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Azuma Eiko

  

不
安
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
不
確

実
な
こ
と
に
対
す
る
個
人
の
考
え
方
の
癖

に
よ
っ
て
起
こ
る
。
そ
も
そ
も
正
体
の
わ

か
ら
な
い
も
の
に
対
す
る
感
情
で
あ
る
か

ら
、
あ
る
意
味
、
自
分
の
心
が
創
り
出
し

た
も
の
で
あ
る
。

  

身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
生
老
病
死
に
対

す
る
不
安
が
あ
る
。
現
代
で
は
多
く
の
場

合
、
オ
ギ
ャ
ー
と
泣
い
て
生
ま
れ
、
周
囲

は
笑
っ
て
祝
福
す
る
。
戦
後
、
日
本
の
周

産
期
医
療
は
著
し
く
進
歩
し
、
妊
産
婦
死

亡
率
は
激
減
、
周
産
期
死
亡
、
新
生

児
死
亡
率
も
著
し
く
減
少
し
、
出
産

自
体
が
命
が
け
で
あ
っ
た
時
代
か
ら

脱
却
し
た
。
こ
れ
は
、
医
学
・
産
科

管
理
の
進
歩
、
衛
生
管
理
の
向
上
、

定
期
健
診
の
普
及
に
よ
る
。

  

現
在
、
日
本
人
の
平
均
寿
命
は

男
性
が
８
１
・

０
５
歳
、
女
性
が

８
７
・

０
９
歳
で
あ
る
が
、
健
康

寿
命
（
健
康
上
の
問
題
で
日
常
生
活

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
活
で

き
る
期
間
）
は
男
性
７
２
・

６
８

歳
、
女
性
７
５
・

３
８
歳
で
あ
り
、

平
均
寿
命
と
の
差
の
部
分
は
、「
老
」

や
「
病
」
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
、
い

つ
か
誰
に
も
訪
れ
る「
死
」や
、「
死
」

に
至
る
過
程
に
対
し
て
不
安
を
抱
く

期
間
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
１
９
５
５
年

の
平
均
寿
命
は
男
女
と
も
６
０
歳
台
で
あ

り
、
こ
の
寿
命
の
延
伸
の
根
拠
も
医
学
・

医
療
の
進
歩
に
あ
る
。
医
学
・
医
療
の
進

歩
が
身
体
面
に
お
い
て
貢
献
し
て
い
る
こ

と
に
疑
う
余
地
は
な
い
。

  

で
は
、
精
神
面
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
実
は
、
劣
化
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
。「
一
人
の
生
命
は

全
地
球
よ
り
も
重
い
」
と
い
う
記
述
は
近

代
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
近
代

以
前
は
、
個
体
と
し
て
の
生
命
は
最
重
要

の
価
値
に
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
紀
元

前
か
ら
近
代
以
前
に
至
る
ま
で
、
多
く
の

国
に
お
い
て
身
分
階
層
制
度
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
国
家
に
お
い
て
の
、
あ
る
種
の
役

割
分
担
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

  

近
世
日
本
に
お
け
る
「
武
士
道
」
を
例

に
と
っ
て
み
よ
う
。「
武
士
道
」
と
は
、

日
本
の
近
世
以
降
の
武
士
階
級
の
倫
理
・

道
徳
基
準
や
価
値
基
準
の
根
本
を
形
成
す

る
思
想
で
あ
る
。
広
義
に
は
日
本
の
武
士

階
級
の
「
常
識
」
で
あ
り
、
７
つ
の
徳
目

で
あ
る
「
義
・
勇
・
仁
・
礼
・
誠
・
名
誉
・

忠
義
」
に
は
人
と
し
て
の
生
き
方
の
軸
が

あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
生
命
よ
り

も
重
要
に
な
り
得
る
も
の
が
内
包
さ
れ
て

い
て
、
現
代
よ
り
も
心
静
か
に
老
病
死
を

受
け
容
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
の
は
、

こ
の
生
き
方
の
軸
に
沿
っ
て
い
た
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

  

こ
こ
数
年
の
不
安
の
種
と
い
う
と
、
近

年
頻
発
し
て
い
る
自
然
災
害
、
数
年
前
に

大
騒
ぎ
し
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、

隣
国
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍

事
侵
攻
な
ど
で
あ
ろ
う
。

Yearly Feature

人
は
い
つ
か
ら
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

　「
個
」
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

歴
史
を
紐
解
く
と
、
日
照
り
、
震
災
、
台

風
や
大
雨
に
よ
る
水
害
、飢
饉
、コ
レ
ラ・

腸
チ
フ
ス
・
結
核
・
ス
ペ
イ
ン
風
邪
な
ど

の
疫
病
な
ど
、
災
厄
は
何
度
も
経
験
し
て

い
る
。
そ
の
た
び
に
治
水
、
食
糧
問
題
、

防
疫
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
こ
に
は
、

目
先
の
、
個
人
の
利
害
損
失
を
度
外
視
し

た
大
き
な
人
間
性
を
も
つ
人
が
い
た
。
こ

の
大
き
な
人
間
性
の
根
底
に
も「
武
士
道
」

の
徳
目
が
垣
間
見
え
る
。

日
本
は
江
戸
時
代
に
は
鎖
国
政
策
を
し
い

て
い
た
が
、
江
戸
時
代
後
期
以
降
、
日
本

と
通
商
し
よ
う
と
し
て
い
た
隣
国
ロ
シ
ア

の
南
下
の
脅
威
は
、
日
本
の
海
防
、
開
国

へ
の
意
識
改
革
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
現
代
と
似
た
よ
う

な
境
遇
は
い
く
つ
も
散
見
さ
れ
る
が
、
そ

の
都
度
、
私
儀
よ
り
も
公
儀
を
優
先
す
る

人
物
が
居
た
よ
う
に
感
じ
る
。

  

人
は
い
つ
か
ら
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
匿
名

性
に
こ
だ
わ
り
、
過
剰
に
「
個
」
を
重
ん

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
他
者

と
比
較
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
か
ら
の
膨
大
な
情
報

に
翻
弄
さ
れ
、
感
情
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
、

不
安
に
陥
る
こ
と
が
増
え
、
信
頼
で
き
る
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た
。
メ
デ
ィ
カ
ル
カ
フ
ェ
は
回
を
重
ね
る

う
ち
に
、「
が
ん
」
だ
け
で
な
く
、
人
が

人
生
の
な
か
で
経
験
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
出

来
事
に
つ
い
て
語
り
合
う
場
に
進
化
し
て

い
っ
た
。

  

そ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
進
化
・
分
化
し
て
、

歴
史
上
の
人
物
の
一
生
涯
を
学
び
、
そ
れ

を
通
し
て
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
あ
り

方
を
考
え
る
寺
子
屋
活
動
が
始
ま
っ
た
。

寺
子
屋
を
始
め
て
２
年
半
ほ
ど
経
つ
が
、

そ
こ
は
毎
回
一
人
な
い
し
複
数
の
人
物
の

一
生
涯
を
学
び
、
現
代
に
生
き
る
自
分
た

ち
の
あ
り
方
に
照
ら
し
て
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
す
る
対
話
の
場
で
あ
る
。

  

人
物
の
一
生
涯
を
な
ぞ
る
と
、
そ
の
人

物
の
生
き
方
＝
哲
学
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
人
物
は
ハ
イ
ラ
イ
ト
だ
け
で
は
な

い
。
私
た
ち
の
寺
子
屋
で
は
、
江
戸
時
代

以
降
の
人
物
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
い

が
、
驚
く
ほ
ど
現
代
に
も
通
じ
る
も
の
の

考
え
方
が
で
き
、
歴
史
は
人
が
創
っ
て
い

て
、
長
い
年
月
を
経
て
も
人
の
心
の
あ
り

方
な
ど
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
も
な
く
、

良
く
も
悪
く
も
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

東　

英
子
（
あ
ず
ま　

え
い
こ
）

メ
デ
ィ
カ
ル
カ
フ
ェ
で
は「
生
き
る
意
味
」

を
見
い
だ
す
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
寺
子

屋
で
は
「
生
き
る
軸
」
を
見
い
だ
す
こ
と

が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。
ま
た
、
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
に
気
づ
く
こ
と

が
で
き
る
。

　

現
代
で
は
、
自
分
と
異
な
る
考
え
方
の

人
を
排
除
す
る
傾
向
が
多
い
よ
う
に
思
う

が
、
歴
史
に
お
い
て
は
、
異
な
る
意
見
の

持
ち
主
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
物
が
人
と

し
て
認
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
れ
ば
、
惜
し

み
な
く
認
め
合
い
、
そ
う
い
う
意
味
で
つ

な
が
り
が
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

不
安
は
必
ず
し
も
悪
い
も
の
で
は
な

い
。
新
し
い
こ
と
に
取
り
組
む
と
き
や
さ

ら
な
る
高
み
を
目
指
す
と
き
に
も
、
未
知

の
世
界
へ
の
不
安
を
抱
く
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
。
不
安
そ
の
も
の
は
な
く
な
る
こ
と

は
な
い
が
、
不
安
に
対
峙
す
る
方
法
は
さ

ま
ざ
ま
あ
る
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
を

調
べ
て
わ
か
ろ
う
と
す
る
と
か
、
自
分
の

考
え
方
の
癖
を
改
め
て
み
る
と
か
、
情
報

に
溺
れ
な
い
よ
う
に
距
離
を
と
る
と
か
、

方
法
に
正
解
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

全
部
正
解
で
あ
る
。
不
安
を
少
な
く
す
る

不
安
に
対
峙
し
て
「
生
き
る
意
味
」

　
　
　
　
　
そ
し
て
「
生
き
る
軸
」
を
見
い
だ
し
て
い
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

他
者
と
の
つ
な
が
り
は
ひ
と
昔
前
よ
り
希

薄
に
な
っ
た
。

  
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
私
は
「
が

ん
哲
学
外
来
®
」
の
理
念
に
基
づ
い
て
、

２
０
１
３
年
か
ら
メ
デ
ィ
カ
ル
カ
フ
ェ
と

い
う
対
話
の
場
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

「
が
ん
哲
学
外
来
®
」
の
ス
タ
ー
ト
地
点

は
、
が
ん
患
者
さ
ん
の
つ
ら
さ
に
共
感
す

る
場
で
あ
っ
た
。
病
気
に
な
る
ま
で
意
識

し
な
か
っ
た
自
分
自
身
の
存
在
価
値
、
人

と
の
関
わ
り
、
生
と
死
、
な
ど
に
つ
い
て

悩
む
が
ん
患
者
さ
ん
と
、
対
話
を
通
し
て

「
生
き
る
意
味
」
を
見
い
だ
す
場
で
あ
っ

よ
う
に
努
力
し
て
も
よ
い
し
、
不
安
を
抱

え
た
ま
ま
で
も
構
わ
な
い
。
大
切
な
こ
と

は
、
不
安
な
自
分
を
俯
瞰
的
に
観
て
、
慈

し
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

不
安
と
向
き
合
う
と
き
に
、
先
人
の
哲
学

を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
必
ず
役
に
立
つ

し
、
自
分
の
生
き
る
軸
に
沿
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
う
し
て
自
分
の
哲
学
が
錬

成
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
こ
そ
が
現
代
に
欠

け
て
い
る
精
神
面
の
強
さ
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

１
９
９
３
年
近
畿
大
学
医
学
部
卒
業
。

泌
尿
器
科
医
と
し
て
研
鑽
を
積
み
な
が
ら
、

緩
和
医
療
と
高
齢
者
医
療
に
興
味
を
持
つ
。

２
０
０
４
年
か
ら
在
宅
医
療
に
従
事
。

２
０
１
１
年
あ
ず
ま
在
宅
医
療
ク
リ
ニ
ッ

ク
開
業
。
メ
デ
ィ
カ
ル
カ
フ
ェ
あ
ず
ま
や

主
催
。

一
般
社
団
法
人
エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ
フ
・
ケ

ア
協
会
認
定
援
助
士
。
大
阪
ア
ー
ユ
ル

ヴ
ェ
ー
ダ
研
究
所
基
礎
・
専
門
講
座
（
薬

理
学
・
浣
腸
療
法
）
修
了
。
日
本
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
協
会
公
認
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
。

Holistic Arom
atherapy College

認
定
ア

ロ
マ
・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
。
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こ
れ
は
創
作
物
語
で
は
な
く
、
一
人
の

人
物
の
語
り
や
資
料
を
ま
と
め
た
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
だ
。
主
人
公
は
一
九
三
一
年
生
ま

れ
の
浄
土
真
宗
の
僧
侶
、
渡
邉
普
相
。

広
島
の
寺
に
生
ま
れ
た
渡
邉
は
社
会
活

動
を
志
し
て
東
京
に
出
る
が
、
挫
折
す

る
。
婿
入
り
し
て
東
京
の
寺
を
継
い
だ

後
、
義
父
の
知
人
の
僧
侶
、
篠
田
龍り
ゅ
う
ゆ
う雄

に
出
会
い
、
二
八
歳
で
死
刑
囚
の
教
誨
師

の
道
に
踏
み
込
む
。

　

教
誨
師
は
囚
人
に
教
え
諭
す
こ
と
が

任
務
だ
が
、
拘
置
所
で
行
う
死
刑
囚
の

教
誨
は
特
殊
だ
。
殺
人
を
犯
し
た
身
で

あ
る
か
ら
深
い
罪
業
の
意
識
や
納
得
の

い
か
な
い
経
緯
に
対
す
る
怨
念
が
あ
る
。

ま
た
、
い
つ
死
刑
の
呼
び
出
し
が
あ
る
か

わ
か
ら
な
い
と
い
う
恐
れ
と
と
も
に
独
房

で
暮
ら
し
て
い
る
。

　

親
鸞
の
教
え
を
支
え
に
囚
人
に
安
ら

ぎ
を
与
え
よ
う
と
す
る
渡
邉
だ
が
、
自

ら
そ
の
役
割
を
担
え
た
と
心
安
ら
か
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
死
刑
執

行
の
時
、
刑
務
所
ま
で
囚
人
と
と
も
に

移
動
し
、
そ
こ
で
最
後
に
別
れ
の
言
葉

を
告
げ
る
こ
と
も
死
刑
教
誨
師
の
役
割

だ
。
山
本
は
篠
田
と
と
も
に
ふ
た
り
の

囚
人
の
死
を
順
番
に
送
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
前
日
、
篠
田
は
「
渡
邉
さ
ん
。
明

日
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
、
あ
ん
た
ひ
と
り

で
や
ら
ん
と
い
け
な
く
な
る
こ
と
で
す
。

私
が
や
る
こ
と
を
、
よ
お
く
、
見
て
お
き

な
さ
い
」
と
言
う
。

　

処
刑
部
屋
に
進
む
桜
井
と
い
う
囚
人

が
、
篠
田
を
振
り
返
っ
て
、「
先
生
！

私
に
引
導
を
渡
し
て
下
さ
い
！
」
と
叫

ぶ
。「
引
導
を
渡
す
」
教
義
で
は
な
い

浄
土
真
宗
だ
が
、
篠
田
は
言
う
。「
よ

お
っ
し
！
桜
井
さ
ん
、
い
き
ま
す
ぞ
！
死

ぬ
る
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
、
生
ま
れ
変
わ
る
の

だ
ぞ
！
喝
―
っ
！
」
と
。「
桜
井
の
顔
か

ら
、
ス
ッ
と
恐
怖
の
色
だ
け
が
抜
け
た
よ

う
に
見
え
た
」
と
堀
川
は
記
し
、
そ
の

後
の
ふ
た
り
の
言
葉
を
続
け
て
い
る
。「
そ

う
か
っ
、
先
生
！
、
死
ぬ
ん
じ
ゃ
な
く

て
、お
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
る
ん
で
す
ね
」

「
そ
う
だ
、
桜
井
君
！
あ
ん
た
が
少
し

先
に
行
く
け
れ
ど
、
わ
し
も
後
か
ら
行

き
ま
す
ぞ
！
」。

　

そ
の
後
、
高
齢
の
篠
田
は
教
誨
師
か

ら
身
を
引
き
、
渡
邉
は
教
誨
師
会
の
会

長
と
い
う
役
も
引
き
受
け
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
し
、
渡
邉
は
死
刑
教
誨
へ
の

自
信
を
失
っ
て
い
く
。「
深
く
暗
い
森
に

迷
い
込
ん
だ
。進
む
べ
き
道
を
、見
失
っ
た
。

「
今
、
あ
る
こ
と
か
ら
逃
げ
ん
て
は
な
ら

な
い
」
と
い
う
信
念
だ
け
が
、
渡
邉
を

そ
の
場
に
踏
み
と
ど
ま
ら
せ
て
い
た
。
か

つ
て
焦
土
と
化
し
た
広
島
の
町
で
多
く

の
人
を
見
捨
て
て
逃
げ
、
そ
し
て
ひ
と

り
生
き
延
び
た
。
あ
の
日
と
同
じ
自
分

を
、
二
度
と
許
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
」。

　

晩
年
と
言
っ
て
よ
い
時
期
、
渡
邉
は
ア

ル
コ
ー
ル
依
存
に
落
ち
込
む
。
治
療
の
た

め
に
入
院
し
、
病
院
か
ら
拘
置
所
に
通

う
。
面
接
に
行
け
な
い
こ
と
も
出
て
く

る
が
、
嘘
で
ご
ま
か
す
の
は
い
や
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、死
刑
囚
に
白
状
す
る
。「
実

は
わ
っ
し
、
今
、
ア
ル
中

4

4

4

で
病
院
に
入
っ

と
る
ん
じ
ゃ
。
酒
が
止
め
ら
れ
ん
で
ね
。

た
び
た
び
面
接
も
休
ん
で
し
も
う
て
、

申
し
訳
な
い
こ
と
で
す
な
」。
こ
の
噂
は

あ
っ
と
い
う
間
に
広
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
囚
人
た
ち
は
渡
邉
に
親
し

み
を
も
っ
た
よ
う
で
、
彼
ら
の
心
を
開
い

て
接
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
ち
ら
が
教
え
諭
す
な
ど
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。「
連
中
に
よ
っ
て
私
が
教

え
ら
れ
、
育
て
ら
れ
て
き
た
ん
だ
よ
な
あ

と
、今
に
な
って
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
よ
。」

「
死
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
人
間
に
対
し

て
他
人
が
、
そ
う
簡
単
に
「
救
い
」
な

ど
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
現

実
を
、
渡
邉
は
よ
う
や
く
受
け
入
れ
た

の
だ
」。

  

宗
教
者
で
な
く
て
も
、
自
ら
の
い
の
ち

の
あ
り
方
を
振
り
返
る
よ
う
、
ま
た
、

他
者
の
心
の
痛
み
に
寄
り
添
う
と
い
う
こ

と
の
意
味
を
考
え
直
す
よ
う
促
さ
れ
る

物
語
で
あ
る
。

島
薗 

進(

し
ま
ぞ
の 

す
す
む)

１
９
４
８
年
生
れ
。
東
京
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
、
上
智

大
学
大
学
院
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
客
員
所
長
、著
書
に
、『
神

聖
天
皇
の
ゆ
く
え
』（
２
０
１
９
年
５
月
）『
明
治
大
帝
の
誕

生
―
―
帝
都
の
国
家
神
道
化
』（
２
０
１
９
年
５
月
、春
秋
社
）、

『
と
も
に
悲
嘆
を
生
き
る
』(

２
０
１
９
年
４
月
、
朝
日
新
聞

出
版)

、『
い
の
ち
を“
つ
く
っ
て
”も
い
い
で
す
か
』(

２
０
１
６

年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版)

、『
宗
教
を
物
語
で
ほ
ど
く
』(

２
０
１
６

年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版)

が
あ
る
。

堀
川
恵
子

 

「
教 

誨 

師
」

「
死
刑
囚
に
向
き
合
う
」

26
話
目



藤
田 

隆
則(

ふ
じ
た
・
た
か
の
り)

を

科
学
す
る

夢
ま
ぼ
ろ
し
の
現
実
感

Realize TraditionFujita Takanori

４

一
九
六
一
年
、
山
口
県
生
ま
れ
。
京
都
市

立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン

タ
ー
教
授
。
研
究
対
象
は
、
能
・
声
明
な

ど
の
中
世
芸
能
お
よ
び
音
曲
。
著
書
に
『
能

の
ノ
リ
と
地
拍
子
』
な
ど
。
現
在
は
、
日

本
の
伝
統
音
楽
を
次
世
代
に
伝
え
る
た
め

の
応
用
的
研
究
に
も
従
事

　

私
ご
と
で
あ
る
が
、山
口
県
の
実
家
に
、

九
十
歳
に
近
い一
人
暮
ら
し
の
、
認
知
症

の
母
親
が
い
る
。
し
ば
し
ば
世
話
の
た
め

に
滞
在
す
る
が
、
母
は
最
近
「
こ
こ
は

だ
れ
の
家
？
私
は
そ
ろ
そ
ろ
帰
ら
な
く
て

は
！
」
と
言
い
出
す
。
四
十
年
以
上
も

前
か
ら
住
ん
で
い
る
自
分
の
家
な
の
に
、

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
の

位
置
も
、
部
屋
の
配
置
も
す
べ
て
わ
か
っ

て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
頭
で
、
知
的
に
理

解
で
き
る
こ
と
で
し
か
な
く
な
って
い
る
の

だ
。
昨
日
も
、一昨
日
も
、一週
間
前
も
、

一ヶ
月
前
も
、一年
前
も
、十
年
前
も
、ず
っ

と
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
連
続
性
の

感
覚
、現
実
感
が
薄
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

母
は
、
身
体
は
健
康
で
、
夜
は
熟
睡

す
る
が
、
深
夜
に
、
突
如
起
き
上
が
る

こ
と
が
あ
る
。
ま
だ
起
き
て
仕
事
を
続

け
て
い
る
私
に
向
か
っ
て
、
大
き
な
声
を

あ
げ
る
。「
お
父
さ
ん
が
ま
だ
飲
み
会
か

ら
帰
ら
な
い
。探
し
に
い
か
な
く
て
は
！
」。

「
お
父
さ
ん
」（
私
の
父
）
は
、
も
う
五

年
前
に
亡
く
な
って
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
別
の
夜
。「
お
父
さ
ん
と
お
母
さ

ん
が
田
ん
ぼ
か
ら
帰
っ
て
こ
な
い
、
私
は

先
に
帰
っ
た
が
、
な
ぜ
ま
だ
帰
っ
て
こ
な

い
の
か
」。
真
剣
に
心
配
し
て
い
る
。
こ

こ
に
登
場
す
る
「
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
」

と
は
、
五
十
年
近
く
前
に
亡
く
な
っ
た
母

の
実
の
両
親
で
あ
る
。
母
は
深
夜
の
夢

の
中
、
少
女
時
代
の
、
お
そ
ら
く
八
十

年
前
の
あ
る
日
の
出
来
事
を
生
き
て
い

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
世
に
「
お
父
さ
ん
お

母
さ
ん
」
は
い
な
い
。
少
し
時
間
が
経
つ

と
、
そ
の
姿
が
夢
ま
ぼ
ろ
し
で
あ
る
と
気

づ
い
て
も
ら
え
る
の
だ
が
、
夢
に
登
場
し

た
場
面
の
現
実
感
は
、
決
し
て
薄
れ
な

い
。
そ
れ
に
は
、
昼
間
の
生
活
の
現
実

感
が
薄
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
作
用
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
いっ
た
母
の
様
子
は
、
ま
る
で
能

つ
け
て
、
今
は
亡
き
業
平
を
追
慕
す
る
。

女
は
、ふ
た
り
の
馴
れ
初
め
の
場
所
と
な
っ

た
井
戸
に
向
か
い
、
冠
直
衣
姿
の
我
が

姿
を
映
し
、
業
平
の
面
影
を
懐
か
し
む
。

「
さ
な
が
ら
見
見
え
し
、
昔
男
の
、
冠

直
衣
は
、
女
と
も
見
え
ず
、
男
な
り
け

り
、
業
平
の
面
影
、
見
れ
ば
な
つ
か
し
や
、

わ
れ
な
が
ら
な
つ
か
し
や
」。

　

そ
う
し
て
女
の
幽
霊
は
消
え
て
い
く
。

「
亡
婦
魄
霊
の
姿
は
、
し
ぼ
め
る
花
の
、

色
な
う
て
匂
ひ
、
残
り
て
在
原
の
、
寺

の
鐘
も
ほ
の
ぼ
の
と
、
明
く
れ
ば
古
寺

の
、
松
風
や
芭
蕉
葉
の
、
夢
も
破
れ
て

覚
め
に
け
り
、夢
は
破
れ
明
け
に
け
り
」。

僧
侶
の
前
に
は
、
寺
の
鐘
の
音
、
松
や
芭

蕉
に
吹
き
く
る
風
の
音
が
、
残
る
の
み
で

あ
る
。

　

業
平
は
、
待
つ
女
に
と
っ
て
の
幻
で
あ

る
。
ま
た
待
つ
女
自
身
も
、
僧
侶
に
と
っ

て
の
幻
で
あ
る
。
そ
の
幻
は
、
夢
が
さ
め

て
も
、
な
に
か
き
っ
か
け
が
あ
れ
ば
再
び

出
て
来
そ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
感

覚
は
、
今
の
母
の
、
夢
に
対
す
る
感
覚

と
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

夢
と
現
実
の
交
錯
や
推
移
は
、
心
理

学
、
精
神
病
理
学
だ
け
で
は
な
く
、
仏

教
の
教
え
に
お
い
て
も
大
き
な
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
る
。
夢
は
、
無
い
も
の
が
在
る
、

在
る
も
の
は
無
い
、
と
い
う
こ
の
世
の
実

相
を
説
明
す
る
の
に
も
、
都
合
の
よ
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
夢
幻
能
は
、
そ
う
し
た

夢
の
現
実
感
の
濃
さ
を
物
語
っ
て
く
れ
る

ド
ラ
マ
で
あ
る
。

楽
の
夢
幻
能
の
作
品
の
よ
う
に
も
見
え

て
く
る
。

　

伊
勢
物
語
を
題
材
に
し
た
、「
井
筒
」

と
い
う
夢
幻
能
の
作
品
が
あ
る
。
奈
良

の
在
原
寺
を
訪
ね
た
僧
侶
の
前
に
、
女

が
現
れ
て
、
在
原
業
平
と
井
筒
の
女
の

恋
の
物
語
を
聞
か
せ
る
。
夜
が
ふ
け
る

と
、
僧
侶
の
夢
枕
に
、
業
平
の
訪
れ
を

待
ち
続
け
る
女
の
幽
霊
が
あ
ら
わ
れ
る
。

女
は
、
業
平
の
形
見
の
冠
直
衣
を
身
に

僧侶の夢に現れる人待つ女の幽霊
　河鍋豊 画「井筒」『能楽図絵』２より
　　　　　国立国会図書館ウェブサイト
https://dl.ndl.go.jp/pid/859441/1/17
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現
在
の
浄
土
真
宗
の
本
尊
は
木
像
で
あ
れ
絵
像
で

あ
れ
、
立
ち
姿
の
阿
弥
陀
仏
像
で
あ
る
。
正
式
に

は
「
方

ほ
う
べ
ん便
法ほ

つ
し
ん
身
の
尊

そ
ん
ぎ
よ
う形」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
、

絵
像
の
場
合
は
「
マム
キ
」
の
像
と
も
よ
ば
れ
てい
る
。

こ
の
絵
像
が
本
願
寺
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

親
鸞
聖
人
の
往
生
後
約
百
年
近
く
の
こ
と
で
あ
る
。

　
多
分
、真
正
面
向
き
に
描
か
れ
てい
る
こ
と
か
ら「
マ

ム
キ
」
と
よ
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
両
足
を
揃
え
て

蓮
台
に
立
ち
画
面
全
体
に
光
明
を
放
つ
姿
は
、
見
る

人
に
大
き
な
イ
ンパク
ト
を
与
え
た
と
思
う
。
こ
の
阿

弥
陀
仏
像
は
当
時
は
異
色
な
も
の
だった
。
多
く
は

画
面
の
左
か
ら
右
に
向
かって
斜
め
に
仏
を
描
き
、
両

足
に
蓮
台
を
踏
み
分
け
て
五
色
の
雲
に
乗
る
姿
が一般

的
で
あった
。
い
う
ま
で
も
な
く
臨
終
来
迎
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
人
び
と
を
魅
惑
し
た
画
面

で
あ
る
。「
マ
ム
キ
」
に
は
雲
が
な
く
臨
終
で
な
い
こ

と
を
あ
ら
わ
し
てい
る
。
平へ

い
ぜ
い生に
光
り
を
放
つ
樣
相
で

あ
る
。

　

仏
像
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

座ざ
ぞ
う像
と
立

り
ゆ
う
ぞ
う
像
が
あ
る
が
、立
像
は
行
動
を
あ
ら
わ
す
。

手
の
形
を
「
印い

ん
げ
い契

」
と
も
単
に
「
印い

ん
」
と
も
い
う
。

右
手
を
挙
げ
て
左
手
を
下
げ
て
い
る
。
左
手
は
下
げ

て
い
る
の
で
な
く
、
も
の
を
与
え
る
た
め
に
差
し
出
し

て
い
る
手
で
あ
る
。
右
手
を
「
施せ

む

い
無
畏
」
印
と
いい
、

畏
れ
を
払
う
こ
と
を
意
味
し
、
左
手
は
「
与よ

が
ん願
」
の

印
と
いって
希
望
を
与
え
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。「
施

無
畏
」は「
悲
」(

悲
し
み
の
共
有)

を「
与
願
」は「
慈
」　

(

無
償
の
友
愛)

を 

指
の
円
は「
永
遠
」を
あ
ら
わ
す
。

仏
教
の
本
質
が
「
慈
悲
」
に
あ
る
こ
と
を
示
す
姿
で

あ
る
。

　
た
だ
、
臨
終
と
平
生
に
よって
内
容
が
変
わって
く

る
。
臨
終
来
迎
を
主
と
す
れ
ば
、「
施
無
畏
」
は
臨

終
の
恐
怖
を
取
り
除
く
こ
と
に
な
り
、「
与
願
」
は

死
後
の
安
楽
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
た
し
か
に
死

の
暗
黒
に
対
す
る
不
安
を
除
く
こ
と
は
本
能
的
に
む

ず
か
し
い
。
特
に
死
と
隣
接
し
な
が
ら
生
き
ね
ば
な

ら
な
かった
時
代
の
人
び
と
に
とって
、
来
迎
は
切
実

な
願
で
あった
。

　
し
か
し
、
現
在
の
日
本
で
死
と
死
後
に
深
刻
な
不

安
を
感
じ
る
人
は
ど
れ
程
だ
ろ
う
か
。「
い
ま
の
不
安

は
？
」
と
訊
く
と
「
い
ま
の
生
活
が
続
く
か
ど
う
？
」

と
か
え
って
く
る
。
安
定
し
た
生
活
が
持
続
で
き
る

か
が
主
な
不
安
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
何
時
ど
の

よ
う
に
崩
れ
る
か
極
め
て
危
う
い
状
況
で
あ
る
。
世

界
を
見
れ
ば一目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
の
危
う
さ
に
阿
弥

陀
仏
は
ど
う
対
応
し
て
く
だ
さ
る
の
か
、慈
悲
と
は「
マ

ム
キ
」
の
像
と
ジック
リ
と
向
き
合
う
時
と
思
う
。

　
「
仏
（
釈
尊
）
は
常
に
霊
鷲
山
に
在
り
」
と
言
わ

れ
て
い
る
ほ
ど
最
も
長
く
滞
留
生
活
を
さ
れ
た
処
で
あ

る
。
浄
土
三
部
経
の一つ
「
観
無
量
寿
経
」
は
「
王
舎

城
の
悲
劇
」
か
ら
始
まって
い
る
の
で
、
霊
鷲
山
で
説
か

れ
た
こ
と
に
は
間
違
い
が
無
い
が
、
残
念
な
こ
と
に
サ
ン

ス
ク
リッ
ト
や
パー
リ
ー
語
の
原
本
は
残って
い
な
く
、残っ

て
い
る
の
は
漢
訳
の
経
典
の
み
で
あ
る
。

　

大
谷
光
瑞
師
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
２
２
世
法
主
）

は
探
検
隊
を
組
織
し
、
四
度
に
わ
た
り
イ
ン
ド
や
西
域

地
方
に
調
査
、
発
掘
に
赴
い
た
が
、
そ
の一番
の
理
由
は

「
観
無
量
寿
経
」
の
原
本
を
探
す
こ
と
で
あ
った
。
当

時
の
優
秀
な
学
生
を
集
め
て
短
期
間
の
内
に
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
で
現
地
の
言
葉
を
習
得
さ
せ
て
い
る
。
第一回

目
の
調
査
は
主
と
し
て
イ
ン
ド
で
行
わ
れ
、
王
舎
城
の

城
郭
と
霊
鷲
山
を
発
見
し
た
。
ラ
ー
ジ
ギ
ル
発
見
は
ま

さ
に
大
谷
光
瑞
の
努
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

霊
鷲
山
の
周
囲
に
は
五
つ
の
山
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
山
の
木
の
下
は
出
家
が
生
活
す
る
居
場
所
で
あ
っ

た
。
一本
の
大
木
の
下
が
出
家
の
修
行
場
で
あ
り
住
居

で
あ
っ
た
霊
鷲
山
は
、
ラ
ト
ナ
ギ
リ
（
多
宝
山
）
の
山

の
突
き
出
し
た
中
腹
に
あ
り
、
釈
尊
の
住
ま
いの
跡
と

い
わ
れ
る
「
グ
リ
ド
ラ
ク
タ
」
に
は
煉
瓦
が
残って
い
る
。

そ
こ
に
至
る
道
は
、
七
〇
年
前
に
は
夕
刻
に
な
れ
ば
虎

の
吠
え
る
声
さ
え
聞
こ
え
る
寂
し
い
所
で
あった
が
、
今

で
は
乞
食
ロ
ー
ド
化
し
て
い
る
。

　

鎌
倉
や
京
都
で
五
山
と
い
う
の
も
、
霊
鷲
山
の
あ
る

ラ
ト
ナ
ギ
リ
を
含
め
て
周
囲
に
五
つの
山
が
あ
った
こ
と

に
習
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
山
と
い
う
言
葉
も
同
じ
で

あ
る
。

　

霊
鷲
山
は
王
舎
城
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
。
余
り
に

も
釈
尊
に
帰
依
す
る
出
家
者
が
増
え
た
の
で
、
そ
れ
ら

の
人
々
が
生
活
で
き
る
場
所
と
し
て
ビン
ビ
サ
ー
ラ
王
の

寄
進
で
初
め
て
「
竹
林
精
舎
」
を
つ
く
った
。
出
家
者

の
住
ま
い
は
瞑
想
す
る
の
に
静
か
で
、
食
事
供
養
を
受

け
や
す
い
、
比
較
的
街
に
近
い
所
と
決
まって
い
る
。
街

か
ら
近
か
ら
ず
遠
か
ら
ず
と
い
う
の
が
基
本
で
あった
。

表
紙
の
絵　

仏
説
霊
鷲
山
（
茨
城
県
勝
願
寺
蔵
）

　

 

畠
中
光
享(

は
た
な
か 

こ
う
き
ょ
う)　
　

日
本
画
家
／
イ
ン
ド
美
術
研
究
家

　
　
　

    

／
真
宗
大
谷
派
僧
侶

    

◆  

「
マ
ム
キ
」
の
像

　

現
代
人
は
膨
大
な
情
報
に
翻
弄
さ
れ
、

絶
え
ず
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

東
先
生
は
そ
の
不
安
と
対
峙
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
生
き
方
の
軸
」「
生
き
る
軸
」
を

見
出
し
て
い
け
る
と
お
っ
し
ゃ
る
。「
生
き
る

軸
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
？　

　
「
孤
独
を
逃
げ
る
も
の
は 

勝
負
師
と
し
て

は
駄
目
」「
孤
独
だ
か
ら
こ
そ
球
場
や
舞
台

に
出
た
と
き
に
、
初
め
て
そ
う
い
う
も
の
が

活
き
る
ん
だ
ろ
う
か
ら
」。
こ
れ
は
ス
ー
パ
ー

ス
タ
ー
長
嶋
茂
雄
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
う
言

え
ば
箱
根
で
の
山
籠
り
の
自
主
ト
レ
が
例
年
、

話
題
と
な
って
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

そ
れ
は
宮
本
武
蔵
の
よ
う
な
剣
豪
の
修
行
に

通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
武

蔵
は
「
剣
の
道
」
に
人
と
し
て
の
道
を
見
出

し
て
いっ
た
。
ひ
と
り
、
自
分
自
身
と
向
き

合
い
、
己
を
知
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
真
の
自

信
が
生
ま
れ
て
く
る
。「
生
き
る
軸
」
と
は

そ
の
道
程
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。　

合　

掌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
後
記


