
一
途
な
信
仰
心
や
飾
り
気

の
な

い

ユ
ー
モ
ア
.
幼
稚
な
恐
怖
心

に
接
し
た
と
き

の
心
が
浄
化
さ
れ
る

よ
う
な
爽
や
か
さ
が
甦

っ
て
く
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

こ
れ

ら

の
宗
教
的
伝
説
を
少
し

の
疑

い
も
な
く
信
じ
、
受
け
継

い
で
き
た
古
代
人

の

素
朴

さ
と
純

一
さ

へ
の
親
し

み
で
あ
り
、
憧
れ

で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
伝
説

を
通
し
て
、
金
峯
山

の
清

ら
か
さ
と

厳
し
さ

へ
の
憧
れ
が

一

層
深

い
も
の
に
な

っ
た
こ
と

、
今
も
金
峯
山

の
神
秘
性

へ
の
憧

れ
は
消

え
る
こ

と

な
く
続

い
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な

い
。

〈
樋

口

一
葉

研
究

V
l

日
記
に
み
る
意
識
の
流
れ
ー

箜
二
回
卒
業

保
坂

ゆ
う
子

樋

口

一
葉
は
父

・
兄
を
早
く
失

い
、
若

い
女
性

の
身

で
あ
り
な
が
ら

一
家

の

柱
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
生
活

の
資
を
得
る
事
を
目
的
と
し

て
小

説
を
書
き
始
め
な
が
ら

い
つ
か
全
力

で
そ
れ

に
ぶ

つ
か

っ
て
い

っ
た
。

こ
ん
な

一
葉

は
世

の
中

を
ど
う
捉
え
、
文
学

を
恋
愛
を
ど
う
考
え

て
い
た

の
で
あ
ろ
う

か
。

一
葉

の
日
記
は
様
々

に
評
さ
れ
る

が
、
日
記
を
中
心

に
丹
念

に
読
み
、

一

葉

の
意
識

の
流

れ
を
社
会
観

・
文
学
観

・
恋
愛
観
に
分
け

て
考

え

て
み
る
。

第

一
章

一
葉

の
教
養
と
悩
み

(
略
)

第

二
章

日
記

に

つ
い
て

(略
)

第

三
章

一
葉

の
意
識

の
流

れ

(
要
約
)

第

四
章

一
葉

の
人
間
像

(略
)

社
会
観

.
早

く
か
ら
小
説
を
書
き

、
戸
主
と
し

て
世

の
中

に
出

て
い

っ
た

一
葉

は
世

の

中
を
ど
う
考
え

て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

睨
治

二
十
四
年

ご
ろ
は
決
し

て
悲
観
絶
望
ば

か
り

で
世

の
中
を
み

て
い
る

の

で
は
な
い
。

身
分

の
上
下
も
貧

富

の
差

も
心
掛

け

の
違

い
に
よ
る

も

の

で

あ

り
、
心
掛

け
次
第

で
世

の
中

は
ど
う
に
で
も
な

る
と
考

え
、
希
望

も
幾
分

か
は

持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
命

の
あ
る
限

り
努

力
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
考
え

て
い
た

一
葉
も
明
治

二
十

八
年
.に
な

る
と

、
実
際

に
は

い
く
ら
努
力
し

よ
う
と
も
ど
う

に
も
な
ら
な

い
と
考
え

る
よ
う

に
な

る
の
で
あ

る
。
何
事
も

ほ
ど

ほ
ど

に
し

て
、
見

る
め
次
第

で
は
す
ば
ら
し

い
も

の
で
あ

る

と
あ
き
ら

め
て
し
ま

い
、

つ
い
に
は
、

こ
の
世

の
申
は
仮

の
姿

で
誠

の
な

い
夢

の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、
は
か
な

い
も

の
で
あ
る
と
お
も
う

の
で
あ
る
。
貧
乏

人

に
と

っ
て
は
冷
た
く
、
儘
な
ら
な

い
世

の
中

で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

文
学
観

世

間

の
き
び
し
さ
を
知
り
、
す
ば
ら
し

い
も

の
を
書
き
た

い
と
願

っ
て
い
た

・

一
葉

は
ど
ん
な
文
学

観
を
も

っ
て
小
説
を
書

い
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

「
真
情

に
訴

へ
、
真

情
を
う

つ
す
」

(
m

・
24

・
11
)
こ
れ
が

一
葉

の
日
記

に
最
初
に
記
さ
れ
た
文
学
観

で
あ
り
、
生
涯

こ
れ
を
貫

い
て
い
る
。

一
葉

は
小

説
を
書

く
上
で
大
事

な
事

は
、
前

記

の
他

に
、

完

全
無

瑕

の
も

の
を

つ
く
る

(
m

・
26

・
2

・
6
)

誠

の
天
地
を

見
出

す

(
m

・
26

・
2

・
9
)

お
も

ひ
の
馳
す

る
ま

ま
、
心

の
趣
く

ま
ま

に
書

く

(
m

・
27

・
7
)

世
道
人
情
を
も
と
と
す

る

(
m

・
26

・
11
)

愛
憎
好
悪

の
念
を
捨

て
て
、
か
く
れ
た
る
を
顕
し

、
う
つ
も
れ
た

る
を
照
ら

す

.

(
m

・
26

・
11
)

こ
と

で
あ
る
と
考
え
た
。

こ
の
よ
う

に
考
え
な
が
ら
実
際

に
書

い
た
作
品
と

は
遊
離
し

て
し
ま

っ
て
つ
い
に
結
び

つ
く

こ
と
が
な
か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

思
う
。

ご
れ
は
、
常

に

一
葉
は
、
何

の
た
め

に
小
説
を
書
く

の
か
、
「名

誉

の
た
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め
か
、
衣
食

の
た

め
か
と
悩

ん
で
い
た
た

め
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。

恋
愛
観

一
葉

の
残

し
た
作
品

は
ど

れ
も
皆

、
恋

に
破

れ
る
女
性

達
を
描

い
て
い
る
が

一
葉

は
恋
と
い
う
も

の
を
ど
う
考

え
て

い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

一
葉

の
恋
愛
観
は
、
日
記

に
は
、

尊

い
も

の

た

の
し
く
う

る
は
し
く

の
ど
か

に
清
ら
か

に
ま

こ
と
円
満
完
了

の
も

の

.
あ
さ

ま
し
き

も
の

只
よ
に
お
か
し
く

、
あ
や

し
く
、
の
ど

か
に
、
や

は
ら
か
に
、
悲

し
く
、
お

も

し
ろ
き
も

の

尊

べ
、
あ
ざ
ま
し
く
、
無

ざ
ん
な
る
も

の

厭

ふ
恋

こ
そ
恋

の
奥
成
け
れ

と
記
さ
れ

て
い
る
。
初

め
は
、
恋
を
明

る
い
あ

こ
が
れ
を
持

っ
て
み

て
い
る

が
、
わ
ず
か

一
年
足
ら
ず

の
う
ち

に
、
暗

い
み
じ

め
な
気
持

で
恋
と

い
う
も

の

を
捉
え

る
よ
う

に
な

っ
て
い
く
。

一
葉
は
恋

に
あ

こ
が

れ
、
恐
れ
、
恋
を

は
か

な

い
も

の
と
定

め
、
は
か
な

い
と
知

っ
て
い
る
恋
を
ど
う
し

て
も

あ
き

ら
め
き

れ
ず

に
そ
れ
に
し
が

み

つ
い
て
、

つ
い
に

『
に
ご

り
え
』

の
ま
う
な
作
品

を
書

い
た
。

ど

の
女
性

に
も

一
葉

の
血
が

通

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

〈
古
代
文
学

に
現
わ
れ

た
他
界
観
念

に

つ
い
て
の

一
考
察

〉
第
四
回
卒
業

阿
部

良
子

、隴
齪
の
瀧
漁
鑁
如
が
手
に
融
け
る
玉
は
乱
れ
て
あ
り
と
い
は
ず
や
も
(『万
葉

集
』
巻
三
、
四
二
四
)

国
文
学

、
特

に
古

代
文
学

の
研
究
は
、
日
本
歴
史
と

の
関
連

の
上
か
ら
と
ら

え
な
け
れ
ば
解
明
出

来
な

い
問
題
が
数
多
く
あ

る
よ
う

に
思
う
。
右

の
歌
は
、

「
死
者

の
身

に

つ
け
た
玉

の
緒
を
切

る
」
と

い
う
、
古

い
慣
習
を

ふ
ま
え
た

作

品

で
あ

る
こ
と
が

ね
か
ら
ず

に
、
い
ま
だ

に
諸
注

の
解
釈

は
安
定

し
て
い
な

い
。

古
代

の
文
学
研
究

、
特

に
神
話
研
究

に
お
い
て
は
、
民
俗
学

や

文

献

批

判

学

、
比
較
神

話
学

な
ど

の
研
究

成
果
に
立
脚
し

て
、
多

く

の
問
題

が

解

決

さ

れ
、
ま
た
続

々
と
解
明
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
神
話

の
類
型
や
伝
播

の

あ

り

さ

ま

は
、
文
化
人
類
学
や
比
較
神
話
学

の
前
進

に
よ
り
、
し
だ

い
に
明
ら
か

に
さ
れ

て
き

た
。

わ
が
国

の
神
話

は
、

『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』

の
神
代
巻

に
主
と

し
て
記

録

さ
れ
て
い
る
。

七
世
紀
後
半

か
ら
八
世
紀

の
は
じ
め

の
段
階

に
、
現
実

の
皇

室

や
諸
氏

族
と

の
か
か
わ
り
に
お

い
て
、
き
わ
め
て
体
系
的

に
ま
と
め
ら
れ
た

も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神

話
本
来

の
姿

に
作
為
を
加
え
、
潤
色
し

て
出
来

上

が

っ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
記
紀
神
話
を
無
視
し

て

は
日
本

の
神
話

の
本
源
は
探

る
こ
と
は
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
。
作
為
、
潤
色
さ

れ

る
前

の
本
来

の
姿

は
ど
う

で
あ

っ
た
か
。
文
学
乏
し

て
の

「
託
紀
」

の
内
部

か
ら
神
話

の
本
質
を
追
求

し
よ
う
と
す

る
努
力
が

、
も

っ
と

も

っ
と
要
求
さ

れ

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時

に
、
日
本
神
話

の
独
自
性

は
、
わ
が
国

の
風
土
と

歴
史

の
中

で
、
も

っ
と

あ
き
ら
か
に
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

私

は
考
古
学

に
対

す
る
興
味

か
ら
、
わ
ず
か
な
が

ら
考
古
学

の
研
究

成
果

竜

学

ん
で
来

た
。
卒
論

で
は
私

の
考
古
学

の
若

干

の
知

見
と
、
こ
れ
ま
で

の
神
話

研
究

上

の
成
果
を
踏
ま
え
、

「
記
紀
」
神

代
巻

で
も
興
味
あ
る
問
題
と
さ
れ
る

イ
ザ

ナ
キ
黄
泉
国
訪
問
神
話
を
申
心

に
、
わ
が

国
古

代

に
生
き
た
人

々
の
他
界

観
念

の
、
如
何
な
る
も

の
か
を
探

っ
て
み
る

こ
と
を
試

み
た
。

記
紀

の
物
語

る
黄
泉
国
が
、

一
体
ど

の
よ
う
な
世
界

か
と

い
う

こ
と

に
つ
い
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