
浄土第80誉 3号 （毎月 1 回 1 日発行） 平成26年4月 1 日発行昭和10年5月 20 日第3種郵便物認可

ｻ
 

法然上人鐙仰会



花
写

芝崎， 撮影 Keizo S. 

ヨーロピアンフラワー連盟講師貧格を収得し、

2007年から束京・沿 Iメ白金台の自宅でフラワーサロンを t宰。

生花、プリザーブドフラワー・アーティフィシャルフラワーなど
ヨーロピアンスタイルを基本のLesson開催のかたわら、

フラワーギフトアレンジを提案。
特に、仏 • J Iの供花を扱うブランド 【花 ''-J'. 】 を立ち上げ、

生化に特殊な加工をして長期保存できる

プリザープドフラワーの仏花ギフトアレンジに定評がある 。
塙石用のアーティフィシャルフラワーのアレンジ等

仏坦の供化は、

一人牲らしで水替えが大変という年配の方々からも人気で、

手元供近で小さな化のアレンジを添えるのは、鉗 II の供近の際、

辿された方の心に稔やかさ儀しさをサえる、という 。

法 "!1やお盆、お彼痒など、また、お悔やみのフラワーギフトとして

注文も多く、いま各界注 11 のアーティストである 。

化写 http://www.ca-sha.net 

＠今月号は浅井竜介氏の花器を使ったアレンジです。



寺
寺
に
歴
史
あ
り

人
々
に
信
仰
あ
り

H

本
の

心
の
故
郷
を
紀
行
す
る

東
京
・
蔵
前

匪才
\ 

<.:_ <-

籍苔（池中山盈満院梱寺 ・ 旧正覚寺） 本堂と梱寺
第二十四世日比野郁皓住職

攪影／小堀祐二





米蔵が立ち並んでいたことから蔵前
という地名になった。 それを示す石
碑が建っている

東京仏教青年会でネバールヘ行った時の記念写頁。
中央が日比野住職

上が「梱寺の高灯篭」と題された江戸時代の浮世絵で
原木版はポストン美術館所蔵。

下は江戸時代の絵と同じ場所から撮った写真

素敵な笑顔が印象的な日比野住職



かやの木会館4階のホール。 各種会
合やイベント 、 展示会などにも使わ
れている

か
や
の
木
会
館
2

階
茶
室
。

取
材
当
日
も
お
稽
古
が
あ
っ
た

旧本堂前に望えていた梱の木。 第二
次世界大戦で焼けたが 、 昭和63年
に掘り出し磨いたもの

昭和46年に達てられたかやの木会館
は平成2年 、16年に大改修された。 当
初から貸しホールを目的とした4階
建てのピルで 、葬儀場ではなかった
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新連載

は
じ
め
に

「
こ
と
ば
こ
そ
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
び
か
り
」
と
い
う
詩
人
の
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
事
実
、
私
た
ち
は
、
言
葉
に
つ
な
が
り
、
言
葉
に

生
か
さ
れ
て
お
り
ま
す。
八
百
年
昔
の
法
然
上
人
の
信
仰
思
想
も
、

上
人
の
迫
さ
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
今
に
つ
な
が
り
、
生
き
る
い
の

ち
と
な
っ
て
お
り
ま
す

。

こ
の
輪
を
広
げ
、
よ
り
多
く
の
方
々
と
こ

一
緒
に
味
わ
っ
て
い
こ
う
と
思
い
、
こ
の
た
ぴ
英
訳
を
加
え
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
お

―
―
―

1r
:
i
1
*

は
、
全
法
語
の
何
分
の
一
に
過
ぎ
ま
せ
ん
し
、

な
ん
の
脈
絡
も
体
系
も
な
く
、
た
だ
心
に
泌
み
た
お
言
葉
を
羅
列

し
た
だ
け
の
も
の
で
す
が
、
こ
れ
が
こ
縁
と
な
り
、
時
空
を
超
え

て
心
の
つ
な
が
り
が
で
き
れ
ば
幸
い
と
思
い
ま
す。

Preface 
A certain poet says that word is light 

that connects life. 邸 a matter of fact, 
we are mutually connected and are 
allowed to live by words. Honen's 
re邸ous thoughts eight hundred years 
ago have been passed on to the present 
day by means of his sayings, so that we 
are even now blessed with life by his 
words. I intend to translate his sayings 
into English in order for more and more 
people to enjoy themselves with them 
and widen their circle of connection all 
over the world 
The sayings that I select in this section 
are just a sm叫1 number of Honen's and I 
do not aim at establishing a coherent and 
systematic collection of his words, but I 
attempt to quote and comment on some 
deeply impressive sayings at random. I 
hope that this English translation will be 
a good opportunity to connect hearts 
beyond space-time. (Ryoji Kasai) 

お上
言人
の



f
J法
語

も

っ
ぱ

l

一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念じ
て

‘

行
住
坐

く
ご
ん

臥
に
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず、

念
念
に
捨
て
ざ
る
も

の
、

こ
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く。

彼
の
仏
の
願
に

順
ず
る
が
故
に
『
選
択
本
願
念
仏
集』

現
代
語
訳

心
に
ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
仏
の
名
を
念
じ
て
、
い
つ
で

も
、

ど
こ
で
も

、

時
間
の
長
短
を
問
わ
ず

、

＿
念
一
念
に
思
い
を
こ

め
て
申
す
の
を
、
浄
土
に
往
生
す
る
正
し
く
定
め
ら
れ
た
行
と
名
づ

け
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
適
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

解
説こ

れ
は
上
人
の
主
著
「選
択
本
願
念
仏
集
」

に
述
べ
ら
れ
た

言
葉
で
、
法
然
仏
教
の
基
本
と
な
る
も
の
で
す

。

法
然
仏
教
は

長
い
日
本
の
仏
教
史
を
前
後
に

二
分
し
た
と
い
わ
れ
ま
す

。

そ

れ
ま
で
の
日
本
仏
教
が
、
現
実
を
遊
離
し
た
観
念
教
学
の
展
開

で
し
た
が
、
そ
れ
を
地
に
足
を
つ
け
た
実
現
可
能
な
仏
教
に
し

た
と
い
う
こ
と
で
す

。

し
か
も
そ
れ
は
独
断
で
は
な
く
、
伝
統

の
仏
教
教
学
に
則
っ
た
も
の
で
、

「選
択
本
願
念
仏
集
」
は
そ

れ
を
示
し
た
も
の
で
す

。

梶
村
昇
亜
細
亜
大
学
名
誉
教
授

Commentary 
This teaching was stated in his 

main literary work Senchaku 
hongan nembutsu shu and has 
become the very essence of his 
Buddhism. 
Honen's Buddhism is said to 

have divided a long history of 
Japanese Buddhism into the two 
periods before and after it 
Down to that time Japanese 
Buddhism had developed into 
idealistic learning divorced from 
real life. Honen admittedly 
changed it to practicable learning 
which is in touch with reality. 
The change is also not his own 
arbitrary decision but it follows 
traditional Buddhist's learning, 
as Senchaku hongan nembutsu 
shu demonstrates it. 

Honen Shonin's Sayings 
1 It is the right practice to 
attain birth into A皿da Buddha's 
Paradise that people do nothing 
but earnestly call upon His name 
and do not fail to do so incessantly 
with the whole heart at any time 
and place in their daily courses 
of life, irrespective of whether it 
is done for a long time or not. 
Because the practice fulfils what 
Amida Buddha originally vowed. 

英訳河西良治 中央大学文学部教授、前文学部長

束京大学文学部大学院修了•英語学専攻



、
毎
日
新

聞

カ
ら
藤
田

文
亮

あんなにも 、 海は遠いのに……（宮城県女川町で2012年3月4日 ）



被災地の現場から

裳
災
の
犠
牲
者
（
死
者
・
行
方
不
明
者
）
は
2

万
l
5
6
5

人
（
今
年
3

月

1
0日
現
在
）
に
及
ぶ

。

万

単
位
の
日
本
人
が
ひ
と
つ
の
出
来
事
で
亡
く
な
っ
た
の
は
、
第
2

次
世
界
大
戦
の
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
以

来
の
こ
と
。

リ
ア
ス
式
海
岸
の
湾
奥
部
に
町
の
中
心
が
あ
っ
た
宮
城
県
女
川
町
で
は
、
震
災
前
の
人
口
の

約
8
.
7

％
に
あ
た
る
8
7
1

人
が
犠
牲
に
な
っ
た
。

実
に
町
全
体
の
人
口
の
1
1
.
5人
に
1

人
が
犠
牲

に
な
っ
て
お
り
、
町
民
全
員
が
家
族
や
友
人
な
ど
大
切
な
人
を
亡
く
し
た

”

迫
族
“
と

言
え
る
。

犠
牲
者
の
数
字
は
今
も
増
え
続
け
て
い
る

。

長
引
く
避
難
生
活
の
中
、
持
病
の
悪
化
や
新
た
に
病
気
に

か
か
り
、
亡
く
な
る
「
捉
災
関
連
死
」
が
続
い
て
い
る
か
ら
だ。

犠
牲
者
の
内
訳
は
、
地
裳
や
津
波
で
亡

く
な
っ
た
「
直
接
死
」
が
1

万
5
8
8
4

人
、
「
行
方
不
明
者
」
が
2
6
3
3

人
。

こ
れ
に
、
避
難
生
活

の
ス
ト
レ
ス
や
疲
れ
で
、
裳
災
前
か
ら
の
病
気
が
悪
化
し
た
り
、
新
た
に
病
気
に
な
っ
た
り
し
て
亡
く
な

っ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
「
関
連
死
」
の3
0
4
8

人
が
加
わ
る

。

裳
災
か
ら
3

年
が
経
っ
て
も
、
全
国
で
約
2
7万
人
が
避
難
生
活
を
余
俄
な
く
さ
れ
、
こ
の
う
ち
約
1
0万

人
は
プ
レ
ハ
プ
の
仮
設
住
宅
に
住
ん
で
い
る

。

避
難
者
の
多
い
福
島
県
で
は
、
関
連
死

(
1
6
7
1人
）

は
直
接
死

(
1
6
0
3人
）
を
上
回
っ
て
た
。

地
裳
と
津
波
が
起
こ
っ
た
の
は
3

年
前
だ
が
、
こ
の

一
っ

を
持
っ
て
し
て
も
、
裳
災
は
い
ま
だ

”

発
生
中
I
Iで
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

震
災
は
い
ま
だ

「
悲
し
み
は
消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん。
で
も
、
こ
の
悲
し
み
は
あ
の
子
た
ち
の
存
在
そ
の
も
の
で
す。

忘
れ
る
必
要
も
、
乗
り
越
え
る
必
要
も
な
く
、
い
つ
も
そ
ば
に
感
じ
て
い
て
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
」

こ
れ
は
、
東
日
本
大
裳
災
で
校
舎
の
屋
上
を
越
え
る
津
波
に
襲
わ
れ
、
児
童
・
教
職
員8
4人
が
犠
牲
と

な
っ
た
宮
城
県
石
巻
市
立
大
川
小
学
校
の
遺
族
が
作
っ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

一
文
だ
。

”
発
生
中
“

, 



冒
頭
に
引
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た

一
文
は
、
小
学
校
6

年
生
の
娘
を
亡
く
し
た
親
が
昨
年
1
1月
に
記
し
た

思
い
だ

。

昨
秋
ま
で
の
1

年
半
、
仙
台
支
局
に
勤
務
し
て
い
た
私
は
、
冒
頭
の

一
文
を
記
し
た
父
親
ら
大

川
小
学
校
の
追
族
を
含
め
、
「
な
ぜ
我
が子
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
」
を
問
い
続
け
る
親

た
ち
を
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
っ
た

。

大
川
小
学
校
に
は
あ
の
日
、
2

階
建
て
の
校
舎
の
屋
上
を
越
え
る
津
波
に
襲
わ
れ
、
全
校
児童
1
0
8

人
の
う
ち
7
4人
が
、
教
職
員
1
3人
の
う
ち
1
0人
が
犠
牲
に
。
今
回
の
裳
災
で
、
学
校
の
被
害
と
し
て
は
最

悪
の
も
の
に
な
っ
た

。

都
市
部
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
学
校
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
モ
ダ
ン
な
校
舎
の
窓
々
は
吹
っ
飛
び
、
鉄
筋
は
む

き
出
し
に
な
り
、
渡
り
廊
下
も
阪
神
大
捉
災
時
の
高
速
道
路
の
よ
う
に
倒
壊
し
て
い
る

。

校
庭
に
あ
る
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
の
屋
外
舞
台
も
津
波
で
破
壊
さ
れ
が
、
墜
面
に
は
民
族
衣
装
を
着
た
世
界
の
子
供
が
笑
顔

が
描
か
れ
、
「
泄
界
が
全
体
に幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
、
個
人
の
幸
福
は
あ
り
え
な
い
」
と
の
宮
沢
野

治
の
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す

。

小
学
生
の
息
子
を
持
つ
私
は
、
こ
の
現
場
に
足
を
運
ぶ
た
び
に
、
い

た
た
ま
れ
な
い
気
持
ち
に
な
る

。

な
ぜ
最
悪
の
被
害
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
尾
根
を

一
っ
越
え
た
だ
け
の
隣
の
小
学
校
で
は
、
2

階
建
て
の
校
舎
屋
上
を
越
え
て
屋
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
を
な
ぎ
倒
す
ほ
ど
の
津
波
に
製
わ
れ
た
が
、学

校
に
い
た
児
童
は
裏
山
に
逃
げ
、

一
人
の
犠
牲
者
も
出
さ
な
か
っ
た
。

大
川
小
学
校
へ
の
津
波
到
達
は
、
地
捉
の
揺
れ
か
ら
約
5
0分
後
。

「
な
ぜ
逃
げ
な
か
っ
た
の
か。
現
場

で
ど
ん
な
判
断
が
あ
っ
た
の
か
」。

辿
族
は
学
校
や
市
教
委
に
問
い
続
け
て
い
る
が
、
当
時
現
場
に
い
た

被
災
の
現
場

・

大
川
小
学
校

JO 



被災地の現場から

教
職
員
の
う
ち
生
存
者
は
1

人
だ
け
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
市
教
委
の
説
明
会
が
繰
り
返
さ
れ
、
学
識
経

験
者
ら
に
よ
る
第
三
者
委
員
会
で
検
証
が
行
わ
れ
た
が
、
肝
心
の
答
え
は
出
な
い
ま
ま
時
間
が
だ
け
が
過

ぎ
て
い
っ
た
。
遺
族
の

一
部
は
裳
災
か
ら
3

年
を
迎
え
る
前
日
の
今
年
3

月

1
0日
、
「
避
難
の
必
要
性
を

認
識
で
き
た
の
に
、
津
波
襲
来
ま
で
約
5
0分
間
、
児
童
ら
を
校
庭
に
待
機
さ
せ
て
安
全
に
避
難
さ
せ
る
義

務
を
怠
り
、
死
亡
さ
せ
た
」
と
し
て
、
石
巻
市
な
ど
を
相
手
に
、
損
害
賠
償
訴
訟
を
起
こ
し
た。

今
回
の
痰
災
の
特
徴
の

―
つ
は
、
地
裳
の
揺
れ
か
ら
津
波
の
到
達
ま
で
、
数
十
分
の
時
間
が
あ
っ
た
こ

と
。

高
台
に
逃
げ
よ
う
と
準
備
を
し
て
い
た
校
庭
で
、
こ
こ
な
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
上
が
っ
た
会
社
の
屋

上
で
、
避
難
し
よ
う
と
乗
っ
た
バ
ス
で
…
…
、
命
が
失
わ
れ
た
現
場
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
学
校
や
会
社
な

ど
の
避
難
の
問
題
点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
お
会
い
で
き
た
多
く
の
親
が
、
「
自
然
災
害
な
の
に
い
つ
ま

で
こ
だ
わ
る
の
か
、
と
お
思
い
で
し
ょ
う
が
」
と
、
自
ら
を
責
め
る
よ
う
な
言
葉
を
口
に
し
た

。

大
川
小
の
遺
族
の

一
人
も
、
「
こ
ん
な
こ
と
や
っ
て
も
子
供
が
帰
っ
て
来
な
い
む
な
し
さ
は
、
十
分
に

分
か
っ
て
い
る

。

ど
ん
ど
ん
新
し
い
こ
と
を
始
め
て
い
る
人
も
あ
る
の
に
、
い
つ
ま
で
も
何
や
っ
て
る
ん

だ
、
と
叫
び
た
い
、
狂
っ
て
し
ま
い
た
い
よ
う
な
夜
も
あ
る。
で
も
、
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
、
乗
り
越
え
る
こ

と
な
ん
て
で
き
な
い
」
と
、
絞
り
出
す
よ
う
語
っ
て
く
れ
た

。

乗
り
越
え
る
必
要

仙
台
支
局
で
の
日
々
は
、
何
を
ど
れ
だ
け
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
被
災
地
の
現
状
を
伝
え
る
に
は
、
果
て

し
な
く
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
、
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
日
々
だ
っ
た

。

文
字
で
伝
え
る
に
は
不
遜
な
ほ
ど
の
修
羅
場
を
く
ぐ
っ
た
う
え
で
、
前
を
向
い
て
新
た
な
こ
と
を
始
め

て
い
る
被
災
者
は
多
い
。
家
を
、
職
場
を
再
建
し
、
新
し
い
取
り
組
み
を
始
め
、
祭
り
な
ど
を
復
活
さ
せ
、
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もが震災前、左が震災後の大川小学校周辺。
も写真中央下の半円形の違物が大川小学校。
左もを見比べると、学校以外の違物が全て流
され、写真上部の田畑だった部分がすっかり
冠水してしまったことが分かる（宮城隈石巻
市内で渇示されていた航空写真）

あ
る
人
に
と
っ
て
は

「
癒し
」
や
「
前
を
向
く
」
の
に
十
分
な
時
間
な
の
か
も

被
災
地
か
ら
笑
顔
を
届
け
る

。

そ
ん
な
被
災
者
は
、
数
え
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
い
る。

た
だ
た
だ
、
頭

が
下
が
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
な
い
人
も
決
し
て
少
な
く
な
い

。

失
っ
た
モ
ノ
の
大
き
さ
を
考
え
れ
ば
そ
れ
は
当
然

の
こ
と
な
の
に
、
時
間
が
止
ま
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
気
持
ち
を
声
に
で
き
な
い。

そ
の
声
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
余
計
に
自
ら
を
小
さ
く
し
て
し
ま
い
、
更
に言
葉
に
す
る
こ
と

が
難
し
く
な
る
。

人
間
誰
し
も
、
逆
榜
に
際
し
て
は
、
強
く
あ
り
た
い
と
願
う
と
思
う
が
、
そ
れ
が
現
実

に
な
っ
た
時
、
体
も
心
も
、
思
い
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
か。

自
ら
を
省
み
る
と
、
と
て
も
「
前
を
向
け
る
」

自
信
は
な
い
。

3

年
と
い
う
歳
月
は
、

12 



被災地の現場から

し
れ
な
い
。

し
か
し
、
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
、
喪
失
感
で
ぽ
っ
か
り
空
い
た
穴
に
、
怒
り
、
孤

独
、
諦
め
を
充
満
さ
せ
る
た
め
の
時
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

悲
し
み
を
「
乗
り
越
え
る
」
。

よ
く
使
わ
れ
る
言
業
だ
。

称
賛
の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
お
り
、
本
来
悪

い
言
葉
と
は
思
わ
な
い

。

も
ち
ろ
ん
、
想
像
を
絶
す
る
被
災
の
中
か
ら
「
立
ち
上
が
り
」
「
前
を
向
き
」

「
乗
り
越
え
た
」
人
は
、
称
賛
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ。

し
か
し
そ
の
称
賛
は
、
そ
う
は
な
れ
な
い
人
に

と

っ

て
、
時
に
刃
（
や
い
ば
）
に
す
ら
な
る
こ
と
に
、
思
い
を
い
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

今
、
私
た
ち
に
必
要
な
の
は
、
「悲
し
み
を
い
つ
も
そ
ば
で
感
じ
て
い
る
」
人
を
む
や
み
に
励
ま
す
の

で
は
な
く
、
「
乗
り
越
え
ら
れ
な
く
て
も
い
い
」
と
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
だ
と
思
う

。

ま
だ
3

年
し
か
た
っ
て
い
な
い
。
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梱
寺

東
京
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蔵
前

撮
影
／

小
堀
祐
二

文
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真
山
剛

梱寺の寺務所は本堂正面入り口左手にあり 、 日比野住職はこの寺務所も側の椅子で
みなさんを待ち受けられている 。 左奥からかやの木会館につながっている



寺院紀行

か
や
で
ら

早
い
も
の
で
、
こ
の
連
載
も
今
回
の
棚
寺
で
百
八
か
寺
目
と
な
る

。

そ
し
て

今
度
が
初
の
女
性
住
職
の
お
寺
へ
の
訪
問
と
な
っ
た。

編
集
部
か
ら
最
近
は
女
性
も
僧
籍
を
と
り
、
尼
僧
寺
院
で
な
く
普
通
の
お
寺

の
住
職
に
な
る
方
が
増
え
て
い
る
と
聞
い
た
が
、
「
棚
寺
の
住
職
は
尼
僧
住
職

の
さ
き
が
け
で
は
な
い
で
す
か
。

女
性
が
住
職
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す

か
ら
ね
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

。

そ
の
梱
寺
を
訪
れ
た
の
は
東
京
を
二
度
目
の
大
雪
が
製
っ
た
翌
日
で
、
梱
寺

は
都
営
地
下
鉄
大
江
戸
線
の
蔵
前
駅
か
ら
徒
歩

一
分
の
駅
前
に
あ
っ
た

。

A
5

出
口
で
地
上
に
出
る
と
春
日
通
り
の
向
こ
う
正
面
に
梱
寺
、
左
に
は
隅
田
川
に

9

士
や

掛
か
る
厩
橋
と
な
る

。

本
堂
は
昭
和
三
十
二
年
に
建
て
ら
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
で
当
時

と
し
て
は
大
変
珍
し
く
、
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

。

そ
の
正
面
扉
に
は

大
き
な
葵
の
ご
紋

。

金
属
細
工
の
無
形
文
化
財
の
塩
沢
幹
氏
の
手
に
よ
る
も
の

だ
そ
う
だ
。

今
ま
で
見
た
中
で

一
番
大
き
な
葵
の
ご
紋
だ

。

開
山
上
人
に
由
来

す
る
が
後
述
す
る

。

そ
し
て
本
堂
階
段
左
手
に
は
全
面
ガ
ラ
ス
扉
の
広
々
し
た

寺
務
所
が
あ
る

。

寺
務
所
内
に
は
右
手
に
お
線
香
も
用
意
さ
れ
た
受
付
が
あ
り
、

そ
こ
が
住
職
の
定
位
置

。

左
手
に
は
打
ち
合
わ
せ
用
の
テ
ー
プ
ル
が二脚

。

正

面
の
聖
に
は
梱
寺
の
高
灯
篭
と
題
さ
れ
た
浮
世
絵
が
飾
っ
て
あ
る

。

こ
の
寺
務
所
、
春
日
通
り
に
面
し
て
昭
和
四
十
六
年
に
建
て
ら
れ
た
棚
寺
の

施
設
で
あ
る
か
や
の
木
会
館
の

一
階
に
な
っ
て
い
て
、
住
職
の
定
位
置
か
ら
は

揺寺の縁起三巻と緯起図画を納める
木箱

揺寺の縁起を記した梱寺縁起図画。
秋葉大権現と梱寺の住職が囲碁を打
っている
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正
面
に
は
本
堂
に
お
参
り
す
る
人
、
右
手
に
は
か
や
の
木
会
館
へ
の
来
客
が
確

認
で
き
る
、
工
夫
さ
れ
た
配
樅
に
な
っ
て
い
る

。

さ
て
、
梱
寺
は
江
戸
の
中
心
、
日
本
橋
か
ら
浅
草
へ
向
か
う
街
道
沿
い
に
あ

り
、
そ
の
街
道
は
今
も
江
戸
通
り
と
呼
ば
れ
て
い
る

。

ち
な
み
に
蔵
前
と
い
う

地
名
は
徳
川
幕
府
が
天
領
で
収
獲
し
た
米
を
こ
の
河
岸
に
運
び
、
御
家
人
に
配

給
す
る
た
め
米
俵
を
蓄
え
て
い
た
蔵
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
。

当
時
の
蔵
前
で
は
唯

一
だ
っ
た
浄
土
宗
寺
院
で
あ
る
梱
寺
は
大
き
な
梱
の
古

木
脇
に
あ
っ
た
草
庵
を
慶
長
四
年
(

-
五
九
九
）
に
観
智
国
師
が
浄
土
宗
寺
院

と
し
て
創
建
し
た
お
寺
で
、
美
し
く
消
い
水
が
溢
れ
池
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら

池
中
山
盈
満
院
正
党
寺
と
名
付
け
ら
れ
た

。

し
か
し
、
古
地
図
に
は
正
覚
寺
の

脇
に
棚
寺
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る

。

ま
た
葛
飾
北
斎
の
浮
世
絵
に
も
「
梱
寺
の

高
い
灯
篭
」
と
題
さ
れ
る
ぐ
ら
い
で
、
棚
寺
の
名
は
昔
か
ら
江
戸
中
に
知
れ
渡

っ
て
い
た
よ
う
だ
。

さ
て
、
梱
寺
の
由
来
を
記
し
た
台
東
区
指
定
文
化
財
の
絵
図
を
開
く
と
、
戦

国
時
代
の
頃
、
火
伏
せ
の
神
で
あ
る
秋
葉
大
権
現
が
山
伏
に
化
け
、
棚
の
実
を

賭
け
て
棚
寺
の
住
職
と
囲
碁
を
打
つ
こ
と
か
ら
始
ま
る
物
語
が
展
開
す
る
が
、

興
味
の
あ
る
方
は
梱
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
い
た
だ
き
た
い。
と
に
か
く
、

秋
業
大
権
現
の
ご
利
益
で
火
事
の
多
か
っ
た
江
戸
時
代
に
、
必
ず
梱
寺
門
前
で

火
が
止
ま
っ
た
と
い
う
、
ご
利
益
あ
る
お
寺
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
観
智
国
師
は
増
上
寺
の
中
典
の
祖
で
あ
り
、
国
師
が
徳
川
家
康
の
掃

九
代
住
職
の
時
の
大
火
で
燃
え
た
梱
の
木
で
彫
ら
れ

た
秋
葉
大
権
現
像
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寺院紀行

日
比
野
住
職
は
団
塊
世
代
生
ま
れ
で
結
婚
歴
は
な
し。

大
学
卒
業
後
の
英
仏

依
を
受
け
た
こ
と
で
浄
土
宗
は
江
戸
初
期
に

一
気
に
興
隆
し
た
。

つ
ま
り
、
今

の
浄
土
宗
の
礎
を
築
い
た
名
俯
で
あ
る

。

そ
の
観
智
国
師
の
寺
で
あ
る
か
ら
本

堂
正
面
の
扉
に
ど
こ
よ
り
も
大
き
な
徳
川
の
三
つ
葉
葵
の
紋
が
飾
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
大
き
な
葵
ご
紋
の
お
寺
、
梱
寺
第
二
十
四
世
日
比
野
郁
皓
住
職
の
話

を
聞
こ
う

。

最
初
に
取
材
時
に
い
た
だ
い
た
経
歴
書
か
ら
抜
粋
す
る。

梱
寺
第
二
十
二
世
日
比
野
在
信
の
長
女
と
し
て
誕
生
。

中
学
、
」
秘
校
、
大
学
は
跡
見
学
園
へ
。

同
大
学
で
英
文
を
学
ぶ

。

大
学
卒
業
の
年
、
父
の
在
信
が
遷
化

。

二
十
五
歳
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
語
学
留
学。

二
十
七
歳
、
浄
土
宗
僧
侶
の
投
成
講
座
へ
入
行
し
、
教
師
汽
格
取
得

。

二
十
代
三
十
代
は
東
京
仏
教
行
年
会
、
全
日
本
仏
教
行
年
会
、
世
界
仏
教
青

年
連
盟

(
W
F
B
Y
)な
ど
仏
教
行
年
会
活
動
に
参
加
。

W
F
B
Y
パ
ン
コ
ッ

ク
本
部
事
務
局
次
長
と
し
て
活
動

。

平
成
十
四
年
梱
寺
第

二
十
四
世
住
職
に
就
任

。

現
在
、
全
日
本
仏
教
会
国
際
交
流
審
議
会
委
貝
、
世
界
仏
教
徒
連
盟
人
道
奉

仕
委
貝
会
委
貝
長
、
同
日
本
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
、
国
際
仏
教
婦
人
会
理
事

。

女
義
太
夫
初
代
竹
本
綾
乃
助
の
●
。
綾
乃
助
は
明
治

時
代
に
一
世
を
風
靡
し
た
美
少
女
義
太
夫
だ
っ
た

17 



留
学
で
二
か
国
語
を
身
に
つ
け
ら
れ
、
全
日
本
仏
教
青
年
会
や
国
際
的
な
仏
教

団
体
や
世
界
規
模
の
仏
教
組
織
に
参
加
、
海
外
に
も
飛
び
回
ら
れ
、
各
種
役
職

に
も
就
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ

。

「
幼
稚
園
は
深
川
の
祖
父
の
お
寺
が
経
営
す
る
双
葉
幼
稚
園
、
私
は
お
寺
の
親

戚
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
知
り
合
い
の
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
ま
し

た
。

小
学
校
の
思
い
出
は
、
父
が
療
養
の
た
め
に
仮
住
ま
い
し
て
い
た
松
戸
の

東
漸
寺
、
こ
れ
も
深
川
の
祖
父
の
お
寺
で
し
た
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
ま
で
テ
レ

ビ
を
見
に

一
人
で
行
っ
た
こ
と
で
す

。

中
学
校
か
ら
は
私
立
へ
通
い
ま
し
た

。

妹
が

一
人
の
女
の
子
二
人
で
し
た
か
ら
、
私
は
小
さ
い
頃
か
ら
お
寺
の
お
手

伝
い
を
優
先
し
て
い
ま
し
た

。

今
思
え
ば
、
長
女
で
あ
る
貴
方
が
お
寺
を
護
る

の
よ
、
と
す
り
込
ま
れ
て
い
た
訳
で
す。

そ
の
こ
ろ
は
尼
僧
寺
院
以
外
に
女
性

住
職
は
い
な
い
と
言
っ
て
も
よ
く
、
結
婚
し
て
旦
那
様
に
な
る
人
に
お
願
い
す

る
の
か
…
…
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」

な
る
ほ
ど
、
棚
寺
を
継
ぐ
道
を
歩
か
さ
れ
、
そ
れ
を
十
分
に
感
じ
て
い
た
と

い
う
こ
と
だ
。

「
大
学
を
卒
業
し
た
翌
月
に
先
々
代
で
あ
る
父
が
亡
く
な
り
ま
し
た。

父
は
生

ま
れ
つ
き
心
臓
が
弱
く
五
十
二
歳
で
し
た
が
、
父
の
妹
が
兄
の
病
気
を
治
し
た

い
と
医
者
に
な
っ
た
ほ
ど
で
す。

父
が
亡
く
な
る
と
、
父
の
兄
で
あ
る
心
行
寺
住
職
鈴
木
在
定
伯
父
が
兼
務
住

職
と
な
り
、
院
代
（
住
職
の
代
わ
り
を
し
て
く
れ
て
い
る
僧
侶
）
が
法
務
を
行

横
浜
在
住
の
仏
師
、
ソ
ー
マ
・
バ
ー
ラ
作

の
釈
迦
の
初
転
法
輪
の
像
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寺院紀行

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
悲
し
み
と
迷
い
の
中
で
自
分
が
何
を
ど
う
し
た
ら

良
い
の
か
混
乱
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
日
本
を
離
れ
る
こ
と
を
考
え
、
伯
父

に
相
談
し
た
と
こ
ろ
快
諾
し
て
く
れ
ま
し
た
」

敷
か
れ
て
い
た
レ
ー
ル
か
ら

一
度
飛
び
出
し
て
み
た
の
で
あ
る

。

日
比
野
住
職
は
イ
ギ
リ
ス
ヘ
留
学
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
す
る。

し
か

し
、
人
生
は
面
白
い
も
の
だ

。

お
寺
を
継
ぐ
レ
ー
ル
か
ら
外
れ
た
先
で
自
ら
が

僧
侶
と
な
っ
て
お
寺
を
継
ぐ
決
心
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

。

フ
ラ
ン
ス
留
学
時
に
フ
ラ
ン
ス
の
中
学
校
で
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
茶
道

と
華
迫
を
教
え
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
。

•
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
は
哲
学
が
大
好
き

な
国
で
、
N
E
N

（
禅
）
は
欧
州
全
体
で
大
人
気
で
あ
る
。

父
が
仏
教
僧
侶
で

あ
る
と
知
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
教
師
や
生
徒
た
ち
か
ら
の
仏
教
に
つ
い
て
の

質
問
攻
め
に
あ
っ
た

。

「
私
は
当
時
（
門
前
の
小
僧
習
わ
ぬ
経
を
読
む
）
以
上

の
何
者
で
も
な
く
、
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
歯
が
ゆ
さ
を
味
わ
い
ま
し
た

。

日

本
で
は
女
性
が
俯
侶
と
な
っ
て
お
寺
の
住
職
に
な
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
等
を

質
問
さ
れ
ま
し
た
」。

今
ま
で
考
え
も
し
な
か
っ
た

―
つ
の
選
択
肢
が
示
さ
れ

た
の
だ
。

そ
う
し
た
あ
る
日
、
裁
判
所
の
前
の
カ
フ
ェ
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
と
、

裁
判
所
か
ら
次
々
と
黒
服
に
身
を
包
ん
だ
若
い
女
性
裁
判
官
が
颯
爽
と
出
て
く

る
。

そ
の
姿
を
見
た
と
き
、
お
ぽ
ろ
げ
に
「
日
本
に
婦
っ
て
私
が
僧
侶
と
な
っ

て
お
寺
を
継
ぐ
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
の
か
な
」
と
フ
ラ
ン
ス
の
地
で
浮
か
ん
で

1970年代に東京仏教冑年会でカンポジア
を訪れた時の写真。前列もから二番目が日
比野住職
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（
小
乗
仏
教
）
、大
乗
仏
教
、
チ
ベ

き
た

―
つ
の
選
択
肢
を
兵
剣
に
考
え
始
め
る
こ
と
に
な
る。

日
本
に
戻
っ
た
日
比
野
住
職
は
さ
っ
そ
く
尼
僧
住
職
の
可
能
性
を
確
認
し
て

浄
土
宗
投
成
の
道
場
に
入
り
僧
侶
と
な
っ
た
が
、
そ
の
頃
は
ま
だ
尼
僧
は
少
な

い
、
と
い
う
か
稀
な
存
在
だ
っ
た
。

同
じ
道
場
の
女
性
は
六
十
歳
代
の
元
華
族

の
方

一
人
だ
け
だ
っ
た
し
、
彼
女
は
住
職
に
な
る
訳
で
は
な
かっ
た
。

最
近
は
道
場
に
入
る
二
S

三
割
ぐ
ら
い
が
女
性
で
増
上
寺
で
は
毎
年
十
二
＼

四
人
の
女
性
が
俯
侶
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
か
ら
、
梵
く
べ
き
変
化
だ
。

こ
う
し
て
住
職
に
な
る
資
格
を
と
っ
た
が
、
深
川
の
伯
父
の
住
職
の
庇
護
の

も
と
で
、

二
十
六
年
間
副
住
職
を
勤
め
、
そ
の
間
自
由
に
仏
教
の
国
際
活
動
に

力
を
注
ぐ
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
住
職
に
な
っ
た
の
は
十
一
―
一
年
前
だ

。

俯
侶
に
な
っ
て
か
ら
は
お
寺
に

一
人
で
も
多
く
の
人
に
来
て
も
ら
え
る
よ
う

に
様
々
な
行
事
を
行
な
っ
て
き
た

。

お
寺
の
活
用
を
図
る
こ
と
は
梱
寺
の
伝
統

の
よ
う
な
も
の
で
、
か
や
の
木
会
館
は
当
初
か
ら
地
元
の
会
社
の
講
習
会
や
展

示
会
、
太
極
拳
や
茶
道
な
ど
、
そ
し
て
超
宗
派
の
浅
芹
仏
教
会
や
婦
人
仏
教
会

会
場
に
使
わ
れ
続
け
て
い
て
、
葬
俵
場
と
し
て
は
使
用
で
き
な
い

。

棺
信
徒
は

も
ち
ろ
ん
、
地
元
に
開
か
れ
た
と
て
も
珍
し
い
会
館
だ

。

さ
て
、
経
歴
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
梱
寺
に
は
海
の
向
こ
う
の
色
々
な
宗
派

の
女
性
の
お
坊
さ
ん
も
何
人
も
訪
れ
て
い
る。

そ
う
し
た
住
職
な
ら
で
は
話
が

聞
け
た
。

世
界
の
仏
教
を
分
け
る
と
、
上
座
仏
教

梱
寺
の
歴
代
住
職
墓
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寺院紀行

ッ
ト
仏
教
に
な
る
そ
う
だ
。
日
本
の
仏
教
は
大
乗
仏
教
の
中
で
も
特
別
な
形
を

と
っ
て
い
る

。

日
本
の
お
寺
は

一
寺
院
に

一
家
族
が
住
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

日

比
野
住
職
の
話
を
聞
こ
う

。

「
女
性
の
お
坊
さ
ん
だ
と
話
し
や
す
い
の
か
、
相
談
事
は
多
い
で
す
ね

。

で
す

の
で
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
汽
格
も
と
り
ま
し
た
。

で
す
が
、
皆
さ
ん
に
は
「念

仏
を
称
え
る
と
仏
さ
ま
の
力
が
働
き
か
け
て
く
れ
、
上手
く
行
く
こ
と
も
い
か

な
い
こ
と
も
す
べ
て
含
め
て
心
が
軽
く
な
り
ま
す
よ。

念
仏
は
日
常
生
活
の
中

に
あ
る
も
の
、
バ
ス
を
待
ち
な
が
ら
お
念
仏
、
洗
濯
し
な
が
ら
お
念
仏
、
デ
ー

ト
に
遅
れ
て
く
る
彼
を
待
ち
な
が
ら
お
念
仏
…

…

。

楽
し
み
な
が
ら
お
念
仏
を

称
え
て
い
る
と
自
分
を
変
え
ら
れ
ま
す
よ」
と
こ
ん
な
事
を
話
し
て
い
ま
す

。

今
は
平
和
な
時
代
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ど
れ
だ
け
仏
さ
ま
に
助
け
て
も
ら
っ

て
い
る
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
ひ
と
り
で
も
多
く
の
人
に
伝
え
て
い
く
の
が
役
割

で
し
ょ
う
か
ね
」

ず
っ
と
素
敵
な
笑
顔
で
応
対
し
て
い
た
だ
い
た
日
比
野
住
職
、
こ
う
し
た言

葉
に
も
そ
の
笑
顔
と
同
じ
優
し
さ
と
、
女
性
な
ら
で
は
の
視
点
が
入
っ
て
い
る
。

こ
の
魅
力
あ
る
住
職
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
留
学
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
人

の
先
生
や
生
徒
た
ち
に
感
謝
し
た
い
。
（

ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
）

,.,,,,_ .......... c. ••• ..... .,, ..  ヽ.,..,_,._,,...,.._,., ... .., ●皿w•i.m亭 ,,,..;;,.・｀

現
在
日
比
野
住
職
が
活
躍
さ
れ
て
い
る
ー
L
A
B

（イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
レ
デ
ィ
ズ
ア
ソ
シ
ェ

ー
シ
ョ
ン
オ
プ
プ
ッ
デ
ィ
ズ
ム

）
の
第
一
回
総

会
集
合
写
真
。
会
場
は
孝
道
教
団
の
本
仏
殿
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会いたい人

劇
場
の
中
や
文
学
買
•
演
劇
双
の
会
場
で
向
う
に

矢
野
さ
ん
の
姿
を
見
か
け
る
と
、
す
ぐ
に
寄
っ
て
行

っ
て
か
ね
て
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
を
訊
ね
て
み

た
く
な
る
。
そ
れ
が
私
の
楽
し
み
で
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
エ
ノ
ケ
ン
（
榎
本
健
一
）
の
『
最

後
の
伝
令
』
っ
て
ど
ん
な
芝
居
？
」
。す
る
と
即
座

に
短
く
て
明
快
な
答
が
返
っ
て
く
る
。
し
か
も
話
し

方
に
喜
劇
役
者
や
芸
人
た
ち
へ
の
あ
た
た
か
さ
が
感

じ
ら
れ
て
、
心
に
し
み
る
も
の
が
あ
る
。
た
し
か
私

よ
り
ち
ょ
っ
と
お
兄
さ
ん
で
あ
る
だ
け
な
の
に
、
ど

う
し
て
こ
ん
な
昔
の
こ
と
を
は
っ
き
り
位
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
、
と
ま
た
祁
敬
し
て
し
ま
う

。

最
近
旅
先
で
改
め
て
じ
っ
く
り
読
ん
だ
何
冊
か
の

中
に
「
皿
朝
と
春
圃
治
」
「
勇
と
馬
楽
」
の
項
が
あ

っ
た
。

明
治
期
に
あ
っ
て
「
近
代
落
語
の
祖
」
で
あ
り
「
近

代
文
学
の
祖
」
で
も
あ
っ
た
偉
大
な
三
遊
亭
闘
朝
の

求
道
的
で
お
よ
そ
芸
人
ら
し
く
な
い
立
派
な
生
き
方

に
比
べ
、
や
や
時
代
は
下
が
る
が
桂
春
圏
治
の
生
涯

は
実
に
反
社
会
的
‘
反
道
徳
的
で
あ
っ
た
。

と
、
矢
野
さ
ん
は
書
き
な
が
ら
も
ど
こ
か
で
春
圏

治
の
ほ
う
を
贔
展
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

ま
た
‘
文
人
吉
井
勇
は
伯
爵
家
の
出
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
奇
行
の
数
々
に
よ
っ
て
気
ち
が

い
馬
楽
と
呼
ば
れ
た
二
代
目
蝶
花
棲
馬
楽
に
多
大
な

影
響
を
受
け
た
生
き
方
を
し
て
い
る
。
そ
の
馬
楽
は

句
作
を
よ
く
し
、
夏
目
漱
石
や
志
賀
直
哉
、
の
ち
に

は
久
保
田
万
太
郎
な
ど
に
も
愛
顧
を
受
け
た
不
思
議

な
魅
力
を
持
っ
た
人
物
だ
っ
た
ら
し
い

。

吉
井
勇
の
戯
曲
『
俳
諧
亭
句
楽
の
死
』
は
、
馬
楽

の
亡
く
な
る
当
日
に
、
そ
の
病
状
を
案
じ
な
が
ら
数

人
で
馬
楽
の
芸
や
狂
気
に
つ
い
て
語
り
合
う

一
硲
物

で
、
そ
の
中
の
吉
井
勇
ら
し
き
大
学
生
が
こ
う
語
る
。

「
句
楽
は
僕
に
如
何
し
て
生
き
た
ら
好
い
か
つ
て
こ

と
を
教
へ
て
呉
れ
た
の
だ

。

さ
う
し
て
僕
は
あ
い
つ

の
云
ふ
通
り
に
な
っ
た
の
だ
」

こ
れ
が
矢
野
さ
ん
の
生
き
方
と
ス
ラ
イ
ド
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
と
私
に
は
思
え
た
し
、
ま
た
古
今
亭
志

ん
朝
の
オ
能
と
人
柄
を
大
い
に
評
価
し
な
が
ら
も
、

ち
ょ
っ
と
目
茶
苦
茶
な
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
立
川
談
志
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と
よ
り
親
交
の
深
か
っ
た
矢
野
さ
ん
と
い
う
人
が
、

こ
れ
で
は
っ
き
り
し
て
き
た
み
た
い
だ
っ
た

。

今
さ
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
い
う
の
も
照
れ
る
ほ
ど

身
近
に
感
じ
る
矢
野
さ
ん
だ
が
、
こ
の
へ
ん
で
ま
と

ま
っ
た
時
間
を
も
ら
っ
て
ち
ゃ
ん
と
話
が
聞
き
た
＜

な
っ
た

。

,_ 
立川談志師匠（故人）と琵る矢野さん
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会いたい人

何
年
か
前
‘
私
は
「銀
座
百
点
」

主
催
の
パ
ー
テ

ィ
ー
で
、
亡
く
な
る
少
し
前
の
立
川
談
志
と
矢
野
さ

ん
と
が
滅
多
に
は
他
人
が
入
り
こ
め
な
い
空
気
を
漂

わ
せ
て
テ
ー
ブ
ル
に
向
い
合
い
、
長
い
こ
と
ボ
ソ
ボ

ソ
と
語
り
合
っ
て
い
る
光
景
を
眼
に
し
た

。

あ
の
と
き

二
人
は
ど
ん
な
こ
と
を
話
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

「
近
ご
ろ
誰
と
飲
ん
で
ん
の
？
っ
て
訊
い
た
ら
‘

『
こ
の
問
（
石
原
）
慎
太
郎
さ
ん
か
ら
電
話
が
か
か

っ
て
き
て
、
狸
穴
に
静
か
で
い
い
店
を
見
つ
け
た
か

ら
出
て
こ
な
い
？
っ
て

言
わ
れ
た
け
ど
、
外
は
ど

し
ゃ
降
り
の
雨
だ
し
、
わ
か
り
に
く
そ
う
な
場
所
だ

し
、
渋
っ
て
た
ら
、
そ
れ
で
も
し
つ
こ
く
言
う
か
ら

車
で
行
っ
て
、
ひ
ょ
い
と
見
た
ら
彼
が
雨
ん
中
傘
さ

し
て
じ
っ
と
待
っ
て
た

。

寂
し
い
ん
だ
ね
』
な
ん
て

言
っ
て
た
ね

。

『
勘三
郎
に
も
、
飲
も
う
飲
も
う
っ
て
よ
く
言
わ
れ

る
け
ど
、
要
す
る
に
お
前
の
芝
居
だ
け
観
て
れ
ば
い

い
ん
だ
ろ
？
っ
て

言
っ
た
ら
、
う
ん
、
ま
ぁ
ね
‘

で
も
た
ま
に
は
玉
さ
ん
（
坂
束
玉
三
郎
）
の
も
観
て

や
っ
て
よ
、
な
ん
て
言
っ
て
た
ね
』
っ
て

。

『
二
人
で
ず
っ
と
話
し
こ
ん
で
る
も
の
だ
か
ら
、
ま

わ
り
が
気
を
遣
っ
て
い
ろ
い
ろ
食
べ
物
を
持
っ
て
く

る
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
、
み
ん
な
ど
う
い
う
味
か
眼
で

は
わ
か
る
ん
だ
け
ど
、
箸
を
つ
け
る
気
に
な
れ
な
い。

俺
は
も
う
死
に
た
い
ん
だ
け
ど
、
な
か
な
か
死
ぬ
の

っ
て
難
し
い
ね
‘
っ
て
言
う
か
ら
‘
落
語
よ
り
難
し

い
か
い
？
っ
て
訊
い
た
ら
、
そ
り
ゃ
そ
う
さ
ぁ
‘

っ
て
笑
っ
て
た
。

あ
れ
か
ら
何
か
月
も
し
な
い
で
亡
く
な
っ
て
、
お

葬
式
の
と
き
お
か
み
さ
ん
に
会
っ
た
ら
、
あ
の
会
で

お
目
に
か
か
っ
た
と
き
、
声
が
出
て
ま
し
た
か
？

そ
の
あ
と
じ
き
に
し
ゃ
べ
れ
な
く
な
っ
た
ん
で
す
よ
‘

っ
て
言
っ
て
い
た
』

あ
の
と
き

二
人
で
あ
ん
な
に
し
ゃ
べ
っ
た
の
に
、

言
い
損
ね
て
心
残
り
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ

。

そ

れ
は
、
同
世
代
の
落
語
家
は
数
多
く
い
る
け
ど
、
僕

が
認
め
て

一
目
も

二
目
も
置
い
て
る
の
は
あ
ん
た
だ

け
だ
よ
‘
っ
て
い
う
こ
と
。
多
分
彼
に
は
わ
か
っ
て
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い
た
と
は
思
う
け
ど
、
そ
れ
で
も
ち
ゃ
ん
と
言
葉
に

出
し
て
言
っ
て
や
れ
ば
よ
か
っ
た
な
、
と
思
っ
て
ね
。

き
っ
と
彼
も
寂
し
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
ら
ね
」

談
志
と
知
り
合
っ
た
の
は
矢
野
さ
ん
が二
十
五
歳
‘

六
十
年
安
保
闘
争
の
こ
ろ
で
、
ま
ず
は
三
遊
亭
全
生

を
名
乗
っ
て
ニ
ツ
目
だ
っ
た
先
代
園
楽
と
知
り
合
い
、

そ
の
紹
介
で
柳
家
小
ゑ
ん
時
代
の
談
志
を
知
っ
て
‘

急
速
に
親
し
く
な
っ
た
。

「
ボ
ク
シ
ン
グ
を
観
に
行
っ
た
り
、
昼
間
ど
っ
か
で

出
遭
っ
て
お
茶
飲
ん
で
ず
っ
と
し
ゃ
べ
っ
て
た
り
‘

か
と
思
う
と
突
然
、
湯
へ
行
こ
う
‘
っ
て
言
い
出
し

て
、
あ
の
こ
ろ
彼
と
は
よ
く
銭
湯
へ
行
き
ま
し
た
よ
。

石
鹸
と
手
拭
い
そ
こ
で
買
っ
て
入
る
ん
だ
け
ど
、
今

で
も
不
思
議
な
の
は
彼
に
は
石
鹸
を
泡
立
て
る
得
意

技
が
あ
っ
て
ね
、
ブ
ク
ブ
ク
ブ
ク
ブ
ク
漫
画
み
た
い

に
ア
ブ
ク
を
立
て
る
。
ど
う
や
る
の
か
と
思
っ
て
真

似
し
て
み
る
ん
だ
け
ど
、
悔
し
い
け
ど
こ
れ
が
ど
う

や
っ
て
も
で
き
な
い
ん
だ
（
笑
）
」

尋
常
と
は
言
え
な
い
道
を
歩
き
始
め
た
二
人
の
若

者
が
、
明
る
い
う
ち
か
ら
銭
湯
に
入
っ
て
や
た
ら
に

石
鹸
を
泡
立
て
る
と
い
う
情
景
が
、

映
像
と
し
て
迫
っ
て
く
る
。

妙
に
リ
ア
ル
な

矢
野
さ
ん
は
昭
和
十
年
三
月
、
東
京
渋
谷
の
代
々

木
八
幡
神
社
の
近
く
で
生
ま
れ
育
っ
た
。

「
作
家
の
平
岩
弓
枝
さ
ん
の
お
宅
が
八
幡
様
で
、
う

ち
は
そ
こ
の
氏
子
で
す
よ
。
僕
が
ま
だ
小
さ
い
こ
ろ

は
お
祭
り
だ
と
社
頭
の
広
場
に
サ
ー
カ
ス
な
ん
か
が

来
て
た
も
ん
で
す
。

僕
の
家
は
祖
母
が
建
て
た
家
で
、
茶
人
だ
っ
た
か

ら
数
寄
屋
造
り
だ
っ
た
。
庭
を
隔
て
た
す
ぐ
隣
り
に

第
三
次
内
閣
ま
で
率
い
た
近
衛
文
麿
の
お
妾
さ
ん
が

住
ん
で
て
、
そ
の
人
が
と
き
ど
き
祖
母
の
と
こ
ろ
へ

お
茶
を
習
い
に
来
て
ま
し
た
ね
。
近
衛
さ
ん
が
や
っ

て
く
る
と
、
う
ち
の
女
中
が
台
所
で
聞
き
耳
を
立
て

る
ら
し
く
て
（
笑
）
、
ラ
ジ
オ
と
同
じ
声
で
す
ね
‘

な
ん
て
言
っ
て
、
祖
母
か
ら
た
し
な
め
ら
れ
た
り
し

て
ま
し
た
。

終
戦
後
、
近
衛
さ
ん
が
A
級
戦
犯
に
な
っ
て
、
拘

留
を
前
に
服
毒
自
殺
を
す
る
と
、
い
つ
の
問
に
か
お
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妾
さ
ん
も
い
な
く
な
っ
て
、
そ
の
あ
と
に

一
族
郎
党

引
き
連
れ
て
越
し
て
き
た
の
が
天
下
の

二
枚
目
長
谷

、
、
、
、

川

一
夫
で
す
よ
。
僕
は
国
民
学
校
六
年
生
だ
っ
た
」

そ
れ
が
の
ち
に
矢
野
さ
ん
の
著
書
『
二
枚
目
の
疵
』

に
つ
な
が
る
の
か
。
ち
な
み
に
、
早
生
ま
れ
の
矢
野

さ
ん
は
入
学
も
卒
業
も
「国
民
学
校
」
と
い
う
唯

一

の
年
代
な
の
だ
そ
う
だ

。

「
そ
う
、
終
戦
直
後
は
ま
だ
木
炭
自
動
車
が
走
っ
て

ま
し
た
か
ら
ね

。

し
か
し
長
谷
川

一
夫
は
運
転
手
つ

き
の
自
家
用
車
で
颯
爽
た
る
大
ス
タ
ー
で
し
た
よ

。

た
ま
に
庭
先
で
ゴ
ル
フ
の
練
習
を
し
て
た
り
ね

。

そ

れ
よ
り
耳
新
し
か
っ
た
言
葉
は
‘
と
き
ど
き
聞
こ
え

て
く
る
『
お
疲
れ
さ
ま
』
っ
て
い
う
挨
拶

。

今
で
こ

そ
夕
方
の
電
車
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
ま
で
が
『
通
勤
お
疲

れ
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
』
な
ん
て
言
っ
て
る
け
ど
、

昔
は
芸
能
界
と
か
水
商
売
の
人
た
ち
し
か
使
わ
な
い

言
葉
だ
っ
た
」

そ
う
言
え
ば
終
戦
後
の
東
京
劇
場
で
名
脇
役
の
市

川
荒
次
郎
（
顔
が
長
い
の
で
こ
れ
も
古
い
言
い
方
の

「
南
京
豆
」
と
い
う
渾
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
）
が
、

さ
し
た
る
仕
ど
こ
ろ
も
な
い
役
で
引
っ
こ
む
と
き

に
、
大
向
う
か
ら
「御
苦
労
さ
ま
！
」
と

声
が
か
か

っ
た
の
を
憶
え
て
い
る

。

「
昭
和
十
四
年
に
撮
影
さ
れ
た
火
野
葦
平
原
作
の

『
麦
と
兵
隊
』
と
い
う
小
杉
勇
主
演
の
映
画
は
、
僕

は
の
ち
に
銀
座
の
並
木
座
で
観
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の

中
で
端
役
の
兵
隊
た
ち
が
『
お
疲
れ
さ
ま
』
っ
て
言

い
合
っ
て
て
お
か
し
か
っ
た

。

考
え
て
み
た
ら
大
部

屋
の
俳
優
た
ち
が
普
段
自
分
た
ち
が
使
っ
て
る
挨
拶

を
ア
ド
リ
ブ
で
言
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
ね
（
笑
）」

す
ね

え
も
ん

小
杉
勇
の
名
を
聞
い
て
‘
私
は
『
鳥
居
強
右
衛
門
』

と
い
う
映
画
を
国
民
学
校
の
校
庭
で
観
た
こ
と
を
不

意
に
思
い
出
し
、
矢
野
さ
ん
に
言
う
と
、
そ
の
映
画

は
知
ら
な
い
と
い
う

。

―
つ
で
も
彼
に
知
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
の
が
嬉
し
く
な
っ
て
、
説
明
し
た。

戦
国
の
世
、
三
河
の
長
篠
城
が
武
田
勝
頼
に
包
囲

さ
れ
た
と
き
、
奥
平
信
昌
の
家
臣
の
烏
居
が
夜
陰
に

乗
じ
て
城
を
脱
け
、
徳
川
家
康
に
援
軍
を
請
い
に
出

て
主
命
を
果
た
す
が
、
そ
の
帰
路
に
敵
に
捕
ら
え
ら

れ
、
「援
軍
は
来
な
い
と
み
ん
な
に
報
告
す
れ
ば
許
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す
」
と
言
わ
れ
て
傑
柱
に
掛
け
ら
れ
る
が
、
大
声
で

「
す
ぐ
に
来
る
ぞ
」
と
味
方
を
励
ま
し
た
の
で
、
無

惨
に
刺
し
殺
さ
れ
る
。

「
う1

ん
、
小
杉
勇
は
名
優
だ
っ
た
け
ど
‘
晩
年
は

長
い
こ
と
病
気
勝
ち
だ
っ
た
。
小
沢
昭

一
さ
ん
の
盟

友
で
秀
れ
た
演
出
家
だ
っ
た
早
野
寿
郎
氏
が
脱
疸
で

夭
折
し
た
の
に
何
日
か
遅
れ
て
亡
く
な
っ
た
と
き
‘

新
聞
の
扱
い
は
小
杉
勇
が
う
ん
と
小
さ
く
て
僕
は
複

雑
な
思
い
だ
っ
た
こ
と
を
憶
え
て
る
。
晩
年
は
仕
事

し
て
な
か
っ
た
か
ら
、
も
う
新
聞
記
者
が
よ
く
彼
の

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」

話
は
そ
れ
た
が
、
長
谷
川

一
夫
の
左
頬
の
疵
は
昭

和
十
二
年
、
東
宝
移
籍
の
直
後
に
起
き
た
事
件
に
よ

る
も
の
で
、
当
時
京
都
の
新
聞
が
号
外
を
出
し
た
。

そ
の
こ
ろ
人
気
最
高
の
歌
舞
伎
役
者
十
五
代
目
羽
左

衛
門
が
「
俺
が
死
ん
で
も
号
外
は
出
め
ぇ
、
豪
儀
な

も
ん
だ
」
と
感
心
し
た
、
と
い
う
話
も
私
は
矢
野
さ

ん
の
本
で
知
っ
た
。

矢
野
さ
ん
は
果
た
し
て
い
つ
ご
ろ
か
ら
芸
能
ど
っ

ぷ
り
の
道
を
歩
き
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
典
型
的
な
山
の
手
の
家
庭
で
育
っ
た
か
ら
、
小
学

生
の
こ
ろ
は
母
親
に
た
ま
に
戦
意
昂
揚
の
映
画
か
何

か
に
連
れ
て
か
れ
て
‘
帰
り
に
銀
座
で
食
事
を
す
る
、

っ
て
い
う
程
度
だ
っ
た
。
親
戚
の
家
で
初
め
て
聞
い

た
落
語
の
レ
コ
ー
ド
が
誰
か
演
っ
て
た
の
か
知
ら
な
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い
け
れ
ど
『
花
色
木
綿
』
だ
っ
た
こ
と
は
よ
く
憶
え

て
る
。
あ
の
ま
ま
中
学
も
山
の
手
だ
っ
た
ら
も
っ
と

違
っ
た
人
間
に
な
っ
て
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
‘
た

ま
た
ま
入
っ
た
麻
布
中
学
が
僕
の
不
良
化
第

一
歩
で

ね
（
笑
）
。
何
し
ろ
旧
制
か
ら
新
制
に
切
り
替
わ
っ

た
年
だ
か
ら
、
五
年
で
卒
業
し
て
も
す
ぐ
に
行
き
場

の
な
か
っ
た
連
中
に
、
学
校
が
三
階
の
物
理
教
室
を

開
放
し
て
て
、
そ
こ
に
た
む
ろ
し
て
い
た
の
が
名
う

て
の
小
沢
昭

一
、
フ
ラ
ン
キ
ー
堺
、
加
藤
武
、
大
西

信
行
…
…
と
い

っ
た
無
頼
漢
の
面
々
だ
か
ら
、
学
校

側
も
三
階
に
は
近
づ
く
な
、
と
お
ふ
れ
を
出
し
た
ほ

ど
だ
っ
た
。
同
級
に
は
倉
本
聰
や
西
武
の
堤
義
明
が

い
た
し
ね
。

と
に
か
く
下
町
の
子
と
い
う
の
は
、
小
さ
い
と
き

か
ら
親
に
連
れ
ら
れ
て
芝
居
だ
の
寄
席
だ
の
相
撲
だ

の
へ
行
っ
て
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
が
何
と
も
か
っ

こ
よ
く
て
粋
に
見
え
て
ね
。
た
ち
ま
ち
感
化
さ
れ
て

悪
所
通
い
が
始
ま
っ
た
。
ズ
ッ
ク
の
学
生
鞄
肩
に
掛

け
て
専
ら
映
画
館
通
い
か
ら
始
め
た
ね
。
先
生
が
呆

れ
て
、
お
前
は
学
校
の
帰
り
に
映
画
館
に
寄
る
ん
じ

ゃ
な
く
て
、
学
校
に
ち
ょ
っ
と
寄
っ
て
映
画
へ
行
く

ん
だ
な
、
っ
て
（
笑
）
」

最
初
に
熱
を
上
げ
た
女
俊
は
『
摩
天
楼
』
な
ど
の

パ
ト
リ
シ
ア
・
ニ
ー
ル
だ
そ
う
だ
。

「
映
画
研
究
部
と
い
う
の
に
入
っ
て
、
生
意
気
に
ガ

リ
版
刷
り
の
機
関
誌
に
女
優
論
を
書
い
た
り
し
て

ね
。
今
で
も
書
き
出
し
を
位
え
て
る
。
『
パ
ト
リ
シ

ア
・
ニ
ー
ル
は
男
物
の
腕
時
計
の
似
合
う
女
優
で
あ

る
』
っ
て
い
う
の
。
額
が
広
く
て
知
的
な
感
じ
の
大

人
っ
ぽ
い
女
優
で
ね
」

高
校
に
進
学
す
る
と
、
「
新
劇
」
に
も
通
う
よ
う

に
な
っ
た
。
民
鉱
-
で
は
『
そ
の
妹
』
や
『
炎
の
人
』

が
手
始
め
と
い
う
の
も
私
と
お
揃
い
。

「
三
越
劇
場
で
武
者
小
路
実
篤
の
『
そ
の
妹
』
を
観

て
、
滝
沢
修
‘
宇
野
重
吉
、
そ
れ
に
元
宝
塚
の
小
夜

福
子
を
知
っ
た
。
そ
の
あ
と
じ
き
に
新
橋
演
舞
場
で

三
好
十
郎
の
『
炎
の
人
』
初
演
の
初
日
を
観
た
ん
だ

な
。
今
で
こ
そ
新
劇
に
も
連
日
カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
の
時
分
は
初
日
と
楽
日
し
か
舞

台
挨
拶
と
い
う
の
を
し
な
か
っ
た
ん
で
、
同
じ
料
金
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を
払
っ
て
そ
の
ほ
う
が
得
す
る
よ
う
に
思
っ
た
か

ら
、
そ
れ
で
初
日
に
行
っ
た
ん
だ
ね
。
あ
の
と
き
演

舞
場
の
三
階
席
は
木
製
の
ベ
ン
チ
み
た
い
な
椅
子

で
、
百
円
だ
っ
た
。

で
、
『
炎
の
人
』
。
画
商
の
タ
ン
ギ
ー
と
朗
読
を
つ

と
め
る
は
ず
だ
っ
た
宇
野
重
吉
が
病
気
休
演
し
て
、

代
役
が
加
藤
嘉
だ
と
ば
っ
か
り
長
い
こ
と
思
っ
て
い

た
け
ど
、
あ
れ
は
芦
田
伸
介
だ
っ
た
と
い
う
の
を
あ

と
で
知
っ
た
。
そ
れ
で
カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル
の
誰
か
の

挨
拶
に
、
『
重
ち
ゃ
ん
が
泣
い
て
悔
し
が
っ
て
お
り

ま
し
た
』
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
た
」

私
が
観
た
と
き
の
タ
ン
ギ
ー
は
宇
野
重
吉
だ
っ
た

か
ら
、
多
分
再
演
の
と
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ゴ
ッ
ホ
の
描
い
た
タ
ン
ギ
ー
の
肖
像
に
あ
ま
り
に
よ

く
似
た
扮
装
で
‘
息
を
飲
ん
だ
覚
え
が
あ
る
。
細
川

ち
か
子
が
モ
デ
ル
役
で
、
本
当
に
脱
い
で
い
た
の
に

も
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
た
。

「
そ
う
ね
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
桜
の
園
』
の
ラ
ネ
ー

フ
ス
カ
ヤ
夫
人
は
、
俳
擾
座
だ
と
東
山
千
栄
子
で
、

民
藝
だ
と
細
川
ち
か
子
だ
っ
た
ね
。
こ
の
と
き
の
ガ

ー
エ
フ
（
ラ
ネ
ー
フ
ス
カ
ヤ
の
兄
）
は
消
水
将
夫
だ

っ
た
。
あ
の
芝
居
は
本
当
は
ガ
ー
エ
フ
が
主
役
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
。
だ
っ
て
あ
の
総
領
息
子
が
し
っ
か

り
し
て
な
い
か
ら
先
祖
伝
来
の
桜
の
園
を
手
離
す
こ

と
に
な
る
ん
だ
か
ら
ね
。
い
よ
い
よ
桜
の
園
が
競
売

に
か
け
ら
れ
る
っ
て
い
う
日
、
元
小
作
人
の
倅
で
成

金
の
ル
パ
ー
ヒ
ン
と

一
緒
に
町
へ
出
か
け
て
っ
て
、

結
局
ル
パ
ー
ヒ
ン
の
手
に
渡
る
ん
だ
け
ど
、
帰
っ
て

き
た
ガ
ー
エ
フ
の
第

一
声
が
‘
『
あ
そ
こ
ま
で
行
っ

た
ん
で
ア
ン
チ
ョ
ビ
と
ニ
シ
ン
が
買
え
た
』
っ
て
い

う
ん
だ
。
い
か
に
も
ノ
ホ
ホ
ン
と
し
た
お
坊
ち
ゃ
ん

ら
し
い
せ
り
ふ
だ
よ
ね
。

民
藝
も
、
消
水
将
夫
と
か
演
出
家
の
菅
原
卓
と
か
‘

あ
あ
い
う
都
会
的
セ
ン
ス
の
男
が
早
く
亡
く
な
っ
た

と
い
う
の
が

―
つ
の
不
幸
だ
っ
た
気
が
す
る
ね
」

矢
野
さ
ん
は
充
実
し
た
芸
能
観
賞
生
活
を
送
っ
た

結
果
‘
大
学
受
験
は
当
然
う
ま
く
い
か
ず
‘

一
浪
し

て
翌
年
お
茶
の
水
の
文
化
学
院
を
受
け
る。

「あ
そ
こ
は
学
課
試
験
が
な
く
て
面
接
だ
け
だ
っ
て
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聞
い
た
ん
で
ね
。
試
験
官
に
こ
の
学
校
を
選
ん
だ
理

由
を
訊
か
れ
て
、
僕
は
あ
ま
り
勉
強
す
る
気
は
な
く

て
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
や
り
た
い
も
の
で
す
か

ら
‘
っ
て
答
え
た
ら
、
『
お
前
‘
い
い
度
胸
し
て
る

な
、
で
も
そ
う
い
う
学
生
が
ほ
し
い
ん
だ
よ
』
っ
て

入
れ
て
く
れ
て
ね
（
笑
）
。
卒
業
ま
で
ず
っ
と
こ
う

い
う
自
分
の
ペ
ー
ス
は
崩
さ
な
か
っ
た
」

だ
か
ら
固
い
会
社
に
就
職
し
よ
う
な
ん
て
考
え
は

さ
ら
さ
ら
な
か
っ
た
。

親
し
い
つ
き
あ
い
に
な
っ
た
同
世
代
の
全
生
（
先

代
回
楽
）
や
小
ゑ
ん
（
談
志
）

、

そ
れ
に
林
家
照
蔵

時
代
の
春
風
亭
柳
朝
（
こ
れ
も
故
人
）
な
ど
と
飲
み

歩
き
、
い
ろ
い
ろ
落
語
論
を
戦
わ
す
こ
と
の
で
き
る

の
が
楽
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
ら
し
い
。

「
そ
れ
が
仕
事
ら
し
い
仕
事
に
結
び
つ
く
の
は
、
昭

和
三
十
七
年
、
開
場
し
た
ば
か
り
の
内
幸
町
の
イ
イ

ノ
ホ
ー
ル
を
根
城
に
し
た
『
精
選
落
語
会
』
の
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
を
ま
か
さ
れ
た
こ
と
で
、
僕
と
落
語
界
の

直
接
の
つ
な
が
り
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
ん
で
す
。

そ
れ
で
ま
ず
当
時
望
め
る
最
高
の
大
看
板
‘
桂
文

楽
・
三
遊
亭
闘
生

•

柳
家
小
さ
ん
・
林
家
正
蔵
（
の

ち
の
彦
六
）
・
三
笑
亭
可
楽
を
選
ん
で
レ
ギ
ュ
ラ
ー

に
決
め
て
、
そ
の
前
を
つ
と
め
る
若
手
も
厳
選
し
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
例
の
全
生
・
小
ゑ
ん
・

照
蔵
の
ほ
か
に
、
馬
生

•

朝
太
（
志
ん
朝
）
兄
弟
を

加
え
て
‘
万
全
の
態
勢
が
整
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の

も
全
生
の
闘
楽
さ
ん
が
大
師
匠
の
家
を

一
軒

一
軒
つ

い
て
廻
っ
て
歩
い
て
く
れ
た
か
ら
な
ん
で
す
よ
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
僕
み
た
い
な
若
造
が
、
こ
ん
な
豪
勢

な
メ
ン
バ
ー
を
集
め
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
か
ら
ね
。

そ
れ
で
こ
の
ホ
ー
ル
落
語
の
ハ
シ
リ
み
た
い
な
落

語
会
は
、
社
会
的
に
は
大
成
功
し
た
わ
け
だ
け
ど
、

興
行
的
に
は
そ
う
と
も
言
え
な
く
て
、
六
十
万
円
の

大
赤
字
を
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
ね
。
当
時
の

六
十
万
と
い
え
ば
大
金
で
す
よ。

そ
の
返
済
の
た
め

に
、
新
聞
雑
誌
に
署
名
無
署
名
か
ま
わ
ず
に
苔
き
ま

く
っ
て
、
月
三
百
枚
書
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
ね
。

や
っ
ば
り
若
か
っ
た
ん
だ
ね
」

そ
の
頑
張
り
が
、
や
が
て
矢
野
さ
ん
の
出
世
作
『
志

ん
生
の
い
る
風
景
』
に
つ
な
が
っ
て
行
く
。
（
つ
づ
く
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を
い

8
g

念
は
声
に
、
声
は
念
を

ね

ん
し
ょ
う
こ
い
つ

念
声
は
是
れ

一な
り

。

（法
然
上
人

「選
択
集
」
第
三
芹
）



響流＋方

せ
り
ふ

多
く
の
日
本
人
の
心
に
刻
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
の
台
詞
の
声
の
主
、
声
侵
永
井

一
郎

さ
ん
が
急
逝
し
た
。

亡
く
な
る
つ
い
数
日
前
ま
で
、
ア
ニ
メ
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
の
収
録
を
し

て
い
た
と
い
う

。

昭
和
四
十
四
年
の
放
送
開
始
か
ら
実
に
四
十
五
年
間
に
わ
た
り
、
私
た
ち

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た

。

享
年
八
十
二
歳
。

ゅ
う
げ

逝
去
二
週
間
後
、
い
つ
も
の
日
曜
と
同
様
、
夕
銅
で
家
族
と
観
た
最
終
放
映
は
も
ち
ろ
ん
、

ふ
だ
ん
の

I
I磯
野
波
平
さ
ん
I
Iだ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
淋
し
さ
も
ひ
と
し
お
強
く
感
じ
た

。

波
平
さ
ん
の
み
な
ら
ず
、
人
気
ア
ニ
メ
、
映
画
の
吹
き
替
え
、
そ
し
て
シ
リ
ア
ス
な
も
の

か
ら
娯
楽
も
の
ま
で
、
幅
広
い
番
組
で
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
さ
れ
、
視
聴
者
を
画
面
に
惹
き
付

け
て
き
た

。

氏
の
声
を
何
の
番
組
で
耳
に
し
て
も
「
あ
っ
、
カ
ツ
オ
の
お
父
さ
ん
の
声
だ
」

と
の
会
話
が
、
箪
者
の
家
の
食
卓
で
も
交
わ
さ
れ
た。

上
手
く
表
現
で
き
な
い
が
、
独
特
の
、
し
か
し
ど
こ
か
ホ
ッ
と
す
る
、
あ
た
た
か
さ
の
滲

む
声
質
と
話
し
方
が
、
「
バ
カ
も1
ん
！
」
と
い
う
ほ
ん
の
短
い
ひ
と
言
を
、
国
民
的
名
台

詞
へ
と
押
し
上
げ
た
。

「
名
は
体
を
表
す
」
と
い
う
が
、
声
も
ま
た
、
そ
う
し
た
性
格
を
強
く
持
つ
も
の
か
も
し
れ

な
い
と
、

I
I元
祖
波
平
さ
ん
“
が
い
な
く
な
っ
て
あ
ら
た
め
て
実
感
し
て
い
る
。

「
バ
カ
も
ー
ん
！
」
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ポ
ッ
ト
を
当
て
直
し
た
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
法
然
上
人
で
あ
っ
た

。

ふ
と
思
っ
た

。

声
を
発
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、

な
ど
と
家
人
か
ら
指
摘
さ
れ
た
り
、
後
に
な
っ
て
自
分
で
気
づ
き
ハ
ッ
と
し
た
り
す
る
こ

と
は
あ
る
が
、
意
識
す
る
と
し
た
ら
そ
ん
な
と
き
く
ら
い
な
も
の
だ
ろ
う
か

。

声
を
出
す
I
I

話
す
こ
と
な
ど
あ
た
り
ま
え
と
、
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
傲
慢
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

。

本
来
、
相
手
を
蔑
む
意
味
を
す
ら
含
む
「
バ
カ
も
ー
ん
！
」
を
、
む
し
ろ
あ
た
た
か
い
、

愛
情
溢
れ
る
そ
れ
へ
と
昇
華
せ
し
め
た
と
も
い
え
る
氏
の
功
績
は
、
台
詞
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ

を
大
切
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
結
果
と
し
て
、

あ
の
礎
野
波
平
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
完
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

あ
た
り
ま
え
か
も
し
れ
な
い
が
、
声
の
主
が
氏
で
な
け
れ
ば
、
礎
野
波
平
は
ま
っ
た
く
別

な
人
格
と
し
て
私
た
ち
の
前
に
現
れ
て
い
た
は
ず
だ。

つ
ま
り
「
声
1
1

話
す
」
と
は
、
そ
こ

ま
で
の
影
評
力
を
持
ち
得
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ

。

こ
こ
で
ふ
た
た
び
、

仏
教
に
お
い
て
は
、

「
そ
う
い
う
話
し
方
じ
ゃ
、
相
手
の
人
は
誤
解
す
る
か
も
」

意
識
す
る
こ
と
は
な
い
な
、
と

。

ふ
だ
ん
あ
ま
り
、

I
I声
を
出
す
こ
と
“
に
つ
い
て
い
え
ば
ー

°

し
ん
く
い
さ
ん

ご
う

身
口
意
三
業
の
う
ち
の
口
業
に
あ
た
る
が
、

い
や
ほ
と
ん
ど

そ
こ
に
あ
ら
た
め
て
ス
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評流十方

平
さ
ん
を
演
じ
て
く
れ
る
の
か
、
楽
し
み
で
あ
る

。

永
井
さ
ん
の
後
任
が
決
ま
っ
た

。

元
祖
波
平
さ
ん
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
ど
ん
な
新
・
波

v ヽ

゜
ル
・
ネ
ッ
ト
エ
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
）
な
ど
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
隆
盛
を
今
さ
ら
否
定
し
て
み
て
も
仕
方
が
な
い。

”
も
い

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
、
声
は
す
な
わ
ち
自
ず
か
ら
念
を
は
ぐ
く
み
、
念
が
す
な
わ
ち
声

と
な
っ
て
生
き
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
相
手
に
伝
わ
る
、
こ
の
こ
と
を
心
に
刻
ん
で
お
き
た

の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、

メ
ー
ル
や
さ
ま
ざ
ま
な
S
N
S

（小
村
正
孝
）

「
身
」
と
「
口
」
と
「
意
」
と
に
よ
る
、
私
た
ち
の
三
種
の
行
動
に
連
関
性
の
あ
る
こ
と
は

誰
も
が
認
め
る
と
し
て
も
、
上
人
は
、
「
口
」
と
「
意
」
の
は
た
ら
き
に
対
し
て
特
段
に
注

目
し
、
経
典
の
所
説
か
ら
双
方
の
同

一
性
を
確
信
、
「
念
ず
る
こ
と
」
と
「
声
に
出
す
こ
と
」

と
を
「
是
一
（
こ
れ
、

一
な
り
）
」
と
結
び
付
け
た。

衆
生
が
仏
に
す
が
り
、
そ
の
思
い
を

た
い

託
し
て
仏
の
名
を
呼
ぶ
こ
と
と
、
そ
の
名
の
体
（
仏
）
を
念
う
こ
と
と
は
同

一
即
時
的
で
あ

る
と
し
て
、
上
人
在
世
当
時
に
巻
き
起
こ
っ
て
い
た
、
仏
道
修
行
と
念
と
声
と
の
優
劣
論
に

終
止
符
を
打
っ
た
。

現
代
は
声
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う

。

お
そ
ら
く
そ

（
ソ
ー
シ
ャ
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第 回

蓮

•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
勝
崎
裕
彦
（
東
京
新
宿
•
香
蓮
寺
）

花
ま
つ
り
天
上
天
下
も
う
き
う
き
と

億
万
の
子
等
を
見
守
る
甘
茶
仏

な
ご
や
か
な
笑
顔
語
ら
い
御
忌
の
春

…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
山
崎
龍
道
（
熊
本
天
草
・
遣
迎
寺
）

御
遺
訓
く
り
返
し
読
み
法
然
忌

阿
弥
陀
佛
と
向
ひ
合
は
せ
に
甘
茶
佛

白
象
は
手
書
き
で
あ
り
し
花
ま
つ
り

門

句

会



新
連
載

テーマ《御忌•花まつり》

…
…
…
…
行
正
明
弘
（
福
岡
糸
島
・
正
覚
寺
）

法
然
忌
ほ
こ
ろ
び
そ
め
し
頭
陀
袋

御
忌
の
衆
愚
痴
も
ね
ぶ
つ
も
お
斎
腹

復
元
も
成
り
本
山
の
法
然
忌

谷
深
き
寺
に
枯
淡
の
花
御
堂

裏
堂
に
光
の
楕
円
仏
生
会

飛
花
落
花
や
が
て
お
練
り
と
な
る
時
刻 佐

山
哲
郎
（
東
京
根
岸
•
西
念
寺）



~ 

大
江
戸
ウ
ォ
ー
カ
ー

森
清
鑑

江
戸
城
を
歩
く



江戸 を歩く

家
康
が
秀
吉
の
命
令
で
武
蔵
国
に
転
封
さ
れ
た
の

が
一
五
九
0
年
。

そ
し
て
秀
吉
の
死
が

一
五
九
八
年

（
慶
長三
年
）。

そ
れ
か
ら
十
六
年
後
の

一
六

―
四
年

（
慶
長
十
九
年
）
に
大
坂
冬
の
陣
、
翌

一
六

一
五
年

（
慶
長二
十
年
）
が
大
坂
夏
の
陣

。

盟
臣
氏
は
滅
亡

し
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
本
格
的
な
統
治
が
始
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
家
康
は

一
五
九
0
年
江
戸
入

か
つ

府
と
同
時
に
背
て
の
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
大
規
模

な
、
硲
府
政
治
の
中
心
地
を
築
く
べ
く
、
大
工
事
に

消
手
し
て
い
る
の
で
あ
る

。

構
想
極
め
て
大

。

家
康

の
仰
大
さ
を
初
彿
と
さ
せ
る

。

家
康
が
初
め
て
武
蔵
国
に
来
た

一
五
九
0
年
、
江

戸
の
地
勢
は
い
か
な
る
様
子
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

ま
ず
江
戸
湾
が
大
半
を
占
め
、
佃
島
は
海
洋
の

孤
島
、
ぽ
つ
ん
と
離
れ
た
海
の
中。
江
戸
前
島
（
大

手
町
か
ら
新
橋
ま
で
）
が
半
島
の
よ
う
に
突
き
出
て

お
り
、
そ
の
西
側
に
江
戸
湾
の
入
り
江
が
入
り
込
み

（
日
比
谷
入
り
江
）
、
入
り
江
の
北
側
に
粗
末
な
江
戸

江
戸
は
未
開
の
地

城
が
あ
り
、
入
り
江
の
さ
ら
に

北
側
か
ら
西
、
南
へ
と
囲
む
よ

う
に
神
田
山
か
ら
続
く
山
の
手

台
地
が
在
り
、
山
袈
の
谷
間
を

縫
っ
て
平
川
、
石
神
井
川
が
日

比
谷
入
り
江
に
注
い
で
い
る
。

神
田
山
の
束
に
は
「
お
玉
が池
」

が
拡
が
り
、
隅
田
川
は
海
の
入

り
江
の
よ
う
に
幅
広
く
、
周
囲

は
陸
化
し
た
土
地
（
湿
地
帯
）

が
拡
が
り
、
そ
こ
か
ら
東
の

一

帯
（
深
川
方
面
）
は
完
全
な
低

湿
地
帯
で
、
江
戸
湾
が
ぐ
ん
と

小
名
木
川
ま
で
迫
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
未
開
の
地
に
家

康
は
家
来
約

一
万
人
を
連
れ
て

来
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
城
の

家
臣
総
出
の
土
木
工
事

か
ら
天
下
普
請
ヘ

家康入府当峙の江戸地勢 (1510 年）
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周
囲
に
家
来
が
住
む
場
所
は
限
ら
れ
て
い
て
、
日
比

谷
入
り
江
周
囲
の
僅
か
な
陸
地
が
あ
る
の
み。

屋
敷

を
建
て
よ
う
に
も
士
地
が
無
い
た
め
、
や
む
な
く
点

在
す
る
民
家
に
頼
む
、
あ
る
い
は
粗
末
な
小
屋
の
よ

う
な
家
屋
を
造
っ
て
住
ま
わ
せ
る
有
様
で
あ
っ
た

。

家
来
達
を
そ
こ
か
ら
江
戸
城
に
通
わ
せ
た
の
で
あ

る
。彼

ら
は
江
戸
城
を
見
て
驚
い
た

。

西
国
の
城
と
は
、

そ
ぴ

高
い
城
墜
に
囲
ま
れ
、
豪
壮
な
天
守
閣
や
隅
櫓
が
登

え
て
い
る

。

そ
う
し
た
姿
を
見
慣
れ
て
い
る
家
来
達

に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
城
な
ど
と
い
え
る
代
物
で
は

と
り
で

な
い
。

盛
り
士
に
竹
木
が
茂
り
、
そ
の
上
に
砦
の
よ

う
な
建
物
が
あ
る
だ
け

。

側
近
の
本
多
正
信
な
ど
は
、

せ
め
て
玄
関
だ
け
で
も
造
り
ま
し
ょ
う
と
進
言
す
る
。

し
か
し
、
家
康
は
、
「
要
ら
ざ
る
立
派
だ
て
は
無
用
」

と
こ
れ
を

一
笑
に
付
す

。

城
な
ど
後
回
し
。

ま
ず
は

食
料
の
確
保
で
あ
る

。

と
り
わ
け
、
塩
は
基
本
的
な

食
品

。

塩
と
言
え
ば
、
行
徳
の
塩
田
が
あ
る

。

そ
こ

で
家
康
は
、
行
徳
ま
で
東
に

一
直
線
の
運
河
を
掘
削

す
る
。

家
来
達
は
刀
か
ら
鋤
鍬
を
手
に
し
、
土
方
に

な
る
。

ま
ず
日
比
谷
入
り
江
に
流
れ
込
む
平
川
の
流

れ
を
変
え
、
道
三
堀
を
掘
り
、
隅
田
川
へ
と
直
結

。

隅
田
川
を
渡
っ
て
さ
ら
に
直
線
的
に
運
河
を
掘
り
中

川
に
繋
げ
る

。

こ
れ
が
小
名
木
川
で
あ
る

。

す
ぐ
側

ま
で
江
戸
湾
の
波
が
迫
っ
て
い
る

。

そ
し
て
中
川
に

出
る
と
、
そ
の
先
さ
ら
に
行
徳
ま
で
の
直
接
ル
ー
ト

を
切
り
開
く
。

塩
田
拡
大

。

豊
富
な
塩
が
常
時
入
る

よ
う
に
な
る
。

塩
に
続
い
て
膨
大
な
農
作
物
が
運
び

込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
、
江
戸
の
士
地
大
改
造
に
着
手
す
る

。

ま
ず
、
平
川
、
小
石
川
、
石
神
井
川
の
流
れ
を
変
え
、

浅
草
橋
か
ら
隅
田
川
に
流
す
、
神
田
川
放
水
路
の
大

工
事
。

こ
れ
に
よ
り
、
洪
水
を
防
ぐ
と
共
に
外
堀
と

な
す

。

後
に
江
戸
の
水
源
と
も
な
り
、
重
要
な
運
搬

経
路
と
も
な
る
。

さ
ら
に
、
神
田
山
を
初
め
、
周
囲

の
山
々
を
削
り
、
平
地
に
す
る
と
共
に
、
日
比
谷
入

り
江
を
手
始
め
に
、
江
戸
湾
を
埋
め
立
て
て
い
く

。

家
臣
達
は
総
出
で
慣
れ
な
い
鋤
鍬
を
振
り
上
げ
土
木

屋
と
化
す

。

こ
の
大
工
事
に
全
国
か
ら
人
々
が
江
戸

に
集
ま
っ
て
く
る

。

こ
う
し
て
居
住
地
を
広
げ
、
家
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臣
団
の
広
大
な
屋
敷
の
割
り
当
て
、
町
地
の
創
設
が

行
わ
れ
、
つ
い
に
日
本
最
大
の
規
模
を
誇
る
江
戸
城

の
建
設
に
着
手
す
る
。

江
戸
城
構
築

江
戸
城
の
原
点
は

一
―
八
0
年
江
戸
重
継
、
四

五
七
年
太
田
の
居
城
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は

砦
の
よ
う
な
も
の
で
城
郭
な
ど
と
呼
べ
た
も
の
で
は

な
い
。

天
下
普
請
は
硲
府
開
設
の
三
年
後
か
ら
始
ま

り
、
第

一
次
工
事
が

一
六
0
六
-
o
七
年
頃

、

第
二

次
が

一
六
―
二
i

一
五
年
頃
、
第
三
次
が

一
六
二
O

年
。

以
下
、
第
五
次
ま
で
続
く

。

城
郭
が
完
成
し
、

町
地
が
整
備
さ
れ
大
江
戸
の
原
形
が
で
き
る

。

迂
回

し
た
平
川
、
小
石
川
の
流
れ
を
利
用
し
、
南
の
大
き

な
溜
池
と
繋
げ
、
外
堀
を
完
備
す
る。
一
六
0
六
年

本
丸
御
殿
、
二
の
丸
、
三
の
丸
を
築
造
。
一
六
0
七

年
天
を
突
く
五
陪
の
大
天
守
閣
が
で
き
る

。

そ
の
後

も
造
営
、
改
築
が
繰
り
返
さ
れ
、
究
永
一
三
年
（

一

六
三
六
）
江
戸
城
の
総
構
が
完
成
す
る
。

こ
の
前
代

未
聞
の
規
模
と
精
級
な
建
築
物
の
完
成
に
要
し
た
期

間
は
実
に
五
十
年

。

家
康
か
ら
始
ま
り
、
秀
忠
、
家

光
と
三
代
の
将
箪
に
及
ぶ
。

家
康
の
構
想
の
大
き
さ

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

江
戸
城
の
存
在
を
さ
ら
に
大
き
な
視
野
で
見
る
と
、

南
に
二
十
五
万
坪
に
及
ぶ
増
上
寺
を
、
北
の
上
野
の

山
に
党
永
寺
を
擁
し
、
江
戸
城
南
北
の
鬼
門
封
じ
と

砦
と
し
て
の
大
構
想
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る。

外
堀
を
歩
く

増
上
寺
か
ら
江
戸
城
の
外
堀
に
沿
っ
て

一
周
し
て

み
よ
う
。

増
上
寺
大
門
を
左
に
見
て
東
海
道
を
北
に

上
る
。
浜
松
町

一
丁
目
、
神
明
町
、
そ
し
て
芝
口
三

丁
目
。

東
海
道
の
両
側
は
町
民
の
家
宅
が
び
っ
し
り。

町
地
の
左
右
は
全
て
大
名
の
上
屋
敷

。

右
側
約
三
万

坪
に
及
ぶ
会
津
松
平
容
保
中
屋
敷
に
続
い
て
二
万
六

千
坪
の
伊
達
家
上
屋
敷
（
汐
留
）。
屋
敷
の
東
側
に

汐
留
川
が
流
れ
、
そ
の
海
沿
い
に
は
、
広
大
な
浜
御

殿
が
あ
る
。

芝
ロ

一
丁
目
が
終
わ
る
と
、
外
堀
に
芝

口
橋
（
中
央
通
り
、
銀
座
八
丁
目
交
差
点
、
旧
東
海

道
）
が
架
か
っ
て
い
る
。
堀
に
沿
っ
て
道
が
造
ら
れ
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て
お
り
、
芝
口
橋
を
渡
ら
ず
に
堀
に
沿
っ
て
右
に
歩

け
ば
す
ぐ
に
汐
留
橋

。

こ
こ
で
堀
は
二
つ
に
分
か
れ
、

南
に
行
け
ば
浜
御
殿
、
北
に
行
け
ば三
十
間
堀
（
歌

舞
伎
座
三
原
橋
交
差
点
を
銀
座
よ
り
に
入
っ
た
南
北

の
道
）。

芝
口
橋
か
ら
左
に
行
っ
て
み
よ
う

。

右
手

に
外
堀
を
眺
め
な
が
ら
少
し
歩
く
と
幸
橋

。

堀
の
向

こ
う
に
い
か
め
し
い
幸
橋
御
門
が
見
え
て
い
る

。

さ

ら
に
進
む
と
新
シ
橋
（
外
堀
通
り
、
虎
ノ
門
右
の
西

新
橋

一
丁
目
交
差
点
付
近
）。

こ
れ
を
過
ぎ
る
と
堅

牢
な
虎
御
門
（
虎
ノ
門
交
差
点
）
。
虎
御
門
を
経
る

と
外
堀
は
ち
ょ
っ
と
南
に
下
り
、
溜
池
に
直
結
す
る

（
金
刀
比
羅
神
社
前
）
。

こ
こ
ま
で
外
堀
を
挟
ん
で
両

側
に
は
大
名
屋
敷
が
び
っ
し
り。

こ
こ
か
ら
外
堀
沿

い
の
道
は
、
溜
池
南
縁
に
細
長
く
続
く
稽
古
場
（
弓

の
稽
古
場
）
に
沿
っ
て
行
く。

や
が
て
溜
池
の
対
岸

向
こ
う
に
広
い
日
吉
山
王
大
権
現
社
の
杜
が
辞
え
、

赤
坂
田
町

一
丁
目
を
過
ぎ
る
と
火
除
け
場
が
拡
が
り

右
手
に
堅
固
な
赤
坂
御
門
が
見
え
る

。

さ
ら
に
行
く

と
紀
伊
国
坂
の
登
り
。

右
下
に
流
れ
る
堀
の
向
こ
う

に
は
、
広
い
井
伊
直
弼
の
中
屋
敷
（
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ

二
）
や
尾
張
中
納言
の
拝
領
屋
敷
（
上
智
大
学
）
が

望
め
る
。

そ
の
間
に
紀
尾
井
坂
が
麹
町
に
向
か
っ
て

の
び
て
い
る
。

紀
伊
国
坂
を
登
っ
て
さ
ら
に
行
く
と
、

右
手
に
四
谷
御
門
が
見
え
る

。

こ
れ
を
過
ぎ
る
と
次

が
市
ヶ
谷
御
門

。

左
を
振
り
返
る
と
、
広
大
な
尾
張

中
納
言
上
屋
敷
（
防
衛
省
、
旧
陸
軍
士
官
学
校
）。

さ
ら
に
北
に
歩
く
と
牛
込
御
門

。

こ
の
辺
り
旗
本
、

御
家
人
の
家
宅
が
び
っ
し
り
並
ん
で
い
る

。

そ
し
て

江
戸
川
が
外
堀
に
流
れ
込
む
船
河
原
橋
に
出
る。

堰

か
ら
水
が
流
れ
落
ち
る
音
が
聞
こ
え
る

。

こ
こ
を
江

戸
っ
子
は
通
称
「
ど
ん
ど
ん
」
と
呼
ん
だ

。

こ
こ
か

ら
外
堀
は
東
に
蛇
行
し
小
石
川
御
門
を
経
て
神
田
川

と
な
り
、
水
道
橋
、
お
茶
の
水
を
経
由

。

昌
平
橋
、

筋
違
い
御
門
を
渡
る
と
、
川
の
右
手
に
柳
原
土
手
が

連
な
る
。

こ
の
土
手
沿
い
に
歩
く
と
浅
草
橋
、
浅
草

御
門
に
到
着

。

そ
こ
か
ら
は
両
国
広
小
路
が
拡
が
り
、

柳
橋
が
隅
田
川
沿
い
に
架
か
っ
て
い
る。

こ
の
よ
う

に
外
堀
は
、
江
戸
城
の
外
郭
を
構
成
し
て
い
る。

で

は
、
隅
田
川
、
江
戸
湾
に
至
る
江
戸
城
東
側

一
帯
の

堀
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か。

こ
こ
は
縦
横
に
堀
や
川
が
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巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
川
は
物
汽
の
水
上
運
搬
だ
け
で

な
く
、
堀
の
役
目
も
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。

そ
こ

で
、
江
戸
城
東
側
の
、
城
に
最
も
近
い
外
堀
を
歩
い

て
み
よ
う
。

城
の
北
側
、
九
段
坂
下
、
俎
橋
、
飯
田
川
を
下
る

と
雉
子
橋
に
出
る
。
一
橋
御
門
を
潜
る
(

-
橋
）。

堀
の
左
は
広
大
な
明
地
が
拡
が
り
（
神
田
錦
町
）
、

右
は

一
橋
慶
喜
の
上
屋
敷

。

神
田
橋
御
門
（
神
田
橋
）

を
潜
る
と
左
に
録
倉
河
岸
が
続
き
、
竜
閑
橋
が
見
え

て
く
る
。

竜
閑
川
が
堀
に
注
い
で
い
る

。

南
に
回
り

下
る
と
常
盤
橋
が
見
え
、
枡
形
御
門
が
あ
る

。

左
に

金
座
（
日
本
銀
行
）。

外
堀
は
広
が
り
、
堀
と
川
が

交
差
す
る
。

右
に
道
三
堀
、
左

一
石
橋
か
ら
日
本
橋

。

こ
の
外
堀
交
差
を
抜
け
る
と
、
す
ぐ
呉
服
橋
御
門

（
呉
服
橋
交
差
点
）
。

堀
の
右
側
に
は
北
町
奉
行
所
が

あ
り
、
大
名
上
屋
敷
が
連
な
る
（
東
京
駅
、
丸
の
内
）

。

右
側
は
町
人
町
が
拡
が
る
（
日
本
橋
、
京
橋
）

。

ま

も
な
く
、
鍛
冶
橋
御
門
が
見
え
て
く
る
（
鍛
冶
橋
交

差
点
）。

こ
れ
を
過
ぎ
る
と
左
に
京
橋
川
が
流
れ
込

む
比
丘
尼
橋
が
見
え
、
さ
ら
に
下
る
と
数
寄
屋
橋

。

右
手
に
数
寄
屋
橋
御
門
が
あ
り
、
そ
の
裏
に
南
町
奉

行
所

。

こ
れ
を
潜
る
と
堀
幅
は
さ
ら
に
広
く
な
り
、

左
手
に
山
下
御
門
（
泰
明
小
学
校
か
ら
J
R

東
海
道

本
線
付
近
）。

こ
こ
か
ら
外
堀
は
二
つ
に
分
か
れ
、

―
つ
は
ぐ
る
り
と
回
っ
て
日
比
谷
御
門
か
ら
内
堀
に。

も
う

―
つ
は
ま
っ
す
ぐ
南
に
下
が
っ
て
幸
橋
御
門
に

出
る
（
第

一
ホ
テ
ル
）。

ほ
ぽ
今
日
の
外
堀
通
り
で

あ
る
。

こ
れ
を
含
め
、
城
か
ら
江
戸
湾
ま
で
の
堀
、

川
は
ほ
と
ん
ど
道
路
と
化
し
て
い
る

。

内
堀
を
歩
く

続
い
て
大
名
に
で
も
な
っ
た
和
も
り
で
内
堀
を
時

計
回
り
で

一
周
し
て
み
よ
う

。

日
比
谷
堀
に
沿
っ
て

西
に
歩
く
と
、
や
が
て
外
桜
田
御
門
が
見
え
、
桜
田

堀
に
な
る
。

堀
幅
は

一
段
と
広
く
な
り
、
左
側
に
広

大
な
井
伊
家
上
屋
敷
が
展
開

。

さ
ら
に
北
に
登
る
と

半
蔵
御
門

。

そ
し
て
半
蔵
堀

。

こ
れ
を
過
ぎ
る
と
千

鳥
ヶ
淵
。

そ
し
て
北
の
頂
点
、
田
安
御
門
。

ぐ
る
り

と
回
っ
て
牛
ヶ
渕
、
消
水
堀
を
経
て
竹
橋
御
門。

さ

ら
に
南
へ
大
手
堀
、
大
手
御
門
を
経
て
桔
梗
堀

。

桔
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梗
堀
か
ら
東
へ
和
田
倉
堀
が
あ
り
、
道
三
堀
へ
と
続

く

。

和
田
倉
堀
か
ら
南
に
下
る
堀
が
馬
場
先
堀。

馬

場
先
御
門
を
南
に
下
る
と
日
比
谷
御
門
に
戻
る

。

馬

場
先
堀
の
右
側
沿
岸
が
八
代
洲
河
岸
で
あ
る

。

さ
ら
に
江
戸
城
の
中
核
を
な
す
本
丸
、

二
の
丸

（
家
光
以
後
将
軍
嫡
子
や
生
母
が
住
み
、
本
丸
に
準

拠
す
る
館

。

現
在
、
東
御
苑
と
し
て

一
般
に
開
放
）

を
囲
む
内
々
堀
が
あ
る

。

北
の
平
川
堀
か
ら
時
計
の

逆
回
り
に
三
日
月
堀
、
蓮
池
堀
。
そ
し
て
最
南
の
蛤

堀
。

こ
こ
か
ら
東
側
を
ぐ
る
り
と
北
に
回
り
込
り
こ

ん
で
二
の
丸
を
囲
む
堀
（
宮
内
庁
病
院
、
皇
宮
秤
察

本
部
）
が
内
々
堀
で
あ
る
。

本
丸
の
西
南
に
、
将
軍
の
隠
居
所
た
る
、
広
い
西

御
丸
御
殿
領
（
宮
内
庁
）
が
あ
る
が
、
こ
こ
も
内
々

堀
に
囲
ま
れ
て
い
る

。

西
御
丸
領
に
は
、
北
か
ら
、

紅
葉
山
、
家
康
か
ら
始
ま
る
歴
代
将
軍
の
御
霊
屋
、

西
御
丸
大
奥
、
西
御
丸
御
殿
と
続
き
、
御
領
南
端
に

架
か
る
橋
が
、
我
々
が
皇
居
で
お
馴
染
み
の二
重
橋

で
あ
る
。

ま
た
、
西
御
領
内
西
寄
り
に
は
、
道
湘
堀

（
現
在
、
途
切
れ
途
切
れ
に
あ
る
）
が
あ
る。
そ
し

江戸城御堀外観図

• 枡.,門
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て
堀
を
挟
ん
だ
西

一
帯
が
吹
上
御
庭
（
現
在
の
御
所
）

と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
城
は
、
幾
重
も
の
堀
に

囲
ま
れ
て
い
た
。

江
戸
城
の
中
枢
部

大
手
堀
を
渡
り
巨
大
な
枡
形
の
大
手
御
門
を
通
る

と
大
番
所
が
チ
ェ
ッ
ク

。

こ
こ
か
ら
御
城

。

総
面
積

実
に
三
十
万
七
千
坪

。

広
大
な
広
場
（
皇
宮
警
察
）

に
は
家
来
が
待
機
す
る
腰
掛
が
あ
り
、
下
乗
御
門
に

進
む
。

こ
こ
に
も
大
番
所

。

馬
を
下
り
て
内
々
堀
を

渡
る
と
、
再
び
枡
形
御
門

。

く
の
字
に
左
へ
出
る
と

長
大
な
百
人
番
所
の
館

。

周
囲
は
巨
岩
を
積
み
重
ね

た
城
墜
が
そ
そ
り
立
っ
て
い
る

。

こ
こ
か
ら
中
の
門

を
潜
る

。

右
に
銅
門
が
在
り
、
そ
こ
か
ら
先
が
豪
華

な
二
の
丸
御
殿
で
あ
る
。

左
に
行
く
と
再
び
堅
牢
な

新
門
が
構
え
て
い
る

。

そ
の
先
に
蓮
池
堀
の
南
角
に

美
し
い
富
士
見
櫓
が
登
え
て
い
る
。
複
雑
な
構
造
で

え
っ

あ
る
。

そ
し
て
初
め
て
御
本
丸
に
近
づ
く

。

将
軍
謁

見
の
大
広
間

。

将
軍
が
座
す
る
上
段
の
間
。
二
十
セ

ン
チ
ほ
ど
下
が
っ
て
中
段
の
間。
こ
こ
に
は
御
三
家
、

御
家
門
が
拝
謁

。

さ
ら
に
下
が
っ
て
下
段
の
間

。

徳

川
氏
譜
代
大
名
が
坐
す

。

さ
ら
に

二
之
問
、
三
之
間
、

四
之
間
と
続
く

。

こ
こ
に
は
関
ヶ
原
以
後
の
臣
従
外

様
大
名
が
坐
す

。

大
広
間
は
五
百
畳
の
広
さ

。

正
月

拝
謁
と
言
っ
て
も
大
名
は
顔
も
上
げ
ず
伏
し
て
い

る
。

将
軍
と
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
も
な
い
。

続
く
白

書
院
は
、
将
軍
が
公
的
な
行
事
を
行
う
処
。
老
中
が

政
治
上
の
意
見
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

。

そ
し
て

黒
書
院
は
、
将
軍
が
日
常
的
な
行
事
を
行
う
処
で
い

わ
ば
応
接
間
。

さ
ら
に
数
多
く
の
間
が
あ
る
複
雑
な

構
造

。

そ
の
精
級
で
芸
術
性
高
い
建
築
物
に
は
驚
き

の
ほ
か
な
い
。

江
戸
の
技
術
の
粋
を
結
集
し
た
建
造

物
。

こ
こ
で
堅
牢
な
仕
切
り
壁
が
あ
り
、
こ
れ
よ
り

御
本
丸
中
奥
に
入
る
。

広
い
中
奥
の
果
て
は
も
う

一

つ
銅
仕
切
り
が
あ
り
、
将
軍
の
み
が
入
れ
る
本
丸
大

奥
へ
と
突
き
進
む
。

こ
れ
は
家
康
の
時
代
か
ら
家
族

と
の
私
的
な
生
活
を
結
ぶ
場
で
あ
っ
た
が
、
二
代
秀

忠
が
表
、
中
奥
、
大
奥
と
明
確
に
分
け
、
三
代
家
光

の
乳
母
、
春
日
の
局
に
よ
っ
て
整
備
が
整
え
ら
れ
、

将
軍
が
中
奥
か
ら
大
奥
に
行
く
際
に
は
、
御
鈴
廊
下
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で
合
図
を
送
り
開
錠
さ
せ
、
初
め
て
入
れ
る
よ
う
に

し
た
。

大
奥
は
二
の
丸
、
西
の
丸
に
も
あ
る
。

江
戸

末
期
の
地
図
で
は
、
本
丸
の
大
奥
は
南
北
に
伸
び
、

連
な
る
建
物
に
な
っ
て
い
る

。

こ
の
大
奥
の
北
端
の

左
に
天
守
閣
が
あ
る

。

こ
の
本
丸
だ
け
で
約

一
万
千

四
百
坪
。

こ
の
広
い
空
間
の
全
て
と
言
っ
て
良
い
ほ

ど
、
建
造
物
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る

。

江
戸
城
天
守
閣

最
初
の
天
守
台
は

一
六
0
六
年
（
慶
長
十

一
年
）

に
構
築
さ
れ
、
翌

一
六
0
七
年
天
守
を
竣
工
。

五
重
、

五
階
。

天
守
台
を
含
め
る
と
高
さ
六
五
•
四
五
メ
ー

ト
ル

（
国
会
議
事
堂
並
）。

比
類
無
き
、
減
壮
優
美

な
外
観
。

次
が

一
六
二
二
年
（
元
和
八
年
）。
そ
し

て
最
後
の
天
守
閣
が

一
六
三
六
年
（
党
永
十
三
年
）

に
完
成
し
た

。

つ
ま
り
天
守
閣
は
一
―
一
度
、
構
築
さ
れ

て
い
る
。

構
造
は
五
重
、
五
階
（
地
階
を
含
め
る
と

六
階
）。

璧
面
黒
色
塗
装
、
銅
板
張
り

。

屋
根
は
銅

亙
。

派
手
な
外
観
。

高
さ
三
十
間
、
下
総
か
ら
も
眺

望
で
き
た
。
三
代
将
軍
家
光
の
時
に
完
成

。

江
戸
中

か
ら
見
渡
せ
、
そ
の
仰
容
は
江
戸
っ
子
の
誇
り
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
も

一
六
五
七
年
（
明
暦三
年
）

の
い
わ
ゆ
る
明
暦
の
大
火
で
焼
失
。

以
来
天
守
台
を

残
す
の
み
で
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

本
丸
、
二
の
丸
の
、
堀
沿
い
の
周
囲
は
高
い
塀
に

仕
切
ら
れ
、
内
々
堀
の
城
墜
の
上
を
ぐ
る
り
と
囲
む

よ
う
に
立
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
姿
は
城
の
全
体
像

を
映
し
出
す
よ
う
に
思
え
た
で
あ
ろ
う

。

加
え
て

隅
々
に
梨
壮
な
隅
櫓
が
建
っ
て
い
る

。

最
南
の
富
士

見
櫓
（
三
層
）
か
ら
北
に
行
く
と
乾
櫓
、
北
を
ぐ
る

り
と
回
っ
て
北
櫓
、
東
櫓
、
罪
奥
櫓
、
さ
ら
に
西
丸

御
殿
に
行
く
蓮
池
巽
櫓
な
ど
で
あ
る

。

こ
れ
ら
は
二

重
三
重
構
造
で
天
守
閣
の
よ
う
な
姿
を
し
て
お
り
、

そ
の
特
徴
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
ら
見
て
も
美
し
い
仰

容
と
、
美
観
を
示
し
て
い
た

。

隅
櫓
は
戦
国
時
代
に

あ
っ
て
は
、
防
禦
に
重
要
な
見
張
り
で
あ
り
、
応
戦

の
砦
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
で
は
、
そ
れ
自
体
が

城
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

家
康
は

一
六

一
六
年
（
元
和
二
年
）
駿
府
城
で
亡

く
な
り
、
辿
言
に
よ
っ
て
久
能
山
東
照
宮
に
葬
ら
れ
、
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江戸を歩く

一
年
後
、
日
光
東
照
宮
に
移
葬
さ
れ
る

。

遺
骸
は
久

能
山
に
、
葬
儀
は
芝
増
上
寺
で
と
い
う
の
が
彼
の
辿

言
。
東
照
宮
と
は
彼
の
戒
名
東
照
大
権
現
に
因
む

。

久
能
山
は
駿
河
湾
沿
い
に
横
た
わ
っ

て
お
り
、
地
獄

谷
を
経
て
日
本
平
と
い
う
絶
梨
の
山
に
囲
ま
れ
て
い

る
。

古
く
か
ら
宗
教
の
聖
地
で
推
古
天
皇
の
六
0
0

年
、
久
能
忠
仁
が
山
を
開
き
、
観
音
菩
薩
を
安
置

。

以
来
行
基
を
初
め
高
僧
が
住
ま
い
修
行

。

と
こ
ろ
が

武
田
信
玄
が
こ
の
地
形
が
西
へ
の
橋
頭
堡
と
し
て
最

適
と
久
能
城
を
建
て
る

。

家
康
も
西
の
砦
と
し
て
重

視
、
す
ぐ
近
く
の
駿
府
城
で
晩
年
采
配
を
ふ
る
い
、

こ
こ
を
要
害
の
地
と
し
た

。

家
康
の
辿
骸
は
岡
崎
城

に
向
か
っ

て
埋
葬
さ
れ
る
。
二
代
秀
忠
、
三
代
家
光

が
こ
こ
を
再
び
東
照
宮
と
し
て
萩
華
絢
爛
た
る
社
に

（
国
宝
）
。

そ
し
て
日
光
東
照
宮
を
北
の
砦
と
し
て
造

営
す
る

。

こ
こ
に
お
い
て
家
康
は
江
戸
を
守
る
大
地

形
を
そ
の
死
後
も
堅
持
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る

。

久

能
山
に
行
く
と
む
し
ろ
素
に
し
て
堅
固
な
平
和
を
創

造
せ
ん
と
す
る
彼
の
立
思
を
伺
い
知
る
こ
と
に
な
る
。

江戸城中枢郎
... 隅櫓

• 枡”御門

◎
江
戸
城
本
丸

二
重
線
囲
み
全
卸
が

建
造
物
ヤ
痘
め
尽
く

さ
れ
F
い
る

百
考
文
献
】

「
東
京
の
地
理
が
分
か
る
辞
典
」
日
本
実
業
出
版
社
鈴
木
理
生
著

「
江
戸
城
」
本
丸
御
殿
と
幕
府
政
治
中
公
新
書
深
井
雅
海
著



会句上

双
胴
船
水
尾
に
広
が
る
夜
光
虫

誌土
特
選

〉

浄
●
光

闇
汁
に
円
卓
囲
む
集
い
か
な

円
卓
に
上
座
を
示
す
冬
薔
薇

〈佳
作
〉
円
頂
の
禅
僧
囲
み
年
酒
酌
む

船
の
進
む
に
つ
れ
て
伸
び
る
航
跡
の
広
が
り
は
、

二
本
に
な
る
こ
と
で
そ
の
分
広
く
、
よ
り
複
雑
な
姿

を
見
せ
る

。

そ
の
水
尾
に
よ
る
夜
光
虫
も
そ
れ
に
従

旦

春
陰
や
円
空
仏
の
薄
笑
い

●
円

中
村

石
原

佐
藤

木
彫
仏
十
二
万
体
を
目
指
し
て
及
ぱ
な
か
っ
た
が
、

あ
ち
こ
ち
で
接
す
る
こ
と
が
で
き
る。

そ
の
大
方
は

穏
や
か
な
笑
み
を
た
た
え
て
い
て
、
誰
に
も
親
し
み

や
す
い

。

「
薄
笑
い
」
と
季
語
に
よ
っ
て
、
こ
の
句

の
笑
み
は
や
や
複
雑
さ
を
感
じ
さ
せ
る
が

。

真
新

雅
子

浜
口
佳
春

長
谷
川
裕
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選者＝増田河郎子

増
田

信
子

山
口

信
子

井
村

善
也

旦

裸
木
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
貸
家
札

●
自
由
題

円
陣
を
組
ん
で
ラ
ガ
ー
の
夙
光
る

料
哨
の
光
を
浴
び
て
阿
弥
陀
堂

こ
の
家
は
貸
家
札
を戸
口
に
ぶ
ら
下
げ
て
も
、
通

る
人
か
ら
は
見
え
に
く
い
の
だ
ろ
う。

通
り
に
近
い

木
に
ぶ
ら
下
げ
て
あ
る
の
だ。

今
は
葉
が
散
っ
て
、

風
に
ぶ
ら
ぶ
ら
揺
れ
て
い
る
の
が
よ
く
見
え
る

。

上

の
句
の
面
匹
木
」
も
生
き
て
い
る

。

〈佳
作
〉
補
聴
器
に
玉
砂
利
の
音
初
詣
で

三
代
を
住
み
た
る
路
地
や
冬
の
月

病
院
の
粥
で
は
じ
ま
る
七
日
か
な

〈佳
作
〉
光
堂
い
ま
春
月
の
量
の
下

千
葉
由
美

小
林
苑
を

斉
田

っ
た
光
を
生
じ
て
い
る
の
だ。

作
者
は
船
の
後
尾
に

立
っ
て
、
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

。

仁

柏
木
貞
華
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大髪"
"
題

兼
題

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

誌
上
句
会
〈
編
集
部
選
〉

•円生
ま
れ
き
し
眸
円
や
か
和
子
の
頻

円
座
し
た
冬
の
蒲
公
英
そ
っ
と
触
れ

円
陣
の
真
中
に
い
る
福
寿
草

円
空
の
足
跡
あ
り
て
春
の
村

円
陣
の
解
け
冬
萌
の
あ
ら
わ
る
る

冬
の
虹
円
に
は
な
ら
ず
た
ち
消
え
ぬ

円
卓
の

一
輪
差
し
や
水
仙
花

冬
箭
薇
円
周
率
の
果
て
し
な
く

初
雀
円
を
描
い
て
去
り
に
け
り

ド
ー
ム
下
半
円
と
な
る
初
日
影

亡
き
祖
母
の
桁
円
の
鍋
の
牡
蠣
縮
む

オ
レ
ン
ジ
の
円
錐
無
数
雪
の
逍

新金真柿鈴黄浜月鳥井岱森
藤井野崎木瀬口島羽口間
藍瓶美真佳恭 あ懐
子助佐歩理鴻春子梓栞ぎ人
子子 f 
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電冬 一春 光艶首軒 ■
波のケ埃満や都深光
塔海所舞つか駅き
光光が台普にの氷
りた大に甜光光柱
てくい残大まの r
雪 さにる師とド研
のん光光淳いラの
夜吸るのししマ光
をう冬輪や寒輝 差
照レ林 椿かす
らン檎 に
すズ

締
切
・
ニ
0
―
四
年
四
月
二
十
日

発
表
・

「浄
土
」
二
0

―
四
年
六
月
号

選
者

・
増
田
河
郎
子
（
「南
風
j
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
し宛

先
〒
1
0
5
,
0
0
 
1
1

東
京
都
港
区
芝
公
園
4

ー

7

ー

4

明
照
会
館
内

月
刊

「浄
土
j
誌
上
句
会
係

●
自
由
題

イ
ン
パ
ネ
ス
知
る
人
も
な
く
売
ら
れ
け
り

紅
富
士
や
湖
面
に
映
し
て
爽
や
か
に

一
業
な
く
身
軽
と
な
り
し
大
銀
杏

反
戦
や
普
祁
大
師
元
祖
詫
び

紅
千
r
i呵
そ
れ
で
は
裔
麦
屋
ま
で
の
道

石
ひ
と
つ
の
せ
て
二
月
の
お
ま
じ
な
い

セ
ー
タ
ー
の
ふ
く
ら
ん
で
い
る
ベ
ン
チ
か
な

冬
牡
丹
句
碑
の
近
く
に
植
え
ら
れ
て

ハ
ー
レ
ー
と
そ
の
持
主
と
日
向
ぽ
こ

北
風
の
ゴ
ォ
ー
と
吹
くH
に
髪
を
切
る

燈
簡
の
隙
間
だ
ら
け
の
寒
さ
か
な

ニ
ン
月
の
巫
女
の
緋
袴
ふ
く
ら
み
ぬ

葉
牡
丹
に
マ
リ
ア
の
名
前
行
い
如
＿

佐
藤
雅
子

森
恢
人

岱
麻
あ
さ
子

飯
島
英
徳

根
津

一
郎

内
藤
隼
人

小
林
苑
を

大
森
吾
郎

金
井
横

鈴
木
兵
理
子

工
藤
掠

島
羽
梓

横
山
征
美
＋

宮金工内飯甜森佐
間井藤藤島麻 藤
亜 隼英あ懐雅
紀横悼人徳さ人子
子 f
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璽戸 窓退鴫慇介印；0□ 3 っ
か
ま
ち
よ
し
ろ
う
先
生
作
新
聞
四
コ
マ
漫
画
「コ
ン
ち

ゃ

ん
」
が
各
地
方
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
（静
岡
新
聞
・
山
梨
日
日
新
聞
•
北
日
本
新
聞
・

福
島
民
報
•
宮
崎
日
日
新
聞
•
新
日
本
海
新
聞
・
神
戸
新
聞
・
岐
阜
新
聞
・
中
国
新
聞
•
四
国
新
聞

）



編集後記

雑誌『浄土』
特別 、維持、賛助会員の方々

飯田実雄 （駒ヶ根 • 安楽寺）
巌谷勝正 （目黒・祐天寺）
魚尾孝久 （三島 ・ 願成寺）
大江田博導（仙台•西方寺）
加藤昌康（下北沢•森巖寺）
加藤亮哉 （五反田 ・ 専修寺）
熊谷靖彦 （佐賀•本應寺）
粂原恒久 （川越・蓮啓寺）
佐藤孝雄（鎌倉 ・ 高徳院）
佐藤成順（品川・願行寺）
佐藤良純（小石川 ・光闘寺）
東海林良雲（塩釜•雲上寺）
須藤隆仙（函館・称名寺）
高口恭行（大阪 ・ 一心寺）
田中光成 （町田 • 投運寺）
中島真成 （青山 ・ 梅窓院）
中村康雅（清水•実相寺）
中村瑞貴（仙台 ・ 愚鈍院）
野上智徳（静岡 · 宝台院）
藤田得三（鴻巣 ． 勝願寺）
堀田卓文（静岡・華陽院）
本多義敬（両国 ・ 回向院）
真野龍海（大本山消浄華院）
拙 博之 （網代 ・ 教安寺）
水科善隆（長野・寛脱寺）
宮林昭彦 （大本山光明寺）
（敬称略·五十音順）

『
日
め
く
り
説
法
』
と
い
う
本
で
、
ひ
ろ
さ
ち

や
氏
が
山
岡
鉄
舟
の
逸
話
を
紹
介
し
て
い
た
。

剣
術
家
で
も
あ
り
禅
宗
の
僧
と
し
て
の
有
名
な

鉄
舟
の
剣
術
道
場
に
通
う
若
い
門
人
が
、
師
匠

を
か
ら
か
お
う
と
こ
ん
な
話
を
し
た
。
「
私
は

毎
日
こ
の
道
場
に
来
る
途
中
、
そ
こ
の
神
社
の

鳥
居
に
立
ち
小
便
を
し
て
い
る
が
、
い
っ
こ
う

ば
ち

に
罰
と
い
う
も
の
が
当
た
ら
な
い
。
こ
ん
な
私

に
さ
え
罰
を
与
え
な
い
神
•
仏
な
ど
信
ず
る
に

値
し
な
い
。
す
る
と
鉄
舟
は
雷
を
落
と
し
、
こ

の
馬
鹿
も
ん
、
お
ま
え
は
す
で
に
罰
が
当
た
っ

て
い
る
。
武
士
の
お
ま
え
が
犬
や
猫
と
同
じ
こ

と
を
す
る
な
ど
、
お
ま
え
は
す
で
に
畜
生
道
に

賑
や
か
に
憎
衣
の
行
列
御
忌
の
寺
岱
澗

堕
ち
て
い
る
」
と
い
う
話
だ
。
こ
の
話
に
私
は

感
動
し
て
し
ま
っ
た
。

一二
悪
道
に
堕
ち
る
と
は

こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
。
善
因
善
果
‘

悪
因
悪
果
と
い
う
が
、
こ
れ
も
こ
う
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
か
と
。
悪
い
こ
と
を
す
る
と
次
の
世

で
は
虫
に
な
る
と
か
、
地
獄
に
堕
ち
る
と
か
、

六
迫
輪
廻
か
ら
の
脱
却
を
説
い
た
の
が
仏
教
の

教
え
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
ん
な
脅
し
を

言
っ
お
坊
さ
ん
が
未
だ
に
い
る
こ
と
が
不
思
議

で
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果

も
い
い
こ
と
を
す
る
と
そ
の
う
ち
い
い
結
果
が

で
る
と
い
う
よ
う
に
、
時
間
差
を
も
っ
て
説
明

す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
も
問
違
い
で
、
因

と
果
の
間
に
時
間
差
は
な
い
と

い
う
こ
と

を
理

解
し
た
と
き
、
す
べ
て
が
納
得
が
い
っ
た
。
行

ホームページ http://jodo.ne.Jp 

編
集
チ
ー
フ

編
集
ス
タ
ッ
フ

長
谷
川
岱
潤

斎
藤
晃
遥

佐
山
哲
郎

青
木
照
窓

村
田
洋

一

為
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
だ
。
悪
い
こ
と
を
し

て
し
ま
う
こ
と
も
、
そ
の
反
対
に
い
い
こ
と
が

で
き
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
自
体
が
そ
の
人
物

を
表
し
て
い
る
。
（
長
）

※
小
説
渡
辺
海
旭
は
誌
面
の
都
合
に
よ
り
休
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す

。
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文と写真

浄土真宗東京東本願寺派
光徳寺•平井泰雲尼

茶道歴30年

神川 ·IB連雀老舗めぐり
今回は、神W Ii i連雀町をご紹介します

! Fl連雀とは現Ii 世橋と神 Lil 多ti LU 町・ r II 、淡路 lllf ·. 「 II に 1川まれ

た界隈です。 It味処 「竹むら 」 、江）情苓女 「 まつや」 の行列を避けて、

神田駅から須田町に向かっ て歩きます 昨年 5 JJ に惜しくも 1月店し

たフルーツパーラーの 「万惣」 がピル解体準備中 ナンバーワンの

ホ ッ トケーキもう虹べられないのが残念です。

明治35年創業の 「神田志乃多か,J 」 ' i 父，',',:や人形町にもありますが、

神 If!志！り多が 9番好きな味です し っ かりとした I 「味で述根が人 っ た

長方形のいなりずし、じっ くり炊込んだ Fぴょうと良質な悔苔のの

り巻きは東京の逸品 いなりずし 3 個とのり巻き 3 個の箱人588円～

差し人れにピ ッ タリです。

数軒隣の洋菜 f 「近江洋菜 f店J は明治17年に削菜。 レトロな包

装紙に包まれたフルーッポンチ26781' ] は、大きな瓶にぎ っ しり詰ま

っ たフルーツが宝石のように美しい 喫茶コーナーでのイーストイ

ンも索昭らしい。 525円のドリンクパーは、牛フレ ッ シ ュ ジ ュ ース、

ホ ッ トコ ー ヒー、アイスティー、ホ ッ トミルク、ホ ッ トチョコレー

ト、ピーフ 7 野菜スープが川慈され、他店のドリ ン クパーとは次元

が述います。

大好きな町、神 rn のごく 竹部の紹介となりました ，

「神田志乃多寿司J 東京都千代田区神田淡路町2-2 云03-3255-2525

定休日火曜日 営業時間 7 : 30- 18:QQ

「近江洋菓子店J 神田店 東京都千代田区神田2-4 ff03-3251-1088 
定休日無休

営業時間 月～土 9:00-19:QQ 日 ・ 祝 10:00-17:QQ 
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