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花
写

芝 純 撮影 Keizo S. 

ヨーロピアンフラワー連盟講師資格を取得し、

2007年から東京・港区白金台の自宅でフラワーサロンを主宰。

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、仏事の供花を扱うブランド ［花写】 を立ち上げ、

生花に特殊な加工を 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 。
墓石用のアーティフィシャルフラワーのアレンジ等

仏坦の供花は、

一人科らしで水替えが大変という年配の方々からも人気で、

手元供近で小さな花のアレンジを添えるのは、毎日の供設の際、

辿された方の心に穏やかさ俊しさを与える、という 。

法事やお盆、お彼岸など、また、お悔やみのフラワーギフトとして

注文も多く、いま各界注目のアーティストである 。

花写 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。
陶芸家●浅井竜介Webサイト http://mocakoo. blogspot. com/ 
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た
だ
ひ
た
す
ら
に
念
仏
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ぞ
ん
に
そ
ん

3

こ
の
外
に
奥
ふ
か
き
事
を
存
ぜ
ば、

二
尊
の
あ
わ
れ
に
は
ず
れ

、

本
願
に
も
れ
侯
う
べ
し。

論
出
屯
偉
ぜ
ん
人
は
‘
た
と
い
一
代
切
琺

を
よ
く
よ
く
学
す
と
も

‘

一
文
不
知
の
愚
鈍
の
牙
に
な
し
て‘

尼
入

ど
う道

の
無
智
の
と
も
が
ら
に
同
じ
う
し
て

‘

智
者
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず

し
て
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し

（「
一
枚
起
請
文
」）

現
代
語
訳
ー
こ
の
ほ
か
に
私
が

、

救
わ
れ
る
奥
深
い
教
え
を
知
っ
て
い
な
が
ら
隠
し
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば

、

私
自
身

、

釈
尊
と
阿
弥
陀
仏
の
救
い
か
ら
洩
れ
る
で
あ
ろ
う
。

念
仏

を
信
じ
よ
う
と
す
る
人
は

、

た
と
え
釈
尊
一
代
の
教
え
を
し
っ
か
リ
と
学
ん
だ
と
し
て
も
、

―
つ
の
文
字
も
知
ら
な
い
愚
か
な
身
と
痛
感
し
て、

名
ば
か
リ
の
尼
や
入
道
と
同
じ
よ
う
に、

f
J法
語

Honen Shonin's Sayings 
If it were true that I knew some other more 

profound teachings for salvation and hided 
them, I myself would be omitted from the 
salvation of Shakuson and Arnida Buddha's 
Original Vow. Even if they learned Shakuson's 
lifelong teachings 山oroughly, those who intend 
to believe nembutsu should realize themselves 
to be stupid persons of total illiteracy and do 
nothing but earnestly call the name of Amida 
Buddha behaving themselves not like learned 
persons but like ignorant nuns and priests 

(from lchimai kishomon) 

＝
ロ

上
人

゜



梶
村

解
説こ

れ
は
二
枚
起
請
文

J

の
後
半
の
部
分
で
す
。
「
起
請
」
と
は
「
自
分
の

言
説
に
偽
り
の
な
い
こ
と
を
神
仏
に
哲
う
こ
と
」
で
す
。
当
時
、
人
々
は
み
ん

な
、
仏
教
と
は
難
し
い
も
の
だ
と
い
う
先
入
観
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
。

そ
こ
に
も
っ
て
き
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
れ
ば
、
極
楽
に
往
生
で
き
る
と

説
い
て
も
、
そ
ん
な
易
し
い
こ
と
で
、
極
楽
に
往
け
る
わ
け
は
な
い
、
上
人
は

も
っ
と
深
い
教
え
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
な
い
の
だ
と

言
っ
て
、
な
か
な
か
信
じ
て
く
れ
ませ
ん
。
そ
こ
で
上
人
は
、
自
分
の
救
い
を

賭
け
て
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
と
杵
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
二
枚
起
請
文
」

で
す
。

昔
、
私
は
二
文
不
知
の
憑
鈍
の
身
に
な
し
て
」
と

い
う
言
葉
が
、
な
か
な

か
納
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
つ
の
文
字
も
知
ら
な
い
愚
鈍
の
身
に
な
っ

て
」
と
言
わ
れ
て
も
、
す
で
に
文
字
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
そ
う
な

れ
る
の
か
と
屁
理
屈
を
つ
け
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
後
、
こ
れ
は

「
人
生
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
‘
―
つ
の
文
字
も
知
ら
な
い
よ
う
な
自
分
と
痛

感
し
て
」
と
い
う
こ
と
だ
と
気
づ
い
て
、
目
が
覚
め
た
想
い
に
浸
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
宗
教
と
は
、
難
し
い
こ
と
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
信
ず
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
ま
た
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
よ

う
で
す
。

昇
亜
細
亜
大
学
名
誉教
授

Commentary 
T比s passage is the latter half of lchimai kishomon. The word kisho means "swearmg 

before the gods and Budda there is no untruth in what one says". It seems to me that in 
those days everybody had a preconceived idea that Buddhism was difficult. At that 
time, even if reciting Namu Amida Butsu was said to make the birth into the Paradise 
certain, they thought it was impossible to go to the Paradise in such a simple way. They 
did not trust Honen so easily, saying that he did not try to teach his more profound 
truth to them. Then, Honen risked 比s own salvation and swore that what they said was 
not true. His words at that time became lchimai kishomon. 
Once I could not easily grasp the meaning of the phrase "realize themselves to be 

stupid persons of total illiteracy" in the above quotation. Considering that I did have the 
knowledge of how to read and write, I quibbled over why persons with such a high 
literacy were able to realize themselves to be persons of total illiteracy. Later on I 
became quite impressively awaiｷe that "stupid persons of total illiteracy" was intended 
to mean stupid persons who have no knowledge of how to live in the world. Religion is 
supposed not to know but to believe what is difficult, but such a thing also does not 
seem to be easy to fulfill. 

英訳 河西良治 中央大学文学部教授
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岸
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普甜大師と六時礼讃

ぜ
ん
ど
う

皆
さ
ん
は
善
祁
大
師
と
い
う
方
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？
浄
土
宗
の
お
寺
の
本
堂
に
は
、
中
央
に
ご

あ
み
だ
に
ょ
ら
い
か
ん
の
ん
ぼ
さ
つ

せ
い

し
ぼ

さ
つ

ま

つ

本
悲
の
阿
弥
陀
如
来
、
向
か
っ
て
す
ぐ
右
に
観
音
菩
薩
、
向
か
っ
て
す
ぐ
左
に
勢
至
菩
薩
が
お
祀
り
さ
れ

て
い
ま
す

。

こ
れ
を
弥
陀
三
尊
と
い
い
、
そ
の
両
側
に
も
僧
侶
の
姿
を
し
た
像
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す。

ほ
う
ね
ん

向
か
っ
て

一
番
左
側
は
浄
土
宗
を
開
い
た
日
本
の
法
然
上
人
(
―
二
二
三
＼

―
ニ
―
二
）
で
す
が
、
反
対

側
の
向
か
っ
て

一
番
右
側
が
中
国
の
善
甜
大
師
（
六
一
三
i

六
八

一
）
で
す

。

善
羽
大
師
は
、
法
然
上
人
の
時
代
か
ら
約
五
百
年
さ
か
の
ぽ
っ
た
時
代
で
中
国・
唐
の
時
代
、
ち
ょ
う

げ
ん
じ
ょ
う

ど
小
説

「西
遊
記
j
に
登
場
す
る
三
蔵
法
師
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
玄
契
三
蔵
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
す。

ろ
ざ
ん
え
お
ん

じ

み
ん

中
国
の
浄
土
教
は
大
き
く
版
山
の
慈
遠
流
、
慈
愁
一
―
一
蔵
流
、
道
綽
•
善
導
流
の
三
つ
の
流
れ
が
あ
り
ま
す

ど
ん
ら
ん
ど
う
し

:
v

が
、
善
甜
大
師
は
燥
界
大
師
・
道
綽
禅
師
の
流
れ
を
く
む
中
国
浄
土
教
の
大
成
者
で
す

。

時
代
も
国
も
離

か
ん
ざ
ょ
う
し
ょ

れ
て
い
ま
す
が
、
法
然
上
人
が
師
と
仰
が
れ
た
お
方
で
す
。

法
然
上
人
は
善
羽
大
師
の

「観
経
疏
」
と
い

へ
ん
ね
ひ
と
え

う
由
物
を
読
み
、
「
偏
依
善
祁

―
師
」
と
い
っ
て
偏
に
善
甜
大
師
の
教
え
に
依
る
と
い
う
立
場
で
浄
土
宗

し
9
9

そ
こ
う
そ

を
お
開
き
に
な
り
ま
し
た

。

浄
土
宗
で
は
法
然
上
人
を
宗
祖
と
呼
ぶ
の
に
対
し
、
善
祁
大
師
を
高
祖
と
尊

称
し
て
い
ま
す

。

り
ん
し

善
羽
大
師
は
、
臨
泄
（
山
東
省
臨
淵
県
）
と
い
う
所
に
誕
生
さ
れ
ま
し
た
。
一
説
に
は
洒
州
（
現
在
の

あ
ん
き

か
ん
む
"
:
う
じ
ゅ
●
ょ
う

安
徽
省
洒
県
）
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

幼
年
に
し
て
出
家
を
さ
れ
、
「観
無
贔
寿
経
」
を
仏
道
の
拠
り
所
と

せ
ん
せ
い
ら
ん
で
ん
し

.
9
な
ん
ざ
ん

ご

し
ん
じ

い
た
し
ま
し
た
。

長
安
城
外
の
南
、
狭
西
省
藍
田
県
の
終
南
山
悟
真
寺
に
入
り
、
貞
観
（
六
二
七
i

六
四

さ
い
が
げ
ん
ら

.
9
じ
ど
う
し
ャ
く

九
）
の
こ
ろ
、
西
河
（
山
西
省
）
の
玄
忠
寺
に
道
綽
禅
師
を
訪
ね
て
師
事
し
ま
し
た。
貞
観
十
九
年
（
六

せ
ん
げ

四
五
）
、
師
の
道
綽
が
遷
化
さ
れ
る
と
、
再
び
終
南
山
に
入
り
修
学
を
重
ね
ま
す。

そ
し
て
唐
の
都
で
あ

あ
み
だ
●
:
'

る
長
安
に
出
て
広
く
人
々
を
教
化
い
た
し
ま
し
た
。
「阿
弥
陀
経
」
数
万
巻
を
写
し
た
り
、
経
典
に
説
く

じ
:
9

ど
へ
ん
そ
う
ず
か
ん

9
ょ
う
ま
ん
だ
ら

仏
の
世
界
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
絵
画
を
も
っ
て
表
現
し
た
「
浄
土
変
相
（
図
）
」
（
観
経
虻
陀
羅
）
を

5
 



三
百
余
鋪
も
製
作
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
い
ま
す。

さ
て
、
浄
土
宗
の
法
要
で
用
い
ら
れ
る
お
経
に
は
、
節
が
付
い
た
も
の
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

ら
い
さ
ん
に
ち
も
つ

中
に
善
導
大
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「礼
讃
」
が
あ
り
ま
す
。
一
日
を
日
没
（
夕
方
、
午
後
四
時
頃
）

．

し
ょ
や
ち

:
9
や
ご
や

初
夜
（
夜
の
始
ま
り
、
午
後
八
時
頃
）
・
中
夜
（
真
夜
中
、
深
夜0時
頃
）
・
後
夜
（
夜
の
終
わ
り
、
午

じ
ん
じ
ょ
う

前
四
時
頃
）
．
晨
朝
（
朝
方
、
午
前
八
時
頃
）
・
日
中
（昼
ど
き
、
正
午
頃
）
と
い
う
六
つ
の
時
間
（
六

時
）
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
に
唱
え
る
偶
（
詩
の
こ
と
）
を
配
し
た
こ
と
か
ら
「
六
時
礼
語
」
と
よ

ば
れ
ま
す
。

お
う
じ
:
9
ら
い

法
要
に
お
い
て
お
唱
え
さ
れ
る
、
経
本
に
あ
る
「
六
時
礼
讃
」
は
、
善
導
大
師
が
撰
述
し
た
「往
生
礼

さ
ん
つ
ぷ
お
う
じ
ょ
う
ら
い
さ
ん
げ
ぜ
ん
じ
ょ
ご
じ
ょ

讃
J
(
具
さ
に
は
『往
生
礼
讃
偶
J)
の
中
、
「
前
序
」
と
「
後
序
」
を
除
い
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は

「無

り
ょ
う
じ
ゅ
o
ょ
う
よ
う
も
ん

量
寿
経
j
な
ど
の
浄
土
経
典
の
要
文
（
主
要
部
分
）
や
浄
土
教
の
祖
師
の
著
作
を
も
と
に
五言

•

七
言
と

ら

い
は
い

い
っ
た
讃
文
に
仕
上
げ
て
い
ま
す

。

礼
讃
と
は
礼
拝
と
讃
歎
を
意
味
し
、
法
要
に
お
い
て
は
独
特
の
節
を

つ
け
て
礼
拝
を
し
な
が
ら
読
誦
い
た
し
ま
す
。

さ
ん
げ

『往
生
礼
讃
」
で
は
、
六
時
礼
讃
の
中
、
日
没
礼
讃
の
十
二
光
礼
の
あ
と
に
、
各
時
に
共
通
す
る
懺
悔
、

ほ
つ
が
ん
く
ぎ
ょ
う
ほ
つ
が
ん
も
ん

発
願
、
恭
敬
の
偶
、
お
よ
び
発
願
文
を
出
し
、
六
時
の
無
常
偽
を
掲
げ
て
い
ま
す。
経
本
に
あ
る
「
六
時

礼
讃
」
は
、
各
時
の
礼
讃
に
共
通
す
る
部
分
と
そ
れ
ぞ
れ
の
無
常
偶
を
六
時
に
配当
し
、
編
集
を
施
し
た

も
の
で
す

。

「
六
時
礼
讃
」
は
法
然
上
人
門
下
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、
浄
土
宗
で
は
現
在
も
法
要
に
お
い
て
「
礼
讃
」
を

よ
く
用
い
ま
す

。

六
時
礼
讃
の
中
で
、
特
に
H

中
礼
讃
の
中
の
「
―
―
一
尊
礼
」
は
、
六
時
礼
讃
を
代
表
す
る

も
の
と
し
て
、
浄
士
宗
で
は
よ
く
お
唱
え
い
た
し
ま
す

。

6
 



善甜大師と六時礼讃

と
こ
ろ
で
、
善
甜
大
師
が
誕
生
さ
れ
た
の
は
隋
の

大
業
九
年
、
西
暦
で
六

一
三
年
で
す
か
ら
、
二
0
1

二
年
が
数
え
年
で
善
祁
大
師
生
誕
千
四
百
年
に
当
た

り
ま
し
た
。

こ
れ
を
記
念
し
て
、
浅
学
非
オ
を
顧
み

ず
、
私
と
私
の
自
坊
の
職
員
で
あ
る
宇
野
光
達
と
の

二
人
で
善
甜
大
師
の

「六
時
礼
讃
」
を
わ
か
り
や
す

い
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
志
し
、
作
業
を
す
す

め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
の
度
、
平
成
二
十
六
年
（
二
0

―
四
）

四
月
末
に

「善
祁
六
時
礼
讃
ー
浄
土
へ
の
願
い

」

と
し
て
春
秋
社
よ
り
発
刊
さ
れ
ま
し
た

。

共
訳
者
で

あ
る
宇
野
の
発
案
に
よ
り
、
「
礼
讃
」
を
五
七
調
の

日
本
の
詩
歌
の
形
に
翻
訳
し
、
漢
文
（
白
文
）
と
読
み
下
し
文
と
語
注
を
加
え
て
い
ま
す。
本
文
は
ペ
ー

ジ
見
開
き
で
左
右
上
下
の
四
段
に
分
か
れ
て
お
り
、
右
上
に
現
代
語
訳
、
右
下
に
漢
文
、
左
上
に
読
み
下

し
文
、
左
下
に
脚
注
を
配
し
ま
し
た
。

や
ま
と
う
た

ま
た
、
現
代
語
訳
は
、
五
字

一
句
の
偽
文
を
五
·
七
、
五
•
七
、
…
…
五
•
七
•
七
の
大
和
歌
（
和
歌
）

ち
ょ
う
か

の
長
歌
の
形
式
で
、
七
字

一
句
の
偽
文
を
五
•
七
•
五
、
五
•
七
•
五
、
…
…
五
•
七
•
七
の
形
式
で
翻

訳
い
た
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
「
初
夜
礼
讃
」
の
冒
頭
部
分
の
訳
を
紹
介
い
た
し
ま
す。

あ
が
さ
い
ほ
う
あ
み
だ
ぷ
つ
な
む
し
し
ん
き
み
.
う
ら
い
さ
い
ほ
う
あ
み
だ
ぷ

こ
こ
ろ
か
ら
崇
め
る
西
方
阿
弥
陀
仏
（
南
無
至
心
帰
命
礼
西
方
阿
弥
陀
仏
）

善
導
六
時
礼

浄
土
へ
の
い

原
口
弘
之

宇
野
光
達

7
 



ち
え
み
だ
ち
が
ん
か
い

阿
弥
陀
仏
の
智
慧
と
願
い
は
（
弥
陀
智
願
海
）

じ
ん
こ

う
む
が
い
て
い

海
の
よ
う
広
く
て
深
い
（
深
広
無
涯
底
）

も
ん
{
:
う
よ
く
お
う
じ
:
'

名
を
聞
い
て
往
く
と
願
え
ば
（
聞
名
欲
往
生
）

か
い
し
つ
と
う
ひ
こ
く

だ
れ誰

で
あ
れ
必
ず
往
け
る
（
皆
悉
到
彼
同
）

が
ん
ぐ
し
ょ
し
事
じ

:
9
お
う
じ
ょ
う
あ
ん
ら
っ
こ
く

わ
れ
ら
皆
極
楽
浄
上
に
往
け
ま
す
よ
う
に
（
願
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
）

長
歌
の
形
式
は
、
「古
事
記
」
（
七
―
二
年
）
や
「万
業
集
」
（
七
世
紀
後
半i
八
世
紀
後
半
、
現
存
す

る
日
本
最
古
の
歌
集
）
に
見
ら
れ
、
五
七
調
は
善
甜
大
師
の
時
代
に
近
い
古
代
の
日
本
の
リ
ズ
ム
で
す

。

歌
謡
曲
に
繋
が
る
七
五
調
の
リ
ズ
ム
ほ
ど
は
馴
染
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
五
七
調
は
軽
妙
な
七

五
調
に
比
べ
て
重
厚
な
力
強
さ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す

。

ぜ
ひ
、
多
く
の
方
に
善
祁
大
師
の
「六
時
礼

讃
j
の
五
言
や
七
言
の
漢
詩
の
偽
文
を
五

•
七
や
五
·
七

•
五
の
大
和
歌
（
和
歌
）
の
形
で
味
わ
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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法然上人鑽仰会「講演会」のお知らせ

講師佐々木閑
「仏教の基本思想

釈尊から大乗へ」
ささきしずか
花園大学文学部教授 文学博士
1956年生まれ 。 京都大学工学部工業化学科及び文学部哲学科仏教学専攻卒業。
京都大学大学院博士課程満期退学。米国カルフォルニア大学パークレイ校留学。
専門は仏教哲学、古代インド仏教学、仏教史。
日本印度学仏教学会賞、鈴木学術財団特別賞受賞。 毎年 2 回、東京において
「科学と仏教の接点」をテーマとする科学者とのトークセッションを開催中。
主な著書 「インド仏教変移論ーなぜ仏教は多様化したのか」 （大蔵出版）、 「犀
の角たち 」 （大蔵出版）、 「 日々是修行」 （筑摩書房）、 「生物学者と仏教学者七つ
の対論J (共著） 「律に学ぷ生き方の智慧J (新潮選書）

会場大本山増上寺慈雲閣
束京都港区芝公園4-7-4

地下鉄都営三田線 「芝公園」 徒歩2分

地下鉄都営浅草線・大江戸線 「大門」 徒歩7分

JR 「浜松町」 徒歩 10分

平成26年6月27 日（金）
午後3時より4時半まで

会費一般 1,000円
（当会会員無料）

申し込み 会員、一般ともに不要（先鷺1 50名 ）

お問い合せ先

一法然上人鑽仰会一

〒 105-0011 東京都港区芝公園4-7-4

電話 03-3578-6947 FAX 03-3578-7036 

主催法然上人鑽仰会

後援浄土宗総合研究所





会いたい人

何
十
年
か
前
、
私
が
初
め
て
深
い
感
銘
を
受
け
た

て
ん
こ

お
能
は
、
美
少
年
の
遊
狂
物
『
天
鼓
』
だ
っ
た
。
中

国
の
鼓
の
名
手
で
あ
る
少
年
が
、
天
か
ら
授
か
っ
た

ろ
す
い

鼓
を
帝
に
所
望
さ
れ
、
拒
む
と
そ
の
身
は
呂
水
に
沈

め
ら
れ
る
。
召
し
上
げ
ら
れ
た
鼓
は
ふ
っ
つ
り
と
音

を
止
め
た
が
、
勅
命
に
よ
っ
て
少
年
の
父
が
打
つ
と

妙
音
が
密
く
。
帝
は
こ
れ
を
憐
れ
み
‘
呂
水
に
鼓
を

手
向
け
弔
う
と
、
や
が
て
少
年
の
亡
霊
が
現
れ
、
自

ら
鼓
を
打
っ
て
舞
い
、
夜
明
け
と
共
に
消
え
失
せ
る
。

深
々
と
し
た
夜
の
冷
気
の
中
を
天
才
楽
人
の
美
少
年

が
無
心
に
舞
い
遊
ぶ
姿
に
は
詩
情
が
漂
い
、
実
に
夢

幻
的
で
擾
美
だ
っ
た
。

そ
う
言
え
ば
、
谷
崎
潤

一
郎
の
『
春
琴
抄
』
の
賜

ゃ屋
春
琴
が
大
切
に
飼
っ
て
い
た
悶
は
天
鼓
と
名
づ
け

ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
昔
の
富
有
な
町
人
階
級
の
能

楽
の
素
狡
は
か
な
り
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
…
…

と
私
は
客
席
で
思
い
を
巡
ら
し
て
い
て
、
お
能
は
こ

う
や
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
に
楽
し
め
ば
い
い
の
か

な
、
と
少
し
わ
か
っ
た
気
に
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

観
世
流
能
楽
師
シ
テ
方
の
中
森
貰
太
さ
ん
の
『
能

を
知
る
会
』
（
国
立
能
楽
堂
と
横
浜
能
楽
堂
そ
れ
に

本
拠
地
鎌
倉
能
舞
台
）
に
通
い
出
し
て
数
年
が
経
つ
。

私
は
『
天
鼓
』
に
感
動
し
て
か
ら
何
度
か
能
を
観

る
う
ち
に
、
能
面
か
ら
は
み
出
し
た
ぷ
っ
く
り
し
た

大
き
な
顔
や
‘
太
い
頸
、
日
焼
け
し
た
ご
つ
い
指
、

そ
れ
に
何
よ
り
も
能
面
の
中
に
こ
も
る
よ
う
な
不
明

瞭
な
発
声
が
気
に
な
り
始
め
て
、
い
つ
し
か
能
楽
堂

か
ら
遠
退
い
て
し
ま
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
中
森
さ
ん
の
舞
台
を

観
て
、
ま
ず
能
面
の
中
か
ら
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
は

っ
き
り
と
響
く
美
声
、
す
っ
き
り
し
た
立
ち
姿
‘
能

面
に
き
ち
ん
と
収
ま
っ
た
小
顔
‘
色
白
の
頸
や
指
の

美
し
さ
に
も
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
た
。

何
度
目
か
に
貰
太
さ
ん
が
歌
舞
伎
の
『
勧
進
帳
』

の
原
曲
『
安
宅
』
の
シ
テ
の
弁
炭
を
直
面
（
面
を
つ

け
な
い
）
で
演
じ
る
の
を
観
て
、
こ
の
と
き
か
ら
私

に
も
能
の
面
白
さ
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
り
か
け
て
き
た

の
か
な
、
と
い
う
気
が
し
た
も
の
だ
っ
た
。
た
し
か

に
『
道
成
寺
』
や
『
船
弁
疫
』
な
ど
、
歌
舞
伎
と
対

II 



シ
テ
の
弁
慶
を
直
面
で
演
じ
た
中
森
さ
ん
。

こ
の
舞
台
で
関
さ
ん
を
能
の
世
界
に
惹
き
つ
け
た
。

比
で
き
る
演
目
は
わ
か
り
や
す
く
て
面
白
い
。

と
こ
ろ
で
貰
太
さ
ん
は
、
た
だ
手
を
こ
ま
ね
い
て

い
て
は
お
能
が
博
物
館
入
り
し
て
し
ま
う
、
と
い
う

強
い
危
機
意
識
を
父
の
中
森
晶
三
師
か
ら
受
け
継
い

で
い
て
、
演
能
の
前
に
解
説
を
つ
け
た
り
（
そ
の
レ

ギ
ュ
ラ
ー
の

一
人
‘
葛
西
聖
司
氏
は
私
が
御
紹
介
し

た
）
、
終
演
後
は
毎
回
客
席
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
‘

と
い
う
努
力
を
怠
ら
な
い
。

重
い
装
束
を
解
き
、
汗
を
拭
く
問
も
惜
し
ん
で
黒

紋
付
に
着
換
え
、
能
舞
台
に
走
り
出
て
く
る
姿
は
ち

よ
っ
と
感
動
的
で
さ
え
あ
る
。

ど
ん
な
質
問
が
出
て
も
淀
み
な
く
答
え
ら
れ
る
知

識
の
豊
富
さ
に
も
驚
か
さ
れ
る
が
、
ま
ず
は
こ
れ
ま

で
に

一
番
多
く
出
た
質
問
に
つ
い
て
訊
ね
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

「
拍
手
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
の
質
問
が
最
も
多

い
で
す
。
拍
手
は
元
々
日
本
に
は
な
か
っ
た
習
慣
で

か
し
ゎ
で

し
て
、
柏
手
は
神
様
を
呼
び
出
す
と
き
の
神
聖
な
行

為
で
、
人
前
で
む
や
み
に
手
を
叩
く
こ
と
は
な
か
っ

た
で
す
か
ら
ね
。
お
能
は
江
戸
時
代
、
お
殿
様
が
演

じ
て
家
来
が
拝
見
し
て
る
わ
け
で
す
か
ら
、
主
役
が

お
客
よ
り
偉
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
な
ん
で
す
。
で
す

か
ら
シ
テ
の
こ
と
を
『
太
夫
』
と
呼
ん
で
、
お
能
は

『
拝
見
す
る
』
と
い
う
わ
け
で
す
。
『
船
弁
慶
』
の
義

こ

か
た

経
役
な
ど
に
子
方
を
使
う
の
は
、
主
役
の
お
殿
様
が

能
役
者
や
家
来
が
演
ず
る
た
と
え
役
の
上
で
の
目
上

に
対
し
て
で
も
頭
を
下
げ
に
く
い
か
ら
で
、
そ
の
点
‘
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会いたい人

無
心
な
子
役
に
な
ら
ま
ぁ
我
慢
が
で
き
る
、
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
拍
手
で
す
が
、
明
治
に
な
っ
て
日
本
国
憲

法
が
で
き
る
と
き
に
下
敷
き
と
な
っ
た
の
が
英
国
帝

国
議
会
の
憲
法
で
あ
っ
て
、
英
国
議
会
で
は
拍
手
で

承
認
を
取
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
と

一
緒
に
拍
手
の
習

慣
が
日
本
に
も
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら

劇
場
で
拍
手
を
す
る
風
習
は
多
分
西
洋
音
楽
の
コ
ン

サ
ー
ト
会
場
あ
た
り
が

一
番
早
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
歌
舞
伎
は
庶
民
の
娯
楽
で
す
か
ら
、
拍
手
の
代

り
に
掛
け
声
が
発
達
し
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
が
‘
こ

こ
に
も
だ
ん
だ
ん
と
拍
手
の
風
習
が
入
っ
て
き
ま

す
。
能
に
入
っ
て
く
る
の
は

一
番
遅
く
て
、
お
そ
ら

く
戦
後
か
ら
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
、
能
が
ど
こ
で
始
ま
っ
て
ど
こ
で
終
る
か
と
言

え
ば
、
ま
ず
開
演
前
に
橋
が
か
り
の
揚
幕
の
後
ろ
で

囃
方
が
演
奏
す
る
楽
器
の
調
べ
を
始
め
て
、
そ
れ
が

終
る
と
ま
ず
笛
が
幕
の
横
か
ら
登
場
す
る
。
続
い
て

ぢ
う
た
い

大
鼓
小
鼓
太
鼓
と
出
て
、
そ
れ
か
ら
地
謡
（
コ
ー
ラ

ス
）
が
上
手
か
ら
出
て
位
置
に
つ
く
と
、
い
よ
い
よ

硲
が
揚
が
っ
て
ワ
キ
の
役
者
の
登
場
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
ど
こ
で
終
る
か
と
い
う
と
、
役
者
が
全
員

橋
が
か
り
か
ら
入
っ
て
、
地
謡
が
上
手
へ
入
っ
て
、

囃
方
が
ま
た
笛
か
ら
順
番
に
入
り
ま
す
か
ら
、
太
鼓

が
幕
の
中
に
消
え
た
と
こ
ろ
が
能
の
終
り
に
な
り
ま

す
。拍

手
を
す
る
な
ら
ば
‘
囃
方
が
入
り
始
め
た
く
ら

い
か
ら
が
、
い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」な

ん
と
な
く
お
能
で
は
拍
手
は
歓
迎
さ
れ
て
い
な

い
雰
囲
気
が
う
か
が
え
る

。

「
え
え
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
拍
手
は
不
用
、
と
断
っ
て

あ
る
の
も
あ
っ
て
、
『
拍
手
い
や
ー
ん
の
会
』
と
い

う
の
も
あ
り
ま
し
た
（
笑
）

。

お
能
は
シ
ー
ン
と
観

て
、
何
か
を
深
く
感
じ
て
静
々
と
帰
れ
ば
い
い
、
と

い
う
考
え
な
ん
で
す
ね
。
実
際
に
『
井
筒
』
と
か

『
野
宮
』
と
か
、
し
っ
と
り
と
し
た
曲
で
す
と
‘
拍

手
が
雰
囲
気
を
こ
わ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
‘

舞
台
に
作
り
物
（
装
置
）
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
、

後
見
が
姿
勢
を
正
し
て
気
を
引
き
し
め
て
作
り
物
を
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引
く
と
い
う
演
技
を
し
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
こ
で
帰
り
仕
度
を
急
い
だ
り
な
さ
る
こ
と
の

ほ
う
が
こ
ち
ら
と
し
て
は
望
ま
し
く
な
い
ん
で
す
」

『
井
筒
』
は
年
若
な
妻
が
業
平
へ
の
ひ
た
む
き
な
愛

を
、
思
い
出
の
地
で
静
か
に
「月
下
の
舞
」
を
舞
う

。

ろ
く
じ
ょ
う
の
み
や
す
と
二
ろ

『
野
宮
』
は
六
条
御
息
所
が
‘
光
源
氏
の
正
妻
葵
上

と
の
野
宮
で
の
車
争
い
で
敗
れ
た
と
き
の
幻
影
に
、

g
a
{-

な
お
燃
え
残
る
情
念
の
炎
を
燃
や
す

。

た
し
か
に
こ
う
い
う
静
謡
な
感
じ
の
演
目
に
騒
が

し
い
拍
手
は
そ
ぐ
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い

。

次
に
、
歌
舞
伎
で
言
え
ば
花
道
に
当
る
橋
が
か
り

の
出
入
口
に
か
か
っ
た
お
幕
の
色
に
も
、
何
か
意
味

合
い
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
質
問

。

「
緑
、
赤
‘
紫
の三
色
が
決
ま
り
の
色
で
、
緑
は
朝

、

赤
は
昼
‘
紫
は
夜
を
表
し
て
い
て
、

真
ん
中
の
赤
の

両
脇
に
は
そ
の
中
間
色
で
あ
る
黄
色
と
白
が
配
色
さ

れ
て
い
ま
す

。

こ
れ
は

一
日

二
十
四
時
間
、
背
景
と

し
て
使
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す

。

幕
の
裾
が
竹
に
結
ん
で
あ
っ
て
、
二
人
で
上
げ
下

げ
す
る
ん
で
す
が
、
曲
に
よ
っ
て
み
ん
な
タ
イ
ミ
ン

グ
が
違
い
ま
す
か
ら
ね
、
出
囃
子
に
よ
っ
て
早
く
上

げ
た
り
、
ゆ
っ
く
り
上
げ
た
り
の

。

内
弟
子
に
入
る

と
ま
ず
揚
幕
の
片
悼
を
や
る
こ
と
か
ら
見
習
い
ス
タ

か
み

ー
ト
な
ん
で
す

。

客
席
か
ら
見
え
る
側
が
上
、
見
え

し
も

な
い
側
が
下
で
、
後
輩
は
下
で
す
が
、
二
人
が
リ
ズ

ム
を
揃
え
て
サ
ッ
と
き
れ
い
に
上
げ
な
く
て
は
い
け

な
い
の
で
、
こ
れ
で
な
か
な
か
難
し
い
も
の
な
ん
で

す
」かみ
し
も
か
み

t

下
と
言
え
ば
、
能
の
流
儀
に
も
「
上
が
か
り
」

し
も

と
か
「
下
が
か
り
」
と
か
、
不
思
議
な

言
い
方
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
…
…
こ
れ
は
私
の
質
問

。

し
ざ
い
ち
り

9
^

「
能
の
流
派
は
五
流
あ
っ
て
、
本
来
は
四
座

一
流
と

申
し
ま
す

。

観
世
、
宝
生
が
上
が
か
り
、
金
春
‘
金

剛
、

喜
多
が
下
が
か
り
で
、
こ
れ
は
奈
良
・
興
福
寺

ざ
つ
き

の
座
付
で
あ
っ
た
四
つ
の
流
儀
の
う
ち
、
観
世
と
宝

生
は
京
都
へ
上
っ
た
の
で
上
が
か
り
、
奈
良
に
と
ど

ま
っ
た
金
春
と
金
剛
が
下
が
か
り
、
と
い
う
わ
け
な

ん
で
す
。
喜
多
流
は
江
戸
の
八
代
将
軍
吉
宗
の
お
声

が
か
り
で
新
し
く
出
来
た
流
儀
で
、
当
時
も
の
す
ご

く
も
め
た
ら
し
く
て
‘
で
す
か
ら
涙
ぐ
ま
し
い
変
え
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お
ん

方
を
し
て
い
ま
す

。

た
と
え
ば
音
読
み
を
訓
読
み
に

す
る
と
か
、
文
章
も
少
し
変
え
る
と
か
し
て
、
し
か

し
長
さ
だ
け
は
変
え
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
囃
方
が

つ
き
あ
え
な
く
な
り
ま
す
か
ら

。

い
ろ
い
ろ
軋
礫
が

あ
っ
て
、
喜
多
流
は
と
か
く
新
参
者
扱
い
さ
れ
て
い

る
ん
で
す
が
、
あ
ち
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は

武
家
だ
け
ど
、
お
前
た
ち
は
庶
民
じ
ゃ
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
（
笑
）
」

な
ん
だ
か
も
の
す
ご
く
面
倒
な
格
式
が
あ
っ
て
、

息
の
詰
ま
り
そ
う
な
世
界
に
思
え
る
。

能
で
は
シ
テ
方
の
家
に
生
ま
れ
な
け
れ
ば
生
涯
シ

テ
を
つ
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ワ
キ
方
は
ず

っ
と
ワ
キ
方

。

そ
れ
で
も
ワ
キ
が
大
活
躍
す
る
演
目

も
あ
り
、
ワ
キ
の
家
元
も
、
人
間
国
宝
も
い
る
と
い

う
。「

は
い
、
シ
テ
は
別
段
の
こ
と
も
な
く
て
、
ワ
キ
が

大
変
に
難
し
い
演
目
も
あ
り
ま
す
。
『
張
良
』
『
棺
風
』

『
谷
行
』
な
ど
が
そ
れ
で
す

。

張
良
は
漢
の
高
祖
の

く
つ

三
傑
の

一
人
で
す
が
、
馬
上
の
老
人
が
落
し
た
沓
を

取
っ
て
は
か
せ
た
こ
と
で
兵
法
の
伝
授
を
約
束
さ
れ

る
夢
を
見
て
、
実
際
に
そ
の
場
所
へ
行
く
と
、
老
人

が
遅
刻
を
叱
責
し
て
‘
五
日
後
を
約
し
て
別
れ
ま
す
。

こ
こ
で
も
う

一
度
試
練
を
与
え
ら
れ
て
、
老
人
が
沓

を
川
の
中
へ
蹴
り
落
す
と
龍
神
が
現
れ
て
沓
を
奪
わ

れ
る
ん
で
す
が
‘
張
良
は
恐
れ
ず
に
剣
を
抜
い
て
立

ち
向
か
う
の
で
‘
龍
神
が
沓
を
返
し
て
く
れ
る

。

こ

の
龍
神
は
実
は
観
音
菩
薩
の
化
身
で
、
老
人
は
張
良

に
兵
法
の
書
を
授
け
た
の
ち
、
自
ら
は
高
山
の
頂
き

で
光
を
放
つ
黄
石
と
な
る
、
と
い
う
話
で
、
こ
の
黄

せ
き
こ
う

石
公
が
シ
テ
。
題
名
役
の
張
良
が
ワ
キ
な
ん
で
す

。

ワ
キ
は
普
通
は
あ
ま
り
動
か
な
い
も
の
な
ん
で
す

が
っ
し

が
、
こ
の
曲
で
は
流
し
足
と
か
合
膝
と
か
の
激
し
い

動
き
の
見
せ
場
が
あ
る
ん
で
す

。

ワ
キ
方
の
家
元
の
家
で
は
、
長
男
が
生
ま
れ
る
と

お
七
夜
の
晩
に
、
そ
の
子
を
懐
に
抱
い
て
『
張
良
』

を

一
回
舞
う
し
き
た
り
が
あ
る
そ
う
で
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
も
な
か
な
か
面
白
い
世
界
と

言
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

は
つ

因
み
に
、
私
は
十
六
歳
の
と
き
に
こ
の
龍
神
が
初

面
（
初
め
て
面
を
つ
け
て
舞
台
に
立
つ
）
で
し
た

。
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せ
り
ふ
が

―
つ
も
な
い
役
な
の
で
、
ま
だ
声
が
固
ま

っ
て
な
い
者
に
や
ら
せ
て
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
‘

こ
の
と
き
以
降
紋
付
き
の
袖
を
短
く
し
て
大
人
扱
い

に
な
る
ん
で
す
が
、
私
の
息
子
の
健
之
介
の
場
合
も

初
面
は
や
は
り
こ
の
『
張
良
』
の
龍
神
で
し
た
」

貰
太
さ
ん
は
れ
っ
き
と
し
た
シ
テ
方
中
森
晶
三
師

の
御
曹
子
だ
が
、
そ
の
祖
父
は
能
楽
と
は
ま
っ
た
＜

無
縁
で
、
書
店
の
経
営
を
生
業
と
し
て
い
た
、
と
聞

い
て
び
っ
く
り
し
た
。

こ
れ
だ
け
大
変
そ
う
な
能
の
世
界
で
、
晶
三
師

一

代
で
シ
テ
方

一
国

一
城
の
主
の
地
位
を
築
く
奇
跡
の

よ
う
な
こ
と
が
起
り
得
る
と
は
、
ど
ん
な
経
緯
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う

。

「
ま
ず
終
戦
直
後
と
い
う
時
の
運
が
あ
っ
た
こ
と
、

鎌
倉
に
居
を
構
え
る
と
い
う
地
の
利
を
得
た
こ
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
出
会
い
、
そ
れ
に
い
ろ
ん
な
面

で
の
父
の
能
力
の
高
さ
、
そ
れ
ら
が
み
ん
な
味
方
し

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
今
現
在
で
し

た
ら
決
し
て
こ
ん
な
奇
跡
は
起
り
得
な
か
っ
た
で
し

ょ
う
ね
」

中
森
晶
三
師
は
昭
和
三
年
‘
東
京
・
武
蔵
境
に
生

ま
れ
た

。

学
校
の
成
績
は
似
秀
で
、
旧
制

一
高
（
現

在
の
東
大
教
養
学
部
）
を
卒
業
し
て
い
る

。

「
父
が
理
科

一
年
の
こ
ろ
親
戚
に
あ
た
る
女
性
能
楽

師
の
津
村
紀
三
子
先
生
と
い
う
方
が
、
疎
開
先
か
ら

戻
る
と
こ
ろ
が
な
く
て
、
武
蔵
境
の
家
に
寄
寓
な
さ

っ
て
い
た
ん
で
す
。
こ
の
方
は
男
子
専
制
の
戦
前
の

能
楽
界
で
、
た
だ

一
人
、
玄
人
の
女
性
能
楽
師
と
し

て
認
め
ら
れ
た
方
で
、
父
は
ほ
ん
の
軽
い
気
持
で
能

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
ん
で
す
が
、
ど
ん
ど
ん
能
楽

に
の
め
り
こ
ん
で
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
津
村
先
生
の

教
え
方
も
天
才
的
に
う
ま
か
っ
た
ら
し
い
で
す
が
、

父
の
党
え
の
速
さ
も
抜
群
で
、
先
生
が
結
核
で
倒
れ

る
と
、
す
ぐ
に
代
稽
古
を
引
き
受
け
て
先
生
の
生
活

を
助
け
た
そ
う
で
す

。

前
の
日
に
習
っ
た
こ
と
を
翌

日
に
は
教
え
る
、
と
い
う
自
転
車
操
業
で
、
お
弟
子

何
人
分
か
の
謡
を
電
車
の
中
で
暗
記
し
な
が
ら
行
っ

て
、
今
度
は
明
日
の
お
弟
子
の
分
を
暗
記
し
な
が
ら

帰
る
、
と
い
っ
た
こ
と
も
平
気
で
こ
な
し
て
い
た
よ

う
で
す

。
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謡
と
舞
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
ず
大
鼓
を
覚
え
ろ

と

言
わ
れ
て
稽
古
に
行
っ
て
、
わ
ず
か

三
か
月
で

『
橋
弁
慶
』
を
打
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
ん

ま
り
覚
え
が
速
い
ん
で
、
大
鼓
の
お
家
元
か
ら
養
子

に
な
っ
て
あ
と
を
継
い
で
く
れ
と
言
わ
れ
た
そ
う
で

す
が
、
決
心
が
つ
か
な
か
っ
た

。

で
も
、
も
し
囃
方

の
家
元
に
な
っ
て
い
た
ら
‘
父
の
人
生
も
ま
た
違
っ

た
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
」

能
楽
師
は
総
て
の
囃
子
事
の
稽
古
を
身
に
つ
け
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
大
鼓
の
ほ
か
に
笛
‘
小
鼓
‘
太

鼓
と
あ
る
が
‘
晶
三
師
は
理
科
出
身
の
分
析
思
考
能

力
を
存
分
に
発
揮
し
て
、
驚
異
的
な
速
さ
で
総
て
克

服
す
る
。

「
父
は
宗
家
、
職
分
家
に
五
年
間
は
内
弟
子
に
入
る
、

と
い
う
正
式
な
過
程
も
踏
ん
で
い
ま
せ
ん
し
、
異
端

児
の
独
立
愚
連
隊
な
ん
で
す
が
、
都
心
か
ら
ち
ょ
っ

と
離
れ
て
目
の
届
き
に
く
い
鎌
倉
の
地
に
い
つ
の
間

に
か
自
分
の
能
舞
台
を
作
っ
て
、
能
面
、
装
束
を
揃

え
る
の
に
普
通
は
三
代
か
か
る
と
い
う
の
を
父
は

一

代
で
揃
え
て
し
ま
う
と
い
う
、
経
営
能
力
の
ほ
う
も

す
ご
か
っ
た
人
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
は
私
も
ず

っ
と
受
け
継
い
で
い
ま
す
が
、
中
学
生
高
校
生
に
能

た
さb
の
う

を
観
せ
る
運
動
を
始
め
た
り
、
鎌
倉
に
薪
能
を
定
着

さ
せ
た
り
、
と
に
か
く
精
力
的
で
し
た
ね
」

の
り
こ

そ
の
昌
三
師
を
陰
で
大
き
く
支
え
た
の
が
統
子
夫

人
、
貫
太
さ
ん
の
母
だ
ろ
う

。

『
中
森
晶
三
i

孤
軍
奮
闘
の
能
楽
人
生

一
代
記
』

に
よ
れ
ば
、
晶
三
師
の
結
婚
は
三
十

一
歳
の
と
き

。

多
忙
で
恋
愛
を
す
る
暇
も
な
か
っ
た
の
で
、
今
年
こ

そ
最
初
に
来
た
縁
談
の
人
と
結
婚
す
る
、
と
母
親
を

安
心
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
見
合
い
が
仲
人
の
都
合
で

流
れ
、
ほ
っ
と
し
て
い
る
と
、
翌
日
の
早
朝
、
四
歳

年
上
の
女
弟
子
が
「
亭
主
と
離
婚
し
て
き
た
か
ら
結

婚
し
て
」
と
飛
び
込
ん
で
き
た

。

び
っ
く
り
す
る
が
、

ど
う
せ
今
度
の
縁
談
で
結
婚
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の

だ
か
ら
こ
の
人
で
い
い
や
、
と
晶
三
師
は
承
諾
す
る

。

「
父
の
結
婚
で
、
女
弟
子
が
半
分
に
減
っ
た
そ
う
で

す
（
笑
）。

で
す
か
ら
私
は
見
合
い
で
結
婚
し
ま
し

た
。

父
と
母
は
い
つ
も

一
緒
‘
と
い
う
か
、
母
は
ど

こ
へ
行
く
の
に
も
父
に
つ
い
て
行
っ
て
決
し
て
目
を
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父の奔走により演じる事ができた「鷺」の舞台。
中森さん13歳の時だった。

離
さ
な
か
っ
た
で
す
ね
。
子
供
の
私
な
ど
は
そ
っ
ち

の
け
で
‘
鍵
っ
子
だ
っ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。

母
は
社
交
の
面
で
も
本
当
に
よ
く
父
を
助
け
て
ま

し
た
し
、
父
が
大
病
を
し
た
と
き
な
ん
か
も
献
身
的

に
つ
き
そ
っ
て
ま
し
た
し
、
本
当
に
仲
の
い
い
夫
婦

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

貰
太
さ
ん
は
昭
和
三
十
六
年
‘
鎌
倉
で
生
ま
れ
た。

物
ご
こ
ろ
つ
い
た
と
き
は
も
う
舞
台
に
立
っ
て
い

て
、
初
舞
台
は
『
老
松
』
（
仕
舞
）。
三
歳
だ
っ
た

。

「
基
本
的
な
、
す
り
足
で
歩
く
稽
古
と
か
で
は
な
く
、

『
隅
田
川
』
や
『
船
弁
炭
』
の
子
方
に
出
る
と
か
、

そ
の
都
度
、
与
え
ら
れ
た
役
々
を
教
え
て
も
ら
う
の

が
精

一
杯
で
し
だ

。

十
三
歳
の
と
き
『
既
』
の
大
曲

ひ
ら

を
披
か
せ
て
（
初
め
て
演
じ
る
）
い
た
だ
き
ま
し
た。

こ
の
曲
は
年
齢
制
限
が
あ
っ
て
、
十
六
歳
以
下
か

六
十
歳
以
上
で
な
い
と
つ
と
め
て
は
い
け
な
い
‘
と

い
う
決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
白
虹
の
曲
な
の
で
人
間

が
白
い
と
き
し
か
演
じ
て
は
な
ら
な
い
、
汚
れ
て
る

間
は
ダ
メ
、
と
い
う
ん
で
す
が
‘
父
は
遠
暦
を
迎
え

て
も
油
切
っ
て
ま
し
た
し
、
十
六
歳
と
い
う
の
も
危

な
い
も
ん
で
す
よ
ね
（
笑
）

。

し
か
し
子
供
の
既
は

扱
い
が
重
い
ん
で
す

。

本
来
‘
宗
家
、
職
分
家
の
長

男
ま
で
が
演
じ
る
も
の
で
、
弟
子
家
の
子
供
が
や
る

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
父

が
ど
う
し
て
も
私
に
や
ら
せ
た
く
て
、
ま
ず
職
分
家
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で
あ
る
先
代
観
世
喜
之
先
生
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
お

願
い
し
て
、
家
元
に
申
請
を
出
し
た
結
果
、
素
人
と

し
て
や
る
な
ら
認
め
る
、
と
い
う
素
人
免
状
を
出
し

て
く
れ
ま
し
た
。
素
人
向
け
は
、
右
、
今
般
伝
授
す
‘

と
書
い
て
‘
裏
に
何
々
殿
、
と
私
の
名
前
を
書
く
。

玄
人
向
け
は
、
右
、
今
般
誰
々
に
伝
授
す
‘
と
表
の

文
面
に
呼
び
捨
て
で
書
く
ん
で
す
。

し
か
も
『
翌
』
の
装
束
は
既
冠
、
白
垂
‘
白
鉢
巻
‘

襟
白
二
枚
、
白
行
付
…

…
帯
も
大
口
（
袴
）
も
白
づ

く
め
な
ん
で
す
が
、
弟
子
家
が
演
じ
る
と
き
は
ど
こ

か
に
色
を
ま
じ
え
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
で
私
の

場
合
、
襟
を

一
枚
だ
け
薄
い
ピ
ン
ク
に
し
た
ん
で
す
」

『
既
』
は
、
神
泉
苑
の
池
の
ほ
と
り
に
行
む
白
既
を

見
た
帝
が
家
臣
に
こ
れ
を
捕
え
て
く
る
よ
う
命
じ

る
。
屈
が
驚
い
て
飛
び
去
ろ
う
と
す
る
と
、
家
臣
が

「
勅
綻
ぞ
」
と
呼
び
か
け
る
と
、
烈
が
ス
ー
ッ
と
舞

い
戻
っ
て
き
て
捕
え
ら
れ
る
。
帝
の
威
光
が
鳥
類
に

も
及
ん
だ
こ
と
を
帝
が
喜
ん
で
、
五
位
の
位
を
与
え

て
放
さ
せ
る
と
、
屈
は
喜
ん
で
舞
い
な
が
ら
昇
天
し

て
ゆ
く
、
と
い
う
筋
゜

す
さ
き

「
舞
の
中
で
『
洲
崎
の
競
の
羽
を
垂
れ
て
か
し
こ

く

ん
と
う

き
恵
み
は
君
道
の
』
と
言
う
だ
け
な
ん
で
す
が
、
父

は
そ
の
こ
ろ
私
が
声
変
り
し
て
な
い
か
、
ず
っ
と
心

配
し
て
い
た
よ
う
で
し
た
。
私
は
父
に
言
わ
せ
る
と

ケ
ロ
ッ
と
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
や
っ
ば
り
緊
張

し
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
晩
、
前
か
ら
ぜ
ん
息
気

味
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
救
急
車
の
お
世
話
に
な

っ
た
り
し
ま
し
た
か
ら
ね
」

（
こ
の
項
つ
づ
く
）
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け
つ
じ
ょ
う
じ
ょ
う
じ
●
し
ょ
う
ご
ん
お
ん
め

弥
陀
の
本
願
を
決
定
成
就
し
て
‘
極
楽
棋
界
を
荘
厳
し
た
て
て
、
御
目
を
見

お
ん
み
み

ま
わ
し
て
‘
わ
が
名
を
と
な
う
る
人
や
あ
る
と
御
覧
じ
、
御
耳
を
か
た
ぶ
け

て
、
わ
が
名
を
称
す
る
者
や
あ
る
と
‘
夜
昼
き
こ
し
め
さ
る
る
な
り。

さ
れ

ば

一
称
も

一
念
も
阿
弥
陀
仏
に
知
ら
れ
ま
い
ら
せ
ず
と
い
う
事
な
し。

さ
れ

り
ん
じ
”
う
ら
い
こ
う

ば
摂
取
の
光
明
は
わ
が
身
を
す
て
給
う
事
な
く
、
臨
終
の
来
迎
は
む
な
し
き

事
な
き
な
り

。

法
然
上
人
【
示
或
人
詞
】
よ
り

阿
弥
陀
さ
ま
は
そ
の
本
願
の
お
笞
い
を
成
就
し
、
極
楽
棋
界
を
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た

。

そ
し
て
、
そ
の
御
目
を
見
ま
わ
し
て
‘
我
が
名
を
称
え
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
御
覧
に

な
り
、
御
耳
を
か
た
む
け
て
、
我
が
名
を
呼
ぶ
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
‘
昼
も
夜
も
お
聞

き
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
す

。

そ
れ
故
、
た
っ
た
ひ
と
声
の
お
念
仏
で
あ
っ
て
も
‘
阿
弥
陀

さ
ま
が
お
気
付
き
下
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん

。

そ
れ
程
ま
で
に
し
て
極
楽
に
救
い

摂
ろ
う
と
す
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
光
明
が

、

あ
な
た

一
人
を
お
捨
て
に
な
る
は
ず
も
な
く
‘
臨

終
に
来
迎
さ
れ
る
こ
と
が
偽
り
で
あ
ろ
う
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん

。

一
人
に
さ
せ
る
も
の
か

こ
う
る
じ
っ
ぼ
う

響
流
＋
方



評流十方

い
」
と
。

昨
秋
、
実
家
の
兄
か
ら
ハ
ガ
キ
が
届
い
た

。

「
こ
の
秋
、
祖
父
の
三
十
三
回
忌
を
迎
え
る

が
、
来
年
二
月
が
祖
母
の
七
回
忌
、
同
じ
く
十

一
月
が
実
父
の
十
三
回
忌
に
当
た
る
。
三
人

ま
と
め
て
来
年
の
五
月
某

H

に
法
事
を
営
む
の
で
今
の
う
ち
か
ら
予
定
し
て
お
い
て
ほ
し

実
家
の
祖
父
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
私
が
高
校三
年
の
十
月
の
こ
と
だ
っ
た

。

七
十
四
歳

。

今
で
こ
そ
「
ま
だ
若
い
」
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
の
祖
父
は
十
分
に
老
人
だ
っ
た

。

七

十
を
過
ぎ
た
頃
だ
ろ
う
か
、
茶
の
間
で
小
さ
な
心
臓
発
作
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
っ
た。

兄

や
私
は
頓
服
薬
の
置
き
場
所
と
処
方
の
仕
方
を
憶
え
た。

祖
父
は
東
京
の
下
町
を
さ
ら
に
離
れ
た
、
小
さ
な
寺
の
住
職
だ
っ
た。

夕
方
に
な
る
と
境

内
に
水
を
撒
い
た
り
、
散
策
に
来
る
人
を
つ
か
ま
え
て
は
話
し
込
ん
で
い
た

。

そ
れ
が
晩
年
、

サ
ン
ダ
ル
履
き
の
ま
ま
、
境
内
か
ら
ふ
い
と
い
な
く
な
る
よ
う
に
な
っ
た

。

ど
こ
に
行
っ
た

も
の
や
ら
心
配
し
て
い
る
と
、
近
所
の
人
や
見
ず
知
ら
ず
の
人
が
「
寺
の
住
職
さ
ん
だ
ろ
」

と
言
っ
て
送
り
届
け
て
く
れ
た

。

サ
ン
ダ
ル
に
大
き
な
字
で
寺
の
名
が
マ
ジ
ッ
ク
書
き
し
て

あ
っ
た
か
ら
だ
。

祖
父
自
身
、
自
分
が
ど
こ
に
行
く
の
か
ど
こ
に
帰
る
の
か
分
か
ら
な
く
な

っ
て
い
た
。

今
で
い
う
認
知
症
の
出
始
め
だ
っ
た

。

祖
父
は
家
族
の
見
守
り
だ
け
で
は
、
ど

う
に
も
な
ら
な
い
領
域
に
人
っ
て
い
っ
た

。

人
さ
ま
の
善
意
が
有
り
難
か
っ
た
。
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れ
た
と
い
う
。

祖
父
は
焼
き
魚
の
ほ
ぐ
し
方
が
を
上
手
だ
っ
た。

思
春
期
だ
っ
た
私
は
祖
父
に
反
発
ば
か

り
し
て
い
た
が
、
食
卓
に
焼
き
魚
が
並
べ
ば
、
密
か
に
祖
父
の
箸
の
使
い
方
を
お
手
本
に
し

よ
う
と
試
み
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
祖
父
が
焼
き
魚
の
ほ
ぐ
し
方
は
お
ろ
か
、
箸
の
持
ち

方
さ
え
分
か
ら
ず
食
卓
で
呆
然
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た

。

孫
の
目
に
も
、
遠
か
ら
ず
そ
の
日

が
来
る
こ
と
を
予
感
で
き
た

。

や
が
て
祖
父
は
、
サ
ン
ダ
ル
履
き
で
境
内
に
出
る
こ
と
も
で

き
な
く
な
り
、
何
を
す
る
に
も
家
族
の
手
が
必
要
に
な
っ
た。

自
分
が
何
者
な
の
か
も
怪
し

く
な
っ
て
い
る

。

で
も
、
人
生
の
引
き
際
と
わ
か
っ
て
い
た
の
か
、
人
の
手
を
借
り
れ
ば
必

ず
「
も
う
い
い
よ
、
あ
り
が
と
う
」
と
告
げ
、
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
な
が
ら
こ
の
世
か
ら

身
を
引
い
た

。

祖
父
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
は
、
先
日
、
知
り
合
い
か
ら
、
と
あ
る
ご
葬
俄
の
話
を
聞

い
た
か
ら
だ
。

喪
主
は
年
老
い
た
旦
那
さ
ん

。

奥
さ
ま
が
亡
く
な
っ
た

。

喪
主
の
ご
挨
拶
に

よ
れ
ば
、
数
H

前
、
美
容
室
で
髪
を
整
え
た
奥
さ
ま
は
、
機
嫌
良
く
庭
で
大
好
き
な
花
の
世

話
を
し
て
い
た

。

し
か
し
、
旦
那
さ
ん
が
ち
ょ
っ
と
目
を
離
し
た
隙
に
姿
が
見
え
な
く
な
っ

た
。

奥
さ
ま
は
認
知
症
を
患
っ
て
い
た
そ
う
だ

。

家
族
は
も
ち
ろ
ん
地
域
総
出
で
探
し
回
っ

た
が
、
三
日
後
、
山
の
岩
肌
を
背
に
し
た
近
所
の
河
原
に
横
た
わ
る
奥
さ
ま
が
「
発
見
」
さ
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四流十方

先
ご
ろ
の
報
道
に
よ
れ
ば
、

一
昨
年
、
認
知
症
に
よ
る
行
方
不
明
者
が

一
万
人
に
迫
り
、

う
ち

三
五

一
人
の
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う

。

痛
ま
し
い
事
態
で
あ
る
に
は
違
い
な
い

。

で
も
思
う
の
だ

。

事
故
か
病
気
か
、
事
故
な
ら
ど
ん
な
事
故
か
、
病
気
な
ら
ど
ん
な
病
気
か。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
ん
な
に
仰
い
人
だ
っ
て
、
死
に
方
、
死
に
場
所
ま
で
は
選
べ
な
い

。

け

れ
ど
も
、
死
ん
だ
後
の
世
界
や
そ
の
世
界
へ
の
迎
え
ら
れ
方
は
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と。

何
で
亡
く
な
ろ
う
が
、
ど
こ
で
亡
く
な
ろ
う
が
、
私
た
ち
が
発
す
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
い
う
そ
の
声
を
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
決
し
て
聞
き
漏
ら
さ
な
い

。

称
え
る
そ
の
姿
を
絶
対
に

見
逃
さ
な
い

。

生
前
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
願
い
す
る
限
り
は
、
必
ず
迎
え
に
来
て
く

一
人
に
さ
せ
る
も
の
か
、
と

。

（
浄
土
宗
総
合
研
究
所
袖
山
榮
輝
）

だ
さ
る
。

そ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
阿
弥
陀
さ
ま
た
る
所
以

。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
そ
れ
だ
け
で
、
極
楽
世
界
へ
の
往
生
と
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
迎
え
を

自
ら
選
ん
で
い
る
の
だ
。

し
か
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
レ
ー
ダ
ー
に
感
知
さ
れ
て
い
る

。

だ
か

ら
こ
そ
選
ん
だ
と
お
り
の
お
迎
え
が
あ
り
、
選
ん
だ
と
お
り
に
往
生
が
叶
う
の
で
あ
る

。

御
仏
は
善
意
の
塊
で
あ
る

。

で
も
、
名
を
呼
ん
で
お
い
た
だ
け
で
、
わ
ざ
わ
ざ
迎
え
に
来

て
祁
い
て
下
さ
る
仏
さ
ま
は
、
仏
さ
ま
多
し
と
雖
も
、
ど
う
や
ら
阿
弥
陀
さ
ま
だ
け
ら
し
い

。

南
無
阿
弥
陀
仏
。

い
つ
、
ど
こ
で
亡
く
な
ろ
う
が
、
そ
の
声
の
主
の
も
と
に
阿
弥
陀
仏
は

駆
け
つ
け
る

。

こ
の
先
、
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宿
と
メ
キ
シ
コ
を
結
び
つ
け
た
も
の

森
清
鑑



友好の絆

岩
和
田
の
部
落
は
、
遭
難
現
場
の
田
尻
海
岸
か
ら

一
里
強
、
離
れ
た
処
に
あ
る

。

岸
陛
の
脇
道
を
登
っ

う
み
べ
り

て
出
た
海
岸
沿
い
の
道
を
左
に
行
く

。

海
縁
を
迂
回

す
る
よ
う
に
、
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
し
つ
つ
行

お
ん
じ
ァ
く

く
と
岩
和
田
の
浜
に
出
る
（
岩
和
田
、
御
宿
海
岸
）。

当
時
の
村
の
人
口
は
約
三
百
人

。

半
農
、
半
漁
の
寒

は
ん
し
ょ
う

村
。

異
国
人
遭
難
の
知
ら
せ
を
受
け
、
村
で
は
半
鐘

が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
て
い
た

。

火
事
や
船
の
遭
難
な
ど

の
緊
急
事
態
に
村
民
を
集
め
る
早
鐘
で
あ
る

。

現
場

を
見
て
き
た
人
の
急
な
知
ら
せ
に
名
主
の
岩
瀬
氏

は
、
即
座
に
全
員
を
集
め
、
現
場
に
急
行
し
た

。

異
国
人
と
の
遭
遇
は
、
村
人
に
と
っ
て
初
め
て
のひと

経
験
。

し
か
も
当
時
の
日
本
は
準
鎖
国
状
態
で
、

一

も
ん
ら
ゃ
く

悶
着
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
言
葉
も
通
じ
な
い

。

だ
が
、
こ
の
名
主
は
、
ま
ず
は
命
を
助
け
る
こ
と
だ

。

日
本
人
も
異
国
人
も
な
い

。

岩
和
田
の
海
岸
を
汚
す

な
。

こ
こ
で
は

一
人
も
死
者
を
出
し
て
は
な
ら
な
い

。

村
民
の
漁
師
も
海
女
さ
ん
も
そ
の
意
気
に
燃
え
て
い

救
助

た
。

こ
の
辺
り
に
、
日
本
人
が
本
来
持
つ
、

の
血
筋
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る

。

田
尻
浜
に
村
民
が
駆
け
つ
け
る

。

そ
こ
は
大
変
な

有
様
で
、
浜
で
ゼ
イ
ゼ
イ
息
を
切
ら
し
な
が
ら
血
を

流
し
て
倒
れ
て
い
る
者
も
い
れ
ば
、
同
僚
を
担
い
で

浜
に
辿
り
着
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
者
も
い
る

。

屈

強
な
海
の
男
は
迷
わ
ず
、
海
に
飛
び
込
み
、
溺
れ
か

か
っ
て
い
る
異
国
人
を
助
け
に
向
か
っ
た

。

波
は
ま

だ
荒
い
。

船
の
残
骸
が
押
し
寄
せ
て
い
る

。

破
損
し

た
船
が
傾
い
て
揺
れ
て
い
る

。

海
に
は
、
ま
だ
大
勢

の
人
が
助
け
を
求
め
な
が
ら
、
波
に
揺
れ
て
、
血
を

流
し
、
疲
れ
果
て
て
い
る
。

一
晩
中
、
水
に
も
ま
れ
た
身
体
は
、
外
房
の
北
風

と
も
相
ま
っ
て
、
冷
え
切
っ
て
い
る

。

浜
に
上
が
っ

た
も
の
の
、
ぐ
っ
た
り
と
意
識
を
失
っ
て
横
た
わ
っ

て
い
る
人
も
い
る

。

「
火
を
起
こ
す
の
だ。

た
き
火

だ
。

お
ぽ
れ
か
か
っ
て
い
る
人
を

一
人
も
死
な
す

な
」。

仁
王
立
ち
し
、
次
々
と
下
知
を
下
す
名
主
に

び
ん
し
ょ9

応
え
て
男
女
を
問
わ
ず
敏
捷
に
救
助
活
動
を
行
う
村

の
人
々
を
見
て
、
大
勢
の
人
に
襲
わ
れ
た
ら
ど
う
し

国
際
性
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し
か
し
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
驚
き
は
、
こ
ん
な
も
の
で

よ
う
と
の
ロ
ド
リ
ゴ
の
危
惧
は
、
吹
っ
飛
ん
だ

。

あ

の
毅
然
と
し
た
態
度
の
名
主
が
こ
の
村
の
リ
ー
ダ
ー

に
違
い
な
い

。

同
行
の
日
本
人
を
呼
び
寄
せ
、
名
主

に
近
寄
っ
た
。
「自
分
は
、
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ

ャ
の
総
督
で
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
と
い
う
と
こ
ろ
に

帰
る
途
中
に
嵐
に
遭
い
、
こ
こ
に
座
礁
し
て
し
ま
い

ま
し
た
」。

一
方
の
名
主
の
方
も
、
衣
服
は
ぽ
ろ
ぽ
ろ
だ
が
、

そ
の
立
ち
振
る
舞
い
に
漂
う
品
格
さ
を
さ
っ
き
か
ら

見
て
い
て
、
こ
の
人
は
相
当
、
身
分
の
麻
い
人
に
相

違
な
い
と
思
っ
て
い
た

。

「
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
て
心
か
ら
同
情
す
る
と
と
も
に
哀
悼
の
意
を
捧
げ

ま
す

。

我
々
は
皆
さ
ん
全
員
を
救
助
し
ま
す
」

。

通

訳
を
通
じ
て
の
名
主
の
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、

ロ
ド
リ
ゴ
に
は
熱
い
も
の
が
こ
み
上
げ
て
き
て
、
こ

ん
な
こ
と
に
な
っ
た
が
、
日
本
に
漂
着
し
た
ば
か
り

か
、
こ
ん
な
に
も
や
さ
し
い
人
々
に
遭
遇
し
、
自
分

達
は
な
ん
と
幸
せ
な
こ
と
か
と
再
び
神
に
感
謝
し

こ
°t
 

は
な
か
っ
た
。

人
々
は
、
冷
え
切
っ
て
ぐ
っ
た
り
と

し
た
乗
組
貝
の
身
体
を
火
の
側
に
運
ぶ
だ
け
で
な

く
、
粗
末
な
衣
服
を
脱
い
で
船
員
の
身
体
を
温
め
始

め
た
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
妻
や
娘
の
海
女
さ
ん
が
、

裸
に
な
っ
て
意
識
絶
え
絶
え
の
船
員
に
覆
い
被
さ

り
、
身
体
を
温
め
始
め
た
行
為
を
目
の
当
た
り
に
し

た
と
き
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
気
持
ち
は
天
に
達
し
た

。

が
い
ぶ
ん

そ
こ
に
は
、
恥
も
外
聞
も
な
く
、
た
だ
冷
え
切
っ

た
異
国
人
の
身
体
を
温
め
、
助
け
る

一
心
さ
が
見
て

取
れ
た
。

ロ
ド
リ
ゴ
は
日
本
人
の
、

一
寒
村
に
過
ぎ

な
い
人
々
の
こ
う
し
た
行
為
に
感
激
し
た

。

や
が
て

粗
末
な
畑
の
収
穫
物
で
あ
っ
た
が
、
食
料
が
運
び
込

ま
れ
た
。

彼
等
は
う
ま
い
の
、
口
に
合
わ
な
い
の
と

い
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
く
、
昨
夜
か
ら
何
も
食
べ

て
な
い
空
腹
を
満
た
し
、
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
い
た。
浜

で
は
、
大
勢
の
け
が
人
を
酒
で
消
毒
し
、
緊
急
処
置

が
施
さ
れ
て
い
た
。

な
ん
と
い
う
手
際
の
良
さ
か
。

や
が
て
、
息
も
絶
え
絶
え
の
人
々
が
蘇
生
し
、

人
々
は
次
第
に
元
気
を
回
復
し
、
神
と
村
人
に
感
謝

し
た
。

中
に
は
涙
を
流
し
、
村
人
の
手
を
取
っ
て
、
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御宿歴史博物館 ： メキシコ遭難救助の図

27 



謝
意
を
叫
ぶ
者
も
い
る
。
言
葉
は
分
か
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
村
人
も
「
良
か
っ
た
」
と
口
々
に
叫
ぶ。
中

に
は
涙
を
流
し
て
異
国
人
の
手
を
握
り
し
め
る
者
も

い
る
。

結
局
、
三
百
十
七
名
が
助
か
っ
た

。

波
に
さ

ら
わ
れ
て
溺
死
し
た
者
五
十
六
名
。

も
し
、
村
民
が

救
助
し
な
け
れ
ば
、
も
っ
と
多
数
の
犠
牲
者
を
出
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

船
の
破
片
が
ま
だ
漂
っ
て
い
る
。

さ
ら

救
助
し
た
人
々
を
こ
の
ま
ま
浜
風
に
晒
し
て
お
く

わ
け
に
は
い
か
な
い
。

と
に
か
く
村
に
連
れ
て
帰
ろ

゜

、
つ

村
長
の
命
令
が
下
る

。

元
気
な
者
は
案
内
し
、
崖

道
を
上
ら
せ
る

。

ふ
ら
ふ
ら
の
者
や
け
が
人
は
肩
を

貸
し
、
登
ら
せ
る
。

と
て
も
歩
け
そ
う
に
な
い
人
は

数
人
係
で
担
ぐ
よ
う
に
上
げ
る
。
上
の
道
に
出
る
と

村
に
向
か
っ
て

一
里
有
余
の
道
を
下
っ
て
い
く

。

ひ

と
ま
ず
村
の
大
宮
寺
（
現
大
宮
神
社
）
に。

さ
て
そ

れ
か
ら
が
大
変
で
あ
る
。

な
に
し
ろ
村
の
人
口
は
三

百
人
。

こ
こ
に

三
百
十
七
名
の
人
々
を
収
容
す
る
の

で
あ
る
か
ら
。

名
主
が
中
心
と
な
っ
て
各
家
に
割
り

振
る
。

名
主
の
家
は
広
い
の
で
比
較
的
多
人
数
だ
が
、

村
人
達
は
こ
の
無
理
な
注
文
を
素
直
に
受
け
入
れ
、

い
や
む
し
ろ
進
ん
で
歓
待
し
た
。

ロ
ド
リ
ゴ
達
数
十
人
は
、
村
の
中
心
に
あ
る
大
宮

寺
に
引
き
取
ら
れ
た
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
一
息
つ
く
と

名
主
や
寺
の
住
職
に
改
め
て
、
自
分
の
素
性
、
遭
難

に
至
っ
た
経
緯
を
く
わ
し
く
説
明
し
た

。

こ
こ
で
も

メ
キ
シ
コ
に
帰
る
同
行
の
日
本
人
が
い
た
こ
と
が
助

か
っ
た
。

名
主
や
住
職
は
改
め
て
同
情
の
意
を
示
し
、

こ
の
場
所
、
御
宿
、
岩
和
田
の
地
理
や
、
こ
こ
が
領

主
、
大
多
喜
城
の
殿
、
本
多
忠
朝
の
管
理
下
に
あ
る

こ
と
を
説
明
し
た
。

彼
等
を
生
か
す
も
殺
す
も
、
殿

次
第
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
で
き
る
だ
け
の
こ
と
は

す
る
と
ロ
ド
リ
ゴ
を
慰
め
た
。

大
多
喜
城
は
岩
和
田

の
北
西
、
約
八
里
離
れ
た
山
に
あ
る
。

名
主
は
す
ぐ

さ
ま
異
国
人
遭
難
と
救
助
し
た
こ
と
、
今
後
、
ど
の

よ
う
に
処
遇
し
た
ら
よ
い
か
を
大
多
喜
城
に
連
絡

。

下
知
を
待
っ
た

。

各
村
人
の
家
々
で
は
、
身
体
を
消
め
さ
せ
、
け
が

人
の
治
療
を
し
、
ご
亭
主
の
衣
類
を
治
せ
、
な
け
な

し
の
食
事
を
提
供
し
て
い
る
。
主
に
腹
作
物
、
米
、
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野
菜
、
煮
物
、
そ
し
て
魚
介
類

。

そ
し
て
酒
を
振
る

舞
っ
て
い
る
。

誰
も
が
う
ま
い
う
ま
い
と
食
べ
、
日

本
酒
を
こ
よ
な
く
う
ま
い
と
飲
ん
で
い
る

。

ロ
ド
リ

ゴ
も
日
本
酒
を
ワ
イ
ン
に
比
肩
す
る
う
ま
さ
だ
…
と

見
聞
録
に
記
す

。

こ
う
し
た
村
民
の
村
を
挙
げ
て
の
協
力
が
結
局一
―
―

十
七
日
間
も
続
く
こ
と
に
な
る
。

貧
村
の
た
め
、
自

分
達
の
食
事
を
削
っ
て
の
支
援
も
た
ち
ま
ち
底
を
突

゜

< 

ロ
ド
リ
ゴ
の
心
は
落
ち
着
い
て
く
る
に
従
い
、
涙

が
出
る
ほ
ど
村
人
の
振
る
舞
い
に
感
謝
す
る
と
と
も

に
、
今
後
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
が

再
び
も
た
げ
て
き
た
。

背
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
と
し

て
刑
死
寸
前
の
複
数
日
本
人
を
助
け
、
日
本
に
送
り

返
し
、
家
康
か
ら
感
謝
状
を
受
け
て
い
る

。

そ
の
意

が
届
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

だ
が
、
同
時
に
日
本

に
漂
着
し
た
異
国
人
が
全
員
処
罰
さ
れ
た
と
の
風
聞

も
聞
く
。

数
日
後
、
大
多
喜
の
殿
か
ら
ま
ず
親
切
に
接
待
せ

よ
と
の
知
ら
せ
が
来
る

。

と
す
ぐ
に
ロ
ド
リ
ゴ
だ
け

が
名
主
や
住
職
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
ど
う
も
城
で
は

全
員
死
罪
と
決
め
た
ら
し
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
や

は
り
、
日
本
刀
の
錆
に
な
る
の
か

。

ロ
ド
リ
ゴ
は
覚

悟
す
る

。

そ
れ
か
ら
数
日
後
、
大
多
喜
の
殿
が
自
ら

村
に
出
向
い
て
く
る
と
の
知
ら
せ
が
入
る

。

村
人
に

助
け
ら
れ
た
も
の
の
、
最
早
、
こ
れ
ま
で
か
。

知
ら
せ
を
受
け
た
大
多
喜
城
で
は
、
連
日
会
議

。

家
来
達
は
過
去
の
例
に
従
い
、
全
員
断
罪
に
処
す
べ

し
、
殿
の
た
め
で
す
と
衆
議

一
決
。

と
こ
ろ
が
大
多

喜
の
若
き
殿
は
、
こ
れ
を
一
蹴
し
、
逆
に
厚
遇
す
べ

き
で
あ
る
…
と

言
い
放
つ
。

こ
れ
は
、
前
代
未
聞
の

す

こ
と
で
あ
る
。

直
ぐ
さ
ま
大
多
喜
の
殿
、
本
多
忠
朝

は
、
江
戸
城
に
事
の
次
第
と
自
分
の
考
え
を
し
た
た

め
、
秀
忠
と
家
康
の
意
見
を
求
め
る
早
馬
を
出
し
た。

江
戸
城
の
二
代
将
軍
秀
忠
は
、
忠
朝
の
意
見
に
同
調

し
、
こ
れ
ま
た
即
座
に
駿
府
の
家
康
に
知
ら
せ
る

。

家
康
の
意
見
は
全
面
的
に
厚
遇
す
べ
し
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
な
い
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
大
多
喜

の
殿
の
来
訪
ま
で
ま
さ
に
首
を
洗
っ
て
待
っ
…
の
心
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榜
で
あ
っ
た
。

大
多
嘉
の
殿
は
部
下
三
百
人
を
引
き

連
れ
て
颯
爽
と
や
っ
て
き
た

。

部
下
は
い
ず
れ
も
武

は
つ
ら
つ

器
を
手
に
し
、
身
を
固
め
て
い
る

。

溌
刺
と
し
て
い

る
こ
の
若
い
殿
は
、
ひ
ら
り
と
馬
か
ら
降
り
る
と
に

っ
こ
り

笑
っ
て

ロ
ド
リ
ゴ
に
近
づ
い
た
。

そ
し
て
手

を
さ
し
の
べ
、
握
手
を
求
め
た

。

面
食
ら
っ
た
ロ
ド

リ
ゴ
は
、
思
わ
ず
両
手
で
殿
の
手
を
包
ん
だ
。

す
る

と
殿
は
片
膝
を
折
り
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
手
に
接
吻
し
た

の
で
あ
る
。

ロ
ド
リ
ゴ
は
鵞
き
と
共
に
泊
を
流
し
た

。

殿
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
を
上
座
に
消
け
る
と
「
大
変
な
思

い
を
し
た
な
。

こ
こ
に
涼
滸
し
た
か
ら
に
は
、
わ
た

し
に
お
任
せ
あ
れ

。

大
御
所
、
家
康
様
も
あ
な
た
を

歓
迎
す
る
。

不
足
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
遠
慰
せ
ず
に

古
き
伝
統
技

一
そ
石
代
に
わ
た
る
信
頼 浄
土
宗
法
衣
専
門

古
島
法
衣
店

〒

1
1
1
東
京
蓼
台
東
区
元
浅
草

4

の
2

の
1

電
話

(
0
3
)
3
8
4
2
,
1
2
8
9

鱗
讐
o
o
1
8
0
,
2
,
4
5
2
3
1

申
さ
れ
よ
。

我
々
は
村
民
共
々
、
あ
な
た
方
を
設
り
、

駆
遇
す
る
」。
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た

。

殿
は
汲

華
な
刺
繍
を
施
し
た
滸
物
四
枚
、
刀

一
振
り
、
牝
牛

一
頭
、
珀
数
羽
、
果
物
、
米
醸
造
酒
を
携
え
て
来
た

の
で
あ
る
。

「
今
後は
、
食
料
の
全
て
を

支
給
す
る
」。

そ
う
言
い
残
し
て
、
大
多
喜
の
殿
は
村
民
を
ね
ぎ

ら
い
、
さ
っ
そ
う
と
城
へ
引
き
上
げ
て
い
っ
た

。

鼠
社

有
会
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お
施
餓
鬼
と
い
う
法
要
が
あ
り
ま
す
。

昔
は
お
盆
立L
4
冬
l
仙
に
飲
食
を
供
養
し

、

私
の
た
め
に
三
宝
を
供
養
す

の
終
わ
っ

た
頃
、
最
近
は
五
月
に
修
さ
れ
る
こ
と
も

1
1
1
1
t
I

f
l
f
K
れ
ば
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
私
も
天
上

多
く
な
っ

た
の
で
す
が

、

本
来
は
い
つ
ど
こ
で
開
か

D

木
ー
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
教
え
た
の
で

れ
て
も
い
い
法
会
で
す

°
き

中
鬼5す

。

阿
難
尊
者
は
師
で
あ
る
釈
尊
に
相
談
し

、

そ
の

「浄
土
宗
大
辞
典
』
に
は
「
施
餓
鬼
と
は
如
来
の
大
教
導
の
も
と
に
施
餓
鬼
を
修
し
て

、

命
を
永
ら
え
、

慈
悲
に
よ
っ

て
修
道
の
障
害
を
す
る
餓
鬼
に
飲
食
を

E
>
八
餓
鬼
は
天
上
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
と
い
う
一

節
で
あ
り
ま
す
。

⑱
 

ヵ

施
す
法
会
」
と
あ
り
ま
す
。

日
本
伝
来
当
初
は

、

密
教
系
で
行
わ
れ
ま
し
た
が

、

由
来
を
簡
単
に
説
明
し
ま
し
ょ

う
。

古
代
イ
ン
ド

1
h
"
1

に
お
い
て
、
鬼
と
は
死
者
の
た
ま
し
い
で
あ
り

、

同
鎌
倉
時
代
末
か
ら
禅
宗
や
他
の
宗
派
で
も

、

こ
れ
を

+
 

せ

修
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

。

i

そ
の
頃
か
ら
、
除
病
延
命
の
行
法
と
し
て
行
わ
れ、

時
に
祖
霊
の
こ
と
を
さ
し
て
い
ま
し
た

。

さ
ら
＼
そ5
[

れ
は
子
孫
に
よ
る
供
物
を
期
待
し
て
い
た
、
と
し
ぅ

や
が
て
死
者
追
善
の
法
会
と
し
て
定
麓
し
て
い
き
ま

の
で
す

。

こ
の
観
念
が
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
「
飢

す
。

し
た
。

つ
ま
り
、
飢
え
た
祖
霊
と
は
、
不
慮
の
死
や

え
た
」
祖
霊
を
餓
鬼
と
と
ら
え
た
の
で

非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
人
々
の

、

い
わ
ば
満
た
さ
れ

仏
教
説
話
に
有
名
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
様
の
高
弟

、

阿
難
尊
者
の
も
と
に

、

焔
ロ
ム
な
い
霊
と
重
な

っ

て
受
容
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
す
。

餓
鬼
が
現
れ
て
「
お
ま
え
は
三
日
の
う
ち
に
命
が
尽
ラ
と
く
に
江
戸
時
代
に
は

、

天
災
な
ど
に
際
し
て
、

コ

き
る
。

そ
し
て
餓
鬼
道
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
投
亡
魂
得
脱
の
た
め
の
法
会
と
し
て
施
餓
鬼
が
修
さ
れ

告
げ

、

「
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
餓
鬼
と
多
く
の
婆
羅
門
仏
そ
れ
が
現
代
に
ま
で
伝
わ

っ
た
の
で
す
。
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•
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

勝
崎
裕
彦

（東
京
新
宿
•
香
蓮
寺
）

願
い
込
め
施
餓
鬼
神
呪
で
食
作
法

草
も
木
も
静
か
な
修
行
雨
安
居

如
是
我
聞
一
字
一
字
の
夏
経
か
な

煩
悩
は
断
ち
難
き
も
の
寺
施
餓
鬼

お
施
餓
鬼
や
住
持
沢
山
揃
は
れ
し

施
餓
鬼
棚
西
向
き
な
り
し
浄
土
向
き

門

5

月
号
の
山
崎
師
の
俳
句
に
誤
植
が
あ
り
ま
し
た。
ま
こ
と
に
申
し

訳
な
く
、
こ
こ
に
謹
ん
で
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
（編
集
部
）

施
餓
鬼
幡
揺
ら
す
雨
呼
ぶ
風
か
と
も

施
餓
鬼
棚
へ
住
持
の
紫
衣
の
尊
か
り

山
崎
龍
道

（天
草
熊
本
・
遣
迎
寺
）

句

会



第
テーマ《施餓鬼》

回

行
正
明
弘
（
福
岡
糸
島
・
正
覚
寺
）

遺
具
の
袈
裟
確
と
ま
と
ひ
て
夏
に
籠
る

鈍
根
の
身
に
重
か
り
し
安
居
袈
裟

夏
に
籠
る
僧
烙
勤
の
青
頭

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•

佐
山
哲
郎
（
東
京
根
岸
•
西
念
寺
）

参
道
に
見
え
隠
れ
し
て
白
日
傘

異
聞
あ
り
施
餓
鬼
の
寺
の
秘
仏
堂

夢
を
見
る
た
め
の
聴
力
夏
衣
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壷中に月を求めて

ニ
ャ
—
ナ
テ
ィ
ロ
カ
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
、
強
い
興
味
を
覚
え
る。

海
外
留
学
生
の
荻
原
雲
来
か
ら
、
ヨ
ー
ロ

ッ

バ
初
の
比
丘
で
あ
る

会
で
研
究
発
表
、
そ
こ
で
仏
教
に
造
詣
が
深
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア11

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
元
駐
日
代
理
公
使
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ク
ー
デ
ン

ホ
ー
フ
1
1
カ
レ
ル
ギ
ー
伯
爵
と
出
会
い
大
い
に
刺
激
を
受
け
る

。

ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
戻
っ
た
海
旭
は
、
”

半
年
先
輩
＂
で
同
じ
宗
門

め
る
。

留
学
四
年
目
、
ス
イ
ス
は
バ
ー
ゼ
ル
の
万
国
宗
教
歴
史
学

義
者
ら
と
交
わ
り
、
社
会
福
祉
事
業
な
ど
仏
教
以
外
の
知
見
を
深

ン
教
授
の
薫
陶
を
受
け
る
傍
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
改
革
派
、
社
会
主

あ
っ
た
ド
イ
ツ
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
へ
留
学
。

碩
学
ロ
イ
マ

東
京
支
校
、
同
本
校
へ
進
学
を
許
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
三
十
三
年

(
＿
九0
0
)、
浄
土
宗
海
外
留
学
生
と
し
て
、
廃
仏
毀
釈
で
打
撃

を
蒙
っ
た
仏
教
再
生
の
興
望
を
担
っ

て
、
当
時
印
度
学
の
拠
点
で

を
名
乗
る
。

オ
気
煉
発
ゆ
え
将
来
の
宗
門
幹
部
と
し
て
浄
土
宗
学

小
石
川
源
覚
寺
住
職
端
山
海
定
の
下
、
十
五
歳
で
得
度
し
「
海
旭
」

時
は
明
治
の
中
葉
。

家
業
が
傾
き
寺
に
出
さ
れ
た
渡
辺
芳
蔵
は

＊
前
号
ま
で
の
あ
ら
す
じ

明
治
三
十
七
年
(

-
九
0
四
）、
夏
季
休
暇
も
明

け
そ
ろ
そ
ろ
新
学
期
が
始
ま
ろ
う
か
と
い
う
盛
夏
の

候
、
バ
ー
ゼ
ル
の
万
国
宗
教
歴
史
学
会
か
ら
ス
ト
ラ

ス
プ
ル
ク
に
戻
っ
た
渡
辺
海
旭
は
、
留
学
仲
間
の
荻

原
雲
来
に
土
産
話
を
す
る
な
か
で
、
雲
来
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
で
初
の
比
丘
が
誕
生
し
た
と
聞
か
さ
れ
、
大

い
に
興
味
を
お
ぽ
え
た。
海
旭
の
直
感
で
は
、
そ
の

碧
眼
比
丘
は
い
ず
れ
大
成
し
そ
う
な
予
感
が
し
た

。

そ
れ
を
確
か
め
る
べ
く
、
「後
に
生
ま
れ
た
特
権
」

を
行
使
し
て
、
海
旭
と
碧
眼
比
丘
が
初
め
て
出
会
う

こ
と
に
な
る
四

半
世
紀
後
の
日
本
へ
と
飛
ん
だ
の
だ

が
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
海
旭
の
予
感

を
は
る
か
に
超
え
て
世
界
の
仏
教
界
に
大
き
な
貢
献

を
な
し
つ
つ
あ
る
ニ
ャ
ー
ナ
テ
ィ
ロ
カ
の

凛
と
し
た

た
た
ず
ま
い
で
あ
っ
た
。

タ

イ

ム
マ
シ
ン

そ
れ
で
は
、
い
ま

一
度
、
時
空
移
動
装
置
の
助
け

を
借
り
て
、
時
計
の
針
を

一
九
0
四
年
八
月
末
の
タ

海
旭
と
雲
来
の
留
学
、

辛
く
も
延
長
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
の
比
丘
が
誕
生
し
た
話
が
雲
来
か

ら
で
た
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
し
き
り
議
論
に
な
っ
た

。

「
ヨ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
よ
う
や
く
仏
教
研
究
や
イ

ン
ド
学
だ
け
で
は
な
く
、
じ
、
実
践
が
で
て
き
た
と

い
う
こ
と
か
」
と
海
旭
は
久
方
ぶ
り
に
日
本
語
を
使

っ
て
吃
音
を
経
ら
せ
た

。

「
こ
、
こ
れ
は
同
じ
仏
教

徒
と
し
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
」

「
い
か
に
も。

我
ら
も
、
う
か
う
か
し
て
は
お
ら
れ

う
な
ず

ぬ
」
と
裳
来
は
頷
い
た
。

「
そ
、
そ
れ
に
し
て
も
」
と
海
旭
は
手
に
し
た
ビ
ー

ル
を

一
口
す
す
る
と
言
っ
た

。

「
わ
、
我
ら
も
留
学

し
て
四
年
、
こ
の
ま
ま
居
続
け
る
と
、
研
究
の
た
め

の
研
究
に
な
り
は
し
な
い
か
心
配
だ
」

「
き
み
は
あ
ち
こ
ち
首
を
つ
っ
こ
ん
で
い
る
か
ら
、

そ
の
心
配
は
な
か
ろ
う
」
雲
来
は
頭
を
振
る
と
茶
を

啜
っ
た
。

皮
肉
で
も
何
で
も
な
か
っ
た
。

学
究

一
途

* 

刻
に
戻
し
、
海
旭
が
雲
来
と
寄
宿
を
共
に
す
る
大
学

近
く
の
ア
パ
ー
ト
の

一
室
へ
と
舞
い
戻
る
こ
と
に
し

よ
う

。

実
は
、
二
人
と
も
留
学
の

”

年
期
“
は
す
で
に
切

ロ
イ
マ
ン
教
授
の

「保
証
証
明
」
が

留
学
延
長
を
後
押
し

の
雲
来
に
と
っ
て
、
海
旭
の
痛
快
な
ま
で
の
逸
脱
ぶ

り
は
、
決
し
て
自
分
に
は
で
き
な
い
だ
け
に
心
中
ひ

そ
か
に
憧
れ
て
い
た
。

「い
、
い
や
、
日
本
の
国
民
に
、
庶
民
に
役
に
立
っ

て
こ
そ
だ
。

が
、
学
問
の
た
め
の
宗
教
で
あ
っ
て
は

な
ら
ぬ
。

生
活
即
宗
教
。

こ
ち
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
も

そ
う
だ
。

ま
、
ま
し
て
や
、
わ
が
仏
教
界
に
、
こ
こ

ド
イ
ツ
か
ら
ニ
ャ
ー

ナ
テ
ィ
ロ
カ
と
か
い
う
碧
眼
比

丘
が
生
ま
れ
た
と
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
う
か
う
か
で

き
ぬ
が
道
理
だ
」
と
海
旭
は
持
論
を
展
開
し
た

。

「
そ
う
い
う
の
な
ら
、
君
も
研
究
に
け
り
を
つ
け
て
、

そ
ろ
そ
ろ
婦
国
を
し

た
ら
ど
う
だ
」
と
雲
来
は
海
旭

の
目
を
覗
き
込
ん
だ
。

「
そ
、
そ
こ
を
つ
っ
こ
ま
れ
る
と
、
お
、
お
互
い
に

頭
が
い
た
い
」
と
海
旭
は
笑
い
な
が
ら
頭
を
つ
る
り

と
撫
で
た

。
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壷中に月を求めて

れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
出
発
時
に
は
四
年
で
帰
国
す

る
約
束
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
半
年
早
く
当
地
へ

や
っ
て
き
た
雲
来
は
去
年
の
九
月
、
海
旭
は
十
二
月

で
帰
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

。

そ
れ
を
直
前

ロイマン博士

に
な
っ
て
、
宗
門
に
「
延
長
」
を
願
い
で
た。

当
人

た
ち
か
ら
だ
け
で
は
認
め
て
も
ら
え
そ
う
に
な
い
と

思
い
、
二
人
が
師
事
す
る
碩
学
ロ
イ
マ
ン
博
士
に
留

学
延
期
の
根
拠
を
示
し
た
「
証
明
書
」
を
歯
き
添
え
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て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

海
旭
も
雲
来
も
、
宗
門
の
経
済
的
負
担
の
重
さ
を

十
分
に
知
っ
て
い
た

。

学
牧
に
加
え
、
下
宿
代
が
月

に
三
十
マ
ル
ク
、
食
牧
も
馬
鹿
に
な
ら
な
い
。

舒
た

切
り
雀
で
暮
ら
す
と
し
て
も
月
に
十
マ
ル
ク
は
か
か

る
。

な
ん
だ
か
ん
だ
で
、

一
年
で
五
百
＼
六
百
マ
ル

ク
は
か
か
る
。

留
学
を
二
年
延
長
す
れ
ば
二
人
分
で

し
め
て

二
千
ー
ニ
千
五
百
マ
ル
ク
、
当
時
の
日
本
円

に
換
岱
す
る
と
擾
に
千
円
は
超
え
る
。

当
時
千
円
あ

れ
ば
東
京
の
都
心
で
土
地
付
き
の
立
派
な
家
作
が
手

に
入
っ
た

。

宗
門
と
し
て
は
大
い
な
る
出
役
だ
。

し

か
し
二
人
の
留
学
延
長
は
認
め
ら
れ
た
。

お
そ
ら
く

ロ
イ
マ
ン
の
後
押
し
が
奏
功
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
知
っ
て
、
海
旭
と
雲
来
は
安
堵
し
て
喜
び

あ
っ
た

。

「
浄
土
教
報
」
に
も
「
荻
原
渡
辺
両
氏
留

学
期
の
延
長
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た。

「
独
逸
国
留
学
中
の
両
師
の
消
息
に
就
て
は
再三報

道
せ
し
が
尚
ほ
聞
く
所
に
依
れ
ば
、
荻
原
師
は
昨
年

九
月
、
渡
辺
師
は
本
年
四
月
何
れ
も
留
学
期
満
了
の

筈
な
り
し
も
両
師
の
研
修
は
極
め
て
深
速
に
其
範
囲

が
い
は
く
“
し
ん

も
該
随
な
れ
ば
時
を
惜
で
布
励
せ
ら
る
る
も
到
底
年

限
内
に
修
了
し
難
け
れ
ば
両
師
共
期
限
延
長
を
出
願

す
み
や
か

し
、
宗
務
所
に
於
て
も
其
成
業
を
期
し
速
に
之
を
容

れ
て
各
ニ
ケ
年
延
長
を
許
可
せ
ら
れ
た
り
と
」

「
よ
か
っ
た
、
よ
か
っ
た。

ロ
イ
マ
ン
先
生
の
お
か

げ
だ
」
と
朗
報
に
接
し
た
集
来
は
、
め
ず
ら
し
く
感

情
を
表
に
だ
し
、
海
旭
の
肩
を
抱
い
て
喜
ぶ
と
、
訊

ね
た
。

「
と
こ
ろ
で
先
生
は
貨
兄
の
留
学
延
長
の
根

拠
を
ど
う
示
さ
れ
た
の
だ
」

海
旭
は
、
「
渡
辺
海
旭
氏
の
た
め
の
証
明
古
」
と

頭
書
さ
れ
た
ロ
イ
マ
ン
直
箪
の
添
え
状
の
控
え
を
見

せ
た
。

そ
れ
に
目
を
通
し
た
雲
来
は
、
目
を
丸
く
し
て
羨

ま
し
げ
に
言
っ
た
。
「
こ
れ
は
す
ご
い
。

私
の
に
比

べ
る
と
、
こ
の
熱
の
入
れ
よ
う
は
な
ん
だ
」

そ
こ
に
は
以
下
の
内
容
が
認
め
ら
れ
て
い
た

。

（
な
お
、
前
掲
の
「
浄
土
教
報」
に
も
「
因
に
今
回
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壷中に月を求めて

渡
辺
師
の
留
学
延
長
願
に
添
へ
ら
れ
た
る
梵
語
学
教

授
ロ
イ
マ
ン
博
士
の
証
明
推
薦
状
を
左
に
訳
載
す
べ

し

」
と
付
記
さ
れ
て
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
た
）。

荻原雲釆師

「わ
が
親
愛
な
る
門
弟
子
渡
辺
は
非
常
な
熱
心
と
甚

り
ょ
う
ご

だ
迅
速
な
領
悟
と
を
以
て
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
プ
ル
ク
大

学
に
お
い
て
数
学
期
間
梵
語
学
及
び
そ
の
他
の
講
席

に
列
し
た
り

。

彼
は
こ
れ
に
よ
り
イ
ン
ド
及
び
欧
亜
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の
思
想
を
通
じ
、
容
易
に
そ
の
研
究
の
進
路
を
発
見

し
、
現
に
漸
次
そ
の
貢
献
に
よ
り
、
各
種
仏
教
学
の

講
究
を
策
進
す
る
こ
と
を
得
る
に
至
ろ
う
と
す

。

彼

は
私
の
指
甜
の
下
に
す
で
に

「普
野
行
讃
j
梵
文
の

公
刊
を
準
備
し
て
い
る

。

（
以
下
、
海
旭
が
取
り
組

ん
で
い
る
箕
重
な
歴
史
文
献
を
挙
げ
）
し
か
し
な
が

ら
上
に
記
載
し
た
す
べ
て
こ
れ
ら
の
努
力
が
善
美
の

結
果
を
叶
え
る
に
は
、
な
お
多
少
の
時
問
を
要
す
る

こ
と
は
、
経
験
あ
る
学
者
に
は
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

（
以
下
、
そ
の
た
め
に
は
あ
る
種
の
老
線
が
必
要
と

記
し
）
渡
辺
氏
は
未
だ
も
と
よ
り
こ
の
種
の
老
練
を

得
る
機
会
が
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
彼
に
謄
本
及
び
そ
の

他
の
研
究
を
継
続
す
る
こ
と
、
な
お

一、

二
年
の
機

会
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

彼
は
む
ろ
ん
彼
よ
り
し
て

科
学
的
貢
献
を
切
望
す
る
も
の
に
対
し
て
恩
恵
こ
れ

に
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

私
は
ま
た
こ
れ
を
付
記
し

た
い
。

い
わ
く
欧
州
学
徒
の
信
憑
す
べ
き
学
者
と
し

て
立
つ
に
は
大
学
の
教
練
に
五
、
六
年
を
要
し
、
外

国
の
学
徒
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
問
は
欧

州
で
重
要
な
二

、

三
の
国
語
を
履
修
す
る
に
は
必
然
、

別
に
こ
れ
を
要
す
る
の
で
あ
る

。

一
九
0
三
年
九
月

―
-
D

シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
プ
ル
ク
大
学

ン
ス
ト
・
ロ
イ
マ
ン
」

誤
来
は
ロ
イ
マ
ン
教
授
の
「
渡
辺
海
旭
氏
の
た
め

の
証
明
書
」
を
読
み
終
え
る
と
言
っ
た
。

「
こ
れ
だ

と
、
箕
兄
は
、
あ
と
五
年
、
い
や
六
年
は
、
こ
の
国

に
い
ら
れ
る
か
も
し
れ
ん
ぞ
。

い
や
は
や
何
と
も
う

ら
や
ま
し
い
」

「
な
、
何
を
い
う
」
と
海
旭
は
慌
て
て
手
を
振
っ
て

打
ち
消
し
た

。

「
お
、
お
ぬ
し
は
出
来
が
い
い
か
ら、

ロ
イ
マ
ン
先
生
は
伐
兄
の
帰
国
に
執
粁
せ
ぬ
の
だ

。

羨
ま
し
い
の
は
、
こ
っ
ち
の
ほ
う
だ
。

先
生
は
言
外

に
こ
う

言
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
、
渡
辺
は
遊
び
が
す

ぎ
る
か
ら
、
も
う
少
し
こ
ち
ら
で
勉
強
さ
せ
な
き
ゃ

な
ら
ん
と
」

そ
れ
は
海
旭
の
本
音
だ
っ
た

。

実
際
、
学
究
に
お

い
て
、
雲
来
に
は
い
さ
さ
か
水
を
明
け
ら
れ
て
い
る

じ
く
じ

の
で
は
な
い
か
と
、
内
心
祖
泥
た
る
も
の
が
あ
っ
た

。

梵
語
学
教
授

エ
ル
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壷中に月を求めて

ロ
イ
マ
ン
教
授
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
の
手
ほ
ど
き

を
う
け
な
が
ら
、
遅
々
と
し
て
理
解
が
進
ま
ず
、
こ

れ
で
は
碧
眼
の
学
徒
に
日
本
の
大
乗
教
を
教
え
て
や

れ
る
の
は

一
体
い
つ
に
な
る
こ
と
や
ら
と
思
い
悩
む

毎
日
だ
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
の
雲
来
は
海
旭
よ
り
先
に

当
地
に
や
っ
て
き
た
「
半
年
の
長
」
も
あ
り
、
ロ
ン

ド
ン
大
学
の
ベ
ン
ド
ー
ル
教
授
と
、
ロ
シ
ア
で
出
版

さ
れ
た
梵
語
大
乗
教
の
論
考
に
つ
い
て
議
論
を
闘
わ

せ
て
い
た

。

そ
れ
を
知
る
に
つ
け
、
雲
来
と
の
距
離

は
縮
む
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
広
が
る
の
で
は
な
い

か
と
不
安
を
覚
え
、
そ
れ
は
い
ま
も
つ
づ
い
て
い
た

。

良
き
導
き
の
師
‘
荻
原
雲
来

「
や
は
り
少し
脇
見
を
し
す
ぎ
た
か
も
し
れ
ぬ
」
と

海
旭
は
独
り
ご
ち
な
が
ら
内
心
で
反
省
し
た。
そ
し

て
、
そ
の
せ
い
で
雲
来
に
頼
り
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な

い
と
も
思
っ
た
。
「す
、
す
ま
ん

。

独
有
」
と
海
旭

は
語
り
か
け
た
。
「独
有
」
と
は
荻
原
雲
来
の
号
で

あ
る
。

に
わ
か
に
号
で
呼
ば
れ
て
雲
来
は
身
構
え
た

。

海
旭
か
ら
「
独
有
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
は
、
き
ま
っ

て
海
旭
の
心
中
に
何
事
か
重
要
な
思
念
が
去
来
し
た

証
拠
で
あ
る
こ
と
を
、
浄
士
宗
学
東
京
支
校
（
現
・

芝
中
高
校
）
以
来
の
長
い
付
き
合
い
で
承
知
し
て
い

た
か
ら
だ
。

雲
来
の
見
立
て
の
と
お
り
、
海
旭
は
瞑
目
す
る
と
、

思
案
を
巡
ら
せ
た

。

思
え
ば
、
こ
の
四
年
間
、
自
由
気
ま
ま
に
や
り
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
、
ロ
イ
マ
ン
教
授
に
愛
想
を
つ
か

さ
れ
ず
、
遅
々
で
は
あ
る
が
学
問
に
そ
れ
な
り
の
進

歩
が
み
ら
れ
た
の
は
、
荻
原
雲
来
の
お
か
げ
だ
っ
た
。

ふ
と
、
つ
い

一
週
間
前
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
た。

苦
心
し
て
手
に
入
れ
た
オ
ペ
ラ
座
の
桟
敷
席
の

「
ニー
ベ
ル
ン
ゲ
ン

」
に
聞
き
惚
れ
、
は
ね
た
あ
と

に
居
酒
屋
で

一
杯
や
っ
た
こ
と
で
か
え
っ
て
余
韻
さ

め
や
ら
ず
、
深
更
に
下
宿
の
ア
パ
ー
ト
に
た
ど
り
つ

く
と
、
な
ん
だ
か
自
分
が
主
人
公
の
ジ
ー
グ
フ
リ
ー

ト
に
な
っ
た
気
分
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
屋
上
に
あ
が

っ

て
、
近
所
の
迷
惑
も
か
え
り
み
ず
、
そ
の
夜
の
圧

巻
の
場
面
を
う
ろ
呼
見
え
な
が
ら
、
夜
空
の
月
に
向
か

っ
て
独
唱
し
た
。
夜
風
で
オ
ペ
ラ
の
余
韻
も
い
く
ら
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さ

か
醒
め
た
の
で
、
階
段
を
お
り
て
部
屋
に
も
ど
る
途

中
、
隣
り
の
雲
来
の
部
屋
に
は
簿
ぼ
ん
や
り
明
か
り

が
と
も
っ

て
い
て
、
お
そ
ら
く
机
の書
灯
の
下
で
サ

ン
ス
ク
リ

ッ

ト
の
古
経
文
と
格
闘
を
し
て
い
る
様
子

だ
っ
た
。

と
、
「
海
旭
、
汝
も
浄
土
宗
の
一
学
生
で

は
な
い
か
」
と
静
か
に
諭
す
声
が
聞
こ
え
た
よ
う
に

思
え
、
海
旭
は
酔
い
も
醒
め
、
部
屋
に
戻
る
と
、
書

灯
を
灯
し
て
目
を
こ
す
り
な
が
ら
読
み
さ
し
の
論
文

の
文
字
を
追
い
は
じ
め
た
の
だ
っ
た
。

そ
れ
以
前
に
も
、
こ
ん
な
こ
と
が
幾
度
あ
っ
た
こ

と
か
。

酒
を
く
み
か
わ
し
な
が
ら
社
会
民
主
党
び
い
き
の

田
舎
政
客
と
政
局
を
論
じ
て
お
だ
を
あ
げ
、
あ
る
い

は
カ
ト
リ

ッ

ク
の
不
平
党
の
連
中
と
ロ
ー
マ
教
皇
主

へ
い
だ
ん
が
い

義
の
弊
を
弾
劾
し
て
気
炎
を
あ
げ
、
あ
る
い
は
自
由

思
想
団
の
仲
間
と
ロ
シ
ア
革
命
の
可
能
性
を
論
じ
る

な
ど
し
て
、
帰
宅
が
深
更
に
及
ん
だ
と
き
、
き
ま
っ

て
雲
来
の
部
屋
の
明
か
り
に
諭
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。

面
白
そ
う
な
脇
道
に
誘
わ
れ
て
、
つ
い
つ
い学
問
の

道
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
そ
う
な
こ
と
が
幾
度
も
あっ

た
が
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
踏
み
と
ど
ま
っ
て
、

机
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
彼
の
お

か
げ
で
あ
っ
た
。

雲
来
は
特
段
に
説
教
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
た

だ
ひ
と
り
静
か
に
勉
学
に
い
そ
し
ん
で
い
る
だ
け
な

の
だ
が
、
こ
れ
が
海
旭
に
と
っ
て
は
野
策
と
な
る
の

だ
。

ま
さ
に
荻
原
雲
来
は
十
代
か
ら
の
親
友
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
「
良
き
祁
き
の
師
」
で
も
あ
っ
た
。

（こ
の
項
つ
づ
く
）
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浄土誌上句会

心
川
堤
な
ど
に
ず
ら
り
と
並
ん
だ
も
の
で
な
く
、
孤

立
し
て
四
囲
を
圧
す
る
よ
う
に
枝
を
張
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う

。

山
桜
の
た
ぐ
い
と
見
た
い。

花
が
散
っ
て

っ
て
な
お
大
い
な
る
桜
の
木

●
大

〈
佳
作
〉
髪
切
れ
ば
さ
ら
に
花
冷
ぇ
歩
道
橋

花
の
雲
男
爵
ど
い
う
理
髪
店

飛
び
出
し
て
危
機
一
髪
の
仔
描
か
な

相
沢
遼
子

小
林
苑
を

山
内
桃
児

隣
近
所
、
あ
る
い
は
友
人
達
の
花
見
だ
ろ
う。

妻

も
座
に
加
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

。

理
髪
店
の
主
人

が
下
働
き
を
し
て
い
る
と
見
て
も
よ
い
し
、
誰
か
が

髪
結
い
の
亭
主
を
名
乗
っ
て
い
る
と
見
て
も
よ
か
ろ

う
。

と
に
か
く
面
白
い
作
品
に
な
っ
た。

ロ
髪
結
い
の
亭
主
が
運
ぶ
花
見
膳

●
髪

月
島
恭
子

井
口

吾
郎
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選者＝増田河郎子

駅
の
名
に
大
仏
ど
あ
り
桜
咲
く

酒
あ
り
て
良
き
仲
間
あ
り
花
の
冷
え

〈
佳
作
〉
独
り
居
に
ひ
ど
つ
残
り
し
桜
餅

旦

花
の
下
病
の
癒
ぇ
L

友
の
顔

●
自
由
題

花
の
下
に
座
を
設
け
、
い
ま
宴
会
の
ま
っ
た
だ
中

で
あ
る
。

そ
の
中
に
し
ば
ら
く
病
ん
で
い
た
友
の
顔

が
交
じ
っ
て
い
る

。

顔
色
は
ま
だ
よ
く
な
い
の
か
、

も
う
全
快
と
見
て
よ
い
の
か。

そ
れ
と
な
く
友
の
顔

を
う
か
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。

こ
ど
こ
ど
ど
大
根
煮
つ
め
日
が
暮
れ
ぬ

老
い
五
尺
カ
一
気
に
大
根
引
く

〈
佳
作
〉
大
道
芸
見
下
ろ
し
て
い
る
遅
桜

増
田
信
子

池
田
伊
吹

村
松
芳
郎

山
口
信
子

浜
口
佳
春

も
葉
は
す
で
に
出
て
い
る
の
だ。

間
違
っ
て
も
染
井

吉
野
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
に
違
い
な
い。

松
谷
圭
吾

東

保
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意馬自
＂
題

兼
題

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

誌
上
句
会
〈
編
集
部
選
〉

■
髪

長
い
髪
切
っ
て
見
つ
め
た
赤
い
紙

わ
か
め
干
す
授
長
き
ひ
と
の
影
動
く

皇
后
の
洞
う
白
髪
歴
史
美
る

花
時
の
艶
め
く
髪
や
恋
生
ま
る

父
に
も
あ
っ

た
長
髪
時
代
桃
の
花

風
生
ま
る
髪
に
か
ら
ま
る
桜
薬

身
体
も
髪
内
も
濡
れ
て
花
の
道

■
大

久
か
た
の
豆
大
福
に
ほ
ほ
た
た
き

大
緋
牡
丹
散
り
重
な
り
て
土
に
燃
え

鎖
座
し
て
春
雷
聞
く
や
大
木
魚

締
切
・
ニ
0
―
四
年
六
月
二
十
日

発
表
・

「浄
土
j
二
〇
―
四
年
九
月
号

選
者
・
増
田
河
郎
子

（「南
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

ヽ

o

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
」
誌
上
句
会
係

佐早森
藤乙
雅女懐
喜

子栄人
子

............................................... 

森
懐
人

．

早
乙
女
喜
栄
子
~

飯
島
英
徳

~

佐
藤
雅
子

笠
井
亜
子

長
谷
川
裕

内
藤
隼
人

花
む
し
ろ
大
福
餅
の
粉
を
吹
く

風
光
る
空
の
ま
ん
な
か
大
飛
球

大
あ
く
ぴ
し
て
い
る
う
ち
の
落
花
か
な

恙
な
く
老
人
で
あ
る
化
大
根

曽
祖
父
の
酒
乱
も
見
た
と
大
桜

親
烏
を
大
佐
と
名
づ
け
燕
の
巣

振
り
向
け
ば
露
座
の
大
仏
夏
め
き
ぬ

春
の
蠅
じ
っ
と
動
か
ぬ
大
広
間

腰
低
く
来
る
よ
大
桟
橋
ゆ
れ
て

線
路
沿
い
空
大
き
く
て
桜
か
な

大
き
く
て
丸
く
て
春
の
田
の
池

花
冷
え
や
上
が
り
桓
の
大
時
計

●
自
由
題

春
嵐
三
日
見
ぬ
間
に
花
筏

は
か
な
さ
を
引
き
換
え
に
し
て
桜
か
な

そ
の
昔
女
人
禁
ず
の
山
笑
う

サ
ク
ラ
サ
イ
タ
黒
板
梢
し
叩
い
て
い
る

紙
箱
に
パ
ン
の
押
し
合
う
花
の
昼

仔
犬
来
る
花
に
花
屑
付
け
て
来
る

蒲
公
英
の
ぽ
つ
ぽ
つ
ぽつ
と
微
然
か
な

人
群
れ
て
人
う
な
だ
れ
て
花
筵

右
折
か
ら
不
意
に
花
洛
と
な
り
に
け
り

見
え
て
い
て
辿
り
つ
け
な
い
桜
か
な

松
の
花
ど
こ
歩
い
て
もH
の
当
た
る

春
灯
の
路
地
を
涸
ら
し
て
ゆ
き
に
け
り

吉
本
恵
子

笠
井
亜
子

山
内
桃
児

小
林
苑
を

井
口
吾
郎

袖
岡
篠

柴
田
敦
夫

皆
川
魁
二

濱
野
具
円

平
利

夫

安
藤
治
朗

富
田
武
雄

森
懐

人

n
ょ
乙
女
喜
栄
子

佐
藤
雅
子

島
羽
梓

西
原
規
夫

森
名
智
雄

小
林
苑
を

大
森
栞

山
崎
誠
太
郎

柴
田
道
則

前
島
隆
介

松
山
明
生
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今
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邑-f)'ぃ目
か
ま
ち
よ
し
ろ
う
先
生
作
新
聞
四
コ
マ
漫
画
『ゴ
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
）

oo, 



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 （目煤 ・ 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f~. 本應寺）
粂原恒久（川越・蓮郭寺）
佐藤孝雄（鎌倉 ・ 科徳院）
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．槃J: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. ri運寺）
中島真成 （百山 ・ 梅窓院）
中村康雅 Oi't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（泊巣 ． 勝願寺）
堀田卓文（静岡 ・ 華阻院）
本多義敬（両国・回向院）
真野龍海（大本山泊浄華院）
紬 博之 （網代 ・ 教安寺）
水科善隆（長野・究慶寺）
宮林昭彦（大本山光明寺）
（敬称略 • 五十音順）

姿
よ
き
紫
陽
花
の
身
の
羨
ま
し

先
日
束
京
同
宗
連

（同
和
問
題
と
取
り
組
む

宗
教
者
連
帯
会
議
）
の
仲
問
と
飲
ん
で
い
て
、

あ
る
教
団
の
人
が

「
こ
う
し
た
宗
派
や
教
義
を

超
え
て
気
楽
に
飲
め
る
仲
問
が
い
る
こ
と
っ

て
、
宗
教
者
の
中
で
は
き
わ
め
て
珍
し
い
こ
と

じ
ゃ
な
い
か
な
」
と

言
う
と
、
他
の
人
が

「だ

か
ら
我
々
は
自
分
の
宗
派
の
中
で
は
、
は
み
だ

し
も
の
な
ん
だ
よ
」
と
い
う

言
菓
が
出
て
、

一

同
吹
き
出
し
て
し
ま
っ
た
。

同
和
問
題
の
担
当
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の

宗
派
で
専
門
職
に
な
っ
て
し
ま
い
、
長
い
年
月

代
わ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

。

宗
派
の

中
で
も
同
和
問
迎
は

『
わ
か
っ
た
人
が
や
ら
な

岱
澗

い
と
困
る
問
迎
』
と
い
う
認
識
が
強
く
、
正
に

は
み
出
し
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く

。

連
休
中
の
束
京
新
聞
の
コ
ラ
ム
に
「は
み
出

し
も
の
」

に
つ
い
て
占
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は

本
来
の
植
物
に
つ
い
て
の
こ
と
だ
が
、
発
芽
や

実
り
の
時
期
が
他
の
も
の
と
違
う
ず
れ
た
も
の

が
い
る
の
が
自
然
で
、
そ
う
で
な
く
し
た
の
が

品
種
改
良
の
歴
史
だ
そ
う
だ

。

し
か
し
ず
れ
た

も
の
が
い
る
こ
と
で
、
ど
ん
な
と
き
で
も
そ
の

植
物
が
生
き
残
り
が
出
来
た
の
だ
そ
う
だ

。

「
協
瀾
性
の
な
い
、
非
効
率
だ
と
切
り
捨
て
ら

れ
て
き
た
『
は
み
だ
し
も
の
』
に
潜
む
力
は
、

ど
ん
な
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」

と
新

聞
は
締
め
て
い
る
。

私
も
本
誌
の
編
集
チ
ー
フ
を
受
け
て
今
年
で

ホームページ http://jodo.nejp 
二
十
年
に
な
っ
た。

編
集
と
い
う
仕
m
も
正
に
専

門
職
で
、
な
か
な
か
代
わ
り
の
い
な
い
仕
事
で
も

あ
る

。

そ
し
て
見
事
な
『
は
み
だ
し
も
の
』
に
迎

い
な
い。

こ
の
同
和
と
編
集
と
い
う二
重
の
は
み
だ

し
人
生
、
い
つ
ま
で
続
く
こ
と
だ
ろ
う
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茶道歴30年

應乱で希少な近崖履直札式会礼（中VJ一j＇冒蘭）
6月の茶席によくみられる掛物に 「渓水山風共消」 があります。

耳をすませて谷川のせせらぎを聞きなさい。 それが悟りの人

口だと 。

そんな谷川のせせらぎがllfl こえそうな行II下 • 秋川渓谷の人「l

に、明治41年創業の束京の醤り,,蔵元、 近藤醸造があります。

今回はソイソース （大豆 ソース ） として I仕界に進出 している

日本料理の桔本の調味料、醤袖の紹介です。

近藤醸造の商品名 「キ ッ コーゴ ((().1 ド ii: ) 醤袖」 は、創業者

近藤五郎兵衛の五をと っ ての名だそうです。 厳選した国産大豆

と小麦の麹を自然塩水に仕込み、ゆっく り時間をかけて造られ

た無添加の醤油は、歯湘本来の香り、澄んだ色、風味が刺身・

海苔につけたとき他の醤袖との迩いがわかります。 ちなみに良

い醤袖とは 、 薄めたとき 、 香り、色、味わいが変わらないもの

だと 言われます。

また、無添加の純正醤柑l に良質の鰹だし、みりん、洗双糖で

つくられた甘みを抑えた 「めんつゅ 」 は、然物、すきやき、肉

じゃが等の万能調味料として我が家では大活躍し、 「 丘郎兵衛

醤袖J 共々 20数年使い続けています。 1町 I の食叫こ欠かせない

調味料です。

近藤醸造株式会社・キ ッ コーゴ醤油

東京都あきる野市山田733-1

電話 042-595-1212 (代） FAX 042-596-4151 
営業日時 年中無休 (1 / 1 - 1 /4年始休業） 9:00-19:00 

商品 （税込） 丸大豆醤油 1.e 540円
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