
         
 
 

皆
様
ご
機
嫌
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
私
は

非
常
に
興
奮
し
て
い
ま
す
。
と
言
う
の
も
で
す

ね
…
「
満
を
持
し
て
」
と
い
う
べ
き
か
、「
時

が
来
た
」
と
い
う
か
…
実
は
、
皆
様
も
お
馴
染

み
の
「
日
蓮
宗
新
聞
」
の
三
月
号
に
、
写
真
付

き
で
、
私
の
新
聞
法
話
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
（
嬉
）。
今
ま
で
も
何
度
か
新

聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
、
少
な
か
ら
ず

あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
ば
か
り
は
今
ま
で
の
様

な
ち
ょ
こ
っ
と
載
り
と
は
話
が
違
う
の
で
、
丁

寧
に
話
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
（
笑
）。
そ
こ

で
今
回
の
ハ
ン
ド
仏
句
は
、
檀
信
徒
の
皆
様
に

は
、
い
ち
早
く
読
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
思
い
、

『
日
蓮
宗
新
聞 

３
月
号
「
彼
岸
法
話
」』
の

内
容
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

【
日
蓮
宗
新
聞 

３
月
号
「
お
彼
岸
法
話
」 

※
以
下
掲
載
…
】 

 
 

『
お
彼
岸
』
と
聞
い
た
だ
け
で
も
、
何
と
な
く

心
が
和
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

 
 

お
彼
岸
は
年
に
２
回
、
３
月
の
春
彼
岸
と
、

９
月
の
秋
彼
岸
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
で
言
う
と

こ
ろ
の
「
春
分
の
日
」
と
、「
秋
分
の
日
」
と

言
え
ば
分
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 

「
春
彼
岸
」
と
は
、
３
月
１
８
日
か
ら
３
月
２

４
日
ま
で
の
１
週
間
を
指
し
、
昼
と
夜
の
長
さ

が
全
く
同
じ
に
な
る
春
分
の
日
が
ち
ょ
う
ど
”

中
日 

“
に
あ
た
り
、
寒
さ
と
暑
さ
の
中
間
で

も
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は
”
中
道
“
と
申
し
ま

し
て
、
一
方
に
偏
っ
て
は
い
け
な
い
と
い 

 

 

う
教
え
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
日
と
中
道
を
尊

ぶ
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
独
特
の
仏
教
行
事
・「
先
祖

供
養
の
日
」
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。 

 

そ
も
そ
も
こ
の
彼
岸
の
行
事
が
日
本
で
初
め
て

行
わ
れ
た
の
は
、「
大
同
元
年(

８
０
６
年)

崇
道
天

皇
の
奉
為
に
諸
国
国
分
寺
の
僧
と
し
て
春
秋
二
仲

別
七
日
金
剛
般
若
経
を
読
ま
わ
し
む
」
と
『
日
本

後
紀
』に
あ
り
ま
す
。ま
た
一
説
に
よ
り
ま
す
と
、

聖
徳
太
子
が
大
阪
の
四
天
王
寺
で
始
め
ら
れ
た
の

が
起
源
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、そ
れ
は
と
も
か
く
、

平
安
時
代
に
は
、
す
で
に
年
中
行
事
に
な
っ
て
い

た
事
は
確
か
な
よ
う
で
す
。 

 

「
彼
岸
」
と
は
読
ん
で
字
の
如
く
、
向
こ
う
岸

と
い
う
意
味
で
す
。
清
浄
無
垢
で
、
美
し
く
豊
か

な
世
界
、
い
わ
ゆ
る
仏
の
世
界
・
浄
土
の
こ
と
を

「
彼
岸
」
と
言
う
の
に
対
し
、
迷
い
と
苦
悩
が
渦

巻
く
こ
の
現
実
の
世
界
、
娑
婆
を
「
此
岸
」
と
し

て
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
此
岸
」
と
「
彼
岸
」

を
隔
て
て
い
る
の
は
、
『
煩
悩
』
と
い
う
大
河
で

す
。
そ
の
煩
悩
の
大
河
を
渡
り
き
っ
て
安
穏
な
世

界
「
彼
岸
」
を
目
指
し
、
精
進
し
ま
し
ょ
う
と
い

う
の
が
、
「
彼
岸
」
の
１
週
間
な
の
で
す
。
俗
に

言
う
交
通
安
全
週
間
・
防
犯
週
間
・
動
物
愛
護
週

間
…
等
の
様
に
、
お
彼
岸
の
１
週
間
は
、
「
自
己

反
省
週
間
」
と
か
「
仏
道
修
行
週
間
」
、
あ
る
い

は
「
心
の
洗
濯
週
間
」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
お

彼
岸
」
を
通
し
て
、
普
段
は
あ
ま
り
気
に
す
る
こ

と
の
な
い
、
目
に
見
え
な
い
大
き
な
存
在
に
『
生

か
さ
れ
て
い
る
』
事
へ
の
感
謝
と
、
自
分
の
身
の

振
る
舞
い
を
反
省
す
る
機
会
で
も
あ
る
の
で
す
。 

 

お
釈
迦
様
は
、
私
達
凡
夫
が
迷
い
の
世
界
「
此

岸
」
か
ら
、
悟
り
の
世
界
「
彼
岸
」
に
至
る
こ
と

を
願
い
、
６
つ
の
修
行
方
法
を
『
妙
荘
厳
王
本
事

品
（
み
ょ
う
し
ょ
う
ご
ん
の
う
ほ
ん
じ
ほ
ん
）
第
２
７
』
に

て
、
ご
教
示
下
さ
い
ま
し
た
。 

 

 

①
布
施
行
。 

 

④
精
進
行
。 

②
持
戒
行
。 

 

⑤
禅
定
行
。 

③
忍
辱
行
。 

 

⑥
智
慧
行
。 

 

①
自
分
が
し
て
欲
し
い
事
は
、
す
す
ん
で
人
の
為

に
す
る
。
②
日
頃
の
行
い
を
反
省
し
、
善
い
事
を

す
る
。
③
不
平
不
満
ば
か
り
言
わ
ず
、
辛
抱
す
る
。

④
ひ
た
す
ら
努
力
し
て
励
む
。
⑤
心
の
平
常
心
を

失
わ
な
い
。
⑥
偏
見
を
持
た
ず
、
あ
り
の
ま
ま
の

姿
を
見
る
事
に
よ
っ
て
仏
様
の
智
慧
を
得
る
。
以

上
の
６
つ
の
行
い
を
心
掛
け
『
心心心心
のののの
洗
濯
洗
濯
洗
濯
洗
濯
』
を
し

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。 

 
 こ

れ
ら
６
つ
の
行
い
を
『
南
無
妙
法
蓮
華
経
』
と

言
い
ま
す
。
そ
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
は
、『
菩

薩
行
』
と
も
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。
自
分
の
立
場

を
相
手
の
立
場
に
置
き
換
え
て
行
動
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
親
が
子
に
向
け
る
心
持
ち
、

見
返
り
を
求
め
な
い
『
無
償
の
愛
情
』
と
で
も
い

い
ま
し
ょ
う
か
。 

 

日
蓮
聖
人
は
『
一
生
成
仏
抄

一
生
成
仏
抄

一
生
成
仏
抄

一
生
成
仏
抄
』
と
い
う
お
手
紙

の
中
で
、
「
衆
生
の
心
汚
る
れ
ば
土
も
汚
れ
、
心

清
け
れ
ば
土
も
清
し
と
て
、
浄
土
と
い
い
穢
土
（
え

ど
）
と
い
う
も
土
に
２
つ
の
隔
て
な
し
。
た
だ
我
等

が
心
の
善
悪
に
よ
る
と
見
え
た
り
。
（
中
略
）
何

様
に
し
て
か
磨
く
べ
き
。
只
南
無
妙
法
蓮
華
経
と

唱
へ
た
り
」
と
。 

つ
ま
り
「
浄
土
（
彼
岸
）
も
穢
土
（
此
岸
）
も

一
土
、
同
じ
で
あ
る
」
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

全
て
は
『
心
の
在
り
様
』
一
つ
な
の
で
す
。
考
え

て
み
れ
ば
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
も
し
私
達
の
心

が
曇
り
、
偏
見
が
あ
る
な
ら
ば
、
幸
せ
な
事
も
幸

せ
と
感
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
物
質

至
上
主
義
の
現
代
社
会
と
言
い
ま
す
が
、
目
に
見

え
る
物
を
「
も
っ
と
も
っ
と
…
」
と
求
め
続
け
る 

 

 

人
達
は
、
現
実
に
沢
山
い
ま
す
。
そ
れ
が
人
間 

な
ら
普
通
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
・・・
。 

し
か
し
、
足
る
事
を
知
ら
ぬ
心
ほ
ど
貧
困
な 

心
は
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
自
分
の 

心
が
満
た
さ
れ
な
い
理
由
は
、
自
分
以
外
の
何 

か
に
あ
っ
て
、
自
分
の
心
が
飽
く
な
き
欲
求
を 

求
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
も
そ
も
の
原
因
が 

あ
る
事
に
気
が
付
け
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
心
持
ち 

の
人
が
住
む
世
界
が
「
此
岸
」
で
あ
り
、
何
気 

な
い
日
常
生
活
の
中
の
幸
せ
に
気
づ
い
て
、
満 

足
し
、
感
謝
で
き
る
心
を
持
っ
て
い
る
人
の
住 

む
世
界
が
「
彼
岸
」
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

欲
望
に
は
限
り
が
無
く
、
物
質
に
は
限
り
が
あ 

る
と
い
う
こ
と
を
覚
り
、
６
つ
の
修
行
を
通
し 

『
心
の
洗
濯
』
を
す
る
事
で
、
正
し
い
行
い
が 

で
き
る
心
を
育
て
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
南
無 

妙
法
蓮
華
経
の
実
践
が
光
明
と
な
り
、
自
ら
の 

心
を
明
る
く
照
ら
し
出
す
事
で
、
生
か
さ
れ
て 

い
る
事
へ
の
幸
福
に
満
た
さ
れ
た
時
に
、
此
岸 

と
彼
岸
が
一
つ
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

ど
う
か
「
此
岸
」
を
「
彼
岸
」
に
変
え
ら
れ 

る
よ
う
に
、
努
力
精
進
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。 

 
 

合
掌 

 
 
 
 
 

 

副
住
職 

谷
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おおおお
彼
岸
彼
岸
彼
岸
彼
岸
とととと
い
う
い
う
い
う
い
う
名名名名
のののの    

『『『『
心心心心
のののの
洗
濯
週
間

洗
濯
週
間

洗
濯
週
間

洗
濯
週
間
』』』』    


