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。
。
法
然
上
鎖
仰
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
と
お
願
い
0
0

|

|
『

浄
土
』

誌
の
区
切
り
と
再
出
発
l

l

『
浄
土
』
誌
は
法
然
上
人
鍍
仰
会
の
月
刊
機
関
誌

と
し
て
、
昭
和
十
年
五
月
号
よ
り
営
々
と
刊
行
さ
れ

て
き
ま
し

た
。

そ
の
問
、
や
む
を
得
ぬ
事
情
で
、
時

に
合
併
号
を
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
と
も
か

く
本
年
で
五
十
九
巻
目
を
迎
え
、
第
三
種
郵
便
物
と

し
て
の
実
績
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
と
り
も

な
お
さ
ず
、
ひ
と
え
に
、
法
然
上
人
を
讃
仰
し
、
浄

土
念
仏
の
教
え
を
信
仰
す
る
会
員
読
者
諸
兄
の
や
さ

し
い
励
ま
し
と
、
ま
た
無
償
の
原
稿
を
あ
た
た
か
く

寄
せ
ら
れ
て
、
誌
面
を
守
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
執
筆

者
の
緒
先
生
方
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ

で
近
時
、
諸
物
価
の
高
嶋
崎
な
ど
諸
般
の
事

情
か
ら
、
『
浄
土』
誌
刊
行
の
営
み
が
窮
状
に
陥
り
、

加
え
て
、
き
わ
め
て
少
な
い
ス
タ
ッ
フ
で
続
け
て
き

た
編
集
出
版
、
会
運
営
の
努
力
も
誤
り
や
不
手
際
が

多
く
、
会
只
諸
兄
に
た
び
た
び
の
ご
迷
惑
を
か
け
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

。

こ
こ
に
弊
会
の
運

営
を
抜
本
的
に
改
組
し
て
、
平
成
五
年
四
月
よ
り
新

し
い
活
動
に
移
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た

。

し
ば
ら
く

は
雑
誌
等
も
不
定
期
の
刊
行
と
な
り
、
諸
事
ご
心
配

を
お
か
け
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
が
、
移
行
期
の

変
調
と
お
受
け
と
め
い
た
だ
き
、
お
許
し
願
い
た
い

と
思
い
ま
す
。

新
し
い
事
務
所
へ
の
移
動
な
ど
も
含

め
て
、
新
し
い
『
浄
土
』
誌
の
あ
り
方
や
そ
の
他
の

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
四
月
以
降
の
新
雑
誌
等
で

ご
案
内
い
た
す
予
定
で
す
。

法
然
上
人
鏑
仰
会
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〈彼
岸
会
法
話
〉

六
波
羅
蜜
の
実
践

口;

原ら

正i

弘i

「
殿
下
の
お
力
に
な
れ
る
の
な
ら
、
謹
ん
で
お
受
け
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
殿
下
に
お
幸
せ
に

な
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
そ
し
て
私
自
身
も
自
分
で
良
い
人
生
だ
っ
た
と
撮
り
返
ら
れ
る
よ

う
に
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
」

こ
れ
は
ご
結
婚
が
正
式
に
決
定
し
た
皇
太
子
様
と
小
和
田
雅
子
さ
ん
の
記
者
会
見
が
東
宮
仮
御
所
で

あ
っ
た
と
き
、
殿
下
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
に
対
し
て
雅
子
さ
ん
が
お
答
え
に
な
っ
た
こ
と
ば
で
す

。

「
殿
下
に
お
幸
せ
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
」
「
そ
し
て
私
自
身
も
自
分
で
良
い
人
生
だ
っ
た
と

振
り
返
ら
れ
る
よ
う
に
」
と
、
慈
愛
に
満
ち
た
、
ま
た
こ
れ
か
ら
歩
む
人
生
の
責
任
あ
る
選
択
が
短
い
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言
葉
の
な
か
に
込
め
ら
れ
て
あ
っ
て
、
こ
こ
ろ
を
打
つ
も
の
を
感
じ
ま
す
。

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
あ

て
は
め
て
も
通
じ
る
す
ば
ら
し
い
お
言
葉
と
思
い
ま
し
た
。

春
は
自
然
の
躍
動
す
る
季
節
、
繁
栄
の
好
時
節
で
す
。

す
べ
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
み
な
「
い
の
ち
」
を
勢
い
よ
く
伸
ば
し
始
め
る
の
が
春
で
す
。

木
々
は
新
芽
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
み
ず
み
ず
し
い
葉
い
っ
ぱ
い
の
街
路
樹
、
そ
し
て
萌
え
出
で
る
若
草
が

あ
ざ
や
か
で
す
。

揚
射
し
も
日

一
日
と
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
し
い
生
命
が
大
自
然
と

と
も
に
自
分
の
中
に
も
湧
き
出
る
の
を
肌
い
っ
ぱ
い
に
感
ず
る
の
も
こ
の
頃
で
す
。

草
木
の
芽
が
萌
え

出
で
る
春
:
:
:
、
心
の
雑
草
を
取
り
除
き
ポ
ダ
イ
の
種
を
ま
き
た
い
と
き
で
も
あ
り
ま
す。

春
は
花

夏
ほ
と
と
ぎ
す
秋
は
月

冬
雪
さ
え
て
す
ず
し
か
り
け
り

こ
れ
は
自
然
を
歌
っ
た
有
名
な
和
歌
で
す
が
、
き
て
、
冬
の
寒
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
春
の
お
彼
岸

の
季
節
で
す
。

自
然
に
ふ
れ
な
が
ら
ご
先
祖
さ
ま
を
偲
ぶ
行
事
が
こ
う
や
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
有

難
い
こ
と
で
す
。
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道
ば
た
の
墓
に
も
彼
岸
詣
(
も
お
)
で
か
な

さ
て
、
こ
ん
な
歌
が
あ
る
の
で
す
。

「
女
房
に
は言
え
な
い
仏
が
あ
っ
て
、
春
の
彼
岸
の
ま
わ
り
道
」

と
い
う
他
愛
の
な
い
歌
で
す
。

ひ
そ
か
に
愛
し
た
人
が
死
ん
で
し
ま
っ
た。

ふ
と
思
い
出
し
た
か
の
よ
う
に
、
男
が
そ
っ
と
ま
わ
り

道
を
す
る
。

そ
し
て
墓
参
り
、
何
と
な
く
心
情
が
わ
か
り
ま
す
。

私
ど
も
が
お
墓
参
り
を
す
る
と
き
、
ま
ず
思
い
出
す
の
は
身
近
に
亡
く
な
っ
て
い
る
両
親
あ
る
い
は

祖
父
母
で
し
ょ
う
。

し
か
し
両
親
・
祖
父
母
を
と
お
し
て
遠
く
祖
先
を
偲
ぴ
、
ま
た
彼
ら
を
偲
ぶ
心
と

と
も
に
毎
日
の
生
活
を
反
省
す
る
時
、
や
が
て
逝
く
自
分
自
身
の
命
が
、
今
、
無
量
の
御
縁
を
い
た
だ

い
て
、
移
り
ゆ
く
自
然
と
と
も
に
脈
々
と
し
て
血
を
通
わ
せ
て
存
在
す
る
事
実
が
、
今
さ
ら
の
よ
う
に

尊
く
大
切
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

先
祖
供
養
と
と
も
に
、
「
感
謝
と
報
恩
、
反
省
と
向
上」
「
自
分

は
ど
こ
を
出
発
し
て
ど
こ
を
目
指
し
て
生
き
て
い
る
の
か
!
」
静
か
に
考
え
て
み
た
い
も
の
で
す
。

彼
岸
会
は
平
安
時
代
か
ら
わ
が
国
独
自
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
民

衆
の
先
祖
ま
つ
り
の
行
事
と
し
て
定
着
し
て
き
ま
し
た。

お
彼
岸
に
な
る
と
、
お
寺
の
境
内
は
家
族
連
れ
、
ご
夫
婦
、
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ
ん
と
お
孫
さ
ん

た
ち
、
沢
山
の
人
た
ち
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
し
て
お
花
と
お
線
香
と
水
桶
を
手
に
し
て
そ
れ
ぞ
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れ
の
先
祖
の
お
墓
に
お
ま
い
り
を
し
ま
す
。

そ
し
て
今
は
亡
き
ご
先
祖
を
偲
び
、
毎
日
家
族
を
見
守
っ

て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
ま
す
。

ま
た
家
庭
で
は
お
仏
壇
に
牡
丹
餅

(春
の
牡
丹
餅
、
秋
の

お
萩
)
や
お
団
子
を
お
供
え
し
て
ご
先
祖
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
、
日
頃
の
感
謝
を
か
た
ち
で
あ
ら
わ
し

ま
す
。

日
頃
忘
れ
が
ち
な
ご
先
祖
さ
ま
へ
の
感
謝
報
恩
の
気
持
ち
を
せ
め
て
こ
う
い
う
風
習
の
な
か
で
あ
ら

た
め
て
感
じ
と
っ
て
い
く
春
彼
岸
で
す
。

彼
岸
は
此
岸
に
対
す
る
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
川
の
淵
に
立
っ
た
と
き
、
自
分
の
い
る

と
こ
ろ
を
「
こ
の
岸
」

と
い
い
、
対
岸
を
「
向
こ
う
岸
」
と
い
う
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
こ
の
世

(此

岸
)
は
迷
い
の
世
界

・

裟
婆
で
す
。

こ
だ
わ
り
や
、
恐
怖
、
怒
り
、
貧
り
、
悌
怠
、
な
ど
自
分
の
思
い

通
り
に
な
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
、
あ
る
い
は
堪
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
裟
婆
世
界
に
生
ま
れ

た
私
た
ち
が
、
苦
し
み
悲
し
み
を
乗
り
越
え
た
彼
の
岸

(彼
岸
)
を
願
う
の
は
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

彼
岸
は
ま
た
持
土
の
別
名
で
あ
り
、
昔
の
人
々
は
太
陽
の
沈
む
彼
方
に
浄
土
の
方
向
を
確
か
め
た
も

の
の
よ
う
で
す
。

お
中
日
に
は
太
陽
は
真
西
に
沈
み
、
そ
の
浄
土
は
と
い
う
と
西
方
十
万
億
土
の
彼
方

と
経
典
に
説
か
れ
ま
す。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
文
字
通
り
に
捉
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

私
た

ち
の
足
許
を
は
な
れ
て
遠
く
に
彼
岸
を
眺
め
て
い
て
は
い
け
な
い
の
で
す。
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で
は
、
生
死
流
転
す
る
迷
い
の
世
界
に
あ
る
此
岸
か
ら
迷
い
の
な
く
な
っ
た
世
界
、
浬
繋
の
世
界
で

あ
る
彼
岸
の
世
界
に
近
づ
く
に
は
ど
の
よ
う
な
努
力
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

。

仏
教
で
は
そ
の
実

践
行
を
六
波
羅
蜜
と
呼
ん
で
い
ま
す。
お
中
日
の
前
後
三
日
間
に
こ
の
六
つ
の
行
を
あ
て
は
め
実
践
し

ま
す
。

六
波
羅
蜜
と
は
布
施
・
持
戒
・

忍
辱
・

精
進
・

禅
定

・

智
懇
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
そ
の
教
え

を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

-
布
施
布
施
に
は
財
施
と
法
施
、
お
金
や
物
を
施
す
財
施
と
信
者
に
教
え
を
説
く
法
施
の二施
が
あ

り
あ
す
。

な
ら

ば
与
え
る
財
物
や
教
え
る
知
識
を
持
た
な
い
人
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
の

で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
人
に
も
出
来
る
無
財
の
七
施
を
雑

宝
蔵
経
で
は
説
い
て
い
ま
す

。

そ
れ
は

(
1)
眼
施
、
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
見
る
(2
)
和
顔
悦
色
施
、
柔
和
な
微
笑
み
を
も
っ

て
人
に
接
す
る

(3
)
言
辞
施
、
思
い
や
り
の
あ
る

雷
葉
を
か
け
る

(4
)
身
施
、
思
い
や
り
の
こ

こ
ろ
で
身
を
も
っ
て
示
す

(5
)
心
施
、
真
心
を
運
ぶ

(6
)
床
座
施
、
臥
坐
所
を
提
供
す
る

(7
)
房
舎
施
、
宿
泊

・

休
息
の
提
供
を
す
る
、
の
七
つ
で
す。

・
持
戒
社
会
生
活
の
き
ま
り
を
守
り
、
す
す
ん
で
普
い
行
い
を
す
る

。

-
忍
辱
あ
ら
ゆ
る
恥
や
苦
し
み
に
よ
く
耐
え
、
生
き
ぬ
い
て
い
く
こ
と
。

-
精
進
正
し
い
こ
と
は
、
や
り
と
げ
る
ま
で
、
た
ゆ
ま
ず
努
力
す
る。
悌
怠
を
離
れ
る
精
進
は
錆
お

と
し
、
で
す
。
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-
禅
定
精
神
を
安
定
さ
せ
、
真
実
の
世
界
へ
こ
こ
ろ
を
集
中
さ
せ
る

。

-
智
慧
仏
さ
ま
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
実
を
見
極
め
る
力
を
持
つ
。

十
波
羅
蜜
と
い
う
場
合
に
は
右
の
ほ
か
に
、

(7
)
方
便
羅
蜜
衆
生
済
度
の
さ
ま
ざ
ま
の
方
使
を

め
ぐ
ら
す

(8
)
願
波
羅
蜜
衆
生
済
度
の
誓
願

(9
)
力
波
羅
蜜
現
実
の
是
非

・

正
邪
を
判
断

す
る
力
と
、
修
行
を
継
続
す
る
力
を
養
う

(叩
)
智
波
羅
蜜
後
得
智
の
修
行
の
四
つ
が
プ
ラ
ス

さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
実
践
は
何
も
む
ず
か
し
く
考
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ひ
と
つ
を
徹
底
し
て
実
践
す
れ

ば
大
き
く
理
想
の
人
間
像
に
近
づ
け
る
の
で
す。
た
と
え
ば
精
進
波
羅
蜜
の
な
か
に
は
持
戒
も
忍
辱
も

禅
定
も
智
慧
も
働
い
て
い
る
は
ず
で
す
し
、
ひ
と
に
崇
高
な
感
銘
を
与
え
る
意
味
で
は
立
派
な
布
施
も

入
っ
て
い
ま
す
。
布
施
を
行
ず
る
と
き
、
生
活
が
乱
れ
て
い
れ
ば
布
施
と
い
う
殊
勝
な
行
為
は
生
ま
れ

る
は
ず
も
な
く
、
従
っ
て
布
施
行
は
規
律
あ
る
生
活

(持
戒
)、
方
使
、
願
、
力
、
智
な
ど
す
べ
て
の

修
行
が
含
ま
れ
九
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ひ
と
つ
を
行
ず
る
こ
と
は
一
切
を
内
摂
し
て
い
る
の
で
す
。

や

さ
し
い
眼
差
し
で
ひ
と
に
接
す
る
、
お
も
い
や
り
の
あ
る

言
葉
を
か
け
る
な
ど
実
践
出
来
る
こ
と
が
身

近
に
あ
る
は
ず
で
す
。
春
の
お
彼
岸
を
迎
え
て
、
よ
い
機
会
で
す
の
で
、
考
え
て
実
行
し
て
み
ま
し
ょ

、
「
，
，
。

世
の
中
を
俺
が
俺
が
で
渡
る
の
で
は
な
く
て
お
陰
お
除
で
生
き
よ
、
と
よ
く
お
っ
し
ゃ
る
お
上
人
さ
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ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
俺
が
俺
が
の
「
が
」
を
捨
て
て
、
お
か
げ
お
か
げ
の
「
げ
」
で
生
き
よ
」

と
。

日
常
の
挨
拶
に
も
使
わ
れ
る
「
お
か
げ
さ
ま
」
「
お
か
げ
さ
ま
で
」
の
言
葉
は
な
ん
と
す
ば
ら
し

い
響
き
を
も
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

と
か
く
私
ど
も
は
自
己
中
心
に
も
の
を
考
え
が
ち
で
す
が
、
日
常
生
活
の
ど
ん
な
ち
い
き
な
こ
と
で

も
自
分
一
人
で
そ
の
こ
と
を
成
り
立
た
せ
る
訳
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
に
生
を
、
つ
け
た
証
と
し

て
少
し
で
も
お
役
に
た
つ
こ
と
を
心
が
け
る
な
ら
ば
、
社
会
生
活
が
円
満
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

永
六
輔
さ
ん
の
詩
に
こ
ん
な
詩
が
あ
り
ま
す
。

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
/
誰
か
に
借
り
を
つ
く
る
こ
と
/
生
き
て
い
ふ
と
い
う
こ
と
は
/
こ

の
借
り
を
返
し
て
い
く
こ
と
/
誰
か
に
借
り
た
ら
誰
か
に
返
そ
う
/
誰
か
に
そ
う
し
て
貰
っ
た
よ

う
に
/
誰
か
に
そ
う
し
て
あ
げ
よ
う

お
彼
岸
を
過
ぎ
る
と
、
選
抜
高
等
学
校
野
球
大
会
が
話
題
に
の
ぼ
り
ま
す

。

今
春
の
第
六
十
五
回
選

抜
高
等
学
校
野
球
大
会
に
は
大
会
歌
が
新
し
く
な
り
ま
す
。

新
大
会
歌
は
「
今
あ
り
て
」
で
す
。

阿
久

悠
さ
ん
が
作
詞
し
、
谷
村
新
司
さ
ん
が
作
曲
し
て
い
ま
す。
阿
久
悠
さ
ん
は
「
い
ま
、
ベ
ス
ト
を
つ
く

せ
る
か
。

い
ま
、
ベ
ス
ト
を
出
せ
る
か
。

人
間
は
、
い
ま
が
あ
る
か
ら
未
来
が
あ
る
。

人
間
は
、
い
ま

を
省
略
し
て
未
来
を
語
れ
な
い
。

だ
か
ら
、
い
ま
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
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重
・
話
H

ど
・
う
・
わ

春

A_い
一寸ま

章井い
市

;康3

S隆?

「
ス
ミ
ち
ゃ
ん
、
い
っ
し
ょ
に
か
え
ろ
l

」

「
、
つl

ん
、
か
え
ろ
!
」

A
U
 

家
も
近
く
、
仲
よ
く
の
ヨ
シ
エ
と
ス
ミ
コ
は
放
課
後
の
校
門
を
出
た。

町
の
中
心
を
横
切
り
、
こ
み
入
っ
た
古
い

住
宅
の
聞
を
ぬ
け
る
と
、
し
だ
い
に
家
が
ま
ば
ら
に
な
っ
て
く
る
。

「
わ
あ
1

、
桜
が
咲
い
て
る
、
五
分
咲
き
く
ら
い
か
し
ら
」

ヨ
シ
エ
が
指
を
き
し
た
ほ
う
に
、
板
場
越
し
に
桜
の
木
が
二
本
、
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。

あ
た
り
を
見
ま
わ
す
と
、

少
し
先
の
踏
み
切
り
近
く
の
家
か
ら
も
、
垣
根
の
角
に
桜
が
咲
い
て
い
た。

ヨ
シ
エ
ち
ゃ
ん
、
早
い
わ
ね
え
。
あ
と
何
日
で
満
開
だ
ろ
う
ね
え
。

そ
う
だ
、
ね
え
、

「
ほ
ん
と
、

ヨ
シ
エ
ち
ゃ
ん
、



う
ち
帰
っ
た
ら
お
花
見
に
行
こ
う
、
土
手
へ
。

ミ
チ
コ
や
ミ
ナ
コ
ち
ゃ
ん
な
ん
か
も
さ
そ
っ
て
き
あ
」

ヨ
シ
エ
は
少
し
間
を
お
い
て
歩
き
つ
づ
け
、
踏
み
切
り
の
手
前
ま
で
来
て
口
を
聞
い
た
。

「

い
き
た
い
な
あ
、
私
も
。

き

っ

と
、
お
店
、
出
て
る
よ
う
ね
え
。

お
か
し
も
売
っ
て
る
だ
ろ
う
な
あ
」

「

や
き
そ
ば
や
、
ラ
ム
ネ
も
あ
っ
た
よ
ね
、
去
年
さ
あ
」

カ
l

ン
カ
!
ン

カ
l

ン
カ
1

ン

電
車
が
、
ゴ
1

左
通
り
す
ぎ
る
と
、
二
人
は
線
路
を
越
え
、
用
水
に
そ
っ
て
続
く
赤
土
の
道
に
出
た
。

や
が
て
、

あ
た
り
は
広
い
水
団
地
帯
が
ひ
ろ
が
る
。

川
の
ふ
ち
の
草
む
ら
も
、
黄
緑
色
の
草
が
芽
ば
え
は
じ
め
、
所
々
に
ネ
コ

ヤ
ナ
ギ
が
若
葉
を
風
に
ふ
る
わ
せ
て
い
る。

「

花
見
が
終
る
と
、
じ
き
に
田
う
え
の
時
期
に
な
る
よ
ね
え。
や
だ
な
あ
1

、
田
う
え

。
学
校
休
ま
な
く
ち
ゃ
な
ん

な
い
も
ん
ね
え
」

二
人
が
歩
く
道
の
そ
ば
の
川
は
、
冬
の
渇
水
期
を
終
り
、
水
か
さ
が
増
し
て
い
た。
川
の
水
の
量
が
田
う
え
の
準

備
を
お
し
え
て
い
た
。

「
ス
ミ
ち
ゃ
ん
と
こ
も
、
農
繁
期
は
休
む
ん
で
しょ
学
校
き
あ
」

「
う
ー
ん
、
私
も
や
だ
な
あ
、
ミ
チ
コ
ん
ち
な
ん
か

休
ま
な
く
っ
て
い
い
ん
だ
も
ん
ね
え

。

お
父
さ
ん
、
お
っ
と
め

だ
し
さ
あ
」

b
L・

「

ミ
チ
コ
ん
ち
は
、
大
人
が
多
い
し
、
助
っ

人
も
多
い
か
ん
ね
え
」
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「
私
は
、
大
人
に
な
っ
た
ら
町
に
住
み
た
い
な
あ
」

二
人
は
、
し
ば
ら
く
、
く
ね
く
ね
と
し
た
野
良
道
を
歩
き
、
家
の
近
く
に
く
る
と
花
見
の
約
束
を
し
て
別
れ
た
。

政
争

ヨ
シ
エ
は
家
に
着
く
と
、
す
ぐ
に
納
屋
の
ほ
う
に
父
を
見
つ
け
た

。

母
も
そ
ば
に
い
て
、
昼
時
に
田
か
ら
家
に
も

ど
っ
た
と
こ
ろ
だ
。

「
た
だ
い
ま
、
父
さ
ん
。
今
日
、
花
見
に
行
っ
て
い
い
、
ス
ミ
ち
ゃ
ん
と
約
束
し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
」

品
ぜ

「
だ
め
だ
、
今
日
は
.
畔
つ
け
だ
、
母
さ
ん
と
二
人
し
て
や
ん
な
く
ち
ゃ
な
ん
ね
、
ミ
ヨ
シ
ヲ
と
ヒ
ロ
の
子
守
し
ろ
、

お
め
は
」

「
だ
っ
て
約
束
し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
お
:
:
:
」

「
知
っ
て
ん
べ
え
、
おめ
え
も
。

も
う
水
さ
来
て
る
こ
ん
な
天
気
の
日
に
仕
事
し
な
く
ち
ゃ
パ
チ
あ
た
る
。

よ
そ
さ

- 12 ー

ま
と
ち
が
う
ん
だ
ど
、
お
ら
あ
ち
は
」

母
は
、
そ
ば
で
、
ほ
と
ん
ど
口
を
と
ざ
し
て
い
た
。
家
の
奥
で
、
小
さ
い
弟
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
お
腹

が
へ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

家
族
が
食
卓
へ
つ
い
て
も
、

車
を
と
り
に
行
こ
う
と
席
を
立
っ
た
。

「
ヨ
シ
エ
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ヒ
ロ
た
ち
み
で
っ
か
ら
、
今
日
は
行
っ
て
こ
ぉ。
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
今
日
は
体
の
ぐ
あ
い

ヨ
シ
エ
は
、
ほ
と
ん
ど
ロ
を
き
か
ず
、
だ
ま
っ
て
ご
は
ん
を
た
べ
、
末
の
妹
の
う
ば



い
い
か
ら
さ
あ
」

ど
う
や
ら
、
ふ
だ
ん
、
神
経
痛
で
腰
の
い
た
い
祖
母
が
、
体
を
お
し
て
ヨ
シ
エ
の
代
り
を
決
め
た
ら
し
い
。

「
ヨ
シ
エ
l

、
そ
ん
だ
ら
、
帰
り
に
お
つ
か
い
し
て
こ
ぉ
。
帰
り
に
町
へ
寄
っ
て
、
父
ち
ゃ
ん
の
タ
バ
コ
と
タ
め
し

の
お
か
ず
買
っ
て
こ
ぉ
」

父
は
、
あ
ら
あ
ら
し
い
声
で
娘
に
買
物
を
命
じ
た
。

赤
ん
ぼ
う
の
ヒ
ロ
ミ
が
、
父
の
声
に
お
ど
ろ
い
て
泣
き
だ
し

た
。

め
F

田
の
中
の
分
れ
道
の
所
で
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
、
ス
ミ
コ
の
外
に
同
じ
字
の
ミ
チ
コ
と
ミ
ナ
コ
が
合
流
し
た
。

鼻

う
た
を
唄
い
な
が
ら
四
人
は
歩
き
だ
し
た
。

午
前
中
に
比
べ
、
少
し
雲
が
出
て
き
た
が
、
皆
の
足
ど
り
は
軽
く
、
声
を
上
げ
て
笑
っ
た
り
、
お
し
ゃ
べ
り
し
た

り
と
、
に
ぎ
や
か
な
声
が
あ
た
り
に
は
ず
ん
だ
。

佐
き
は
町
に
入
ら
ず
、
県
道
を
横
切
っ
て
、
少
し
速
ま
わ
り
し
な
が
ら
、
中
川
の
土
手
へ
向
か
っ
た
。
細
い
田
ん

ぼ
道
は
、
ま
っ
す
ぐ
北
へ
続
き
、
自
転
車

一
台
行
き
あ
わ
な
い
。

あ
た
り
の
田
は
、

.

う
な
っ
て
あ
る
と
田
と
、
ま

だ
イ
ネ
の
切
り
株
が
並
ぶ
回
が
ま
ち
ま
ち
に
つ
づ
く。

途
中
の
用
水
の
ふ
ち
を
の
ぞ
く
と
、
大
き
な
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
一
匹
、
も
ぐ
っ
て
は
姿
を
消
し
た
り
、
ま
た
浮

き
上
つ
で
き
た
り
し
て
い
る
。
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「
へ
えl
、
あ
い
つ
は
、
き
っ
と
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
オ
タ
マ
だ
ね
え

1
、

え
っ

た
ん
か
あ
l

、
早
い
な
あ
l

」

で
か
い
も
ん
ね
え

l

。

も
う
、
卵
か
ら
か

幅
広
の
用
水
を
渡
る
と
、
皆
は
足
を
右
に
向
け
、
お
花
見
の
名
所
が
あ
る
土
手
へ
と
い
そ
い
だ
。

め
ざ
す
、
花
見
土
手
は
国
道
の
向
う
に
あ
る。

も
う
、
桜
の
木
が
四
人
の
視
野
に
入
っ
た
。

「
あ
れ
1

、
な
ん
だ
か
桜
の
木
が
花
の
色
を
し
て
い
な
い
ね
え
!
」

「
ほ
ん
と
l
、
こ
こ
か
ら
遠
い
け
ど
、
枝
の
色
し
か
見
え
な
い
ね
1

」

し

ん
ち

ょ
う

左
右
を
慎
重
に
見
わ
た
し
て
、
国
道
を
渡
る
と
、
遠
く
に
見
え
た
土
手
が
し
だ
い
に
大
き
く
な
っ
て
く
る。
土

手
の
ほ
う
か
ら
、
少
し
風
が
つ
め
た
く
吹
い
て
く
る
。

「
な
ん
か
、
風
が
つ
め
た
い
ね
えl
」

「

で
も
、
屋
台
の
小
屋
が
見
え
る
よ
、
ス
ミ

ち
ゃ
ん

」

土
手
の
下
の
広
場
に
、
点
々
と
お
店
が
並
ん
で
い
る。

ヨ
シ
ズ
張
り
や
、
赤
白
の
布
を
張
っ
た
お
店
が
去
年
来
た

時
く
ら
い
の
数
で
並
ん
で
い
る
。

「
花
よ
り
だ
ん
ご
よ
、
き
あ
、

い
そ
ご
う
」

ヨ
シ
エ
は
、
大
き
な
声
で
皆
を
う
な
が
し
た。

土
手
の
桜
は
町
中
と
ち
が
っ
て
、
風
が
直
接
あ
た
る
の
だ
ろ
う
、

い
こ
、
っ
、
い
こ
、
っ
。
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じ

ぶ

ま
だ
二
分
咲
き
が
や
っ
と
と
い
う
ほ
ど
だ
っ
た。

少
し
広
場
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
所
ま
で
く
る
と
、
急
に
プ
l

ン
と
食
べ
物
の
に
お
い
が
し
て
く
る。
イ
カ
の
焼

い
た
の
や
、
焼
き
そ
ば
、
お
で
ん
、
ワ
タ
あ
め
、
い
ろ
ん
な
食
べ
物
の
に
お
い
が
、
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
鼻
に
入
っ

量
る

た
か

A
Uワ
占
た
い

て
き
た
。

の
ど
自
慢
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
丸
太
の
仮設
舞
台
も
こ
し
ら
え
で
あ
る
。

今
日
は
人
手
も
ま
ば
ら
で
、

小
さ
い
子
供
が
二
、
一
ニ人
、
そ
の
上
で
か
け
ま
わ
っ
て
い
る
。

「
ス
ミ
ち
ゃ
ん
は
な
に
買
う
の
お
」

「
私
は
、
ワ
タ
あ
め
。
ミ

ナ
ち
ゃ
ん
は
」

「

私
は
、
寒
い
け
ど
ラ
ム
ネ
の
み
た
い
な
あ
」

四
人
は
、
思
い
思
い
の
買
物
を
し
、
近
く
の
草
の
上
に
す
わ
っ
て
、
に
ぎ
や
か
に
た
ぺ
あ
っ
た

。

目
の
前
の
田
ん

ぼ
は
、
ま
だ
土
が
お
こ
さ
れ
て
い
な
く
て
、
レ
ン
ゲ
の
花
が
青
紫
色
に
染
め
て
い
た
。

「
き
れ
い
な
花
咲
か
し
て
、
コ
ヤ
シ
に
な
る
ん
だ
も
の
、
レ
ン
ゲ
っ
て
役
に
立
つ
ね
え
!
」

お
腹
も
満
足
し
た
四
人
は
、
土
手
を
上
が
っ
た
り
お
り
た
り
、一
軒

一
軒
、
お
店
を
の
ぞ
い
た
り
、
気
の
む
く
ま

ま
歩
き
、
土
手
の
下
の
ほ
う
で
ク
ロ
ー

バ
ー
を
つ
み
、
カ
ン
ム
リ
を
編
ん
だ
り
し
て
遊
ん
だ
。

あ
っ
と
い
う
聞
に
時

間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

夕
方
を
心
配
し
た
の
だ
ろ
う
、
だ
れ
い
う
と
な
く
、
四
人
は
帰
り
の
道
を
歩
き
だ
し
た
。

「
今
日
は
、
私
、
買
物
が
あ
る
の
、
帰
り
は
町
を
と
お
っ
て
く
れ
な
い
」
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ヨ
シ
エ
は
、
父
と
の
約
束
を
話
し
て
皆
に
帰
り
道
を
か
え
て
く
れ
る
よ
う
た
の
ん
だ
。

「
や
っ
ぱ
り
ヨ
シ
エ
は
、
お
こ
ら
れ
た
の
ね
え
、
そ
う
だ
と
思
っ
た
わ
、
私
。
ヨ
シ
エ
ん
ち
、
下
の
子
、
小
さ
い
も

ん
ね
え
」

寸
で
も
、
う
ち
の
母
さ
ん
言
っ
て
た
わ
。

に
は
い
い
ん
だ
よ
ね
え
、

ヨ
シ
エ
は
子
守
も
す
る
し
、
よ
く
野
良
仕
事
も
し
て
感
心
だ
っ
て
。
た
ま

ヨ
シ
エ
は
き
あ
。
花
見
ん
時
く
ら
い
き
あ
」

ほ
の
暗
く
な
っ
た
町
で
、
早
自
に
貿
物
を
す
ま
せ
、
四
人
は
、
い
つ
も
学
校
か
ら
帰
る
道
よ
り
手
前
を
右
に
折
れ

た
。

そ
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
行
っ
て
も
、
最
後
は
、
い
つ
も
の
帰
り
道
に
出
る
こ
と
を
皆
は
知
っ
て
い
た
。
商
店
街
を

ぬ
け
、
細
い
横
町
を
す
ぎ
る
と
垣
の
あ
る
家
が
ま
ば
ら
に
続
い
た
。

白
い
ペ
ン
キ
を
ぬ
っ
た
柵
の
あ
る
家
の
そ
ば
ま
で
来
た
時
、
ヨ
シ
エ
は
急
に
自
を
大
き
く
し
て言
っ
た
。

「
私
、
大
人
に
な
っ
た
ら
、
ぜ
っ
た
い
庭
の
あ
る
家
に
住
ん
で
き
、
花
壇
を
つ
く
る
ん
だ
あ
。
ダ
リ
ア
や
、
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
、
ユ
リ
、
そ
れ
に
変
っ
た
色
の
パ
ラ
を
い
っ
ぱ
い
植
え
る
ん
だ
あ
」

(終
り
)

*

畔
つ
け
:
:
:
固
と
田
と
の
聞
に
土
を
盛
り
上
げ
て
境
と
す
る
も
の
を
畔
と
い
い
、
田
う
え
前
に
、
細
長
い
シ
ャ
ベ

ル
等
で
、
こ
の
境
に
土
を
つ
け
て
修
復
す
る
こ
と
。

*

う
な
る
:
:
:
田
の
土
を
堀
り
お
こ
し
て
、
や
わ
ら
か
く
す
る
こ
と
。

種
つ
け
の
前
の
作
業
。
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3工

フ

大

ム

戸

回

隆

善
(豊
明
)

細

江
戸
東
京
物
館
オ
ー

プ
ン

両
国
駅
の
北
側
、
国
技
館
の
東
側
に
江
戸
東
京
博

物
館
が
完
成
し
、
本
年
の
三
月
二
十
八
日
に
開
館
す

る
。

東
京
の
み
な
ら
ず
各
地
か
ら
の
来
館
者
で
賑
わ

い
、
江
戸
プ
l

ム
を
引
き
起
し
て
い
る
。

こ
の
博
物
館
は
建
物
面
積
四
六
、
五
七
o
d
、
地

下
一
階
、
七
階
建
、
六
十
二
m

の
高
き
で
あ
る
。

地

番
は
墨
田
区
横
綱
一
l

二
O
|

二
六
、
大
屋
根
は
シ

ル
エ
ッ
ト
風
の
変
っ
た
建
物
で
あ
り
、
最
新
の
技
術

を
駆
使
し
た
博
物
館
で
あ
り
、
千

二
百
億
円
を
投
じ

た
世
界
に
誇
る
都
市
博
物
館
で
あ
る
。

な
お
こ
の
分

館
は
小
金
井
公
園
に
建
設
中
で
あ
っ
て
、
江
戸
東
京

の
歴
史
、
文
化
を
知
る
重
要
な
建
物
を
移
築
、
復
元

し
て
平
成
十
二
年
度
ま
で
に
約
三
十
五
棟
が
建
ち
並

ぶ
予
定
で
あ
る

(東
京
都
小
金
井
市
所
在
)
。

江
戸
東
京
博
物
館
の
メ
l

ン
は
五
、
六
階
吹
き
抜
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き
の
常
設
展
示
場
で
あ
っ
て
、
江
戸
城
と
町
制
り
、

武
士
と
町
民
の
暮
ら
し
、
江
戸
時
代
に
遊
里
、
日
本

橋
な
ど
、
江
戸
の
歴
史
、
ま
た
東
京
の
発
展
、
災
害

な
ど
の
東
京
の
開
化
な
ど

一
見
手
に
と
る
よ
う
に
展

示
し
て
あ
る
。

こ
の
博
物
館
は
近
年
の
江
戸
プ
l
ム

の
伸
展
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
博
物
館
創
建
の
発
端
は
十
五
年
前
、
私
が
個

人
と
し
て
要
望
陳
情
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。

当
時
、

私
が
世
界
主
要
国
を
探
訪
し
て
残
念
に
思
っ
た
こ
と

は
、
世
界

一
の
人
口
の
大
東
京
に
都
市
歴
史
博
物
館

が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

江
戸
は
世
界
一
の
人
口
を
擁

し
、
江
戸
は
東
京
の
前
身
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

日
本
の
総
城
下
町
で
あ
っ
た
。

ま
た
江
戸
三
百
年
は

平
和
の
続
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
欧
米
で

は
戦
乱
が
絶
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
こ
の
平
和
な

時
代
に
江
戸
文
化
が
育
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

な
こ
と
か
ら
江
戸
か
ら
東
京
へ
の
都
市
博
物
館
が
必

要
で
あ
る
と
し
て
、
昭
和
五
十

二
年
東
京
都
に
博
物

館
建
設
の
要
望
書
を
、
さ
ら
に
昭
和
五
十
三
年
に
陳

情
害
を
提
出
し
た
。
本
件
は
昭
和
五
十
四
年
都
議
会

に
お
い
て
採
決
さ
れ
た
が
、
都
の
マ
イ
タ
ウ
ン
構
想

の
目
玉
と
な
り
、
さ
ら
に
都
の
シ
テ
ィ
ホ
l

ル
の
西

新
宿
移
転
な
ど
と
か
ら
み
、
十
年
間
、
粁
余
曲
折
を

経
て
江
戸
東
京
博
物
館
の
開
館
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。

却
っ
て
そ
の
問
、
博
物
館
の
す
ば
ら
し
い
具
体

的
構
想
が
練
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。
こ
の
博
物
館
は

王
宮
を
改
造
し
て
江
戸
東
京
博
物
館
と
し
た
も
の
と

異
な
り
、
江
戸
か
ら
東
京
へ
発
展
し
た
こ
と
を
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
と
す
る
博
物
館
の
た
め
の
博
物
館
と
し
て

建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
斬
新
な
世

界
に
誇
る
こ
と
の
で
き
る
都
市
博
物
館
で
あ
る
。

東
京
の
前
身
で
あ
り
日
本
の
前
身
で
あ
る
江
戸
に
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は
五
つ
の
特
色
が
あ
る
。
付
江
戸
は
日
本
の
総
城
下

町
で
あ
る
。
口
江
戸
は
世
界

一
の
人
口
を
擁
し
た
。

白
江
戸
は
日
本
の
縮
図
で
あ
る
。

側
江
戸
は
日
本
の

富
の
半
ば
を
消
費
し
た
一
大
消
費
都
市
で
あ
る
。

国

江
戸
文
化
が
繁
栄
し
た。

江
戸
は
日
本
の
総
域
下
町

江
戸
は
寒
村
で
あ
っ
た
が
天
正
十
八
年
(
一五
九

O
)
徳
川
家
康

(
二
三
六
没
)
が
城
下
町
に
し
た

こ
と
か
ら
急
速
に
繁
栄
し
、
慶
長
八
年

(
一六
O

一ニ
)
に
江
戸
幕
府
を
創
設
し
て
日
本
の
政
治
軍
事
、

経
済
文
化
の
中
心
と
な
っ
た
。

内
濠
外
様
に
閉
ま
れ

た
日
本
一
の
江
戸
城
が
造
営
さ
れ
、
五
層
の
天
主
聞

は
そ
の
偉
容
を
誇
っ
た
。

江
戸
城
本
丸
は
三
つ
に
区

h
a
・
て
ち

申
う

お
〈

分
さ
れ
、
幕
府
政
庁
の
表
、
将
軍
の
居
住
の
中
奥
、

将
軍
の
本
妻
そ
の
他
女
性
軍
団
二
千
人
の
居
住
す
る

ゐ
a
a
〈

大
奥
が
あ
り
、
そ
の
面
積
は
弘
化

二
年

(
一
八
四

五
)
の
資
料
に
よ
れ
ば
一
万
一
三
七
三
坪
(
三万
七

六
O
o
d
)
も
あ
り
、
世
界
最
大
の
木
造
建
造
物
で

あ
っ
た
。

江
戸
幕
府
は
慶
応
三
年

(
一八
六
七
)
ま
で
二
六

五
年
間
続
き
、
そ
の
間
一
五
人
の
将
軍
が
続
き
、
武

家
政
治
上
も
っ
と
も
強
力
な
政
権
で
あ
っ
た
。

そ
し

て
全
国
の
諸
大
名
を
お
さ
え
る
た
め
に
、

一
年
ご
と

に
大
名
を
江
戸
に
お
く
参
勤
交
代
の
制
度
、
さ
ら
に

大
名
の
本
妻
と
長
男
を
江
戸
に
お
く
妻
子
在
府
の
制

度
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
江
戸
に
人
口

が
集
中
し
、
江
戸
は
武
家
の
町
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
の
土
地
の
七
割
が
武
家
地
と
な
り
、
寺
社
地
は

一
一
割
五
分
、
町
地
も
一
割
五
分
、
人
口
は
武
家
地
に

六
五
万
、
寺
社
地
に
五
万
、
町
地
に
六
O
万
、
江
戸

の
市
民
は
狭
い
町
地
に
緯
め
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
万
石
以
上
の
大
名
は
全
国
に

二
五
O
、
江
戸
に
は

の
ヨ



そ
れ
ぞ
れ
武
家
屋
敷
が
い
く
つ
も
必
要
で
あ
っ
た
。

〈
ら
か
か

上
屋
敷
、
中
屋
敷
、
下
屋
敷
、
蔵
屋
敷
、
抱
え
屋
敷

等
で
あ
る
。

ま
た
菩
提
寺
は
国
元
に
あ
る
が
江戸
に

も
必
要
で
あ
る
。

江
戸
に
寺
院
が
多
い
の
は
こ
の
た

め
で
あ
り
、
こ
の
た
め
東
京
に
寺
院
の
数
が
多
い
の

で
あ
る
。

幕
府
の
直
轄
軍
隊
は
旗
本
、
俳
点

F
Mで
家
屋
敷
を

与
え
る
。

大
名
に
は
土
地
を
与
え
家
屋
は
自
前
で
建

て
る
。

旗
本
、
御
家
人
の
数
は
宝
永
二
年
(
一
七
O

あ
L

が
る
ど
う

五
)
に
は

こ
万
二
五
四
四
人
、
そ
の
下
に
足
軽
、
同

し
ん心
が
い
た
。
江
戸
切
絵
図
に
は
大
名
も
と
よ
り
旗
本

御
家
人
の
氏
名
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

外
国
の
歴
史
家
が
、
軍
事
力
の
少
な
い
幕
府
が
世

界
一
の
人
口
江
戸
を
治
め
、
全
国
二
五
O
の
諸
大
名

を
制
圧
し
た
か
と
不
審
に
思
う
の
は
無
理
も
な
い
が
、

.

こ
れ
は
参
勤
交
代
と
妻
子
在
府
の
制
に
よ
る
人
質
の

制
度
と
、
大
名
の
取
り
つ
ぶ
し
、
改
易
な
ど
の
大
名

支
配
の
政
権
を
幕
府
は
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。

江
戸

は
武
家
の
町
で
あ
り
、

全
国
の
総
城
下
町
と
し
て
発

展
し
た
の
で
あ
る
。

江
戸
は
世
界
一
の
人
口

江
戸
は
、
江
戸
城
を
中
心
と
し
て
円
形
に
発
展
し

そ
の
周
辺
が
市
街
地
化
し
て
で
き
た
大
都
市
で
あ
る
。

欧
州
最
大
の
都
市
ロ
ン
ド
ン
は
一
八

O

一
年

(享
和

元
年
)
八
五
万
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
産
業
革
命
に

よ
っ
て
人
口
が
集
中
し
江
戸
末
期
に
な
っ
て
百
万
を

越
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
江
戸
は
元
禄
時
代

(
一

六
八
八
)
か
ら
百
三
十
万
を
こ
え
る
世
界
第

一
の
人

口
を
擁
す
る
大
都
市
で
あ
っ
た
。

大
阪
の
人
口
が
最

大
に
な
っ
た
の
は
明
和
二
年

(
一
七
六
五
)
で
、
四

二
万
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
京
都
は
三
O
万
で
あ
っ

た
。



江
戸
の
人
口
密
度
は
平
方
キ
ロ
当
り

一
万
五
千
人
、

現
在
の
東
京
の
江
戸
相
当
地
区
の
人
口
密
度
は
一
万

六
千
人
で
あ
る
か
ら
相
応
し
て
い
る
。

し
か
し
江
戸

の
人
口
密
度
は
武
家
地
で

一
万
人
、
寺
社
地
で
三
千

五
百
人
、
町
地
で
は
四
万
三
千
人
と
江
戸
市
民
は
驚

く
ほ
ど
過
密
な
密
度
で
あ
っ
た
。

町
地
の
密
度
は
現

在
の
三
倍
に
も
当
る
。

町
地
で
は
自
分
の
土
地
で
自

分
の
家
に
住
ん
で
い
る
者
は

三
割
に
も
満
た
な
い
。

多
く
は
貸
家
、
長
屋
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

長

屋
は
十
軒
長
屋
、
二
十
軒
長
屋
が
各
町
に
あ
っ
た
。

長
屋
は

一
部
屋
、
押
し
入
れ
な
し
の
落
語
に
で
て
く

る
九
尺
二
間
の
裏
長
屋
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
間
口
が
九
尺
、
奥
行
き
が
二
問
、
一
ニ
坪

で
あ
っ
て
、
土
問
が
三
尺
、
こ
こ
に
か
ま
ど
と
洗
い

場
と
水
が
置
い
て
あ
り
、
部
屋
は
四
畳
半
板
張
り
、

む
し
ろ
を
敷
き
寝
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
食
事
を
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

入
口
に
は
三
尺
障
子
、
下
部
は
板

張
り
、
カ
ギ
は
な
い
の
で

三
尺
の
心
張
り
棒
を
か
け

て
休
む
の
で
あ
る
。
仕
事
に
出
か
け
る
と
き
は
長
屋

に
残
っ
て
い
る
者
に
声
を
か
け
て
い
く
。

江
戸
っ
子

身
お
や

は
風
呂
好
き
で
あ
る
が
大
家
と
い
え
ど
も
風
巴
は
な

ぜ
ょ
う
ず
い
@
ん
と
う

い
。

普
通
行
水
で
す
ま
せ
る
。
町
内
に
は
銭
湯
が

あ
る
。

銭
湯
代
金
は
寛
政
六
年

(
一七
九
四
)
大
人

十
文
、
子
供
六
文
で
あ
っ
た
。

当
時
ソ
パ
代
は
十
六

文
で
あ
っ
た
。

江
戸
は
自
然
膨
張
を
続
け
過
密
状
態
と
な
り
、
火

事
は
江
戸
の
華
、
し
ば
し
ば
大
火
に
襲
わ
れ
た。
そ

の
最
大
の
火
事
は
明
暦
三
年
(
一
六
五
七
)
の
振
袖

火
事
で
あ
っ
た
。
死
者
十
万
、
江
戸
八
百
人
町
を
焼

き
尽
く
し
た
。

こ
の
よ
う
な
災
禍
を
防
ぐ
た
め
幕
府

は
大
江
戸
都
市
再
開
発
事
業
を
実
施
し
た
。

①
本
所

深
川
の
市
街
化
地
。

農
村
、
浅
瀬
で
あ
っ
た
の
を
埋



め
立
て
市
街
地
に
し
て
過
密
状
態
を
緩
和
し
た
の
で

あ
る

。
②
木
場
の
創
設
。

材
木
置
場
が
各
町
に
散
在

し
て
い
て
大
火
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
永
代
島
の
近

く
に
木
場
を
創
設
し
た
。

都
心
に
近
い
の
で
元
禄
十

四
年

(
一七
O

こ
木
場
町
に
移
転
し
た
。
③
広
小

路
の
創
設
。

繁
華
街
の
道
路
を
拡
張
し
、
橋
の
両
詰

め
を
広
場
に
し
た
。
現
在
も
上
野
広
小
路
の
名
が

じ
よ
う
ぴ
刊
し

残
っ
て
い
る

。
④
定
火
消
の
創
設
。

万
治
元
年

(
一六
五
八
)
幕
府
直
轄
の
定
火
消
を
四
か
所
に
設

け
た
。

こ
れ
が
わ
が
国
最
初
の
消
防
署
で
あ
っ
た。

こ
の
と
き

φ
ら
江
戸
は
大
江
戸
と
称
し
、
江
戸
時
代

を
通
じ
て
十
万
の
死
者
を
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

大
江
戸
は
日
本
の
縮
図

江
戸
は
日
本
の
政
治
経
済
文
化
の
中
心
と
な
り
、

日
本
の
縮
図
で
あ
っ
た
。

全
国
二
五
O
の
諸
大
名
各

藩
に
そ
れ
ぞ
れ
城
下
町
が
あ
っ
た
が
、
江
戸
は
参
勤

交
代
と
妻
子
在
府
の
制
に
よ
り
、
諸
大
名
は
江
戸
に

参
集
し
、
江
戸
へ
の
街
道
筋
宿
場
は
発
展
し
、
地
方

の
文
化
が
江
戸
に
伝
播
し
か
っ
江
戸
の
文
化
も
ま
た

地
方
に
伝
播
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
は
日
本

の
縮
図
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

各
藩
の
城
下
町
と
江

戸
の
総
城
下
町
と
は
こ
こ
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

七
代
目
市
川
団
十
郎
が
歌
舞
伎
十
八
番
を
設
定
す

る
と
た
ち
ま
ち
地
方
の
村
芝
居
に
ま
で
伝
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

封
建
制
度
の
時
代
で
は
あ
っ
た
が
、
プ

ロ
シ
ア
の
封
建
制
度
と
は
異
な
り
、
江
戸
で
は
学
術

文
物
に
至
る
ま
で
疎
通
し
、
明
治
の
外
来
文
化
輸
入

に
当
っ
て
も
よ
く
そ
れ
を
岨
噂
す
る
力
を
湛
え
て
き

た
の
で
あ
る
。

江
戸
は
日
本
の
富
の
半
ば
を
消
費

江
戸
は
武
家
の
町
で
あ
っ
て
世
界

一
の
人
口
を
抱

え
る

一
大
消
費
都
市
で
あ
っ
た
。

七
割
も
あ
る
武
家

- 22 ー



屋
敷
で
生
産
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

江
戸
名
物
の

一
つ
は
お
稲
荷
さ
ん
、
稲
荷
社
を
は
じ

め
江
戸
に
は

神
社
仏
閣
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
寺
社
地
で
生
産
が

行
な
わ
れ
る
わ
け
は
な
い
。

江
戸
で
は
諸
大
名
の
奥

方
と
関
係
者
が
多
く
、
か
つ
豪
商
も
多
く
、
そ
の
上

諸
大
名
に
は
江
戸
城
の
増
築
、
市
街
地
の
改
修
、
河

川
の
整
備
な
ど
の
大
事
業
が
諸
藩
に
諜
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

江
戸
の
大
名
各
屋
敷
の
維
持
管
理
、
参
勤

交
代
の
諸
経
費
等
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

江
戸
に

日
本
の
富
の
半
ば
が
消
費
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

江
戸
下
町
に
は
料
亭
、
花
町
が
繁
栄
し
、
女
性
衣

類
も
豪
華
を
競
う
よ
う
に
な
り
、
江
戸
は
平
和
が
続

き
一
大
消
費
都
市
で
あ
っ
た
。

江
戸
の
消
費
を
満
た
す
た
め
関
西
か
ら
多
く
の
商

え

ど
だ

島

品
が
運
ば
れ
た
。

江
戸
に
進
出
し
た
出
店
を
江
戸
店

と
い
っ
た
。

江
戸
店
は
各
地
の
特
産
品
を
あ
っ
か
い

伊
勢
脱(
三重
県
)
政
}山
脱
が
有
名
、
西
川
、
伴
伝

は
現
在
も
続
い
て
い
る
。

京
都
に
本
店
の
あ
る
江

戸

店
も
多
い
。

現
在
の
三
越
の
前
身
で
あ
る
三
井
越
後

屋
、
京
都
伏
見
の
呉
服
問
屋
大
文
字
屋
の
江
戸
店
は

品
わ
晶

い
だ
重

大
丸
屋
で
あ
る
。

阿
波

(徳
島
県
)
の
藍
玉
問
屋
、

摂
津

(兵
庫
県
)
の
酒
問
屋
、
関
西
の
下
り
醤
油
問

屋
な
ど
数
々
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
は
海
上
輸
送
で
あ
る

た
め
海
運
業
が
発
達
し

た
。

幕
府
の
諸
役
所
、
各
藩
邸
、
武
家
屋
敷
の
御
用
を

指
定
さ
れ
た
特
権
的
な
商
人
を
御
用
達
と
い
う
。

御

用
達
は
武
士
で
は
な
い
が
、
士
分
格
の
扱
い
を
う
け

る
も
の
も
お
り
、
中
に
は
名
字
帯
刀
を
併
さ
れ
た
も

の
も
い
る
。

江
戸
中
期
の
武
鑑
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

も
の
四
五
O
余
人
も
い
た
。

江
戸
で
豪
商
の
多
く
は
木
場
材
木
商
人
で
あ
っ
た
。

中
で
も
吉
原
の
花
町
で
小
判
を
ま
い
て
知
ら
れ
て
い



る
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
(
一
七
一
八
没
)
、
紀
文
と

豪
遊
を
競
っ
た
四
代
呂
奈
良
屋
茂
左
衛
門

(
一七
一

四
没
)
は
有
名
で
あ
る
。
江
戸
で
消
費
さ
れ
た
宮
は

大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
文
化
の
発
展

江
戸
三
百
年
は
泰
平
が
続
い
た
の
で
あ
る。
そ
の

問
欧
米
で
は
戦
争
が
絶
え
間
な
く
続
い
た
。
江
戸
の

特
色
の
あ
る
文
化
が
発
生
し
発
展
し
な
い
筈
は
な
い。

江
戸
文
化
は
当
初
は
武
家
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に

町
民
が
発
展
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
当
初
は
関

西
文
化
の
輸
入
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
特
有
の
文
化
の

発
展
と
な
っ
た
。

ゐ
ん
B
h

か
し
申
う

江
戸
歌
舞
伎
は
女
歌
舞
伎
つ
い
で
若
衆
歌
舞
伎

や

ろ
う

お
や
ま

が
禁
止
と
な
り
野
郎
歌
舞
伎
と
な
り
、
女
形
の
発
展

が
特
色
で
も
あ
っ
た
。
江
戸
官
許
の
芝
居
は
四
座
が

事
る

h
か

あ
っ
た
。

猿
若
座
(
の
ち
の
中
村
座
)
、
村
山
座

(
のち
の
市
村
座
)、
山
村
座
、
森
田
鹿

(の
ち
の

守
田
座
)
で
あ
っ
た
が
山
村
座
は
絵
島
生
島
事
件
で

断
絶
と
な
り
以
来
江
戸
三
座
と
な
っ
た

。
三
座
は
江

戸
城
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
天
保
十
三
年
(
一
八
四

三
)
浅
草
に
移
転
さ
せ
ら
れ
、
二

、

三
階
の
り
っ
ぱ

な
建
物
で
あ
り
、
十
軒
か
ら
二
十
軒
の
茶
屋
が
並
び

賑
わ
っ
た
。
江
戸
歌
舞
伎
の
代
表
作
は
仮
名
手
本
忠

臣
蔵
で
あ
り
演
劇
史
上
最
高
で
こ
れ
ほ
ど
愛
好
さ
れ

て
い
る
芝
居
は
な
い
。
江
戸
歌
舞
伎
の
名
優
も
数
多

い
が
、
七
代
目
市
川
団
十
郎
は
わ
が
国
演
劇
史
上
最

高
と
評
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
の
花
町
は
日
本
一
に
栄
え
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
花
町
は
江
戸
文
化
に
歌
舞
伎
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
。

江
戸
の
花
町
は
吉
原
が
幕
府
公
認
の
赤
線
で
あ

り
、
深
川
辰
己
の
花
町
な
ど
は
非
公
認
の
青
線
で

あ
っ
た

。
吉
原
は
庄
司
甚
内

(
一
六四
四
没
)
が
元
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和
三
年
(
一
六
一七
)
許
可を
、
つ
け
て
葦
屋
町
(中
央

区
)
に
開
業
し
た
が
、
明
暦
大
火
(
一
六
五
七
)
後

に
浅
草
裏
(
台
東
区
)
に
移
り
新
吉
原
と
称
し
た
。

し
か
し
吉
原
だ
け
で
足
り
な
く
て
各
宿
場
町
に
花
町

が
数
多
く
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

印
象
派
が
新
印
象
派
に
強
い
影
響
を
与
え
た
江
戸

A
L
M

官
。
し
寸
り
し

浮
世
絵
版
画
は
絵
師
、
彫
師
、
摺
師
の
三
者
一
体
で
作

成
さ
れ
た
芸
術
で
あ
る
。

明
和
二
年

(
一七
六
五
)
こ

ろ
か
ら
多
彩
な
色
摺
り
が
発
達
し
錦
絵
と
も
い
う
。
絵

ゐ
￡
に'
Z

ほ
〈
事
い

師
も
数
多
い
。

中
で
も
歌
磨

(
一
八O
六
没
)
、
北
斎

ひ
ろ
し
げ
し
や
ら
〈

(
一八
四
九
没
)
、
広
重
(
一
八
五
八
没)、
写
楽

(
生没

不
詳
)
な
ど
は
有
名
で
あ
る
。
浮
世
絵
の
発
達
に
よ
り
、

二
つ
吋
い
ば
ん
よ
み
ほ
ん

あ
か
ほ
ん

・

σ
ょ
う
し

滑
稽
本
、
人
情
本
、
読
本
、
赤
本
、
黒
本
、
黄
表
紙

本
な
ど
が
ぞ
く
ぞ
く
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

江
戸
の
文
芸
文
化
と
し
て
随
筆
、
和
歌
、
狂
歌
、

小
説
も
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
芭
蕉
(
一六
九
四
没
)

が
江
戸
に
出
て
深
川
芭
蕉
庵
に
あ
っ
て
位
ぴ
と
寂
び

の
俳
諾
を
樹
立
し
、
竜
宝
寺
門
前
(
台
東
区
)
に
お

が
ら
い

い
て
柄
井
川
柳

(
一七
九
O
没
)
が
江
戸
川
柳
の
生

み
の
親
と
な
っ
て
発
展
さ
せ
た
。

江
戸
の
大
相
撲
は
人
気
の
的
で
あ
り
、
大
相
撲
場

所
は
二
階
、
三
階
建
て
で
数
千
人
の
人
々
が
集
ま
り

熱
気
に
あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

貞
享
元
年

(
一
六

八
四
)
か
ら
深
川
の
富
岡
八
幡
境
内
で
開
催
、
寛
政

三
年
(
一
七
九

こ

か
ら
両
国
の
回
向
院
に
移
っ
た
。

江
戸
の
人
気
を
集
め
た
の
は
江
戸
の
祭
り
で
あ
り
、

富
く
じ
も
流
行
し
、
寄
席
が
賑
わ
い
、
大
道
芸
も
人

を
集
め
た
。
長
唄
、
清
元
、
舞
踊
を
は
じ
め
流
行
唄

も
さ
か
ん
で
あ

っ
た
。

江
戸
は
文
化
の
黄
金
時
代
、
泰
平
が
長
く
続
い
た

か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
元
禄
期
に
都
市
再
開
発
事
業

が
す
す
み
、
以
降
江
戸
は
大
江
戸
と
い
う
の
で
あ
る

。
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ミ
ー
ち
ゃ
ん
の
お
願
い
事

3長長は

f谷せ
~ )II ~ 

警岱示

室j閏i

ち
の
マ
マ
な
ん
か

一
日
中
キ
リ
キ
リ
し
ち
ゃ
っ

暮
れ
も
押
し
つ
ま
っ
た
午
後
、
ミ
ー
ち
ゃ
ん

の
家
に
い
つ
も
の
お
友
達
が
集
ま
っ
て
い
ま
し

て

一
緒
に
い
る
だ
け
で
い
や
に
な
っ
ち
ゃ

た
。

、
「
，
，

」
ト
モ
ち
ゃ
ん
も
続
け
ま
し
た
。

「
家
に
い
て
も
お
掃
除
お
掃
除
っ
て
う
る
さ
く

て
、
逃
げ
て
き
ち
ゃ
っ
た
」

カ
ヨ
ち
ゃ
ん
が
そ
う
言
、
っ
と
、

み
ん
な
お
掃
除
終
わ
っ
た
の
」

ミ
ー
ち
ゃ
ん
が
不
安
げ
に
尋
ね
る
と
、

「
で
も
、

「
う
ち
も
同
じ
、
ど
う
し
て
年
末
に
な
る
と
、

「
ま
だ
で
す
」

一
緒
に
答
え
ま
し
た
。

あ
ん
な
に
う
る
さ
く
な
る
ん
で
し
ょ
う
ね

。

う

二
人
は
、
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「
な
ん
だ
、

お
正
月
の
初
詣
は
、
ま
ず
菩
提
寺
と
ご
先
祖
へ

の
初
参
り
か
ら
っ
て
、
う
ち
の
お
父
さ
ん
、

ホ
ッ
ト
し
た

。

私
も
お
母
さ
ん
に

ず
っ
と
自
分
の
お
部
屋
の
掃
除
し
な
さ
い
っ
て

言
わ
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
全
然
し
て
な
い
の
。

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
言
っ
て
い
る
わ
よ
」

「
へ
え
、
初
め
て
開
い
た
わ
。
う
ち
の
両
親
も

知
ら
な
い
よ
、
き
っ
と
。
そ
れ
じ
ゃ
大
変
だ
ね

え
。
お
正
月
も
寝
て
い
ら
れ
な
い
ん
だ
。
そ
れ

き
っ
と
ま
た
大
晦
日
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
」

「
私
も
毎
年
大
晦
日
よ
」

「
私
も
、
私
も
。
ね
え
、
ミ
ー
ち
ゃ
ん
ち
は
初

詣
ど
こ
行
く
の
」

「
う
ち
は
毎
年
増
上
寺
に
行
っ
て
、
除
夜
の
鐘

を
聞
い
て
、
お
参
り
し
て
帰
っ
て
く
る
だ
け
」

「
元
旦
の
朝
は
行
か
な
い
の
」

「
だ
っ
て
う
ち
お
寺
じ
ゃ
な
い
。
元
日
一
の
朝
は
、

朝
早
く
か
ら
御
参
り
が
あ
る
か
ら
、
ど
こ
も
行

け
な
い
わ
よ
」

「
、
ぇ
、
ぇ
、お正
月
に
お
墓
に
御
参
り
が
あ
る

で
、
ト
モ
ち
ゃ
ん
は
ど
こ
に
行
く
の
」

「
う
ち
も
毎
年
決
ま
っ
て
る
ん
だ
。
紅
白
歌
合

戦
見
て
か
ら
、
近
く
の
お
そ
ば
や
さ
ん
で
年
越

し
そ
ぱ
食
べ
て
、
そ
れ
か
ら
明
治
神
宮
に
初
詣

し
て
渋
谷
で
お
茶
飲
ん
で
帰
っ
て
く
る
の
」

「
へ
え
、
お
決
ま
り
の
コ
!
ス
ね
」

「
カ
ヨ
ち
ゃ
ん
ち
は
ど
、
つ
な
のL

「
よ
く
ぞ
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。
う
ち
は
パ
ワ

フ
ル
よ
。

紅
白
歌
合
戦
な
ん
か
見
な
い
の
。

そ

ん
な
の
見
て
る
と
混
ん
じ
ゃ
う
で
し
ょ
。

だ
か
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。
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ら
九
時
に
家
を
出
て
、
ま
ず
明
治
神
宮
に
行
っ

ち
ゃ
う
の
。
そ
れ
か
ら
増
上
寺
の
除
夜
の
鐘
を

開
い
て
、
そ
れ
か
ら
地
下
鉄
に
乗
っ
て
成
田
山

に
行
っ
ち
ゃ
う
の
。
そ
し
て
ま
だ
だ
よ
、
今
度

は
成
田
山
か
ら
川
崎
の
お
大
師
さ
ん
に
行
く
の
。

そ
う
す
る
と
も
う
六
時
ぐ
ら
い
に
な
っ
ち
ゃ
う

の
。

こ
れ
だ
け
お
参
り
す
る
と
安
心
す
る
っ
て
、

の
話
し
て
た
の
。
和
尚
さ
ん
、
初
詣
っ
て
や
っ

ぱ
り
数
多
く
し
た
ほ
、
つ
が
い
い
ん
で
す
よ
ね
」

カ
ヨ
ち
ゃ
ん
は
得
意
げ
に言
い
ま
し
た
。

「
う
う
ん
、
そ
れ
は
ど
、
つ
か
な
。
た
と
え
ば
さ
、

カ
ヨ
ち
ゃ
ん
が
明
日
の
朝
早
く
起
き
た
く
て
、

お
母
さ
ん
や
、
お
父
さ
ん
、
妹
さ
ん
み
ん
な
に

起
こ
し
て
ね
っ
て
頼
む
の
と
、
妹
さ
ん
一

人
に

起
こ
し
て
ね
っ
て
頼
む
の
と
で
は
、
ど
ち
ら
が

確
実
か
な
」

「
そ
り
ゃ
あ
、
み
ん
な
だ
よ
。
う
ち
の
妹
信
用
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う
ち
の
パ
パ
言
っ
て
る
よ
」

「
す
ご
い
、
よ
く
身
体
が
も
っ
わ
ね
」

「
家
に
帰
つ
で
き
た
ら
、
す
ぐ
パ
タ
ン
キ
ュi

ょ

。
で
も
今
度
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
寺
も
行

か
な
く
ち
ゃ
行
け
な
い
の
か
、
身
体
も
つ
か
な

で
き
な
い
も
ん
」

「
で
も
さ
、
み
ん
な
に
頼
ん
で
あ
る
と
、
頼
ま

れ
た
方
は
、
き
っ
と
誰
か
が
起
こ
し
て
く
れ
る

だ
ろ
う
と
安
心
し
て
、
そ
ん
な
に
責
任
に
感
じ

な
い
け
ど
さ
。
妹
さ
ん
一
人
に
頼
ん
だ
時
は
、

私
が
起
こ
さ
な
く
ち
ゃ
っ
て
真
剣
に
な
る
ん

あ
」「

お
も
し
ろ
そ
う
な
話
し
て
る
な
、
お
父
さ
ん

も
仲
間
に
入
れ
て
よ
」

「
あ
、
ど
う
ぞ
、
い
い
で
す
よ
。
私
た
ち
初
詣
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じ
ゃ
な
い
か
な
」

「
う
う
ん
、
さ
す
が
お
母
さ
ん
だ
ね
。

こ
の
仏

棟
や
神
様
に
何
を
お
願
い
す
る
の
か
つ
て
、
意

外
と
難
し
い
ん
だ
よ
。

だ
っ
て
よ
く
考
え
て
ご

ら
ん
。

仏
様
や
神
様
の
教
え
を
守
っ
て
、
私
た

ち
は
毎
日
暮
ら
し
て
い
る
で
し
ょ
。

だ
っ
た
ら
、

「
そ
う
か
、
す
る
と
一
人
に
頼
ん
で
お
い
た
ほ

う
が
確
実
か
」

「
ま
あ
余
り
い
い
例
で
は
な
か
っ
た
け
ど
ね
。

ど
ち
ら
が
い
い
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ

ょ
。

そ
れ
よ
り
も
い
つ
も
あ
な
た
が
お
参
り
し

て
い
る
お
寺
や
神
社
に
、
心
を
込
め
て
お
参
り

す
る
こ
と
が

一
番
だ
と
思
う
け
ど
な
あ
。

そ
れ

か
ら
こ
れ
が

一
番
大
事
な
ん
だ
け
れ
ど
、
み
ん

な
は
初
詣
の
時
に
何
を
お
願
い
す
る
の
」

「
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
。

成
績
が
上
が
り
ま
す
よ

う
に
と
か
、
運
動
会
で
一
等
に
な
れ
ま
す
よ
う

に
と
か
。

で
も
お
母
さ
ん
は
、
初
詣
は
一
年

間

家
族
み
ん
な
が
、
病
気
も
な
く
け
が
も
な
く
無

事
で
元
気
に
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に
っ
て
、
お
参

り
す
る
た
め
に
行
く
の
よ
っ
て

言
っ
て
た
わ
」

私
た
ち
の
願
い
事
も
、
そ
の
教
え
に
そ
っ
た
も

の
じ
ゃ
な
い
と
お
か
し
い
よ
ね

。

仏
様
や
神
様

に
お
願
い
す
る
の
に

、

そ
の
願
い
事
が
仏
様
や

神
様
が
嫌
が
る
こ
と
だ
っ
た
ら
、
か
な
え
て
も

ら
え
る
は
ず
な
ん
か
な
い
よ
ね
。

だ
か
ら
、
私

た
ち
の
願
い
事
は
、
仏
様
や
神
様
の
教
え
に

そ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、
よ
く
考
え
て
か
ら
し
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な
い
と
だ
め
な
ん
だ
よ
」

「
な
ん
か
難
し
い
な
あ
。

ど
う
い
う
ふ
う
に
考

え
た
ら
い
い
の
で
す
か
」

「
ま
ず
は
、
仏
様
や
神
様
に
し
て
は
い
け
な
い
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「
う
ち
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
っ
て
、
お
願

お
願
い
事
を
考
え
て
み
る
と
い
い
よ
。

和
尚
さ

ん
は

こ
つ
あ
る
と
思
う
ん
だ
。
一
つ
は
時
間
の

い
す
る
わ
」

「
そ
れ
じ
ゃ
、
さ
っ
き
の
条
件
を
二
っ
と
も
お

か
し
て
る
こ
と
に
な
る
じ
ゃ
な
い

。

消
防
自
動

車
が
行
く
以
上
ど
こ
か
が
火
事
で
あ
る
こ
と
は

事
実
な
ん
だ
か
ら
、
事
実
を
変
え
る
こ
と
も
で

き
な
い
し
、
ま
し
て
自
分
の
家
で
あ
り
ま
せ
ん

よ
う
に
っ
て
こ
と
は
、
他
人
の
家
で
あ
り
ま
す
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逆
転
を
願
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
。

そ
し
て
も

う

一
つ
は
他
人
の
不
幸
は
願
っ
て
は
い
け
な
い

と
い
、
つ
こ
と
だ
よ
」

「
時
間
の
逆
転
つ
て
な
あ
にL

「
時
間
を
戻
す
こ
と
、
事
実
を
無
視
す
る
こ
と

な
ん
か
も
入
る
か
な
。

宿
題
が
出
て
い
る
の
に
、

宿
題
が
な
く
な
り
ま
す
よ
う
に
っ
て
祈
っ
た
り
、

全
然
勉
強
し
て
な
い
の
に
、
明
日
の
テ
ス
ト
で

き
ま
す
よ
う
に
っ
て
祈
っ
た
り
す
る
こ
と
も
こ

ょ
、
つ
に
つ
て
こ
と
に
な

っ

て
し
ま
う
で
し
ょ
」

「

そ
う
か
、
時
間
の
逆
転
と
他
人
の
不
幸
を

願
っ
て
い
る
っ
て
こ
と
か
。

で
も
そ
う
し
た
ら

何
て
祈
れ
ば

・い
い
の
。

ほ
か
の
こ
と
な
ん
て
祈

れ
な
い
わ
よ
」

「
そ
う
、
普
通
は
で
き
な
い
よ。
だ
か
ら
い
つ

れ
だ
ね
」

「
う
わ
あ
厳
し
い
ん
だ。

こ
れ
は
困
っ
た
わ
」

「
た
と
え
ば
さ
、
家
に
帰
る
途
中
で
、
消
防
自

動
車
が
自
分
の
家
の
ほ
う
に
走
っ
て
行
っ
た
と

き
、
ど
う
す
る
」

も
は
自
然
で
い
い
の
さ
。

で
も
ね
、
仏
様
や
神

様
の
前
で
お
願
い
事
を
す
る
時
に
は
、
こ
の
こ
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と
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
ん
だ
」

ミ
ー
ち
ゃ
ん
が
不
安
げ
な
顔
で
言
い
ま
し
た
。

「
私
な
ん
て
お
願
い
し
た
ら
い
い
の
か
し
ら
。

ね
ら
っ
て
る
中
学
に
入
れ
る
こ
と
が

一
番
だ
っ

な
1... 「

ミ
ー
ち
ゃ
ん
、
そ
ん
な
人
い
な
い
で
し
ょ
。

自
分
自
身
の
努
力
し
か
な
い
の
。

願
い
事
っ
て
、
い
つ
も
強
く
一
つ
の
こ
と
を
患

い
続
け
て
い
る
と
、

で
も
ね
、
お

た
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
っ
て
よ
く
な
い
わ
よ
ね
」

か
な
う
こ
と
っ
て
多
い
ん

「
そ
う
だ
よ
ね
え
。
ミ
ー
ち
ゃ
ん
が
入
れ
る
つ

だ
よ
」

「

何
、
そ
れ
」

て
こ
と
は
、
誰
か
が
そ
の
分
落
ち
る
っ
て
こ
と

い
い
お
願
い
事
じ
ゃ
な
い
ね
」

お
母
さ
ん
の
お
願
い
事
は
よ

「
ほ
ら
よ
く
流
れ
星
に
お
願
い
事
を
す
る
と
か

な
う
っ
て

言
う
じ
ゃ
な
い
。

あ
れ
は
瞬
間
に
現

れ
て
消
え
て
し
ま
う
流
れ
星
に
、
願
い
事
が
で

い
つ
も
そ
れ
を
強
く
恩
つ
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だ
も
の
ね
。

「
和
尚
さ
ん
、

か
っ
た
の
」

「
そ
う
だ
ね
。
二
つ
の
条
件
に
当
て
は
ま
ら
な

い
し
、
そ
れ
か
ら
家
族
み
ん
な
の
幸
せ
を
願
っ

て
い
る
で
し
ょ
。

と
て
も
い
い
と
思
う
よ
。

欲

を
言
え
ば
、
家
族
だ
け
で
な
く
、
地
球
上
み
ん

な
の
幸
せ
も
お
願
い
す
る
と
完
壁
だ
ね
」

「
私
の
中
学
は
誰
に
お
願
い
し
た
ら
い
い
の
か

き
る
っ
て
こ
と
は
、

て
い
る
っ
て
こ
と
な
ん
だ
よ

L

「
い
つ
も
そ
れ
を
思
っ
て
い
る
っ
て
こ
と
は
、

そ
れ
に
向
か
っ
て
い
つ
も
努
力
し
て
る
っ
て
こ

と
よ
ね
」

「

ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
ね
」



的
月
刊
紙
『
浄
土
』
の
刊
行
、
な
ん
と
か
続

け
て
い
る
と
い
う
現
状
で
し
た
。

編
集
に
も
遺
漏
が
多
く

、

叩
ま
た
校
正
の
ミ
ス
も
相
変
わ
ら
ず
で
し
た

。

出

版
印
刷
を
お
願
い
し
て
い
る
方
々
に
も
、
き
び
し
い
業
界

必
の
昨
今
の
あ
り
ょ
う
の
中
で
、
と
も
か
く
懸
命
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た

。

き
わ
め
て
わ
ず
か

m
の
人
数
で
の
雑
誌
出
版
、
発
送
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な営
み
、
と
も
か
く
『
浄
土
』
の
灯
を
消
す
こ
と
な

灼
く
、
法
然
上
人
績
仰
会
の
六
十
年
に
な
ら
ん
と
す
る
歩
み
を
止
め
る
こ
と
で
は
な
い
と
頑
張
っ
て
き
ま
し

m
た
。

失
敗
や
不
手
際
の
多
い
こ
と
な
が
ら
、

一
歩

一
歩
の
歩
み
を
少
し
ず
つ
進
ん
で
き
た
の
で
す
。

"
。
会
貝
読
者
諸
兄
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
決
し
て
少
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い

似
ず
れ
新
し
く
再
生
出
発
す
る
『
浄
土
』
誌
の
た
め
に
、
ど
う
ぞ
今
後
と
も
暖
か
い
ご
助
成
、
ご
支
援
を
切

~
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
一
ペ
ー

ジ
、
ポ
ッ
カ
リ
あ
い
た
埋
め
草
と
し
て
、
心
よ
り
の
謝
意
に

川
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
の
失
敗
、
失
礼
を
お
註
び
し
て
、
今
後
の
『
浄
土
』

誌
の
発
展
を
共
々
に
願
い
た

似
い
と
思
い
ま
す。

。

新
購
読
会
員
の
ご
紹
介
を

。

。

。

。

。

編
集
子
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と
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教
文
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の
華
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だ
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も
が
知
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い
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こ
と
わ
ざ
か
ら
の
仏
教
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手
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