
月
十
一
日
と
い
う
日
付
が
ま
新
し
く

刻
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
か
ら
震
災
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
も
の
を
深
く
考
え
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
大
震
災
と
津
波
の
跡
と
い
う
、

大
変
な
場
面
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

今
日
の
テ
ー
マ
は
日
蓮
聖
人
と
大
地
震
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
宗
教
を
考
え
た
場
合
に
、
大
地
震
と
い
う
も
の
は
大
変
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
の
で
す
。
日
蓮
宗
の
伝
統
の
中
で
日
蓮
聖
人
と
大
地
震
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
言
わ
れ
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
大
地
震
と
は
関
係
あ
る
と
は
思
っ
て
も
、
あ
ま
り
高
く
評
価
さ
れ
問
題
視
さ
れ
て
は
い
な
い
で
す
。
し
か
し
日
蓮
聖
人
の
伝
記

を
み
ま
す
と
、
日
蓮
聖
人
は
大
地
震
に
よ
っ
て
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
ら
れ
た
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

日
蓮
聖
人
が
建
長
五
年
の
四
月
二
十
八
日
に
清
澄
山
で
、
日
蓮
宗
の
立
教
開
宗
の
宣
言
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
鎌
倉
に
お
出
に
な

ら
れ
た
。
伝
説
に
よ
り
ま
す
と
大
体
清
澄
山
を
下
り
る
と
す
ぐ
そ
の
ま
ま
、
そ
の
足
で
鎌
倉
に
お
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
方
が
ほ
と
ん
ど

で
す
が
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
清
澄
を
出
て
か
ら
房
総
半
島
を
あ
ち
こ
ち
と
歩
き
な
が
ら
、
そ
し
て
今
の
中
山
法
華
経
寺
の

近
辺
に
滞
留
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
鎌
倉
に
お
出
に
な
ら
れ
た
と
い
う
次
第
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
間
の
事
情
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
た
別
に
お
話
し
す
る
機
会
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す
。
先
般
、
房
総
半
島
の
大
多
喜
博
物
館
で

「
房
総
の
仏
教
文
化
」
と
い
う
題
で
講
演
を
し
ま
し
た
。
そ
の
講
演
を
す
る
前
に
、
私
は
あ
ら
か
じ
め
房
総
半
島
の
あ
ち
こ
ち
の
寺
院
を
、

学
芸
員
の
方
に
案
内
し
て
も
ら
っ
て
歩
き
ま
し
た
。
房
総
半
島
と
い
う
と
、
大
体
日
蓮
宗
の
お
寺
ば
か
り
だ
ろ
う
と
皆
さ
ん
思
わ
れ
る
で

し
ょ
う
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
真
言
宗
と
天
台
宗
の
お
寺
が
随
分
あ
り
ま
す
。

日
蓮
聖
人
は
は
じ
め
天
台
宗
の
僧
で
し
た
か
ら
、
清
澄
退
山
後
に
房
総
地
方
の
天
台
宗
の
お
寺
を
あ
ち
こ
ち
回
り
な
が
ら
、
最
後
に
今
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の
市
川
市
に
あ
た
る
八
幡
荘
に
赴
か
れ
ま
し
た
。
現
在
、
こ
こ
に
は
中
山
法
華
経
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
に
し
ば
ら
く
滞
留
さ
れ
た
後

に
、
鎌
倉
に
お
出
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
、
日
蓮
聖
人
は
冒
頭
か
ら
街
頭
に
立
っ
て
布
教
す
る
方
針
は
取
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
蓮
聖
人
と
い
う
方
は
非
常
に
慎
重
な
方
で
し
て
、
ご
自
分
が
十
数
年
比
叡
山
で
学
ば
れ
た
そ
の
仏
教
の
成
果
が
、
関
東
の
あ
の
武
士
の

社
会
で
ど
う
意
味
を
持
つ
か
っ
て
い
う
こ
と
を
お
考
え
に
な
り
な
が
ら
改
め
て
学
び
熟
考
さ
れ
ま
し
た
。

今
で
は
非
常
に
機
械
文
明
が
発
達
し
て
、
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
何
で
も
用
が
足
せ
る
時
代
で
す
が
、
日
蓮
聖
人
当
時
一
般
的
な
方
法
で
不

断
の
勉
学
を
な
さ
い
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
は
と
に
か
く
多
く
の
書
物
を
読
み
、
そ
の
要
点
を
筆
で
筆
記
さ
れ
た
の
で
す
。
今
日
で
は
、
法

華
経
の
大
事
な
箇
所
を
抜
き
書
き
す
る
の
は
、
「
日
蓮
宗
電
子
聖
典
」
か
ら
引
き
抜
い
て
写
せ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
昔
の
人
は
み
ん
な
い

ち
い
ち
書
き
写
し
た
の
で
す
。
我
々
が
学
生
の
と
き
に
は
み
ん
な
ペ
ン
で
要
点
を
書
き
写
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
抄
」
と
言
い
ま
す
。
抄

出
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
い
つ
も
手
元
に
ご
自
分
が
抜
き
書
き
さ
れ
た
抄
出
し
た
本
を
お
持
ち
で
、
ノ
ー
ト
を
い
つ
も
お
持
ち

に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
学
生
の
皆
さ
ん
も
、
日
蓮
聖
人
に
倣
っ
て
多
く
の
書
物
を
読
み
、
要
点
を
抜
き
書
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
学
生
（

日
蓮
聖
人
は
、
と
に
か
く
抜
き
書
き
を
し
て
、
伝
来
す
る
仏
教
書
を
真
剣
に
ひ
も
と
い
て
、
要
点
の
抜
き
書
き
を
さ
れ
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
信
者
か
ら
信
仰
に
つ
い
て
何
か
相
談
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
抜
き
書
き
帳
を
見
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く
故
事
を
引
い
て
文
を
し
た

た
め
、
お
手
紙
と
し
て
お
届
け
に
な
り
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
抜
書
帳
は
、
布
教
活
動
の
生
命
で
し
た
。
鎌
倉
へ

出
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
は
、
鎌
倉
の
松
葉
ヶ
谷
に
草
庵
を
営
ま
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
松
葉
ヶ
谷
と
い
う
地
名
が
今
ど
こ
に
あ
る
か
分
か
ら
な

仏
教
の
学
問
を
進
め
て
く
だ
さ
い
。

い
で
す
。

こ
の
日
蓮
聖
人
の
せ
っ
か
く
の
庵
室
も
、
や
が
て
大
変
な
天
災
の
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
正
嘉
元
年
（
一
二
五

日
蓮
聖
人
と
大
溌
災
（
中
尾
）
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大
変
な
地
震
で
す
。
今
度
の
大
地
震
に
優
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
災
害
で
し
た
。
当
時
の
鎌
倉
は
度
々
地
震
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ

の
度
の
大
地
震
は
そ
の
な
か
で
群
を
抜
い
て
大
規
模
な
も
の
で
し
た
。

先
年
私
が
鎌
倉
に
行
っ
た
と
き
に
、
知
人
が
ち
ょ
う
ど
発
掘
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
み
て
い
ま
す
と
土
の
中
か
ら
、
黒
土
の
中

に
お
碗
だ
と
か
木
の
箸
だ
と
か
生
活
用
品
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
箸
は
割
箸
の
よ
う
な
形
で
、
昔
の
粗
末
な
庶
民
が
使
っ
た
箸
で
す
。

今
の
鎌
倉
駅
の
辺
は
、
か
つ
て
庶
民
の
家
が
ひ
し
め
い
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
ビ
ル
が
立
ち
並
ん
で
い
る
あ
の
辺
は
、
か
つ
て
大
体
柱

を
縦
縦
横
横
に
建
て
並
べ
た
簡
単
な
町
屋
で
し
た
。
屋
根
は
藁
や
板
葺
き
で
、
丈
や
木
材
を
そ
の
ま
ま
置
い
て
、
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
な

い
よ
う
に
大
き
な
石
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
簡
単
な
造
り
の
民
家
で
す
。
で
す
か
ら
少
し
揺
れ
れ
ば
、
も
う
あ
っ
と
い
う
間
に

倒
れ
て
し
ま
う
。
恐
ら
く
正
嘉
の
大
地
震
で
、
鎌
倉
の
民
家
は
み
ん
な
倒
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
う
大
変
な
災
害
で
し
た
。

た
」
。

日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

七
）
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
で
日
蓮
聖
人
の
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
年
を
覚
え
て
い
ま
す
か
。
西
暦
で
一
二
二
二
年
と
い
う
覚
え
や
す
い
年

で
す
。
正
嘉
元
年
は
一
二
五
七
年
で
す
か
ら
、
こ
の
時
日
蓮
聖
人
は
数
え
で
三
十
六
歳
で
す
。
そ
の
年
の
八
月
二
十
三
日
は
、
現
代
の
太

陽
暦
で
言
い
ま
す
と
十
月
二
日
に
あ
た
り
、
も
う
晩
秋
で
す
。

鎌
倉
時
代
の
史
料
と
し
て
重
要
な
、
『
吾
妻
鏡
』
と
い
う
幕
府
の
記
録
の
中
に
、
正
嘉
元
年
八
月
二
十
三
日
の
宵
に
大
地
震
が
起
こ
っ

た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
全
部
漢
文
で
す
の
で
、
私
が
先
年
『
日
蓮
』
と
い
う
書
物
を
著
し
た
書
物
の
中
な
か
に
、
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
ま
す
。
「
秋
の
日
が
暮
れ
て
間
も
な
い
午
後
八
時
こ
ろ
、
暗
く
な
っ
た
鎌
倉
の
町
は
大
音
響
と
と
も
に
大
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
。

つ
い
じ

こ
の
た
め
神
社
仏
閣
は
倒
壊
し
、
周
辺
の
山
は
崩
れ
落
ち
、
人
々
の
家
屋
敷
の
多
く
は
倒
壊
し
、
築
地
の
ほ
と
ん
ど
は
破
損
し
た
。
あ
ち

こ
ち
の
地
面
は
裂
け
て
、
そ
の
底
か
ら
水
が
涌
き
出
た
。
中
下
馬
橋
あ
た
り
の
土
地
は
裂
け
破
れ
て
、
そ
の
中
か
ら
青
い
炎
が
燃
え
だ
し

(4）



こ
の
た
め
、
大
地
震
が
襲
来
す
る
と
、
大
石
が
崩
れ
落
ち
て
大
変
な
被
害
を
与
え
ま
す
。

正
嘉
の
大
地
震
は
、
都
市
災
害
と
自
然
災
害
の
両
方
が
相
俟
っ
て
、
被
害
を
さ
ら
に
大
き
く
し
ま
し
た
。
神
社
仏
閣
は
倒
れ
破
損
し
、

周
囲
の
山
は
崩
れ
落
ち
、
人
々
の
家
屋
敷
の
多
く
は
倒
壊
し
、
築
地
の
ほ
と
ん
ど
が
破
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
ち
こ
ち
の
地
面
は
裂

け
て
、
そ
の
底
か
ら
水
が
吹
き
出
て
、
割
れ
た
地
の
底
か
ら
青
い
火
が
燃
え
出
ま
し
た
。

大
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
、
日
蓮
聖
人
の
庵
室
も
恐
ら
く
壊
れ
て
住
む
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
日
蓮
聖
人
は
、
こ
の

後
鎌
倉
を
離
れ
て
、
目
前
に
広
が
る
大
災
害
の
根
源
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
、
自
問
自
答
し
な
が
ら
旅
立
た
れ
ま
し
た
。
こ
の
大
地
震
に
遭

遇
し
て
、
日
蓮
聖
人
ご
自
身
が
弟
子
と
と
も
に
逃
げ
惑
っ
た
被
災
者
な
の
で
、
受
難
者
の
立
場
か
ら
の
思
索
の
旅
で
し
た
。

こ
の
間
、
石
巻
の
法
音
寺
に
お
伺
い
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
惨
状
を
聞
き
ま
し
た
。
お
寺
は
少
し
高
い
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
津
波
は
来

な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
五
十
セ
ン
チ
の
高
さ
ま
で
来
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
も
三
波
に
分
か
れ
襲
来
し
た
そ
う
で
す
。
最
初

に
波
が
来
て
、
び
っ
く
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
今
度
は
二
番
目
の
波
が
来
た
。
ま
た
来
た
か
と
思
っ
て
も
う
一
回
。
三
回
来
て
寺
は
水
浸

鎌
倉
の
地
勢
は
、
一
方
が
海
で
三
方
が
山
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
周
囲
の
山
を
要
害
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
切
っ
て
、
崖
の
よ

う
な
急
斜
面
に
成
型
し
、
こ
れ
を
「
切
岸
」
と
い
い
ま
す
。
鎌
倉
は
、
四
方
を
要
害
に
囲
ま
れ
た
軍
事
都
市
で
も
あ
り
ま
す
。
現
在
も
切

岸
の
跡
は
多
く
残
っ
て
い
て
、
石
は
風
化
し
て
崩
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
危
険
地
帯
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
が
鎌
倉
に
出
ら
れ

た
時
期
は
、
源
頼
朝
が
鎌
倉
を
根
拠
と
し
て
幕
府
を
開
い
て
か
ら
す
で
に
六
十
年
以
上
も
経
っ
て
い
る
の
で
、
切
岸
も
そ
ろ
そ
ろ
崩
れ
や

し
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

す
ぐ
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
正
嘉
大
地
腱
の
と
き
に
、
津
波
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
大
変
な
中
を
、
皆
右
往
左
往
し
た
の

日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

(5）



鎌
倉
を
離
れ
た
日
蓮
聖
人
の
足
取
り
は
、
具
体
的
に
ど
う
辿
ら
れ
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
一
説
に
よ
り
ま
す
と
、
富
士
の
実
相
寺
の

経
蔵
に
入
り
、
一
切
経
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

．
切
経
」
は
仏
教
全
書
と
も
い
う
べ
き
大
部
の
叢
書
で
、
こ
の
身
延
山
に
も
何
セ
ッ
ト
か
現
存
し
ま
す
。
一
セ
ッ
ト
で
巻
数
が
大
体

六
千
巻
に
も
の
ぼ
る
の
で
す
。
要
す
る
に
一
切
経
は
六
千
冊
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
六
千
冊
が
六
十
の
箱
に
分
納
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
一
箱
に
百
巻
ず
つ
入
っ
た
の
が
六
十
箱
あ
る
わ
け
で
す
。
実
相
寺
に
ま
い
り
ま
す
と
、
そ
の
日
蓮
聖
人
が
お
い
で
に
な
っ
た
頃
の

一
切
経
が
三
冊
ほ
ど
あ
る
の
で
す
。
こ
の
三
冊
は
う
ま
く
難
を
逃
れ
た
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
他
の
も
の
は
い
つ
し
か
失
わ
れ
て
し
ま
い

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
そ
の
実
相
寺
で
一
切
経
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
そ
う
簡
単
に
一
切
経
を
通
読
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

全
部
を
読
ま
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
メ
モ
帳
を
そ
ば
に
置
い
て
、
意
味
の
あ
る
と
こ
ろ
を
選
ん
で
読
ま
れ
た

の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
が
『
立
正
安
国
論
』
で
、
文
応
元
年
（
一
二
七
○
）
に
こ
れ
を
勘
え
お
わ
る
と
さ
れ
る
書
で

日
蓮
聖
人
と
大
麓
災
（
中
尾
）

で
し
ょ
う
。
た
だ
、
石
巻
の
人
が
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
不
幸
の
な
か
に
も
一
つ
幸
い
だ
っ
た
の
は
、
津
波
の
襲
来
が
昼
間
だ
っ
た
こ
と

で
す
。
こ
れ
が
夜
だ
っ
た
ら
被
害
は
五
倍
か
六
倍
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
電
気
は
消
え
る
し
、
と
に
か
く
死
の
町
に
な
り
、
も
う
大
変
な
目

に
遭
っ
た
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
正
嘉
の
大
地
震
は
今
度
の
東
北
大
地
震
と
違
っ
て
夜
の
大
地
震
で
す
か
ら
、
混
乱
も
ひ
と
し
お
で

ま
し
た
。

こ
の
『
立
正
安
国
論
』
の
冒
頭
は
、
学
生
さ
ん
は
ぜ
ひ
覚
え
て
く
だ
さ
い
。
法
要
の
と
き
に
、
「
日
蓮
聖
人
の
た
ま
わ
く
、
今
本
時
の

娑
婆
世
界
は
…
…
」
と
『
観
心
本
尊
抄
』
の
一
句
を
空
ん
じ
ま
す
が
、
こ
れ
も
覚
え
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

す
◎
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し
ろ
く
ぺ
ん
れ
い
た
い

漢
文
の
韻
を
踏
ん
で
調
子
よ
く
記
述
し
た
文
章
を
、
四
六
耕
腿
体
と
い
い
、
漢
文
の
漢
文
た
る
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
一
番
大

事
な
と
こ
で
す
。
だ
か
ら
こ
こ
は
覚
え
て
お
い
て
。
「
旅
客
来
た
り
嘆
き
て
曰
く
、
近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、
天
変
地
天
・
飢
鐘
疫

痩
。
あ
ま
ね
く
天
下
に
満
ち
広
く
地
上
に
ほ
と
ば
し
る
」
。

こ
ん
な
こ
と
は
昔
あ
っ
た
の
か
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
あ
い
だ
の
大
地
震
が
起
っ
た
。
ま
さ
に
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
天

変
地
天
、
飢
鐘
疫
潤
。
鎌
倉
時
代
に
は
な
か
っ
た
原
子
力
の
問
題
が
出
て
き
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
さ
に
『
立
正
安
国
論
』
の
冒
頭

の
こ
と
が
全
部
あ
る
。
現
代
の
現
状
認
識
と
し
て
意
味
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

あ
と
書
き
に
は
「
文
応
元
年
こ
れ
を
勘
う
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
『
立
正
安
国
論
』
の
奏
進
七
百
五
十
年
を
や
っ
た
ば
っ
か

り
で
し
ょ
う
。
こ
の
書
の
最
後
に
「
正
嘉
に
こ
れ
を
始
め
て
よ
り
文
応
元
年
に
勘
え
お
わ
る
」
。
「
正
嘉
に
こ
れ
を
始
め
て
」
と
い
う
こ
と

は
、
正
嘉
の
大
地
震
を
契
機
と
し
て
こ
の
書
物
を
書
こ
う
と
思
っ
て
資
料
を
集
め
始
め
た
。
正
嘉
に
こ
れ
を
始
め
、
文
応
元
年
に
勘
え
終

わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
勘
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
普
通
の
こ
の
考
え
る
と
は
少
し
違
う
一
一
ユ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
今
ま
で
の
過
去
の
出
来
事
を
記
し
た
書
物
を
よ
く
資
料
を
集
め
て
、
そ
の
上
で
考
え
る
の
で
す
。
だ
か
ら
何
か
大

変
な
問
題
が
起
こ
る
と
、
昔
に
そ
う
い
う
先
例
は
な
か
っ
た
か
、
地
溌
が
起
こ
る
と
中
国
の
歴
史
の
中
か
ら
地
震
に
対
す
る
記
事
を
た
く

さ
ん
集
め
て
み
て
、
そ
の
結
果
、
今
度
の
地
震
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
考
え
る
の
が
、
こ
の
「
勘

え
る
」
な
の
で
す
。
そ
の
法
論
を
一
つ
の
書
物
に
し
て
幕
府
に
出
す
の
が
勘
文
な
の
で
す
。

日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

旅
客
来
た
り
嘆
き
て
曰
く
、
近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、
天
変
地
天
・
飢
鐘
疫
痩
。
あ
ま
ね
く
天
下
に
満
ち
広
く
地
上
に
ほ
と
ば

し
る
。
牛
馬
は
巷
に
倒
れ
骸
骨
は
道
に
み
て
り
。
死
を
招
く
の
と
も
が
ら
は
既
に
大
半
に
超
え
、
こ
れ
を
悲
し
ま
ざ
る
の
や
か
ら
あ

え
て
一
人
も
な
し
。
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日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

こ
れ
は
何
か
事
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
理
由
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
を
学
者
に
聞
い
て
、
聞
か
れ
た
学
者
は
こ
の
問
題
に
つ

い
て
故
事
略
歴
の
史
料
を
集
め
て
一
文
を
草
し
、
依
頼
者
に
提
出
す
の
が
勘
文
と
い
う
書
で
す
。
例
え
ば
起
き
て
み
た
ら
門
の
前
に
犬
が

死
ん
で
い
た
の
で
、
こ
れ
は
ど
う
も
不
吉
だ
と
み
て
そ
の
先
例
を
調
べ
て
、
意
味
あ
い
を
調
べ
て
報
告
す
る
よ
う
、
陰
陽
師
に
命
令
し
ま

す
。
陰
陽
師
は
い
ろ
い
ろ
と
書
物
を
開
い
て
み
て
、
こ
れ
を
占
っ
て
報
告
す
る
の
で
す
。
そ
の
報
告
書
を
勘
文
と
い
い
、
本
来
、
幕
府
だ

と
か
朝
廷
が
命
じ
て
そ
れ
で
作
ら
せ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
日
蓮
聖
人
は
そ
ん
な
こ
と
を
待
っ
て
は
お
れ
な
い
で
す
。
幕
府
か
ら
日
蓮
聖
人
に
こ
の
こ
と
を
調
べ
よ
と
い
う
命
令
が
来
る

わ
け
な
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
日
蓮
聖
人
は
自
分
で
、
い
わ
ば
自
発
的
に
勘
文
を
作
っ
て
差
し
出
し
た
。
だ
か
ら
日
蓮
聖
人
の
こ
の
勘

文
は
公
の
勘
文
で
は
な
く
て
、
「
私
の
勘
文
」
で
す
。

渡
邊
賓
陽
先
生
は
日
蓮
教
学
で
は
ト
ッ
プ
の
方
で
す
。
か
つ
て
先
生
に
「
三
大
部
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
渡
辺
先

生
は
宗
学
の
立
場
か
ら
、
日
蓮
聖
人
は
三
大
部
と
い
う
と
、
『
観
心
本
尊
抄
』
と
『
開
目
抄
』
と
『
立
正
安
国
論
』
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

確
か
に
『
観
心
本
尊
抄
』
は
教
学
書
で
、
「
今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
…
…
」
と
教
学
の
も
っ
と
も
大
事
な
と
こ
ろ
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
開
目
抄
』
も
ま
た
そ
う
な
の
で
す
。
し
か
し
、
『
立
正
安
国
論
』
は
勘
文
だ
と
、
日
蓮
聖
人
御
み
ず
か
ら
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

教
学
の
面
か
ら
見
る
と
、
『
立
正
安
国
論
』
を
教
学
書
と
し
て
受
け
止
め
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
見
る
と
や
は

り
教
学
書
で
は
な
く
、
勘
文
と
し
て
北
条
時
頼
に
提
出
さ
れ
た
書
で
す
。
も
っ
と
も
、
三
大
部
か
ら
『
立
正
安
国
論
』
を
除
外
す
る
と
い

う
説
は
随
分
昔
か
ら
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
渡
辺
先
生
が
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
歴
史
的
に
言
え
ば
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
も
、

我
々
は
教
学
書
と
し
て
そ
の
中
に
日
蓮
聖
人
の
教
え
が
ど
う
込
め
ら
れ
て
い
る
か
考
え
な
く
で
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
賛
成
で
す
。
で
す

か
ら
私
は
三
大
部
の
中
か
ら
法
華
経
を
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
歴
史
的
に
言
う
な
ら
ば
勘
文
な
の
だ
け

(8）



正
嘉
の
大
地
震
を
契
機
に
著
さ
れ
た
『
立
正
安
国
論
』
を
も
と
に
、
日
蓮
聖
人
の
地
震
に
対
す
る
考
え
方
、
感
じ
方
な
ど
を
窺
う
と
、

日
蓮
聖
人
に
独
自
の
重
要
な
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
地
震
と
い
う
大
災
害
を
体
験
し
、
こ
れ
を
信
仰
の
な

か
で
意
味
づ
け
た
宗
教
者
は
、
日
蓮
聖
人
た
だ
一
人
と
い
う
事
実
で
す
。
地
震
に
素
早
く
反
応
し
、
こ
れ
を
宗
教
的
に
理
論
化
さ
れ
た
の

が
日
蓮
聖
人
で
す
。
こ
れ
に
は
、
日
蓮
聖
人
の
幼
時
体
験
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

日
蓮
聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
は
小
湊
誕
生
寺
で
、
そ
の
境
内
に
は
産
湯
の
井
戸
な
ど
の
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
誕
生
寺

の
史
料
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
日
蓮
聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
は
現
在
の
誕
生
寺
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
す
。
海
辺
に
出
て
、

妙
の
浦
の
磯
伝
い
に
南
に
行
く
と
、
大
弁
天
・
小
弁
天
と
い
う
二
つ
の
島
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
は
か
つ
て
片
海
と
い
う
海
辺
の
村
で
、

日
蓮
聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
故
郷
の
地
で
す
。
し
か
し
、
後
に
度
々
襲
っ
た
大
地
震
に
よ
っ
て
、
こ
の
片
海
は
海
中
に
没
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
不
安
定
な
土
地
柄
で
す
の
で
、
日
蓮
聖
人
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
、
「
地
震
が
い
っ
た
ら
す
ぐ
あ
そ
こ
に
逃
げ
ろ
。

津
波
が
来
る
ぞ
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
続
け
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
地
震
の
怖
さ
、
地
腰
や
津
波
が
お
そ
っ
て
来
た
ら
ど
う
避
難
す

る
か
、
ど
ん
な
惨
状
が
起
こ
る
か
と
、
い
ろ
い
ろ
と
聞
か
さ
れ
て
大
き
く
な
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
え
ば
正
嘉
の
大
地
震
の

と
き
に
、
あ
の
混
乱
の
中
か
ら
弟
子
と
も
ど
も
亡
く
な
っ
た
人
は
一
人
も
お
り
ま
せ
ん
。
弟
子
た
ち
を
導
い
て
安
全
に
避
難
さ
れ
た
の
で

日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

元
年
に
こ
れ
を
勘
え
終
わ
る
」

殿
に
奉
る
」
と
続
け
ら
れ
ま
寺

る
実
権
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

ど
も
、
こ
れ
を
日
蓮
宗
で
は
教
学
書
と
し
て
受
け
止
め
る
、
そ
う
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
『
立
正
安
国
論
』
の
賊
文
に
、
「
去
る
正
嘉
元
年
八
月
二
十
三
日
戌
亥
の
刻
大
地
震
に
こ
れ
を
勘
え
る
」
と
し
、
「
文
応

元
年
に
こ
れ
を
勘
え
終
わ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
。
「
そ
の
後
文
応
元
年
七
月
六
日
に
宿
谷
禅
門
に
付
し
て
故
最
明
寺
入
道

殿
に
奉
る
」
と
続
け
ら
れ
ま
す
。
最
明
寺
入
道
殿
と
は
、
前
執
権
北
条
時
頼
で
、
政
治
の
第
一
線
を
退
い
た
と
は
い
え
、
な
お
も
隠
然
た
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『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
第
五
に
「
従
地
涌
出
品
第
十
五
」
と
い
う
章
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
経
文
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
「
我
娑
婆
世
界
。

自
有
二
六
万
恒
河
沙
等
。
菩
薩
摩
訶
薩
一
。
二
菩
薩
。
各
二
有
六
万
恒
河
沙
春
属
一
。
是
諸
人
等
。
能
於
二
我
滅
後
一
。
護
二
持
読
三
調
。
広
四

そ
の
冒
頭
に
は
、
日
蓮
聖
人
が
片
海
に
誕
生
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
確
実
な
出
生
地
を
示
す
最
古
の
記
事
と
い
え
ま
す
。
つ

い
で
、
こ
の
木
像
は
、
日
静
が
七
十
八
歳
に
し
て
発
願
し
た
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
込
め
た
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
注
目

さ
れ
る
の
は
、
「
日
蓮
聖
人
の
胎
内
に
納
め
奉
る
五
穀
は
衆
生
の
餓
え
を
い
や
さ
ん
が
た
め
に
。
同
じ
く
込
め
奉
る
。
薬
草
三
種
。
衆
生

の
病
を
治
さ
ん
が
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
実
際
に
、
小
さ
な
紙
に
包
ん
だ
五
穀
や
薬
草
が
、
胎
内
に
納
め
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
強
烈
な
利
他
の
精
神
は
、
日
蓮
聖
人
か
ら
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
ら
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
頭
部
の
眉
間
に
窪
み
が
あ
っ
て
、
小
松
原
法
難
の
傷
跡
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
平
成
二
十
五
年
は

小
松
原
法
難
七
百
五
十
年
に
あ
た
り
ま
す
が
、
故
郷
で
の
受
難
の
跡
が
日
蓮
聖
人
木
像
に
印
さ
れ
、
「
代
受
苦
」
の
慈
悲
行
の
姿
が
偲
ば

れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
最
も
注
目
一

日
付
の
「
日
静
上
人
願
文
」
で
す
。

津
波
に
洗
わ
れ
た
と
い
う
誕
生
寺
に
は
、
古
い
歴
史
を
語
る
も
の
は
何
も
な
い
と
判
断
し
て
、
歴
史
的
に
は
あ
ま
り
期
待
は
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
祖
師
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
日
蓮
聖
人
木
像
の
修
理
に
際
し
て
、
胎
内
か
ら
多
く
の
収
納
文
書
が
発
見
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
最
も
注
目
す
べ
き
文
書
は
、
誕
生
寺
第
三
代
住
持
日
静
が
し
た
た
め
た
、
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
八
月
二
十
九

す
。

れ
る
の
は
故
あ
る
こ
と
で
す
。

で
は
、
日
蓮
聖
人
は
、
片
窪

で
は
、
日
蓮
雨

片
海

の
で
し
ょ
う
か
。

日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

で
の
幼
時
体
験
と
、
鎌
倉
で
巡
遇
さ
れ
た
こ
の
体
験
を
、
法
華
経
の
実
践
の
な
か
で
ど
う
読
み
取
ら
れ
た
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こ
の
度
の
大
地
震
は
、
ま
さ
に
大
地
の
震
裂
そ
の
も
の
で
す
。
こ
の
大
地
震
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
た
く
さ
ん
の
菩
薩
が
こ
の
地
上
に

出
現
す
る
に
違
い
な
い
、
そ
う
私
は
思
う
の
で
す
。
そ
の
一
々
の
菩
薩
を
、
私
た
ち
は
私
た
ち
自
身
の
な
か
に
見
出
す
契
機
が
、
今
度
の

大
地
震
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
菩
薩
が
私
た
ち
自
身
の
心
の
な
か
に
現
れ
た
と
き
、
日
蓮
聖
人
が
『
観
心
本
尊
抄
』
に
示
さ
れ

た
よ
う
に
、
「
今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
、
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
で
た
る
常
住
の
浄
土
な
り
」
と
い
う
境
地
が
こ
こ
に
現
れ
、
す
べ
て
衰

え
も
知
ら
な
い
素
晴
ら
し
い
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

そ
の
菩
薩
と
は
一
体
ど
う
い
う
形
で
現
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
『
観
心
本
尊
抄
』
の
教
え

は
、
ま
ず
一
念
三
千
の
観
念
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
我
々
は
す
べ
て
仏
性
を
帯
び
た
存
在
で
、
大
地
が
震
裂
し
て
現
れ
出
た
の
は
心
の
菩
薩

日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

説
此
経
一
。
仏
説
し
是
時
。
娑
婆
世
界
。
三
千
大
千
国
土
。
地
皆
震
裂
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
「
こ
の
地
上
に
は
数
え
き
れ
な
い
ほ

ど
の
菩
薩
が
お
い
で
で
す
。
こ
れ
ら
無
数
の
菩
薩
ら
が
、
仏
が
入
滅
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
こ
の
法
華
経
を
護
持
し
読
諦
し
て
、
広
く
こ

の
経
の
教
え
を
説
く
で
あ
ろ
う
」
と
、
仏
が
お
説
き
に
な
っ
た
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
、
「
娑
婆
世
界
は
三
千
大
千
国
土
、
地
皆
震
裂
し
て
」
、

無
量
千
万
億
の
菩
薩
摩
訶
薩
が
大
地
の
な
か
か
ら
同
時
に
涌
出
す
る
の
で
す
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
諸
菩
薩
の
身
は
金
色
に
輝
き
、
仏
の
相

を
供
え
て
い
る
の
で
す
。
ま
さ
に
輝
け
る
無
数
の
菩
薩
の
出
現
で
す
。
こ
れ
ら
の
菩
薩
の
な
か
に
四
人
の
導
師
が
あ
り
ま
す
。
一
人
は
上

行
菩
薩
と
名
付
け
、
二
人
は
無
辺
行
菩
薩
と
名
付
け
、
三
人
は
浄
行
菩
薩
と
名
付
け
、
四
は
安
立
行
菩
薩
と
名
付
け
る
の
で
す
。
上
行
、

無
辺
行
、
浄
行
、
安
立
行
と
名
付
け
た
こ
の
四
菩
薩
は
、
大
地
の
底
か
ら
同
時
に
涌
出
し
た
無
数
の
菩
薩
の
な
か
の
最
上
首
な
の
で
す
。

四
菩
薩
の
出
現
は
、
こ
の
現
実
の
娑
婆
世
界
に
、
仏
の
国
土
が
現
出
す
る
兆
し
を
し
め
す
も
の
に
外
な
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
聖
人
が
「
南
無

妙
法
蓮
華
経
」
の
お
題
目
を
中
心
に
、
墨
痕
鮮
や
か
に
揮
毫
さ
れ
た
大
曼
茶
羅
本
尊
は
、
い
ま
現
出
し
た
現
世
の
仏
界
を
図
で
顕
し
た
姿

で
す
。
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日
蓮
聖
人
と
大
震
災
（
中
尾
）

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
従
地
涌
出
品
に
み
る
よ
う
に
、
菩
薩
は
他
方
の
国
土
か
ら
訪
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
こ
そ
現
れ
る

の
で
す
。
そ
の
菩
薩
は
果
し
て
誰
で
し
ょ
う
か
。
い
や
、
そ
の
菩
薩
は
外
に
い
る
の
で
は
な
く
て
、
我
々
の
心
の
中
に
い
る
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
我
々
の
心
が
菩
薩
で
は
な
い
で
す
か
。
こ
の
我
々
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
心
の
な
か
に
、
内
な
る
仏
を
見
い
だ
す
大
き
な
き
っ

か
け
を
、
大
地
震
の
震
裂
は
示
し
て
い
ま
す
。
菩
薩
は
お
互
い
の
あ
ら
ゆ
る
多
く
の
方
々
の
、
限
り
な
い
連
帯
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ど
う
か
地
震
と
い
う
も
の
を
単
な
る
災
難
と
考
え
な
い
で
、
地
震
と
法
華
経
の
教
え
、
日
蓮
聖
人
と
大
地
震
の
信
仰
上
の
意
味
付
け
を
、

私
た
ち
自
身
の
心
に
内
在
化
し
て
い
き
た
い
と
念
じ
ま
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
、
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
の
還
暦
の
歳
に
ご
入
滅
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
十
月
十
三
日
は
新
暦
の
日
で
は
十
二
月
二

日
に
あ
た
り
、
午
前
八
時
こ
ろ
に
あ
た
り
ま
す
。
私
は
た
び
た
び
池
上
本
門
寺
に
お
参
り
し
ま
す
。
先
日
も
、
ご
入
滅
は
こ
の
こ
ろ
な
の

だ
と
思
い
、
秋
深
い
池
上
の
山
上
を
見
な
が
ら
、
日
蓮
聖
人
も
こ
れ
を
ご
覧
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
し
た
。

日
蓮
聖
人
が
ご
入
滅
な
さ
れ
た
と
き
に
、
わ
ず
か
に
地
震
が
あ
り
ま
し
た
。
地
震
と
い
う
も
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
を
残
し
て
去
っ
て

い
っ
た
あ
の
地
震
と
い
う
も
の
を
、
私
ど
も
は
今
こ
そ
内
面
的
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
日
の
三
日
間

の
東
北
の
旅
の
中
で
、
そ
う
い
う
思
い
を
深
く
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
私
の
思
い
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
時
間
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）
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