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こ
の
噌
上
寺
に
静
究
院
官
、
和
符
織
の
お
墓
が
ご
ざ
い
ま
す。
ど
う
い
う
お
β
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は

明
治
天
皇
の
お
ば
さ
ん
に
当
た
る
お
方
で
、
孝
明
天
皇
の
妹
さ
ん
で
す。

こ
れ
が
第
十
四
代
徳
州
家
茂
将

軍
の
奥
さ
ん
に
な
っ
て
江
戸
へ
下
っ
て
こ
ら
れ
る

。

と
こ
ろ
が
、
家
茂
と
い
う
人
は
若
く
し
て
京
都
へ
行

っ
て
い
る
間
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
.

静
究
院
宮
は
す
ぐ
監
の
毛
を
下
ろ
し
、
い
わ
ゆ
る
尼
さ
ん
に
な
る

の
で
す
。

ち

は
っ

と
こ
ろ
が
、
よ
く
調
べ
る
と
尼
さ
ん
で
は
な
い
の
で
す

.

剃
髭
し
た
と
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん

。

雑
慶

し
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す

。

髭
を
薙
い
だ
と
い
う
。

決
し
て
剃
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。

剃
髪
と
薙
髪
と
い
う

の
は
は
っ
き
り
と
違
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
昔
の
侍
や
そ
の
他
御
主
人
が
亡
く
な
る
と
み
ん
な
薙
援
す
る
。

そ
し
て
、
五
3

六
年
た
っ
て
か
ら
ま
た
再
婚
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

薙
髭
と
い
う
の
は
剃
髭
じ
ゃ
な
い
の

で
す

。
剃
髭
と
い
う
の
は
僧
尼
令
に
基
づ
い
た
八
宗
兼
学
、
八
宗
を
全
部
わ
き
ま
え
あ
ら
ゆ
る
行
を
積
み
上
げ

た
尼
法
師
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
剃
監
し
て
お
り
ま
す

.

薙
髪
と
い
う
の
は
ま
あ

言
っ
て
み
れ
ば
気
持

ち
だ
け
の
尼
さ
ん
み
た
い
な
も
の
で
す
。

も
っ
と
言
え
ば
、
女
性
の
聖
で
ご
ざ
い
ま
す
.

女
盟
で
あ
り
ま

掌
げ

す
か
ら
、
髭
の
毛
を
な
で
つ
け
て
符
を
仙
斜
め
で
す
ぽっ
と
切
っ
た
だ
け
だ
と
辞
書
な
ど
に
は
古
い
で
ご
ざ

い
ま
す
。

だ
か
ら
、
侍
の
奥
さ
ん
が
す
ぐ
薙
髪
し
た
。

ま
た
、
和
宮
様
も
決
し
て
く
り
く
り
坊
主
の
お
像

は
ど
こ
に
も
な
い
。

ふ
さ
ふ
さ
と
髭
の
毛
を
残
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
錐
援
で
ご
ざ
い
ま
す

.

と
い
う
こ
と
は
、
薙
髪
を
し
た
尼
、
そ
し
て
ま
た
、
男
型
で
あ
る
入
道
、
こ
う
い
う
の
が
今
申
し
上
げ

て
き
た
盟
の
男
盟
、
女
型
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
が
や
は
り
法
然
上
人
の
組
織
下
に
あ
る。

信
仰
だ
け

を
持
ち
な
が
ら
、
余
り
坊
さ
ん
の
格
好
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
。

そ
し
て
、
彼
ら
は
単
な
る
お
葬
式
だ
け
で

は
な
い
、
生
き
る
上
で
も
お
念
仏
と
い
う
も
の
を
実
践
し
て
き
た
日
本
の
大
き
な
中
核
体
と

言
え
る
の
で
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ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
.

4 

日
本
語
と
い
う
不
思
議

生
き
る
と
い
え
ば
皆
織
方
、
別
れ
を
告
げ
る
と
き
日
本
人
は
「さ
よ
う
な
ら

」

と
い
い
ま
す
ね
。

こ
れ

も
世
界
的
な
言
葉
に
な
っ
て

「グ
ッ
ド
パ
イ
ヘ
「
さ
よ
う
な
ら
」
。あ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ

う
。

漢
字
で
書
く
と
、
左
と
い
う
字
に
様
、
あ
と
、
な
ら

。

あ
れ
は
武
家
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
「左
様

で
あ
る
な
ら
ば
へ
と
い
う
こ
と
で
す

.

あ
る
人
が
親
し
い
人
の
と
こ
ろ
に
出
か
け
て
い
く
。
実
は
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
い
、
こ
れ
だ
け

の
金
を
ひ
と
つ
融
通
し
て
く
れ
な
い
か
。
借
金
の
申
し
込
み
に
行
く
わ
け
で
す

。

そ
う
す
る
と
相
手
も
、

い
や
、
ま
こ
と
に
御
同
情
に
た
え
な
い
が
、
お
れ
の
家
も
火
の
車
な
ん
だ
よ
、
ひ
と
つ
勘
弁
し
て
く

れ
な

い
か
。

さ
よ
う
な
ら
い
た
し
方
が
な
い
、
で
は
さ
よ
う
な
ら
、
と
い
う
や
つ
な
の
で
す.

そ
う
い
う
意
味

な
の
で
あ
っ
て
、
あ
れ
は
決
し
て
永
遠
の
お
別
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い

.

さ
よ
う
な
ら
ば
い
た
し
方
が
な
い

。

こ
の
世
の
中
に
は
、
さ
よ
う
な
ら
い
た
し
方
な
い
、
と
い
う
場
合
が
う
ん
と
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す

.

日
本
の
言
葉
と
い
う
の
は
大
体
武
家

宮
磁
の
な
ご
り
が
多
い
の
で
す
.

皆
さ
ん
が
ま
ず
電
話
を
か
け
る

「も
し
も
し

」

と
大
抵
の
方
は

古
い
ま
す
。
「
も
し
も
し

へ

こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
.

実
は

「申

す
申
す
」
な
の
で
す
.

物
申
す
と
い
う
や
つ
で
す
。

だ
か
ら
轡
さ
ん
、
さ
て
こ
れ
か
ら
し
ゃ
べ
り
ま
す
よ
、

申
し
上
げ
ま
す
よ
、
申
す
申
す
と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
民
衆
の
や
わ
ら
か
い
表
現
に
変
わ
っ
て
「も
し

も
し
」
に
な
っ
た
の
で
す
ね

.

だ
れ
が
あ
あ
し
た
の
で
し
ょ
う
。

多
分
こ
れ
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
歌
が

で
き
た
。
「
も
し
も
し
カ
メ
よ
、
カ
メ
さ
ん
よ

」

そ
の
辺
か
ら
あ
れ
は
唯
の
呼
び
か
け
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ

な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す

.

明
治
の
最
初
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
ぶ
こ
つ
い
侍

言
葉
を
民
衆
が
使
え



る
よ
う
な

言
葉
に
変
え
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
外
届
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
が
入
っ
て
き
ま
す

。

例
え
ば
明
治
で
品
初
の
小
学
校
、
第

一
号
は

こ
の
噌
上
寺
に
で
き
ま
し
た
。

日
本
第

一
小
学
校
と
い
う
の
で
す

.

こ
こ
の
山
内
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

.

ち
ょ
う
ど
今
の
御
成
門
の
近
く
の
源
流
院
と
い
う
お
寺
さ
ん
、
こ
こ
が
日
本
の
小
学
校
の
第

一
号
で
す
。

そ
の
後
あ
ち
こ
ち
に
六
カ
所
ば
か
り
で
き
た
の
で
す.

小
学
校
に
入
学
す
る
と
、
皆
さ
ん
も
そ
う
い
う
御
経
験
が
あ
る
よ
う
に
、
ペ
ー
ジ
を
聞
く
と
い
ろ
い
ろ

絵
が
か
い
て
あ
り
ま
し
て
、
私
た
ち
の
と
き
は
も
う
大
昔
で
す
か
ら
、

「
ハ
ナ
、
ハ
ト
、
マ
メ
、
マ
ス
」、

も
う
忘
れ
て
き
ま
し
た
ね
、
「
ミ
ノ
、
カ
サ
、
カ
ラ
カ
サ
」
、
随
分
変
な
品
物
が
並
ん
で
お
り
ま
し
た
。

そ

の
後
「
サ
イ
タ
サ
イ
タ
サ
ク
ラ
ガ
サ
イ
タ

」

に
な
っ
た
で
し
ょ
う
が

。

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
う
い
う

物
品
を
並
べ
て
い
ま
し
た
。

最
初
の
小
学
校
の
教
科
書
は
物
品
を
盤
べ
な
き
ゃ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す。

と
こ
ろ
が
、
明
治
の
文
明
開
化
で
ご
ざ
い
ま
す。
外
国
語
が
盛
ん
に
入
っ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
、
イ
ロ

ハ
の
四
十
八
文
字
だ
け
じ
ゃ
足
り
な
い
。

「パ
ピ
プ
ペ
ポ
ヘ

濁
音
、
半
濁
音
が
入
っ
て
く
る
、
そ
こ
で
、

お
役
所
が
教
科
曹
を
つ
く
る
の
に

一
番
苦
労
し
た
の
が

「ポ
」
な
の
で
す
.

パ
ピ
プ
ペ
ポ
の
ポ
、
ど
ん
な

物
品
の
絵
を
か
い
た
ら
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

何
と
し
て
も
出
て
こ
な
い
。

現
在
な
ら
ポ
ス
タ
ー
だ
と
か
ポ

ス
ト
だ
と
か
幾
ら
で
も
あ
り
ま
す
が
、
み
ん
な
外
国
語
で
す
か
ら
ね
。

当
時
は
日
本
の
品
物
の
中
に
ポ
の

つ
く
も
の
が
な
い
の
で
す
。

お
役
人
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
教
科
書
が
で
き
な
い
。

何
か
ポ
は
な
い
か
な
と
患
っ
て
悩
ん
で
お
り
ま

し
た
。

お
休
み
の
日
に
近
所
の
野
原
を
歩
い
て
い
た
.

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
子
供
が
二
人
ば
か
り
犬
を
追

っ
か
け
て
る
。
「
こ
ら
ポ
チ
、
こ
ら
ポ
チ

」
。ポ
チ
か
。

そ
こ
で
、

「
ち
ょ
っ
と
お
前
ら
に
聞
く
け
ど
、
あ
の
犬
の
名
前
は
ポ
チ
っ
て
い
う
の
か
ね」

5 



「
い
や
、
あ
ん
な
犬
名
前
な
ん
か
な
い
よ
、
の
ら
犬
だ
よ

。

た
だ
さ
、
体
に
ポ
チ
ポ
チ
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か」

ま
だ
ら
。

ポ
チ
ポ
チ
。

は
あ
、
ポ
チ
の
ポ
か

。

役
人
は
早
速
翌
日
、
こ
れ
は
簡
単
だ
、
ポ
チ
ポ
チ
の
つ
け
た
犬
を
絵
に
か
い
て
、
ポ
チ
の
ポ
と
や
っ
た

わ
け
で
す
。

そ
ん
な
犬
は
ど
こ
で
も
見
か
け
る
か
ら
。

二
年
と
た
た
な
い
う
ち
に
た
ち
ま
ち
こ
れ
が
広
が

っ
て
、
ポ
チ
の
ポ
、
犬
は
ポ
チ
の
代
名
詞
み
た
い
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
ま
だ
ら
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
。

数
年
後
に
で
き
た
花
咲
か
じ
い
さ
ん
の
歌
に
ま
で
「
裏
の
畑
で
ポ
チ
が
鳴
く
」

っ
て
、
大
昔
の
犬
が
ポ
チ

に
な
っ
て
る

。

ま
あ

言
葉
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
に
民
衆
の
問
で
広
が
っ
て
い
っ
た

。

電
話
の
も
し
も
し
、
ま
た
、

「鳩
ポ
ッ
ポ
」
。
こ
れ
な
ん
か
を
つ
く
っ
た
方
も
、
本
所
の
西
光
寺
さ
ん
と
い
う
浄
土
宗
の
お
寺
さ
ん
で
ご

ざ
い
ま
す
。

お
寺
さ
ん
が
盛
ん
に
こ
う
い
う
童
謡
を
つ
く
っ
た。

戦
後
は
ま
た
、
音
羽
ゆ
り
か
ご
会
の
声
の
い
い
お
嬢
さ
ん
方
、
川
田
正
子
さ
ん
と
か
川
田
孝
子
さ
ん
と

か
た
く
さ
ん
の
童
謡
歌
手
が
出
ま
し
た
。

こ
の
間
も
川
田
正
子
さ
ん
が
増
上
寺
へ
来
て

一
時
間
ば
か
り
歌

っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
後
で
ち
ょ
っ
と
お
話
を
し
た
。

「あ
ん
た
お
幾
つ
?
今
で
も
輩
謡
を
そ
の
ま
ま
で
歌
っ
て
る
」

「六
十
三
で
ご
ざ
い
ま
す
」

「あ
あ
、
年
を
聞
い
て
悪
か
っ
た
ね

。

あ
ん
た
の
歌
っ
て
た
歌
に

『
こ
と
し
六
十
の
お
じ
い
さ
ん
』
と
い

う
歌
が
あ
っ
た
つ
け
ね
」

あ
の
こ
ろ
は
六
十
で
本
当
の
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
で
し
た
。
今
は
六
十
歳
な
ん
で
い
っ
た
ら
お

じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
な
ん
て
い
う
人
は
い
な
い
で
す
。
こ
れ
か
ら
ま
だ
十
年
、
二
十
年
。
時
代
も
そ

う
変
わ
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す。

私
な
ん
か
も
本
当
に
、
こ
と
し
既
に
八
十
歳
の
声
を
聞
き

6 



ま
し
た
。

い
や
あ
昔
な
ら
病
院
で
寝
た
き
り
に
な
っ
て
る
年
齢
な
の
に
、
の
こ
の
こ
ま
た
こ
の
大
本
山
な

ん
か
へ
出
て
き
て
務
ま
る
の
か
い
な
、
な
ど
と
思

っ

て
お
り
ま
し
た
が
、
や

っ

て
み
れ
ば
ゃ
れ
な
い
こ
と

は
な
い
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

夢
と
肉
体

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
で
も
、
お
念
仏
と
い
う
も
の
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
。

法
然
上
人
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
す

。

法
然
上
人
は
亡
く
な
っ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
八
十
議
。

正
月
の
二
十
五

日
に
亡
く
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
正
月
三
目
、
お
弟
子
さ
ん
が
集
ま
っ
た
.

近
い
う
ち
に
亡
く
な
る

亡
く
な
る
と

言
っ
て
る
、
そ
れ
本
当

の
こ
と
で
す
か
.

お
弟
子
さ
ん
が
聞
く
の
で
す
.
「
い
つ
ご
ろ
亡
く

な
る
の
で
す
か
」
と

.

ま
あ
厚
か
ま
し
い
や
つ
が
い
る
も
の
で
す

。
「
こ
た
び
の
往
生
は
決
定
か
」

と
い

う

言
葉
、
昔
の
言
葉
で
は
。

お
伝
記
に
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
法
然
上
人
は
い
と
も
あ

っ
さ
り
と
お
答
え
に
な
っ
て
、
「決
定
な
ん
て
そ
ん
な
や
や
こ
し
い
こ
と

言
う
な
よ
、
極
楽
へ
、
お
浄
土

へ
必
ず
い
け
る
、
そ
ん
な
こ
と
宮
う
な
、
も
と
も
と
私
は
極
集
浄
土
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
、
た
だ
そ

こ
へ
帰
っ
て
行
く
だ
け
だ
」
.
そ
う
お
答
え
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す

。

こ
れ
は
八
O
O
年
後
に
も
滅
び
な
い
苦
難
で
ご
ざ
い
す
。

私
た
ち
は
お
浄
土
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る

.

そ
れ
は
肉
体
は
皆
さ
ん
も
御
承
知
の
よ
う
に
両
親
の
子
供
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
体
、

肉
体
の
問
題
で
あ

っ
て
、
私
た
ち
の
心
と
い
う
も
の
は

一
体
ど
こ
か
ら

来
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
も
夜
寝
る
と
夢
を
ご
ら
ん
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

私
も
い
ま
だ
に
見
て
お
り
ま
す

.

寸
暇
を
惜

し
ん
で
見
て
る
の
じ

ゃ
な
い
か
と
思
う
く
ら
い
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
三
十
分
寝
て
も
ち
ゃ
ん
と
夢

見
る
か
ら
で
す

。
一
体
あ
の
夢
と
い
う
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
脳
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髄
の
中
に
宥
機
化
合
物
が
ふ
え
て
き
て
、
脳
髄
を
刺
激
し
て
夢
を
見
る
の
だ
そ
う
で
す

.

だ
か
ら
、
こ
の

人
は
今
夢
見
て
る
と
い
う
こ
と
は
臨
床
実
験
で
わ
か
る
の
だ
そ
う
で
す
.
た
だ
し
、

中
身
ま
で
は
わ
か
ら

な
い
の
で
す
.

し
か
も
、
ま
た
こ
の
臨
床
実
験
で
、
こ
の
人
は
夢
を
見
て
い
る
と
、
見
て
い
な
い
熟
睡
し
て
い
る
、
そ

の
選
別
の
中
で
不
思
議
な
答
え
が
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
学
者
さ
ん
に
よ
る
と
、
人
間
は
年
齢
別
で
何

歳
ぐ
ら
い
ま
で
が
一
番
夢
を
見
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
多
分
私
ら
八
十
に
も
な
る
と
ほ
と
ん
ど
睡
眠
時

間
の
八
十
%
ぐ
ら
い
は
夢
見
て
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
し
か
し
現
実
は
全
く
逆
な
の
で
す
。

年
を
取
れ
ば
取
る
ほ
ど
夢
を
見
て
い
る
時
間
は
短
く
な
る
。
最
も
た
く
さ
ん
見
て
い
る
の
は
O
歳
か
ら
四

歳
ま
で
の
乳
幼
児
だ
そ
う
で
す
。

そ
う
い
う
結
論
を
聞
く
と
、
は
て
な
、
と
疑
問
を
皆
さ
ん
持
つ
は
ず
で
す
。
夢
の
中
に
出
て
く
る
世
界
、

そ
ん
な
に
架
空
の
世
界
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
大
体
我
々
が
生
き
て
る
と
き
に
住
ん
で
る
世
界
で
し
ょ

う
。

経
験
に
あ
る
程
度
基
づ
い
て
る

。

O
歳
か
ら
四
歳
の
赤
ち
ゃ
ん
が
ど
ん
な
経
験
が
あ
る
の
で
す
か
。

ど
ん
な
世
界
を
知
っ
て
る
の
で
す
か

.

知
ら
な
い
は
ず
で
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
拶
を
見
て
い
る。

皆
さ

ん
も
私
も
実
は
そ
の
年
齢
を
経
過
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
す
が
残
念
な
が
ら
全
く
覚
え
て
な
い

。

私
の
経
験
で
は
、
最
初
の
夢
だ
と
記
憶
し
て
い
る
夢
は
、
広
い
以
つ
原
を
見
お
ろ
す
丘
の
上
に
自
分
が

立
っ
て
、
何
か
し
か
い
い
気
持
ち
だ
ね
、
い
い
気
持
ち
だ
ね
、
こ
こ
で

立
ち
小
便
し
た
ら
も
っ
と
い
い
気

持
ち
だ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
で
シ
ャ
ー
っ
と
立
ち
小
使
を
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す

.

見
事
な
お
ね
し
ょ
の

洪
水
を
つ
く
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
私
の
夢
の
発
端
で
あ
り
ま
し
た.

も
っ
と
前
に

も
見
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。

日
光
の
東
照
宮
へ
い
き
ま
す
と
眠
り
猫
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す

。

左
甚
五
郎
が
つ
く
っ
た
名
作
と
言
わ
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れ
て
い
ま
す
。

猫
が
鼻
毛
を
伸
ば
し
て
眠
っ
て
い
る
姿
な
が
ら
、
何
で
そ
れ
が
名
作
な
ん
で
し
ょ
う
か

。

こ
れ
は
猫
の
前
世
は
人
間
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
長
女
で
あ
っ
た
.

と
こ
ろ
が
、
残
念
な
が
ら
猫
に
生
ま
れ

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

夢
の
中
で
そ
の
前
世
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
も
て
は
や
さ
れ
た
美
女
の
生
活
で
あ

り
ま
す
.

夢
の
中
で
楽
し
ん
で
い
る
.

あ
れ
が
眠
り
猫
の
テ
l

マ
で
す
.

名
作
と
い
わ
れ
て
い
る
そ
う
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ま
し
で
も
乳
幼
児
の
夢
と
い
う
の
は
大
き
な
テ
l

マ
な
の
で
あ
り
ま
す

。

何
を
見
て
い
る
の
か
.

八
O
O
年
昔
の
法
然
横
は
極
楽
お
浄
土
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
教
え
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
も
ま
た
そ
う
い
う
幼
児
体
験
に
基
づ
く
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
信
仰
の
深
ま
り
に
よ
っ
て
出
て
き

た
考
え
て
あ
り
ま
し
ょ
う
か
と
、
思
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す。

眠
り
猫
と
い
え
ば
日
光
の
東
照
宮

.

こ
れ
は
御
示
知
の
よ
う
に
徳
川
家
康
公
を
記
っ
て
い
る
わ
け
で
す.

大
変
な
精
敏
を
糠
ら
し
た
美
術
的
な
建
物
が
東
照
宮
で
あ
り
ま
す。
と
こ
ろ
が
、
品
初
に
で
き
た
東
照
宮

は
そ
ん
な
に
立
派
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
.

最
初
に
精
搬
を
凝
ら
し
た
御
霊
屋
と
い
い
ま
す

と
、
こ
れ
は
増
上
寺
に
あ
り
ま
し
た
。

二
代
将
軍
秀
忠
公
の
お
霊
屋
で
す
。

こ
れ
が
精
般
を
凝
ら
し
た
世

界
の
建
築
美
術
と
し
て
も
本
当
に
ト
ッ
プ
を
行
く
も
の
で
し
た。

そ
し
て
、
こ
れ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
し
た

も
の
を
、
英
圃
の
女
王
の
、
戦
争
前
で
あ
り
ま
す
が
、
お
祝
い
に
H

本
か
ら
贈
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
が
今

日
で
も
ロ
ン
ド
ン
の
大
学
に
保
管
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

肝
心
の
増
上
寺
の
方
は
B

二
九
の
空

襲
で
こ
の
御
霊
屋
は
全
部
焼
け
て
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
.

ニ
代
将
軍
秀
忠
公
の
お
盤
極
が
す
ば
ら

し
い
た
め
に
、
日
光
の
東
照
宮
の
家
康
公
の
を
つ
く
り
か
え
た
。

だ
か
ら
東
照
宮
の
兄
貴
と
言
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
.

秀
忠
公
の
お
霊
屈
の
方
が
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
た
の
で
す
.
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日
常
の
忙
し
い
日
暮
し
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
と
、

つ
い
忘
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
、
も
う
野
山
は
す

っ
か
り
色
づ
き
、
大
自
然
は
い
っ
せ
い
に
結
実
の
と

き
を
迎
え
て
い
ま
す
。

「
こ
の
秋
は
、
雨
か
風
か
は
知
ら
ね
ど
も

今
円
の
っ
と
め
に
、
田
市
取
る
な
り
」

(ニ
宮
尊
徳
)

股
家
の
方
々
が
、
秋
の
収
纏
を
め
ざ
し
て
ご
苦
労

下
さ
る
そ
の
努
力
は
大
変
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

収
植
の
ほ
と
ん
ど
の
力
は
、

天
地
大
自
然
の
営
み
で

あ
り
ま
す
。

そ
の
ま
こ
と
に
不
思
議
と
し
か
言
い
よ

う
の
な
い
働
き
が
、
厳
然
と
こ
の

天
地
大
自
然
の
中

に
働
い
て
い
て
下
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

自
に
見
え

る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
に
見
え
る
相
と
し

て
現
し

て
い
て
く
だ
さ
る
。

こ
の
事
を
私
た
ち
人
間

は
ど
う
頂
け
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
合
掌
と

手
を
合
わ
す
以
外
に
は
有
り
ま
せ
ん
。

こ
の
結
実
の
好
季
を
選
ん
で
、
浄

土
宗
の
寺
々
で

は

「
お
十
夜
法
要
」
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。

今
年
の
収

積
に
感
謝
す
る
と
同
時
に
、
す
べ
て
が
実
を
結
ぶ
自

然
の
姿
を
眺
め
な
が
ら
、
す
べ
て

一
切
の
衆
生
を

「
救
わ
ず
に
は
お
か
ん
!
」

と
お
語
い
下
さ
っ
た
、

阿
弥
陀
織
の
本
願
の
成
就
し
た
事
を
わ
が
身
に
感

じ

、
お
喜
び
申
し
上
げ
る
法
要
で
あ
り
ま
す
.

浄
土
宗
の
宗
歌
と
も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
法
然
上

人
の
お
和
歌
に
、

「月
影
の
、
至
ら
ぬ
里
は
な
け
れ
ど
も

眺
む
る
人
の
心
に
ぞ
す
む
」

と
、
お
念
仏
信
仰
の
あ
り
方
、
阿
弥
陀
様
の
ご
本

願
の
頂
き
方
を
、
わ
か
り
や
す
く
お
示
し
く
だ
さ
っ

て
お
り
ま
す

.

こ
れ
は

『
観
無
量
寿
経
』
の
中
、

「光
明
遍
照
十

方
世
界
念
仏
衆

生
摂
取
不
捨
」

の
文
を
解
釈
な
さ
っ

た
も
の
で
、
み
仏
様
の
お
育
て
の
力
と
、
救
い
の
力

を
明
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す

.

月
影
の
、
影
と
は
光
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す.

光

に
は
色
光

(物
質
の
光
)
と
心
光

(心
の
光
)
の
こ

種
が
有
り
ま
す
が
、
仏
教
に
い
う
ほ
と
ん
ど
の
光
は

「
心
光
」

を
さ
し
ま
す

。

そ
の

「
心
光
」

に
ま
た

「常
光
」
と

「神
通
光
」
が
あ
り
ま
す
.
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「
常
光
」

と
は
み
仏
が
常
平
生
に
照
ら

す
光
で
、

こ
の
和
歌
の
「月
影
の
い
た
ら

ぬ
盟
は
な
け
れ
ど
も
」

に
あ
た
り
、
「神
通
光
」

は
み
仏
が
特
別
な
時
に
照

ら
さ
れ
る
光
で
、
阿
弥
陀
様
の

「神
通
光
」
は

「摂

取
不
捨
」

の
光
明
で
、
お
念
仏
申
す
人
が
あ
る
時
は

照
ら
し
、
な
い
時
は
照
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
の
和
歌

の

「跳
む
る
人
の
心
に
ぞ
す
む
」

に
あ
た
り
ま
す
。

み
仏
の
み
光
を
月
の
光
に
た
と
え
、
月
の
光
は
す

べ
て
の
も
の
を
く
ま
な
く
照
ら
し
分
け
隔
て
す
る
よ

う
な
こ
と
は
有
り
ま
せ
ん
。
「
月
影
の
至
ら
ぬ
盟
は

な
け
れ
ど
も
」

で
あ
り
ま
す
.

天
上
の
月
は
陪
陪
と

照
ら
し
て
い
て
下
さ
っ

て
も
、
家
の
中
に
い
て
は
気

づ
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
外
に
い
て
月
の
光
を
浴
び
な

が
ら

も
、
他
の
事
を
考
え
た
り
、
他
の
事
に
白川
を
取

ら

れ
て
い
て
は
こ
れ
に
気
づ
く
こ
と
は
有
り
ま
せ

ん
.
「
今
晩
の
お
月
繊
の
な
ん
と
み
ご
と
な
事
」

と
、

よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
の
で
き
る
お
方
は
ど
ん
な
お
方
で
し

ょ
う
。

そ
れ
は
外
に
出
て
天
上
の
お
月
様
を
振
り
仰

い
だ
お
方
、
つ
ま
り

「
眺
む
る
人
」

で
あ
り
ま
す
。

「
念仏
の
衆
生
」
お
念
仏
申
す
お
方
に
し
て
は
じ
め

て
、
「救
わ
ず
に
は
お
か
ん
!
」

と
お
留
い
下
さ

っ

た
阿
弥
陀
織
の
ご
本
願
の
ご
利
益
、
お
救
い
に
あ
ず

か
れ
る
こ
と
を
お
示
し
下
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。

お
和
歌
の
最
後

「
心
に
ぞ
す
む
」

の

「す
む
」

二
文
字
の
中
に
お
念
仏
で
救
わ
れ
て
い
く
尊
い
大
利

益
が
説
き
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
ひ
と
つ
に
は
「住
む
」
「
接
む
」

で
あ
り
ま

す
。

つ
ま
り
私
た
ち
凡
夫
の
暗
闇
の
心
(
無
明
)
に

す
ん
で
く
だ
さ
る

。

大
自
然
の
お
育
て
、
御
恵
み
の

中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
た
り

前
の
事
と
感
謝
も
無
く
う
ち
過
ご
し
て
い
る
愚
か
な

私
で
も
、
み
仏
の
願
い
に
応
え
て
「南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
お
念
仏
申
し

た
な
ら

ば
、
阿
弥
陀
織
は
直
ち
に
神

通
光
で
照
ら
し
て
下
さ
っ

て
、
そ
の
声
に
応
え
て
凡

夫
の
わ
が
身
に
添
い
ま
し

て
、
共
暮
ら
し
を
し
て
く

だ
さ
る
.

同
時
に
私
の
有
る
べ
き
姿
に
気
づ
か
せ
て

く
だ
さ
る
.

な
ん
と
尊
く
有
嫌
い
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

つ
ぎ
に
「
澄
む
」
「消
む
」

で
あ
り
ま
す
。

私
た

ち
凡
夫
の
日
常
生
活
は
如
何
で
し
ょ
う
か
、
恥
ず
か
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し
な
が
ら
自
分
中
心
、
言
葉
で
態
度
で
ご
ま
か
し
て

は
い
て
も
本
質
的
な
と
こ
ろ
は
自
己
中
心
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
学
問
で
も
、
修
穫
で
も
ど
う
に
も
で
き

な
い
煩
悩
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す

。
『
食

膜
痴
」
三
毒
の
煩
悩
と
言
わ
れ
、
中
で
も
中
心
は
道

理
に
暗
い
と
言
わ
れ
る
思
痴
釜
山
明
)
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
に
さ
ま
ざ
ま
な
罪
を
重
ね
、
苦
し
み
迷
い

の
日
暮
し
に
明
け
暮
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
ん
な

私
が
お
念
仏
を
申
し
ま
す
と
、
煩
悩
の
閣
を
滑
ら
か

に

「
澄
む
」
「
清
む
」
清
ま
せ
て
下
さ
る
の
で
あ
り

ま
す
.
「
そ
の
光
に
過
う
も
の
は

三
垢

(食
蹴
痴
)

消
滅
し
、
身
意
柔
軟
に
歓
喜
踊
躍
し
て
善
心
生
ず
」

と
、
『
無
量
寿
経
』
に
も
は
っ
き
り
と

示
さ
れ
て
い

ま
す

.
三
つ
に
は

「積
む
」

で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
最
大
の
難
関
は
な
ん
で
あ

り
ま
し
ょ
う
か
.

そ
れ
は
「死
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う

.

病
気
や
、
生
活
苦
も
半
く
苦
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
そ
の
延
長
線
上
に

「
死
」

が
あ
る
か

ら
で
あ
り
ま
す

.
「
命
に
別
状
あ
り
ま
せ
ん
」
と

宮

わ
れ
た
病
気
な
ら
そ
れ
ほ
ど
案
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
.

人
生
最
大
難
関
は

「死
」

で
あ
り
ま
す

。

そ
れ
が

「跳
む
る
人
」

と
な
っ

て
、
お
念
仏
申
す
お
方
と
な

っ
た
な
ら
、
こ
の
世
に
日

暮
し
す
る
聞
は
阿
弥
陀
織

と
の
共
暮
ら
し
、
喜
び
も
悲
し
み
も
共
に
味
わ

っ
て

く
だ
さ
る
と
思
え
ば
喜
び
は
倍
増
、
病
気
の
苦
し
み

は
半
減
致
し
ま
す

.

そ
し
て

一
大
難
関
訪
れ
た
と
き

に
は
、
阿
弥
陀
織
が
、
勿
体
無
く
も
臨
絡
の
枕
辺
に

来
た
り
賜
い
、
極
楽
浄
土
へ
迎
え
取
っ
て
下
さ
る
の

で
あ
り
ま
す
.

法
然
上
人
の
お

言
葉
に

「念
仏
す
れ

ば
、
臨
終
に
仏
来
迎
す
と
い
う
こ
と
を

一
念
も
疑
わ

ぬ
方
を
深
心
と
は
申
す
な
り

」
と
お
示
し
で
あ
り
ま

す
。

こ
こ
に
人
生
の

一
大
事
、
こ
の
世
は
仏
と
共
暮

ら

し
、
後
の
世
は
弥
陀
の
極
楽
へ
と
、
こ
の
世
、
後

の
世
の
大
問
題
が
、
念
仏
の
衆
生
と
な
っ
て
き
っ
ぱ

り
と
解
決

「済
み
」

と
な
る
の
で
あ
り
ま
す

。

「生
け
ら
ば
念
仏
の
功
つ
も
り
、
死
な
ば
浄
土
へ

参
り
な
ん
、
と
て
も
か
く
て
も
こ
の
身
に
は
、
思
い

わ
ず
ら
う
事
ぞ
な
き
と
思
い
ぬ
れ
ば
、
死
生
と
も
に
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わ
ず
ら
い
な
し
」

と
仰
せ
ら
れ
た
法
然
上
人
の
お

言

葉
が
し
み
じ
み
と
味
わ
え
て
参
り
ま
す

。

「
月
影
の
至
ら
ぬ
里
は
な
け
れ
ど
も

」

天
地
大
自

然
の
営
み
と
な
っ

て
、
気
づ
こ
う
が
気
づ
く
ま
い
が

一
切
衆
生
を
我
が
子
の
如
く
育
て
て
く
だ
さ
る
み
仏

様
の
御
ち
か
ら
、
そ
の
す
べ
て
は
、
こ
の
愚
か
な
私

に
心
の
目
を
聞
け
と
の
呼
び
声
で
あ
っ
た
と
受
け
取

ら
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す

。

「鳴
く
烏
も
、
岸
打
つ
披
も
松
風
も

我
を
頼
め
の
弥
陀
の
呼
び
声
」

み
仏
は
、
尊
き
親
心
で
恒
に
愚
か
な
こ
の
私
の
無

明
の
心
を
照
ら
し
、
天
地
自
然
の
営
み
と
な
っ
て
声

な
き
声
で
呼
び
掛
け
て
い
て
下
さ
っ
た
.

こ
こ
に
気

づ
く
か
気
づ
か
ぬ
か
が
大
き
な
分
か
れ
道
と
な
る
事

で
し
ょ
う
.

何
年
前
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
、
島
根
医
科
大
学
で

日
本
で
は
じ
め
て
の
生
体
肝
移
植
手
術
が
行
わ
れ
ま

し
た

.

杉
本
裕
也
ち
ゃ
ん
と
い
う
赤
ん
幼
が
お
父
さ

ん
の
肝
臓
を
預
か
れ
た

。

あ
の
時
に
あ
る
方
が
仰
っ

た
。
「
も
し
自
分
の
子
が
そ
ん
な
状
態
に
な
っ
た
と

き
、
自
分
の
肝
臓
を
分
け
て
上
げ
る
事
が
出
来
る
だ

ろ
う
か
九

私
た
ち
は
大
人
で
す
か
ら
、
つ
い
お
父

さ
ん
の
立
場
で
考
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
そ

う
で
な
く
、
赤
ん
幼
の
立
場
で
頂
い
て
み
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

お
医
者
様
も
手
を
尽
く
さ
れ
、
周
り
の
方
も
成
功

を
願
わ
れ
た
。

ま
た
赤
ん
坊
も
何
度
も
危
機
を
乗
り

越
え
て
頑
張
り
ま
し
た
が
、
結
局
は
残
念
な
が
ら

二

百
数
十
日
の
命
で
し
た
。

し
か
し
あ
の
手
術
が
成
功

し
て
い
た
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う

。

手
術
を
受
け

た
の
は

一
歳
の
赤
ん
坊
、
こ
と
の
次
第
は
何
に
も
わ

か
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う

.

で
も
や
が
て
十
五
、
二

十
歳
に
な
っ

た
時
、
こ
の
事
実
を
知
る
日
が
き
た
で

し
ょ
う
.

「自
分
は
覚
え
て
は
い
な
い
け
ど
、
私
が

亦
ん
妨
の
時
、
お
父
さ
ん
が
揃
い
目
を
し
て
大
切
な

肝
臓
を
分
け
て
下
さ
ら
な
か
っ
た
ら
、
と
て
も
今
日

ま
で
生
き
て
く
る
事
は
出
来
な
か

っ
た
ん
だ
」
と
、

い
う
事
に
気
づ
い
た
時
、
こ
の
裕
也
ち
ゃ
ん
の
物
の

考
え
方
、
生
き
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
思
い
ま
す。

こ
こ
に
気
づ
く
か
否
か
が
大
き
な
分
か
れ
道
で
あ
り

J4 



お卜夜法訴

ま
し
ょ
う
。

世
の
普
慈
の
基
準
は
、
人
の
都
合
で
変
化
が
あ
り

ま
す

。

し
か
し
子
供
が
観
の
願
い
に
気
づ
き
、
そ
の

願
い
に
応
え
る
事
、
こ
れ
は
大
き
な
持
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

阿
弥
陀
親
機
は
、
子
供
の
私
ど
も
に
願
わ
れ

た
事
は
た
だ
ひ
と
つ
、

「
戒
が
名
を
呼
べ
!
称
哉
名

号
」
そ
の
願
い
に
応
え
、
お
念
仏
申
す
こ
と
が
何
に

も
勝
る
大
普
棋
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
お
経
に
説
い
て

お
ら
れ
ま
す
。

「此
に
於
い
て
普
を
修
す
る
事
十
日
卜
夜
す
れ
ば
、

他
方
諸
仏
の
同
土
に
お
い
て
普
を
為
す
こ
と
千
践
す

る
に
勝
れ
た
り
」

(
『
無
量
寿
経』)

少
普
も
蹴
め
な
い
私
た
ち
は
、
円
然
の
営
み
、
収

種
に
感
謝
し
、
阿
弥
陀
織
の
本
願
成
就
を
喜
び
お
念

仏
に
励
ま
せ
て
頂
き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す

。
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念仏 l'iとしてのいのちを阪かつて

私
が
お
預
か
り
し
て
お
り
ま
す
法
然
院
は
、
京
都

の
市
街
地
の
東
側
に
連
な
る
東
山
三
十
六
崎
の
一
峰

で
あ
る
善
気
山
を
境
内
と
し
、
市
街
地
に
近
い
場
所

に
あ
り
な
が
ら
織
々
な
い
の
ち
の
営
み
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
境
内
の
森
は
、
椎
な
ど
の
照
葉

樹
を
中
心
と
し
て
杉
や
鯨
、
師
幌
、
椿
な
ど
の
大
木
も

点
在
し
、
夜
に
は
ム
サ
サ
ビ
が
木
々
の
聞
を
飛
び
交

い
、
イ
ノ
シ
シ
が
伽
藍
の
傍
ま
で
顔
を
出
し
ま
す

。

様
々
な
れ
Mた
ち
の
さ
え
ず
り
も
年
中

聞
こ
え
、
狸
、

狐
、
リ
ス
、
テ
ン
な
ど
の
動
物
も
観
察
さ
れ
て
い
ま

す
.

ま
た
、
梅
雨
に
は
池
の
上
に
強
り
出
し
た
木
々

の
枝
に
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
の
産
卵
が
見
ら
れ
ま
す

。

当
院
を
訪
れ
る
方
々
は
、
こ
の
よ
う
な
控
か
な
い
の

ち
の
営
み
と
伽
藍
の
配
置
の
妙
が
織
り
な
す
境
内
の

風
致
を
賛
え
て
下
さ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く

森
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

十
三
世
紀
の
初
め
に
法
然
上
人
と
弟
子
の
安
楽

・

住
蓮
が
庵
を
結
ぼ
れ
た
地
に
、
一
六
八
O
年
に
知
恩

院
第
三
十
八
世
高
無
和
尚
と
弟
子
の
忍
滋
和
尚
に
よ

っ
て
本
堂
が
建
て
ら
れ
た
の
が
現
在
に
速
な
る
法
然

院
の
歴
史
の
始
ま
り
で
す
。
法
然
上
人
の
遺
跡
復
興

と
僧
侶
の
育
成
を
掲
げ
て
出
発
し
た
当
院
は
、
当
初

は
僧
侶
の
た
め
の
修
行
寺
院
と
し
て
の
性

格
が
強
か

っ
た
の
で
す
が
、
現
在
で
は
檀
家
か
ら
浄
財
を
お
納

め
い
た
だ
き
、
檀
信
徒
各
家
の
葬
式
や
先
祖
供
養
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
伽
藍
の
維
持
運
営
を
は
か
る
と

い
う
檀
那
寺
と
し
て
の
役
割
が
基
本
的
な
性
格
で

す
。

し
か
し
同
時
に
、
八
百
年
前
に
説
か
れ
た
教
え

が
現
在
で
も
多
く
の
人
々
の
心
に
共
感
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
法
然
上
人
ゆ
か
り
の
寺
と
し
て
全
国
か

ら
参
拝
者
の
方
々
が
あ
り
、
ま
た
近
年
、
観
光
地
と

し
て
多
く
の
人
々
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「哲
学

の
道
」

の
東
側
に
あ
る
た
め
、
境
内
を
散
策
さ
れ
る

観
光
客
の
数
も
次
第
に
培
え
、
ま
た
、
毎
朝
き
ま
っ

て
参
拝
に
来
ら
れ
た
り
、
境
内
で
体
操
を
さ
れ
る
ご

近
所
の
方
々
も
お
ら
れ
る
な
ど
、
現
在
の
法
然
院
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
持
っ
て
寺
を
訪
れ
ら
れ
る
方
々

に
犠
々
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
.

哲
学
者
で
も
あ
っ
た
先
代
住
職
、
婿
本
峰
雄
(
実

父
。

私
は
母
方
の
姓
を
継
い
で
お
り
ま
す

J

は
、
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元
は
浴
室
で
長
ら
く
物
世
き
に
な
っ
て
い
た
建
物
の

内
部
改
装
を
一
九
七
七
年
に
行
な
っ
て
講
堂
と
名
付

け
、
こ
こ
を
会
場
に

「
現
代
風
俗
研
究
会
」

が
開
か

れ
て
お
り
ま
し
た
。
当
院
の
あ
り
方
に

一
般
の
市
民

の
方
々
の
出
会
い
の
場
と
い
う
新
た
な
役
割
を
付
け

加
え
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
患
い
ま
す
。

「寺

は
聞
か
れ
た
共
同
体
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と

い
う
の
が
先
代
住
職
の
考
え
で
し
た
が
、

一
九
八
四

年
三
月
に
五
十
九
歳
で
往
生
い
た
し
ま
し
た
。
私
は
、

先
代
の
遺
志
を
継
ぐ
意
味
で
も
当
院
の
恵
ま
れ
た
自

然
環
境
を
生
か
し
て
現
代
社
会
の
要
請
に
も
応
え
ら

れ
る
何
か
新
た
な
活
動
が
で
き
な
い
か
と
考
え
、
近

所
に
お
住
ま
い
の
自
然
観
察
指
導
員
の
方
と
の

出
会

い
に
よ
っ
て
、

一
九
八
五
年
十

一
月
に

「法
然
院
森

の
教
室
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

身
近
な
自
然

破
壊
や
地
球
規
槙
の
環
境
危
機
に
鑑
み
、
盟
か
な
い

の
ち
の
営
み
と
の
ふ
れ
あ
い
や
生
物
に
つ
い
て
の
知

識
を
吸
収
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
間
の
望
ま
し
い

生
き
方
を
探
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で

す
が
、
寺
を
地
域
社
会
に
お
け
る

一
つ
の
核
と
し
て

人
と
人
と
の
出
会
い
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
そ
の
も

の
が
寺
の
一
つ
の
役
割
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「法
然
院
森
の
教
室
」

の
活
動
を
発
展
さ
せ
る
形
で

一
九
九
三
年
に
は
環
境
学
習
活
動
の
拠
点
施
設
と
し

て
境
内
に
建
物
を
新
築
し
、
『
共
生
き
堂
(
と
も
い

き
ど
う
)
[
通
称
は
法
然
院
森
の
セ
ン
タ
ー
と
と
名

付
け
、
活
動
の
幅
は
さ
ら
に
広
が
り
ま
し
た
。
ニ
O

O
一
年
三
月
に
は
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を

目
指
す
市
民
グ
ル
ー
プ
と
の
連
携
に
よ
り
、
こ
の
建

物
の
島
根
に
太
陽
光
発
電
パ
ネ
ル
を
設
置
し
、
ク
リ

ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
学
習
に
も
力
を
注
い
で
ゆ
き
た

く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「法
然
院
森
の
教
室
」

と
い
う
看
板
と
な
る
活
動

を
始
め
、
私
自
身
も
環
境
問
闘
を
考
え
る
多
く
の
市

民
グ
ル
ー
プ
に
積
極
的
に
参
加
し
た
結
果
、
次
第
に

自
然
科
学
者
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
お
つ
き
あ
い
も

m
え
、
自
然
な
形
で

寺
を
個
展
、
コ
ン
サ
ー
ト
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
場
と
し
て
提
供
す

る
機
会
が
増
え
て
ゆ
き
ま
し
た

.

現
在
で
は
悌
教
行

事
や
先
祖
供
養
の
た
め
の
儀
式
以
外
に
年
間
百
以
上
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念仏首としてのいのちを ffìかつて

の
催
し
が
寺
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
ま

す
。

イ
ン
ド
、
タ
イ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
韓
国
、
中
国
、

イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
タ
リ
ア
、

ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
搬
々
な
国
々
の
方
々
に

も
芸
術
発
表
の
機
会
を
提
供
し
、
国
際
交
流
に
も
少

し
お
役
に
立
て
て
い
る
よ
う
で
す

.

現
代
に
お
け
る
寺
に
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
活
動
の

場
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
役
割
を
織
れ
た
個

人
の
出
会
い
の
場
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
育
む
空
間
、

地
域
活
動
の
拠
点
な
ど
、
様
々
な
役
割
を
果
た
し
て

ゆ
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
.

一
分
、

一
秒
に
追
わ
れ

る
現
代
社
会
、
お
釈
迦
さ
ま
が
説
か
れ
る
縁
起
の
道

理
に
支
え
ら
れ
た
大
い
な
る
い
の
ち
の
営
み
の
中

で
、
本
来
、
全
て
の
生
き
物
に
は
等
し
く
ゆ
っ
た
り

と
し
た
時
間
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
再
認
議
し
て
H

常
に
戻
っ
て
い
た
だ
く
の
が
寺
の
存
在
価
値
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
当
院
に
集
わ
れ
る
智
綴
方
が
、
普
段

と
は
違
う
自
分
を
再
発
見
し
て
い
た
だ
い
た
り
、

O

O
会
社
の
社
員
と
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、

一
つ
の

い
の
ち
と
し
て
他
の
い
の
ち
と
の
か
か
わ
り
方
を
見

つ
め
直
し
て
い
た
だ
け
る
場
を
提
供
で
き
れ
ば
、
例

え
参
賄
側
者
に
お
念
悌
を
唱
え
て
い
た
だ
か
な
く
て

も
、
悌
教
寺
院
と
し
て
の
役
割
は
果
た
し
て
い
け
る

の
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
.

観
光
と
い
う
言
葉
は
、
単
な
る
見
物
と
は
違
い

「光
を
観
る
」

と
い
う
意
味
で
す
。
光
と
は
風
土
の

こ
と
で
、
風
土
は
地
域
ご
と
に
人
間
を
含
む
様
々
な

生
き
物
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
も
の
で
す
か
ら
、

真
の
観
光
と
は
、
現
在
の
景
観
が
現
れ
る
に
い
た
る

縁
と
な
っ
た
い
の
ち
の
営
み
に
対
す
る
惣
像
力
を
、

訪
れ
た
場
所
ご
と
に
働
か
せ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

豊
か
な
い
の
ち
の
営
み
に
溢
れ
て
い
る

法
然
院
を
真
の

観
光
寺
院
と
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
住

臓
は
何
を
大
切
に
考
え
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
か
、
を
悶

い
続
け
な
が
ら
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
阿
弥
陀

悌
の
光
明
の
も
と
、
平
等
な
る
い
の
ち
を
預
か
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
活
動
を
通
じ
て
お
伝
え
し

て
ゆ
け
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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天
台
宗
の
教
え
と
行

天
台
宗
は
伝
教
大
師

(
7
6
7
1
8
2
2
〉
が
、

す
ぐ
れ
た
大
乗
仏
教
の
真
髄
を
集
め
て
、
聞
か
れ
た

宗
円
で
あ
る
。
天
台
宗
の
法
門
は
五
宗
と
い
っ
て
、

法
曜
の
教
え
・
坐
禅
止
観
の
行
・

菩
薩
と
し
て
生
活

の
軌
範
で
あ
る
円
頓
戒
・
念
仏
の
法
門
、
そ
し
て
真

苫
密
教
の
法
門
、
こ
れ
ら
を
脹
ね
て
行
ず
る

宗
円
で

あ
る
.

こ
の
五
法
門
は
、
ど
の
教
え
も
釈
迦
の
本
心

に
叶
っ
た
大
乗
仏
教
の
栂
本
的
な
教
え
で
あ
る
。
大

別
す
れ
ば
前
の
四
は
顕
教
(
明
ら
か
に
説
か
れ
た
教

え
)
、
後
の
一
は
密
教

(真
意
を
隠
し
て
説
か
れ
た

教
え
)
と
い
え
る

。
天
台
宗
に
お
け
る
顕
教
の
日
常

修
行
の
中
心
と
な
る
も
の
は
、
中
国
の
天
台
大
師
智

顕

(
53
8
1
5
9
7

)
が
、
法
華
の
教
え
を
実
践

す
る
方
法
と
し
て
説
か
れ
た
『
摩
詞
止
観
』
に

示
さ

れ
た
四
積
三
昧
で
あ
る
.

一
、
常
坐
三
味
、
止
観
坐
禅
に
よ
っ
て
身
心
を
安

定
、

一
切
の
因
果
の
道
理
を
観
ず
る
法
。

二
、
常
行
三
昧
、
常
に
行
道
し
心
に
弥
陀
を
念
じ
、

各
号
を
唱
え
安
心
を
得
る
法
。

三
、
半
行
半
坐
三
味
、
自
ら
の
衆
罪
を
繊
悔
し
て

兼
ね
て
坐
禅
止
観
し
仏
心
を
成
ず
る
法。

四
、
非
行
非
坐
三
味
、
期
日
や
方
法
を
定
め
ず
し

て
、
日
常
生
活
を
営
み
な
が
ら
、
念
仏
・
観

法
に
よ
り
仏
の
境
地
に
入
る
方
法
。

以
上
の
四
種
が
心
の
安
定
を
得
る
方
法
で
あ
る

。

こ
の
四
種
の
行
法
は
、
い
ず
れ
も
同
絡
で
、
修
法
は

繊
悔
が
基
本
で
あ
る
.

衆
罪
を
悔
い
改
め
る
こ
と
に

よ
り
、
身
心
の
消
浄
を
開
発
し
、
現
世
に
お
い
て
仏

心
を
成
ず
る
郡
程
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
台
宗

で
は
、
こ
れ
ら
の
行
法
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
り
、
常
に
修
習
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

一
般
に
「
朝
題
目
、
タ
念
仏

」

と
い
わ
れ
る
朝
題

目
は
、
法
華
憾
法
〈
半
行
半
坐
三
昧
)、
タ
念
仏
は
、

例
時
作
法
(
常
行

三
昧
)
に
当
り
、
朝
は
法
華
を
説

諭
し
、
タ
は
念
仏
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

こ
種
は
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
、
通
常
の
法
要
と
し

て
も
営
む
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
法
華

と
念
仏
の
関
係
を
、
天
台
宗
で
は
、
法
華
は
南
無
阿
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弥
陀
仏
の
六
字
を
広
説
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

大
念
仏
と
い
い
、
念
仏
は
法
華
を
六
字
に
縮
め
た
も

の
で
あ
る
か
ら
小
法
華
と
口
伝
し
て
い
る
。

す
な
わ

ち
法
華
の
教
理
は
弥
陀
の
悟
り
、
弥
陀
の
慈
悲
は
法

華
の
顕
れ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る

。

天
台
宗
に
お
け
る
浄
土
念
仏
の
法
門

さ
て
、
天
台
宗
に
お
け
る
浄

土
念
仏
の
法
門
は
、

ま
ず
、
伝
教
大
師
が
入
府
し
て
(8
0
4
1
8
0
5

)

前
述
の
常
行
三
味
を
伝
え
ら
れ
た
。

常
行
三
昧
は

『般
舟
三
味
経
』
に
よ
る
も
の
で
、
仏
立

三
昧
と
も

い
う
。

修
行
中
に
十
方
の
諸
仏
が
現
前
す
る
の
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
名
称

22 

が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る

.

道
場
を
厳
飾
し
、
阿
弥

陀
仏
の
像
を
本
尊
と
し
て
安
置
し
、
九
十
日
問
、

歩
々
、
声
々
、
念
々
ひ
と
え
に
弥
陀
を
離
れ
ざ
ら
し

め
る
行
で
あ
る
.

身
業
と
し
て
は
弥
陀
を
行
施
し
、

口
に
弥
陀
を
唱
え
、
意
に
弥
陀
を
念
じ
て
不
断
な
ら

し
め
よ
と
い
う
思
惣
は
、
後
代
の
中
園
・

日
本
の
浄

t

教
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
と
い
わ
れ
る
.

い
ま
で

も
比
叡
山
両
府
に
あ
る
常
行
三
昧
堂
で
は
、
こ
れ
を

継
承
し
如
法
に
行
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
後
に
慈
党
大
師
は
、
最
後
の
遣
唐
使
の

一

員
と
し
て
中
国
に
渡
っ
た
時

(
8
3
8
1
8
4
7
)、

山
西
省
の
五
台
山
、
大
型
竹
林
寺
で
念
仏
の
法
円
で

あ
る

「例
時
の
作
法
」
を
得
て
、
当
時
そ
の
ま
ま
の
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唐
代
の
漢
音
・
音
律
を
そ
え
て
伝
え
ら
れ
た
。

帰
朝

後
、
こ
れ
を
日
本
に
弘
め
た
の
が
日
本
に
お
け
る
念

仏
の
教
え
の
最
初
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

.

「例
時
の
作
法
」

と
は
、
日
々
夕
刻
に
阿
弥
陀
仏
を

念
じ
て
極
業
国
を
し
た
う
修
行
の
作
法
で
あ
る
。
こ

の
作
法
で
は
、
繊
悔
・
念
仏
に
よ
っ
て
、
自
己
の
心

の
中
に
存
在
す
る
阿
弥
陀
仏
を
観
念
し
て
、
現
世
に

お
い
て
理
想
の
浄
土
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
同
時

に
、
過
去
精
識
の
追
善
供
養
と
し
て
も
営
ま
れ
る

。

仏
教
に
お
い
て
、
繊
悔
に
よ
る
自
己
の
清
浄
心
は
、

仏
の
心
と

一
体
不
二
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
例

時
作
法
は
、
念
仏
に
よ
っ
て
自
己
の
心
の
中
に
あ
る

仏
性
を
顕
発
す
る
行
法
で
あ
る
と
も
い
え
る

。

こ
れ

を
伝
え
比
叡
山
に
常
行

三
味
堂
を
建
て
、
こ
の
法
に

よ
っ
て
念
仏
を
修
さ
し
め
た
の
で
あ
る

。

そ
れ
以
後
、

全
国
い
た
る
と
こ
ろ
に
こ
の
作
法
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る

。

法
然
上
人
が
「阿
弥
陀
経
は
そ
れ
沙
汰
な
れ
ど
も
、

自
然
に
涜
布
し
て
、
処
々
の
道
場
に
み
な
例
時
と
て
、

毎
日
か
な
ら
ず
、
阿
弥
陀
経
を
読
み
、

一
切
の
諸
僧
、

阿
弥
陀
経
を
よ
ま
ず
と
云
う
事
な
し
.

こ
れ
偏
に
、

浄
土
教
有
縁
の
い
た
す
所
な
り
。
こ
と
の
を
こ
り
を

尋
ぬ
れ
ば
、
叡
山
の
常
行
堂
よ
り
出
た
り
、
彼
常
行

堂
の
念
仏
は
、
慈
党
大
師
渡
唐
の
時
、
将
来
し
給
へ

る
勤
行
な
り
J

(法
然
上
人
行
状
画
図

二
十
四
)
と

仰
せ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
事
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。

天
台
宗
で
は
、
「
法
華
償
法
」
と
な
ら
ん
で
こ
の

「
例
時
作
法
」

を
葬
儀
や
年
忌
法
要
、
十
夜
法
要
な

ど
で
、
現
代
で
も
伝
承
当
時
の
ま
ま
に
こ
れ
を
修
し

て
い
る
。

天
台
宗
の
法
要
と
お
念
仏

も
ち
ろ
ん
天
台
宗
は
、
五
宗
兼
学
の
宗
円
で
あ
る

か
ら
、
各
種
法
要
で
は
、
経
も
説
み
、
題
目
、
念
仏
、

真
言
も
唱
え
る
が
、
お
念
仏
を
「
光
明
遍
照

」

(
観

経
文
)
や
恋
心
的
都
の

「櫛
川
法
語
」

の
後
に
唱
え

る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
.

ま
た
、
近
年
は
、
ご
詠

歌
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
天
台
宗
の
「念
仏
の
ご
和
讃
」

を
全
円
以
で
唱
え
る寺
院
も
m
え
て
い
る
。

一
般
の
植
信
徒
の
ご
家
庭
で
も
、
「朝
題
目
、
タ
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念
仏
」

の
お
つ
と
め
を
し
て
い
る

。

ま
た
現
在
で
も

地
域
社
会
に
は
、

二
、

三
の
念
仏
講
が
組
織
さ
れ
て

い
る
.
「
庚
申
待
ち
」

な
ど
と
習
合
し
た
も
の
も
あ

る
.
一
つ
の
念
仏
溝
は
、
通
常
は
月
毎
に
講
中
の
各

家
を
回
り
、
百
万
遍
の
念
仏
を
修
し
て
い
る
。

講
の

箱
に
は
、
大
き
な
念
珠
と
打
が
ね
と
十

三
仏
の
掛
軸

が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
百
万
遍
を
数
え
る
そ
ろ
ば
ん

状
の
札
が
付
し
て
あ
る
。

講
中
の
構
成
は
、
先
達
を
は
じ
め
と
す
る
天
台

・

浄
土
宗
の
方
々
で
あ
る

。

そ
こ
で
の
雰
囲
気
は
真
蘭

目
で
、
な
ご
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と

も
な
っ
て
い
る
。

定
期
の
講
の
ほ
か
に
は
、
施
主
の

要
請
に
応
じ
て
通
夜
、
葬
儀
、
年
忌
法
要
の
祈
り
に
、

24 

仏
前
に
て
、
念
仏
を
唱
え
供
養
す
る
こ
と
も
あ
る
。

年
忌
な
ど
に
よ
っ
て
は
十
三
仏
名
を
唱
え
る
場
合
も

あ
る
.

ま
た
、
講
ご
と
に
音
律
の
相
違
が
あ
り
、
そ

の
成
り
立
ち
な
ど
に
は
興
味
深
い
も
の
も
あ
る

.

天
台
宗
の
お
念
仏
の
意
味

普
通
、
浄
土
信
仰
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏
に
帰

依
し
て
、
死
後
、
そ
の
仏
国
土
で
あ
る
極
楽
浄
土
に

生
ま
れ
か
わ
る
と
い
う
こ
と
を
願
う
信
仰
を
い
う
よ

う
で
あ
る
。
天
台
で
は
、
『
阿
弥
陀
経
』
を
読
み
念

仏
し
、
極
楽
を
観
察
し
、
自
分
の
心
の
中
に
も
と
も

と
具
わ
っ
て
い
る
弥
陀
を
よ
び
お
こ
し
進
ん
で
そ
の

弥
陀
の
浄
土
を
こ
の
現
実
の
世
界
に
実
現
し
よ
う
と
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し
向
分
を
完
成
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

。

そ
れ
は
、
教
理
の
上
で
、
そ
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
消
ら
か
な
自
分
の
心
を
土

台
に
し
て
、
自
分
を
と
り
ま
く
す
べ
て
の
も
の
に
積

極
的
に
働
き
か
け
る
行
為
を
伴
っ
て
完
成
へ
と
向
う

こ
と
で
あ
る
。

む
ず
か
し
く
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、
本
性

の
弥
陀
、
唯
心
の
浄

土
、
な
ど
と

呼
ん
で
い
る
が
、

司
法
華
経
』
で
菩
薩
は
仏
の
国
土
を
浄
め
、
衆
生
を

成
就
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が

そ
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
。

『
維摩
経
』
の
仏
国
品
で
は
、
衆
生
の
類
、
こ
れ
菩

薩
の
仏
土
な
り
、
と
教
え
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
衆

生
の
心
の
内
に
仏
土
が
あ
る
と
い
い
、
菩
躍
は
人
間

の
心
の
内
に
仏
国
を
見
る
の
で
あ
る
.
人
の
心
の
中

に
仏
国
を
見
る
た
め
に
は
、
仏
は
、
直
心
、
深
心
、

菩
提
心
の
三
心
を
説
い
て
、
そ
こ
に
仏
国
を
見
る
の

で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
直
心
と
は
、
滑
ら
か
な
、

素
直
な
心
。

深
心
と
は
、
善
き
行
い
を
心
の
底
か
ら

願
う
こ
と
。
菩
提
心
と
は
、
大
悲
心
で
あ
る
。

『
観
無
量
寿
経
』
で
は
、
仏
は
法
界
を
身
と
し
て
、

一
切
衆
生
の
心
想
の
中
に
入
っ
て
お
ら
れ
、
仏
国

土

は
衆
生
の
心
想
よ
り
生
ず
、
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ

は
『
法
華
経
』
や
『
維
摩
経
恥
の
説
と
通
ず
る
も
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
教
え
か
ら
、
仏
と
衆
生
が

一
体
で
あ
る

と
い
う
真
理
を
理
解
し
て
、
名

号
を
唱
え

る
の
が
、

天
台
の
お
念
仏
で
あ
る
。
こ
の
道
理
に
安
心
し
て
念

仏
す
れ
ば
、
次
第
に
弥
陀
と
自
分
と
の
隔
て
が
な
く

な
り
、
心
中
に
明
ら
か
に
弥
陀
の
光
明
を
感
じ
受
け
、

堅
い
信
心
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
弥
陀
の
慈

悲
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
確
信
を
得
れ
ば
、
物
事
に
恐

れ
ず
、
現
世
の
す
べ
て
の
行
為
は
、
未
来
の
果
報
で

あ
り
、
社
会
救
済
の
菩
薩
行
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
天

台
の
浄
仏
国
土
の
教
え
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ

る
e

25 
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む
か
し
、
あ

っ
た
そ
う
な

。

あ
る
ど
こ
ろ
に
、
大
門
寺
と
い
う
た
い
そ
う
食
乏
な
寺
が
あ

っ
た
そ
う
な

。

そ
の
寺
に
は
、
年
を
辰

っ
た
和
尚
さ
ま
と
寺
男
の
爺
さ
ま
が
お

っ
て
、
二
十
年

ぱ
か
リ
前
か
ら
ト
ラ
と
い
う
名
の
舗
を
飼

っ
T

お

っ
た
そ
う
な

。

あ
る
日
の
こ
と
、
和
尚
さ
ま
は
山
の
村
へ
法
事
に
行

っ
た
そ
う
な

。

そ
の
帰

リ
、
夕
方
に
な

っ
T

中
道
を
歩
い
T

お
る
と
、
道
ば
た
の
薮
の
向
こ
う
か
ら
声

が
す
る
。

「大
門
寺
が
お
ら
ん
、
大
門
寺
は
ど
こ
や
」

「わ
し
を
探
L
T

お
る
の
は
、
誰
じ
や
ろ
う

」

不
思
議
に
思
っ
た
和
尚
さ
ま
が
、
薮
の
中
を
そ
っ
と
覗
い
T

み
る
と
、
ど
う

じ
や
ろ
う
、
そ
こ
に
は
な
ん
十
匹
も
の
ネ
コ
が
寄
リ
集
ま

っ
て
お
る
。

「大
門
寺
が
来
ん
と
、
や

っ
ぱ
リ
う
ま
く
い
か
ん

」

ど
う
や
ら
描
た
ち
は
輪
に
な
っ
T

踊
リ
の
稽
古
を
L
T

お
っ
た
よ
う
で
、
ち

ょ
こ

つ
と
踊
っ

て
は
、
そ
れ
は
遣
う
と
、
口
々
に
騒、

ぎ
た

T
T

お
る
。

そ
の
う
ち
、
肩
に
豆
絞
リ
の
手
ぬ
ぐ
い
を
か
け
た
ト
ラ
が
、
怠
を
切
ら
せ
て

飛
ん
で
き
た
そ
う
な

。

「す
ま
ん
、
す
ま
ん

」

27 
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「大
門
寺
、
遅
か

っ
た
な

。

ど
う
L

た

」

「
い
や
あ
今
夜
は
、
爺
さ
ま
が
粥
を
炊
いT
く
れ
た
が
、
そ
の
粥
が
熱
う
T

熱

う
て
な
、
灸
う
の
に
え
ら
く
手
問

、

と

っ
て
な

」

大
門
寺
の
ト

ラ
は
、
そ
う
言
う
と
、
さ

っ
そ
く
踊
リ
の
輸
の
中
へ
入
リ
、
描

た
ち
に
、
そ
リ
や
そ
リ
ゃ
ピ
踊
リ
を
教
え
は
じ
め
た
そ
う
な

。

「描
は
年
を
取
る
と
踊
る
ピ
い
う
が
、
ほ
ん
に
そ

の
通
リ
や
」

和
尚
さ
ま
は
独
リ
つ
ぶ
や
き
、
そ
っ
と
そ
の
場
を
掛
離
れ
た
そ
う
な
。

そ
う
し

T

、
寺
に
帰
っ
T

寺
男
の
爺
さ
ま
に
聞
い
T

み
た
。

「今
夜
は
お
弼
か

」

「は
い
、
米
が
足
ら
ん
の
で
、
粥
を
炊
き
ま
し
た
」

「ト
ラ
に
も
、
お
粥
を
会
わ
し
た
か
。

熱
が
っ
T

お
っ
た
か

」

「は
い

」

「そ
う
か
。

ど
れ
、
わ
し
も
粥
を
会
べ
る
と
す
る
か
」

和
尚
様
は
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
粥
会
長
ベ
終
え
、
囲
炉
裏
端
で
白
過
を

す
す
っ
T

お
る
と
、
ト
ラ
が
ニ
ャ
オ
l

ン
ピ
鳴
き
な
が
ら
戻
っ
T

き
た
そ
う
な

。

和
尚
さ
ま
の
膝
の
上
に
ひ
ょ
い
と
飛
び
乗
る
ピ
、
ト
ラ
は
身
林
を
す
リ
寄
せ
、

い
つ
に
な
く
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ピ
喉
を
鳴
ら
しT
お

っ
た
そ
う
な

。



そ
の
真
夜
中
の
こ
と
、
和
尚
さ
ま
を
起
こ
す
も
ん
が
お
る
。

「和
尚
さ
ま
、
和
尚
さ
ま

」

は
て
さ

T

ピ
、
和
尚
さ
ま
が
眠
た
い
目
を
こ
す
リ
こ
す
リ
起
き
あ
が

っ
て
み

る
と
、
枕
許
に
ト

ラ
が
ち
ょ
こ
ん
ど
座
っ
T
お
る
。

「和
尚
さ
ま
、
夕
方
は
ど
ん
だ
と
こ
ろ
を
見
ら
れ

T

し
も
う
た

。

こ
れ
以
上
は

こ
の
寺
に
は
お
ら
れ
ん
が
、
二
十
年
も
世
話
L
T

も
ろ
う
た
思

返
し
に
、
お
寺

の
檀
家
を
千
軒
増
や
す
か
ら
な
。

明
日
、
隣
村
の
長
岩
の
家
で
葬
式
が
あ
る
け

ん
、
何
が
あ
っ
T

も
逃
げ
ん
ど
、
和
尚
さ
ま
は
お
経
を
唱
え
て
下
さ
い
よ」

ト

ラ
は
そ
れ
だ
け
言
う
ど
、
何
度
も
振
リ
逗
リ
な
ご
リ
惜
し
そ
う
に
寺
か
ら

虫
T

い
っ
た
そ
う
な

。

次
の
目
、
ト
ラ
が
言
っ
た
通
リ
、
隣
村
の
長
岩
の
家
で
葬
式
が
あ
っ
た
そ
う

な
。

長
岩
は
あ
ち
ら

こ
ち
ら
の
寺
か
ら
、
大
勢
の
坊
様
を
呼
ん
だ
そ
う
な
。

大

門
寺
の
和
尚
さ
ま
も
呼
ばれ
、
隅
っ
こ
で
お
経
を
唱
え
て
お

っ
た
そ
う
な

。

有

難
い
お
経
が
村
中
に
響
き
渡
る
ほ
ど
の
賑
や
か
な
葬
式
に
な

っ
た
そ

う

な
。

さ

T

、
い
よ
い
よ
虫
棺
と
な
リ
、
坊
様
た
ち
が
お
棺
を
取
り
囲
み
、
そ
の
あ

と
さ
き
に
は
、
長
岩
の
家
の
岩
や
村
人
達
が
列
を
枠
っ
た
そ
う
な

。

長
い
葬
式

の
列
が
、
間
も
な
く
お
墓
へ
着
く
ど

い
う
時
、
今
ま
で
き
れ
い
に
晴
れ
あ
が
っ

29 
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て
お
っ
た
空
が
、
に
わ
か
に
真
っ
黒
な
雲
で
お
お
わ
れ
、
強
い
風
が
吹
く
や
ら

大
粒
の
雨
が
降
る
や
ら
で
、
大
嵐
に
な
っ
た
そ
う
な

。

「こ
れ
は
、
な
ん
と
し
た
こ
と
や

っ
」

わ
あ
わ
あ
と
み
な
が
騒
い
で
お
る
と
、
ひ
ど
か
た
ま
リ
の
黒
雲
が
降
リ
T
き

て
、
お
棺
を
包
み
込
む
と
、
み
な
の
頭
の
上
高
く
持
ち
上
げ
た
そ
う
な
。

「ぱ
、
化
け
も
ん
だ
あ
」

蜘
妹
の
子
を
散
ら
す
よ
う
に
長
岩
や
村
人
達
が
逃
げ
出
す
と
、
お
棺
を
東
リ

囲
ん
で
お
っ

た
坊
さ
ま
逮
も
、
お
経
を
唱
え
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い。
数
珠
を
と

リ
落
ピ
す
岩
、
腰
を
抜
か

L
T

動
け
な
く
な
る
岩
、
泣
き
虫
す
岩
ま
で
虫
る
始

末
。

大
門
寺
の
和
尚
さ
ま
も
ガ
タ
ガ
タ
ピ
震
え
T
お

っ
た
が
、
昨
夜
の
ト
ラ
の

言
葉
を
思
い
虫
L

、
逃
げ
虫
し
た
い
思
い
を
こ
ら
え
お
経
を
唱
え
始
め
た
そ
う

介
4
0

「南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏

」

南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏

」

声
を
限
リ
に
唱
え
続
け
T

お
る
と
、
そ
の
う
ち
お
棺
が
す
ー

っ
と
降
リ
T
き

た
そ
う
な

。

扇
風
も
嘘
の
よ
う
に
ぴ
た
リ
と
お
さ
ま
リ
、
ま
た
青
空
が
見
え
T

き
た
そ
う
な

。

長
岩
や
村
人
逮
が
恐
る
恐
る
戻
っ
T

き
て
み
る
と
、
大
門
寺
の

31 
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和
尚
さ
ま
一
人
が
、
お
棺
の
前
で
ひ
た
す
ら
お
経
を
唱
え
T
お
る
。

「お
お
、
助
か
っ
た
。

ぉ
棺
も
無
事
だ
」

そ
の
あ
と
は
何
事
も
な
く
、
無
事
に
葬
式
は
終
わ
っ
た
そ
う
な。

「大
門
寺
の
和
尚
さ
ま
が
、
こ
ん
な
に
お
偉
い
お
方
ピ
は
知
ら
な
ん
だ
」

長
岩
は
た
い
そ
う
感
お
L
T

、
大
門
寺
の
檀
家
に
な
る
こ
と
を
中
し
虫
た
そ

う
な
。

そ
の
事
が
あ
っ
ち
の
村
こ
っ
ち
の
村
で
評
判
に
な
リ
、
我
も
我
も
ど
競

つ
T

檀
家
に
な
っ
た
そ
う
な
。

お
か
げ
で
、
た
ち
ま
ち
檀
家
が
千
軒
に
増
えT

、

和
尚
さ
ま
も
、
寺
男
の
爺
さ
ま
も
安
楽
に
暮
ら
し
た
そ
う
な
。

こ
れ
で
、
お
し
ま
い
。
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マ
ん

鈴木奈緒

この能は中国、秋の阿房官と呂水畔が

舞台で、時代は後漢、作は世阿弥、と伝

えられる。

王伯、 王母という夫婦があり、天から

鼓が降る夢を見て生まれた子を天鼓と名

付けた。 その後天から本当の鼓が降って

きて、天鼓がその鼓を打つと素晴しい音

がした。 それをきいた皇帝は鼓を所望す

るが、天鼓は命令に従わず山にかくれた

ので、捕えられて呂水に沈められてしま

う 。 しかし皇帝が手にしたその鼓は、誰

が打っても鳴らなかった。

勅使が天鼓の父、王伯のもとにつかわ

され鼓を打つように命じられる。

愛児を失って悲しみに沈む父は、死を

覚悟して参内し鼓を打つと、美しく澄ん

だ音を発した。 皇帝もその哀れに心を打

たれ、老父には数々の宝を与え、天鼓の

護を管絃講で弔うことを命ずる。

天鼓の霊は法事を喜んで姿を現し、再

ひ3誌を奏する賂しさに喜々として打ち鳴

らし、楽を舞い興ずる。 爽やかで一途な

少年の心。

やがて夜も明けてくると消えていった。

プロフィール 1947~手 三岸節子先生に節.
1950~手女流麗.協会展 H婦人質受賞
1983年秋総会屡女流会長賞受賞
199~手秋務会屡文書S大震賞受賞

個展23閏開催



響
涜
+
方

事完
か弗
しょ
て
か

れ
のの
菅国
を 土

52 
q震
吹

て

百円
弥
防
援
粧
』

諸
も
ろ
の
宝
行
樹
、
宝
羅
網

舎
利
弗
よ

、

阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
で
は
心
地
よ
い
風
が
吹
き

、

さ
ま
ざ
ま
な

宝
石

を
散
り
ば
め
た
並
木
の
木
々
や

、

編
み
目
ご
と
に
鈴
の
つ
い
た
天
空
を
飾
る

宝
石
の
ベ

ー
ル
を
捕
れ
動
か
し
て
、
心
地
よ
い
調
べ
が
流
れ
て
い
る
。

極
楽
の
調
べ



響施・卜方

朝
食
を
囲
む
テ
ー
ブ
ル
に
ラ
ジ
オ
の
音
が
流
れ
て
く
る。

毎
朝
の
光
景
だ
け
れ
ど
も
、

そ
の
日
は
平
井
堅
の

「大
き
な
古
時
計
」
が
聞
こ
え
て
き
た

。

朝
食
を
終
え
た

一
年
生

の
長
男
が
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
い
な
が
ら

「お
お
き
な
の

っ

ぽ
の
ふ
る
ど
け
い

お
じ

35 

い
さ
ん
の
と
け
い

l
p

」
と
口
ず
さ
む

。

五
年
生
の
次
女
も
や
は
り
「
お
お
き
な
・
:」

と
歌
い
な
が
ら
学
校
に
行
っ
た
。

二
人
と
も
お
し
ゃ

べ
り
し
な
が
ら
食
事
を
摂
っ

て
い
た
の
だ
か
ら
、
ラ
ジ
オ
の
曲
な

ど
聞
き
流
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
で
も
無
意
識
に
口
ず
さ
む
と
い
う
こ
と
は
ど

こ
か
体
の
中
に
残
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う

。

も
う

二
O
年
も
前
に
な
る
が
、
高
校

三
年
生
の
秋
、
祖
父
が
亡
く
な
っ
た
。

一
月
ほ

ど
後
、
兄
の
友
達
が
遊
び
に
来
た。
ギ
タ
!
の
名
手
の
彼
は
ピ
l

ル
片
手
に
「
何
か
弾

く
か
い
」
と
兄
の
ギ
タ
ー
を
手
に
取
っ
た
。

兄
は

「大
き
な
古
時
計
」
を
弾
い
て
く
れ

と
い
っ
た
。

あ
ぐ
ら
を
か
き
な
が
ら
彼
と
兄
と
ぼ
く
は
、
い
つ
の
間
に
か
上
半
身
を
揺

れ
動
か
し
な
が
ら
こ
の
歌
を
歌
っ
て
い
た
。

体
を
揺
ら
す
た
び
に
祖
父
の
思
い
出
が
体

の
奥
底
に
染
み
込
ん
で
い
く
。

そ
ん
な
感
覚
が
し
た
の
を
今
も
覚
え
て
い
る

。

一
八
七
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
童
謡
が
今
な
お
歌
い
継
が
れ
て
い
る
の
は
、
歌
詞
の
内
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母
の
胸
に
抱
か
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
が
安
心
し
て
眠
ら
れ
る
よ
う
に
体
を
揺
ら
す

。

そ
う

容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ゆ

っ

た
り
体
を
揺
ら
し
た
く
な
る
よ
う
な
大
ら
か
な
リ
ズ
ム

に
私
た
ち
の
身
心
が
休
ら
い
で
い
く
か
ら

"た
ろ
う
。

身
心
が
安
ら
ぐ
大
ら
か
な
リ
ズ
ム
。

そ
の
リ
ズ
ム
の
源
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
映
画

に
「
フ
ェ
ノ
ミ
ナ
ン

」
が
あ
る
。

主
演
は
ジ
ョ

ン
・
ト
ラ
ボ
ル
タ

。
一
九
九
六
年
の
米

映
画
だ
。

も
て
な
い
万
年
青
年
が
離
婚
経
験
の
あ
る
二
児
の
母
親
に
恋
を
す
る
が
、
恋

の
成
就
と
と
も
に
不
治
の
病
魔
に
官

さ
れ
て
い
く
と
い
う
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
に

こ
ん
な
場
面
が
出
て
く
る

。

死
期
を
悟
っ
た
主
人
公
に

「怖
く
な
い
の
?
何
か
望
み
は
?

」
と
彼
女
が
尋
ね
る
。

す
る
と
主
人
公
は

「赤
ん
坊
が
ぐ
ず
つ

で
寝
な
い
時
、
君
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
?

」

と
聞
き
返
す
。

彼
女
が
そ
の
胸
に
赤
ん
坊
を
抱
き
か
か
え
る
ま
ね
を
し
、
体
を
前
後
左

右
に
揺
ら
し
は
じ
め
る
と
、
彼
は
「
そ
う
やっ
て
ほ
し
い

」
と
望
み
を
告
げ
る
。

次
の

場
面
、
主
人
公
は
彼
女
の
腕
の
中
で
「と
て
も
休
ら
い
だ
気
分
だ
。

こ
れ
で
お
別
れ
だ
」

と
い

っ

て
静
か
に
息
を
引
き
取
る
。

し
た
リ
ズ
ム
の
な
か
に
、
生
死
を
も
越
え
た
身
心
の
安
ら
ぎ
が
あ
る
と
描
く
わ
け
だ
が
、
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じ
つ
は
こ
の
映
画
、
冒
頭
か
ら
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
に
至
る
ま
で
、
木
々
が
ゆ

っ

た
り
と
風

に
揺
れ
動
く
場
面
が
随
所
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

赤
ち
ゃ

ん
を
抱
く
リ
ズ
ム
も
木
々

が
風
に
掃
れ
る
リ
ズ
ム
も
、
そ
れ
ら
は
本
来
、
大
自
然
が
備
え
て
い
る
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
リ
ズ
ム
に
私
た
ち
が
身
心
の
安
ら
ぎ
を
感
ず
る
の
は
、
人
も
自
然
も
森
縦

万
象
は

一
つ
に
結
ぼ
れ
て
い
る
か
ら
。

こ
の
映
画
は
そ
う
訴
え
て
い
る
の
だ

。

「大
き

な
極古
楽時
に計
は守

合 Z
~~つ

共と
ドそ

風 λ

今iL
れ士
て~
い依

る m

と d
いズ
つム

J 長
の長
風が
が会
木る
々て
をい
揺る
れの
動だ
かろ
しう

天
空
の
ぺ
i

ル
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
鈴
を
鳴
ら
し
て
、
心
地
よ
い
調
べ
を
奏
で
て
い
る。

そ
の
リ
ズ
ム
の
こ
と
ま
で
経
典
は
説
い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
極
楽
は
身
心
の
安
ら
ぐ

と
こ
ろ
だ
。

極
楽
の
大
自
然
が
生
み
出
す
リ
ズ
ム
も
、
き
っ

と
母
の
胸
に
抱
か
れ
揺
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
、
ゆ

っ

た
り
と
し
た
大
ら
か
な
も
の
に
違
い
な
い

。

智流 卜Jj
rー-四・四四



連合
Vと

健
康
に
人
生
を
送
る

十
カ
集
長
田
流

@ 

5

、
肉
食
は
官
同
級
な
も
の
を
月
一
回
程
度
〈
肥
育
・

飼
育
段

階
で
の
薬
白
)

昨
今
、
外
礼
会
を
さ
わ
が
せ
て
い
るB
S
E

(粍
牛
総
)
に

よ
っ

て
.
食
山
内
業
料
が
大
打
穆
を
う
け
て
お
り
ま
す
が
、
わ

た
し
の
U

に
は

「
神
織
が
牛
を
使
っ
て
人
間
に
轡
告
を
発
し

て
い
る
」
と
映
り
ま
す
.

そ
れ
は
人
間
は
人
間
と
し
て
の
食

べ
も
の
を
食
し
な
さ
い
と
い
う
讐
告
で
す

.

わ
が
国
で
は
昭
和
凶
0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
飽
食
の
時
代

に
突
入
し
、
ど
の
家
庭
で
も
肉
食
が
多
く
な
り
ま
し
た
.
栄

埠
震
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
康
に
な
れ
る
と
い
う
与
え
万
が

綴
底
に
あ
り
.
食
肉
が
栄
且
侵
食
の
代
点
的
存
径
と
し
て-
m伝

さ
れ
つ
づ
け
た
か
ら
で
す
.

長
田
英
樹

数
年
前
出
会
っ
た

「今
食
が
危
な
い
」
(
学
研
刊
)
と
い

う
鎌
誌
に
は
、
現
代
の
部
箆
で
は
飢
に
抗
生
物
質
を
別
出
入
し

て
病
気
を
予
防
し
、
ホ
ル
モ
ン
剤
を
役
与
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
や
わ
ら
か
い
肉
を
早
く
出
向
で
き
る
、
と
あ
り

「ア
メ
リ

カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
日
本
向
け
の
鎗
出
牛
肥
育
に
ホ

ル
モ
ン
剤
を
役
与
し
て
い
る
」

と
瑞
説
明
し
て
、
午
の
尻
畑
山
に

太
い
注
射
を
し
て
い
る
写
真
を
見
た
と
き
の
シ
ョ
ッ
ク
を
忘

れ
ら
れ
ま
せ
ん
.

生
産
段
家
に
と
っ
て
薬
剤
さ
ま
さ
ま
で
し

ょ
う
が
治
資
者
は
大
迷
惑
で
す.

同
内
蔵
苅
肉
の
ば
あ
い
で
も
‘
か
つ
て
は
六
o
n
i

じ

O

日
で
出
荷
し
て
い
た
ブ
ロ
イ
ラ
ー
が
、
早
い
も
の
で

こ
0
3

三
o
n

で
出
比
例
で
き
る
よ
う
に
なっ
た
と
聞
き
ま
し
た
.

こ



れ
に
も
ホ
ル
モ
ン
剤
が
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
.

昨

今
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
食
肉
売
り
織
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
鴛

肉
の
安
値
に
お
ど
ろ
き
ま
す
.

そ
れ
ら
が
薬
品
ま
み
れ
で
な

い
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
.

と
き
ど
き
見
聞
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
現

代
の
若
者
が
も
っ
と
も
好
む
の
が

『烏
の
店
副
妨
げ』
で
す

.

わ
た
し
の
幼
少
時
代
に
は
夢
で
あ
っ
た
食
肉
を
、
現
代
で
は

毎
食
、
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
ら
れ
る
わ
が
闘
で
す.

そ
こ
に
健

康
を
害
す
る
怒
と
し
穴
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
ほ
し
い
の

で
す
.

食と間1ft

肉
食
が
飽
食
の
象
徴
と
な
っ
た
昭
和
制
四0
年
代
か
ら
日
本

に
は
ガ
ン
が
激
m
し
て
き
ま
し
た
.
さ
ら
に
昨
今
は
女
性
の

初
潮
が
早
ま
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
に
お
ど
ろ
い
て
い
ま

す
.

か
つ
て
は
中

一
か
ら
二
年
だ
っ
た
の
が
、
現
代
で
は

『
生理
の
処
置
法
を
教
え
る
の
に
小
学
四
年
生
で
は
遅
い
か

も
知
れ
な
い
」
と
小
学
校
教
師
が
踊
る
時
代
で
す
.

前
出
の

本
に
は

「小
学
綬

一
年
生
に
初
潮
が
あ
っ
た
.
こ
の
現
象
を

錨
い
た
の
は
ホ
ル
モ
ン
剤
」

と
断
じ
て
い
ま
し
た
.

わ
た
し

は
小
学
校

一
年
生
が
子
供
を
生
む
時
代
に
な
る
の
か
と
恐
ろ

し
い
空
惣
を
抱
き
身
震
い
し
た
も
の
で
す
.

『肉
を
食
べ
る
な
ら
五
倍
の
野
菜
を

』

と
高
名
な
食
生
態

学
者
の
鴻
演
を
聞
い
た
の
が
平
成

二
年
で
し
た
.

そ
の
と
き

「
こ
れ
か
ら
大
腸
ガ
ン
、
直
腸
ガ
ン
激
闘
唱
す
る
」
と
、
現
代

の
日
本
人
が
肉
の
量
に
比
し
て
野
菜
を
食
べ
な
い
風
潮
を
指

摘
し
て
い
ま
し
た
・
そ
の
読
が
真
実
か
ど
う
か
を
興
味
深
く

み
て
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
と
お
り
鰯
ガ
ン
が
、
ガ
ン
の

王
者
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
.

ま
た

「肉
を
多
く
食
べ
つ
づ
け
る
と
性
絡
が
肉
食
動
物
の

よ
う
に
な
る
』
と
い
う
疎
が
あ
り
ま
す
が
、
凶
悪
犯
罪
が
頻

発
す
る
現
代
社
会
を
肉
食
が
つ
く
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
え
ま
す
。

動
物
の
食
性
を
肉
食
、
凶
凍
食
、
円
相
食
(菜
食
)
に
分
領
し

た
と
き
人
聞
は
鎌
食
で
す
が
、
日
本
人
は
鱒
の
長
さ
か
ら
判

断
し
て
草
食
寄
り
と
い
う
の
が
通
設
で
す
.

わ
た
し
は
も
っ

ぱ
ら
菜
食
で
す
.

も
ち
ろ
ん
肉
も
嫁
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
月

一
1

二
回
線
度
、
E
M

を
混
入
す
る
な
ど
餌
に
こ
だ

わ
っ
て
脊
て
ら
れ
た
高
級
肉
を
、
ス
キ
ヤ
キ
か
豚
カ
ツ
、
肉

じ
ゃ
が
、
酢
豚
に
掬
削
惜
し
て
、
た
っ
ぷ
り
の
野
菜
を
友
だ
ち

に
し
て
食
べ
て
い
ま
す
.
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l

ズ
・
棒
喝

大
蓮
寺
詠
唱
会

大
蓮
寺
で
詠
唱
を
始
め
た
の
は
昭
和
五
十
七
年

三
月
で
し

た
。

そ
の
頃
、
教
化
セ
ン
タ
ー
内
で
教
区
長
、
教
化
団
長
を
は

じ
め
と
し
て
、
吉
水
流
詠
唱
を
推
進
す
る
気
運
が
盛
り
上
が
り
、

当
時
、
教
区
長
で
あ
っ
た
先
代
の
大
蓮
寺
住
職
が
、
私
に

「詠

唱
を
や
っ
て
み
な
い
か
」

と
切
り
出
し
た
の
が
、
き
っ
か
け
と

な
り
ま
し
た
。

初
め
て
聞
く
詠
唱
と
い
う
言
葉
に
い
さ
さ
か
の
心
配
を
持
ち

な
が
ら
、
鎌
倉
光
明
寺
で
の

一
拍
二
日
の
講
習
に
参
加
し
た
の

が
大
蓮
寺
の
詠
唱
の
始
ま
り
と
な
り
ま
し
た

。

お
寺
で
何
か
活
動
し
た
い
。
お
念
仏
が
い
い
か
?
写
経
会

が
い
い
か
?
あ
る
い
は
子
供
会
に
し
よ
う
か
?
色
々
と
迷

っ
て
い
た
頃
で
、
何
か
や
ら
な
け
れ
ば
お
寺
が
死
ん
で
し
ま
う
。

大
げ
さ
の
よ
う
で
す
が
、
そ
う
考
え
て
い
た
頃
で
す。

ち
ょ
う
ど
浄
土
宗
青
年
会
や
寺
庭
婦
人
会
も
、
め
ざ
ま
し
い

活
動
を
展
開
し
始
め
て
い
ま
し
た

。

開
宗
八
百
年
も
過
ぎ
、
普

寺
院
便
り

群
馬
教
区
前
橋
組

大
蓮
寺

平成14年度のE企画自新年会本盆にて.



一
時
忌
や
生
誕
八
百
五
十
年
も
相
次
ぐ
中
で
、
法
然
上
人
を
身

近
に
感
じ
、
そ
の
教
え
を
何
か
の
形
で
樹
臼
徒
に
伝
え
ね
ば

と
考
え
て
い
た
矢
先
に
詠
唱
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
の
で
す
。

そ
う
し
た

中
、
教
区
長
、
教
化
団
長
は
早
速
、
セ
ン
タ
ー

主
催
で
詠
柄
引
を
取
り
入
れ
、
桐
生
の
浄
運
寺
に
お
い
て
、
群

馬
初
の
講
習
検
定
が
行
わ
れ
た
の
で
す

.

寺
庭
婦
人
の
皆
さ

ん
が
小
心
で
し
た
が
、
相
当
の
受
講
お
が
近
隣
地
庶
か
ら
も

集
ま
り
、
教
匹
内
に
詠
唱
の
気
運
が

一
気
に
芽
生
え
ま
し
た

。

私
は
早
速
自
幼
に
州
り
、
総
代
さ
ん
と
世
話
人
さ
ん
に
集

ま
っ

て
も
ら
い
、
こ
の

事
を
話
し
ま
し
た

。

そ
し
て
、
こ
の

寺
に
も
ど
詠
歌
や
和
讃
を
唱
え
る
会
を
作
り
た
い
の
で
、
皆

さ
ん
も

一
紺
に
始
め
ま
せ
ん
か
、
と
お
願
い
し
た
の
で
す

.

す
る
と
、
「
う
ち
の
か
あ
ち
ゃ
ん
に
話
し
で
み
ん
べ
え
」、

「担

当
の
栂
信
徒
に
声
を
か
け
て
み
ま
し
ょ
う

」、

「自
分
も

一
緒

に
や
っ

て
み
ん
べ
え
」
な
ど
と
戸
を
か
け
あ

っ

て
、
ニ
ト
五

名
ほ
ど
の
会
員
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

何
の
会
で
も
皆
楽
は
っ
き
も
の

。

法
し
い
こ
と
は
覚
悟
し

て
か
か
ら

ね
ば
何
も
で
き
ま
せ
ん

.

し
か
し
私
は
詠
帆
自
体

は
苦
し
い
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
月

二
回
の
詠
唱
の
日

が
柴
し
み
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た

.

な
ぜ
楽
し
か
っ
た
の
か
、

こ
ん
な
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。



一

ま
ず
会
員
の
皆
さ
ん
に
会
え
る
喜
び
。

一

法
然
上
人
の
お
歌
を

通
し
て
上
人
に
会
え
る
よ
う
な
嬉

し
い
心
地
に
な
れ
る
こ
と
。

一

そ
し
て
、
管
さ
ん
と

一
緒
に
お
念
仏
が
で
き
る
喜
び
。

こ
の
よ
う
な
信

仰
の
集
い
が
で
き
る
こ
と
、
し
か
も
音
来

を
通
し
て
み
ん
な
の
心
を
分
か
ち
合
え
る
の
で
す
か
ら
、
も

う
待
ち
遠
し
く
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
わ
け
で
す
.

詠
唱
会
に
は
色
々
な
講
口
さ
ん
が
入
会
し
て
い
ま
す

。

私

に
と
っ
て
は
み
ん
な
大
好
き
な

β
々
ば
か
り
で
す
。

他
宗
の

点
も
、
他
の
浄
土
宗
寺
院
の

β
も
、
m
侶
も
寺
族
も
檀
信
徒

の
方
も
み
ん
な

一一緒
で
す
。

中
に
は
お
身
内
の
方
を
亡
く
さ
れ
た
途
方
に
暮
れ

、

淋
し

い
思
い
を
し
て
い
た
方
が
詠
唱
の
会
に
入
会
さ
れ
て
、
大
変

お
元
気
に
な
ら
れ
た
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

。

ご
主
人

に
先
立
た
れ
た
方
、
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
た

方
。

女
性
の
心
、
母
性
を
詠
唱
は
し

っ
か
り
包
み
込
ん
で
く

れ
る
よ
う
で
す
。

は
や
い
も
の
で
、
詠
唱
を
初
め
て

二
十
年
の
月
日
が
流
れ

ま
し
た
。
い

ま
で
は
す
っ
か
り
線
付
い
た
詠
唱
で
す
が
、
こ

れ
か
ら
も
講
員
の
皆
さ
ん
と

一
緒
に
大
事
に
育
て
て
い
く
つ

も
り
で
い
ま
す
.
(

大
蓮
寺
住
職

蓮
池
光
洋
)
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の広場



• 本一
〈

g
経
木
の
ル
ビ
追
う
子
ら
に
汗
光
る

お
経
の
本
は
大
人
で
も
、
仮
名
が
娠つ
で
な
け
れ

ば
手
に
負
え
な
い
し
、
意
味
な
ど
、
分
か
ら
な
い
の

が
当
然
と
し
て
過
ご
し
て
い
る
。

こ
の
子
も

一
心
に

仮
名
多
』
追っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

額
の
汗
が
ち
ら
ち

ら
と
光
っ
て
い
る
。

会
副

旬上場
一
〈
霊〉朝
寒
や
垣
根
を
は
さ
み
農
談
ゑ

E
f
-

-

一知
一般
と
い
っ
て
も
川
く
は
な
い
。

朝
の
あ
い

.. ，e一

ど
に
時
間
が
費
や
さ
れ
る
。

多
少
の
自
慢
を
交
え
な

〈佳
作
〉
本
堂
の
回
廊
染
め
T

タ
紅
葉

秩
風
や
バ
ッ
グ
に
ひ
そ
む
丈
庫
本

十
三
夜
本
屋
に
友
会
持
ち
令
わ
す

大
場

金
谷

友
江

北
JII 

弘
子

-
垣
根

佐
藤

j膏

浜
口
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が
ら
、
結
構
相
手
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
情
報
を
得
て
い

る
の
で
あ
る
。

〈佳
作
〉
無
往
寺
の
虫
す
だ
く
垣
織
の
道

恭
席
よ
リ
琴
の
奇
流
る
垣
根
越
し

朝
顔
の
垣
根
は
る
か
に
迩
の
紺

桐
部

細
田

千
秋

河
合
富
美
枝

初
枝

-
自
由
題

〈特
選〉
荷
を
お
ろ
し
馬
の
背
光
る
秋
の
天

選者=僧田河郎子

荷
馬
で
あ
る。
背
に
い
っ
ぱ
い
の
荷
を
乗
せ
て
歩

く
。

よ
う
や
く
荷
を
降
ろ
す
と
、
そ
の
荷
の
形
に
汗

が
光
っ
て
い
る
。

こ
う
い
う
馬
が
、
わ
が
国
で
ま
だ

働
い
て
い
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
ど
こ
の
こ
と

と
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

〈佳
作
〉
夏
潮
の
色
ど
な
る
￡
で
絵
の
具
洛
く

風
鈴
の
者
色
操
る
浜
の
風

針
の
目
処
秩
灯
低
く
引
き
寄
せT

池
田

東薗
田

伊
保吹

郁
子

中
島
富
士
子
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参加作品 ・ ・ ......... 編集部還

浄
土
蕗
土
旬
会
の

お
知
ら
せ

白台新伊
由聞3
題 j

本詠
み
き
れ
ぬ
本
に
責
め
ら
る
放
の
夜

士
き
人
の
蔵
客
重
&
r
f秋
深
L

新
本
も
積
み
上
け
た
ま
4

苦
舎
に
な
Q
J

枚
目
濃
し
貸
出
本
の
手
ず
れ
かhu

藤
容
せ
リ
誕
ゆ
く
父
の
蔵
害
印

布
張
リ
の
機
か
し
浸
エ
閣
の
ら
く
ろ
よ

本
会
主4
に
居
眠
る
鎗
i
z春
の
昼

本
棚
に
夢
殖
やL
ゆ
く
良
夜
か
な

百
冊
の
本
会
先
る
自
の
秋
燕

手
作
リ
の
布
の
絵
本
や
放
の
虹

脅
北
風
の
積
ま
れ
し
本
会
蒋
ひ
読
む

秋
彼
岸
士
父
の
筆
跡
我
か
凶
松
本

容
の
丈
宰
L
K

の
い
つ
つ
ね
む
る
放
の
荻

綱
節
千
秋

山
本
美
代
子

中
島
一
子

周
東
澄
江

嶋
田
喜
代
子

飯
島
美
徳

細
田
初
綬

河
合
富
美
枝

集
団
循
進

片
桐
て
い
女

中
島
富
士
子

山
本
の
り
子

今
井
恵
子

紛
切

・
十
一
月
二
十
日

発
表
・

『浄
土
』
ニ
O
O
三
年
一
月
号

選
者

・
旭
国
河
郎
子
(
『荷
風
』
主
宰
)

応
募
方
法

・
い
ず
れ
の
題
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

〒

筋
1
0
0
1
1

東
京
都
港
区
芝
公
園
4
1
7
1
4

明
照
会
館
内

月
刊

『浄
土
』
稔
上
句
会
係

…
顕

一

…

月
よ
去
で
ま
せ
忽
岨
械
の
荻
す
す
き
持
つ
庭
に

…
垣
根
に
こ
ぼ
れ
る
荻
の
愛
惜
し
き

…
垣
一
重
飛
守
』
え
ら
れ
ぬ
無
月
か
な

…
虫
の
音
は
垣
根
ご
し
な
る
湯
舟
か
な

…
棉
の
木
や
垣
根
の
内
に
一
葉
落
つ

…
垣
越
え
て
朝
顔
の
咲
き
感
る
な
リ

…
上
州
や
穫
の
鍾
殺
の
風
除
け
に

…
本
の
花
の
知
長
うL
て
親
し
め
リ

…
垣
根
越
し
白
転
車
少
女
秋
立
ら
ぬ

…
垣
根
組
問L
荻
こ
ぼ
れ
咲
く
占
の
寺

…
行
く
夏
の
色
の
こL
T

の
垣
根
か
な

…
白
山
問
題

…
母
と
見
る
臭
剤V
し
な
リ
ぬ
烏
賊
釣
リ
火

h

葬
送
る
紛
の
現
み
令
フ
棲
南
波
止M
m

魚
屋
の
声
の
素
通
リ
脅
簾

花
火
持
つ
群
集
の
や
聞
の
や

タ
ホ
み
点
滅
始
む
港
湾
灯

先
ず
蚊
や
リ
点
けT
僧
砲
の
読
経
か
な

相
づ
ら
を
打
ら
つ
つ
眠
る
昼
寝
か
な

地
帽
の
音
の
路
地
に
・
』
ぽ
る
る
盆
の

a
m

目
安
ふ
ロ
わ
せ
貌
L

く
会
釈
夏
帽
子

塀
越
え
L

蔦
の
枯
れ
ゆ
く
風
の
日
々

下
駄
鳴
ら
し
ゆ
く
は
父
子
らL
月
の
浜

一
蓑
に
に
動
か
ぬ
森
や
蝉
普
雨

女
す
だ
く
傘
道
に
淀
む
排
気
力
ス
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山
窓
美
代
子

中
島
一
子

周
東
澄
江

健
蔵
穆
帽
子

大
場
海

嶋
田
喜
代
子

金
谷
友
江

片
綱
て
い
女

中
島
富
士
子

山
本
の
り
子

今
井
恵
子

位
置
腸
ま
り

山
口
信
子

井
村
普
也

谷
し
げ
子

加
薦
政
男

中
村
真
一

寺
下
忠
至

島
谷
と
き
を

西
井
正

石
原
新

治
田
信
子

寺
下
忠
信

三
橋
仁
平



漫
画
で
楽
し
い
仏
教
用
語

奈
落
の
底

こ
の
奈
落
は
「
な
ら
く
」
と
読

み
、
意
味
は
地
獄
。
言
葉
の
成
り

立
ち
は
地
獄
を
意
味
す
る
究
部
か

ら
の
音
写
で
、
ま
さ
に
仏
教
用
語

の
代
表
選
手
と
言
っ
て
も
い
い
で

し
ょ
・
フ
。

昔
は
、
お
守
で
地
獄
絵
図
を
見

せ
な
が
ら
、
嘘
を
つ
く
と
舌
を
抜

か
れ
る
ぞ
な
ど
と
和
尚
さ
ん
が
子

供
た
ち
に
話
を
し
た
も
の
で
す

が
、
今
の
ご
時
出
で
は
子
供
ど
こ

ろ
か
大
人
に
も
地
獄
絵
図
を
見
せ

な
い
と
い
け
な
い
よ
う
で
す
ね
。

さ
て
、
奈
落
だ
け
で
も
奈
落
の

底
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、

ま
さ
に
落
ち
る
と
こ
ろ
ま
で
落
ち

た
、
ど
ん
底
と
い
う
品
百
地
味
で
す

。

漫
画
・
麓
井
ひ
ろ
し

ね
奈
落
の
底
に

落
ち
た
か
の
よ
!
な

気
持
ち
に
な
る
だ
ろ

ぁ由
美
ち
ゃ
ん
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矩
日
や
編
集
会
議
に
鬼
笑
う
詰

編集後記

先
日
『
べ
て
る
の
家
の
「非
」
援
助
詮

と
、
『
悩
む
カ|

べ
て
る
の
家
の
人
び
と
』

と
い
う
本
に
出
会
っ
た
。

「
ぺ
て
る
の
家
」

と
は
、
今
で
は
北
海
道
週
間
に
あ
る
精
神
障

害
を
か
か
え
た
人
た
ち
の
有
限
会
社
、
社
会

福
祉
法
人
の
名
称
で
あ
る
。

襟
裳
岬
に
程
近

い
浦
河
町
で
共
同
作
業
所
・

共
同
住
居
・
通

所
授
産
施
設
な
ど
を
運
営
し
、
昆
布
や
介
護

用
品
の
販
売
な
ど
を手
が
け
、
現
在
年
商

一

億
円
、
年
間
見
誉
者
千
八
百
人
と
い
う
過
疎

の
町
存
支
え
る
地
場
産
業
の
組
織
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
出
発
は
、
入
退
院
会
繰
り
返

す
精
神
分
裂
病
の
へ
ひ
と
が
、
退
院
し
て
い

る
時
期
に
暮
ら
す
た
め
の
、
古
い
教
会
多
改

装
し
た
建
物
の
名
で
、
本
で
は
精
神
障
害
に

苦
し
む
へ
ひ
と
が
、
病
気
の
回
復
と
裂
霞

帰
と
い
ク
謙
題
に
苦
し
む
の
で
は
な
く
、
病

気
の
ま
ま
で
そ
の
人
を
人
間
と
し
て
認
め
る

環
境
1
健
樫
者
と
共
に
生
き
る
環
境
を
、
精

神
科
医
と
ソl
シ
ャ
ル
ワ
1

カ
l

存
吊
心
に

患
者
自
ら
が
創
っ
た
歴
史
と
理
念
が
綴
ら
れ

て
い
て
成
繊
刑
し
た
。

そ
の
理
念
「弱
さ
を
紳
に
」
「降
り
て
ゆ

く
生
き
方
」
コ
ニ度
の
飯
よ
り
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
」
「
安
心
し
て
サ
ボ
れ
る
会
社
作
り
」
な

ど
、
絶
対
人
を
切
灼
捨
て
な
い
と
い
う
疎
査

に
驚
き
と
感
心
会
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

競
争
裳
去
に
生
き
、
上
昇
態
。
に
拘
わ
れ

て
い
る
現
代
人
へ
の
、
痛
切
な
差
口
の
曹
で

あ
る
と
も
思
え
た
。

(
基

編
集
チ
1

フ

編
集
ス
タ
ッ

フ

長
谷
川
岱
澗

寄
鑓
惜
北
道

村
田
洋

一

佐
山
哲
郎

浄
土
六
十
八
巻
十
一
丹
号
創
価
六
日

年
会
資
六
千
円

昭
和
十
年
五
月
二
卜

日

第
三
欄
貨
便
物
認
可

印
刷

平
成
卜
四
年
十
月
二
十
日

実
行

平
成
十
四
年
ト

一円

一日

s
q
r
i
l
-
-

真
野
龍
海

望
人

I
l
l
l

佐
藤
良
純

印
刷
所
l
l

峠
悼式
会
社
シ

l

テ
ィ
1

イ

1

干

一
O
五
・O
O
一
一

世
揮官凪
都
港町
昨芝
公
園
間
・
セ
・

問
剛
明
照
会
館
内

発
話
法
然
上
人
鎖
仰
会

得
活

O
三
{三
五
ヒ
八
}
六
九
四
七

F

A
X

O
三
官
二五
t

八
)
tO
三
六

回
制
M町
O
O
一
八
0
・
八・
八四
二
八
ヒ
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-学絞説明会(高校受験)

11月 16日(土)13:00-
11 月23日(土)13:00-

12月 1 日(日)10:30-
12月 7 日 (土) 13 : 00-
12月 8 日(日)10:30-
1 月 11 日(土)13:00-

(で:fr)
淑徳学間

中学校・ 高等学校
〒 1 12・0002

東京都文京区小石川3- 14・3
Te1.03(381 1 )0237 

http://www.shukutol<ugakuen.)h.ed.jp 
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