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f
J法
語

念
仏
中
さ
ん
者
は

‘

只
生
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
中
す
べ
し

。

善

人
は
善
人
な
が
ら

、

悪
人
は
悪
人
な
が
ら

、

本
の
ま
ま
に
て
中
す
べ

し
。

（
醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』
）

現
代
語
訳
i
芯
仏
を
称
え
る
人
は

、

た
だ
生
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
で
称
え
な
さ
い
。

善
人
は
善

人
の
ま
ま
、
悪
人
は
悪
人
の
ま
ま
、
本
来
の
自
分
の
ま
ま
で
称
え
な
さ
い

。 ぉ
ヽ
上

Honen Shonin's Sayings 
Those who uller しh e nembutsu should do so 

just as they really are, i.e., in their natural ways 
if they are good, utter the nembutsu as they are 
good, and, if bad, as they are bad. (from Daigo 
Version of the Biography of Honen Shonin) 

言人

゜



解
説

梶
村

上
人
は
よ
く
「
あ
る
が
ま
ま
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
す

。

「
人
の
振
り
見

て
わ
が
振
り
直
せ
」
と
い
う

諺
も
あ
り
ま
す
が
、
い
く
ら
外
面
は
直
せ
て
も
、

や
は
り
A

君
は
ど
こ
ま
で
も

A

君
で
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
は
な
れ
ま
せ
ん。

三
角
の
魂
は
三
角
の
ま
ま
で
円
く
な
れ
、
と
昔
よ
く
聞
か
さ
れ
ま
し
た
が
、

「
あ
る
が
ま
ま
」
で
い
く
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

。

親
悶
型
人
が
8
6

歳
の
時
に

r
tい
い
た
「
白
然
法
爾
の
こ
と
」
は
、
聖
人
の
最
後
に
到
り
沿
い
た
燒

地
と
い
わ
れ
ま
す
が、

こ
の
6
5
0

字
ほ
ど
の

短
い
言
業
の
中
に
「
そ
う
聞
き

ま
し
た
」
と
い
う

言
葉
が
三
阿
も
出
て
き
ま
す

。

法
然
上
人
か
ら
聞
い
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
年
老
い
た
親
閤
聖
人
の
胸
中
に
飛
来
し
た
の
は

、

「
あ

り
の
ま
ま

」
で
い
く
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。

昇
亜
細
亜
大
学
名

誉教
授

Commentary 
Honen Shonin mentioned "as things really are" over and over again. There 1s a 

proverb, "Correct your conduct in the light of those of others", but, however Mr. A 
may correct his superficial features, he cannot transform h血se lf into other 
persons, that is, he is as he originally is. Once it was often pointed out to me that a 
triangle had to become a circle as it was, i.e., without changing its characteristic. 
This advice is supposed to have meant that you can never behave just like others, 
that is, you cannot help conducting just as you really are. Shinran Shonin, Honen's 
disciple and the founder of the True Pure Land sect of Buddhism, when he was 
eighty six years of age, wrote on "Jinen honi", literally, as things really are 
according to the law of nature, wllich is said to have been the stage which Shinran 
finally reached. In this short document of some six hundred and fifty characters, 
Shinran wrote "I heard so" three times. This means, I think, that Shinran heard 
such expressions as "as ti山1gs really are" from Honen. What floated through old 
Shinran's mind on such an occasion nlight have been that we could do not比ng but 
Ii ve as we really we re 

英訳河西良治 中央大学文学部教授



釈
尊
か
ら
始
ま
る
（
二
）

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
法
然
上
人
鑽
仰
会
主
催
講
演
会

花
園i

佐
々
木
閑

の



仏教の基本思想

そ
の
こ
ろ
に
は
、
社
会
の
中
で
、
「
そ
れ
は
違
う
の
で
は
な
い
か
」
、
「
カ
ー
ス
ト
制
度
に
基
づ
く
そ
の

バ
ラ
モ
ン
教
と
い
う
宗
教
は
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
人
が
何
人
も
出
て
き
ま
す
。
一
人

で
は
な
い
で
す

。

そ
う
い
う
人
た
ち
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
教
え
を
認
め
ず
、
も
っ
と
言
う
と
、
梵
天
さ
ん

が
世
界
を
司
っ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
を
認
め
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
新
し
い
宗
教
を
つ
く
る
よ
う
に
なっ

て
い
き
ま
し
た

。

そ
れ
ぞ
れ
が
つ
く
る
宗
教
は
皆
流
れ
が
違
っ
て
い
て
、
言
っ
て
い
る
こ
と
が
ば
ら
ば
ら
で
す
が
、
基
本

的
な
ベ
ー
ス
は
同
じ
で
す

。

そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
バ
ラ
モ
ン
教
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
す。

カ
ー
ス
ト
を
認
め
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
の
思
想
は
、
カ
ー
ス
ト
の
よ
う
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
身

分
で
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
資
質
で
身
分
は
決
ま
ら
な
い
と
い
う
の
が
共
通
し
た
考
え
方
に
な
っ
て
い
っ
た

わ
け
で
す
。

で
は
、
人
の
価
値
が
出
自
、
生
ま
れ
で
決
ま
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
人
の
違
い
、
も
っ
と

言
う
と
、
幸
せ

な
人
と
不
幸
な
人
の
違
い
は
何
が
生
み
出
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

。

バ
ラ
モ
ン
教
の
人
は
「
生
ま
れ
で
す
」
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
と

な
る
と
、
人
の
幸
せ
、
不
幸
の
区
別
は
別
の
と
こ
ろ
に
そ
の
原
因
を
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す。

で
は
、
そ
の
人
た
ち
は
何
を
原
因
と
考
え
る
か
と
い
う
と
、
生
ま
れ
た
と
き
が
全
部
平
等
だ
か
ら
、
も

し
違
い
が
出
る
と
し
た
ら
、
そ
の
違
い
は
生
ま
れ
た
あ
と
に
出
る
。

そ
の
人
が
生
ま
れ
て
か
ら
何
を
し
た

か
と
い
う
、
つ
ま
り

一
人

一
人
の
や
る
こ
と
が
そ
の
人

一
人

一
人
の
幸
せ
の
も
と
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に

考
え
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す

。

で
す
か
ら
、
こ
の
時
代
の
宗
教
家
の
人
た
ち
は
、
我
々
の
幸
せ
は
皆
生
ま
れ
た
あ
と
に
我
々
が
行
う
努

生
き
る
苦
し
み
は
平
等

5
 



カ
の
結
果
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
し
た
。

そ
の
努
力
の
こ
と
を
「
シ
ュ
ラ
ム
」
と
言
い
ま
す
。

こ
の
「
シ
ュ
ラ
ム
」
と
い
う
言
業
か
ら
そ
の
人
た
ち
が
「
シ
ュ
ラ
マ
ナ
」
呼
ば
れ
る

。

こ
れ
が
H

本

語
で
は
「
沙
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
が
日
本
で
は
「
沙
門
」
と
言
っ
た
ら
仏
教
の
お
坊

さ
ん
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
か
。

そ
れ
は
二
千
五
百
年
前
の
イ
ン
ド
で
、
そ
の
反
バ
ラ
モ
ン
教
で
、
「
努
力
」
と
い
う
の
を

一

番
大
事
な
目
標
と
す
る
と
言
い
出
し
た
人
は
全
部
「
沙
門
」
な
の
で
す
が
、
そ
の
「
沙
門
」
た
ち
の
教

え
の
中
で
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は

一
っ
し
か
な
い
か
ら
で
す

。

そ
れ
が
仏
教
で
す
。
だ
か
ら
、
日
本
で

は
「
沙
門
」
と
い
っ
た
ら
仏
教
の
僧
侶
し
か
指
さ
な
い
わ
け
で
す

。

も
し
イ
ン
ド
で
、
今
で
も
「
沙
門
」
と

言
っ
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
の
人
が
そ
れ
に
該
当
し
ま
す

が
、
日
本
に
は
仏
教
し
か
入
っ
て
き
て
い
な
い
の
で
、
仏
教
の
お
坊
さ
ん
の
こ
と
を
「
沙
門
」
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す

。

「
仏
教
も
沙
門
だ
」
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
は
こ
の
「
梵
天
が
世
界
を
司
っ
て
い
る
」
と
い
う
、
世
界

観
を
認
め
な
い
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す

。

そ
し
て
当
然
、
そ
の
梵
天
を
も
と
に
し
て
生
ま
れ
た
人
間
の
差
別
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
違
い
と
い
う

も
の
は

一
切
認
め
て
い
な
い
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
で
確
定
を
す
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
仏
教
は
人
が
生
ま
れ
た
と
き
に
は
全
部
平
等
だ
と
ま
ず
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

こ
う
し
て
仏
教
が
生
ま
れ
て
き
た
元
の
理
由
が
わ
か
り
、
も
と
の
世
界
が
わ
か
る
と
、
仏
教
と
い
う
宗

教
も
わ
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

。

も
う

一
度
ま
と
め
て
言
い
ま
す
と
、
ま
ず
、
こ
の
世
を
司
っ
て
い
る
梵
天
の
よ
う
な
特
別
な
神
様
は

い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が

一
っ
、
そ
れ
か
ら
、
こ
の
世
界
の
中
で
生
ま
れ
て
く
る
我
々
は
す
べ
て
生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
の
が

一
っ
、
こ
れ
が
基
本
中
の
基
本
で
す

。

6
 



仏教の基本思想

そ
の
我
々
が
そ
の
中
で
幸
せ
を
つ
か
む
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か。

そ
れ
は
外
側
の
血
筋
や
家

系
に
頼
っ
て
も
、
何
も
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
生
ま
れ
た
あ
と
に
そ
の
人
が
自
分
で
何
を
す
る
か
と
い

う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す

。

こ
う
い
う
要
索
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

次
に
、
釈
迦
と
い
う
人
は
そ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
で
仏
教
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
方
針
に
従
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
わ
け
で
す
。

そ
れ
で

一
っ
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
釈
迦
は
「
人
間
は
す
べ
て
平
等
」
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
実
は
「
私
た
ち
は
皆
平
等
な
の
だ
か
ら
幸
せ
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
大
事
で
す

。

つ
ま
り
、
平
等
主
義
と
い
う
の
は
、
皆
が
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
皆
が
平
等
に
な
る
と
考

え
る
こ
と
は
、
差
別
が
あ
る
と
考
え
る
世
界
よ
り
は
ま
し
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

。

し
か
し
、
皆
が
平
等
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
皆
が
幸
せ
に
平
等
な
の
か
と
い
う
と
、
全
然
そ
ん
な
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
釈
迦
は
ど
う
考
え
た
の
か
と
い
う
と
、
全
く
反
対
の
こ
と
を
考
え
ま
し
た。

釈
迦
は
、
我
々
は
す
べ
て
平
等
に
不
幸
だ
と
言
っ
た
の
で
す
。

カ
ー
ス
ト
制
を
否
定
し
ま
す
と
、
全
部

平
等
で
す

。

だ
か
ら
、
皆
我
々
は
、
バ
ラ
モ
ン
と
同
じ
よ
う
に
幸
せ
な
の
だ
と
い
う
の
は
、

”

平
等
幸
せ

論
“
で
す
。

し
か
し
、
釈
迦
が
言
っ
た
の
は
そ
う
で
は
な
い
。

カ
ー
ス
ト
な
ん
か
あ
り
え
ま
せ
ん
が
、
人
間
は
平
等

に
最
低
に
不
幸
だ
と
い
う
の
で
す

。

こ
れ
が
仏
教
の
平
等
論
な
の
で
す

。

な
ぜ
そ
う
な
の
か

。

先
ほ
ど
生
物
の
系
統
樹
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
我
々
が
生
き
て
い
る
生
き

物
で
あ
る
か
ら
、
生
物
で
あ
る
か
ら
で
す
。

生
物
と
生
物
で
な
い
も
の
と
の
違
い
は
何
か
と
い
う
と
、
生
物
と
い
う
の
は
死
ぬ
と
い
う
こ
と
で
す

。

無
生
物
は
死
な
な
い

。

私
た
ち
は
生
き
て
い
る
と
皆
言
っ
て
い
ま
す
が
、
生
き
て
い
る
と
い
う
言
業
を
裏

7
 



返
し
て
言
え
ば
、
死
に
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
死
ぬ
道
を
我
々
は
歩
ん
で
い
る
わ
け
で
す。

我
々
は
生
き
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
は
必
ず
次
第
に
衰
退
し
て
、
そ
し
て
最
後
に
死
を
迎

え
る
と
い
う
運
命
を
た
ど
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
と
全
く
同
じ
意
味
で
す

。

我
々
が
生
き
て
い
る
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
な
の
で
す

。

で
は
、
そ
れ
は
幸
せ
な
の
か
と
い
う
話
で
、
私
た
ち
は
多
分
石
よ
り
も
不
幸
だ
と
い
う
の
で
す

。

も

ち
ろ
ん
、
石
は
自
分
で
は
何
も
考
え
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
我
々
人
間
は
少
な
く
と
も
石
よ
り
は
不

幸
で
す

。

で
は
、
顕
微
鏡
の
中
で
動
い
て
い
る
ゾ
ウ
リ
ム
シ
と
我
々
人
間
様
と
は
ど
っ
ち
が
幸
せ
な
の
か
と
い

う
と
、

一
応
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
気
持
ち
に
な
っ
て
言
い
ま
す
と
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
私
と
し
ま
し
て
は
、
毎

日
目
の
前
に
あ
る
え
さ
を
食
べ
て
、
え
さ
が
な
い
と
き
に
は
じ
っ
と
し
て
、
ま
た
目
の
前
に
え
さ
が
来

た
ら
パ
ク
ッ
と
食
べ
て
、
時
々
細
胞
分
裂
を
し
て
、
そ
し
て
知
ら
な
い
う
ち
に
、
あ
る
と
き
死
に
ま
す。

し
か
し
、
こ
の
人
生
、
と
い
う
か
“
虫
生
”
の
中
で
は
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
は
自
分
の
死
を
自
覚
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
す

。

と
こ
ろ
が
、
生
命
体
の
中
で
自
分
の
死
を
あ
ら
か
じ
め
予
測
し
て
、
自
覚
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
自

分
の
運
命
と
し
て
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
生
物
は
、
世
界
に

一
種
類
し
か
な
い

。

そ
れ

は
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
だ
け
で
す

。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
頭
が
い
い
か
ら
で
す
。

非
常
に
立
派
な
頭
脳
を
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
が

論
理
思
考
あ
る
い
は
推
論
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
行
う
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す

。

だ
か
ら
人
間

は
ほ
か
の
生
物
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
の
で
す

。

な
ぜ
負
け
な
い
の
か
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
将
来
を
予
測
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
対
処
す
る
能
力
が
あ
る

か
ら
、
ほ
か
の
動
物
が
何
も
考
え
な
い
で
動
い
て
い
る
の
を
全
部
キ
ャ
ッ
チ
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す

。
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仏教の基本思想

し
か
し
、
よ
か
っ
た
、
よ
か
っ
た
、
人
間
様
は
偉
い
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の

予
測
能
力
に
よ
っ
て
我
々
が

一
番
理
解
を
し
て
し
ま
う
恐
ろ
し
い
事
実
は
、
自
分
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
で

す
。

し
か
も
、
死
ぬ
時
期
ま
で
予
測
で
き
ま
す
。

百
年
ぐ
ら
い
が
限
度
で
、
絶
対
百
五
十
年
に
は
な
ら
な
い
。

そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
百
五
十
年
生
き
る
人
は
い
な
い
か
ら
で
す
。

私
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
例

外
か
も
し
れ
な
く
て
、
私
だ
け
は
百
五
十
年
生
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
三
百
年
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
あ

と

二
百
年
ぐ
ら
い
生
き
ま
す
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
思
え
な
い

。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
や
ひ
い
お
ば
あ
さ
ん
、
ひ
い
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
や
ひ
い
ひ
い
お

ば
あ
さ
ん
、
皆
死
ん
で
い
ま
す

。

周
り
に
百
五
十
年
生
き
て
い
る
人
は
だ
れ
も
い
ま
せ
ん

。

も
し
人
間
に

例
外
が
い
て
、
死
な
な
い
人
間
が
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
ど
こ
か
に
い
る
は
ず
な
の
だ
け
れ
ど

も
、
ど
こ
を
探
し
て
も
い
な
い

。

そ
し
て
も
う

一
っ
、
そ
れ
は
自
分
の
体
に
変
化
が
起
こ
る
か
ら
で
す。

自
分
の
体
が
十
年
ご
と
に
見
て

み
て
も
、
確
実
に
年
老
い
て
老
化
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る

。

も
し
私
が
、
二
十
年
、
三
十
年
た
っ
て
も

何
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
私
だ
け
は
違
う
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
間
違
い
な
く
老

化
し
て
い
ま
す

。

こ
う
い
う
ふ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
証
拠
を
積
み
重
ね
る
中
で
、
我
々
は
自
分
が
絶
対
死
ぬ
と
い
う
こ

と
を
自
覚
し
て
生
き
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
人
間
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
で
す。

そ
し
て
、
死
ん
だ
と
き
に
、
す
べ
て
の
人
生
の
持
ち
物
や
自
分
と
い
う
も
の
、
自
分
の
所
有
物
を
全
部

手
放
し
て
、
「
私
は

一
体
ど
こ
に
い
く
の
か
」
と
い
う
不
安
に
な
る
の
で
す

。

こ
う
い
っ
た
確
信
が
私
た

ち
の
根
底
に
、
い
つ
も
は
忘
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
心
の
底
に
あ
っ
て
、
苦
し
む
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
お
釈
迦
様
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
は
、
カ
ー
ス
ト
が
上
だ
ろ
う
が
下
だ
ろ
う

, 



が
、
王
様
だ
ろ
う
が
貧
乏
人
だ
ろ
う
が
、
生
き
物
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
の
苦
し
み
は
、
全
部
平
等
な

の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
仏
教
の
平
等
主
義
で
す

。

こ
れ
は
非
常
に
重
い
概
念
で
、
た
だ
単
に
、
お
金
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
話
で
は
な

く
、
ど
ん
な
人
間
に
も
必
ず
つ
い
て
回
り
、
絶
対
に
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
苦
し
み
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
こ
れ
が
仏
教
の
平
等
主
義
と
い
う
わ
け
で
す。

で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
平
等
主
義
の
前
で
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
こ
の
カ
ー
ス
ト
制
度
な
ど
と
い
う
も

の
は
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
い
ま
す

。

こ
う
し
て
釈
迦
が
見
た
世
界
観
と
い
う
の
は
、
苦
し
み
で
満
ち
て
い

て
、
悲
観
的
な
世
界
な
の
で
す

。

そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
「
そ
う
で
す
」
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
も
う
あ
と
は
絶
望
す
る
だ
け
で
す
か
ら
、

人
間
が
生
き
て
い
く
力
は
出
な
い
わ
け
で
す

。

私
た
ち
は
そ
う
い
う
こ
と
を
皆
知
っ
て
い
ま
す

。

こ
こ
に
お
ら
れ
る
方
は
全
貝
、
私
た
ち
人
間
は
不

幸
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
割
に
結
構
の
ん
き
な
方
も
お
ら
れ
ま
す

。

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
我
々
の
脳
は
死
に
行
く
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
す

。

お
い
し
い
ご
飯
が
目
の
前
に
あ
れ
ば
、
自
分
が
い
ず
れ
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
い

ま
す

。

も
し
こ
の
能
力
が
な
か
っ
た
ら
、
人
間
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
全
員
絶
望
し
て
死
ん
で
い
ま
す。

認
知
症
は
悪
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
認
知
症
に
は
認
知
症
の
役
割
も
あ
り
ま
す

。

自
分
の
寿
命
が
だ

ん
だ
ん
縮
ん
で
い
く
様
子
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
老
人
の
時
代
に
お
い
て
、
認
知
症
は
そ
れ
を
救
っ

て
く
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す

。

我
々
は
H

先
の
小
さ
な
こ
と
で
大
き
な
苦
し
み
を
忘
れ
る
よ
う
に
脳
が
働
い
て
く
れ
る
の
で
す

。

そ

の
お
か
げ
で
何
と
か
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す。

だ
か
ら
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
と
、
例
え
ば
、
う
つ
病
に
な
り
ま
す

。

う
つ
病
に
な
り
ま
す
と
、

IO 



仏教の基本思想

こ
れ
は
私
の
考
え
で
す
か
ら
、
医
学
的
な
根
拠
で言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
が
、
D

々
の
小
さ
な
事

柄
で
自
分
の
心
の
苦
し
み
が
消
せ
な
く
な
っ
て
く
る。
そ
う
い
う
能
力
が
役
に
立
た
な
く
な
っ
て
く
る。

そ
う
す
る
と
、
我
々
の
本
当
の
生
き
る
苦
し
み
が
表
に
出
て
き
て
し
ま
う
。

こ
れ
が
私
は

一
種
の
う
つ

病
の
人
た
ち
の
姿
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す

。

私
も
昔
実
は
ち
ょ
っ
と
う
つ
病
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す

。
だ
か
ら
、
死
ぬ
ま
で
忘
却
し
て
、
ず
っ
と
忘
れ
て
い
る
な
ら
い
い
の
で
す
。

毎
日
お
い
し
い
も
の
を
食

べ
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
、
そ
し
て
、
あ
る
n

ぼ
っ
く
り
逝
っ
た
ら
、
そ
れ
は
幸
せ
で
す。

し
か
し
、
人
は
そ
う
は
い
か
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
次
第
に
寿
命
が
縮
ん
で
い
く
こ
と
が
自
分
で
わ
か

る
し
、
次
第
に
老
化
し
て
い
る
自
分
の
姿
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す。

そ
う
す
る
と
、
だ
ん
だ
ん
心
の
底
か
ら
、
若
い
と
き
に
開
し
て
お
い
た
生
き
る
苦
し
み
が
だ
ん
だ
ん
表

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
す

。

そ
れ
が
年
を
と
れ
ば
と
る
ほ
ど
、
我
々
が
生
病
老
死
と
い
う
も
の
の
苦
し

み
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す

。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
人
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
。

死
ぬ
ま
で
幸
せ
に
生
き
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う

。

し
か
し
、
多
く
の
人
た
ち
は
や
が
て
年
を
と
っ
て
い
く
中
で
だ
ん
だ
ん
悟
っ
て
い
く
わ
け
で
す。

お
釈
迦
様
は
こ
の
感
詑
が
人
並
み
は
ず
れ
て
俊
れ
て
い
た
の
で
す。
だ
か
ら
、
十
歳
、
二
十
歳
の
こ
ろ

に
既
に
そ
れ
を
感
じ
た
の
だ
と
思
い
ま
す

。

私
た
ち
な
ら
ば
、
八
卜
、
九
卜
、
百
に
な
っ
た
と
き
に
そ
れ

を
感
じ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
釈
迦
様
は
早
め
に
感
じ
て
、
そ
の
苦
し
み
を
逃
れ
る
道
が
あ
る
か
と

考
え
て
、
見
出
し
て
く
れ
た
の
が
仏
教
と
い
う
宗
教
で
す

。

（
つ
づ
く
）
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会いたい人

文
楽
人
形
遣
い
で
、
登
場
の
瞬
間
に
客
席
か
ら
決

ま
っ
て
拍
手
が
起
こ
る
の
は
、
人
間
国
宝
の
吉
田
袋

助
、
そ
の
裔
弟
の
桐
竹
勘
十
郎
‘
そ
し
て
来
年
玉
男

た
ま
め

襲
名
が
決
ま
っ
て
い
る
吉
田
玉
女
く
ら
い
だ
ろ
う

。

わ
ざ

こ
の
拍
手
、
観
客
が
日
ご
ろ
そ
の
技
の
み
ご
と
さ

に
感
じ
入
っ
て
の
信
用
な
の
は
勿
論
だ
が
、
人
形
を

構
え
た
姿
の
美
し
さ
と
、
そ
の
人
間
性
‘
ふ
と
し
た

動
き
に
現
れ
る
品
格
と
、
そ
こ
に
自
然
と
に
じ
み
出

る
色
気
と
を
敏
感
に
受
け
留
め
る
か
ら
な
の
だ
ろ

う
。

そ
れ
が
人
気
と
い
う
も
の
ら
し
い

。

勘
十
郎
さ
ん
が
言
う

。

「
『
品
と
色
気
は
売
っ
て
な
い
』
と言
わ
れ
て
い
ま

す
よ
ね

。

ど
っ
か
に
売
っ
て
へ
ん
か
な
ぁ
、
お
金
で

買
え
る
も
の
な
ら
買
い
に
行
き
た
い
‘
っ
て
自
分
ら

で
は
よ
う
言
っ
て
ま
す

。

似
た
言
菓
で
『
花
が
あ
る
』

と
い
う
の
も
、
品
と
色
気
の
こ
と
で
し
ょ
う
ね

。

つ

ま
り
は
こ
れ
も
買
え
ま
せ
ん

。

亡
く
な
っ
た
玉
男
師
匠
が

立
役
を
遮
っ
て
い
る

と
、
あ
あ
、
男
の
色
気
が
あ
る
な
ぁ
、
と
思
っ
た
し
、

う
ち
の
笈
助
師
匠
が
女
方
を
迎
う
と
、
た
だ
出
て
る

だ
け
で
香
気
と
光
を
放
つ
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う

。

じ
っ
と
し
て
る
だ
け
で
そ
こ
に
何
か
輝
く
も
の
が
出

る
ん
で
す
ね

。

お
客
様
か
ら
‘
笈
助
師
匠
の
迎
っ
て

い
る
人
形
だ
け
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
て
て
い
る

ん
で
す
か
？
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
勿
論

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に

見
え
る
っ
て
す
ご
い
こ
と
や
な
ぁ
、
と
つ
く
づ
く
思

い
ま
す

。

僕
も
早
う
そ
う
な
り
た
い
と
思
っ
て
ま
し

た
。

人
形
と

一
体
化
し
て
役
に
な
り
切
る
‘
と
言
い
ま

す
け
ど
、
主
迎
い
と
し
て
顔
を
出
し
て
人
形
を
迎
っ

て
い
る
と
‘
遣
う
て
る
人
形
の
役
が
怒
っ
て
る
と
き

は
自
分
も
怒
っ
て
る
顔
‘
悲
し
ん
で
る
と
き
は
自
分

も
悲
し
ん
で
る
顔
に
な
っ
て
し
ま
う

。

先
輩
か
ら
、

お
前
‘
そ
ん
な
顔
す
る
ん
や
っ
た
ら
、
人
形
い
ら
ん

で
ぇ
‘
っ
て
よ
う
言
わ
れ
て
（
笑
）
、
も
っ
と
ポ
ー

カ
ー
フ
ェ
イ
ス
に
な
ら
な
あ
か
ん
、
と
思
っ
た
も
の

で
し
た
」

最
近
の
勘
十
郎
さ
ん
の
舞
台
に
は
、
熟
達
の
余
裕

が
も
た
ら
す
風
格
が
漂
い
、
苦
み
走
っ
た
男
の
色
気
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文楽の人形は、首と右手を操作する主遣い、
左手を操作する左遺い 、 脚を操作する足遺い
で動かされている

が
感
じ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
九
月
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ヘ

ン
リ
ー
四
世
』
と
『
ウ
イ
ン
ザ
ー
の
陽
気
な
女
房
た

ふ
あ
る
す
の
た
ゆ
う

ち
』
を
文
楽
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
『
不
破
留
寿
之
太
夫
』

が
上
演
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
全
員
が
頭
巾
を
か
ぶ
っ

た
黒
衣
姿
だ
っ
た
。
新
作
の
場
合
‘
た
と
え
ば
数
年

前
に
大
阪
で
観
た
『
夫
婦
善
哉
』
の
と
き
も
最
終
硲

ま
で
人
形
追
い
が
顔
を
出
さ
ず
、
こ
の
ほ
う
が
気
が

散
ら
な
い
で
ド
ラ
マ
に
打
ち
こ
め
て
い
い
、
と
す
る

お
客
と
、
や
は
り
顔
が
見
え
な
い
と
物
足
り
な
く
て

欲
求
不
満
に
な
る
、
と
い
う
お
客
が
半
々
の
よ
う
だ

っ
た
。
私
は
後
者
。

か
な
り
前
の
話
に
な
る
が
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ
の
操
り

人
形
劇
『
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』
を
観
た
と
き
に
‘
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会いたい人

最
初
の
う
ち
こ
そ
人
形
自
体
が
あ
ま
り
に
精
巧
に
で

き
て
い
て
引
き
つ
け
ら
れ
た
が
、
音
は
オ
ペ
ラ
の
テ

ー
プ
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
形
の
動
き
に
遣
い
手
の

個
性
が
感
じ
ら
れ
ず
、
途
中
で
飽
き
て
き
て
し
ま
っ

た
。
そ
こ
へ
行
く
と
文
楽
は
大
夫
・

三
味
線
・

人
形

の
三
業
が
ナ
マ
で
し
の
ぎ
を
削
り
合
う
と
こ
ろ
が
す

ご
い
し
、
な
ん
と
も
ぜ
い
た
く

。

そ
れ
で
『
不
破
留
寿
之
太
夫
』
。

,
9
と
{
•
だ
ゆ
う

ま
ず
豊
竹
英
大
夫
以
下
の
と
ぼ
け
た
味
の
掛
け
合

い
の
語
り
口
が
洒
落
て
面
白
か
っ
た。

ま
た
作
曲
の

鶴
沢
情
治
が
指
揮
者
の
よ
う
に
指
示
を
与
え
る
三
味

線
の
演
奏
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
最
初
に
い
つ
も
聴

き
慣
れ
な
い
ス
ー
ツ
と
い
う
セ
ロ

の
よ
う
な
静
か
な

音
が
流
れ
た
と
き
は
不
意
を
突
か
れ
て
ゾ
ク
ゾ
ク
と

ふ
と
ざ
お

鳥
肌
の
立
つ
感
動
を
覚
え
た
。
一
人
が
太
悼
の
文
楽

三
味
線
を
胡
弓
の
よ
う
に

立
て
て
構
え
、
弓
で
演
奏

す
る
の
だ
が
、
胡
弓
よ
り
も
深
い
精
神
性
を
湛
え
た

不
思
議
な
音
色
に
、
す
っ
か
り
心
奪
わ
れ
た

。

そ
し
て
肝
心
の
勘
十
郎
さ
ん
の
迎
う
不
破
留
寿
之

太
夫

。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
フ
ォ
ル
ス
タ
ッ
フ
は

大
酒
飲
み
の
太
っ
ち
ょ
で
、
好
色
で
、
な
ぜ
か
自
信

た
っ
ぷ
り
で
、
人
妻
二
人
に
同
じ
文
面
の
恋
文
を
送

り
つ
け
て
失
敗
し
、
大
恥
を
か
い
た
り
す
る

。

文
楽

の
不
破
留
寿
も
同
様
だ
が
、
主
君
の
春
若
か
ら
所
払

い
に
さ
れ
て
呆
然
と
な
り
な
が
ら
も
、

「名
営
と
は

何
じ
ゃ
、
言
葉
じ
ゃ
、
言
薬
は
空
気
じ
ゃ
、

空
し
い

も
の
じ
ゃ
」

と
う
そ
ぶ
き
、
名
営
の
た
め
に
あ
く
せ

く
せ
ず
に
愉
快
に
楽
し
く
生
き
て
い
こ
う
、
と自
ら

を
励
ま
し
、
意
気
揚
々
と
客
席
に
降
り
て
き
て
左
右

の
お
客
に
愛
嬌
を
振
り
ま
き
な
が
ら
後
方
の
扉
に
消

え
て
ゆ
く

。

そ
の
と
き
の
伴
奏
が
先
ほ
ど
の
太
悼
胡

弓
の
奏
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
民
謡
の

「グ
リ
ー
ン
・

ス
リ
ー
ブ
ス
」

の
一
部
を
取
り
入
れ
た
曲
で
、
そ
の

哀
調
と
、
勘
十
郎
さ
ん
の
不
破
留
寿
人
形
の
派
手
な

動
き
と
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
強
く
心
に
し
み
て
‘
客
席

に
い
つ
も
と
異
な
る
興
術
が
湧
き
起
っ
た

。

私
は
黒
衣
の
中
の
勘
十
郎
さ
ん
が
懸
命
に
内
心
の

得
意
を
か
く
し
て
ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
イ
ス
を
装
う

顔
を

客
席
で
想
像
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
目
に
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
何
と
も
も
ど
か
し
い
感
じ
が
し
た
も
の
だ

15 



「女
殺
油
地
獄
」
で
与
兵
衛
を
遺
う
勘
十
郎
さ
ん
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会いたい人

っ
た
。

「
ま
ぁ
、
出
追
い
を
好
ま
れ
る
お
客
さ
ん
の
ほ
う
が

多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
‘
今
度
の
不
破
留
寿

の
人
形
は
あ
の
太
鼓
腹
で
と
り
わ
け
大
き
い
で
す
か

ら
ね
‘
引
っ
こ
み
で
客
席
を
歩
く
と
き
は
も
う
ク
タ

ク
タ
（
笑
）
、
ひ
ど
い
顔
に
な
っ
て
る
と
思
い
ま
す

か
ら
ち
ょ
う
ど
よ
か
っ
た
ん
で
す
わ
。

に
い

そ
れ
に
し
て
も
清
治
兄
さ
ん
の
あ
の
曲
‘
よ
か
っ

た
で
し
た
で
し
ょ
う
。
あ
の
楽
器
は
三
味
線
の
裏
の

皮
に
線
香
の
火
を
あ
て
て
ま
あ
る
＜
穴
を
あ
け
た
も

の
で
、
そ
れ
を
弓
で
演
奏
す
る
と
あ
な
い
な
き
れ
い

な
音
色
に
な
る
ん
で
す
。
終
り
の
段
切
れ
の
曲
は
聴

い
て
て
う
っ
と
り
さ
せ
ら
れ
ま
す
わ
」

文
楽
が
西
洋
も
の
を
取
り
上
げ
た
例
は
今
回
が
初

め
て
で
は
な
い
。
最
初
は
昭
和

三
十

一
年
の
『
お
蝶

夫
人
』
で
、
私
は
そ
れ
を
観
て
い
る
。
青
い
眼
の
ピ

ン
カ
ー
ト
ン
と
可
愛
い
蝶
々
さ
ん
が
抱
き
合
っ
て
ロ

づ
け
を
す
る
と
こ
ろ
で
は
‘
客
席
の
母
も
私
も
本
当

に
び
っ
く
り
し
た
。
続
い
て
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
『
椿

姫
』
が
上
演
さ
れ
、
平
成

二
年
『
石
の
花
』
、
同
四

て
ん
ぺ
す
と
？
ら
し
の
ち
は
れ

年
『
天
変
斯
止
嵐
后
昭
』
と
続
く
。
私
は
平
成二
十

一
年
の
『
天
変
斯
止
』
の
再
演
を
観
た
が
‘
舞
台
美

術
の
素
晴
ら
し
さ
‘
構
成
の
確
か
さ
‘
終
幕
へ
向
け

て
の
収
紋
の
さ
せ
方
の
み
ご
と
さ
と
‘
そ
の
豊
か
な

音
楽
性
に
お
い
て
、
『
不
破
留
寿
』
は
よ
り
素
敵
な

作
品
に
仕
上
が
っ
た
と
思
う
。

「
こ
れ
を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
国
イ
ギ
リ
ス
で
上
演

し
た
い
も
の
で
す
ね
。
ど
ん
な
顔
し
て
観
て
く
だ
さ

る
か
楽
し
み
で
す
」

旅
公
演
と
そ
の
国
の
お
い
し
い
ワ
イ
ン
と
、
そ
れ

に
も
増
し
て
文
楽
を
心
か
ら
愛
す
る
勘
十
郎
さ
ん

は
、
九
月
の
東
京
公
演
を
終
え
て
す
ぐ
、
ス
イ
ス
公

演
へ
と
旅
立
っ
て
行
っ
た
。
演
目
は
お
里
沢
市
の
夫

婦
愛
の
物
語
『
壷
坂
霊
験
記
』
と
勘
卜
郎
さ
ん
の
十

八
番
で
八
重
垣
姫
に
狐
が
乗
り
移
る
『
十
種
香
』
の

奥
庭
狐
火
の
段
。
そ
し
て
、
清
姫
が
安
珍
を
追
う

『
日
高
川
入
相
花
王
』
。

勘
卜
郎
さ
ん
は
昭
和
二
十
八
年
三
月
、
二
代
目
桐

竹
勘
十
郎
の
長
男
と
し
て
大
阪
で
生
ま
れ
た
。
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勘
十
郎
さ
ん
が
小
学
校
6

年
生
の
時
に
描
い
た
師
匠
の
吉
田
簑
助
さ
ん

笈助〉℃づャん
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会いたい人

月
足
ら
ず
の
超
未
熟
児
で
、
生
ま
れ
た
と
き
は
呼

吸
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
産
院
の
先
生
が
足
を
持
っ
て
ぶ
ら
下
げ
て
振
っ
た

ら
、
初
め
て
産
声
を
あ
げ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、

私
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
父
よ
り
も
早
く
対
面
し
た

の
が
う
ち
の
簑
助
師
匠
だ
っ
た
と
い
う
の
も
、
も
の

す
ご
い
因
縁
を
感
じ
ま
す
ね
。
師
匠
は
当
時
十
九
歳

で
、
舞
台
で
手
の
離
せ
な
い
父
に
言
わ
れ
て
様
子
を

見
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
産
院
に
行

い
て
、
こ
こ
や
と
言
わ
れ
て
も
私
が
見
当
ら
な
い
。

よ
く
よ
く
見
た
ら
新
生
児
用
の
寝
床
の
四
隅
に
骰
か

れ
た
湯
た
ん
ぽ
の
か
げ
に
、
小
さ
い
小
さ
い
私
が
い

た
。
『
お
前
、
ほ
ん
ま
に
小
さ
か
っ
て
ん
で
ぇ
、
自

分
で
党
え
て
へ
ん
や
ろ
け
ど
な
』
っ
て
（
笑
）
、
当

り
前
で
す
わ
。
『
指
な
ん
か
マ
ッ
チ
棒
く
ら
い
や
っ

た
ん
や
で
』
っ
て
言
わ
れ
ま
す
け
ど
、
ま
さ
か
、
中

に
骨
も
あ
り
ま
す
し
、
い
く
ら
何
で
も
も
う
ち
ょ
っ

と
は
太
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
ん
な
こ

と
か
ら
私
は
師
匠
を
ず
っ
と
簑
助
兄
ち
ゃ
ん
と
呼
ん

で
育
ち
ま
し
た

。

私
が
小
学
六
年
生
の
と
き
に
描
い

た
『
簑
助
兄
ち
ゃ
ん
』
の
絵
が
今
も
あ
り
ま
す
が
、

に
に
ん
か
C
ろ

師
匠
が
『
二
人
禿
』
を
遣
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
絵
を
描
く
こ
と
が
大
好
き
で
、
小
学
生
の
こ
ろ

は
将
来
漫
画
家
に
な
り
た
い
、
と
思
っ
て
ま
し
た
」

勘
十
郎
さ
ん
が
幼
い
こ
ろ
は
、
文
楽
が

三
和
会
と

因
会
に
分
裂
し
て
い
て
、
父
二
代
目
勘
十
郎
は
三
和

会
に
属
し
て
い
た
。

「
当
時
、
文
楽
は
隆
盛
と
は言
え
ず
に
貧
し
い
生
活

だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
も
私
と
二
つ
上
の
姉

（
女
優
の三
林
京
子
）
と
は
ま
ぁ
不
自
由
な
く
育
て

て
も
ら
い
ま
し
た

。

母
は
、
こ
の
子
は
絶
対
に
人
形

逍
い
に
は
さ
せ
ん
と
こ
、
と
思
っ
た
そ
う
で
、
な
る

ん
や
っ
た
ら
三
味
線
弾
き
に
、
と
言
っ
て
ま
し
た
。

三
味
線
弾
き
な
ら
人
に
教
え
ら
れ
る
し
‘
踊
り
の
会

に
も
頼
ま
れ
ま
す
か
ら

。

そ
れ
で
、
父
が
大
阪
の
公
演
の
と
き
、
母
は
お
客

様
と
の
応
対
に
劇
場
へ
出
か
け
な
く
て
は
い
け
な
い

の
で
す
が
、
子
供
二
人
を
家
に
残
し
て
は
行
け
な
い

の
で
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ

一
緒
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら

っ
て
、
私
は
楽
屋
で
遊
ん
だ
り
、
客
席
を
走
り
ま
わ
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っ
て
叱
ら
れ
た
り
し
て
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
道
頓

堀
の
文
楽
座
に
は
二
階
席
が
あ
っ
て
い
つ
も
ガ
ラ
ガ

ラ
で
し
た
ん
で
、
そ
こ
が
私
の
格
好
の
遊
び
場
で
、

赤
い
手
摺
に
お
も
ち
ゃ
の
自
動
車
を
走
ら
せ
た
り
し

て
ま
し
た
。
舞
台
で
は
山
城
少
橡
を
は
じ
め
と
し
て
、

吉
田
文
五
郎
師
匠
と
か
、
鉾
々
た
る
方
々
が
熱
演
し

て
お
ら
れ
る
の
に
で
す
よ
（
笑
）
。
お
い
、
あ
れ
、

誰
の
子
ぉ
や
‘
勘
十
郎
は
ん
と
こ
の
子
ぉ
や
が
な
、

ま
た
来
て
ん
の
か
い
な
‘
っ
て
感
じ
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
わ
」

そ
の
う
ち
‘
小
学
校
入
学
と
な
る
。

「
先
生
か
ら
、
お
父
さ
ん
何
し
て
ま
す
か
？
と
訊

か
れ
て
、
親
の
職
業
調
査
で
す
ね
。
あ
の
、
な
ん
か

人
形
を
こ
な
い
し
て
持
っ
て
‘

一
緒
に
踊
っ
て
ま
す
‘

な
ん
て
（
笑
）
。
よ
っ
ぽ
ど
ア
ホ
や
っ
た
ん
で
す
ね
。

学
校
で
は
い
じ
め
ら
れ
っ
ば
な
し
で
、
勉
強
が
嫌
い

で
学
校
へ
行
く
の
が
い
や
で
し
た
」

姉
上
の
三
林
京
子
さ
ん
に
、
明
治
座
の
楽
屋
で
当

時
の
勘
十
郎
さ
ん
の
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た

。

「
だ
っ
て
、
い
じ
め
ら
れ
る
要
素
が
揃
っ
て
ま
し
た

も
の

。

小
さ
い
し
、
気
は
弱
い
し
、
右
の
頬
に
大
き

な
黒
子
は
あ
る
し
‘
で
す
か
ら

。

い
つ
も
か
ば
っ
て

ま
し
た
け
ど
、
私
が
卒
業
し
て
弟
が
六
年
生
に
な
っ

た
ら
、
い
っ
ぺ
ん
に
い
じ
め
が
集
中
し
た
そ
う
で
す
。

で
も
勉
強
は
嫌
い
だ
っ
た
け
ど
、
I
Q

は
学
年
で

一

番
で
し
た
か
ら
、
元
々
頭
は
よ
か
っ
た
ん
で
す
ね
」

勘
十
郎
さ
ん
が
笑
っ
て
言
う

。

「兄
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
姉
ち
ゃ
ん
で
し
た
か
ら
ね
。

と
っ
て
も
強
い
（
笑
）

。

ほ
ん
と
は
妹
が
ほ
し
か
っ

た
ん
で
す
が
‘
ち
ば
て
つ
や
さ
ん
の
漫
画
『
ユ
キ
の

太
陽
』
の
ユ
キ
み
た
い
な
ね

。

そ
れ
で
私
が
結
婚
し

て
娘
が
生
ま
れ
た
ら
、
さ
っ
そ
く
友
紀
と
い
う
名
前

を
つ
け
ま
し
た
」

（
こ
の
項
つ
づ
く
）
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会いたい人

大阪住吉にある自宅の庭にて。 勘十郎さんが小学校2 、 3年生の頃。 左は姉の三林京子さん
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人
‘
至
心
あ
っ
て
、
精
進
に
道
を
求
め
て
I
ま
ず
ん
ば
、
会
ず
ま
さ
に
剋

果
す
べ
し

。

何
れ
の
願
か
得
ざ
ら
ん
と

。

こ
こ
に
お
い
て
世
自
在
王
仏
‘
す

な
わ
ち
為
に
広
く
二
百
一
十
億
の
諸
仏
刹
士
の
天
人
の
善
悪
‘
廊
妙
を
説
い

て
、
そ
の
心
願
に
応
じ
て
こ
れ
を
与
え
た
ま
う

。

【
無
懇
寿
経
】
巻
上
よ
り

人
が
嘘
偽
り
の
な
い
心
を
懐
き
果
敢
に
覚
り
を
求
め
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
‘
い
つ

か
必
ず
成
し
遂
げ
る
の
で
あ
る

。

い
か
な
る
願
い
で
あ
っ
て
も
叶
わ
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
か。

〔
法
蔵
菩
蔭
に
そ
う
説
き一不
し
た
〕
世
自
在
王
仏
は
た
だ
ち
に
法
蔵
菩
蔭
の
た
め
に二
百

一
十

億
も
の
み
仏
の
国
士
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
住
む
天
人
や
人
々
の
行
い
の
善
し
悪
し
、
ま
た
粗

悪
な
国
土
と
精
妙
な
国
士
を
余
す
こ
と
な
く
説
き
‘
法
蔵
菩
蔭
の
願
い
の
ま
ま
に
そ
れ
ら

一

っ
―
つ
を
す
べ
て
現
し
出
し
て
お

一不
し
に
な
っ
た

。

（浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『現
代
語
訳

こ
と
の
は
じ
ま
り

こ
う
る
じ
っ
ぼ
う

響
流
＋
方

浄
土
三
部
経
』
参
照

）



響流十方

こ
の
頃
、
夢
を
見
た

。

た
く
さ
ん
の
お
坊
さ
ん
が
い
た

。

若
い
人
が
多
か
っ
た

。

広
い
会

議
室
の
よ
う
に
見
え
た

。

何
の
集
ま
り
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た

。

ほ
ど
な
く
「
そ
ろ
そ
ろ
お
願

い
し
ま
す
」
と
い
う
展
開
に
な
っ
た

。

「
え
っ
、
オ
レ
の
出
番
？
」
と
戸
惑
っ
た

。

「
何
を
や
れ
ば
い
い
の
？
」
「
い
や
だ
な
、
今
日
は
ご
法
語
の
勉
強
会
で
す
よ
」
「
そ
う
か
、

そ
れ
な
ら
資
料
を
作
っ
て
お
い
た
は
ず

。

何
と
か
な
る
」

誰
と
会
話
し
て
い
る
の
か
、
は
た
ま
た
自
問
自
答
な
の
か
、
夢
だ
か
ら
よ
く
分
か
ら
な
い

。

で
も
、
と
も
か
く
勉
強
会
の
講
師
な
の
だ

。

そ
の
夢
は
私
に
都
合
よ
く
場
面
展
開
し
た。

気

が
つ
く
と
カ
バ
ン
を
持
っ
て
い
る

。

き
っ
と
、
そ
の
な
か
に
資
料
が
入
っ
て
い
る
は
ず

。

さ

っ
そ
く
、
私
は
そ
の
な
か
を
か
き
回
し
て
み
た

。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
夢
は
す
ぐ
に
意
地
悪
に

な
っ
た
。

肝
心
の
資
料
が
見
つ
か
ら
な
い
の
だ

。

現
実
と
夢
が
交
差
し
た
の
だ
ろ
う
か
、

「
そ
う
だ
、
オ
レ
ま
だ
資
料
な
ん
か
作
っ
て
な
い。

作
っ
て
お
い
た
だ
な
ん
て
勘
違
い
だ
っ

た
」
と
気
が
付
い
た

。

夢
の
な
か
で
急
に
私
は
焦
り
始
め
た

。

そ
し
て
、
そ
の
夢
は
打
ち
切

ら
れ
た

。

現
実
味
の
あ
る
夢
だ
っ
た

。

じ
つ
は
地
元
長
野
で
数
年
前
か
ら
、
法
然
上
人
の
御
法
語
を

読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
月
例
の
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る

。

場
所
は
善
光
寺
大
本
願

。

大

本
願
を
拠
点
に
活
動
す
る
浄
土
宗
僧
侶
の
集
ま
り
道
心
会
（
創
立
五
十
年
を
越
え
る
道
心
会
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の
こ
と
は
、
ま
た
い
つ
か
話
そ
う
）の

一
事
業
だ

。

も
と
も
と
は
会
の
名
巻
会
長
で
あ
っ
た

故
服
部
英
淳
勧
学
が
浄
土
教
学
を
講
義
さ
れ
て
い
た

。

勉
強
会
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
私

が
講
師
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
で
「法
然
上
人
の
ご
法
語
j

の
編
訳
作
業
に
携
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ。

会
の
先
輩
か
ら
、
携
わ
っ
た
者
の
責
務
で
あ
る
と

諭
さ
れ
た
。

思
い
起
こ
せ
ば
、
私
は
ほ
ん
の
偶
然
か
ら
研
究
所
に
入
っ
た

。

平
成
二
年
の
四
月

。

後
翡

の
結
婚
式
に
出
席
す
る
た
め
私
は
名
古
屋
駅
を
降
り
た。

駅
の
タ
ク
シ
ー
乗
り
場
で
、
同
じ

結
婚
式
に
招
か
れ
た
、
長
野
出
身
の
と
あ
る
先
生
と
出
会
い
「
久
し
ぶ
り
で
す
ね
、
今
、
ど

う
し
て
ま
す
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た

。

前
年
の
春
に
大
正
大
学
の
大
学
院
を
終
え
、
長
野
の
寺

に
住
み
だ
し
た
も
の
の
、
前
述
の
道
心
会
や
ら
地
元
仏
教
会
に
顔
を
出
す
ほ
か
は
、
数
件
の

月
参
り
と
い
う
生
活

。

こ
の
先
、
ど
う
い
う
生
き
方
に
な
る
の
か
、
正
直
、
自
分
の
軸
足
が

分
か
ら
な
か
っ
た

。

だ
か
ら
「
ひ
ま
で
す
」
と
答
え
た

。

す
る
と
、
そ
の
先
生
、
「
来
週
、

浄
士
宗
に
新
し
い
研
究
所
が
発
足
す
る
ん
だ
が
、
君
、
来
な
い
か
？
」
と
声
を
か
け
て
く
だ

さ
っ
た
。

学
生
時
代
、
仏
教
学
や
古
代
イ
ン
ド
哲
学
に
は
親
し
ん
で
き
た
も
の
の
、
浄
土
学
は
専
門

外
。

そ
ん
な
私
が
研
究
所
に
入
り
、
法
然
上
人
の
ご
法
語
や
浄
土三
部
経
の
編
訳
に
携
わ
る
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響流十方

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
お
声
が
け
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
二
十
年
近
く
こ
こ
で
文
章
を
書

い
て
い
る
の
も
、
長
野
で
の
ご
法
語
勉
強
会
の
開
催
も
、
こ
と
の
は
じ
ま
り
は
、
ま
さ
に
、

そ
の
先
生
の
一
言
な
の
で
あ
る
。

私
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
だ
っ
た

。

と
こ
ろ
で
、
阿
弥
陀
仏
に
も
こ
と
の
は
じ
ま
り
が
あ
っ
た。

そ
も
そ
も
阿
弥
陀
仏
は
あ
る

国
の
王
だ
っ
た

。

そ
の
国
王
が
世
自
在
王
仏
と
出
会
い
、
説
法
を
聞
き
、
感
銘
し
、
と
も
か
く

衆
生
を
救
わ
ん
が
た
め
に
自
分
も
仏
と
な
り
浄
士
を
建
立
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た

。

で
も
、
ど

ん
な
浄
土
を
建
立
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
こ
が
分
か
ら
な
い

。

だ
か
ら
世
自
在
王
仏
に
教
え
を

請
う
た
。
恨
自
在
王
仏
は
「
い
か
な
る
願
い
で
あ
ろ
う
と
も
叶
わ
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
か
」
と
国

王
を
励
ま
し
、
二
百
一
十
億
の
浄
土
を
国
王
に
見
せ
し
め
、
極
楽
建
立
、
成
仏
へ
と
導
い
た
。

こ
と
の
は
じ
ま
り
が
あ
っ
て
、
物
語
が
あ
る

。

わ
た
し
た
ち
が
極
楽
往
生
を
願
っ
て
お
念

仏
を
称
え
る
と
い
う
の
も
、
阿
弥
陀
仏
に
ち
な
ん
だ
、
ま
だ
ま
だ
続
く
物
語
の一
部
な
の
か

も
知
れ
な
い

。

そ
う
、
長
い
長
い
物
語
の

一
場
面
な
の
だ

。

（
浄
土
宗
総
合
研
究
所
袖
山
榮
輝
）

そ
う
だ
、
ま
だ
話
し
て
い
な
か
っ
た

。
「
君
、
来
な
い
か
？
」
と
私
に
声
を
か
け
て
下
さ

せ
ん
げ

っ
た
の
は
、
の
ち
の
大
本
山
光
明
寺
の
御
法
主
で
先
ご
ろ
御
遷
化
さ
れ
た
宮
林
昭
彦
台
下
で

あ
っ
た

。

さ
て
、
今
月
の
勉
強
会
は
い
つ
だ
っ
た
っ
け

。
長
い
物
語
の

一
場
面
だ
。
正
夢
に

な
ら
な
い
よ
う
、
し
っ
か
り
準
備
し
て
お
こ
う

。
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蓮
弥
陀
さ
ま
と
手
を
取
り
合
え
る
善
の
綱

止
悪
修
善
自
浄
其
意
の
十
夜
寺

ふ
と
見
れ
ば
小
菊
一
輪
慈
悲
の
笑
み

門

…

勝
崎
裕
彦

（東
京
新
宿•香
蓮
寺
）

…
…
•
…
…
…
•
山
崎
龍
道
（
熊本
天
草・
遣迎
寺）

懇
ろ
に
拝
す
御
法
語
十
夜
か
な

十
夜
僧
深
き
一
礼
堂
に
入
る

遮
断
機
の
上
が
り
て
揺
る
る
野
菊
か
な

句

会



第
六
回

テーマ《晩秋》

菊
の
袈
裟
着
て
人
形
の
和
尚
ぶ
り

菊
活
け
る
母
に
卒
寿
の
衿
持
の
背

残
菊
の
奔
放
赦
l

置
く
住
持…

…
…
…
…
…
…佐
山
哲
郎
（
東
京
根
岸
•
西
念
寺
）

猫
と
僧
む
く
り
こ
く
り
の
菊
日
和

秋
落
暉
バ
ス
停
の
名
は
阿
弥
陀
堂

遺
影
用
写
真
撮
り
つ
こ
す
る
花
野

行
正
明
弘
（
福
岡
糸
島
・
正
覚
寺
）



~ 御
害
と
メ
キ
シ
コ
を
結
び
つ
け
た
も
の

森
清
鑑



友好の絆

大
多
喜
か
ら
江
戸
ま
で
の
距
離
は
約
六
十
キ
ロ

。

長
丁
場
で
あ
る

。

ロ
ド
リ
ゴ
は
大
多
喜
の
殿
、
本
多

ま
た

忠
朝
か
ら
譲
り
受
け
た
馬
に
跨
が
る

。

忠
朝
と
彼
の

有
力
な
家
臣
の
温
か
な
見
送
り
を
受
け
て
、
江
戸
へ

と
旅
立
つ

。

ロ
ド
リ
ゴ
、
部
下
の
ア
ン
ト
ン
、
難
破

船
に
同
乗
し
て
い
た
日
本
人
の
通
訳

。

忠
朝
の
家
来

が
先
祁
役
に
立
っ
て
い
る

。

ま
た
各
馬
の
手
綱
も
家

ひ

来
が
曳
い
て
い
る
。

至
れ
り
尽
く
せ
り

。

江
戸
の
将

え
っ
け
ん

軍
秀
忠
と
の
謁
見
に
向
か
う

。

ロ
ド
リ
ゴ
の
胸
に
は
、

御
宿
で
の
悲
惨
な
遭
難
か
ら
こ
の
日
の
出
来
事
が
去

来
す
る
。

何
と
い
う
幸
運

。

こ
れ
は
夢
か
。

領
主
本

多
忠
朝
の
励
ま
し
の
声
を
受
け
、
城
下
町
通
り
を
出

発
。

沿
道
に
は
、
大
勢
の
ス
ペ
イ
ン
人
、
大
多
喜
の

家
臣
、
町
民
が
総
出
で
見
送
っ
て
い
る

。

左
に
、
四

つ
門
通
り
を
見
て
、
大
多
喜
街
道
を
北
上

。

こ
こ
で
、
ロ
ド
リ
ゴ

一
行
の
江
戸
ま
で
の
行
路
を

類
推
し
て
み
る
。

ま
ず
、
大
多
喜
街
道
を
ま
っ
す
ぐ

北
上
。

相
当
の
距
離
が
あ
る
が
、
や
が
て
伊
南
房
州

ロ
ド
リ
ゴ
江
戸
へ
行
く

通
街
道
と
交
差

。

こ
の
街
道
を
左
に
曲
が
る。

こ
の

古
街
道
は
、
房
総
の
太
平
洋
側
を
な
め
、
ほ
ぼ
中
央

か
ら
江
戸
湾
の
方
向
に
転
じ
て
い
る

。

江
戸
湾
に
近

づ
く
と
、
今
度
は
湾
沿
い
に
半
島
の
西
側
を
嘗
め
る

お
う
か
ん

房
州
往
還
道
に
出
る
。
こ
の
道
は
江
戸
湾
を
ぐ
る
り

と
廻
っ
て
い
る

。

や
が
て
枝
分
か
れ
し
た
道
が
利
根

川
河
口
（
江
戸
川
）
行
徳
に
繋
が
る。
本
行
徳
か
ら

利
根
川
を
渡
る

。

そ
し
て
新
川
へ

。

す
る
と
今
度
は

中
川
に
出
る

。

こ
こ
か
ら
小

名
木
川
を
通
り
隅
田
川
へ

。

新
川
も
小
名
木
川
も
、
江
戸

湾
沿
い
に
家
康
が
最
初
に
開

発
し
た
運
河

。

豊
か
な
房
総

の
実
り
を
江
戸
に
運
ぶ

。

特

に
行
徳
の
塩
田
は
有
名
で
あ

っ
た
。
小
名
木
川
の
両
岸
に

は
、
柳
や
松
が
植
え
ら
れ
、

ロ
ド
リ
ゴ
は
こ
の
優
雅
な
自

然
美
を
堪
能
し
た
と
思
わ
れ

る
。

そ
し
て
大
川
（
隅
田
川
）

房総
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か
ら
江
戸
の
中
心
街
に
入
る

。

恐
ら
く
、
日
本
橋
川

を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る

。

ロ
ド
リ
ゴ
は
、
船
上
か
ら

見
る
、
江
戸
橋
、
日
本
橋
あ
た
り
の
、
活
気
に
満
ち

た
江
戸
の
家
並
み
に
目
を
見
張
っ
た
事
で
あ
ろ
う

。

江
戸
城
の
大
天
守
が
見
え
る

。

ロ
ド
リ
ゴ
は
、
江
戸
に
入
る
ま
で
の
道
中
、
「
ど

こ
へ
行
っ
て
も
イ
ス
パ
ニ
ア
国
王
の
使
者
と
し
て
優

遇
さ
れ
、
大
切
に
持
て
な
さ
れ
、
歓
迎
さ
れ
た
」
と

記
し
て
い
る

。

彼
は
、
村
の
広
さ
と
人
々
が
多
い
こ

と
に
驚
き
、
歓
迎
さ
れ
て
い
る。

し
か
し
、
江
戸
の

中
核
に
入
っ
て
か
ら
の
歓
迎
振
り
に
は
、
声
を
呑
む

。

到
着
す
る
と
、
ま
ず
格
の
高
い
、
大
勢
の
武
士
が
彼

等
を
出
迎
え
た
の
で
あ
る

。

江
戸
の
開
発

こ
こ
で
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
目
に
し
た

一
六
一
0
年
の

江
戸
を
祐
彿
と
さ
せ
る
た
め
に
、
家
康
の
大
開
発
の

流
れ
を
簡
単
に
記
述
し
た
い

。

家
康
の
江
戸
人
府
は
、

一
五
九
0
年
。
当
時
の
江
戸
は
粗
末
な
湾
沿
い
に
開

け
た
、
い
わ
ば
自
然
優
美
な
原
野
で
あ
っ
た
。
幾
つ

も
の
大
河
が
湾
に
注
ぎ
、
州
を
形
成
し
て
い
た
。

家
康
の
構
想
は
、
全
国
か
ら
人
々
を
集
め
、
一
大

城
郭
都
市
を
造
る
こ
と
に
あ
っ
た

。

そ
れ
に
は
、
食

の
確
保
が
重
要

。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
と
て
つ
も
な
く

盟
か
な
房
総
の
農
産
物
を
運
ぶ
運
河
の
建
設
に
着
手

す
る
。

小
名
木
川
、
新
川

。

す
ぐ
傍
ま
で
湾
の
波
が

押
し
寄
せ
て
い
る

。

同
時
に
、
南
北
に
江
戸
湾
に
注

ぐ
平
川
、
隅
田
川
、
中
川
、
利
根
川
（
江
戸
川
）
の

一
級
河
川
の
洪
水
を
防
ぐ
、
多
数
の
運
河
の
掘
削
に

着
手
。
江
戸
城
近
く
の
平
川
の
流
れ
を
変
え
、
道
一
――

堀
、
日
本
橋
川
を
造
る

。

次
に
、
江
戸
を
囲
む
、
神
田
山
、
四
谷
紅
葉
山
、

霞
ヶ
関
と
い
っ
た
台
地
を
削
り
、
一
大
埋
め
立
て
エ

事
に
着
手
。
日
比
谷
入
り
江
（
海
）
を
埋
め
立
て
、

江
戸
前
島
（
東
京
駅
か
ら
新
橋
に
至
る
島
）
と
繋
げ
、

家
臣
、
町
民
が
住
む
、
広
大
な
平
地
を
造
成

。

そ
し

て
順
次
、
江
戸
湾
の
埋
め
立
て
を
進
め
て
い
っ
た

。

全
国
か
ら
人
が
集
ま
り
、
江戸
っ
子
に
な
っ
て
い
く
。

そ
し
て
大
き
な
町
の
建
設
が
始
ま
る

。

広
大
な
江

戸
城
郭
の
周
囲
に
は
、
武
士
の
館
。
そ
の
外
側
に
向
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友好の絆

か
っ
て
、
職
人
、
商
家
、
典
家
の
順
に
、
各
集
団
地

帯
を
配
置
。

特
色
あ
る
町
を
形
成
し
て
い
く
。

ロ
ド

リ
ゴ
も
鷲
き
、
感
心
し
た
、
染
め
物
屋
集
団
の
神
田

紺
屋
町
、
鍛
冶
屋
集
団
の
鍛
冶
町
、
材
木
屋
が
集
ま

る
材
木
町
と
い
っ
た
具
合

。

漁
網
技
術
の
高
い
三
河

の
が
な

の
漁
民
を
佃
島
に
移
住
さ
せ
、
海
川
の
幸
を
購
う
。

そ
の
上
で
、
江
戸
城
郭
の
建
設
が
始
ま
る

。

こ
れ

が
世
に
言
う
天
下
普
請
。

有
力
大
名
が
分
担
し
、
構

築
し
て
い
く
。

広
大
な
地
域
に
外
堀
、
内
堀
、
内
内

堀
（
江
戸
城
の
周
囲
）
を
造
り
、
有
力
大
名
の
順
に

城
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
配
骰
。

咲
華
な
門
構
え
と
館

が
立
ち
並
ぶ

。

本
格
的
な
天
下
普
請
は
、

一
六
0
六
年
か
ら
始
ま

り
、
家
康
、
二
代
秀
忠
、
三
代
家
光
へ
と
五
十
年
継

続
。

第

一
次
天
下
普
請
は

一
六
0
六
ー

一
六
0
七
年

で
、
一
六
0
六
年
に
は
、
江
戸
城
本
丸
御
殿
、
二
の

丸
、
三
の
丸
の
築
造
が
始
ま
り
、

一
六
0
七
年
、
天

を
突
く
よ
う
な
、
高
さ
六
十
五

•

五
メ
ー
ト
ル
の
、

五
附
大
天
守
閣
が
完
成
。

江
戸
の
町

ロ
ド
リ
ゴ
が
江
戸
を
訪
れ
た

一
六

0
年
に
は
、

江
戸
の
町
の
ど
こ
か
ら
で
も
、
こ
の
大
天
守
閣
が
拝

め
た
の
で
あ
る
。

ロ
ド
リ
ゴ
は
、
そ
の
伸
容
に
目
を

見
張
る
。

江
戸
に
い
た
八
日
間
の
問
に
、
方
々
の
町

を
案
内
さ
れ
た
よ
う
だ
。

彼
の
見
聞
録
を
紐
解
く

。

「
整
然
と
区
画
さ
れ
た
江
戸
の
町
、
道
幅
は
広
く
、

長
く
、
ま
っ
す
ぐ
に
仲
び
て

い
て
、
イ
ス
パ
ニ
ア
の
市
街

よ
り
擾
れ
て
い
る
。

し
か
も

街
路
は
消
潔
で
、
誰
も
歩
い

た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
見
え

る
ほ
ど
だ
」。
他
に
、
「町
の

中
央
ま
で
翌
か
な
川
が
流
れ

て
い
て
、
そ
れ
が
ま
た
分
岐

し
て
運
河
に
な
り
、
食
料
を

ど
こ
へ
で
も
船
で
運
べ
る
の

で
食
料
の
値
段
も
安
い
」

。

「
行
政
が
隅
々
ま
で
行
き
届
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い
て
お
り
、
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
と
競
え
る
ほ
ど

だ
」。

「
家
の
外
観
は
見
劣
り
す
る
が
、
内
部
の
美
し

さ
は
我
が
国
よ
り
は
る
か
に
素
晴
ら
し
い
」。

「
町
に
は
門
（
木
戸
）
が
あ
り
、
職
業
に
よっ
て
区

画
整
理
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
職
業
地
区
に
は
、
他
の

職
業
の
人
は
住
ん
で
い
な
い

。

町
ご
と
に
靴
エ
（
履

物
職
人
）
あ
り
、
鉄
工
（
鍛
冶
屋
）
あ
り
、
縫
い
エ

（
仕
立
て
屋
）
あ
り
、
商
家
あ
り
…
で
す
」
。

「
商
家

も
同
じ
く
銀
商
で

一
区
画
、
金
商
、
絹
商
と
別
々
に

住
み
分
け
、
雑
居
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
」
。

「
江
戸

の
町
は
海
に
面
し
て
い
る
の
で
海
産
物
に
恵
ま
れ
て

い
る
」。

「
特
に
、
魚
市
場
（
日
本
橋
魚
河
岸
）
と
い

う

一
区
画
が
あ
る
そ
う
な
の
で
案
内
し
て
頂
い
た

が
、
こ
こ
に
は
海
と
川
の
実
に
豊
富
な
鮮
魚
、
干
魚

が
蓮
台
に
並
べ
ら
れ
、
魚
売
り
、
町
民
、
武
士
で
賑

わ
っ
て
い
る

。

ま
た
、
見
た
こ
と
も
な
い
大
き
な
生

け
簑
が
あ
り
、
満
々
と
水
が
張
ら
れ
、
生
魚
が
売
ら

れ
て
い
る
」。

「
青
物
、
果
物
商
も
そ
れ
ぞ
れ
区
画
が

あ
り
、
豊
富
な
種
類
が
大
景
に
置
い
て
あ
り
、
消
潔

で
き
ち
ん
と
陳
列
さ
れ
、
買
う
気
持
ち
を
そ
そ
ら
れ

る
。

果
物
は
世
界
中
で
も
最
良
の
味
と
い
え
る
」

。

「
馬
の
売
買
を
専
門
と
す
る
馬
喰
町
も
あ
っ
て
、
馬

の
数
が
多
い
の
で
迷
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
」
。「
宿
屋

だ
け
の
旅
龍
街
は
幾
つ
も
あ
る
」。

「
遊
女
の
い
る
場

所
は
、
常
に
ま
ち
は
ず
れ
」。

江
戸
城
で
将
軍
と
会
見

江
戸
に
着
い
た
そ
の
H

の
夕
刻
に
、
ロ
ド
リ
ゴ

―

行
は
、
将
軍
が
指
定
し
た
宿
に
落
ち
着
く

。

そ
こ
で

江戸痰御堀外観図

•枡.,門
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友好の絆

も

「大
勢
の
町
民
が
出
迎
え
て
く
れ
、
広
い
町
の
通

り
も
群
衆
で

一
杯
。

交
通
整
理
の
人
達
が
で
る
ほ
ど

だ
っ
た
」
と
記
す

。

「
私
た
ち
の
評
判
は
、
町
中
に

広
が
っ
て
お
り
、
家
来
や
町
民
ま
で
宿
に
訪
ね
て
く

る
の
で
、
将
軍
の
側
近
に
頼
み
、
宿
の
門
に
衛
兵
を

立
て
て
も
ら
い
、
私
の
許
可
を
得
な
い
者
は
入
れ
な

い
と
い
う
札
を
掲
げ
て
も
ら
う
ほ
ど
で
し
た
」
。

宿
に
つ
い
て
二
日
後
、
将
軍
か
ら
の
使
い
が
二
度

も
来
て
く
れ
、
「
我
が
手
に
接
吻
す
る
を
得
べ
し

（
謁
見
す
る
）」
と
伝
え
て
く
る
。

そ
の
H

の
夕
刻
、

ロ
ド
リ
ゴ
達
は
、
江
戸
城
に
向
か
う

。

江
戸
城
へ

そ
ぴ
と
う
と
う

ロ
ド
リ
ゴ
の
眼
前
に
城
璧
が
許
え
て
い
る。
治
々

け
ん
ら
ん
ご
う
か

と
流
れ
る
大
手
堀
を
渡
る

。

す
る
と
絢
爛
梨
華
な
大

手
御
門

。

そ
の
堅
固
さ
。

厚
い
門
が
開
か
れ
、
中
に

入
る
。

そ
こ
に
は
銃
を
持
っ
た
千
人
も
の
侍
が
二
列

に
並
ん
で
い
る

。

し
ば
ら
く
歩
く
と
ま
た
堀
が
あ
り

（
内
内
堀
）
橋
を
渡
る
と
下
乗
御
門
（大
名
も
こ
こ

で
馬
を
下
り
る

）
。潜
っ

て
、
中
に
入
る
と
、
柏
を

江戸成中枢釦
• 扇櫓

• 枡 fl御門

手
に
し
た
約
四
百
人
の
武

士
。
左
手
の
百
人
番
所
の

前
を
通
る
。

周
囲
の
城
墜
は

一
段
と
邸
＜
控
え
て
い

る
。

最
後
の
門
を
潜
る
と
、
約
三
百
人
の
槍
や
刀
を

携
え
た
武
士
の

一
団
を
見
る
。
「武
士
達
は
そ
れ
ぞ

れ
の
持
ち
場
で
忠
実
に
任
務
し
て
お
り
、
遊
び
が
な

い
」
。そ
し
て
い
よ
い
よ
大
広
問
に
入
る

。

ロ
ド
リ

ゴ
は

「江
戸
城
の
建
造
物
と
武
上
の
数
、
そ
の
強
大

な
様
子
は
と
て
も
言
葉
に
表
現
で
き
な
い
」
と
記
し

て
い
る
。
（

つ
づ
く
）

「
参
考
文
献
」

ド
ン

．

ロ
ド
リ
ゴ
の
「
日
本
見
聞
録
」
安
藤
操

意
訳
、
解
説
た
に
ぐ
ち
書
店
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前
田
和
男

輝一
®
快
僧
渡
辺
淘
旭

壷
中
に
月
三
を
求
め
て



壷中 に月 を求めて

＊
前
号
ま
で
の
あ
ら
す
じ

時
は
明
治
の
中
葉
。

家
業
が
傾
き
寺
に
出
さ
れ
た
渡
辺
芳
蔵
は
、

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

さ
い

e

か
ん
ば
つ

を
名
乗
る
。

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

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
輿
望
を
担
っ
て
、
当
時
印
度
学
の
拠
点
で

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

碩
学
ロ
イ
マ

く

ん
と
う

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

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

め
る
。

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

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

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
剌
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
海
外
留
学
生
の
荻
原
雲
来
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
比
丘
で
あ

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

る
。

一
方
、
雲
来
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
の
蔵
書
目
録
か
ら
見
つ

け
た
仏
教
聖
典
「
喩
伽
論
」
菩
薩
地
の
画
期
的
比
定
を
行
な
い

、

海
旭
に
も
そ
ろ
そ
ろ
成
果
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

”
ょ
く
せ
き

こ

ん
こ
う
ゆ

が

玉
石
混
消
の
山
か
ら

「堆
伽
論
j
菩
薩
地
の
原
典

と
い
う

「
玉
」を
発
見
し
た
荻
原
裳
来
は
、
英
国
は

ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ

の
地
で
年
を
越
し
て
よ
う
や
く
そ
の

写
本
を
終
え
た
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら

が
雲
来
の
真

骨
頂
だ
っ
た
。

発
見
し
た
だ
け
で
も
大
手
柄
、
そ
れ

を
こ
っ
こ
つ

写
し
取
る
の
も
大
蒋
闘
な
の
に
、
ケ
ン

プ
リ
ッ
ジ
大
学
図
t
U館
に
あ
っ
た
漢
訳
の
「喩
伽
論
j

と
つ
き
合
わ
せ
て
、
梵
字
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

）
本

の
欠
損
を
補
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ

の
比
較
仏
教
学
の
碩
学
た
ち
を
大
い
に
喜
ば
せ
た
こ

と
こ
の
上
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
雲
来
は
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
に
ニ
カ
月
以
上

も

逗
留
し
た
後
、
ロ
ン
ド
ン
で
パ
ー
リ

学
の
リ
ス

・

デ
イ
ヴ
ィ
ス
、
さ
ら
に
そ
の
足
で
オ
ラ
ン
ダ
は
ラ
イ

デ
ン
大
学
で
梵
字
学
の
ス
パ
イ
ヤ
ー
博
士
に
会
っ
て

偉
業
を
報
告
、
よ
う
や
く
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク
に
戻
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
三
月
を
過
ぎ
て
い
た
。

先
に
渡

辺
海
旭
が
雲
来
に
話
し
た
よ
う
に
ロ
イ
マ
ン
教
授
が

”
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
偉
業
“
を

陰
で
支
え
た
海
旭
論
文
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以
上
を
雲
来
は
実
に
嬉
し
そ
う
に
語
り
終
え
る

と
、
ふ
う
ー
っ
と
深
い
た
め
息
を
つ
い
た

。

海
旭
も
改
め
て
盟
友
の
な
し
た
偉
業
を
わ
が
事
の

よ
う
に
誇
ら
し
く
感
じ
入
り
な
が
ら
、
と
ん
で
も
な

い
考
え
違
い
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
思
い

が
胸
中
に
去
来
し
た
。
あ
れ
ほ
ど
雲
来
は
学
究
熱
心

な
の
に
な
ぜ

I
I

ド
ク
ト
ル
“
を
と
れ
な
い
の
か
と
思

っ
て
い
た
の
は
と
ん
だ
考
え
違
い
だ
っ
た
と
。

逆
に

学
究
熱
心
が
仇
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

。

「
木
を
見
て
森
を
見
な
い
」
と
い
う
言
業
が
脳
裏
に

浮
か
ん
だ
が
、
さ
す
が
こ
の
言
葉
を
朋
友
に
は
使
え

ず
、
あ
わ
て
て
打
ち
消
し
た
た
め
、
い
つ
も
よ
り
吃

音
を
経
ら
せ
て
言
っ
た
。

「
お
、
お
ぬ
し
は
聖
典
の
原
文
に
あ
た
る
の
が
面
白

す
ぎ
て
な
ら
ん
の
だ
ろ
う

。

さ
、
さ
ら
に
そ
の
写
本

や
校
訂
に
の
め
り
こ
ん
で
論
文
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ

た
。

お
ぬ
し
の
下
積
み
の
作
業
の
お
か
げ
で
、
こ
れ

* 

学
者
仲
間
か
ら
、
君
の
と
こ
ろ
に
は
素
晴
ら
し
い
弟

子
が
い
て
う
ら
や
ま
し
い
と
誉
め
ら
れ
て
鼻
高
々
だ

っ
た
と
自
慢
し
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

海
旭
、

で
一
大
論
文
を
も
の
せ
る
と
喜
ん
だ
者
も
い
た
こ
と

だ
ろ
う

。

お
ぬ
し
と
し
て
は
、
他
人
に
果
実
の
も
と

を
ロ
ハ
で
提
供
す
る
ば
か
り
で
よ
い
の
か
」

こ
れ
に
対
し
て
雲
来
の
口
を
つ
い
て
出
た
の
は
、

海
旭
に
驚
き
と
自
省
を
促
す
答
え
だ
っ
た。

「
本
懐
だ
と
も。

そ
も
そ
も
私
に
そ
う
せ
よ
と
命
じ

た
の
は
君
だ
ぞ
。

正
確
に
は
君
が
留
学
前
に
発
表
し

た
論
文

『布
つ
て
聖
典
原
文
の
研
究
に
従
事
せ
よ
』

だ
ぞ
。
ほ
ら
、
こ
れ
だ
」

雲
来
は
引
き
出
し
を
開
け
る
と
、
日
本
か
ら
持
参

し
た

書
籍
の
山
の
中
か

ら
雑
誌
を
抜
き
出
し
た
。

「仏
教
』
と
い
う
小
冊
子
だ
っ
た

。

海
旭
は
な
つ
か

し
そ
う
手
に
と
る
と
ぱ
ら
ば
ら
と
め
く
っ
た

。

そ
の

中
に
、
海
旭
が
ド
イ
ツ
に
留
学
す
る
三
年
前
の
明
治

三
十
年
(

-
八
九
七
）
二
月
に
寄
せ
た
論
文
「
蒋
つ

て
聖
典
原
文
の
研
究
に
従
事
せ
よ
」
は
あ
っ
た。

日
本
仏
教
界
を
一
刀
両
断

う
っ
か
り
失
念
し
て
い
た

。

そ
う
だ
っ
た
の
か
と
、

海
旭
は
、
い
つ
も
な
が
ら
の
自
分
の
粗
忽
さ
を
恥
じ

こ
°t
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面巾に月を求めて

す
ま
ん
、
す
ま
ん
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
頭
を
掻
く

海
旭
に
、
雲
来
は
言
っ
た
。
「
君
の
箪
に
な
る
も
の

は
概
し
て

『論
』
と
い
う
よ
り
は

『檄
』
の
趣
き
が

あ
る
」
い
っ
そ
う
頭
を
掻
く
海
旭
に
、
雲
来
は
手
を

振
る
と
続
け
た
。
「
い
や
い
や
、
悪
口
を

言
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
読
む
人
を
引
き
込
む

力
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

あ
れ
に
は
実
に
刺

戟
を
受
け
た
」

そ
れ
は
こ
ん
な
書
き
出
し
だ
っ
た
。

「
曰
く
歴
史
的
討
究
、
日
＜
比
較
的
考
察
、
此
等
新

お
う
よ
う
ほ
う
し
カ

研
究
の
方
法
は
、
今
や
注
洋
放
騨
の
勢
を
馳
り
て
仏

ち
ょ
う
い
つ

界
に
張
溢
し
来
れ
り
、
（
略
）
泊
々
た
る
大
勢
誰
か

よ
う
そ
く

得
て
之
を
痙
塞
す
る
こ
と
を
得
ん
や
、
然
れ
ど
も
是

れ
唯
潮
勢
な
り
」

海
旭
は
頭
を
掻
い
た
手
を
懐
に
収
め
る
と
言
っ
た
。

「
ど
、
ど
う
も
わ
が
仏
教
界
は
掛
け
声
だ
お
れ
だ
と
、

腹
が
立
っ
て
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
若
気
の
至
り
と

は
思
わ
ん
。
今も
そ
の
想
い
は
変
わ
っ
て
は
お
ら
ぬ
。

こ
、
こ
れ
は
、
わ
が
福
田
行
誡
師
が
破
ろ
う
と
し
破

れ
な
か
っ
た
日
本
仏
教
界
の
悪
弊
の
な
せ
る
業
に
ほ

か
な
ら
ぬ
」

「
君
の
慨
嘆
ぶ
り
は
私
も
同
感
だ
。
君
は
日
本
の
仏

教
界
に
こ
う
提
言
す
る
」
雲
来
は
論
文
へ
目
を
走
ら

せ
る
と
続
け
た
。
「
い
わ
く
、
支
那
訳
の
経
典
を
以

ー
リ

と
き

て
、
満
足
す
べ
き
の
秋
は
既
に
過
ぎ
ぬ
、
巴
利
の
小

”
”
い
き
わ

乗
経
文
大
に
研
む
べ
し
、
梵
文
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
）

“
“
い
き
わ

の
大
乗
経
典
亦
大
に
研
む
べ
し
、
西
蔵
（
チ
ベ
ッ
ト
）

の
二
大
蔵
も
討
究
す
べ
し
、
と
」

「
わ
、
わ
れ
ら
も
そ
の
先
兵
の
一
人
だ
が
」
と
海
旭

は
肩
を
落
と
し
た

。

「
や
は
り
多
勢
に
無
勢
は
否
め

ぬ
」「

た
し
か
に
」
と
雲
来
は
頷
い
た
。
「論
文
で
君
は

「眼
を
放
っ
て
世
界
の
学
者
が
如
何
に
仏
典
原
文
の

討
究
の
其
全
力
を
傾
け
し
や
を
思
へ
j
と
檄
を
飛
ば

し
て
い
る
が
、
七
年
前
も
今
も
彼
我
の
差
は
変
わ
っ

て
は
お
ら
ぬ
よ
う
だ
」

「
そ
、
そ
の
と
お
り
」
と
海
旭
は
応
じ
た
。
「こ
の

論
文
で
も
記
し
た
が
、
わ
が
浄
土
宗
の
原
典
類
は
マ

ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
『
法
華
経
』
は
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
、

ケ
ル
ン
ら
、
パ
ー
リ
語
の

『本
生
経
」
や
律
蔵
は
リ

ス
・
デ
イ
ヴ
ィ
ズ
や
フ
ウ
ス
ベ
ル
ら
の
西
欧
の
学
者

連
が
先
鞭
を
着
け
、
西
蔵
（
チ
ベ
ッ
ト
）
も
尼
波
羅

37 



（
ネ
パ
ー
ル
）
も
湿
羅
（
シ
ャ
ム
）
も
緬
句
（
ビ
ル

マ
）
も
大
抵
欧
人
の
研
究
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
久

し
い
」

雲
来
は
身
を
乗
り
出
し
た
。
「
さ
て
、
こ
こ
か
ら

が
君
の
真
骨
頂
だ
が
、
君
は
論
文
で
、
憤
怒
の
刀
を

抜
き
放
つ
。

す
な
わ
ち
、
西
欧
学
者
に
名
を
成
さ
し

め
て
い
て
い
い
の
か
。

か
つ
て
天
竺
か
ら
仏
典
を
持

ち
帰
り
翻
訳
を
し
た
玄
契
の
偉
業
を
思
わ
な
い
わ
が

日
本
の
仏
徒
は
何
だ
、
と

。

そ
し
て
、
そ
の
刀
で
わ

が
日
本
の
仏
教
界
を

一
刀
両
断
に
す
る
が
、
君
は
覚

え
て
い
る
か
」

海
旭
は
深
く
頷
く
と

一
息
入
れ
た
。
「だ
、
だ
い

ぶ
前
な
の
で
正
確
に
は
覚
え
て
お
ら
ぬ
が
…
ど
れ
」

と

言
っ
て
雑
誌
の
論
文
に
目
を
通
す
と
読
み
上
げ

た
。

「
真言
宗
徒
に
は
、
願
わ
く
ば
紛
々
の
闘
争
を

止
め
て
尼
波
羅
（
ネ
パ
ー
ル
）
の
諸
密
教
に
そ
の
眼

晴
を
転
ぜ
よ
、
法
華
宗
徒
に
は
、
区
々
た
る
格言
問

な
げ
う

題
の
甚
愚
な
る
を
榔
ち
て
西
欧
の
学
者
た
ち
の
研
究

に
批
評
を
加
え
る
勇
気
を
も
て
…
か

。

わ
れ
な
が
ら
、

何
と
も
手
厳
し
い
」

雲
来
は
苦
笑
を
浮
か
べ
た
。
「
内
政
干
渉
と
い
わ

れ
か
ね
な
い
ぞ
。

そ
の
上
で
、
な
ん
と
内
輪
の
宗
門

に
も
注
文
を
つ
け
た
」

「
た
、
他
宗
派
だ
け
で
は
不
公
平
と
い
う
も
の
だ
」

と
海
旭
は
そ
の
先
を
読
ん
だ

。

「
不
生
産
的
事
業
の

忠
魂
堂
に
全
力
を
集
中
す
る
俗
浄
土
宗
徒
、
何
ぞ
其

し
ゃ
は
ん

学
徒
を
奨
励
し
て
這
般
の
好
問
題
に
着
手
す
る
宏
量

な
き
や
、
紛
々
た
る
小
事
業
に
奔
走
し
て
笑
を
惟
界

に
取
る
は
識
者
の
為
す
べ
き
所
に
あ
ら
ず
…
」

「
よ
く
ぞ
そ
こ
ま
で
い
っ
た
も
の
だ
」
と
雲
来
は
思

わ
ず
笑
い
を
上
げ
た
。

海
旭
は
リ
ー
ゼ
ン
ト
の
髪
を
手
で
さ
す
る
と
言
っ

た
。
「ぽ
、
僕
が
矛
先
は
宗
門
そ
の
も
の
で
は
な
い
、

あ
く
ま
で
も
宗
門
に
仇
な
す
身
中
の
虫
、
俗
流
の
輩

だ
」「言

い
分
は
わ
か
る
が
」
と雲
来
は
真
顔
に
戻
っ
た

。

「
そ
れ
に
し
て
も
大
丈
夫
か
と
ひ
や
ひ
や
し
た
も
の

だ
。

わ
が
宗
門
も
海
外
留
学
制
度
を
考
え
て
い
る
ら

し
い
と
聞
こ
え
て
き
た
と
き
に
、
こ
ん
な
こ
と
を

言

っ
た
ら
、
選
に
漏
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心

配
し
た
ぞ
。

自
分
で
自
分
の
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
」
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盗中に月を求めて

「
い
、
い
や
い
や
」
と
海
旭
は
か
ぶ
り
を
振
っ
た。

「言
う
べ
き
こ
と
は
言
わ
な
く
て
は
、
腹
が
ふ
く
れ

る
ば
か
り
だ
」

現
代
の
玄
奨
よ
、
出
よ
！

雲
来
は
雑
誌
を
片
手
に
さ
ら
に
身
を
乗
り
出
し
た
。

「
私
を
い
っ
そ
う
鼓
舞
し
た
の
は
、
君
の
論
文
の
そ

の
先
だ
。

君
は
言
う
、
西
欧
の
学
者
の
は
る
か
後
座

を
拝
し
て
は
い
る
が
、
玄
妙
幽
玄
な
る
大
般
若
を
は

じ
め
彼
ら
も
手
を
粁
け
て
は
い
な
い
未
踏
の
領
域
が

ま
だ
ま
だ
あ
る
。

こ
こ
に
こ
そ
わ
が
国
仏
教
研
究
者

が
分
け
入
る
べ
き
だ
と
。

で
は
、
ど
こ
に
そ
れ
は
あ

る
の
か
。

君
い
わ
く
、
尼
波
羅
（
ネ
バ
ー
ル
）
に
大

般
若
、
密
厳
、
十
地
、
三
昧
王
、
拐
伽
、
法
華
、
如

来
秘
密
、
普
曜
、
金
光
の
所
謂
九
部
の
大
乗
経
、
悲

華
、
野
劫
、
孔
雀
王
等
の
顕
密
諸
経
あ
り
て
、
現
に

英
国
の
書
庫
に
珍
蔵
す
、
と

。

今
回
、
私
が

「喩
伽

論
j
菩
薩
地
の
原
典
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の

け
い
が
ん

も
英
国
は
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
だ

。

君
の
朋
眼
に
は
恐
れ

い
る
ほ
か
な
い
。

私
に
と
っ
て
君
は
予
言
者
か
も
し

れ
ぬ
」

海
旭
は
ジ
ョ
ッ
キ
の
ビ
ー
ル
を
飲
み
干
す
と
、
到

来
物
の
ア
ル
ザ
ス
名
産
白
ワ
イ
ン
ヘ
乗
り
換
え
な
が

ら
、

言
っ
た
。
「
ぼ
、
僕
が
予
言
者
な
ん
ぞ
な
も
の

か
。

僕
は
只
重
な
る
聖
典
の
多
く
は
英
国
が
七
つ
の

海
に
翻
る
ユ
ニ
オ
ン
ジ
ャ

ッ

ク
の
力
を
も
っ

て
収

集
・
珍
蔵
し
て
お
る
と
い
う
事
実
を
開
陳
し
た
ま
で

だ
。

そ
の
事
実
を
忠
実
一
途
に
追
い
求
め
る
お
ぬ
し

の
ひ
た
む
き
さ
こ
そ
予
言
者
の
そ
れ
だ
」
そ
れ
は
海

旭
の
本
音
だ
っ
た

。

雲
来
は
手
を
左
右
に
大
き
く
振
っ
た
。
「
い
や
い

や
、
予
言
者
が
気
に
召
さ
ぬ
な
ら
、
こ
う
言
お
う

。

君
の
論
文
の
悼
尾
の
圧
巻
に
私
は
や
ら
れ
た
、
そ
れ

が
英
国
は
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
の
わ
が
発
掘
劇
に
つ
な
が

っ
た
と
。

す
な
わ
ち
、
布
躍

一
番
大
に
大
般
若
の
原

ひ
ら
く
し
ゃ

文
を
読
み
、
拐
伽
の
梵
文
を
披
き
、
倶
舎
の
梵
頌
を

研
め
て
、
真
研
究
の
基
を
開
か
ざ
る
や。

マ
ッ
ク

ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
博
士
が
「束
方
聖
書
集
j
を
編
謀
し

た
こ
と
で
英
語
が
学
術
界
で
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
本
邦
の
仏
教
学
徒
が
縦
横
に

塑
典
原
文
の
討
究
に
従
事
す
れ
ば
、
仏
教
研
究
に
新

榜
地
を
開
く
だ
け
で
な
く
、
日
本
語
が
世
界
学
術
界
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で
重
き
を
な
せ
る
。
皇
朝
学
術
の
為
に
大
気
炎
を
大

世
界
上
に
吐
く
こ
と
が
で
き
る
。
二
十
世
紀
の
玄
奨

を
我
が
国
か
ら
賊
出
せ
し
め
て
、
皇
朝
仏
教
の
為
に

こ
う
げ
い

万
丈
の
虹
覚
を
吐
く
も
の
是
あ
ら
ん
こ
と
を
信
ず
、

と
。

こ
れ
で
、
よ
し
、
私
も
や
っ
て
や
ろ
う
、
現
代

の
玄
肛
在
は
む
り
だ
が
、
沙
悟
浄
ぐ
ら
い
の
役
に
は
立

て
る
と
思
い
立
っ
た
も
の
だ
」

海
旭
は
真
面
目
一
途
の
雲
来
が
珍
し
く
冗
談
を
言

っ
た
の
に
破
顔
一
笑
し
た
。
「
な
、
な
に
を
言
う
、

お
ぬ
し
は
玄
契
の
役
を
立
派
に
果
た
し
つ
つ
あ
る

。

そ
れ
は
ロ
イ
マ
ン
先
生
、
そ
し
て
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
の

ベ
ン
ド
ー
ル
博
士
を
は
じ
め
彼
の
地
の
碩
学
連
中
も

認
め
る
と
こ
ろ
だ

。

そ
、
そ
れ
に
引
き
か
え
僕
と
き

た
ひ
に
は
…
」

海
旭
が
自
省
に
入
り
そ
う
な
の
を
察
し
て
か
、
雲

来
は
そ
れ
を
遮
る
よ
う
に
対
話
を
引
き
取
っ
た

。
「先

程
、
君
は
他
人
に
ロ
ハ
で
果
実
の
も
と
を
提
供
す
る

ば
か
り
だ
と
言
っ
た
が
、
私
は
そ
れ
を
無
念
と
は
露

も
思
わ
ぬ
、
む
し
ろ
誇
り
に
思
う

。
重
ね
て
言
う
、

私
が
そ
う
胸
を
張
れ
る
の
は
君
の
論
文
「
蒋つ
て
聖

典
原
文
の
研
究
に
従
事
せ
よ
』
だ
。

お
か
げ
で
英
国

才
覚
を
縦
横
に
応
用
す
る
海
旭
流
を
貫
け

は
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
で
わ
が
生
涯
の
大
事
業
が
で
き
た

の
だ
と
。

改
め
君
に
感
謝
を
す
る
」
と
言
っ
て
雲
来

は
頭
を
下
げ
た
。

海
旭
の
胸
中
に
衝
撃
が
走
っ
た

。

初
志
を
忘
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
留
学
前
も
そ
う
だ

っ
た
が
、
留
学
し
て
か
ら
は
と
く
に
そ
う
で
、
つ
い

つ
い
途
次
で
目
新
し
い
こ
と
に
目
を
奪
わ
れ
て
道草

を
食
っ
て
し
ま
う

。

ま
さ
に

「稽
つ
て
聖
典
原
文
の
研
究
に
従
事
せ
よ
」

が
そ
う
だ
。

わ
れ
な
が
ら
着
眼
は
い
い
の
だ
が
、
そ

れ
を
貫
き
と
お
す
持
続
力
に
い
さ
さ
か
欠
け
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
の
朋
友雲
来
は
ひ
ら
め
き
で

は
遅
れ
を
と
る
が
、
い
っ
た
ん
こ
う
と
決
め
た
ら
貰

き
と
お
す
持
続
力
と

一
途
さ
は
見
事
と
い
う
ほ
か
な

、

。

し

海
旭
は
ア
ル
ザ
ス
ワ
イ
ン
を
す
す
り
な
が
ら
し
ば

し
黙
考
し
て
い
た
が
、
や
が
て
口
を
開
い
た
。
「お
、

お
ぬ
し
に
引
き
か
え
僕
と
き
た
ひ
に
は
…
」

雲
来
は
ま
た
ぞ
ろ
海
旭
の
自
省
の
弁
を
見
透
か
し
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壷中に月を求めて

た
よ
う
に
遮
っ
た

。

「
何
を言
う
か
。

そ
ん
な
弱
気

な
君
は
君
ら
し
く
な
い
ぞ

。

酒
の
や
り
す
ぎ
で
は
な

い
か
。

君
だ
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
と
が
ん
ば
っ
て
い
る

で
は
な
い
か

。

も
う

二
年
も
前
に
な
る
か
な

。

私
が

今
回
世
話
に
な
っ
た
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
の
ベ
ン
ド
ー
ル

先
生
か
ら
貴
煎
な
聖
典
の
写
本
を
借
り
受
け
、
こ
れ

を
も
と
に
立
派
な
論
文
を
も
の
し
た
で
は
な
い
か

。

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
私
は
古
い
経
典
を
写
し
て
漢
訳

と
照
合
校
訂
し
た
だ
け
に
す
ぎ
ん
」

雲
来
が
言
っ
て
い
る
の
は
、

「華
厳
経
』
の

一
節

で
あ
る
「
普
賢
行
願
讃
」
に
関
す
る
論
考
だ
っ
た。

ベ
ン
ド
ー
ル
博
士
か
ら
は
梵
字
の
原
典
の
写
本
、
日

本
の
土
川
善
激
老
師
か
ら
は
H

本
版
（
慈
雲
尊
者
飲

光
筑
集
の
写
本
）
、
さ
ら
に
ロ
イ
マ
ン
か
ら
は
蒙
古

版
の
写
本
を
そ
れ
ぞ
れ
借
り
受
け
、
こ
れ
ら
三
者
を

照
合
し
て
半
年
足
ら
ず
で
洋
行
後
第

一
号
の
論
文
に

仕
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た

。

（
こ
れ
は
後
に
推
敲
を

加
え
て
海
旭
の
学
位
論
文
と
な
る
）

「
し
、
資
料
を
も
と
に
論
文
を
書
き
上
げ
る
こ
と
よ

り
も
」
と
海
旭
は
言
い
返
し
た
。

「
ま
、
ま
ず
は
原

典
に
の
め
り
込
む

。

そ
し
て
後
世
の
原
典
解
釈
の
錯

力

誤
と
瑕
疵
を
追
究
す
る
、
君
の
そ
う
し
た
姿
勢
に
頭

が
さ
が
る
ば
か
り
だ

。

ま
さ
に
留
学
前
に
僕
が

「蒋

つ
て
聖
典
原
文
の
研
究
に
従
事
せ
よj
で
仰
そ
う
に

唱
え
た
の
は
そ
の
こ
と
だ

。

ぽ
、
僕
が
言
っ
た
こ
と

を
お
ぬ
し
が
ひ
た
す
ら
実
践
し
て
い
る
と
は
、
な
ん

と
も
面
目
な
い
と
い
う
か
…
」

か
ね
て
海
旭
は
、
自
分
の
ど
こ
か
に
地
道
な
原
典

資
料
と
の
格
闘
に

一
途
に
な
れ
な
い
も
の
を
感

じ
て
い
た

。

留
学
し
て
三
年
目
で
、
日
本
の
姉
崎
正

治
に
こ
ん
な
手
紙
を
書
き
送
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し

こ
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「
例
の
如
く
『死
語
の
研
究
』
三
味
な
の
で
面
白
い

ろ
く

考
も
出
な
い
、
出
た
所
が
、
條
な
も
の
で
も
な
い
か

ら
当
今
は
失
敬
仕
る
こ
と
と
願
い
た
い
の
だ
」

「
死
語
」
と
は
梵
字
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
も
海
旭

の
”
気
分
“
が
は
か
ら
ず
も
表
れ
て
い
た

。

会
話
を
と
ぎ
ら
せ
た
海
旭
を
揺
り
起
こ
す
よ
う
に

雲
来
が
声
を
か
け
た

。

「
ど
う
し
た
、
ど
う
し
た。

君
の
す
ご
い
の
は
、
そ
の
オ
覚
を
あ
ち
こ
ち
に
応
用

で
き
る
こ
と
だ
。

皮
肉
で
も
な
ん
で
も
な
い

。

そ
れ

こ
そ
が
渡
辺
海
旭
流
で
は
な
い
か
。

私
に
は
と
て
も
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ま
ね
で
き
ぬ
。
つ
い
こ
の
間
も
、
ロ
イ
マ
ン
先
生
の

奥
方
の
ピ
ア
ノ
を
聞
い
て
、
新
境
地
を
得
た
そ
う
だ

が
…
」

「
し
、
新
境
地
は
大
げ
さ
だ
が
」
と
海
旭
は
受
け
た
。

「
さ
、
最
近
ロ
イ
マ
ン
先
生
が
古
い
イ
ン
ド
音
楽
の

譜
面
を
手
に
入
れ
て
ね
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
か

奥
方
に
ピ
ア
ノ
で
弾
か
せ
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
な
か

な
か
面
白
く
て
、
文
字
だ
け
お
っ
て
い
て
は
得
ら
れ

な
い
体
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
」

「
ほ
れ
み
ろ
、
そ
こ
が
君
の
す
ご
い
と
こ
ろ
が
、
と

て
も
私
に
は
…
」
雲
来
は
そ
こ
で
言
葉
を
飲
み
込
む

と
続
け
た

。

「
君
は
大
い
に
あ
ち
こ
ち
ふ
ら
ふ
ら
す
れ
ば
い
い
。

私
は
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
の
大
事
業
で
ひ
と
段
落
し
た
か

ら
、
”
ド
ク
ト
ル
論
文
“
に
か
か
る
と
し
よ
う
。

君

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

-
T
1
1
1

東
京
都
台
東
区
元
浅
草
4

の
2

の
1

電
話
(
0
3
)
3
8
4
2
,
1
2
8
9

振
彗
o
o
1
8
0
,
2
,
4
5
2
3
1

隕
社

有
会

が
私
の
よ
う
に

一
事
に
淫
し
た
ら
、
そ
れ
も
辛
気
＜

さ
い
原
典
三
昧
だ
と
、
か
え
っ
て
角
を
矯
め
て
牛
を

殺
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ん

。

そ
れ
は
宗
門
、
日

本
仏
教
界
の
大
い
な
る
損
失
だ

。

そ
っ
ち
は
私
に
は

さ
っ
ぱ
り
歯
が
た
た
ぬ
の
で
、
君
に
ま
か
せ
る
」

雲
来
の
中
に

は
、
こ
の
男
は
回
り
道
を
し
た
ほ
う

が
大
き
な
も
の
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
予
感
が

あ
っ
た
。

い
っ
ぼ
う
海
旭
に
は
雲
来
の一
事
へ
の

一
途

さ
こ
そ
大
事
業
を
な
す
自
分
に
は
な
い
”
突
破
力
“

だ
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た

。

「
わ
、
わ
か
っ
た。

現
代
の
玄
装
は
お
ぬ
し
に
託
す

る
と
す
る
か
」
と
海
旭
は
大
き
く
頷
く
と
、
生
涯
の

盟
友
二
人
は
し
っ
か
り
と
手
を
握
り
あ
っ
た

。

（
こ
の
項
つ
づ
く
）
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会句上
〈
特
選ぼ
っ
ぽ
っ
ど
野
菊
為
朝
自
決
の
地

誌土浄

平
安
未
期
の
武
将
源
為
朝
は
、
保
元
の
乱
に
敗
れ

て
伊
豆
大
局
に
流
さ
れ
た
後
、
討
伐
軍
と
戦
っ
て
白

決
し
た

。

い
ま
野
菊
の
咲
く
そ
の
地
を
散
策
し
な
が

●
為

我
こ
そ
は
一
騎
当
千
新
酒
酌
む

秋
灯
や
校
長
一
人
当
直
す

井
村
善
也

内
藤
隼
人

〈
佳作
〉
名
月
や
窓
辺
に
休
む
当
直
医

西
尾
規
夫

「
夜
は
」
と
あ
る
の
は
、
普
段
虫
の
音
な
ど
聞
こ
え

な
い
町
な
か
に
住
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う。

当
直
の
今
、

回
り
で
は
し
き
り
に
虫
が
嗚
い
て
い
る

。

床
の
中
で

そ
れ
を
間
き
な
が
ら
、
次
第
に
眠
り
に
落
ち
て
行
く

。

作
者
は
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
だ

。

旦

当
直
の
夜
は
虫
の
音
に
眠
り
落
つ

●
当

安
藤
幸
雄

石
原
新
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選者＝増田河郎子

出
棺
の
僧
の
衣
に
秋
の
風

ら
、
為
朝
を
偲
ん
で
い
る
の
で
あ
る

。

取
り
合
わ
せ

に
用
い
た
野
菊
が
や
さ
し
く
て
よ
い。

い
つ
も

一
匹
で
す
い
す
い
泳
い
で
い
る
あ
め
ん
ぼ

も
、
次
第
に
命
を
つ
な
ぐ
仕
事
が
待っ
て
い
る

。

ど

こ
か
ら
と
も
な
く
寄
っ
て
来
た
の
は
そ
の
た
め
だ

。

雌
に
選
ば
れ
る
の
も
大
変
と
い
う
ほ
か
な
い

。

〈佳
作
〉
境
内
の
涌
き
水
潔
し
秋
の
宵

ひ
ど
つ
穴
蟹
が
抗
う
田
舎
道

近
藤
ア
ツ
子

浜
口
佳
春

飯
島
英
徳

〈昌

あ
め
ん
ぼ
う
寄
り
て
は
離
れ
秋
立
ら
ぬ

●
自
川
題

ハ
イ
ヒ
ー
ル
履
く
露
草
を
踏
む
為
に

見
事
な
る
自
傷
行
為
の
柘
棉
か
な

〈佳
作
〉
無
為
無
策
へ
く
そ
葛
に
花
が
咲
き

工
藤
綽

野
島
恵
美

斉
田
仁

吉
崎
美
和
子
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黒板＂
＂
題

兼
題

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

誌
上
句
会
〈
編
集
部
選
〉

■
当

当
年
は
不
協
和
音
の
秋
の
空

雨
と
な
り
当
惑
頻
の
秋
祭
り

弁
当
の
中
身
に
柿
の
添
え
ら
れ
て

当
番
の
朝
は
糸
瓜
が
気
に
か
か
る

朝
涼
し
寺
当
番
が
二

、

三
人

芸
当
も
な
き
ラ
イ
オ
ン
や
秋
落
暉

秋
祭
り

当
た
り
の
太
鼓
押
き
け
り

今
H

の
日
当
た
り
蛭
絆
の
額
ほ
ど

締
切
・
ニ
0

1
四
年
十
＿
月
二
十
日

発
表
・

「浄
土
」
二
0
一
五
年
＿
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
1
4

明
照
会
館
内

月

刊

「浄
土
」
誌
上
句
会
係

●
為

星
月
夜
わ
が
為
す
こ
と
の
似
さ
よ

赤
い
羽
根
前
途
有
為
な
俯
若
し

佐営 西鳥カII 増村森佐営
籐間 原羽納田田 藤間
雅あ 規瑠 信 懐雅あ
子 さ 夫 梓璃 子 篠人 f さ
子子

ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ 

誰
が
為
に
嗚
る
や
梵
鈍
秋
の
谷

お
仕
舞
い
は
自
分
の
為
に
胡
桃
割
る

為
に
す
る
議
論
の
窓
へ
小
鳥
来
る

当
為
と
は
ゾ
ル
レ
ン
化
野
尽
き
る
ま
で

■
自
由
題

安
生
野
は
麗
も
か
す
む
栢
麦
の
花

点
鬼
簿
に
入
り
し
夫
や
秋
彼
岸

糸
瓜
忌
や
訪
う
人
も
疎
ら
に
て

小
島
来
る
社
務
所
は
ピ
ル
の

一
階
に

デ
パ
ー

ト
の
中
の
仏
具
屋
秋
う
ら
ら

秋
の
雲
ふ
ら
ふ
ら
ゆ
け
ば
橋
が
あ
る

新
涼
の

一
喰
箋
に
金
の
彩

花
瓶
か
ら
茫
が
同
じ
向
き
に
垂
れ

入
口
の
混
み
合
う
て
い
る
鰯
誤

常
問
あ
さ
子

佐
藤
雅
子

森
懐
人

村
田
篠

斉
田

仁

佐
々
木美
智
子

植
田
天
彦

後
藤
洋
平

月
島
恭
子
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森
懐
人

村
田
篠

内
謀
隼
人

横
山
芙
美
子



窓遥5鴫認
令汀i-c;~ よし 3 つ

oo, 

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）

曇疇）
~'!\Ii ゲ



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 (§黒・祐天寺）
魚尾孝久 （三島 ・ 願成寺）
大江田紘義（仙台•西方寺）
加腰昌康（下北沢• 森巌寺）
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・硲徳院）
佐藤成順（品川・願行寺）
佐藤良純（小石川 ・ 光 IIlf 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）
中島真成（青山・梅窓院）
中村康雅（消水·実柑寺）
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・窃慶寺）
（敬称略•五十音順）

カ
ラ
ス
ま
で
低
く
飛
んで
る
野
分
か
な

今
年
の
仏
教
界
の
ブ
ー
ム
と
言
え
ば
、
若
い

世
代
か
ら
の
僧
侶
‘
寺
院
に
対
す
る
改
革
運
動

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
松
本
紹
圭
氏
と
井
出
悦

郎
氏
の
書
い
た
『
お
寺
の
教
科
書
』
は
、
彼
ら

の
行
っ
て
い
る
『
住
職
塾
』
の
活
動
と
共
に
大

き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
ま
た
お
寺
に

三
星
を
付

け
た
と
言
わ
れ
る
池
口
龍
法
氏
の
書
い
た
『
お

寺
に
行
こ
う
』
も
彼
ら
が
発
行
し
て
い
る
フ
リ

ー

マ
ガ
ジ
ン
『
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
な
僧
侶
た
ち
』

を
基
盤
に
し
て
こ
れ
か
ら
の
お
寺
の
方
向
性
を

明
白
に
示
し
た
。
若
い
そ
し
て
や
る
気
の
あ
る

僧
侶
た
ち
は
、
春
に
は
『
向
源
』
な
る
イ
ベ
ン

ト
を
宗
派
を
超
え
て
行
い
、
世
問
か
ら
大
い
に

岱
澗

注
目
さ
れ
て
い
る
。
又
秋
に
は
大
震
災
を
考
え

る
イ
ベ
ン
ト
を
念
仏
教
団
と
い
う
枠
で
行
い
復

興
の
今
‘
我
々
が
な
す
べ
き
こ
と
を
問
い
か
け
た
。

宗
教
離
れ
は
も
は
や
若
い
世
代
に
と
ど
ま
ら

ず
‘
団
塊
の
世
代
や
高
齢
者
の
世
代
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
法
事
を
す
る
お
棺
家
が
め
っ
き
り

減
っ
た
と
い
う
話
は
も
う
日
常
的
だ
。
今
の
ま

ま
で
は
お
寺
を
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と
す
ら
難
し

い
と
い
う
話
は
、
こ
れ
か
ら
寺
院
を
受
け
継
ぐ

若
者
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
だ
。

若
い
僧
侶
に
呼
び
か
け
た
松
本
氏
は
青
年
会

の
研
修
会
ば
か
り
で
な
く
、
今
や
布
教
師
会
や

普
通
講
習
会
な
ど
住
職
た
ち
の
研
修
会
で
も
引

っ
張
り
だ
こ
だ
。
ま
だ
ま
だ
一
部
で
は
あ
る
が
、

僧
侶
た
ち
が
気
づ
き
始
め
て
い
る
。
今
年
は
寺

ホームページ http://jodo.ne.Jp 

メールアドレス hounen@jodo.ne犯 院
そ
し
て
住
職
の
意
識
改
革
が
始
ま
っ
た
年
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

僧
侶
と
は
？
寺
院
と
は
？
そ
し
て
そ
の

や
る
べ
き
こ
と
と
は
？
出
来
れ
ば
自
分
自
身

で
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
（
長
）

浄
土
八
卜
巻
ト

一
月
乃
頒
価

六
百
円

年
会
竹
ぃ
ハ
千
円

昭
和
卜
年
J
i
nニ
ト

1
1
第
一
コ釉
郵
便
物
認
n
f

印
刷
平
成

二
十
六
年
1

月

二
十
日

発
行
平
成

二
十
六
年
|

-H

-n

発
行
人
佐
藤
良
純

編
集
人
大
室
了
皓

印
刷
所
—
—

株
式
会
社
シ
ー
テ
ィ
ー
イ
ー

〒

一
五
'

-
O
-―

東
京
邪
港
区
芝
公
園
四
＇
ヒ
＇
四
明
照
会
館
内

発
行
所
法
然
上
人
鑽
仰
会

祖
凸

0
三
（三
五
ヒ
八
）
六J
L四
ヒ

F
A
X
 
0
1―
-（
三J
iヒ
八
）ヒ
0
三
六

振
替

Q
2

一八
O
'

八
＇
八
ニ
―
八
ヒ

贋
チ
ー
フ

編
集
ス
タ
ッ
フ

長
谷
川
岱
潤

斎
藤
晃
道

佐
山
哲
郎

青
木
照
恣

村
田
洋

一
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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

ドンビエー）レ凰屑皐叶 [I~屁ペリこ13 ン］
面月になると、ともするとパラパラと時雨がくる 。 初時雨、村時

雨、 小夜時雨。 茶器にもこの 「時雨」 と銘を持つものも多く、本阿

弥光悦の傑作茶碗の一つに「時雨」の銘打つ黒茶碗があります。 こ

の光悦がもてなしについて、 「客の心は我が心、 11 · ｷ 酸 · 鍼 • 苦• 辛

の五味をこえた真味、 「 また食べたい」 と感じさせる後味をめざして

つとめる 」 と語っていることが伝えられています。

今回この後味が完璧なお店、 「 レストラン ドンピエール銀廂本店」

のご紹介です。

30数年銀座で、多くの人が節れた小さなグランメゾン 「ペリニィ

ヨン 」 が、今年の 3 月 に 「京橋ドンピエールJ と融合して新しいフ

レンチ洋食を誕生させました。

「京橋ドンピエール」 時代から大フ ァ ンだったビーフカレーが、こ

ちらでいただけると知り訪ねました。 フレンチ技法を駆使して作 ら

れた特製ピーフカレーは、 ＂ 旨味とコク＂、そして ＂甘みと辛み ＂ が

絡まりスパイシーで洗練されています。 また I I の中でとけるような

牛肉は、有名な石井ミートのA5 ランクの黒毛和牛を使用 している

とのことです。 このビーフカレーは洋食コースの一つで、アミュー

ズ ・ グール、サラダ又はスープのセッ ト で28001 '-J 。

また、同店］階にはカジュアルフレンチ 「銀座プラッセリ ドン・

ピエール」 が併設され、単品でビーフカレーがいただけるそうです。

是非是非ご此味ください。

レストラン ドンピエール銀座本店

東京都中央区銀座1-10-19 銀座第一ピル2F 03-3567-3641 

営業時間 11 :30-15:00(L014:00) 17:30-23:QQ(L021 :QQ) 

定休日 月曜日夏季（お盆） 冬季 （正月 ）

ランチ 5000円～ ディナー 10000円～ アラカルト有
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0
1
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1
1

発
行
人
／
佐
藤
良
純
編
集
人
／
大
室
了
皓
編
集
チ
ー
フ
／
長
谷
川
岱
潤

大
好
評
、
在
庫
僅
少
！

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

大
菩
提
寺

山
喜
房
佛
書
林

本
体
2
O
O
O

円

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
歴
史

全
貌
が
明
ら
か
に
！

佐
藤
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