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住
職
の
つ
ぶ
や
き 

  

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
の
投
票

結
果
を
巡
り
、
バ
イ
デ
ン
候
補
と
ト

ラ
ン
プ
候
補
の
支
持
者
同
士
が
対
立

し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
分
断
の
歴

史
上
最
高
の
爪
痕
を
残
し
ま
し
た
。

共
和
党
と
民
主
党
支
持
者
に
よ
る
分

断
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
誕
生
か

ら
火
が
付
き
、
敗
戦
後
も
収
束
せ
ず

に
激
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。 

 

加
え
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ツ
イ
ッ
タ
ー
）

で
の
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
の
拡
散
に

よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
分
断
を
煽
り
、

何
が
正
し
く
何
が
正
し
く
な
い
の

か
、
何
が
正
義
で
何
が
悪
な
の
か
の

二
者
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

私
は
、
ア
メ
リ
カ
の
混
乱
し
た
現

状
に
対
し
、
傍
観
者
の
立
場
で
笑
う

こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
ま
す
。 

 

か
つ
て
の
日
本
の
戦
争
が
正
義
の

為
で
あ
る
と
教
え
込
ま
れ
、
戦
争
が

罪
悪
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の

は
、
い
つ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
当
時
十
六

歳
で
あ
っ
た
渡
辺
清
さ
ん
は
、「
こ
れ

か
ら
陛
下
の
為
に
国
を
守
り
ま
す
。

も
う
こ
の
命
は
自
分
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
陛
下
に
捧
げ
た
も
の
で

す
」
と
誓
い
海
軍
に
入
隊
し
ま
し
た
。 

 

渡
辺
さ
ん
は
、
艦
隊
武
蔵
の
甲
板

で
毎
晩
行
わ
れ
た
壮
絶
な
リ
ン
チ
を

受
け
て
も
そ
の
屈
辱
に
耐
え
、
国
を

守
り
天
皇
陛
下
に
尽
く
せ
ば
偉
く
な

れ
る
、
そ
し
て
必
ず
勝
利
す
る
と
信

じ
戦
後
を
迎
え
た
の
で
す
。
し
か
し
、

敗
戦
を
迎
え
て
ま
も
な
く
、
自
分
た

ち
が
そ
の
命
を
ま
と
に
戦
っ
て
き
た

マ
ッ
カ
サ
ー
が
、
天
皇
と
行
儀
よ
く

並
ん
で
い
た
写
真
を
見
て
唖
然
と
し

た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
天
皇
を
か

つ
て
の
海
戦
の
場
所
に
引
き
ず
り
お

ろ
し
て
、
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る

戦
友
の
無
残
な
死
骸
を
見
せ
、
こ
れ

が
あ
な
た
の
命
令
で
始
め
た
戦
争
の

結
果
で
す
と
耳
元
で
叫
ん
で
や
り
た

か
っ
た
と
回
顧
し
て
い
ま
す
。 

 

斎
藤
さ
ん
は
、『
再
び
裏
切
ら
れ
た

「
戦
後
」
』
の
中
で
、
「
正
義
の
た
め

だ
と
教
え
こ
ま
れ
て
い
た
戦
争
が
、

実
は
無
道
な
侵
略
戦
争
で
あ
り
、
他

国
へ
の
あ
こ
ぎ
な
強
盗
行
為
で
あ
っ

た
の
だ
と
知
っ
た
の
は
敗
戦
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
僕
も
そ
の
共
犯
者
の
一
人

で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
中
略
）
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
ド
イ
ツ
の

哲
学
者
）
も
『
戦
争
の
罪
』
の
中
で
言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
知
ら
な
か
っ
た
こ

と
、
欺
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は

責
任
の
弁
解
に
な
っ
て
も
、
責
任
そ
の

も
の
の
解
消
に
は
な
ら
な
い
。
知
ら
ず

に
欺
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ

う
に
欺
さ
れ
た
自
分
自
身
に
対
し
て

ま
ず
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と

述
べ
て
い
ま
す
。
一
瞬
に
し
て
正
義
が

悪
に
転
ず
る
戦
争
体
験
を
通
し
て
、
斎

藤
さ
ん
は
自
分
の
中
に
あ
る
真
実
に

気
づ
い
た
の
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、「
よ
ろ
づ
の
こ
と
、

み
な
も
つ
て
そ
ら
ご
と
た
は
ご
と
、
ま

こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の

み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」（『
歎

異
抄
』）
と
申
さ
れ
ま
し
た
。
真
実
に

暗
く
（
無
明
）、
正
義
を
生
き
よ
う
と

す
る
我
ら
に
対
し
、
親
鸞
聖
人
は
、
真

実
に
出
遇
う
は
た
ら
き
と
し
て
問
い

か
け
続
け
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。「
知
ら
な
か
っ
た
」
で

は
済
ま
さ
れ
な
い
問
い
だ
か
ら
で
す
。 
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令
和
二
年
冬
号
発
行 

西
真
寺 

西
真
寺
通
信 



◆
２
．
本
願
寺
教
団
と
権
力
者 

当
時
の
本
願
寺
教
団
は
、
法
主

ほ

っ

す

制

度
に
よ
る
法
主
権
に
は
、「
生
害
権

し
ょ
う
が
い
け
ん

」

（
破
門
権
）
と
「
後
生

ご
し
ょ
う

御
免

ご

め

ん

」（
仏
法

の
為
に
死
ね
ば
浄
土
に
往
生
で
き
る

＝
殉
教
）
と
い
う
宗
教
的
権
威
と
権

力
が
あ
り
ま
し
た
。
本
願
寺
十
世
法

主
、
証
如

し
ょ
う
に
ょ

は
内
部
対
立
を
抑
え
る
為

に
、
法
主
と
し
て
指
導
強
化
を
図
る

こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
い
わ
ば
如

来
の
代
官
が
法
主
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

阿
弥
陀
仏
の
救
済
権
を
、
教
団
の

法
主
が
掌
握
し
た
時
代
に
お
い
て
、

一
向
一
揆
は
そ
の
戦
闘
能
力
を
維
持

し
て
い
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
が
説

い
た
、
弥
陀
と
釈
迦
に
よ
る
二
尊
教

と
は
程
遠
い
、
法
主
に
よ
る
一
尊
教

思
想
に
変
化
し
て
お
り
ま
し
た
。 

 

本
願
寺
教
団
は
、
浄
土
真
宗
の
み

教
え
と
は
程
遠
い
、
貴
族
化
さ
れ
、

権
威
化
さ
れ
た
一
尊
教
思
想
の
性
格

（
お
上
：
最
上
位
の
権
力
者
）
に
変

化
し
て
お
り
ま
し
た
。 

存
在
感
を
増
し
た
本
願
寺
教
団

は
、
軍
事
力
と
経
済
力
を
持
つ
が
ゆ

え
に
、
天
下
統
一
を
目
指
す
信
長
に

と
っ
て
、
非
常
に
邪
魔
な
存
在
で
あ

っ
た
の
で
す
。 

 

当
時
、
本
願
寺
教
団
の
法
主

ほ

っ

す

で
あ

り
、
権 ご

ん

僧
正

そ
う
じ
ょ
う

に
昇
任
し
た
顕
如

け
ん
に
ょ

は
、

1
0

代
門
跡
の
証
如
よ
り1

1

代
門
跡

を
引
き
継
ぎ
、
当
時
敵
対
し
て
い
た

勢
力
と
友
好
関
係
を
築
き
、
本
願
寺

教
団
を
安
定
さ
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、

信
長
か
ら
の
軍
用
金
を
要
求
す
る
度

重
な
る
圧
力
に
耐
え
か
ね
て
、
武
田

信
玄
や
足
利
義
明
な
ど
と
信
長
包
囲

網
を
組
み
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は

朝
廷
の
仲
介
で
和
睦
し
て
お
り
ま

す
。 

 

こ
の
時
の 

 

和
睦
派
（
三
男
：
准
如
）
は
後

の
西
本
願
寺
、 

 

強
硬
派
（
長
男
：
教
如
）
は
後

の
東
本
願
寺⇒

西
真
寺
開
祖
は
教
如

上
人
の
弟
子 

注
）
顕
如
は
西
本
願
寺
第

1
1

世

宗
主

し
ゅ
う
し
ゅ

、 

 
 

真
宗
大
谷
派
第1

1

世
門
首 

 
 

関
白 

九
条
稙 た

ね

道 み
ち

の
猶
子

ゆ

う

し

に

よ
り
門
跡
（
教
如
上
人
は
近
衛
家
と

猶
子
関
係
に
よ
る
門
跡
） 

 
 

武
田
信
玄
は
顕
如
の
義
理
の

兄
弟 

 

こ
の
争
い
の
背
景
に
は
、
仏
教
の

教
義
云
々
よ
り
も
、
教
団
に
よ
る
中

央
権
力
と
の
関
係
性
が
大
き
く
寄
与

し
て
お
り
、
そ
の
後
の
東
西
本
願
寺

に
分
裂
し
た
経
緯
を
含
め
、
宗
教
と

教
団
あ
る
い
は
、
宗
教
教
団
と
国
家

権
力
と
い
う
関
係
が
非
常
に
重
要
に

な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
因
み
に
親

鸞
は
、「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持
た
ず

そ
う
ろ
う
」
の
通
り
、
宗
教
教
団
は

形
成
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
考
え
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

ご
存
知
の
通
り
、
親
鸞
聖
人
は
権

力
者
と
の
関
係
を
持
た
な
い
仏
教
者

で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

り
、
権
力
者
が
創
作
し
た
歴
史
上
で

は
、
実
在
し
な
い
と
さ
れ
た
と
ま
で

言
わ
れ
た
仏
教
者
な
の
で
す
。 

 

こ
の
為
、
親
鸞
の
み
教
え
で
対
立

し
た
訳
で
は
な
く
、
国
家
権
力
が
門

徒
の
勢
力
を
恐
れ
、
教
団
に
圧
力
を

か
け
対
立
し
た
こ
と
は
否
め
ま
せ

ん
。
ま
た
、
教
団
を
安
定
さ
せ
る
為

に
、
法
主
制
度
を
強
化
し
、
一
尊
教

化
思
想
に
変
化
し
た
こ
と
も
、
戦
う

教
団
の
要
因
で
あ
り
ま
し
た
。 

次
に
、
戦
う
必
要
の
あ
る
国
家
と

宗
教
教
団
の
関
係
に
つ
い
て
、
国
家

神
道
を
例
に
考
察
を
進
め
た
い
と
思

い
ま
す
。 

 

３
．
戦
う
国
家
と
宗
教
教
団
の
関
係

＝
国
家
神
道
に
つ
い
て 

 

子
安
宣
邦
は
、「
戦
う
国
家
と
は
祀

る
国
家
で
あ
る
（
中
略
）
こ
の
国
家

に
よ
っ
て
死
に
追
い
や
ら
れ
た
死

者
、
そ
し
て
国
家
が
決
し
て
祀
る
こ

と
の
な
い
死
者
は
靖
国
を
め
ぐ
る
美

辞
麗
句
が
虚
偽
で
し
か
な
い
こ
と
を

教
え
て
い
る
。
戦
う
国
家
は
祀
る
英

霊
と
と
も
に
祀
ら
れ
な
い
死
者
を
国

の
内
外
に
大
量
に
も
た
ら
す
の
で
あ

る
。（
中
略
）
国
家
が
祀
る
こ
と
と
は
、

国
家
が
戦
う
こ
と
と
と
も
に
差
別
的

で
排
他
的
な
自
己
中
心
的
な
行
為
で

あ
る
。
国
家
は
己
の
た
め
だ
け
に
祀

る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
も
は
や
戦
争

と
は
国
民
の
た
め
の
も
の
で
は
決
し

て
な
い
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
太
平
洋

戦
争
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
お
し
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
」
（
『
国
家
と
祭

祀
』）
と
国
家
神
道
に
つ
い
て
論
じ
て

い
ま
す
。 

 

子
安
は
、
決
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と

の
な
い
沖
縄
の
人
々
の
集
団
自
決
を

例
に
し
な
が
ら
、
戦
争
と
国
家
観
に

つ
い
て
提
言
し
て
い
ま
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
国
家
神
道
に
つ
い
て
は
、

日
本
の
負
の
部
分
で
あ
り
、
タ
ブ
ー

視
し
て
い
る
方
が
大
半
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
沖
縄
戦
で
見
捨
て
ら

れ
た
沖
縄
の
人
々
と
同
様
に
、
奥
羽

お

う

う

越 え
つ

列
藩
同
盟
の
戦
没
者
は
靖
国
に
祀

ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

  

二
尊
教
と
は
程
遠
い
、
法
主
に
よ
る

一
尊
教
思
想
に
変
化
し
て
い
た
こ
と

は
否
め
な
い
の
で
す
。 

 

本
願
寺
教
団
は
、
表
向
き
は
浄
土

真
宗
の
み
教
え
で
構
え
、
中
身
は
貴

族
化
さ
れ
、
お
上
（
権
威
化
さ
れ
た
）

に
姿
を
変
え
た
の
で
す
。 

 

存
在
感
を
増
し
た
本
願
寺
教
団

は
、
軍
事
力
と
経
済
力
を
持
つ
が
ゆ

え
に
、
天
下
統
一
を
目
指
す
信
長
に

と
っ
て
、
非
常
に
邪
魔
な
存
在
で
あ

っ
た
の
で
す
。 

 

当
時
、
本
願
寺
教
団
の
法
主
で
あ

り
、
権 ご

ん

僧
正

そ
う
じ
ょ
う

に
昇
任
し
た
顕
如

け
ん
に
ょ

（
注
）

は
、
十
代
門
跡
の
証
如
よ
り
十
一
代

門
跡
を
引
き
継
ぎ
、
当
時
敵
対
し
て

い
た
勢
力
と
友
好
関
係
を
築
き
、
本

願
寺
教
団
を
安
定
さ
せ
ま
し
た
。
し

か
し
、
信
長
か
ら
軍
用
金
要
求
の
度

重
な
る
圧
力
に
耐
え
か
ね
て
、
武
田

信
玄
や
足
利
義
明
な
ど
と
信
長
包
囲

2 

包
囲
網
を
組
み
ま
し
た
が
、
結
果
的

に
は
朝
廷
の
仲
介
で
和
睦

わ

ぼ

く

（
和
解
）

し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
時
の 

和
睦
派
（
三
男
：
准
如

じ
ゅ
ん
に
ょ

）
は
後
の

西
本
願
寺
、 

 

強
硬
派
（
長
男
：
教
如

き
ょ
う
に
ょ

）
は
後
の

東
本
願
寺 

⇒

西
真
寺
開
祖
は
教
如
上
人
の
弟
子 

 

こ
の
争
い
の
背
景
に
は
、
仏
教
の

教
義
云
々
よ
り
も
、
教
団
に
よ
る
中

央
権
力
と
の
関
係
性
が
大
き
く
寄
与

し
て
お
り
、
そ
の
後
の
東
西
本
願
寺

に
分
裂
し
た
経
緯
を
含
め
、
宗
教
と

教
団
あ
る
い
は
、
宗
教
教
団
と
国
家

権
力
と
い
う
関
係
が
非
常
に
重
要
に

な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
因
み
に
親

鸞
は
、「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持
た
ず

そ
う
ろ
う
」
の
通
り
、
宗
教
教
団
は

形
成
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
考
え
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

ご
存
知
の
通
り
、
親
鸞
聖
人
は
権

西真寺通信 令和 2年冬号 

 「
私
は
神
さ
ま
も
信
じ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
す
か
」
３ 

―
親
鸞
の
神
祇
不
拝
か
ら
学
ぶ
戦
争
― 

力
者
と
の
関
係
を
持
た
な
い
仏
教
者

で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

り
、
権
力
者
が
創
作
し
た
歴
史
上
で

は
、
実
在
し
な
い
と
さ
れ
た
と
ま
で

言
わ
れ
た
僧
侶
な
の
で
す
。 

 

こ
の
為
、
親
鸞
の
「
み
教
え
」
で

対
立
し
た
訳
で
は
な
く
、
国
家
権
力

が
門
徒
の
勢
力
を
恐
れ
、
教
団
に
圧

力
を
か
け
対
立
し
た
こ
と
は
否
定
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
教
団
を
安
定
さ

せ
る
為
に
、
法
主
制
度
を
強
化
し
、

一
尊
教
化
思
想
に
変
化
し
た
こ
と

も
、
戦
う
教
団
の
要
因
で
あ
っ
た
の

で
す
。（
次
号
に
続
く
） 

 注
）
顕
如
は
西
本
願
寺
第
十
一
世

宗
主

し
ゅ
う
し
ゅ

、
真
宗
大
谷
派
第
十
一
世
門
首 

関
白 

九
条
稙 た

ね

道 み
ち

の
猶
子

ゆ

う

し

に
よ
り
門

跡
（
教
如
上
人
は
近
衛

こ

の

え

家
と
猶
子
関

係
に
よ
る
門
跡
）
武
田
信
玄
は
顕
如

の
義
理
の
兄
弟 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

網
を
組
み
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は

朝
廷
の
仲
介
で
和
睦
し
て
お
り
ま

す
。 

         網
を
組
み
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は

て
信
玄
や
足
利
義
明
な
ど
と
信
長
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   １
． 現

代
社
会
に
お
い
て
は
、「
死
刑
に
な

り
た
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
殺
人
を

犯
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
増
え
、
死
を
も

恐
れ
な
い
殺
人
者
に
と
っ
て
は
、
抑
止

力
と
の
考
え
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。 

 

厳
罰
化
を
望
む
死
刑
制
度
に
よ
る
抑

止
力
で
は
、
殺
人
者
を
生
む
土
壌
や
体

質
は
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
国
の

体
質
と
は
国
家
観
に
示
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。 

 

社
会
学
者
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー

は
国
家
の
定
義
に
つ
い
て
「
暴
力
を
合

法
的
に
独
占
す
る
も
の
」
と
定
義
し
て

い
ま
す
が
、
死
刑
は
国
内
で
の
最
大
の

暴
力
で
あ
り
、
国
外
に
お
け
る
最
大
の

暴
力
が
戦
争
で
す
。
遺
族
に
死
刑
を
希

望
さ
せ
る
社
会
や
国
家
の
在
り
方
こ
そ

が
、
今
こ
そ
問
わ
れ
る
べ
き
根
本
問
題

で
あ
る
の
で
す
。 

 

殺
人
者
を
生
み
出
す
根
本
の
原
因

は
、
国
の
制
度
で
あ
る
処
刑
に
よ
り
、

虚
し
さ
と
と
も
に
曖
昧
に
終
始
さ
れ

て
ゆ
く
の
で
す
。 

 

な
ぜ
人
を
殺
す
よ
う
な
人
間
性
が

生
ま
れ
た
の
か
。
殺
人
犯
は
ど
の
よ

う
な
環
境
で
育
ち
、
ど
の
よ
う
な
人

か
ら
の
影
響
を
受
け
た
の
か
。
殺
人

者
に
成
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
人

間
な
ど
は
一
人
も
い
な
い
は
ず
で

す
。
殺
人
を
犯
し
た
人
を
再
度
生
み

出
さ
な
い
国
家
の
体
質
の
改
善
は
問

わ
れ
ず
、
遺
族
の
家
族
に
対
す
る
心

の
援
助
も
経
済
的
援
助
も
重
視
さ
れ

な
い
社
会
が
延
々
と
続
く
の
が
現
状

で
す
。 
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次
に
被
害
者
遺
族
の
応
報
感
情

と
報
復
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。 

 

や
ら
れ
た
ら
や
り
返
す
と
い
う

権
利
は
、
紀
元
前
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典

の
「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
」

と
同
様
に
、
復
讐
に
よ
る
殺
人
が
国

で
保
証
さ
れ
、
民
意
で
支
持
さ
れ
た

有
効
な
考
え
方
と
言
え
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
「
か
た
き
討
ち
」
の
権
利

は
、
日
本
に
お
い
て
、
武
士
だ
け
の

特
権
で
日
本
の
庶
民
が
容
認
し
て
き

た
文
化
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

対
に
人
を
殺
さ
な
い
善
人
で
あ
る
人

間
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
願
望
、

執
着
心
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
し
て
恥
の
感
情
に
敏
感
で
あ

る
我
々
は
、
武
士
の
よ
う
に
悪
を
切

り
捨
て
る
独
善
者
と
し
て
「
悪
」
を

忌
み
嫌
う
側
に
立
脚
し
続
け
た
の
で

し
ょ
う
。 

 

我
々
は
、「
悪
」
で
あ
る
殺
人
者
の

こ
れ
ま
で
の
生
い
立
ち
や
環
境
に
は

関
心
が
無
く
、
殺
人
者
が
置
か
れ
た

立
場
や
状
況
を
想
像
す
る
こ
と
す
ら

拒
み
ま
す
。
そ
れ
は
他
人
事
と
し
て
、

被
害
者
の
遺
族
の
恨
み
の
感
情
だ
け

を
取
り
上
げ
る
立
場
で
あ
り
、
常
に

善
人
で
あ
る
賢
者
だ
か
ら
で
し
ょ
う

か
。
し
か
し
、
釈
尊
が
言
う
よ
う
に

恨
み
で
恨
み
を
晴
ら
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。 

 

恨
み
は
恨
み
で
果
た
さ
れ
無
い
と

い
う
道
理
は
、
加
害
者
が
死
刑
を
執

行
さ
れ
た
後
に
お
け
る
被
害
者
の
遺

族
感
情
に
顕
著
に
映
し
出
さ
れ
ま

す
。（
次
号
に
続
く
） 

   

（
次
号
に
続
く
） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

応
報
感
情
の
国
家
権
力
に
よ
る
利

用
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
パ
ー
ル
ハ

ー
バ
ー
の
日
本
に
対
す
る
恨
み
が
原

爆
実
験
に
利
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
戦

争
、
人
殺
し
を
容
易
に
肯
定
す
る
報

復
感
情
、
復
讐
心
に
加
担
す
る
土
壌

を
作
る
の
は
歴
史
上
明
ら
か
で
す
。 

 

自
分
の
痛
み
や
苦
し
み
を
相
手
に

も
与
え
て
や
り
た
い
と
い
う
主
義
主

張
は
、「
か
た
き
討
ち
」
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
自
分
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
依
存
感
情
も
潜
ん
で

い
ま
す
。 

 

精
神
科
医
、
精
神
分
析
学
者
の
土

居
建
郎
は
、
『
「
甘
え
」
の
構
造
』
の

中
で
、
日
本
人
が
特
異
的
に
も
つ
依

存
感
情
と
し
て
日
本
人
の
理
論
を
考

察
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に
は
、
絶

死
刑
制
度
と
悪
を
考
え
る
② 

 
親
鸞
の
悪
の
捉
え
方 



 

村
上
市
寺
町
三
の
二
十
九 

☎
０
２
５
４
‐
５
２
‐
３
４
５
８ 

 

■
念
仏 

  

イ
ン
ド
の
古
代
言
語
パ
ー
リ
語

で
サ
テ
ィ
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
：

ス
ム
リ
テ
ィ
）
と
は
、
物
事
を
集
中

し
て
心
に
留
め
て
お
く
こ
と
、
日
本

語
で
「
念
」
や
「
気
づ
き
」
を
意
味

し
ま
す
。
ま
た
英
語
で
は
、
「
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
と
し
て
現
代
の
瞑

想
法
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

仏
教
で
は
、
「
心
に
固
く
思
想
の

対
象
を
保
つ
こ
と
」
を
意
味
し
、
心

を
集
中
さ
せ
、
煩
悩
だ
ら
け
の
私
が

仏
を
憶
念
す
る
重
要
な
修
行
法
の

一
つ
で
、
念
仏
三
昧
が
有
名
で
す
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
鈴
木
大
拙
は
、
念

仏
の
当
初
の
目
的
は
、
仏
陀
の
弟
子

た
ち
が
、
仏
陀
が
ま
だ
生
存
す
る
が

如
き
感
じ
を
抱
き
た
い
為
に
「
実
相

念
仏
」
な
り
、
後
世
に
な
る
に
従
っ

て
、
永
遠
に
極
楽
浄
土
に
住
す
る
、 

   
 

 

 

 

●
『
経
』
に
「
聞
」
と
い
う
は
、
衆

生
、
仏
願
の
正
起
・
本
末
を
聞
き
て

疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
「
聞
」

と
曰
う
な
り
（『
教
行
信
証
』「
信
巻
」 

 

北
畠
知
量
に
よ
れ
ば
、「
聞
」
に
は

三
つ
の
次
元
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

先
ず
、
故
人
の
言
葉
を
思
う
「
聞
」

で
す
。
あ
の
人
は
生
前
こ
ん
な
こ
と

を
言
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
今
に
な
っ

て
よ
う
や
く
分
か
っ
た
と
い
う
次
元

で
す
。
こ
れ
が
衆
生
の
「
聞
」
で
す
。 

 

次
に
故
人
が
仏
に
成
っ
て
い
た
ら

今
の
自
分
に
何
を
言
う
の
だ
ろ
う

と
、
最
初
の
「
聞
」
よ
り
亡
き
人
の

言
葉
が
深
ま
り
、
き
っ
と
私
を
こ
ん

な
風
に
思
い
言
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う 

と
創
造
す
る
仏
願
の
正
起
で
す
。 

 

そ
し
て
、
亡
き
人
は
諸
仏
と
な
り 
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完
全
に
理
想
化
せ
ら
れ
た
仏
陀

を
観
る
「
観
想
念
仏
」
と
な
っ

た
と
論
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
観

想
念
仏
」
は
、
後
に
仏
像
を
観

ず
る
「
観
像
念
仏
」
に
変
化
し

ま
す
。 

 

一
方
で
、
仏
を
憶
念
す
る
こ

と
が
、
転
じ
て
仏
の
名
号
で
あ

る
南
無
阿
弥
陀
仏
を
呼
ぶ
こ
と

に
な
っ
た
訳
で
す
。
鈴
木
は
こ

の
「
称
名
念
仏
」
の
過
程
に
つ

い
て
、
人
間
の
自
然
な
欲
求
で

あ
り
、
人
間
の
発
達
の
過
程
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
念
仏
の
目
的
を
、
我
々

凡
夫
が
持
つ
、
経
験
に
積
み
重

ね
ら
れ
た
意
識
の
根
本
に
あ
る

「
分
別
の
心
」
を
抹
消
す
る
こ

と
に
あ
る
と
論
じ
て
い
ま
す
。 

 

凡
夫
で
あ
る
私
と
、
阿
弥
陀

仏
（
法
）
と
が
一
つ
に
成
る
世

界
観
が
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
法
に
目
覚

め
、
信
念
す
る
に
至
る
の
が
念

仏
な
の
で
す
。 

 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

信
飯
山

西
真
寺 

仏
教
の
基
礎
講
座 

シ
リ
ー
ズ 

 親
鸞
聖
人
の
言
葉 

 

私
を
護
り
私
を
生
か
し
て
く
れ
る
は

た
ら
き
と
な
っ
た
。
有
難
い
人
生
を

送
れ
た
と
感
謝
で
き
る
、
仏
の
願
い
、

法
を
頂
け
る
「
聞
」
に
成
る
の
が
浄

土
真
宗
の
修
行
で
あ
り
ま
す
。 

  

亡
く
な
ら
れ
た
光
濟
寺
様
の
安
冨

先
生
は
「
聞
思
」
が
真
宗
の
根
本
（
本

末
）
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う

で
す
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
は
「『
聞
思
』

し
て
思
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
申

さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

世
の
中
で
起
き
て
い
る
事
象
に
対

し
、
決
し
て
他
人
事
と
し
て
聞
か
ず
、

私
事
と
し
て
、
如
何
に
聞
き
、
如
何

に
深
め
て
往
く
の
か
が
、
思
慮
（
分

別
）
し
な
い
「
聞
思
」
に
成
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

合
掌 

  


