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毎
朝
の
法
話
が
縁
を
結
ぶ

ま
ず
は
じ
め
に

、

こ
の
た
び
の
晋
山

、

そ
し
て
落
慶
の
こ
と
、
ま
こ
と
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

。

ま

た
本
日
は
貴
重
な
お
時
間
を
本
露
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
さ
い
て
い
た
だ
き

、

ま
こ
と
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す

。

い
ま
、
口
重
な
お
時
間
と
ゆ
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
に
入
っ
て
、
時
間
の
大
事
さ
と
い
う
こ
と
を
、

い
っ
そ
う
強
く
感
じ
ま
す
。

た
と
え
ば
朝
の
勤
行
の
あ
と
、
法
話
を
い
た
し
ま
す
が
、
毎
朝
間
き
に
来
ら

れ
る
方
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

私
も
そ
の
方
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
、
と
も
に
日
課
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
ね
。

そ
の
方
々
た
ち
と
の
機
縁
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。

対
機
説
法
と
い
う
こ
と
。

話
す
側
と
聞
く

側
の
と
て
も
よ
い
関
係
、
そ
ん
な
時
間
を
過
ご
し
ま
す。

毎
朝
必
ず
来
ら
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

。

と

い
う
こ
と
は
講
演
な
ど
よ
り
ず
っ
と
大
変
な
こ
と
で
す。

聴
衆
が
全
然
違
う
方
々
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
じ

話
、
と
い
っ
て
し
ま
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
程
度
同
じ
テl
マ
で
話
せ
ま
す
が
、
聴
衆
が
い
つ

も
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
同
じ
話
が
で
き
な
い
わ
け
で
、
い
ろ
い
ろ
と
法
話
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン

を
考
え
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
お
互
い
に
貴
重
な
時
間
の
な
か
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
少
し
ず
つ
前
に
進
ん
で
い

く
よ
う
に
考
え
な
が
ら
、
お
話
を
し
て
お
り
ま
す

。

お
勤
め
の
あ
と

、

午
前
中
は
ど
う
い
う
嵐
に
お
過
ご
し
に
な
ら
れ
ま
す
か

。

た
く
さ
ん
の
方
と
お
会
い
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
約
束
の
な
い
と
き
は
、
読
書
を
し
ま
す。

い
ま
ま
で

は
、
あ
る
意
味
で
研
究
の
た
め
の
、
つ
ま
り
仕
事
と
し
て
の
読
書
、
あ
る
い
は
資
料
の
読
み
込
み
と
い
っ

た
感
党
で
し
た
が
、
こ
ち
ら
で
は
い
わ
ゆ
る
本
当
の
読
書
、
読
み
た
い
本
を
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
読
む
、

と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

三
祖
さ
ま
の
お
伝
記
な
ど
を
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
で
読
む
、
そ
う
い
う
歪
福

の
時
間
を
過
ご
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
啓
き
物
の
依
頼
な
ど
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
お
約
束
を
ひ

大本山光明寺第一一三 l世智山、Imùl堂務慶
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と
つ
ひ
と
つ
果
た
し
な
が
ら
、
で
す
が

。

長
年
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
学
問
研
究
の
畑
と
は
少
し
遭
う
場
所

、

遣
う
角
度
か
ら
の
m
S
で
す
ね

.

そ
う
い

う
意
味
で
鎌
窟
は
と
て
も
よ
い
環
境
で
す
ね

空
気
が
お
い
し
い
の
で
す

.

山
と
海
、
日
然
の
な
か
に
あ
る

日

分
と
い
う
も
の
を
感
じ
ま
す
。

散
歩
を

し
た
り
、
土
い
じ
り
を
し
た
り
、
そ
う
そ
う
、
た
ま
に
は
午
睡
と
い
う
も
の
を
し
て
み
ょ
う
か
な
ど
と
思

う
の
で
す
が
、
長
年
の
大
学
で
の
習
慣
が
あ
り
ま
し
て
ね
、
な
か
な
か
板
に
つ
か
な
い
。

三
日
坊
主
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
(
笑
い
)
。

ペ
l

ス
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
か
な

.

し
か
し
、
そ
れ
も
ま
た
自
分
の

自
然
体
な
の
で
す
ね

。

無
理
に
の
ん
び
り
し
よ
う
と
し
て
も
仕
方
が
な
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

8 

旅
と
い
う
ζ

と
、

人
生
と
い
う
ζ
と

趣
味
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば、

ど
ん
な
こ
と
が
御
趣
味
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
で
し

ょ
う
か

旅
、
で
す
ね
。
こ
れ
は
背
か
ら
好
き
で
し
た。

イ
ン
ド
へ
の
旅
行
に
は
よ
い
思
い
出
が
あ
り
ま
す

.

何

人
か
の
チ
l

ム
で
釈
尊
の
凶
を
旅
行
し
ま
し
た
。

イ

ン
ド
か
ら
パ
キ
ス
タ
ン

、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
も
通
り

ま
し
た

。

い
ま
で
は
と
て
も
危
険
な
地
域
で
す
ね
。

カ
プ
l

ル
、
イ
ス
ラ
ム
パ
!

ド

、
そ
れ
か
ら
玄
撲
さ

ん
の
通
っ
た
道
。

敦
娘
、
機
蘭
。

も
ち
ろ
ん
パ
l

ミ
ヤ
ン
の
仏
教
遺
跡
も
見
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
ジ
i

プ

を
借
り
た
り
し
て
、
昔
の
ソ
連
へ
。

全
行
程
二
十
四
、
五
日
を
か
け
て
行
き
ま
し
た
。
イ

ス
ラ
ム
に
も
よ

い
印
象
を
も
ち
ま
し
た

。

忘
れ
ら
れ
な
い
旅
行
の
ひ
と
つ
で
す

。

百
聞
は

一
見
に
如
か
ず
、
と
い
い
ま
す

が
本
当
だ
と
思
い
ま
し
た

。

カ
プ
l

ル
で
た
ま
た
ま
散
歩
を
し
て
い
て
、
布
名
な
傑
検
家
ス
タ
イ
ン
の
お

墓
を
み
つ
け
た
り
し
ま
し
た

。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
な
い
発
凡
で
し
た

。

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も

行
き
ま
し
た
し
、
同
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
も
行
き
ま
し
た
が
、
旅
の
来
附
ら
し
さ
は
、
問

じ
所
に



何
度
行
っ
て
も
、
つ
ね
に
新
し
い
発
見
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

旅
と
い
え
ば
、
こ
の
光
明
寺
の
開
山
上
人
で
あ
ら
れ
る
三
祖
さ
ま
も
、
随
分
と
全
国
を
歩
か
れ
て
い
ま
す

ね
.

そ
う
で
す

。

出
雲
か
ら
生
仏
法
師
と
と
も
に
九
州
へ
行
か
れ
た。
二
祖
さ
ま
に
お
会
い
し
て
浄
土
の
宗

袈
を
こ
と
ご
と
く
相
伝
さ
れ
、
芸
州
、
京
都
、
長
野
の
善
光
寺
。
上
野
、
下
野
、
常
陸
、
武
蔵
。
そ
し
て

鎌
倉
。
や
が
て
ま
た
上
洛
し
て
も
う

一
度
、
鎌
倉
に
帰
っ
て
来
ら
れ
た
。
あ
の
時
代
の
旅
で
す
か
ら
、
い

ろ
い
ろ
な
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
に
。
一
二祖
さ
ま
の
偉
業
に
は
頭
が
下
が
り
ま
す。

今
日
は
お
約
束
の
時
間
よ
り
だ
い
ぶ
阜
く
到
着
し
て
し
ま
い
ま
し
て
、
裏
の
天
照
山
に
登
り
三
祖
さ
ま
の

お
墓
ほ
か
歴
代
御
法
主
の
お
墓
に
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

。

何
度
か
お
参
り
し
て
い
る
の
で
す
が

、

天
気
の
よ
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
と
て
も
よ
い
気
持
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
ち
ら
の
大
本
山
は
人

聞
を
萎
縮
さ
せ
な
い
の
で
す
ね

.

権
威
、
戚
厳
と
い
う
点
で
は

、

も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
に

、

な
に
か
優
し
く
包
み
込
ん
で
く
れ
る

、

親
し
み
ゃ
す
い
空
間
感
覚
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
で
し
た
か
。
そ
れ
は
そ
れ
は
。
あ
の
道
の
途
中
か
ら
見
え
る
伽
藍
と
桜
、
そ
の
向
こ
う
の
材
木
座

の
海
、
こ
の
季
節
も
ま
た
な
ん
と
も
い
え
な
い
よ
い
景
色
で
す
。
心
が
附
れ
晴
れ
と
し
て
き
ま
す
。
そ
の

意
味
で
、
今
度
完
成
し
た
閉
山
堂
も
木
造
の
よ
さ
と
い
う
こ
と
を
生
か
し
て
い
ま
す
。
こ
の
鎌
倉
の
大
本

山
の
特
徴
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
て
い
る
。
閉
じ
て
い
か
ず
に
自
然
と
聞
い
て
い
く

。
み
教
え
を
伝
え
る
と

き
も
、
難
し
い
概
念
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
日
常
の
言
葉
で
伝
え
た
い
の
で
す
。

大本山光明寺第一一二世智山、開山蛍浴~
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仏
教
を
現
代
の
言
葉
で

現
代
を
ど
う
見
る
か

。

現
代
を
仏
教
の
ま
な
こ
で
見
る

。

こ
う
い
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

生
き
る
た
め

の
仏
教
、
生
き
る
た
め
の
お
念
仏
を
伝
え
た
い
の
で
す

。

み
教
え
を
狭
く
す
る
こ
と
な
く
、
私
た
ち
が
生

き
て
い
る
現
代
の
汗
柴
で
、
広
く
、
あ
る
が
ま
ま
に
疏
り
た
い

、

伝
え
た
い

。

そ
れ
が
私
の
テ
ー
マ

で
す
.

暗
い
世
相
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
陰
湿
な
人
間
も
憎
唱
え
て
い
る

、

ま
さ
に
そ
れ
が
現
代
の
病
理
の
ひ

と
つ
で
す
が

、

値
ら
こ
そ
救
い
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す

そ
の
答
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
ま
私
は
お
経
の
な
か
に
出
て
く
る
繊
悔
と
い
う
こ
と

を
、
ど
う
読
ん
で
い
く
の
か
、
深
く
考
え
て
い
ま
す
。
広
俄
悔
な
ど
を
も
う

一
度
よ
く
読
ん
で
み
て
い
ま

す
。
初
心
に
帰
る
。

多
感
な
年
代
に
受
け
た
感
動
、
信
仰
の
あ
り
か
た
を
点
剣
に
白
分
に
問
う
た
時
代

、

そ
う
い
う
も
の
を
も
う

一

度
思
い
返
し
て
み
た
い
。

い
ま
私
も
生
か
さ
れ
て
い
る
.

そ
れ
を
ま
さ
に
実
感

と
し
て
伝
え
、
説
い
て
い
く
。

人
は
み
な
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す

。

光
明
手
に
入
っ
た
こ
と
も
、
そ

の
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
の
出
会
っ
た
ひ
と
つ
の
機
縁
で
す

。

一
口
、

一
H

を
大
事
に
す
る
、
お
念
仏
の

生
活
を
大
事
に
す
る
、
そ
う
す
れ
ば
自
然
に
聞
か
れ
て
い
く
、
救
わ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

。



本
日
は
ま

ζ

と
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

で
さ
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
閉
山
堂
を

見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が。

は
い
、
ど
う
ぞ

。

私
が
御
案
内
い
た
し
ま
し
ょ
う

。



お
手元
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大
本
山
善
光
寺
大
本
願

直
属
司
書
玉

こ
の
度
は
大
本
山
光
明
寺
犠
祖
師
堂
落
慶
並
に
宮
林
法
主
台
下
の
御
晋
山
誠

に
お
め
で
と
う
存
じ
ま
す
。
宮
林
台
下
は
長
野
市
の
近
く
の
更
埴
市
長
福
寺
の

お
生
れ
で
高
校
は
長
野
の
北
高
で
学
ば
れ
た
由
、
私
ど
も
の
大
本
願
と
は
そ
れ

以
前
か
ら
の
永
い
御
緑
が
あ
っ
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

だ
い
ね
ん

即
ち
先
生
の
御
組
父
符
林
大
廉
上
人
は
大
正
年
間
か
ら
附
和
初
期
に
か
け
て

近
郷
き
つ
て
の
名
術
教
師
で
い
ら
れ
、
大
本
願
の
先
々
代
大
宮
上
人

(第
行
ト

九
世
善
光
寺
上
人
)
御
脱
修
の
折
に
は
御
巡
錫
の
各
地
で
い
つ
も
御
代
説
を
担

当
さ
れ
た
と
承
っ
て
お
り
ま
す

。

昭
和
十
六
年
横
浜
大
光
院
に
移
ら
れ
浄
土
宗

の
教
線
拡
張
に
尽
力
せ
ら
れ
、
そ
の
蕪
向
を
受
け
ら
れ
た
宮
林
先
生
も
(
御
法

主
認
証
ま
で
の
お
若
い
時
代
に
つ
い
て
は
失
礼
な
が
ら
先
生
と
お
よ
び
申
上
ま

す
)
こ
こ
を
本
拠
と
し
て
専
ら
宗
学
の
研
鏑
を
積
ま
れ
大
正
大
学
教
授
の
か
た

わ
ら

一
般
信
徒
へ
の
教
化
に
も
努
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た。

昭
如
2

4

ト
八
年

一
隙
上
人
が
第
円
4
4

ト
位
法
主
に
就
任
の
後
は
n

本
に
円
由
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化
の
波
が
お
し
ょ
せ
国
際
交
読
も
盛
ん
と
な
り
、

-

一
隙k
人
に
も
海
外
か
ら
の

招
請
が
ふ
え
ハ
ワ
イ
開
教
区
で
の
五
重
相
伝
や
点
珠
湾
戦
没
者
慰
霊
法
要
、
台

湾
北
投
善
光
寺
へ
の
御
親
修
な
ど
に
は
先
生
に
も
お
忙
し
い
大
学
勤
務
の
問
を

ぬ
っ
て
御
問
道
勧
戒
師
等
お
勤
め
頂
き

一
一
棟
上
人
は
砧
も
頼
り
と
し
て
い
ら
れ

ま
し
た
。
私
も
亦
作
山
後
は
じ
め
て
丘
直
相
伝
を
つ
と
め
た
(
手
成
卜

一
年
大

本
願
)
時
に
も
宮
林
先
生
に
行
き
届
い
た
御
勧
成
を
し
て
頂
き
心
か
ら
感
謝
し

て
居
り
ま
す
。

善
光
寺
で
は
近
年
ま
で

一
日
た
り
と
も
正
副
住
職
が
揃
っ
て
お
寺
を
関
守
に

す
る
事
は
山
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
時
流
の
変
化
と

一
隙
t

人
の
御
尽
-
Mに
よ
り

年
に
一
度
ぐ
ら
い
は
揃
っ
て
旅
も出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

.

平
成
元
年
宮

林
先
生
並
に
法
類
の
方
々
の
お
世
話
で
訪
台

「
日
華
仏
教
文
化
交
涜
」
の
七
日

間
の
旅
に
副
住
職
の
私
も
始
め
て
お
伴
で
き
た
の
は
来
し
い
忠
い
出
で
ご
ざ
い

ま
す
。

こ
の
他
行
み
ま
す
と
重
々
無
尽
の
法
線
に
恵
ま
れ
誠
に
釘
が
た
く
感
謝

の
こ
と
ば
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
.
御
法
主
に
な
ら
れ
で
も
相
変
ら
ず
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
上
げ
ま
す
。

法
主
台
下
の
御
健
勝
と
大
本
山
光
明
与
す
の
ま
す
ま
す
の
御
発
展
を
祈
念
申
上

げ
て
お
り
ま
す
.

13 
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こ
と
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こ
の
度
、
河
与
に
お
い
て
は
永
年
の
懸
案
で
あ

っ

た
開
山
蛍
の
再
建
が
成
り
、
合
め
て
附
凶
棟
の
建
設
、

境
内
の
大
改
修
な
ど
も
終
了
し
ま
し
た

。

平
成
八
年
度
よ
り
取
り
掛
か
っ
た
総
合
点
検
整
備

社
両
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
第

4

則
の
総
川
な

ら
び
に
山
門
の
補
修
と
大
消
婦
、
駐
市
場
の
全
而
改

修
等
と
併
せ
て
、
前
後
七
年
に
及
ぶ
大
計
画
の
ハ
ー

ド
の
部
分
は
終
f

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た

。

勿
論
ソ
フ
ト
面
の
論
調
凶
は
ま
だ
ま
だ
残
り
ま
す

が
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
は
m
い
て
、
閉
山
良
忠
上
人
御

生
誕
八
百
年
記
念
と
い
う
目
的
を
果
た
し
、
来
る宗

祖
法
然
上
人
八
百
年
の
大
述
忌
を
お
迎
え
す
る
基
盤

が
整
っ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

思
え
ば
本
事
業
に
寄
せ
ら
れ
た
全
同
か
ら
の
央
大

な
る
ご
支
援
、
陰
陽
に
亘
る
無
祉
の
ご
協
力
に
対
し

ま
し
て
、
こ
こ
に

一
山
挙
げ
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す

.

こ
の
間
に
第
円
十

一
世
法
主
戸
松
皆
点
台
下
の
ご

選
化
を
見
、
第
百
十
二
世
法
主
に
は
宮
林
昭
彦
台
下

の
ご
汗
官
邸
を
飼
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
叫
u
山
式
は

恨
業
が
完
結
し
て
か
ら

と
の
、
A
H
Fの
切
な
る
お
心

馳
せ
も
あ
っ

て
、
平
成
ト
阿
年
五
月
二
十
二

日
に
落

腹
式
と
晋
山
式
を
続
け
て
挙
行
す
る
運
び
と
な
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

本
誌
ご
山
市
l

川
に
お
か
れ
て
は
こ
の
機
会
に

『光
明

寺
特
別
号
』
を
先
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
%
山

の
縁
起
、
開
山
上
人
の
こ
と
な
ど
を
と
、
執
筆
の
ご

依
頼
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
内
ハ
に
不
敏
足
ら
ざ
る
荷

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
引
き
受
け
い
た
し
ま
し
た。

ま
ず
主
題
に
就
い
て
思
い
ま
す
こ
と
は
、
附
和一
一
一

ト
七
年
四
月
じ
日
発
行
の
「浄
土
宗
神
奈
川
教
区
寺

院
誌
」

に
、
時
の
当
ぷ
第
百
八
世
大
野
法
道

A
H
Fが

織
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
依
拠
と
さ
せ

品
え
ん

て
前
き
、
敷
桁
し
て
記
述
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た

。

閉
山
上
人
の
お
呼
び
名
に
つ
い
て
は
、
大
方
ご
承

知
の
通
り
、
必
主
禅
師
然
阿
良
忠
上
人
と
巾
し

k

げ

る
べ
き
と
こ
ろ
、

a

n
し

て
k

人
で
過
し
ま
す

。

上
人
は
山
打
見
同
〈品
娘
県
)
那
賀
郡
三
隅
庄
に
正

治
元
年
(

一
一
九
九
)
七
月
に
生
ま
れ
、
性
鋭
敏
に

・1

・g

し
て
強
記
、
卜
L
ハ
践
で
得
度
さ
れ
て
か
ら
時
代
の
削
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学
諸
師
に
就
い
て
天
台

・

倶
舎
・

真
言
等
を
学
び
、

つ
い
で
奈
良
興
福
寺
勝
願
院
の
良
遍
に
つ
い
て
法
相

を
、
道
元
に
神
を
、
律
を
-
M涌
寺
に
と
い
う
よ
う
に

修
学
を
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
嘉
禎
二
(
一二
三
六
)
年
に
福
岡
県
八

友
市
に
あ
る
天
福
寺
に
お
い
て
、
浄
土
宗
第
二
祖
型

光
房
弁
長
上
人
に
つ
い
て
師
弟
の
約
を
結
び
沖
上
宗

の
第
三
祖
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す

。

そ
の
後
、
芸
州
(
広
島
)
、
京
都
、
信
州
(
善
光

ζ
う
ず
け

し
も
つ
吋

ひ
た
ち

寺
)
、
上
野
(
群
馬
)
、
下
野
(
栃
木
)
、
常
陸
(
茨

U
古
し

減
)
、
武
蔵

〈
さ
い
た
ま
)
等
に
教
え
を
弘
め
、
そ

日
う
む

ら
a
・3

の
問
、
報
夢
妙
五
十
余
帖
と
い
わ
れ
る
多
く
の
著
述

を
な
さ
れ
ま
し
た
。

'u
ua
mw重
ヲ令
戸、

大
野
台
下
の
ご
記
述
に
よ
る
と
、
日
胤
後
に
下
総

(
千
葉
〉
か
ら
鎌
合
に
移
ら
れ
た
の
は
正
元

二

(
一

二
六
O
〉
年
三
月
か
ら
六
月
(
文
応
元
年
、
改
元
)

の
初
旬
の
頃
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

丁
度
、
大
仏
さ
ま
を
鋳
造
す
る
た
め
に
動
い
て
お

か
ん
じ
ん
u
u
"

・3
2

‘
ぅ

ら
れ
た
勧
進
唱
の
浄
光
を
訪
ね
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ

た
吋
担
い

の
時
の
道
中
の
様
子
は
、
門
弟
共
々
竹
笈
を
し
よ
い

16 

多
く
の
馬
に
荷
を
お
わ
せ
、
馬
の
口
を
引
い
て
来
る

の
で
道
行
く
人
は
唖
然
と
し
て
振
り
返
っ
た
と
伝
え

ら
れ
ま
す

。

上
人
が
鎌
倉
に
入
ら
れ
た
理
由
は
そ
れ
程
定
か
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
九
州
で
二
祖
よ
り
法
を
伝
え
ら
れ
た
時

惜
3

と
ひ
拘
ん
ご
ん

の

『
説
が
思
を
報
ぜ
ん
と
欲
せ
ば
、
郡
部
述
近
を
い

と
わ
ず
浄
土
の
教
え
を
弘
め
よ
』
と
い
う
お
言
葉
が

大
き
く
影
響
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

何
は
と
も
あ
れ
沖
土
型
の
好
意
に
よ
っ
て

一
一
切
が

し
つ
ら
え
ら
れ
、
弟
f

述
は
市
中
に
お
い
て
山
活
を

営
み
、
作
物
を
育
て
そ
れ
を
売
る
な
ど
し
て
生
活
し

つ
』
念
仏
伝
弘
に
努
め
ら
れ
た
と
伝
え
ま
す
。ぱた

上
人
六
ト
ニ
践
の
頃
で
、
後
々
永
く
記
E

・
品
と
か

a
 

記
主
菜
、
記
主
大
掛
と
い
う
名
m
mり
が
民
然
の
n
伝

え
に
う
た
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

慶
安
版
の
然
阿
上
人
伝
に

「
そ
の
後
鎌
倉
に
入
り

初
め
大
仏
作
に
住
し
、
後
に
佑
只
寺
に
住
す
」
と
あ

り
ま
す

.

悟
真
寺
と
い
う
の
は
、
U
Z
L
8

・

9
か
・

2

武
蔵
前
の
司
建
立
し
、
佐
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す
吋
が
や
っ

介
谷
に
在
り
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
も
危
お

武
蔵
前
司
と
い
う
の
は
北
条
朝
出
と
巾
す
人
で
、

つ
ね
と
宮

通
常
光
明
寺
の
附
基
と
い
わ
れ
る
北
条
純
時

〈第
四

代
執
権
〉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
.

大
野
台
下
の
記
述
に

よ
れ
ば
、
良
忠
上
人
ご
在
世
の
頃
佐
介
谷
に
あ
っ
た

忽
ご
え

の
は
梧
真
寺
で
あ
り
、
後
目
、
名
越
に
在
っ
た
蓮
華

寺
に
悟
真
寺
が
併
合
さ
れ
、
今
日
の
蓮
華
寺
跡
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
、
そ

う
い
う
推
測
に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す

。

執
権
筋
肉
代
の
北
条
経
時
の
法
名
は

「漣
裕
寺
搬

安
来
大
仰
定
門
」
と
い
わ
れ
、
A
Iは
光
明
手
の
裏
山

に
あ
る
歴
代
御
刷
所
に
供
益
培
が
移
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
経
時
は
蓮
華
寺
の
開
基
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
悟
真
寺
が
併
合
さ
れ
た
時
、
そ
の
ま
』
開
基
と
し

て
受
け
継
が
れ
、
蓮
華
寺
と
改
む
と
い
う
時
に
も
、

そ
の
ま
』
で
光
明
寺
の
開
基
と
さ
れ
た
と
考
え
る
の

が
史
実
に
即
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す

。

並
稽
与
が
創
山
崎
さ
れ
た
の
は
仁
治
元
こ
ニ

阿
O
)

年
と
い
わ
れ
、
北
条
経
時
が
関
わ
り
を
も

っ

て
伝
え

ら
れ
る
所
に
矛
前
は
な
い
と
思
い
ま
す

。

上
人
が
光
明
寺
に
止
錫
の
年
限
は
、
そ
れ
か
ら二

十
七
年
、
弘
安
卜

年

(
一
二
八む
)
じ
月
六
日
、
八

ト
九
歳
の
ご
入
寂
ま
で
続
き
ま
し
た.

七
人
の
主
た
る
許
述
活
動
は
大
変
有
名
で
あ
り
ま

す
が
、
宗
乗
の
専
門
分
野
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
こ
の
際
割
愛
さ
せ
て
聞
き
ま
す
。

し
か
し
、
そ

の
活
動
に
対
し
ま
し
て
永
仁
元
(
一
二
九
三
)
年
伏

見
天
皇
よ
り

「記
主
榔
師
」

の
勅
識
が
あ
り
ま
し
た

こ
と
は
、
正
に
特
記
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。

さ
て
当
寺
は
そ
の
後
の
明
応
四

〈
一
問
九
五
)
年

第
九
代
観
啓
柿
栄
七
人
の
時
、
後
七
御
門
天
皇
よ
り

勅
願
所
の
倫
円
を
受
け
、
ま
た
、
ト
夜
法
要
指
修
の

勅
汗
を
得
て
現
在
は
十
月
卜

ニ
日
よ
り
十
五
日
ま
で

の
問
に
厳
修
し
、
十
夜
法
要
は
本

宗
々
定
の
大
法
要

と
し
て
全
国
で
奉
修
さ
れ
る
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
お
り
ま
す
。

な
お
当
与
は
武
門
と
の
関
り
が
漉
く
、
初
め
は
鎌

倉
都
府
と
、
次
い
で
徳
川
幕
府
と
は
家
康
を
介
し
て

関
東
本
山
の
呼
称
や
檀
林
の
位
世
づ
け
、
寺
領
や
御

朱
印
百
行
の
下
賜
な
ど
が
あ
り
、
万
治
二

(
一
六
五
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む
つ
的
〈

r
い
わ

き
は

A

九
)
年
に
は
陸
奥
州
桝
城
部
主
内
藤
家
の
入
制
・
一
.

百
石
の
寄
贈
な
ど
が
あ
り
ま
し
た。

内
藤
家
は
そ
の

ひ
ゅ
う
が

後
日
向
国
延
向
に
転
封
さ
れ
ま
し
た
が
、
明
治
維
新

ま
で
、
枝
藩
湯
長
井
内
藤
家
と
共
に
有
力
阻
家
と
し

て
、
現
に
大
規
棋
な
大
名
墓
地
を
遺
し
て
お
り
ま
す。

大
正
卜
二
年
の
大
波
災
で
多
く
の
堂
宇
が
大
破
ま

た
は
倒
岐
し
ま
し
た
が
、
こ
の
度
の
端
康
式
を
も
っ

て
ほ
ぼ
完
全
に
立
ち
直
っ
た
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

昭
和
三
十
(
一
九
五
五
)
年

三
祖
良
忠
上
人
の
御

遺
跡
地
と
し
て
、
そ
の
巾
結
と
規
模
を
も
っ
て
大
本

山
に
昇
格
し
、
以
来
名
尖
と
も
に
発
展
を
続
け
て
お

る
昨
今
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
当
寺
に
参
拝
さ
れ
る
皆
さ
ん
の
印
象
は

、

一

犠
に
開
放
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

寺
が
特
に
そ
う
あ
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
わ
け
で

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
ら
し
い
の
で
す
。

か
つ
て
作
家
の
安
阿
篤
子
さ
ん
が
、
ごn
分
の
体

験
か
ら
、
昔
は
浄
t
宗
の
学
問
所
で
あ
っ
た
と
か
、

関
東
十
八
倍
林
の
筆
顕
で
あ
っ
た
と
か
を
示
す
石
柱

や
、
関
東
最
大
級
と
い
わ
れ
る山
門
な
ど
を
ご
覧
に

な
っ
て

司
こ
の
ど
ち
ら
も
威
厳
そ
示
す
も
の
と
い
え

ば
い
え
る
が
、
少
し
も
権
威
的
に
映
ら
な
い。

も
ち

ろ
ん
安
っ
ぽ
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
と
っ
て
も

親
し
み
ゃ
す
い
寺
だ
。

広
々
と
し
た
境
内
に
は
ソ
テ

ツ
が
梢
え
ら
れ
、
市
同
ム
l

ド
さ
え
漂
っ
て
い
る
」

と
A

い
て
お
ら
れ
ま
す
。

私
た
ち
は
、
そ
の
開
般
的
で
あ
る
と
い
う
特
長
は

是
非
長
く
持
た
せ
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
当
寺
は
浄
土
宗
の
大
本
山
で
あ
り
ま
す。

万
人
普
益
と
い
わ
れ
る
大
慈
悲
阿
弥
陀
知
来
織
を
本

n
n
b
と

郎
と
匁
め
る
与
で
あ
り
ま
す

。

そ
の
大
本
で
あ
る
本

山
が
閉
鎖
的
で
あ
る
と
か
、
山
市J

首
し
い
な
ど
と
い
わ

れ
て
は
困
り
ま
す
。

こ
の
寺
が
学
問
寺
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
は
た
ら

き
を
し
て
来
た
の
は
歴
史
の
官
実
で
す

。

そ
れ
は
お

坊
さ
ん
の
益
成
と
い
う
、
つ
ま
り
学
校
の
使
命
を
ね

わ
さ
れ
て
い
た
側
面
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
前
面
に
剖

わ
れ
て
、
取
り
つ
く
島
が
無
い
と
い
う
よ
う
で
は
い

け
ま
せ
ん

。

寺
の
使
命
は
衆
生
の
救
済
で
あ
り
ま
す

の
で
、
取
り
つ
き
易
い
、
開
般
的
で
あ
る
と
い
う
こ

18 
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と
こ
そ
大
切
で
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
を
守
り
続
け
て

来
た
か
ら
こ
そ
、
皆
さ
ん
に
開
般
的
だ
と
見
え
る
の

で
し
ょ
う
。

私
た
ち
は
そ
う
思
わ
れ
る
こ
と
を
無

k

の
向
び
と

感
じ
て
お
り
ま
す
。

も
う

一
つ
大
切
な
こ
と
は
、
こ
の
守
が
念
仏
宗

(
浄土
宗
)
の
本
山
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す

。

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
仏
の
御
名
を
称
え
る
と
い
う

の
が

教
え
は
、
誰
で
も
が
死
ぬ
と
い
う
、
つ
い
に
逃
れ
え

ぬ
死
に
w
Y々
と
立
ち
向
か
っ
て
い
く
身
心
の
榊
え
と

態
勢
を
支
え
る
h
づ
け
で
あ
り
、
品
則
は
悲
恋
深
き

ア
ミ
ダ
如
米
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
き
胞
え
て
頂
け
る
と

い
う
安
峨
の
思
い
の
収
純
で
あ
り
ま
す
。

上
人
が
こ
こ
に
配
意
さ
れ
た
事
実
が
あ
り
ま
す
。

『
勅
修御
伝
』
(四
十
八
巻
伝
)
と
い
う
宗

祖
法
然

上
人
織
の
最
も
権
威
あ
る
御
伝
記
の
中
の
、
第
四
十

六
巻
を
ひ
も
と
く
と
、
然
阿
弥
陀
仏
と
い
っ
て
k

人

に
関
す
る
記
述
を
比
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
雄
前
て

(
7
4じ
六
)
年
上
人
じ
卜
じ

践
の
時
、
主
体
を
鞭
打
っ
て
ぷ
に
上
ら
れ
、
ど
れ
身

が
伝
承
さ
れ
た
宗
義

(信
仰
)
の
正
確
さ
を
確
め
合

わ
さ
れ
た
官
突
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す。

d
r成
三
(
.
九
九

・

4
)年
第
ご
.

刷
先
行
で

枚
起

J
文
の
こ
こ
ろ
』

に
お
い
て
、
附
川
上
寺
前
の
御
法
主

依
藤
堂
恭
俊
A
H
Fは
、
そ
の
乃
の
巻
末
年
・
去
に

『挫

治
二
年
七
卜
八
歳
九
月
、
慈
心
・
礼
阿
の
特
請
を
受

け
京
都
に
移
る

。

在
京
中
源
智
門
下
の
蓮
寂
房
信
慾

つ
じ

と
赤
築
地
に
会
合
す
』
と
注
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

4

一
組
織
か
ら
受
け
継
が
れ
た
法
然
t

人
の
み
教
え

の
小
限
、
こ
れ
を

『
念死
念
仏
』
と
ポ
知
し
た
内
証

を
舵
め
る

。

こ
の
こ
と
が
k

人
を
し
て
い
爪
に
￡
ら
せ

た
似
同
で
あ
っ
た
と
、
私
は
そ
う
思

っ
て
い
ま
す
。

学
問
を
超
越
し
た
日
仰
の
世
界
で
の
決
打
、
こ
れ

が
当
山
を
開
放
的
と
さ
せ
る
根
底
に
あ
る
と
見
る
の

は
考
え
過
ぎ
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。
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.表紙の曾.・

3Jた
安
う
ね
の

鈴木奈緒

作者は世阿弥。 春の春日の里に
う ねめ

くりひろげられた采女の悲恋の能

である。

采女とは、天皇の食事に侍った

女官で、容貌美しく、賢い女性が

選ばれたとされる。

春日神社に参詣の僧は、境内で

木を植えている女性に会う 。 その

ひとは僧を猿沢の池に案内して、

天皇に恋し、やがてその龍愛のう

すれたのを悲しんでこの池に身を

投げた采女の話をし、自分はその

采女の幽霊だと告げて消える。

僧が回向しているとやがて宮中

での正装の采女の盆が現れて回向

を謝し、采女の死をあわれんだ天

皇の和歌を詠ずる。

主
5・

し

の
悲
沢
ぞ
猿
る
を
見
髪
と
れ
諜
た

玉

ぐ
の
寝
池

4
M
 

こ

子
制妹拘五

回

なおも回向をたのみながら男子

に変成して成仏し、国土安穏を寿
じ a

ぎ序の舞を舞いながら猿沢の池に

姿を消す。

プロフィール 1947年三岸節子先生に師事
1950年女流画家鎗会展 H婦人賞受賞
1983年秋務会屡女流会長賞受賞
1994年秋務会康文部大臣賞受賞

個展23回開催
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よ
き
人
に
め
ぐ
り
あ
い
、
優
し
く
あ
た
た
か

く
導
か
れ
れ
ば
、
人
間
は
必
ず
変
わ
る
と
信
じ

て
い
ま
す

。

一、

法
然
上
人
の
願
い

心に残る名 1Mたち

私
の
所
属
す
る
前
進
座
は
創
立
七
十

一
年
目

を
迎
え
る
古
い
劇
団
で
す
。

そ
し
て
歌
舞
伎
や

時
代
劇
な
ど
、
日
本
の
歴
史
や
伝
統
を
扱
っ
た

芝
居
ゃ
つ
く
り
を
中
心
に
し
て
き
ま
し
た

。

歴
史

の
中
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

私
た
ち
の
祖
先
は
た
く
さ
ん
の
貴
い
遺
・
涯
を
子

孫
の
た
め
に
残
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
は
日
本
の
よ
い

伝
統
を
大
切
に
し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

目
先
ば
か
り
の
新
し
さ
、
西
洋
的
な
も
の
ば
か

り
を
追
い
ま
わ
し
て
、
自
分
の
祖
先
た
ち
の
す

ば
ら
し
さ
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
痛

感
し
ま
す

。

今
の
道
徳
の
乱
れ
や
恐
ろ
し
い
犯

罪
は
、
実
は
そ
の
こ
と
に
深
い
関
係
が
あ
る

よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
考
え
か
ら
出
発
し
て
、
私
た
ち

は
日
本
の
心
を
つ
く
り
出
し
た
仏
教
に
関
心

を
深
め
て
い
き
ま
し
た

。

そ
し
て

『
天
平
の

袈
』
に
は
じ
ま
り
、

『親
鷺
』
『日
蓮
』
『
法
然
』

『
空
海
』
『
蓮
如
』

と
、
仏
教
を
テ
i

マ
と
し

た
劇
を
上
演
し
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

私
は
『
親
鷺
』

の
と
き
に
台
本
協
力
と
し

て
参
加
し
、
そ
の
師
・
法
然
上
人
に
出
逢
い

ま
し
た
。

「
日
本
に
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
人
が

い
た
の
か
:
:
:
」

と
熔
唄
し
ま
し
た
。

そ
れ

で
、
『
法
然
上
人
劇
』
が
企
画
さ
れ
た
と
き
、

「
こ
の
劇
だ
け
は
私
に
占
か
せ
て
く
れ

」
と
申

し
出
ま
し
た
。

混
迷
、
殺
伐
と
し
た
現
代
に
生
き
て
い
る

人
び
と
に
、
法
然
上
人
の
心
を
伝
え
る
こ
と

が
、
伺
よ
り
も
時
機
相
応
の
仕
事
だ
と

信
じ

た
か
ら
で
す
。
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し
か
し
、
ど
ん
な
正
し
い
教
え
で
も
理
論
で

解
説
し
た
だ
け
で
は
た
り
な
い

。

人
情
に
も
訴

え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
老
若
男
女
幅
広
い
人
び

と
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
患
い

ま
し
た
。

そ
こ
で
浄
土
宗
の
先
生
方
を
訪
ね
歩

い
て
私
の
思
い
を
怒
直
に
話
し
、
教
え
を
う
け

ま
し
た
。

法
然
上
人
生
涯
の
進
路
を
決
め
た
の
は
、
勢

至
丸
と
呼
ば
れ
て
い
た
九
才
の
時
に
、
敵
の
夜

討
ち
を
う
け
て
、
ハ
メ
の
漆
間
時
国
が
倒
さ
れ
た

事
件
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「か
た
き
を
恨
ん
で
は
な
ら
な
い

。

も
し
恨
み

を
も
っ
て
敵
を
討
て
ば
、
敵
の
子
は
ま
た
お
前

を
仇
と
狙
い
、
争
い
は
い
つ
ま
で
も
続
い
て
い

く
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
も
私
の
菩
提
を
弔
い
、

人
と
し
て
の
ま
こ
と
の
道
を
求
め
て
生
き
よ

」

|
|
。

す
ば
ら
し
い
言
葉
で
す

。

今
、
世
界
中

の
す
べ
て
の
人
び
と
に
伝
え
た
い
思
い
で
す

。

し
か
し
、
私
は
父
の
遺

言
と
共
に
、
夫
を
失

24 

い
、
た
だ

一
人
の
わ
が
子
と
も
別
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
、
悲
運
の
母
へ
の
慕
情
も

深
か
っ
た
に
違
い
な
い
と
想
像
し
ま
す

。

こ

ん
な
話
が
あ
る
ん
で
す
。

幼
い
勢
至
丸
と
別
れ
て
か
ら

、
そ
の
お
母

さ
ん
は
雨
の
日
も
風
の
日
も
必
ず
街
道
に
出

て
、
辻
堂
の
脇
の
石
燈
縄
に
灯
を
点
し
て
、

遠
い
都
の
空
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
わ
が
子
の
無

事
を
祈
り
ま
し
た
。

法
然
さ
ま
の
晩
年
の
こ
と
で
す
が
、
弟

子

が
お
上
人
の
像
を
作
り
た
い
と
願
う
と
、
ふ

と
こ
ろ
か
ら
古
い
手
紙
の
束
を
取
り
出
し
て

作
ら
せ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す

。

そ
れ
は
、

幼
い
頃
に
別
れ
た
母
か
ら
の
手
紙
だ

っ
た
の

で
す
。

何
十
年
も
の
問
、
ず

っ
と
肌
身
離
さ

ず
身
に
つ
け
て
、
母
と
い
っ
し

ょ
に
念
仏
を

称
え
続
け
て
き
た
の
で
す

。

人
間
法
然
の
あ

た
た
か
さ
と
、
そ
の
あ
た
た
か
い
心
か

ら

生

れ
た
浄
土
宗
が
、
い
か
に
情
愛
に
あ
ふ
れ
た
、



心に~~る名1Mたち

血
の
通
っ
た
教
え
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、

誰
に
で
も
わ
か
る
よ
う
に
示
し
た
話
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
.

法
然
上
人
は

一
生
父
母
の
こ
と
を
忘
れ
な
か

っ
た

。

そ
の
父
母
は
死
ぬ
ま
で
わ
が
子
に
限
り

な
い
愛
情
を
そ
そ
ぎ
続
け
ま
し
た。

で
す
か
ら

私
は
、
浄
土
宗
の
教
え
は
、
予
を
思
う
父
母
の

益
愛
の
心
か
ら
生
れ
た
と
解
釈
し
て
、
劇
を
創

っ
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
熊
谷
店
突
が
訪
ね
て
来
て
、
殺
生
の

罪
を
悔
い
、
救
い
を
求
め
る
話
も
有
名
で
す
が
、

熊
谷
は
n

分
一
人
の
助
け
を
願
っ
た
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
.

そ
の
胸
中
は
、
戦
場
で
倒
れ
た
ぷ

の
魂
、
似
み
を
の
ん
で
死
ん
で
い
っ
た
敵
の
淀

は
、
い
っ

た
い
ど
こ
を
さ
ま
よ

っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
:
:
:.

敵
味
β
幾
万
の
霊
魂
を
敬
う
法

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
:
:
:。

と
い
う
思
い
で
い

っ
ぱ
い
だ
っ
た
ろ
う
と
・
製
せ
ら
れ
ま
す
。
熊
谷

の
苫
悩
に
対
し
て
l
l

、
幼
い
.
切
に
父
を殺
さ

れ
、
川
町
と
悲
し
い
別
れ
を
し
た
法
然
さ
ま
が

な
ん
と
お
符
え
し
た
だ
ろ
う
か
:
・
.

私
は
知

思
院
の
御
廟
の
前
で
ず
い
ぶ
ん
与
え
ま
し
た
。

い
〈
書

人
間
同
志
が
憎
み
あ
い
殺
し
あ
う
戦
争
の

な
い
、
平
和
な
世
の
中
を
相
来
し
よ
う

。

そ

の
た
め
に
も
、
人
間
す
べ
て
の
し
あ
わ
せ
へ

の
願
い
が
こ
め
ら
れ
た
本
願
の
念
仏
を
、

日

本
の
す
み
ず
み
ま

で
拡
め
よ
う
。
そ
れ
が
法

然
上
人
の
生
涯
の
願
い
で
は
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
:
:
:。

私
は
こ
れ
か
ら
も
、
法
然
上
人
の
や
さ
し

さ
と
あ
た
た
か
さ
を
九
州
り
続
け
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す

。

一一、

鑑
真
利
上
の
決
怠

前
進
路
は
丘
月
十
六
日

か
ら
て
ト
六
日

海
、

東
京
の
同
立
劇
場
で
.
n

本
と
中
国
の
文

化

交
疏
に
は
か
り
し
れ
な
い
貢
献
を
さ
れ
た
店

25 



の
名
僧
鑑
真
和
七
来
日
一
二
五
O
年
を
記
念
し

て
、
井
上
靖
原
作
『
天
平
の
聾
』
を
上
演
い
た

し
ま
す
。

占
代
行
本
は
仏
教
を
支
柱
と
し
て
新
し
い
同

づ
く
り
を
め
ざ
し
て
い
ま
し
た

.

大
陸
の
文
化

か
ら
学
ぼ
う
と
幾
度
も
遣
唐
船
を
派
遣
し
ま
し

た
が
、
大
海
を
渡
る
こ
と
は
生
死
を
賭
け
た
官

険
を
伴
い
ま
す
。

A
Iを
去
る

一
二
じ

O
年
も
の
昔
、
若
手
留
学

削
た
ち
が
H
H
3の
ぷ
に
燃
え
て
船
出
し
ま
す
.

k

う
え
い
ふ

a
a
v

げ
ん
ろ
う
か
い
噛
今

栄
叡
、
普
照
、
玄
朗
、
成
融
の
四
人
で
す
。

店

に
た
ど
り
着
い
た
か
れ
ら
は
、
日
本
の
仏
教
を

正
し
く
導
く
立
派
な
律
師
を
求
め
て
各
地
を
漂

泊
し
、
よ
う
や
く
鑑
真
和
k

に
出
会
い
ま
す

。

だ
が
、
和
t

の
大
勢
の
弟
子
の
う
ち
、

「
日
本

へ
行
こ
う
」
と

足
っ
て
く
れ
る
も
の
は
誰

-

人

出
て
き
ま
せ
ん

。

こ
の
時
の
鑑
真
和
k

の
3
葉

が
す
ば
ら
し
い
ん
で
す

。

M
&・7
ま
ん

「法
の
た
め
で
あ
る

。

た
と
え
砂
漫
た
る
治
梅

26 

が
隔
て
よ
う
と
も
、
使
命
を
惜
し
む
べ
き
で

は
あ
る
ま
い

。

誰
ぞ
行
く
者
は
な
い
か

。

お

前
た
ち
が
行
か
ぬ
な
ら
、
私
が
行
く
こ
と
に

し
よ
う

」
|
|

胸
が
ゆ
さ
ぶ
ら

れ
涙
が
出
て

き
ま
す

。

ま
た
、
和
上
と
九
日
年
伯
た
ち
の
心
の
ふ
れ

あ
い
が
、
と
て
も
美
し
い
ん
で
す

。

(
普
照
が

d
e
-
-
A
7

・
』
今

洛
陽
の
都
で
知
り
合
っ
た
業
行
と
い
う
僧
の
、

ひ
た
す
ら
写
経
に
専
念
す
る
資
も
印
象
に
残

り
ま
す
)

だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
附
出
に
阻
ま
れ
て
訪

日
の
夢
は
な
か
な
か
実
現
し
ま
せ
ん

。

成
融

は
托
鉢
を
し
な
が
ら
広
大
な
山
谷
を
歩
き
た

い
と
去
っ
て
行
き
、
玄
朗
は
僧
次
を
脱
い
で

小
川
の
良
性
と
の
愛
に
生
き
、
激

し

い
情
熱

と
行
動
A

で
み
ん
な
を
ひ

っ
ぱ
っ

て
き
た
栄

叡
ま
で
も
過
労
の
た
め
に
病
死
し
て
し
ま
い

ま
す

。

残
さ
れ
た
の
は
普
照
た
だ

一
人
で
す

。

普
照
は
栄
叡
の
冶
忘
を
受
継
ぎ
、
遂
に
目
的



を
果
し
ま
す

。

留
学
制
た
ち
が
泊
店
船
に
乗
っ
て
出
発
し
て

か
ら
ニ
ト
年
、
鑑
真
和
上
が
訪
日
を
決
立
さ
れ

て
か
ら
尖
に
ト

一
年
も
の
歳
月
が
か
か
っ
て
い

る
の
で
す
。

こ
の
問
、

虐

行
は
期
難
辛
苦
を
屯

ね
、
五
度
も
航
海
に
失
敗
し
て
、
和
上
は
盲
目

に
な
り
な
が
ら
も
、
六
度
目
に
や
っ
と
海
を
渡

っ
た
の
で
す

。

そ
し
て
和
上
は
奈
良
の
都
へ
入
り
、
ぃ
米
大
寺

成
泊
院
、
府
招
提
与
を
建
立
す
る
の
で
し
た
。

日

本
に
符
い
た
鑑
貞
和
上
.
仔
に
法
措
を
挑

ん
だ
学
庇
た
ち
に
、
持
照
が
応
じ
た
叫
び
は
ず

し
ん
と
腹
に
こ
た
え
ま
す
。
「
:
:
:

一
切
の
諸

欲
を
捨
て
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
常
闇
の
中
よ

り
光
明
を
求
め
ら
れ
る
こ
の
大
和
上
の

、

お
眼

を
見
て
く
れ

。

仏
法
を
日
本
に
伝
え
る
た
め
に

幾
百
幾
千
と
い
う
者
が
死
ん
で
い
る
こ
と
も
与

え
て
ほ
し
い
・
・・・
・
・」

『
.太
平
の
使
』
は
日
本
の
巾
存
の
ロ
マ
ン
で
す

.

心lこ伐る名lI'tたち

仏
法
の
弘
通
と
日
中
友
好
の
た
め
に
生
命
を

燃
や
し
た
先
人
た
ち
の
雄
大
な
ス
ケ
ー
ル
の

歴
史
絵
巻
で
す
。

私
た
ち
は
こ
の
劇
を
ご
ら

ん
に
な

っ
た
持

様
が
大
い
に
柴
し
み
な
が
ら
も
、
仏
教
に
つ

い
て
語
り
合
い
、
そ
こ
か
ら
お
寺
さ
ん
と
般

信
徒
の
方
が
た
、
隣
人
の
間
に

一
層
の
交
琉

が
生
れ
る
よ
う
な
、
人
と
人
と
の
心
を
つ
な

ぐ
劇
を
、
前
進
座
の
総
力
を
あ
げ
て

一
所
懸

命
つ
く
り
ま
す

。

沖
t

ウ
ボ
の
待
機
、
な
に
と

ぞ
ご
指
導
と
お
h
M
添
え
を
お
願
い
中
し
ヒ
げ

ま
す
。

な
お
、
五
月
東
京
に
続
い
て
、
平
成

一
五

年
二
月
八
日
か
ら

二
六
日
ま
で
大
阪
国
立
文

楽
劇
場
公
演
、
そ
し
て
、
十
六
年
ま
で

二
年

が
か
り
で
全
国
巡
演
を
企
画
し
て
お
り
ま
す

。

京
都
と
名
古

川鹿
で
の
長
期
公
演
も
予
定
し
て

い
ま
す
。
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天

平

の

蜜

|
|
天
平
勝
宝
六
(
七
五
回
)
年
の
早
春
、
唐

の
名
僧
鑑
真
の
一
行
は
、
数
次
に
お
よ
ぶ
渡
航

の
失
敗
の
す
え
、
日
本
に
到
着
、
奈
良
の
都
に

入
っ
た
。
古
代
文
化
史
に
特
筆
す
べ
き
出
来
ご

と
だ
っ
た
。
「
天
平
の
蔓
」
は
、
そ
の
か
げ
に
秘

め
ら
れ
た
、
五
人
の
若
い
留
学
僧
の
そ
れ
ぞ
れ

が
た
ど
る
数
奇
な
運
命
の
も
の
が
た
り
|
|

|
|
海
上
交
通
は
す
べ
て
風
次
第
だ
っ
た
こ

ろ
、
遣
唐
使
の
行
き
帰
り
は
、
し
ば
し
ば
漂
流

に
ま
か
せ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
若
い
憎
た
ち
は
、

大
陸
の
す
ぐ
れ
た
仏
法
を
、
ひ
い
て
は
そ
の
高

い
文
化
を
日
本
に
請
来
し
よ
う
と
青
春
の
情
熱

を
も
や
し
、
生
命
を
か
け
る
覚
悟
で
船
に
乗
り

込
ん
だ
。

唐
の
新
し
い
文
明
に
触
れ
、

五
人
の
う
ち
業

• 

あ

ら

す

行
(
志
村
)
は
、
ひ
た
す
ら
写
経
に
日
夜
を
忘

れ
、
戒
融
(
松
浦
)
は
、
大
陸
に
と
ど
ま
り
、

真
理
を
求
め
て
天
竺
(
イ
ン
ド
)
に
行
脚
す
る
。

ま
た
玄
朗
(
菊
之
丞
)
は
当
地
に
妻
を
得
て
帰

心
を
あ
き
ら
め
る
。

鑑
真
(
圭
史
)
に
会
い
、
法
の
た
め
に
み
ず

か
ら
「
日
本
に
渡
る
」
と
言
わ
れ
た
栄
叡
(
梅

雀
〉
と
普
照
(
圃
太
郎
)
の
篤
き
と
喜
び
。
だ

が
鑑
真
の
出
国
を
妨
げ
る
役
人
の
手
で
栄
叡
は

入
牢
、
や
が
て
病
死
す
る
普
照
は
、
く
じ
け

る
心
と
た
た
か
い
な
が
ら
、
あ
い
つ
ぐ
苦
難
で

失
明
し
た
鑑
真
と
と
も
に
日
本
ヘ
:
:
:
。

前
進
座
が
総
力
を
あ
げ
て
お
く
る
ス
ケ
ー
ル

雄
大
な
n

天
平
絵
巻
H
l
i

28 
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民話

食
わ
ぬ

石
崎
敬
子

叫地ι



と
ん
ど
普
あ
っ
た
け
ど
。

あ
る
ど
こ
ろ
に
、
若
岩
が
お
っ
た
け
ど
。

あ
る
日
、
戸
の
口
、T

、

「飯
を
灸
わ
ぬ
カ
カ
が
、
欲
し
い
なあ
」

っ
て
、
独
リ
言
を
つ
ぶ
や
い
た
け
ど
。

ほ
し
た
ら
、

晩
、け
に
な

っ
て
か
ら

「ぉ
晩
で
ご
い
ご
リ
ま
す。

お
ら
、
飯
を
会
わ
ぬ
姉
コ
だ
ど
も
、
嫁
に
し
て
く
だ

さ
れ

」

つ
T

、
な
ん
と
も
き
れ
い
な
姉
様
が
入
っ

て
来
た
け
ど
。

ほ
ん
ど
に
飯
を
金
わ
ぬ
の
な
ら
ば
と
、
若
岩
は
喜
ん
で
姉
様
を
カ
カ
に
し
た

?
ピ
。

カ
カ
に
な

っ
た
姉
様
は
、
そ
の
晩
か
ら
何
日
た
っ

て
も
飯
ひ
と
口
、
お
汁
ひ

と
す
す
リ
も
せ
ず
、
ま
め
に
く
る
く
る
と
働
い
T

お

っ
た
け
ど
。

「飯
も
灸
わ
ん
と
よ
く
働
く
、
え
え
カ
カ
だ
」

っ
て
、
初
め
の
頃
は
若
岩
も
目
を
細
め
T

喜
ん
で
お
っ
た
け
ど
。
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民話

32 

ほ
ん
で
も
、
不
思
議
な
こ
ど
に
は
、
米
植
の
米
コ
や
ら
、
味
噌
胤
の
味
噌
コ

や
ら
、
知
ら
ぬ
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
滅
っ
T

い
く
。

「お
か
し
な
こ
と
も
あ
る
も
ん
だ

。

飯
を
金
う
の
は
お
ら
一
人
の
は
ず
だ
が
」

っ
て
、
底
が
見
え
そ
う
に
な
っ
た
米
植
や
味
噌
瓶
を
前
に
し
T

、
若
岩
は
首
を

か
し
げ
T

お
っ
た
け
ど
。

こ
ん
な
滅
リ
方
は
お
か
し
い
、
何
か
あ
る
に
違
い
な
い
っ
T

、
あ
る
日
の
こ

と
、
若
岩
は
中
へ
柴
刈
リ
に
行
く
振
リ
を

L
T

、
天
井
の
裏
板
に
登
っ
T

隠
れ

T

お
っ
た
け
ど

。

ほ
し
た
ら
、
若
岩
が
隠
れ
T

お
る
と
は
知
ら
ず
に
カ
カ
は
、
わ
ら
わ
ら
と
火

を
焚
い
T

、
大
鍋
か
け
た
け
ど
。

ざ
く
ぎ
く
と
米
を
洗
っ
T

、
大
、
後
に
は
味
噌

汁
一
杯
枠
っ
た
け
ど
。

そ
の
う
ち
、
飯
が
炊
き
あ
が
る
と
、
カ
カ
は
け
た
け
た
っ
て
笑
い
笑
い
、
頭

の
髪
を
ば
ら
リ
ヒ
解
いT
、
頭
の
T

っ
ぺ
ん
を
ば
っ
く
リ
開
け
た
け
ど。
な
ん

と
そ
こ
に
は
大
き
な
ロ
が
あ
っ
た
け
ど
。

力
カ
は
そ
の
ロ
へ
握
リ
飯
一
つ
入
れ
、

次
に
味
噌
汁
一
杯
入
れ
、
ま
た
援
リ
飯
一
つ
、
味
噌
汁
一
杯
っ
T

、
み
な
投
げ



込
ん
だ
け
ど
。

す
っ
か
リ
平
ら
げ
た
カ
カ
は
、
元
通
リ
に
髪
を
結
っ
て
、
何
事
も
な
か
っ
た

よ
う
な
涼
し
い
顔
を
L
T

た
け
ど
。

そ
の
様
子
を
裏
板
で
見
て
い
た
若
岩
は
、
あ
ま
リ
の
こ
と
に
血
の
気
も
ひ
き
、

身
体
が
が
た
が
た
と
震
え
て
す
ぐ
に
は
動
け
な
か
っ
た
け
ど
。

「あ
あ
、
お

っ
か
ね
え

、
お

っ
か
ね
え

」

っ
T

、
若
岩
は
や
っ

と
の
事
で
逃
げ
出
し
た
け
ど。

そ
れ
に
気
村
い
た
カ
カ
は
、
角
の
虫
た
鬼
に
な
っ
た
け
ど
。

「見
た
な
、
見
た
な
、
持
T
・
え

」

っ

て
叫
び
、
カ
カ
は
大
き
な
桶
を
担
い
で
、
ず
ん
ず
ん
追っ
か
け
T

来
た
け
ど
。

若
岩
は
す
ぐ
に
捕
ま

っ
て
、
桶
に
入
れ
ら
れ
た
け
ど
。

ほ
し
て
、
カ
カ
は
、
ょ

っ

こ
ら
し
ょ
と
桶
を
頭
に
担
い
で
、
中
の
奥
へ
、
ど

が
す
か
入
っ
て
い
っ
た
け
ど
。

こ
の
ま
ま
で
は
カ
カ
に
灸
わ
れT
し
ま
う
と
、
若
岩
は
、
木
の
枝
が
棉
の
ヘ

リ
に
障
っ
た
と
き
、
そ
の
枝
に
捕
ま
っ

て
逃
げ
虫
し
た
け
ど。
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そ
う
と
は
知
ら
ぬ
カ
カ
は
、
ず
ん
ず
ん
歩
い
T

お
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
桶
が

え
ら
く
軽
く
な
っ
た
こ
ど
に
気
が
村
い
て
、
若
岩
を
ま
た
追
っ
か
け
て
き
た
け

ピ
。「持

て
ぇ
、
逃
が
L
T

た
ま
る
か
あ

」

っ
T

、

カ
カ
の
声

、

が
背
中
に
届
き
そ
う
に
な
っ
た
け
ど
。

「お
ら
の
後
ろ
に
大
き
な
山
で
ろ
っ
」

っ
て

、
若
岩
は
逃
げ
な
が
ら
叫
ん
だ
け
ど。

す
る
と
、
若
岩
の
後
ろ
に
大
き
な
山
、
が
ず
ん
と
現
れ
た
け
ど
。

ほ
ん
で
も
カ

カ
は
平
気
で
越
え
T

来
る
。

「持
T

ぇ
、
余
っ
て
や
る
う
」

っ
T

、
カ
カ
の
声
が
ま
た
背
中
に
届
き
そ
う
に
な
っ
た
け
ど
。

「お
ら
の
後
ろ
に
大
き
な
川
で
ろ
こ

っ
T

、
若
岩
は
逃
げ
な
が
ら
叫
ん
だ
と
。

す
る
と
、
若
岩
の
後
ろ
に
大
き
な
川
が
ず
ん
ピ
現
れ
た
け
ど。
ほ
ん
で
も
カ

カ
は
そ
の
大
き
な
川
を
ひ
ょ
い
と
平
気
で
越
え
T

来
る
。
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関電

今
に
も
捕
ま
リ
そ
う
に
な
リ
、
ピ
が
っ
た

爪
が
届
き
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、

若
岩
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
て
、
菖
蒲
と
蓬
の
茂
る
薮
の
中
に
潜っ
た
け
ど
。

若
岩
を
追
っ
か
け
T

き
た
カ
カ
は
、
薮
の
前
で
ぴ
た
リ
ピ
止
ま
リ
、

「口
惜
し
ゃ
、
口
惜
し
ゃ
。

オ
ラ
は
菖
蒲
ピ
蓬
は
一
本
嫌
い
だ
。

あ
あ
、
身
株

が
腐
る
。

お
っ
か
ね
え

、
お

っ
か
ね

え
」

っ
て
、
叫
び
、
歯
を
ぎ
リ
ゲ
リ
い
わ
せ
た
け
ど
。

カ
カ
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
中
へ
逃
げ
戻
っ
た
け
ど
。

ほ
ん
で
、
は
れ
か
ら
、
五
月
の
節
句
に
は
、
魔
除
け
の
菖
蒲
と
蓬
の
ニ
色
の

草
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
け
ど
。

ど
ん
び
ん
、
さ
ん
す
け
。
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関節の痛み、
がまんしていませんか?

「
歩
くの
が
つ
ら
い」
「正
座
が
で
き
な
い
」

「階
段
の
持
り
降
り
が
ひ
と
汚
労」
な
ど
、
ひ

ざ
が
気
に
な
る
中
高
年
は
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
特
効
薬
が
な
い
と
さ
れ
て
き

た
関
節
症
で
す
が
、
あ
き
ら
め
な
い
で
く
だ

さ
い
。
い
ま
話
題
の
天
然
栄
益
ポ
グ
ル
コ
サ

ミ
ン
が
、
捕
み
の
も
と
に
前
按
働
き
か
け
て
、

あ
な
た
の
関
節
を
ラ
ク
に
し
ま
す
。

そ
し
て
グ
ル
コ
サ
ミ
ン
の
決
定
版
と
い
え

ば
、
コ
ル
気
常
結
』

。

ヵ
ニ
の
叩
雌
か
ら
抽
出
し

た
グ
ル
コ
サ
ミ
ン
と
サ
メ
軟
骨
抽
出
の
コ
ン

ド
ロ
イ
チ
ン
、
さ
ら
に
、
神
経
痛
な
ど
へ
の
効

果
か
ら
「奇
跡
の
只
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
制
イ

H
エ
キ
ス
や
、
理
想
的
な
ミ
ネ
ラ
ル
補
給
食

材
と
し
て
注
目
の

天
然
成
分
ド
ロ
マ
イ

ト
な
ど
合
配
合
し
、

の
み
や
す
い
鞍
状

に
し
て
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
初
日
間
、
お

た
め
し
く
だ
さ
い
。

選ぶ忽S、 たしかfcl畠慣の本欄を!
芙燃の娘聾寝だか§安心です。

-グルコザミンの鳳剥には.山僧司fttØする..
.地・繍漕で水燭げされた術館毎日本淘.ベニズ
ワイガこを使用.コンドロイチンに憾.楓県気仙沼
E置の厳選したザメ般"を使用しています~ .!i慣を
お:Rめの方にほf元気JUQ.Jをおすすめしt:す.

畏年のひざの宿みを忘れて、
..bt出るほどうれしい!!
.くて正直もでき思い. そん

1'1とe、ふと自1こしたのが
f元気.敏Jø広告でした.
のみ自主じ@て2週間自の刷、

・いたζとに繍みが澗えてい
たんで官民;， .b.，...が出る

隠どうれしか3た. これ惨事
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響~
涜る
十三
方す

風
に
逆
ろ
う
こ
と
な
か
れ

何
一
つ
慈
悲
な
き
人
、
純
粋
で
汚
点
な
き
人
に
対
し
、
邪
険
に
あ
げ
つ
ら
う
こ

と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
国
掛
か
者
に
は
何
か
し
ら
悪
し
き
こ
と
が
舞
い
戻
っ

て
く
る

。

ま
る
で

、

風
に
逆
ら
っ
て
践
け
つ
け
た
粉
塵
の
よ
う
に

。

(
釈
尊
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
i

タ
』
第
六
六
二
備
)



阿
川
尚
に
し
て
問O
O
M
前
後

そ
こ
ま
で
登
れ
ば
人
家
も
途
切
れ
、
新
緑
に
凶

司S泳 1 ・ Jj

長
野
市
街
を

一
望
で
き
る
山
の
中
腹
に

A

寺
が
あ
る
。

あ
の
T

知
事
が
い
る

長
野
県
庁
ま
で
白
線
距
離
に
す
れ
ば
五
l

』
ハO
O
M
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、

ま
れ
た
な
か
、
何
聞
か
ら
静
寂
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

。

そ
の
A

寺
の
ご
住
職
と
、
過
日
、

一
緒
に
タ
ク
シ
ー
に
乗
る
機
会
が
あ
っ
た。

道
す
が
ら
最
近
の
モ
ラ
ル
や
マ
ナ
l

に
話
が
及
ん
だ

。

す
る
と
住
戦

。

「私
の
寺
の
よ
う
な
山
の
中
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
ゴ
ミ
を
捨
て
に
来
る
人
が
い
る

ん
で
す
よ
。

こ
の
間
も
市
立
問
S
館
の
本
が
袋
に
何
冊
も
捨
て
ら
れ
て
い
ま
し

て
ね
、
引
っ
越
し
か
何
か
で
整
理
に
困
っ
た
ん
で
し
ょ
う
が
、
関
乃
館
の
夜
間

返
却
U
に
突
っ
込
ん
で
き
た
方
が
よ
っ
ぽ
ど
海
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

結
M

、

私
が
返
し
て
き
ま
し
た
。

」

返
却
期
限
が
過
ぎ
て
い
れ
ば
、
本
を
返
す
の
に
も
ば
つ
が
悪
か
ろ
う

。

で
も
、

夜
間
返
却
口
を
利
用
す
れ
ば
人
目
を
気
に
す
る
必
要
も
な
い

。

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
山
中
に
拾
て
に
行
く
。

だ
と
す
れ
ば
、
最
初
か
ら
返
す
気
な
ど
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

私
に
は
、
そ
う
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
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す
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
と
い
う
蚊
の
国
内
分
布
状
況
で
あ
る

。

物
資
の
流
通
範
聞
の
拡
大
や
地
球
温
暖
化
を
背
景
に
北t
を
続
け
る
こ
の
蚊

は
、
じ
つ
は

つ
ア
ン
グ
熱
」
と
い
う
い
刈
熱
を
発
す
る
病
気
を
煤
介
す
る

幼

野
山
に
ゴ
ミ
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
全
国
的
な
傾
向
な
の
で
あ
ろ
う
か。

秋
田
も
そ
う
で
あ
る
と
知
っ

た
の
は
、
先
ご
ろ
、
日
本
衛
生
動
物
学
会
貨
を
受

賞
し
た
栗
原
被
氏
を
制
介
す
る
新
聞
記
事
で
の
こ
と
だ

っ
た

氏
は
現
在
じ
卜
歳
。

蚊
の
生
態
に
附
す
る
研
究
が
評
価
さ
れ
た

や
習
性
を
知
る
こ
と
で
、
蚊
を
媒
介
と
す
る
病
気
に
つ
い
て
予
防
策
が
講
じ
ら

蚊
の
行
動

れ
る
の
だ
と
い
う
。
三
十
歳
代
で
W
H
O

「世
界
保
健
機
関
」
の
職
員
と
な
っ

た
氏
は
、
タ
イ
や
ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
ア
ジ
ア
各
地
に
赴
任
し
、

マ
ラ
リ
ア
や
フ

ィ
ラ
リ
ア
な
ど
の
予
防
策
を
伝
え
歩
い
て
こ
ら
れ
た

。

別
花
、
同
立
感
染
旋
研

究
所
で
客
員
研
究
員
を
務
め
る
氏
の
関
心
事
は
、
も
と
も
と
熱
帯
地
方
に
生
息

お
子
さ
ん
が
躍
る
と
命
に
関
わ
る
ほ
ど
危
険
で
あ
る
。

氏
の
調
先
で
は
、
現
在
、

秋
田
県
の
野
山
に
ま
で
棲
息
域
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
、
し
か
も
、
捨
て
ら
れ
た

タ
イ
ヤ
や
空
き
缶
を

「す
み
か
」
に
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。



..流卜Jj

ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
の
北
上
を
、
ゃ
れ
物
流
拡
大
の
せ
い
だ
、
地
球
温
暖
化
の

影
響
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
の
は
容
易
い

。

し
か
し
、
他
人
事
に
し
て
す
む
話
で

野
山
也
大
n
然
も
川
じ
こ
と
だ

野
山
円
身
に
欲
情
や
煩
梢
は
な
い

何
も

一.
d

ま
な
い

氏
の
J
集
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
蚊
の
彼
息
拡
大
は

「人
間
の
だ
ら
し

な
い
特
ら
し
に
依
作
し
て
る
」
の
で
あ
る

実
際
、
蚊
の
す
み
か
を
提
供
し
て

い
る
の
は
私
た
ち
れ

身
に
他
な
ら
な
い
の
だ

官
頭
の
言
葉
は
釈
尊
の
教
え
で
あ
る

。

「
悪
意
な
く
純
粋
で
汚
点
な
き
人
」

と
は
釈
単
向
身
の
こ
と
釈
尊
に
対
し
邪
険
に
娠
る
舞
う
行
が
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
振
る
舞
い
を
受
け
取
ら
ず
、
跳
ね
返
し
て
し
ま
う
と
い
う
な
昧
で
あ
る
。

わ
ず
、
私
た
ち
の
日
や
耳
を
楽
し
ま
せ
、
そ
し
て
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
，

し
か
し
、
本
や
空
き
缶
、
タ
イ
ヤ
を
放
置
す
る
な
ど
、
私
た
ち
が
身
勝
子
な
賑

る
舞
い
を
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
形
を
変
え
て
い
ぷ
し
ぼ
し
て
米
る
の
で
あ
る

風
に
逆
ら
っ
て
粉
鴎
を
投
げ
つ
け
れ
ば
、
災
い
は
そ
の
有
に
降
り
か
か
る
。

浄
土
宗
の
い
う

「恐
者
の
自
党
」
を
持
つ
な
ら
ば
、
日
ご
ろ
の
暮
ら
し
ぶ
り
か

ら
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

。

(浄
土
寮
総
合
研
究
所
紬
山
銀
燭

}

41 



連
載。健

康
に
人
生
を
送
る

十
カ
集
長
田
流

@ 

二
一
世
紀
の
ス
タ
ー
ト
が
還
暦
と
重
な
っ
た
わ
た

し
は
、
そ
の
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

「自
然
食
の

実
践
で
は
日
本

一
に
な
る
」
と
語
い
、
宣
言
し
て
、

そ
れ
を
目
標
に
し
た
毎
日
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

若
い
頃
か
ら
「器
用
貧
乏
」
と
あ
だ
名
が
つ
く
程
、

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
興
味
を
示
し
手
を
染
め
て
き
ま
し

た
が
、
何
ひ
と
つ
「
い
ち
ば
ん
」
に
は
な
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
残
り
の
人
生
、
せ
め
て
ひ
と
つ
だ
け
で
も

日
本

一
が
あ
っ
て
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
そ
の
理

由
で
す
。

こ
れ
に
は
伏
線
が
あ
り
ま
す

。

不
景
気
の
世
の
中

に
あ
っ
て
ふ
え
つ
づ
け
る
医
療
費
・

す
な
わ
ち
病
人

が
ふ
え
る
こ
と
と
食
に
は
、
深
い
因
果
関
係
が
あ
る

と
信
じ
て
き
た
こ
と
で
す
。

一
九
八
七
年
、
四
六
歳
に
し
て
は
じ
め
て
の
単
身

赴
任
が
札
幌
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
他
人
ご
と
だ
と
思

っ
て
き
た
単
身
赴
任
が
現
実
に
な
っ
た
と
き
、
真
先

に
食
生
活
が
ど
う
な
る
か
が
恐
怖
と
な
り
ま
し
た

。

外
食
に
な
じ
ん
で
い
た
先
輩
た
ち
が
、
そ
の
積
み
重

ね
で
健
康
を
害
し
て
き
た
事
実
を
見
聞
し
て
き
た
か



食と阻J

ら
で
す
。

嘆
い
て
い
て
も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
自
分
の

健
康
維
持
の
た
め
に
「
料
理
を
お
ぼ
え
て
自
然
食
を

ど
こ
ま
で
徹
底
で
き
る
か
や
っ
て
み
る
ぞ
」

と
決
意

し
て
向
炊
生
活
に
人
り
ま
し
た
.
以
来

一
五
年
、
途

中
で
居
住
地
が
静
岡
県
に
変
わ
り
ま
し
た
が
、
自
信

も
つ
き
ま
し
た
の
で
日
本
一
を
目
標
に
掲
げ
た
と
こ

ろ
で
す
。

前
円
げ
に
記
述
の
と
お
り
凶
民
総
医
療
費
が
一
ニO
兆

円
を
突
破
し
ま
し
た
。
六

0
年
間

「無
医
薬
」

で
生

き
て
き
た
わ
た
し
に
は
「
な
ぜ
こ
ん
な
に
病
人
が
ふ

え
る
ん
だ
」
と
ふ
し
ぎ
に
思
え
ま
す
.
し
か
し
、
手

を
こ
ま
ね
い
て
い
て
も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
自

分
の
人
生
を
回
顧
し
な
が
ら
「槌
版
に
人
生
を
過
ご

す
ト
カ
条
・
長
間
流
」
な
る
も
の
を
作
成
し
て

「元

気
に
生
き
よ
う
」
と
訴
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
前
提
は
「自
然
治
癒
力
を
高
め
る
こ
と
」
で

あ
り
、
先
人
の
教
訓
や
わ
た
し
の
実
体
験
に
も
と
づ

く
実
践
訓
で
す
.
次
回
か
ら
下
記
十
カ
条
に
つ
い
て

説
明
し
て
ま
い
り
ま
す
。

1
.

現
代
栄
養
学
の
矛
盾
に
気
付
く
(
栄
華
過
多
が

病
気
を
つ
く
っ
て
い
る
)

2
.

調
味
料
や
加
工
食
品
か
ら
食
品
添
加
物
を
徹
・
ぽ

排
除
(
薬
禍
薬
市
内
を
な
識
す
る
)

3
.

自
然
穀
菜
食
の
徹
底
(
自
然
農
法
産
の
穀
物
野

菜
・

身
土
不
二
)

4
.

調
理
、
飲
用
な
ど
口
に
入
れ
る
水
に
注
意
(
水

道
水
の
塩
泉
・
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
な
ど
)

5
.

肉
食
は
高
級
な
も
の
を
刀

一
回
程
度
(
肥
育
・

飼
育
段
階
で
の
薬
害
)

6
.

魚
は
光
も
の
(
養
殖
魚
・
切
り
身
を
排
除
)

7
.

快
便
五
カ
条
の
述
成
(
毎
日
・
五
G
o
g
-

黄

色
・
匂
い
・
浮
く
)

8
.

明
る
い
発
想

・
大
い
に
笑
う

(
N
K細
胞
を
噌

殖
さ
せ
る
)

9
.

右
脳
主
、
左
脳
従
の
生
活
習
慣
(
痴
呆
症
の
職

業
別
発
症
状
況
に
も
と
づ
く
)

ω
.
早
-
U早
起
き
・
毎
朝
三
O
分
の
散
歩
・

五
分
間

の
体
燥
〈
睡
眠
は
問
t

五
時
間
で
吋
)
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レ
リ

J

ズ
詠
唱

選
捧
寺
詠
唱
会

君
去
ら
ず
袖
し
が
浦
に
也
つ
波
の

そ
の
面
影
を
見
る
ぞ
悲
し
き

日
本
武
尊
と
弟
橘
鰻
の
伝
説
の
町
、
木
更
沖

。

「
き
み
さ
ら
ず
」

が
『
き
さ
ら
ず
」
と
い
う
地
点
刊
の

起
こ
り
の
こ
の
町
は
、
江

.

戸
時
代
に
は
、
港
町
と
し

て
大
い
に
栄
え
ま
し
た

.

そ
し
て
こ
の
木
吏
沖
に
選

揮
寺
が
開
創
さ
れ
た
の
は
、
一
四
五
四
年
で
す

。

さ
て
、

一
昨
年
当
山
檀
徒
の
方
が
、

「念
仏
集
」

と
表
題
に
乃
か
れ
た
冊
子
を
店
け
て
く
れ
ま
し
た

。

聞
く
と
、

「私
の
祖
母
が
使
用
し
て
い
た
J
と
の
こ

と
で
、
そ
の
中
に
は
、
経
文
と
ご
詠
歌
が
記
さ
れ
て

い
ま
し
た

。

多
分
、
か
つ
て
当
山
に
あ
り
ま
し
た

「念
仏
講
」
の
方
々
が
、
ご
本
堂
で
住
職
と

一
緒
に
、

お
経
を
読
摘
し
、
更
に
ご
詠
歌
を
明
え
て
い
た
時
の

寺
院
便
り

木
更
津

選
揮
寺



教
本
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
中
に
は
選
開
与
の
ご
詠

歌
も
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

有
難
や
阿
弥
陀
の
光
あ
る
ゆ
え
に

あ
の
世
の
道
に
あ
か
り
さ
す
ら
ん

山v
l山
の
ご
詠
歌
講
の
山
米
は
、
ま
さ
に
こ
の

「念

仏
講
」

の
点
々
に
よ
り
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
で
す

。

さ
て
、
戦
後
直
ぐ
に
当
山
に
金
剛
流
の
ご
詠
歌
講

が
誕
生
し
ま
し
た
.

植
徒
を
中
心
に
、
熱
心
に
お
稿

占
が
な
さ
れ
、
上
総

-
M
総
地
以
の
検
定
d
験
が
あ

り
、
選
開
寺
を
会
場
と
し
て
、
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た

@

し
か
し
、
お
仲
間
が

一
人
二
人
と
減
り
、

卜
数
年
に
て
円
然
に
解
散
状
態
と
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
現
任
の
庁
水
流
で
の
詠
附
会
が
発
足
し

ま
し
た
の
は
、
附
和
六
十
年
三
月
の
こ
と
で
す
。

毎

月

二
回
の
お
稽
古
。
「
お
つ
と
め
・
信
条
・
宗
歌

」

の
順
に
持
説
・
哨
和
の
後
、
練
四
円
が
は
じ
ま
り
ま
す

。

和
占

・

詠
歌
の
な
味
の
説
明
や
、
時
に
は
法
話
等

も
ま
じ
え
な
が
ら
の
お
稽
占
で
す

。
一
時
間
半
、
大

き
な
声
で
の
お
稽
古
が
終
わ
る
と
、
業
し
い
茶
話
会

で
す

.

そ
の
時
の
お
茶
が
な
ん
と
美
味
し
い
こ
と

。
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詠
刷
会
の
怖
さ
ま
に
は
、
巧
山
の
行
事
に
も
積
極

的
に
参
加
を
し
て
阪
い
て
い
ま
す
。

施
餓
鬼
法
要
・

卜
夜
法
要
に
は
毎
回
、
ご
奉
納
し
て
お
り
ま
す
し
、

三
年
前
に
な
り
ま
す
が
晋
山
式
に
は
、
お
練
り
行
列

に
参
加
し
、
全
μ
和
服
、
立
ち
打
ち
に
て

「脱
祝
拘

讃
」

を
道
中
ご
傘
納
頂
き
ま
し
た.

こ
の
腹
祝
和
讃

を
習
得
す
る
に
大
変
ご
苦
労
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
で

は
来
し
い
思
い
出
の

一
つ
と
な
り
ま
し
た
.

ま
た
、

品
大
の
収
納
発
点
の
場
所
は
、
大
本
山

m
t
寺
の

『御
忌
詠
明
大
会
」

で
す

.

毎
年
御
忌
参
り
を
さ
せ
て
頂
き
、
一
年
間
の
練
習

の
成
果
を
法
然
上
人
前
に
て
、
ギ
納
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。

千
数
百
人
を
前
に
し
て
の
収
納
で
す
.

緊
張
し

ま
す
が
、
移
納
す
る
悦
び
も
感
じ
る
次
第
で
す
.

詠
唱
は
念
仏
の
助
業

.

吉
水
講
は
人
づ
く
り
和
づ

く
り
と
考
え
ま
す

。

詠
唱
の
糸
で
結
ぼ
れ
る
多
く
の

向
日
向
行
の
特
織
が
、
こ
の
道
を
通
し
て
、
口
仰
に

満
ち
た
、
生
叩
斐
の
あ
る
人
生
を
歩
ま
れ
る
こ
と
を

祈
念
し
て
結
び
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す。

合
常

山
本
恵
司
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-
雲

〈
霊
〉
水
煙
の
天
女
笛
吹
く
雲
の
春

水
婚
は
、
燃
の

一
書
k

に
あ
る
火
焔
状
の
装
飾
で

あ
る
筒
を
吹
く

.

大
K
と
い
え
ば
、
薬
師
寺
の
:
長

の
塔
だ
ろ
う。
京
併
と
新
し
く
出
来
た
西
端
の
双
万

を
仰
い
で
、
見
比
べ
た
り
し
て
い
る
の

，た
ろ
う
か
。

「
雲
の
春
」
が
句
を
し
っ
く
り
支
え
て
い
る
。

旬
一

上
一〈

霊
〉受
験
子
の
家
を
虫
て
よ
り
小
リ
む
か
ず

浄
一

〈
佳
作
〉
葉
桜
や
雲
少
し

ず
つ
重
く
な
る

空
に
舞
う
風
船
追
う
子
雲
一
つ

沖
あ
い
の
雲
見
T

暮
ら
す
点
、
帽
子

;竃

秀
吉t
.‘ ... 

谷

し
げ
子

池
田

伊
吹

• 家
受
験
と
い
う
の
は
、
何
に
し
て
も
人
生
の
関
所
の

一
つ
で
あ
る
。

殊
に
わ
が
同
で
は
人
っ
て
か
ら
よ
り

そ
こ
を
通
る
こ
と
に
力
を
尽
く
す
今
日
は
そ
の
受

48 

片
桐
て
い
女

山
本
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代
子



JO'UM 

選者=t豊田河郎子

験
の
日
だ
ろ
う
。

家
会
』
出
た
ら
ふ
り
む
か
な
い
と
い

う
姿
に
、
そ
の
意
気
込
み
を
感
じ
る。

〈
佳
作
〉
ど
の
家
も
欲
し
く
な
る
自
の
桜
か
な

野
中

窓
閉
い
ご
す
島
の
家
並
み
東
風
荒
き

浜
口

浮
き
沈
み
蝶
々
家
会
義
け
ゆ
き
ぬ

増
田

-
自
由
題

弘
設

佳
春

信
子

〈特
選〉
耀
リ
終
え
し
魚
の
目
乾
く一塞ぐも
り
薗
田

魚
市
場
の
風
景
で
あ
る。
次
々
と
魚
が
縮
ら
れ
て

行
く
。

そ
れ
ら
を
見
て
い
て
、
躍
り
終
え
て
と
ろ
箱

に
入
っ
て
い
る
魚
の
目
の
乾
き
を
、
ふ
と
と
ら
え
た

の
で
あ
る
。

黄
砂
の
盛
ん
な
時
季
で
、
沖
は
黄
色
く

霞
ん
だ
よ
う
に
見
え
て
い
る。

〈
佳
作
〉
木
降リと
な
リ
た
る

夜
の
さ
く
ら
か
な

お
さ
ピ
し
に
う
な
ず
く
園
児
退
集
の
日

周
東

中
島
富
士
子

澄
江

春
夫
、
の
迩
の
風
く
る
峠
か
な

加
藤

政
男

郁
子
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浄
土
民
上
旬
舎
の

お
知
ら
せ

自心庭3 題
曲 i
題 i

生、}今
き lZ玉 虫支

泌!?
のさ歯
念闘只

仏語大

紛
切
・

五
月
二
十
日

発
表
・

『浄
土
』
二
O
O
二
年
七
月
号

選
者
・

掴
白
河
郎
子

{
『
南
風
』
主
宰
)

応
募
方
法

・
い
ず
れ
の
鐙
と
も
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

.
特
選
各
1

名
・

佳
作
各
3

名

葉
書
に
俳
句
(
何
句
で
も
可
)
と
、
住
所・
氏
名
を
必
ず
お
書
き
下

さ
い
。

宛
先

-T
防
'
o
o
-
-

東
京
都
港
区
芝
公
園
4

1
7
1
4

明
照
会
館
内

月
刊
『
浄
土
』
お
上
句
会
係

寺
内
大
士
口
(
大
本
山
m
上
寺
法
主

平
成
川
年
6

月
げ
臼
(
月
峨
日
)

午
後
3

時
よ
り
4

時
半
ま
で

大
本
山
m
k
寺
三
縁
ホ
I

ル
{
本
管
地
F

一
階
)

点
点
部
批
倍
以
芝
公
闘4
1
7
l
m

n
u
q
d
内
d
，
，

q
O
9
-
t
'
'
a
A
吋
句
。
，
a

地
ド
欽
帽
岬
柑
凸
-
二
間
線
/
御
成
門
駅
F
M
m従
臨
伊5
分

地
ド
鉄
同
帥
制
円
浅
川
ゆ
舶
腕

・

大
江
戸
線
/
大
門
駅
下
市

徒
化
伊7
分

J
R

線
/
浜
総
町
駅
下
車
徒
歩
問
分

2
5
0

名

会
員
無
斜

一
般
千
円
{
泊
還
に
て
初
名
様
無
料
)

申

し
込
み
往
復
は
が
き
に
住
所
、
電
源
信
号
、
氏
名
、
年
鈴
、

駿
来
、
参
加
希
笠
人
数
(
三
名
緩
ま
で
)
を
明
記

の
上
、
下
必
宛
に
お
送
り
下
さ
い
.

な
お
、
返
臼
ハ
ガ
キ
の
炎
に
ご内
分
の
郵
便
鳴
り
、

住
所
、
氏
名
を
必
載
し
て
F

さ
い
.

締
め
切
り
5

川

m
u
消
印
れ
効

50 

日務
自寺飾

成
問
有
恒
)

.11 
pJi 

定
員

会
貸

繍
飾
略
歴
/
な
り
た
・
ゅ
う
こ
う

大
本
山
m
上
寺
第
八
十
じ
世
法
主
.
作
家
.

1
9

2
1

年
.
東
京
殴
m
谷
の
掛
げ
土
宗
大
古
寺
に
生
ま

れ
る

・

『
は
ぐ
れ
念
仏
』
で
直
木
貨
を
受
賞
・r
e

s
に

『法
然
議
歎
』
(
中
公
新3
}
‘
『
化
峻
の
昭

和
史
』
(
中
公
文
郎
)
ほ
か
多
数
.

法
然
上
人
績
仰
会
鴎
演
会
係

1
0
5
1
0
0
1
1

東
京
節
港
区
芝
公
園
4
1
7
1
4

電
話
0
3

1

3
5
7
8

1

6
9
4
7

フ
ァ
ク
ス

0
3

1

3
5
7
8
1
7
0
3
6



漫
画
で
楽
し
い
仏
教
用
語

観
念

「『か
ん
ね
ん

』
し
ろ
」、

と

言
え

ば
、

一
般
的
に
は
あ
き
ら
め
ろ
と

か
覚
悟
し
ろ
と
い
う
な
昧
で
す

が
、
仏
教
謡
と
な
る
と
大
き
く
意

味
が
変
わ
っ
て
、
仏
陀
の
姿
や
物

恨
の
真
理
を
よ
く
考
え
る
こ
と
と

い
う
な
昧
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の

「観
念
」
は
浄
土

教
で
は
阿
弥
陀
さ
ま
を
念
ず
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
浄
上
宗
で
は

こ
の
観
念
の
念
仏
も
い
い
が
、
た

だ
念
仏
を
称
え
る
こ
と
の
大
切
さ

を
説
き
ま
す
。

う
ー
ん
、
今
回
は
最
後
ま
で
難

し
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

の
で
、
観
念
し
て
下
さ
い
。

漫
画
・
麗
井
ひ
ろ
し

遺
げ
て

-

シ
チ
ョ

ウ
:
:
:
い
く
ら逃
げ
て
も
は
じ
っ
こ
ま
で
い
け
ば

必
ず
取
ら

れ
る

形
。

い
ー
か
げ
ん
に

観
念
し
ろ
よ

ム
サ
シ

い
や
だ
f

オ
レ
は
鼠
期
ま
で

あ
き
ら

め
な
い
ぞ
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銀
合
川
に
門山
め
で
た
き
削
H誌
の
風

編集後記

凶
A
H議
μ
が
あ
い
つ
い
で
4
4
人
総
任
を
し

た
ま
た
元
外
務
大
陀
も
厳
し
い
局
面
多
、
迎

え
て
い
る
。

い
ず
れ
も
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
が

き
っ
か
け
で
あ

っ
た
り
、
引
き
金
に
な
っ
て

い
る
。

し
か
し
元
外
務
大
臣
が
い
み
じ
く
も

♂
っ
て
い
る
よ
う
に
、
必
か
が
制
組
献
を
マ
ス

コ
ミ
に
必
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
状
況

だ
政
川
は
昨
年
小
以
内
閣
誕
生
以
米
、
従
米

主
流
派
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
占
諜
で
な
く

な
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
非
下
流
派
の
山
中
の

中
堅
が
火
祭
り
に
な

っ
た
こ

と
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

憎
き
敵
を
人
知

れ
ず
倒
し
て
お
こ
う
と
い
う
、
策
略
に
思
え

て
な
ら
な
い

ま
た
内
げ
け
に
は
、
似
内
が
強
行
に
対
し

て
僻
み
か
ら
行
う
こ
と
が
あ
る
こ
の
場
合

は
ス
卜

1

カ
l

の
ご
と
く
、
実
に
ね
ち
っ
こ

く
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
し
て
行
っ
て

い
る
本
人
は
非
空
母
刷
会
持
た
ず
、
正
し
い

こ
と
を
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
思
い
こ
ん
で

は
い
る
も
の
の
、
決
し
て
去
に
は
山
さ
な
い
。

い
づ
れ
に
し
て
も
わ
げ
け
に
よ
っ
て
人

を
、
そ
し
て
組
織
に
ダ
メ
ー
ジ
を
り
え
る
ト
刀

法
は
、
戦
略
の
ひ
と

つ
か
も
し
れ
な
い
か
、

除
制
な
汚
い
や
り
五
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。

仏
さ
ま
は
大
局
か
ら
兄
て
い
て
、
そ
う
し

た
行
げ
円
を
し
て
い
る
人
々
を
、
長
低
の
悪

人
と
判
断
し
、
深
い
あ
わ
れ
み
多
寄
せ
る
こ

と
だ
ろ
う
。

g 

編
県
チ
l

フ

制
民
ス
タ
y

フ

編
集
顧
問

ι 「
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h
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行
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真
野
総
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編
集
人
/
佐
渡
良
純

佃
帽
集
チl
フ
/
長
谷
川
岱
潤

選ばれ続けてきました。

1954年に日本で初めてパイプ式ファイルを費量発して以来、 私たちキングジムは、Jlぺ3.骨のフT

イルを置に送り出してきました。 どの積場でも、必ず見かける.マークのフTイル。 その名前は知

らなく ても、 カタチを見ればき っと、 fあっ、あのフ 7イルねJ と恩われることでしょう。 そしてい

つのまに培、 キングジムのフ ァイルはお客織の聞で「キングフ ァイル」という震称で呼ばれるまでに

なりました。 そこで私たちは、このニy クネームを大事にしようと考え、 当社のパイプ式ファイル

の名前をfキ ングフ ァ イル」 に統一することにいたしました。 日本会図の喰場、 ピジキスマ ンや

OLのみなさまに餐周されて、 3健情。 これからは、 .マークの「キングフ ァイル」とお呼ぴく ださい.

日本中のオフ ィ スで、

-バイフJt77-t'，，，，，，.t・ 9首"・3‘"電...'‘
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