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2015年浄土「表紙」

新年号 陶
芸
家南

初
枝

アップの写真なので判りにくいが、 この靴

の陶芸は二足いっぺんにひとつの掌にのるほ

どの大きさ。とても小さくて可愛い作品であ

る。ズックという言葉はもはや死語に近いが、

そのズックを囮いていた中学生や高校生のこ

ろ、 多くの人が経験のある場所に穴があいて

いる。 足の親指の付け根にあるちょっとした

骨の突起が擦れて布靴が摩耗し、穴があくの

である。

日本では明治まで一般に靴を屈く習慎がな

かったが、欧米では、人間と靴の関係は占<、

2008年、 アルメニアの洞窟で発見された紐靴

は、紀元前3500年ころの物と推定されている。

西洋には昔から「おしゃれは足元から」な

どという慣用旬がある。 日本語にも「足元を

見る」という言葉があった。 旅人の足袋や草

囮といった囮物を見て宿泊客の経済力や地位

を見たのである。 履物のグレードや種類は、

使用者の富や権力の象徴とされたのである。

（文 • 佐々木美冬）

り
作
品

撮
影
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崎
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寺
往
紀
行

乏

寺
に
歴
史
あ
り

人
々
に
信
仰
あ
り

H

本
の

心
の
故
郷
を
紀
行
す
る
酉

東
京
・
目
黒

ゆ
う
れ
ん
じ
ゃ



酉蓮社蔵の明版大蔵経。 増上寺で学
ぶ多くの衆学僧が手にした価値ある
経本だ



酉蓮社蔵の大蔵経は寛延二 (1749)
年に納められ 、 全部で百十一函で二
千冊を超える経本が箱●されている

酉遁社蔵の大蔵経の中の阿弥陀経の頁

平成26年 11 月 、 京都は大沢池前に
ある佛教大学宗教文化ミュージアム
で「近代の大蔵経と浄土宗」ー縮刷
蔵経から大正蔵経ヘーと題された秋
季特別展。 酉蓮社蔵の明版大蔵経が
出展された

芝公園時代の酉蓮社境内にあった報恩蔵。 膨大
な大蔵経は収めるにも大きな蔵が必要だった



地下ホールの脇に造られた納骨堂。
下が「青蓮」 、 その下が「白蓮」入
口でも横がその内部

半地下となっているホール。
ここで各種催しが行なわれる

本堂と隣り合う客殿。 襖をはずせば
広い空間が生まれ、 念仏会などにも
利用されている
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f
j法
語

す
け

本
願
の
念
仏
に
は
‘
ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
さ
ぬ
な
り

。

助
さ
す
程
の
人
は
、
極
楽
の
辺
地
に
生
ま
る。

助
と
中
す
は
、
智
慧

を
も
助
に
さ
し

、

持
戒
を
も
助
に
さ
し
、
道
心
を
も
助
に
さ
し

、

慈

悲
を
も
助
に
さ
す
な
り

。

（
禅
勝
房
伝
説
の
詞
）

現
代
語
訳
ー
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
る
念
仏
は

、

そ
れ
を
申
す
だ
け
で
往
生
で
き
る
と
い
う

独
立
し
た
教
え
で
あ
っ
て
、
念
仏
以
外
の
助
け
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

助
け
を
必

要
と
す
る
よ
う
な
人
は

、

極
楽
で
も
そ
の
辺
地
に
生
ま
れ
る
。

助
け
と
い
う
の
は

、

智
慧
を

助
け
に
し
た
り
、
戒
律
を
守
る
こ
と
を
助
け
に
し
た
リ
、
道
を
求
め
る
心
を
助
け
に
し
た
リ

、

慈
悲
の
心
を
助
け
と
し
た
リ
す
る
こ
と
で
あ
る

。

Honen Shonin's Sayings 
The nembutsu i.t1 Amida Bud曲a's Origmal Vow 

stands on its own as an independent doctrine 
which proclaims that the utterance of Namu 
Amida Butsu alone is necessary to go to the 
Pure Land. No other aids are required for it. 
Those who need such other aids are born far 
away m the land. What I mean by the aids are 
their wisdom, their observance of precepts, their 
aspiration for enlightenment, and their 
compassion. (Zenshobo densetsu no kotoba) 

お
言

゜



解
説

梶
村

法
然
上
人
が
学
ん
だ
比
徴
山
は
、
天
台
の
教
え
だ
け
で
は
な
く
、
真

言
・
戒

律
•
浄
土

・

禅
の
教
え
も
あ
り
ま
し
た

。

し
か
し
こ
の
四
つ
の
教
え
は
、
天
台

の
教
え
に
到
達
す
る
た
め
の
補
助
の
行
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
天
台
の
教
え
の
居

w
2
つ候

的
存
在
、
寓
宗
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た。

た
と
え
ば
浄
上
の
教
え
で
あ
る
念
仏
は
、
心
を

―
つ
に
定
め
る
と
い
う
天
台

の
教
え
の
準
備
の
行
で
あ
っ
て
、
念
仏
だ
け
申
せ
ば
救
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

。

そ
れ
を
法
然
上
人
は
、
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で

あ
っ
て
、
念
仏
を
巾
せ
ば
救
わ
れ
る
と
い
う
独
立
し
た
教
え
で
あ
る
こ
と
を
、

伝
統
の
仏
教
教
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
ま
し
た

。

浄
t

教
は
こ
こ
で
初
め
て

独
立
し
た
教
え
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す

。

こ
こ
に

言
う
「
ひ
と
り
だ
ち
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
救
わ
れ
る
独立

し
た
教
え
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
他
の
教
え
の
助
け
に
な
っ
た
り
、
他
の
行

の
助
け
を
必
要
と
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す

。

智
慧
も
、

持
戒
も
、
追
心
も
、
慈
悲
の
心
さ
え
助
け
と
す
る
必
要
は
な
い
と
上
人
は
述
べ

て
お
り
ま
す

。

昇
亜
細
亜
大
学
名

誉教
授

Commentary 
When Honen studied ir1 Mt. Hiei, しhere were four teachings other than Tenclru. 

Shingon, Kairitsu, Jodo ancl Zen. But these four teachings were subordinate 
exercises to get to the final goal of Tenclai, so they were called the Gu sects, which 
referred to Buddhist schools dependent on the Leaching of Tendai. 
For ex皿pie, the nembutsu ir1 the teacl血g of Jodo i.11 those days ヽvas a preparatory 

practice to ful.flil the goal of Tendai, which was the n血d in meditation, that is, the 
呻cl focused on a single thing, so it was not supposed that the nembutsu could 
save people by itself. Then I Ionen made it clear i.11 terms of traditional Buddhist 
doctri.11es that the nembutsu was Amicla Buddha's Original Vow and that it was 邸
independent cloctrme manifesting that its utterance could save people. In this way 
the Pure Land Buddhism bec皿e ru1 independent teaching for the first time at 
that time. 
The expression "stand on its own" in the above quotation indicated the 

independence of the ncmbutsu which assured people that it was sufficient for 
them to be saved, so that it neither became any help to other teachings nor 
neeclecl any helps from them. Honcn s叫eel that it did not need any wisdom, any 
observance of precepts, any aspiration for enlightenment, or even any compass10n 

英訳 fpjiffi"良治 中央大学文学部教授



形
に
す
る第

一
回



祈りの心を形にする

絵
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

絵
は
ち
ょ
っ
と
描
き
ま
す

。

使
が
生
ま
れ
る
前
、
戦
争
r
l

で
す
が
、
父
の
家
と
い
う
の
が
結
構
大
き
な
家
だ
っ
た
も
の
で

す
か
ら
、
困
窮
さ
れ
て
い
た
絵
描
き
さ
ん
が
お
ら
れ
て
、
母
が

面
倒
を
み
た
と
い
う
か
「
家
に
住
ん
だ
ら
ど
う
で
す
か
」
と
い

う
こ
と
で
。

子
供
だ
っ
た
長
男
が
、
そ
の
先
生
が
絵
を
描
き
に

行
く
と
き
に
「

一
緒
に
行
き
な
さ
い
」
と

。

最
初
は
。
長
男
は

絵
が
得
意
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。

そ
れ
で
僕
も
絵
が
好
き
な

も
の
で
す
か
ら
、
小
学
生
に
な
る
と
、
僕
が
つ
い
て
い
っ
た

。

有
名
な
画
家
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
「教
え
て
買
い
な
さ
い
」
と

母
に
言
わ
れ
て
。

日
曜
日
は
い
つ
も
写
生
に
行
っ
て
、
雨
が
降

っ
た
日
は
家
で
静
物
画
を
描
く
ん
で
す
ね
。

T
 s
 

編
集
部
佐
山
（
以
下
S

)
毎
日
新
聞
社
刊
行
の

「
滝
田
栄
仏
像
を
彫
る
」
と
い
う
ご
著
苫
を
拝
読
さ
せ

て
頂
い
て
、
感
動
い
た
し
ま
し
た
。
奥
付
を
拝
見
し
ま
す
と
こ
の
ご
本
は
二
o
o

七
年
初
版

。

そ
れ
か
ら

現
在
ま
で
長
期
に
渉
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
増
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
本
に
実
力
が
備
わ
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と

。

ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
い

っ
て
も
い
い
書
物
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
仏
像
を
彫
る
き

っ
か
け
が
お

母
様
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
だ
と
あ
り
ま
す
。

彫
ら
れ
た
の
は
観
音
様
で
、
最
初
か
ら
素
晴
ら
し
い
作
品

に
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね

。

も
と
も
と
美
術
の
オ
能
が
お
あ
り
に
な
っ
た
の
で
す
か。

滝
田
（
以
下
T
)
い
え
い
え
。

僕
は
小
さ
い
と
き
か
ら
不
器
用
で
、
図
工
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
苫
手
で

し
た
。

, 



お
母
様
は
個
性
的
な
方
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね

昭
和
の
肝
っ
玉
母
さ
ん
と
い
う
よ
う
な
、
ね

。

ほ
ん
と
に
。

気
持
ち
の
い
い
、
ま
っ
す
ぐ
な
、
ス
カ

ッ
と
し
た
女
性
で
、
僕
た
ち
を

一
生
懸
命
育
て
て
く
れ
て
、
教
え
て
く
れ
て

。

貧
し
い
時
代
だ
っ
た
か
ら

自
分
は
学
校
は
出
て
い
な
い
ん
で
す
け
ど
、

S

和
裁
を
教
え
て
い
ら
っ
し
や

っ
た
ん
で
す
ね

。

T

え
え
。

母
の
実
家
は
織
物
の
事
業
を
し
て
い
た
家
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
時
代
に
乗
り
遅
れ
ち
ゃ
っ

て
ダ
メ
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
尋
常
小
学
校
を
出
た
ら
奉
公
に
行
き
な
さ
い
と
言
う
の
で
、
当
時
、
神
田
の

清
水
と
い
う
東
京
の
百
貨
店
な
ん
か
の
高
級
呉
服
を
全
部
扱
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
職
人
集
団
の
中
に
入

れ
ら
れ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。

大
変
頑
張
っ
て
、
努
力
を
し
て
、
あ
っ
と
い
う
問
に
戦
人
頭
に
な
っ
て
、
縁

あ
っ
て
父
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
も
、
惜
し
が
ら
れ
て
、
東
京
に
家
を
準
備
す
る
か
ら
仕
事

を
続
け
て
く
れ
な
い
か
と
言
わ
れ
た
く
ら
い
腕
の
い
い
職
人
だ
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す

。

で
も
、
結
婚
し
て

東
京
を
離
れ
て
、
千
葉
に
帰
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
た
い
へ
ん
な
腕
で
す
か
ら
、
千
業
で
も
人
を
集
め
て

。

S

百
人
か
ら
の
人
を
使
っ
て
ら
し
た
そ
う
で
す
ね
。

T

常
に
百
人
か
ら
の
職
人
さ
ん
を
集
め
て
、

三
越
、
伊
勢
丹
、
僕
が
生
ま
れ
る
前
は
白
木
屋
、
そ
う
い

う
百
貨
店
の
高
級
呉
服
で
す
ね
。

S

手
に
職
の
あ
る
、
元
祖
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
で
す
ね
。
一
方
、
お
父
様
は
国
鉄
の
。

T

父
は
真
面
f
l
な
国
鉄
職
貝
で

一
生
国
鉄
に
勤
務
し
て
（
笑
）。

s

ご
両
親
と
も
に
、
と
て
も
個
性
的
で
、
お
母
様
が
病
気
さ
れ
た
と
き
に
励
ま
し
た
と
い
う言
葉
が
い

い
で
す
ね
。

謀
黙
で
あ
ま
り
話
を
し
な
い
父
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
母
が
心
臓
を
悪
く
し
て
、
目
を
痛
め
た
と
き
に
、

T
 

T
 s
 

JO 



祈 りの心を形にする

も
し
か
し
た
ら
失
明
す
る
の
で
は
な
い
か
と

。

そ
の
と
き
、

ら
と
」。

あ
れ
は
ね
ェ
、
ぐ
っ
と
き
ま
し
た
ね
ェ
（
笑
）

S

普
段
は
森
黙
な
お
父
様
が

、

お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で

す
ね
。
泣
か
さ
れ
ま
し
た
。

T

と
っ
て
も
人
間
的
な
集
団
な
ん
で
す
、
我
が
家
は
（
笑
）。

母
の
教
え
と
い
い
ま
す
か
、
繰
り
返
し

て
言
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
勉
強
し
な
さ
い
」
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
い
や
と
き
ど
き

は
言
い
ま
し
た
け
ど
（
笑
）。
「自
分
が
本
当
に
好
き
な
こ
と
を
み
つ
け
な
さ
い

。

こ
れ
が
心
か
ら
好
き
だ

と

言
う
こ
と
を
探
し
な
さ
い
。

も
し
み
つ
か
っ
た
ら
、
人
の
十
倍
努
力
し
な
さ
い

。

好
き
な
こ
と
な
ら
ト

倍
で
も
、
百
倍
で
も
努
力
が
出
来
る
」
っ
て
い
う
ん
で
す
。

だ
か
ら
う
ち
の
兄
弟
は
全
員
迎
う
方
を
向
い

て
い
る
（
笑
）。

S

上
の
お
兄
さ
ん
は
有
名
な

陸
上
競
技
の
。

T

え
え
、
四
人
兄
弟
な
ん
で
す
。

男
一
―
一
人
、
女

一
人
。

僕
は
四
番
H

で
す
。

長
男
は
陸
卜
競
技
で
、
五

卜
五
歳
で
早
く
に
逝
っ
ち
ゃ

っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
増
田
明
美
さ
ん
を
育
て
た
ん
で
す

。

俊
秀
な
子
を
見

つ
け
て
き
て
自
宅
で

一
緒
に
生
活
し
て
育
て
る
ん
で
す
よ

。

最
初
に
世
界
レ
ベ
ル
に
い
っ
た
の
が
女
子
マ

ラ
ソ
ン
の
増
田
明
美
ち
ゃ
ん
で
、
最
後
が
ハ
ン
マ
］
投
げ
の
室
伏
広
治。

あ
と
、
そ
の
妹
の
由
佳
さ
ん
も
。

お
父
さ
ん
の
重
信
さ
ん
に
頓
ま
れ
て
、
「
陸
上
競
技
に
向
い
て
る
と
思
う
ん
で
、
し
っ
か
り
育
て
て
欲
し

い
」
と
い
う
の
で
、
兄
が
高
校
三
年
間
、
寝
食
を
共
に
し
た
ん
で
す

。

同
じ
陸
上
競
技
で
も
マ
ラ
ソ
ン
と
ハ
ン
マ
ー

投
げ
っ
て
す
ご
く
迫
う
競
技
で
す
よ
ね
。

兄
は
、
自
分
で
は

一
番
地
味
な
投
榔
競
技
な
ん
で
す

。

砲
丸
で
す
か
。

そ
う
な
ん
で
す

。

T
 s
 

T
 s
 

「心
配
す
る
な
。

俺
が
目
に
な
っ
て
や
る
か

そ
れ
ま
で
は
円
盤
投
げ
や
砲
丸
投
げ
は
絶
対
日
本
で
は
勝
て
な
い
と
い
わ
れ
て
い

11 



「
君
は
俳

た
ん
で
す
ね

。

無
理
だ
と
。

そ
れ
を
兄
は
「
絶
対
に
い
け
る
」
と

。

確
信
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね

。

あ
と
、

あ
ら
ゆ
る
種
F
J
の
選
手
を
見
い
だ
す
努
力
を
し
て
た
ん
で
す
ね

。

ま
ぁ
、

一
種
の
伯
楽
と
い
い
ま
す
か

。

s

い
や
名
伯
楽
で
す
。

そ
う
い
う
「
見
る
力
」
が
あ
る
ん
で
す
ね。
そ
う
い
う
才
能
を
見
つ
け
て
、
過

酷
と
も
い
う
べ
き
練
齊
で
絞
り
上
げ
る
。

T

そ
う
、
殺
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
は
（
笑
）。

だ
っ
て
、
あ
の
室
伏
君
を
張
り
倒
す

く
ら
い
な
ん
で
す
か
ら
。

S

子
供
の
頃
、
近
所
に
火
事
が
あ
っ
て
、
飛
び
込
ん
で
い
っ
て
子
供
を
救
っ
た
と
か
、
溺
れ
て
る
子
が

い
た
ら
、
そ
れ
も
飛
び
込
ん
で
救
う
。
体
の
方
が
先
に
動
い
て
し
ま
う
よ
う
な
方
な
ん
で
す
よ
ね。

T

ほ
ん
と
に
正
義
感
が
強
く
て
、
後
先
考
え
ず
に
飛
び
込
ん
じ
ゃ
う
。

＋
供
を
抱
え
て
、
こ
ち
ら
は
も

う
ビ
ッ
ク
リ
し
て
。

s

そ
う
い
う
ス
ー
パ
ー
マ
ン
み
た
い
な
お
兄
さ
ん
が
い
る
か
と
思
え
ば
。

T

全
員
違
う
ん
で
す
。
次
男
は
非
常
に
知
的
で
、
つ
て
い
う
と
長
男
が
あ
れ
な
ん
で
す
け
ど
（
笑
）
、

技
術
者
で
し
て
。

S

理
系
の
方
な
ん
で
す
ね
。

で
も
滝
田
さ
ん
は
中
央
大
学
文
学
部
。

T

ほ
と
ん
ど
大
学
行
っ
て
な
い
で
す
け
ど

。

S

あ
の
頃
、
ま
と
も
な
、
明
る
い
楽
し
い
キ
ャ
ン
パ
ス
生
活
な
い
で
す
も
の
ね

。
二
十
五
年
生
ま
れ
で

す
よ
ね
。
僕
は
二
年
上
で
、
僕
ら
の
世
代
が
大
学
と
い
う
も
の
を
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
に
し
た
あ
と
（
笑）
。

俳
優
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
の
は
、
そ
の
頃
で
し
た
か
。

T

久
し
振
り
に
行
っ
た
授
業
で
、
隣
に
座
っ
た
人
に
昨
H

観
て
き
た
映
両
の
話
を
し
た
ら
、

優
に
な
る
べ
き
だ
」
っ
て
言
わ
れ
て
、
そ
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
ん
で
す
よ
。
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祈りの心を形にする

s
 見

て
き
た
映
画
の
話
を
克
明
に
話
し
た
ん
で
す
か
。

「ア
ラ
ビ
ア
の
ロ
レ
ン
ス

』
な
ん
で
す
。

テ
ア
ト
ル
で
観
て
感
動
し
ま
し
た
ね

。

そ
れ
ま
で
全
然
演

劇
に
興
味
も
な
か
っ
た
し
、
演
劇
の
知
識
も
な
い
し
、
関
係
の
な
い
惟
界
だ
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
よ

。

そ
れ
が
、
も
の
凄
い
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
ド
ラ
マ
で
、
人
間
の
生
き
様
が
カ
ッ
コ
良
く
て
、
そ
れ
を
友
人

に
話
し
た
ん
で
す
。

オ
マ
ー
シ
ャ
リ
フ
と
。
ヒ
ー
タ
ー
オ
ト
ゥ
ー
ル
の
出
会
い
の
場
面
と
か
ね
。

T
 

s
 

T
 s

 

T
 

そ
う
な
ん
で
す
よ
（
笑
）。

そ
れ
ひ
と
つ
で
演
劇
に
行
く
つ
て
い
う
の
も
凄
い
で
す
よ
ね
。

ま
ァ
、
い
い
加
減
な
時
代
だ
っ
た
と
い
う
か
（
笑
）。

そ
れ
で
取
り
あ
え
ず
文
学
座
に
行
こ
う
（
笑
）
と
。

同
期
の
方
は
ど
う
い
う
方
で
し
た
か
。

僕
た
ち
の
と
き
は
不
毛
（
笑
）
で
し
て

。

私
が
い
る
く
ら
い
で
す
か
ら

。

い
ま
現
役
で
頑
張
っ
て
い

る
の
は
、
私
と
、
角
野
卓
造
君
く
ら
い
か
な
。
一
年
下
に
中
村
雅
俊
君
と
か
、
桃
井
か
お
り
と
か
、
松
田

俊
作
と
か
、
あ
と
か
ら
ゾ
ロ
ゾ
ロ
（
笑
）。

活
躍
す
る
人
が
出
て
く
る
ん
で
す
が

。

そ
れ
ま
で
は
コ
ッ
コ

ツ
、
コ
ッ
コ
ツ
、
地
味
に
（
笑
）。

S

と
こ
ろ
で
、
滝
田
さ
ん
て
い
う
と
、
お
料
理
番
組
の
印
象
も
強
い
の
で
す
が。

T

テ
レ
ビ
で
ド
ラ
マ
を
何
本
か
や
っ
て
、
そ
の
あ
と
料
理
を
や
ら
な
い
か
っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
す
よ
。

詔
し
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
ア
ル
バ
イ
ト
三
味
の
生
活
で
、
ア
ル
バ
イ
ト
し
な
い
と
生
き
て
い
け
な

い
、
喰
っ
て
い
け
な
い
状
況
で
し
た
か
ら
。

嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
ぇ
。

た
ま
た
ま
、
山
登
り
を
や
っ
て
て
、

料
理
が
好
き
で
。

趣
味
で
す
け
れ
ど
ね

。

向
こ
う
も
僕
が
料
理
を
好
き
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
ん
で

す
よ
。

T
 s
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T
 s
 

極
端
に
集
中
し
な
い
と
。

成
田
高
校
山
岳
部
で
す
も
の
ね
。
山
男
は
案
外
料
理
が
得
意
。
そ
れ
を
知
ら
ず
に
、
偶
然
に
。

偶
然
で
す
ね

。

そ
れ
が
、
始
め
た
ら
二
0
年
も
や
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
か
ら
ね

。
雪
印
さ
ん
の
食
に
関

す
る
事
故
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
二
十
年
目
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね

。

S

あ
れ
は
大
変
で
し
た
ね
。

T

ほ
ん
と
突
然
き
ま
し
た
か
ら
ね
。

S

報
道
と
い
う
よ
り
、
た
だ
ひ
た
す
ら
バ
ッ
シ
ン
グ
。

T

メ
デ
ィ
ア
の
ね
、
付
和
雷
同
と
い
う
か
ワ
ッ
と
乗
る

。

つ
ぎ
に
な
ん
か
出
る
と
、
ま
た
そ
っ
ち
に
ワ

ッ
と
い
く
っ
て
い
う
。
メ
デ
ィ
ア
に
振
り
回
さ
れ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
、
人
の
心
み
た
い
な
も

の
が
。

そ
の
頃
か
ら
で
す
よ
ね
、
ほ
ん
と
の
人
の
心
と
は
と
か
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
か
の
流
れ
の
中
で
生

き
て
い
く
生
き
方
。

あ
り
ま
す
よ
ね
、
決
し
て
原
発
に
つ
い
て
は
口
に
出
さ
な
い
と
か

。

政
治
に
は
口
を

出
さ
な
い
と
か

。

業
界
の
約
束
み
た
い
な
の
が
あ
っ
て
、
逆
に
そ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
乗
る
と
巧
く
行
く

み
た
い
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
り

。

す
る
。

僕
、
そ
う
い
う
の
絶
対
嫌
で
。
自

分
の
本
当
の
言
葉
っ
て
ど
こ

に
あ
る
ん
だ
ろ
う
っ
て

。

自
分
の
思
い
で
す
よ
ね
。
真
剣
に
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
出
し
た
の
が
、
あ
の

雪
印
の
事
件
と
い
う
か
、
事
故
で
し
た
。
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
ね
。

S

生
来
、
何
か
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
性
格
、
相
当
に
真
面
目
な
ん
で
す
ね
。

T

そ
ん
な
こ
と
は
。

S

舞
台
が
始
ま
る
と
、
舞
台
と
自
宅
あ
る
い
は
ホ
テ
ル
の
部
屋
だ
け
を
往
き
来
す
る
、
何
処
に
も
寄
ら

な
い
。
な
ん
て
い
う
こ
と
も
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

T

不
器
用
で
す
か
ら
ね
。
集
中
し
な
い
と
で
き
な
い
ん
で
す
ね

。

面
目
に
見
え
ち
ゃ
う
の
か
も
し
れ
な
い

。

そ
れ
が
真

（
つ
づ
く
）
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東
京
・
目
黒

西
蓮
社
ゆ
う
れ
ん
じ
ゃ

文
・
振
影
／

真
山
剛

都立大学から商店街を抜け、 住宅地に入り少し歩くと左手に酉蓮社が現
れる。青木住職が40歳の時に違て替えている



寺院紀行

浄
士
宗
の
お
坊
さ
ん
に
な
る
に
は
、
京
都
・
東
山
の
総
本
山
知
恩
院
ま
た
は

東
京
·
芝
公
園
の
大
本
山
増
上
寺
で
、
世
間
か
ら
一
切
遮
断
さ
れ
た三
週
間
の

最
後
の
修
行
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

。

そ
し
て
、

「成
満
」
じ
ょ

う
ま
ん
と
読
む
「
合
格
」
を
し
て
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
。

こ
の
最
後
の
修
行
は
特
別
に
「加
行
」
け
ぎ
ょ
う
と
呼
ば
れ
、
知
恩
院

と
増
上
寺
で
毎
年
十
二
月
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

。ゅ
う
れ
ん
じ
ゃ

「昨
年
の
加
行
で
甥
が
無
事
僧
侶
に
な
り
ま
し
た

。

こ
の
酉
蓮
社
を
新
し
い
時

代
に
対
応
で
き
る
寺
院
と
し
て
、
彼
に
そ
の
法
灯
を
継
ぐ
の
が
私
の
使
命
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」

こ
う
語
る
の
は
、
こ
の
月
刊
誌
『浄
土
』
の
編
集
ス
タ
ッ

フ
の

一
員
で
あ
り
、

ほ
う
ね
ん
し
ょ
う
に
ん
さ
ん
ご
う

同
時
に
本
誌
発
行
元
の
法
然
上
人
鑽
仰
会
の
H
P

な
ど
I
T

関
連
を
担
当
す
る

青
木
照
憲
酉
蓮
社
住
職
だ

。

そ
う
、
今
回
は
初
の
編
集
部
員
の
お
寺
訪
問
と
な
っ
た
。

青
木
住
職
の
お
寺
は
渋
谷
か
ら
横
浜
へ
と
延
び
る
東
急
東
横
線
の
都立
大
学

駅
に
あ
る
。

駅
か
ら
歩
い
て
お
よ
そ
1
0分
、
住
宅
地
の
ま
さ
に
ま
ん
中
に
、
高

級
屋
敷
と
見
間
違
う
外
観
で
建っ
て
い
る
の
が
酉
蓮
社
で
あ
る

。

「毎
日
前
の
道
を
通
っ
て
い
て
も
、
お

寺
と

気
づ
か
な
い
方
が
多
か
っ
た
で
し

ょ
う
。

今
は
納
骨
堂
の
案
内
看
板
や
各
種
行
事
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

地
元
の
人
に
は
お
寺
と
し
て

認
知
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
」

そ
う
、
実
は
酉
蓮
社
は
こ
の
2

年
で
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う

。

こ
の
2

年

；膠l
! 

昭
和
4
9年
に
開
か
れ
た
「
増
上
寺
と
徳
川

展
」
で
酉
蓮
社
蔵
の
大
蔵
経
が
展
示
さ
れ

た
時
の
案
内
札

（左
）
と
記
念
切
手
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に
大
き
な
行
事
を
4

回
開
催
、
そ
の
内
容
は
酉
蓮
社
の
歴
史
を
播
き
、
同
時
に

酉
蓮
社
の
こ
れ
か
ら
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る

。

こ
こ
に

そ
の
行
事
内
容
を
記
そ
う

。

【寺
院
文
化
再
発
見
2
0
1
3

】
ー

大
本
山
増
上
寺
山
内
寺
院
・
酉
蓮
社

第
一
回
御
開
帳
記
念
（
平
成
2
5年
7

月

2
7日
）

「
酉
蓮
社
蔵
明
版
大
蔵
経
”
御
開
帳
“
と

「悠
久
の
時
j
講
演
」

「
記
念
コ
ン
サ
ー
ト
」
「
終
活
講
演
セ
ミ
ナ
ー
」

【寺
院
文
化
再
発
見
2
0
1
3

】
ー

晩
秋
の
お
寺
へ
出
か
よ
う
フ
ェ
ス
タ
！

第
二
回
御
開
帳
記
念
（
平
成
2
4年
1
1月
2
3日
）

「
経
典
御
開
帳
＆
琵
琶
デ
ュ
才
．m酉
蓮
社
」
「
明
版
大
蔵
経
御
開
帳
」

「
薩
摩
琵
琶
演
奏
会
」
「
個
別
終
活
相
談
会
」

【寺
院
文
化
再
発
見
2
0
1
4

】
ー

大
本
山
増
上
寺
山
内
寺
院

・

酉
蓮
社
春

の
お
寺
d
eフ
ェ
ス
タ
！
柿
の
木
坂
御
廟
落
慶
記
念

第
三
回
大
蔵
経
御
開
帳
平
成

2
6年
3

月

2
9
、

3
0日
）

「
大
蔵
経
か
ら
見
た
江
戸
の
仏
教
」
「
落
語
で
見
る
仏
教
」

「
お
坊
さ
ん
の
新
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
「
ピ
ン
シ
ャ
ン
元
気
コ
ン
サ
ー
ト
」

【寺
院
文
化
再
発
見
2
0
1
4

】
ー

大
本
山
増
上
寺
山
内
寺
院
・
酉
蓮
社
秋

の
お
寺
d
eフ
ェ
ス
タ
！
柿
の
木
坂
御
廟
建
立
記
念

第
四
回
大
蔵
経
御
開
帳
（
平
成
2
6年
9

月

2
3
H
)

「
馬
頭
琴
来
日
公
演
．m酉
蓮
社
」

｀
し

大
蔵
経
に
は
防
虫
剤
を
包
ん
だ
当
時
の
新

聞
紙
と
こ
れ
も
防
虫
効
果
の
あ
る
銀
杏
の

葉
も
挟
ん
で
あ
っ
た
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寺院紀行

「「お
寺
っ
て
な
あ
に
？

j
や
さ
し
い
仏
教
ト
ー
ク
・
ト
ー
ク
開
催
！
」

ま
ず
共
通
す
る
「
御
開
帳
」
が
目
を
引
く

。

そ
う
実
は
昭
和
5
1年
に
青
木
住

職
の
奥
様
の
父
親
、
前
田
成
慧
、
先
々
代
酉
蓮
社
住
職
の
実
家
で
あ
る三
田
の

龍
源
寺
に
移
し
た
明
版
大
蔵
経
が
平
成
1
8年
に
酉
蓮
社
に
戻
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。

昭
和
5
8年
に
酉
蓮
社
の
住
職
と
な
っ
た
青
木
住
職
に
と
っ
て
は
こ
の
数
千

冊
に
及
ぶ
経
典
と
の
初
の
お
目
見
え
だ
っ
た

。

そ
し
て
、
そ
の
経
典
を

一
冊

一

冊
丁
寧
に
整
理
し
た
の
が
、
青
木
住
職
の
後
継
者
と
な
る
べ
く
増
上
寺
で
加
行

を
成
満
さ
れ
た
、
奥
様
の
姉
の
長
男
で
あ
る
細
川
聡
洋
師
だ
っ
た。

青
木
住
職
は
昭
和
2
3年
に
熊
本
で
公
務
員
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た。
大
学

入
学
と
共
に
上
京
、
建
築
関
係
の
仕
事
に
つ
き
、
酉
蓮
社
の
三
女
前
田
玲
子
さ

ん
と
結
婚
。

2
9歳
か
ら
俯
侶
の
汽
格
を
取
り
始
め
4

年
後
に
住
職
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
芝
公
園
か
ら
目
黒
へ
の
移
転
を
始
め
、
昭
和
3
0年
か
ら
住
職
と
し
て

酉
蓮
社
を
支
え
て
き
た
先
々
代
の
前
田
成
慈
住
職
が
遷
化
、
お
寺
の
こ
と
を
教

え
て
も
ら
う
機
会
が
な
か
っ
た

。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
大
蔵
経
の
存
在
も
知
ら
な

か
っ
た
。

し
か
し
、
増
上
寺
所
蔵
の
大
蔵
経
を
研
究
す
る
東
洋
文
庫
の
會
谷
佳

光
研
究
員
か
ら
の

一
本
の
電
話
に
端
を
発
し
、
酉
蓮
社
所
蔵
の
明
版
大
蔵
経
の

成
り
立
ち
ゃ
存
在
価
値
に
鷲
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

昨
年
1
1月
に
は
京
都
の

佛
教
大
学
の
施
設
で
公
開
さ
れ
、
酉
蓮
社
の
大
蔵
経
が一
般
公
開
さ
れ
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
も
行
わ
れ
る
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た

。

手
元
に
そ
の
會
谷
氏
が
編
集
者
、
青
木
住
職
が
発
行
者
と
な
り
平
成2
4年
9

都
立
大
学
駅
は
渋
谷
か
ら
約
1
0分
の
住
宅

地
だ
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月
に
発
行
し
た

「旧
三
縁
山
増
上
寺
山
内
寺
院
・
報
恩
蔵
酉
蓮
社
志
稿

j
が

あ
る

。

こ
の
発
刊
の
辞
で
青
木
住
職
が
こ
う
述
べ
て
い
る

。

「
こ
の
害
物
は
酉
蓮
社
の
至
宝
で
あ
り
、
住
職
と
し
て
誇
ら
し
く
思
う
と
同
時

に
、
酉
蓮
社
護
持
発
展
の
礎
に
な
ら
ん
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
」

で
は
、
こ
の
本
か
ら
酉
蓮
社
の
成
り
立
ち
と
そ
の
役
割
を
抜
き
書
き
し
よ
う。

「
寛
延3
(
1
7
5
o
)
年
、
増
上
寺
境
内
の
南
東
の
角
に
貫
蓮
社
練
界
雅
山

が
学
徒
策
励
の
た
め
報
恩
蔵
を
建
立
し
て
明
版
の

一
切
経
を
納
め
、
伝
来
の
酉

し
ょ
う
げ
い

蓮
社
了
界
聖
岡
の
影
像
を
本
称
と
し
て
酉
蓮
社
と
名
付
け
ら
れ
た

。

明
和
9

(
1
7
7
2
)年
ま
で
に
は
堂
舎
が
建
立
完
備
さ
れ
、
当
時
の
増
上
寺
第
4
8世

の
到
蓮
社
典
界
智
瑛
を
開
山
と
し
て
、
浄
業
修
行
の
香
衣
別
院
に
定
め
ら
れ
た
」

し
ょ
け
し
:
う

当
時
、
増
上
寺
に
は
三
千
人
を
超
え
る
所
化
衆
と
呼
ば
れ
る
修
学
僧
が
い
た

。

増
上
寺
に
は
徳
川
家
康
か
ら
寄
進
さ
れ
た
高
脱
版
、
宋
版
、
元
版
の
三
大
蔵
経

が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
寺
宝
と
し
て
厳
格
に
管
理
さ
れ
、
修
学
僧
が
閲
覧

で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

。

そ
こ
で
、
修
学
僧
の
中
で
も
階
級
座
次
の
頂
点

に
い
た
雅
山
が
明
版
の
大
蔵
経
を
手
配
し
報
恩
蔵
の
建
立
を
願
い
出
て
、
酉
蓮

社
の
誕
生
と
な
っ
た
の
で
あ
る

。

ち
な
み
に
報
恩
蔵
と
い
う
名
称
は
法
然
上
人

が
2
0年
間
簡
っ
て
浄
土
宗
開
宗
の
道
を
見
出
し
た
比
叡
山
青
龍
寺
に
あ
る
経
蔵

の
名
前
だ
そ
う
だ

。

そ
し
て
ま
た
そ
の
法
然
上
人
の
教
え
を
浄
士
宗
と
い
う

一

教
団
と
し
て
世
に
知
ら
し
め
た
浄
土
宗
第
七
祖
聖
阿
上
人
の
僧
名
で
あ
る
酉
蓮

社
を
寺
名
と
し
た
の
で
あ
る

。

春
の
お
寺
d
eフ
ェ
ス
タ
で
「
「
お
坊
さ
ん

の
新
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
講
演
を
す
る
戸
松

義
晴
師
。
酉
蓮
社
と
同
じ
芝
組
心
光
院
の

住
職
だ
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寺院紀行

当
時
、
こ
の
新
し
く
建
立
さ
れ
た
酉
蓮
社
の
存
在
意
義
は
大
き
か
っ
た
に
違

い
な
い
。

江
戸
時
代
に
は
浄
士
宗
僧
侶
に
な
る
に
は
関
東
に
あ
る
檀
林
と
呼
ば

れ
る
1
8の
特
別
な
寺
院
で
2
7年
間
勉
強
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
古
き
出
し
で
京

都
知
恩
院
と
東
京
増
上
寺
と
書
い
た
が
、
江
戸
時
代
は
増
上
寺
を
筆
頭
と
す
る

関
東
十
八
棺
林
に
限
ら
れ
て
い
た

。

そ
の
首
座
に
あ
っ
た
の
が
増
上
寺
で
そ
の

修
学
僧
附
が
手
に
し
た
経
典
が
酉
蓮
社
の
大
蔵
経
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
を
知
り
、
縁
あ
っ

て
自
分
が
住
職
と
な
っ
た
お
寺
の

成
り
立
ち
や
大
蔵
経
を
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
。

そ
し
て
そ
の
由
緒
あ
る
寺
院

の
法
灯
を
護
っ

て
い
く
こ
と
が
自
ら
の
使
命
と
し
、
そ
の
第

一
歩
を
酉
蓮
社
と

い
う
お
寺
を
地
元
の
人
へ
知
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
連
続
御
開

帳
の
主
旨
で
あ
る

。

ま
た
、
併
催
す
る
行
事
内
容
を
見
る
と
青
木
住
職
が
目
指
す
酉
蓮
社
の
こ
れ

か
ら
の
姿
も
見
え
て
く
る

。

先
の
行
事
内
容
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
成
2
4年
の
柿
の
木
坂
御
廟

と
い
う
納
骨
堂
の
新
設
、
各
種
コ
ン
サ
ー
ト
や
古
典
芸
能
、
終
活
や
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
講
座
、
仏
教
入
門
講
座
…
…
、
す
ぐ
隣
の
お
寺
と
し
て
来
て
も
ら
い
や
す

い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

地
域
密
筍
の
寺
が
青
木
住
職
の
目
指
す
酉
蓮
社
だ

。

さ
て
話
は
遡
る
が
、
こ
の
地
へ
の
移
転
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
控
え
た
昭

和
3
8年
に
境
内
地
を
首
都
高
速
道
路
用
地
と
し
て
売
却
せ
ざ
る
を
得
な
く
なっ

て
の
や
む
な
い
移
転
だ
っ
た
。

移
転
前
の
酉
蓮
社
は
増
上
寺
境
内
に
あ
っ
た
が
、

笑
顔
が
魅
力
な
青
木
住
識
は
昭
和
2
3年
7

月
の
熊
本
生
ま
れ
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そ
の
周
辺
も
す
べ
て
浄
土
宗
寺
院
で
徳
川
家
の
将
軍
や
正
室
な
ど
の
位
牌
所
な

ど
を
護
る
寺
院
、
修
学
僧
の
学
寮
か
ら
寺
に
な
っ
た
寺
院
な
ど
特
殊
な
寺
院
ば

か
り
で
、
い
ず
れ
も
が
袋
地
の
な
い
棺
家
や
信
徒
の
い
な
い
寺
院
で
あ
る
。

徳
川
都
府
が
確
立
さ
せ
た
寺
請
制
度
が
現
在
の
棺
家
シ
ス
テ
ム
に
繋
が
る

が
、
増
上
寺
の
榜
内
に
建
て
ら
れ
た
寺
院
は
こ
う
し
た

一
般
的
な
寺
院
と
は
だ

い
ぶ
異
な
る
。

全
国
各
地
、
宗
派
を
問
わ
ず
、
こ
う
し
た
大
寺
院
の
境
内
地
に

建
立
さ
れ
た
特
別
な
役
割
を
持
つ
寺
院
は
あ
る
そ
う
だ
が
、
増
上
寺
境
内
地
の

5
0近
く
も
あ
っ
た
寺
院
は
そ
の
中
で
も
と
て
も
特
殊
な
寺
院
だ
と
い
う

。

そ
し

て
酉
蓮
社
も
そ
の
箪
頭
で
、
青
木
住
職
に
な
る
ま
で
は
根
家
や
信
徒
が
な
い
、

布
施
と
い
う
収
入
の
な
い
寺
院
だ
っ
た
の
で
あ
る

。

そ
れ
で
は
酉
蓮
社
を
始
め
、

こ
う
し
た
寺
院
は
ど
う
や
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
の
か

。

住
職
が
勤
め
た
り
、

あ
る
い
は
立
地
を
活
か
し
た
収
益
事
業
で
維
持
し
て
い
る
と
い
う
。

確
か
に
芝

公
園
は
港
区
で
も

一
等
地
、
榜
内
地
の
活
用
は
難
し
く
は
な
い
だ
ろ
う

。

し
か

し
、
酉
蓮
社
は
そ
の
芝
公
園
の
地
を
離
れ
、
目
黒
区
の
住
宅
地
に
あ
る

。

と
な

る
と
寺
院
護
持
の
方
法
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い

。

そ
こ
で
、
青
木
住
職
は

1
5年
前
か
ら
地
元
の
葬
俵
社
と
提
携
、
半
地
下
に
あ

る
ホ
ー
ル
を
斎
場
と
し
て
利
用
し
た
り
、
葬
儀
で
の
読
経
も
引
き
受
け
て
き
た
。

そ
れ
が
平
成
2
4年
の
納
骨
堂
新
設
へ
と
繋
が
り
、
棺
信
徒
に
支
え
ら
れ
る
お
寺

へ
の
揺
る
が
な
い

一
歩
と
な
っ
た
の
で
あ
る

。

取
材
で
拝
見
し
た
納
骨
堂
「
青
蓮
」
は
既
に一
杯

。

新
た
に
納
骨
堂
「
白
蓮
」

庭
園
を
通
り
入
る
玄
関
に
は
応
接
の
椅
子

が
並
ぶ
が
、
そ
の
奥
も
ち
ょ
っ
と
し
た
庭

園
に
な
っ
て
い
る
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寺院紀行

を
造
り
、
常
駐
の
担
当
者
が
案
内
を
し
て
い
る
。

「
時
代
の
流
れ
も
あ
り
、
こ
う
し
た
形
態
の
墓
苑
を
望
む
方
も
多
く
な
っ
て
い

ま
す

。

近
隣
の
方
が
近
く
て
お
参
り
し
や
す
い
墓
苑
と
し
て
縁
を
結
ん
で
い
た

だ
く
な
ど
、
新
し
い
酉
蓮
社
の

一
歩
を
無
事
に
踏
み
出
し
て
い
ま
す
」

こ
の
寺
院
紀
行
で
も
取
り
上
げ
た
が
、
実
は
ロ
ッ
カ
ー
型
の
慕
の
歴
史
は
古

く
、
昭
和
3
0年
代
初
頭
に
遡
る

。

当
初
は
か
な
り
斬
新
な
袋
苑
だ
っ
た
が
、
今

で
は
宗
派
、
地
域
を
問
わ
ず
多
く
の
寺
院
が
取
り
入
れ
て
い
る
。
一
方
、
散
骨

や
樹
木
葬
と
い
っ
た
簗
を
持
た
な
い
人
が
増
え
た
り
、
俯
侶
に
よ
る
読
経
や
引

羽
が
な
い
直
接
火
葬
と
い
う
葬
俄
式
も
増
え
て
い
る

。

寺
院
も
大
変
な
時
代
を

迎
え
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い

。

「
い
つ
の
時
代
で
も
流
行
や
変
化
は
あ
り
ま
す
が
、
法
然
上
人
の
教
え
も
既
に

8
 
0
0

年
を
超
え
て
い
な
が
ら
、
今
こ
の
瞬
間
も
多
く
の
人
々
に
来
世
へ
の
安

心
感
を
与
え
続
け
て
い
ま
す

。

私
は
実
業
の
世
界
に
5
0歳
ま
で
身
を
置
き
ま
し

た
が
、
法
然
上
人
の
教
え
に
救
わ
れ
る
人
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
、
と
実
感
し

て
い
ま
す
」

青
木
住
職
の
後
継
者
と
な
る
細
川
師
も
大
学
卒
業
後
に
営
業
と
い
う
仕
事
を

経
験
さ
れ
て
の
出
家
だ
と
い
う

。

浄
土
宗
僧
侶
の
多
く
の
学
び
の
拠
点
で
あ
っ

た
酉
蓮
社
は
行
木
住
職
の
も
と
、
目
黒
の
地
で
新
し
い
時
代
を
迎
え
て
い
る

。

い
や
、
切
り
開
い
て
い
る
。

（
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
）

寺
名
と
な
っ
た
浄
土
宗
第
七
祖
の
酉
遁
社

了
響
上
人
繊
月
禅
師
聖
同
大
和
尚
の
位
牌
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南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
は
、
別
し
た
る
事
に
は
思
う
べ
か
ら
ず

。

阿
弥
陀

ほ
と
け
我
を
た
す
け
給
え
と
い
う
こ
と
ば
と
心
得
て
‘
心
に
は
阿
弥
陀
ほ
と

け
‘
た
す
け
給
え
と
思
い
て
、
口
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
う
る
を
‘三心

具
足
の
名
号
と
申
す
な
り

。

（法
然
上
人
「つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
）

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
つ
い
て
は

、

別
段
難
し
く
考
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

。

「阿
弥
陀
さ

ま
‘

ど
う
か
こ
の
私
を
お
救
い
下
さ
い
」
と
い
う
言
菓
と
心
得
て

‘

心
に
は

「阿
弥
陀
さ
ま

‘

お
救
い
下
さ
い
」
と
思
い

、

口
に
は

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
こ
と
を
「三
心
が
具
わ
っ

た
名
号
」
と
い
う
の
で
す

。

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
誓
い

こ
う
る
じ
っ
ぼ
う

響
流
＋
方

—

「
助
け
給
え
、
阿
弥
陀
仏
」ー



笞流 卜方

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

新
し
い
年
が
、
皆
さ
ま
方
に
と
っ
て
幸
多
く
、

そ
し
て
、
平
和
で
安
ら
か
な
世
の
中
に
な
り
ま
す
よ
う
に
祈
念
申
し
上
げ
ま
す

。

昨
年
の
十

一
月

二
十
二
H

午
後
十
時
頃
、
長
野
県
北
部
で
最
大
震
度
六
弱
を
記
録
す
る
大

き
な
地
裳
が
あ
り
ま
し
た

。

長
野
市
や
白
馬
村
な
ど
県
内
で
計
四
十

一
人
が
負
慟
し
、
住
宅

五
十
四
棟
が
全
半
壊
し
ま
し
た

。

そ
ん
な
記
録
的
な
大
地
霙
に
襲
わ
れ
、
倒
壊
し
た
家
屋
の

下
敷
き
に
な
る
人
が
相
次
い
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奇
跡
的
に
犠
牲
者
は

一
人
も
出
ま
せ
ん

で
し
た
。

特
に
、
二
十
七
棟
が
全
壊
す
る
な
ど
も
っ
と
も
甚
大
な
損
害
を
蒙
っ
た
白
馬
村
で

は
、
住
民
同
士
の
強
い
つ
な
が
り
に
よ
る
助
け
合
い
に
よ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
命
が
救
わ
れ

た
と
い
う
報
逍
は
、
実
に
心
温
ま
る
も
の
で
し
た

。

「
ド
ー
ン
」。

2
2
F
l
午
後
1
0時
8

分
、
地
裳
発
生
時
、
堀
之
内
地
区
の
n

宅
で
哀
て
い

た
無
職
、
吉
沢
諄
俊
さ
ん

(
8
0
)は、
下
か
ら
突
き
上
げ
る
よ
う
な
揺
れ
で
目
が
覚
め

た
。

そ
の
直
後
に
屋
根
が
崩
落

。

両
足
か
ら
腹
部
を
挟
ま
れ
、
身
動
き
が
取
れ
な
く
な

っ
た
。

辺
り
は
停
電
で
真
っ
暗

。

「
助
け
て
く
れ
」
と
叫
び
続
け
る
し
か
な
か
っ
た。

（
中
略
）
救
出
後
、
村
内
の
親
類
宅
で一
晩
を
明
か
し
た
と
い
う
吉
沢
さ
ん
は
毎
日
新

聞
の
取
材
に
、
「近
所
の
方
々
に
助
け
て
も
ら
っ
て
本
当
に
感
謝
の
言
葉
し
か
あ
り
ま
せ

ん
」
と
、
疲
れ
切
っ
た
様
子
で
話
し
た

。

（
毎
日
新
聞1
1月
2
3日
）

25 



地
裳
の
直
後
、
会
社
貝
柏
原

一
男
さ
ん

(
4
9
)
は
、
長
男

(
1
5）が
「
向
か
い
の
家

が
つ
ぶ
れ
て
る
！
」
と
叫
ぶ
の
を
聞
い
た

。

外
に
出
る
と
、
は
す
向
か
い
の
平
屋
建
て

住
宅
が
崩
れ
落
ち
て
い
た

。

「
助
け
て
」。

が
れ
き
の
中
か
ら
悲
鳴
が
聞
こ
え
、
間
も
な

く
、
女
児

(
3
)が
建
物
の
隙
間
か
ら
、
は
い
出
し
て
き
た

。

た
ま
た
ま
近
所
に
い
た

男
性
消
防
士
ら
近
隣
住
民
5

人
が
集
ま
り
、
男
性
消
防
士
が
建
物
の
中
に
上
半
身
を
突

っ
込
み
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
使
っ
て
が
れ
き
を
ど
け
て
い
っ
た。

住
民
ら
は
「
大
丈
夫

か
、
今
助
け
て
や
る
ぞ
」
と
声
を
か
け
た
。

約
3
0分
か
け
て
、
中
に
い
た
男
児

(
2
)

と
女
性
3

人
を
み
な
で
救
い
出
し
た
。
（
読
売
新
聞1
1
月2
4日
）

こ
う
し
た
住
民
相
互
に
よ
る
救
出
活
動
が
力
を
発
揮
し
た
の
は
、
新
潟
県
中
越
地
震
を
受

け
て
白
馬
村
の
自
治
会
組
織
が
作
成
し
た
「
災
害
時
住
民
支
え
合
い
マ
ッ
プ
」
の
お
か
げ
だ

と
い
い
ま
す

。

自
治
会
で
は
、
緊
急
時
に
備
え
、
そ
の
マ
ッ
プ
を
毎
年
更
新
し
、
高
齢
者
等

の
要
介
助
者
が
い
る
住
宅
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
予
め
調
査
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
住
民
が

高
齢
者
宅
に
真
っ
先
に
救
助
に
入
り
、
到
着
し
た
救
急
隊
に
も
的
確
に
場
所
を
伝
え
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す

。

現
代
社
会
、
特
に
都
会
で
は
、
隣
の
住
人
の
顔
を
見
た
こ
と
が
な
い
人

も
多
い
と
い
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
し
た
「
支
え
合
い
マ
ッ
プ
」
の
作
成
は
困
難
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
現
代
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
全
国
の
自
治
会
に
お
い
て
、
少
し
ず
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合
掌

つ
で
は
あ
っ
て
も
、
私
達

一
人
々
々
の
「
助
け
て
！
」
と
い
う
叫
び
を
聞
き
漏
ら
す
こ
と
が

な
い
よ
う
な
「
支
え
合
い
マ
ッ
プ
」
の
作
成
を
着
実
に
進
め
、
人
々
が
皆
、
幸
多
く
、
平
和

そ
の

一
方
、
ど
れ
程
科
学
が
進
歩
し
よ
う
と
も
、
い
つ
ど
こ
で
ど
ん
な
天
災
や
人
災
が
私

達
を
襲
う
か
を
正
確
に
予
測
す
る
の
は
不
可
能
な
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
地
域
社
会
の
人
々

が
ど
れ
程
素
晴
ら
し
い
互
助
組
織
を
構
築
し
得
た
と
し
て
も
、
被
災
を
皆
無
に
す
る
の
も
ま

た
不
可
能
な
こ
と
で
す

。

な
ぜ
な
ら
、
法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
や
は
り
こ
の
世

は
苦
し
み
多
き
彼
土
で
あ
り
、
私
達
は
力
弱
き
存
在
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
す

。

だ
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
そ
ん
な
私
達
を
哀
れ
ん
で
、
「〈
我
を
た
す
け
給
え
〉

と
の

で
安
ら
か
な
日
々
を
送
れ
る
よ
う
努
め
た
い
も
の
で
す。

（
林
田
康
順
）

思
い
で
念
仏
を
称
え
れ
ば
、
必
ず
汝
を
救
い
導
こ
う
」
と
お
誓
い
に
な
り
、
極
楽
浄
土
を
建

立
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
世
が
械
土
で
あ
る
以
上
、
人
と
人
と
の
約
束
が
守
ら
れ
な
い
こ
と
、

「
助
け
て
！
」
と
い
う
叫
び
を
聞
き
漏
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す。

し
か
し
、
仏

さ
ま
が
誓
わ
れ
た
約
束
は
破
ら
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん

。

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
「
助
け

て
！
」
と
い
う
私
達
の
心
か
ら
の
叫
び
を
決
し
て
聞
き
漏
ら
す
こ
と
な
く
、
誰
し
も
平
等
に

私
達
を
お
浄
土
へ
と
救
い
導
い
て
下
さ
る
の
で
す

。

今
年

一
年
も
、
そ
ん
な
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
誓
い
を
信
じ
て
、
共
々
に
お
念
仏
に
励
ん
で
参
り
ま
し
ょ
う。
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あ
る
寒
い
夜
に
勘
十
郎
さ
ん
が
お
洒
落
な
細
い
マ

フ
ラ
ー
を
首
に
巻
い
て
現
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
渋

い
オ
レ
ン
ジ
色
で
、
シ
ッ
ポ
の
先
と
尖
っ
た
n
の
あ

た
り
だ
け
が
白
い
、
キ
ツ
ネ
の
襟
巻
。
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
製
だ
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
苦
み
走
っ
た
伊
達
男

の
伊
達
男
に
し
か
似
合
わ
な
い
。

そ
う
言
え
ば
勘
十
郎
さ
ん
の
楽
屋
の
れ
ん
は
‘
狐

に
囚
む
演
目
（
た
と
え
ば
『
義
経
千
本
桜
』
の
狐
忠

信
と
か
）
の
と
き
な
ど
、
自
ら
描
い
た
優
美
な
狐
が

染
め
抜
い
て
あ
る
し
、
い
つ
か
見
た
薄
茶
色
の
羽
織

の
背
中
に
は
狐
が
丸
ま
っ
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
の
紋
が

刺
繍
し
て
あ
っ
て
、
勘
十
郎
さ
ん
の
風
雅
な
遊
び
ご

こ
ろ
に
感
じ
入
っ
た
。

つ
い
で
に
言
x
ば
、
ゴ
ル
フ
の
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン

記
念
に
勘
十
郎
さ
ん
が
配
っ
た
バ
ス
タ
オ
ル
に
は
、

お
得
意
の
漫
画
で
ご
満
悦
の
ゴ
ル
フ
狐
が
刺
繍
さ
れ

て
い
る
し
、
海
外
公
演
の
折
は
あ
ち
こ
ち
で
狐
グ
ッ

ズ
を
探
し
求
め
る
の
が
何
よ
り
の
楽
し
み
の

―
つ
で

あ
る
と
い
う
。

「
私
が
狐
が
好
き
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
本
物
の

で
は
な
く
人
形
の
狐
が
う
ち
に
あ
っ
た
か
ら
な
ん
で

す
。
子
供
の
こ
ろ
、
そ
れ
だ
け
見
て
た
ら
気
持
ち
わ

る
い
な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
が
劇
場
で
、
日
の
前
で
鮮

や
か
に
遣
い
は
る
の
を
見
て
、
将
来
自
分
も
あ
ん
な

に
遣
え
た
ら
い
い
な
ぁ
と
い
う
ん
で
、
だ
ん
だ
ん
好

き
に
な
っ
た
ん
で
す
。
狐
の
役
で
特
に
好
き
な
の
は

『
千
本
桜
』
の
狐
忠
信
と
、
『
本
朝
廿
四
孝
』
の
奥
庭

狐
火
の
段
の
八
屯
垣
姫
で
す
ね
」

八
重
垣
姫
の
出
の
前
に
、
諏
訪
大
明
神
の
お
使
い

び
ゃ
っ
こ

で
あ
る
白
狐
が
登
場
す
る
。
こ
の
狐
人
形
は
勘
十
郎

さ
ん
自
前
の
「
マ
イ
狐
」
だ
そ
う
だ
が
、
神
秘
的
な

野
性
の
動
物
が
活
き
活
き
と
躍
動
す
る
様
を
逍
っ
て

み
せ
る
勘
十
郎
さ
ん
の
真
剣
な
眼
差
し
が
印
象
的

だ
。「

狐
を
狐
ら
し
く
見
せ
る
に
は
、
ま
ず
頭
と
シ
ッ
ポ

を
下
げ
る
こ
と
。
非
常
に
警
戒
心
の
強
い
動
物
で
す

の
で
ね
‘
耳
を
立
て
て
絶
え
ず
周
囲
に
気
を
配
っ
て

い
ま
す
。
生
き
た
狐
の
動
き
を
よ
く
観
察
し
た
い
ん

で
す
が
、
動
物
園
の
狐
は
狭
い
と
こ
ろ
で
哀
て
ば
か

り
い
ま
す
し
。
宮
城
県
白
石
の
蔵
王
キ
ツ
ネ
村
に
い
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勘
十
郎
さ
ん

。

文
楽
は
遣
い
手
と
人
形
の
両
方
を

30 



会いたい人

ろ
ん
な
種
類
の
狐
‘
銀
狐
と
か
北
狐
と
か
ま
っ
白
い

プ
ラ
チ
ナ
狐
と
か
を
、
百
匹
く
ら
い
放
し
飼
い
に
し

て
る
と
こ
ろ
が
あ
る
そ
う
で
、
い
つ
か
行
っ
て
、
狐

を
抱
い
て
る
写
真
撮
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
（
笑
）
。

あ
る
と
き
旅
先
で
銀
狐
が
売
り
物
に
出
て
い
て
、
値

段
を
聞
い
た
ら
五
万
円

。

よ
っ
ぽ
ど
買
っ
て
帰
ろ
う

か
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
あ
と
の
世
話
が
大
変
や
ろ

う
し
、
人
間
に
う
つ
る
病
気
の
菌
を
持
っ
て
る
か
も

し
れ
な
い
ん
で
す
ね
、
後
ろ
髪
引
か
れ
る
思
い
で
諦

め
ま
し
た
」

狐
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
思
案
す
る
勘
十
郎
さ
ん
の

姿
が
目
に
見
え
る
よ
う
だ
。

先
頃
の
ス
イ
ス
公
演
の
際
も
‘
ス
イ
ス
か
ら
の
移

動
中
に
、
つ
い
に
本
物
の
狐
に
出
遭
っ
た
と
い
う

。

「牧
草
の
中
か
ら
こ
ち
ら
の
バ
ス
の
ほ
う
を
じ
っ
と

見
て
ま
し
た

。

嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
私
の
役
が
八

重
垣
姫
だ
っ
た
の
で
、
日
本
の
白
い
狐
と
、
ス
イ
ス

の
赤
い
狐
と
、
記
念
写
真
が
撮
り
た
い
な
ぁ
、
と

一

瞬
思
い
ま
し
た
け
ど
‘
だ
め
で
し
た

。

公
演
で
は
、
こ
の
白
狐
が
登
場
す
る
前
に
本
火
の

狐
火
を
出
す
ん
で
す
け
ど
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
は
消

防
の
監
視
が
厳
し
く
て
‘
ち
ょ
っ
と
や
り
難
か
っ
た

。

で
も
舞
台
袖
の
暗
が
り
に
待
機
し
て
い
る
私
の
狐
に

向
っ
て
、
そ
の
消
防
士
さ
ん
が
手
の
平
を
差
し
出
し

た
ん
で
す

。

あ
‘
餌
を
く
れ
る
つ
も
り
や
な
、
と
わ

か
っ
た
ん
で
、
私
は
狐
に
喜
ん
で
エ
サ
を
食
べ
る
仕

草
を
さ
せ
た

。

開
演
二
分
前
の
サ
ー
ビ
ス
で
す

。

で
‘

そ
の
後
の
監
視
の
目
が
、
少
し
ゆ
る
や
か
に
な
っ
た

よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
ね
（
笑
）
」

狐
の

勘
十
郎
さ
ん
の
狐
好
き
は
徹
底
し
て
い
て
‘

役
は
全
部
迎
っ
て
み
た
い
そ
う
だ

。

く
ず

は
あ
し
や
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み
た
ま
も
の
ま
え

函
の
葉
（
『
陳
屋
追
満
大
内
鑑
』
）
と
か
‘玉
藻
前

6
0お
た
も
と
ゆ

e
2
こ
ん
こ
ん
｀
が
たS

（
『
玉
藻
前
蟻
袂
』
）
と
か
、
白
百
合
（
『雪
狐
々
姿

湖
』
1
1

有
占
佐
和
子
作
）
と
か
は
ま
だ
や
っ
て
な
い

ん
で
す

。

そ
れ
ぞ
れ
狐
の
特
徴
が
出
せ
る
面
白
い
役

な
の
で
‘
是
非
そ
の
う
ち
や
り
た
い
と
思
っ
て
ま
す」

勘
十
郎
さ
ん
に
は
自
作
の
文
楽
作
品
が
四
つ
あ
る

が
、
そ
の
う
ち

二
つ
ま
で
に
狐
が
出
て
く
る

。

『
鈴
の
音
』
は
、
河
童
が
拾
っ
た
鈴
を
友
達
狐
の
首
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に
つ
け
て
や
る
が
、
そ
の
音
の
せ
い
で
猟
師
に
ね
ら

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
河
童
の
背
に
乗
っ
て
池
に
逃
れ
る
ん
で
す
が
、
ま

る
で
狐
が
池
に
浮
い
て
る
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
が

受
け
て
ま
す
。
河
童
が
そ
の
鈴
を
取
っ
て
や
っ
て
、

ポ
ー
ン
と
放
り
上
げ
る
と
木
の
梢
に
引
っ
か
か
っ

て
、
風
が
吹
く
と
カ
ラ
カ
ラ
と
嗚
る
、
と
い
っ
た
も

の
で
、
子
供
向
け
に
作
り
ま
し
た
。

『
桜
物
語
』
と
い
う
の
は
、
子
供
を
残
し
て
死
ん
だ

母
親
が
桜
の
木
に
生
ま
れ
変
っ
て
、
子
の
成
長
を
見

守
る
話
で
す
が
、
狐
が
桜
の
花
に
化
け
た
り
す
る
ん

で
す
。

『
ひ
ょ
う
た
ん
池
の
大
な
ま
ず
』
は
、
大
な
ま
ず
を

釣
り
上
げ
た
男
が
格
闘
の
末
、
獲
物
に
逃
げ
ら
れ
る
、

と
い
う
短
い
話
で
す
け
ど
、
幼
稚
園
や
小
学
校
で
こ

れ
を

一
番
多
く
上
演
し
て
い
ま
す
。

つ
め
も
よ
う
ゆ
め
じ
の
か
ど
ま
つ

『
端
模
様
夢
路
門
松
』
は
、
ツ
メ
人
形
…
…
女
中
と

か
村
人
た
ち
と
か
、
そ
の
他
大
勢
の
端
役
で

一
人
迎

い
の
人
形
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
ツ
メ
人
形
が
三
人

遣
い
に
出
世
し
た
夢
を
見
る
‘
と
い
う
話
。
舞
台
裏

を
見
せ
る
の
で
、
小
道
具
や
舞
台
下
駄
が
積
ん
で
あ

る
の
が
見
え
た
り
す
る
の
が
面
白
い
」

多
芸
多
オ
の
勘
十
郎
さ
ん
だ
が
、
ま
だ
実
現
し
て

い
な
い
夢
も
あ
る

。

「
え
え
‘
狐
を
主
人
公
に
し
た
絵
本
を
出
す
こ
と
で

す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
ち
ば
て
つ
や
先
生
の
ご
推
せ

ん
で
没
画
家
協
会
会
員
に
も
な
れ
ま
し
た
し
ね
」

と
こ
ろ
で
文
楽
人
形
述
い
は
、
立
役
迎
い
と
女
方

遣
い
と
に
分
れ
る
の
が
普
通
だ
が
、
勘
十
郎
さ
ん
の

芸
域
は
幅
広
く
‘
梨
快
な
立
役
も
、
美
し
い
女
方
も
‘

チ
ャ
リ
と
い
う
三
枚
目
役
も
、
総
て
得
意
技
で
、
歌

舞
伎
で
言
え
ば
「
兼
ね
る
役
者
」。

「父
（
先
代
勘
卜
郎
）
は
立
役
専
門
で
、
袋
助
師
匠

は
女
方
遣
い
の
名
人
。
せ
っ
か
く
そ
こ
で
足
や
ら
左

や
ら
で
修
業
し
た
も
の
を
活
か
さ
な
い
の
は
も
っ
た

い
な
い
で
す
か
ら
ね

。

し
か
し
両
方
迎
う
と
い
う
の

は
、
『
構
え
』
も
、
使
う
筋
肉
も
ま
っ
た
く
違
い
ま

す
か
ら
、
か
な
り
し
ん
ど
い
こ
と
な
ん
で
す
」

勘
十
郎
さ
ん
が
父
の
名
を
製
い
だ
の
は
平
成
十
五
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年
四
月
、
五
十
歳
の
と
き
で
、
父
の
死
後
十
六
年
が

経
っ
て
い
た
。

「
襲
名
の
話
は
突
然
簑
助
師
匠
か
ら
い
た
だ
い
て
、

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
文
楽
の
世
界
は
歌
舞
伎
と
違

っ
て
世
襲
制
で
は
な
い
ん
で
す
。
父
の
名
を
継
ぐ
権

利
は
父
の
お
弟
子
に
あ
っ
て
、
私
に
は
な
い
。
も
し

私
が
襲
名
す
る
と
し
た
ら
、
頌
助
師
匠
の
前
名
の
桐

竹
紋
二
郎
か
な
、
と
思
っ
て
た
し
、
い
や
‘

一
生
吉

田
簑
太
郎
で
十
分
と
も
思
っ
て
た
の
で
、
大
き
な
立

役
の
人
形
を
述
う
の
を
得
意
と
し
て
い
た
父
の
名
を

継
ぐ
自
信
は
全
然
な
か
っ
た
で
す
。
私
は
そ
の
こ
ろ

は
ま
だ
女
方
遣
い
で
そ
ん
な
に
大
き
な
役
も
つ
い
て

な
か
っ
た
し
、
『
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
の
勘
十
郎
』
が
で

き
る
ん
や
っ
た
ら
困
る
な
ぁ
、
と
思
っ
て
ま
し
た
。

し
か
し
、
当
時
八
十
五
歳
に
な
っ
て
い
た
母
親
の

た
め
に
も
親
父
の
名
を
継
ご
う
、
と
決
心
す
る
と
‘

師
匠
は
素
早
か
っ
た
で
す
。
こ
れ
ま
で
迎
っ
た
こ
と

の
な
い
『
絵
本
太
功
記
』
十
段
目
の
光
秀
と
い
う
大

役
が
私
に
振
ら
れ
て
、
師
匠
の
先
甜
の
玉
男
師
匠
に

は
十
次
郎
を
、
文
雀
師
匠
に
は
初
菊
を
頼
ん
で
く
れ

て
、
ご
自
分
は
光
秀
の
妻
操
に
出
て
、
周
り
を
し
っ

か
り
固
め
る
手
配
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
は
初
役

の
武
智
光
秀
と
鎧
人
形
と
悪
戦
苦
闘
し
た
り
、
あ
ち

こ
ち
挨
拶
回
り
に
歩
い
た
り
、
大
変
な
思
い
を
し
ま

し
た
が
、
あ
と
で
思
え
ば
名
前
が
私
の
背
中
を
押
し

て
く
れ
て
今
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
総
て
笈

助
師
匠
の
お
か
げ
で
す
」

伝
統
芸
能
の
世
界
に
身
を
骰
く
人
た
ち
の
師
匠
思

い
の
姿
を
し
ば
し
ば
目
に
し
て
き
た
が
、
文
楽
の
人

た
ち
に
は
そ
れ
が
と
り
わ
け
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
こ
ん
な
話
に
も
。

「
ず
っ
と
以
前
で
す
が
‘
師
匠
が
『
累
』
を
逍
う
と

み
つ
か
い
ど
う

き
に
‘
茨
城
県
の
水
街
追
の
近
く
に
あ
る
法
蔵
寺
の

累
の
お
簗
に
、
バ
ス
で
無
事
と
成
功
祈
願
に
行
っ
た

ん
で
す
。
ド
シ
ャ
降
り
の
日
で
、
人
形
を
ぬ
ら
さ
ん

よ
う
に
ビ
ニ
ー
ル
を
か
ぶ
し
た
り
し
て
た
の
で
、
バ

ス
の
中
へ
私
物
を
~
I
l
l

い
て
き
て
し
ま
っ
た
。
お
在
銭

を
弟
弟
子
に
借
り
て
、
写
真
撮
っ
た
り
し
て
帰
っ
て
‘

翌
日
の
舞
台
稽
古
で
す
。
玉
男
師
匠
の
与
右
衛
門
と

の
立
廻
り
で
、
う
ち
の
師
匠
が
傘
を
パ
ッ
と
回
し
た
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2013年 1 月の家族と2人のお弟子さんが入っ
た集合記念写真。現在は2人のお孫さんが増
えている。 も下は娘さんの愛犬「きなこ」

の
が
私
の
左
の
眼
に
当
っ
た
。
私
は
左
を
遣
っ
て
て
‘

稽
古
や
か
ら
頭
巾
か
ぶ
っ
て
な
い
の
で
ま
と
も
に
当

っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
と
同
時
に
足
追
い
が
踏
ん
だ

足
拍
子
が
私
の
左
足
を
踏
ん
だ
ん
で
す
。
そ
の
と
き
‘

あ
、
昨
日
の
百
円
を
返
し
て
な
か
っ
た
（
笑
）
、
と

思
い
ま
し
た
ね
。
し
か
し
怪
我
し
た
の
が
累
と
同
じ

左
眼
と
左
足
で
、
ゾ
ッ
と
し
ま
し
た
け
ど
、
す
ぐ
に

こ
れ
で
師
匠
の
代
り
に
厄
を
果
た
し
た
と
思
っ
た
ら

え
え
こ
と
や
ん
、
と
思
い
直
し
ま
し
た
」
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会いたい人

勘
十
郎
さ
ん
は
、
初
め
は
何
と
な
く
入
っ
て
し
ま

っ
た
文
楽
だ
っ
た
が
、
今
で
は
「
こ
れ
以
上
好
き
な

も
の
は
な
い
」
と
言
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。

「
好
き
な
仕
事
に
つ
け
る
と
い
う
く
ら
い
幸
せ
な
こ

と
は
な
い
で
す

。

そ
の
か
わ
り
膝
も
腰
も
左
肩
も
指

も
、
ほ
ぼ
全
部
で
す
ね
（
笑
）
、
ガ
タ
ガ
タ
に
な
っ

て
き
ま
し
た
け
ど
、
好
き
な
狐
を
存
分
に
迎
っ
た
り
、

手
負
い
の
役
が
だ
ん
だ
ん
弱
っ
て
い
く
経
過
を
細
か

く
計
党
し
た
り
、
舞
台
が
本
当
に
楽
し
く
て
、
つ
く

づ
く
幸
せ
や
と
思
い
ま
す
」

先
日
‘
私
は
古
い
筋
内
を
入
れ
た
箱
の
中
か
ら
昭

和
二
十
三
年
九
月
東
劇
‘
大
阪
文
楽
座
引
越
興
行
ときり

い
う
の
を
見
つ
け
た
。
『
先
代
萩
』
御
殿
の
段
の
切

ば場
語
り
が
豊
竹
山
城
少
橡
、
三
味
線
が
鶴
沢
清
六
‘

ぶ
ん
ご
ろ
う
せ
ん
ま
つ

乳
母
政
岡
が
吉
田
文
五
郎
で
、

一
子
千
松
は
桐
竹
紋

二
郎
と
あ
っ
た
。
簑
助
師
匠
の
少
年
時
代
な
の
だ
ろ

う
。

私
も
少
女
で
、
化
石
の
よ
う
な
文
五
郎
が
動
く

の
が
不
思
議
で
、
そ
の
顔
ば
か
り
眺
め
て
い
た
の
を

思
い
出
し
た

。

筋
書
に
安
藤
鶴
夫
が
「
文
五
郎
の
顔
」
と
い
う

一

文
を
載
せ
て
い
る
。

「
眠
っ
た
や
う
な
顔
を
し
て
‘
小
稲
を
出
て
く
る
文

五
郎
の
顔
も
、
山
城
少
橡
の
日
本

一
の
顔
と
共
に
既

に
得
難
い
存
在
で
あ
る

。

人
形
の
背
後
に
、
人
形
迎
の
顔
が
あ
っ
て
、
そ
れ

が
邪
魔
に
な
る
ど
こ
ろ
か
‘
そ
の
顔
が
あ
っ
て
こ
そ
‘

よ
り

一
府
人
形
が
生
彩
を
放
つ
と
い
ふ
人
形
辿
の
顔

は
、
吉
田
文
五
郎
で
も
う
最
後
で
あ
ら
う
。
」

私
が
か
ね
が
ね
思
っ
て
い
る
出
述
い
こ
そ
が
文
楽

の
醍
醐
味
と
い
う
の
が
証
明
さ
れ
た
よ
う
だ
っ
た

。

で
も
‘
顔
は
文
万
郎
で
最
後
、
と
い
う
の
に
は
異

議
が
あ
る
。

人
形
と
共
に
あ
っ
て
生
彩
を
放
た
せ
る
‘
勘
卜
郎

さ
ん
の
立
派
な
顔
が
あ
る
で
は
な
い
か

。

（
こ
の
項
お
わ
り
）
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友好の絆

ロ
ド
リ
ゴ
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ア
ダ
ム
ス
に
建
造
さ
せ
た
初
の
外
洋

船
を
提
供
す
る
と
い
う
家
康
の
破
格
の
好
意
に
対

し
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
恐
縮
し
て
申
し
出
る

。

「
盟
後

う
す
き
臼
杵
に
涼
滸
し
た
僚
船
、
サ
ン
タ
・
ア
ナ
号
の
様
子

を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

。

こ
の
船
が
傷
ん
で
駄

目
な
ら
、
ご
提
供
の
船
を
使
わ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
」

と
。

「
そ
う
か。

そ
れ
も
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
臼

杵
ま
で
の
道
中
の
安
全
を
手
配
し
て
や
ろ
う
」。

こ
の
最
初
の
会
談
で
、
家
康
は
「
箕
国
に
は
擾
秀

な
技
術
を
持
つ
銀
採
掘
技
師
が
い
る
と
い
う

。

数
十

人
我
が
国
に
派
逍
し
て
く
れ
れ
ば
、
相
当
の
報
酬
を

払
う
」
と
ロ
ド
リ
ゴ
に
申
し
出
て
い
る

。

こ
の
具
体

的
な
外
交
提
案
は
、
家
康
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を

如
実
に
示
し
て
い
る
。

家
康
は
ス
ペ
イ
ン
と
の
交
流
、

す
ん
ぷ

互
恵
関
係
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る

。

「
再
び
駿
府

に
戻
り
ま
し
た
ら
、
両
国
の
交
流
に
つ
い
て
意
見
を

申
し
上
げ
ま
す
」
ロ
ド
リ
ゴ
は
答
え
る
。

こ
う
し
て
、

彼
等

一
行
は
、
臼
杵
に
向
か
っ
た
。

家
康
の
命
令
が

臼
杵
ヘ

行
き
届
い
て
お
り
、
行
く
と
こ
ろ
、
行
く
と
こ
ろ
、

歓
迎
の
嵐
。
東
海
道
を
西
へ

。

京
都
に
着
く

。

方
広
寺
大
仏

ロ
ド
リ
ゴ
は
、
京
都
の
広
さ
と
格
調
の
あ
る
町
並

み
、
建
築
美
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
自
分
の
知
る
限
り

世
界
最
高
の
処
と
評
価
。

彼
は
、
方
広
寺
の
大
仏
と

秀
吉
の
袋
、
豊
国
廟
の
印
象
を
目
に
し
た
ま
ま
見
聞

録
に
古
い
て
い
る
。

方
広
寺
の
大
仏
。

「
そ
れ
は
想
像
を
遥
か
に
越
え

る
大
き
さ
の
偶
像
で
し
た

。

同
行
し
た
長
身
の
日
本

の
方
に
登
っ
て
も
ら
い
、
大
仏
の
親
指
部
分
を
抱
い

て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
両
腕
は
四
十
セ
ン
チ
も
足
り

ま
せ
ん
で
し
た

。

こ
れ
は
同
行
の
人
々
も
見
て
い
た

こ
と
で
も
あ
り
、
決
し
て
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し

か
も
、
著
名
な
画
家
が
完
全
に
描
い
た
に
し
て
も
、

こ
の
大
仏
の
美
し
さ
に
は
、
と
て
も
か
な
わ
な
い
と

思
い
ま
す
」
。

「
大
仏
殿
は
ま
だ
建
造
中
で
し
た
」。

秀
吉
が
晩
年
、
最
初
に
造
っ
た
大
仏
殿
と
大
仏
は
、

大
地
裳
で
崩
壊
し
、
秀
吉
亡
き
後
の

一
六
0
六
年
、

京
都

。
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秀
頼
が
再
建
着
工
祈
願
。

ロ
ド
リ
ゴ
が
見
た

一
六
一

0
年
に
は
、
銅
製
の
巨
大
な
大
仏
の
原
形
は
完
成
し

て
い
た
よ
う
で
、
こ
れ
を
囲
む
巨
大
な
大
仏
殿
は
、

う
か
が

工
事
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
…
の
様
子
が
覗
わ
れ
る

。

こ
の
大
仏
の
再
建
に
は
、
家
康
も
協
力
し
て
お
り
、

事
実
、
大
仏
の
表
面
に
貼
ら
れ
る
板
金
は
、
江
戸
で

造
ら
せ
て
い
る

。

秀
吉
が
最
初
に
造
っ
た
大
仏
殿
の

大
き
さ
は
、
高
さ
四
十
九
メ
ー
ト
ル
、
南
北
八
十
八

メ
ー
ト
ル
、
東
西
五
十
四
メ
ー
ト
ル
と
い
う
巨
大
な

も
の
。
ロ
ド
リ
ゴ
が
見
た
と
き
、
同
規
模
の
大
仏
殿

の
再
建
が
始
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
（
大
仏
殿

は
今
の
豊
国
神
社
が
立
つ
位
置
に
あ
っ
た
）
。
こ
の

大
仏
と
大
仏
殿
の
大
き
さ
は
、
奈
良
東
大
寺
の
大
仏

を
上
回
る
も
の
で
あ
り
、
「
京
の
大
仏
」
と
し
て
全

国
の
人
々
に
轟
い
た
。

大
仏
殿
を
含
む
当
時
の
方
広

寺
境
内
の
規
模
は
、
現
在
の
方
広
寺
、
豊
国
神
社
、

京
都
国
立
博
物
館
、
妙
法
院
、
智
積
院
、
三
十
三
間

堂
を
含
む
広
さ
で
あ
っ
た

。

そ
し
て
ロ
ド
リ
ゴ
参
詣

の
四
年
後
に
、
大
阪
の
役
が
始
ま
り
、
豊
臣
家
は
消

滅
。
方
広
寺
も
全
て
灰
儘
に
帰
す。
だ
が
、
江
戸
期

に
入
っ
て
、
木
造
の
大
仏
と
大
仏
殿
だ
け
は
再
び
再

建
さ
れ
、
京
の
大
仏
と
し
て
評
判
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
も
火
災
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま
っ
た

。

そ
う
し
た

意
味
で
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
見
聞
録
は
、
大
変
貴
重
な
も

の
で
あ
る
。

ロ
ド
リ
ゴ
は
、
方
広
寺
か
ら
阿
弥
陀
ヶ
峰
山
頂
ま

で
続
く
三
十
万
坪
に
及
ぶ
豊
国
廟
に
も
訪
れ
て
い

る
。

「
参
道
は
白
玉
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
お
り
、

両
側
に
石
灯
籠
が

一
定
間
隔
で
並
び
、
夜
に
は
灯
が

と
も
り
、
壮
観
で
あ
る
。
こ
の
参
道
が
終
わ
る
と
、

阿
弥
陀
ヶ
峰
に
登
る
、
長
い
石
段
が
あ
る。

こ
れ
ら

の
周
囲
に
は
壮
麗
な
僧
院
が
建
ち
並
び
、
石
段
を
登

り
切
る
と
、
ま
た
壮
大
な
御
堂
が
建
っ
て
い
る

。

正

門
は
、
金
銀
を
磨
い
た
見
事
な
透
か
し
彫
り
が
施
さ

れ
、
巨
大
な
柱
で
支
え
ら
れ
て
い
る

。

そ
の
様
は
、

イ
ス
パ
ニ
ア
の
大
聖
堂
を
想
起
す
る
」。

こ
れ
ら
は
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
ロ

ド
リ
ゴ
が
見
た
四
年
後
、
家
康
は
方
広
寺
鐘
銘
事
件

豊
国
廟
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友好の絆

を
起
こ
し
、
大
阪
の
役
が
始
ま
り
、
豊
臣
家
は

一
掃

さ
れ
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
見
聞
し
た
、
方
広
寺
も
秀
吉
廟

も
、
全
て
の
建
造
物
が
焼
き
払
わ
れ
灰
燐
に
帰
し
た

か
ら
で
あ
る
。

家
康
は
、
こ
れ
ら
全
て
を
歴
史
建
造

物
と
し
て
残
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

。

時
代
は

揺
れ
て
い
た

。

方
広
寺
と
秀
吉
廟
は
、
豊
臣
の
精
神

的
支
柱
で
あ
る
。

彼
等
が
決
起
す
る
と
し
た
ら
、
こ

こ
が
起
点
に
な
る

。

そ
う
な
れ
ば
、
家
康
の
兵
の
H

標
た
る
、
安
定
し
た
全
国
平
定
、
持
続
す
る
平
和
の

実
現
は
不
可
能
。

家
康
は
そ
う
判
断
し
た
の
で
あ
ろ

う
。

そ
こ
で
、
大
仏
と
大
仏
殿
だ
け
は
再
建
し
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
家
康
死
後
、
江
戸
時
代
に
入
っ

て
五
十
年
後
、
こ
れ
も
地
震
で
倒
壊

。

壊
れ
た
大
仏

は
、
寛
永
通
宝
に
化
け
る
。

そ
し
て
再
び
、
木
造
大

仏
が
造
ら
れ
た
も
の
の
、

一
七
九
八
年
、
大
仏
殿
に

落
雷
。

全
て
が
灰
儘
に
帰
す
こ
と
に
な
る

。

明
治
に

な
っ
て
、
明
治
天
皇
は
方
広
寺
の
み
を
復
活
さ
せ
、

荒
れ
果
て
、
苔
む
し
、
剥
き
出
し
に
な
っ
た
秀
吉
の

墓
台
に
、
巨
大
な
五
輪
塔
墓
が
再
建
さ
れ
、
袋
に
至

る
、
長
い
石
段
が
で
き
る
（
五
百
六
十
五
段
）。

そ

れ
が
現
代
の
姿
で
あ
る

。

ロ
ド
リ
ゴ
は
、
壮
脱
極
ま
り
な
い
豊
国
廟
に
参
拝

し
た
が
、
そ
の
時
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
心
に
蘇
っ
た
悲
劇

が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、

一
五
九
六
年
、

一
隻
の
ガ
レ

オ
ン
船
が
暴
風
で
上
佐
の
浦
戸
に
涼
消

。

こ
の
時
、

珈羊
職
者
を
目
指
す
、
乗
船
者
の

一
人
の
若
者
が
捕
ら

え
ら
れ
、
他
の
二
十
五
名
と
と
も
に
長
崎
で
傑
刑
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

後
の
文
学
、
絵
両
で
語
り
継
が
れ

る
「
日
本
二
十
六
珈
主
人
殉
教
者
」
。

処
刑
し
た
の
は

秀
ヒ1
1で
あ
る
。

そ
ん
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
の
、

「
そ
れ
にし
て
も
太
閤
様
の
御
廟
は
、
壮
麗
の

一
語

で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

。

ロ
ド
リ
ゴ
は
、
所
司
代
、
板
介
伊
買
守
の
案
内
で
、

「
天
皇
の
住
む
、
御
所
」
も
見
て
い
る

。

そ
こ
は
、

江
戸
や
駿
府
の
城
に
近
い
印
象
だ
が
、
華
脱
な
だ
け

で
な
く
、
高
い
格
式
を
感
じ
る
」。

「
板
倉
は
、
私
を

と
て
も
歓
迎
し
て
く
れ
、
話
は
弾
ん
だ
．
彼
は
、
イ

ス
パ
ニ
ア
の
様
子
を
し
き
り
に
尋
ね
る
。

そ
れ
に
私

も
丁
寧
に
答
え
た
。

喜
ん
だ
彼
は
そ
の
お
礼
に
と
都

の
こ
と
を
く
わ
し
く
話
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

京
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余
談
に
な
る
が
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
は
、
領
士
を

都
を
見
て
、
私
は
イ
ス
パ
ニ
ア
の
首
都
よ
り
優
れ
て

い
る
と
正
直
思
っ
た
」。

三
十
三
問
堂

ロ
ド
リ
ゴ
は
、

三
十
三
間
堂
に
も
案
内
さ
れ
て
い

る
。

そ
こ
で
は
馬
場
が
三
列
取
れ
る
く
ら
い
の
広
さ

に
驚
い
た
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
千
体
も
の
観
音

立
像
を
拝
観
し
、
日
本
人
の
造
る
、
彫
像
の
美
し
さ
、

凄
さ
に
声
を
上
げ
る

。

ま
た
、
日
本
に
は
、
釈
迦
、

阿
弥
陀
を
軸
と
し
た
宗
派
が
三
十
五
も
あ
る
が
、
全

く
対
立
が
な
い
と
板
倉
か
ら
聞
き
、
感
慨
ひ
と
し
お

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
仏
教
宗
派
が
こ
ぞ
っ

て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
士
を
追
放
す
る
よ
う
、
将

軍
に
請
願
し
た
と
聞
き
、

一
抹
の
不
安
を
覚
え
る
。

だ
が
、
将
軍
秀
忠
は
「
三
十
五
も
の
宗
派
が
争
い
も

せ
ず
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
三
十
六

に
な
っ
た
と
て
困
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
退
け
た

と
い
う
。

彼
は
、
家
康
と
秀
忠
の
考
え
方
に
感
じ
入

る
。

大
阪
で
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
の
神
父
の
家

大
阪
‘

広
げ
た
地
域
の
固
有
の
神
を
、
全
て
フ
ォ
ロ
・
ロ
マ

ー
ノ
に
集
め
、
自
由
に
祈
れ
る
よ
う
に
し
た

。

こ
の

姿
勢
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
ロ
ー
マ
帝
国
が
で
き

上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

ロ
ド
リ
ゴ
が
聞
き
及
ん
だ
、

秀
忠
の
宗
教
的
姿
勢
は
評
価
す
べ
き
も
の
で
、
彼
は
、

こ
の
す
て
き
な
国
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
願
っ

た
。都

の
美
を
堪
能
し
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
京
都
伏
見
に

赴
く

。

華
脱
な
伏
見
城

。

秀
吉
が
町
割
り
、
開
発
し

た
城
下
町
の
景
色
を
楽
し
み
、
「
町
は
都
よ
り
狭
い

も
の
の
、
す
ば
ら
し
い
施
設
の
数
々
」
と
の
感
想
を

述
べ
て
い
る
。

伏
見
か
ら

一
行
は
船
に
乗
り
、
大
阪

に
出
る
。

宇
治
川
、
淀
川
の
船
旅
。

快
適
そ
の
も
の

。

そ
の
景
色
の
良
さ
に
、
彼
は
、
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ビ
リ

ア
の
光
景
を
思
い
浮
か
べ
た
。

そ
し
て
臼
杵
ヘ

伏
見
か
ら
大
阪
へ
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友好の絆

古
き
伝
統
技

一
そ
ぶ
代
に
わ
た
る
信
頼

に
泊
ま
る

。
「大
阪
の
人
口
は
二
十
万
人

。

こ
こ
は

日
本
で
最
も
美
し
く
立
派
な
町
と
言
え
よ
う
。

民
家

は
お
し
な
べ
て
二
階
建
て
、
構
造
的
に
も
優
れ
て
い

る
。

そ
し
て
海
産
物
も
潤
沢
な
町
」
。

そ
の
後
、

一

行
は
、
船
で
瀬
戸
内
海
を
渡
り
、
戯
後
に
辿
り
舒
く
。

ロ
ド
リ
ゴ
は
、
「
毎
晩
、
陸
に
上
が
っ
て
眠
っ
た
」

と
記
す
。

盟
後
臼
杵
に
滸
く
と
、
彼
は
、
目
的
の
僚
船
、
サ

ン
タ
・
ア
ナ
号
の
状
態
を
調
べ
る

。

こ
の
時
、
同
船

は
陸
楊
げ
さ
れ
て
お
り
、
子
細
に
見
る
と
相
当
街
ん

で
い
る
。

し
か
も
も
と
も
と
こ
の
船
は
老
朽
船

。

馴

染
み
の
ス
ペ
イ
ン
人
船
長
は
、
私
達
の
帰
国
に
提
供

し
て
も
良
い
…
と
い
っ
て
く
れ
た
が
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
、

鼠
社

有
会

こ
の
船
で
太
平
洋
を
横
断
す
る
に
は
危
険
す
ぎ
る
と

感
じ
る
。

確
認
を
終
え
る
と
、
ロ
ド
リ
ゴ
達
は
再
び
駿
府
に

引
き
返
す
。
道
す
が
ら
彼
は
改
め
て
思
う
。
「
道中
、

ど
の
町
も
道
も
梢
潔

。

ゴ
ミ

―
つ
落
ち
て
い
な
い
。

ど
こ
で
も
食
べ
物
は
潤
沢
に
あ
る
」
。

こ
う
し
て
駿

府
に
帰
っ
た
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
な
ん
と
こ
こ
で
数
ヶ
月

も
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る

。

【参
考
資
料
】

「
ド
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
の
日
本
見
聞
録
」
安
藤
操
谷
口
四
店

「
条
約
か
ら
条
約
へ
」
墨
日
関
係
史
ノート

。
在
日
メ
キ
シ
コ
大
使
館
。

ア
ニ
ー
バ
ル
上
原
。

浄
土
宗
法
衣
専
門

古
島
法
衣
店

-
T1
1
1
東
京
蓼
台
東
区
元
浅
草
4

の
2

の
1

電
話
(O
3
)
3
8
4
2,
1

2
8
9

娠
讐
o
o
1
8
0
,
2

,
4
5
2
3
1
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前
田
和
男

輝I
.
快
僧
渡
辺
海
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
」

を
名
乗
る
。

オ
気
燥
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

（
一
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

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11

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
元
駐
日
代
理
公
使
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
1
1

カ
レ
ル

ギ
ー
伯
爵
と
出
会
い
刺
激
を
受
け
る
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
戻
っ

た
”

半
年
先
輩
“
で
同
じ
宗
門
海
外
留
学
生
の
荻
原
雲
来
か
ら
、

3

ー
ロ
ッ
パ
初
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
、
当
初
の
留
学
期
限
が
切
れ

何
と
か
延
長
を
許
さ
れ
る
な
か
、
雲
来
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の

蔵
書
か
ら
仏
教
聖
典
「
喩
伽
論
」
菩
薩
地
の
原
典
を
発
見
す
る
快

挙
を
な
し
博
士
号
取
得
を
ロ
イ
マ
ン
教
授
か
ら
勧
め
ら
れ
、
海
旭

に
も
そ
ろ
そ
ろ
成
果
が
求
め
ら
れ
て
い
た

。

ス
イ
ス
は
バ
ー
ゼ
ル
の
万
国

宗
教
歴
史
学
会
で
研

究
発
表
を
終
え
た
渡
辺
海
旭
と
、
片
や
英
国
は
ケ
ン

プ
リ
ッ

ジ
で
仏
教
型
典
の
原
本
発
掘
の
快
挙
を
な
し

た
荻
原
雲
来
の
二
人
が
ロ
イ
マ
ン
博
士
夫
妻
に
会
食

に
誘
わ
れ
て

一
年
ほ
ど
が
た
っ
た
、
明
治
三
十
八
年

（
一
九
0
五
）
八
月
。

早
い
も
の
で
、
二
人
が
ラ
イ

ン
河
畔
の
古
都
に
学
び
は
じ
め
て
六
回
目
の
夏
が
め

ぐ

っ
て
き
た
。

海
旭
に
と
っ

て
は
嬉
し
さ
が
半
分
、

寂
し
さ
が
半
分

。

荻
原
雲
来
と
共
に
師
事
し
た
ロ
イ

マ
ン
博
士
に
と
っ

て
も
、
ま
た
嬉
し
さ
が
半
分
、
寂

し
さ
が
半
分
の
大
き
な
出
来
事
が
起
き
た

。

雲
来
が
ロ
イ
マ
ン
教
授
か
ら
の
強
い
勧
め
で
め
で

た
＜
博
士
号
を
取
得
、
そ
れ
を
土
産
に
故
国
日
本
へ

帰
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

浄
土
宗
学
東
京
支

校
以
来
の
朋
友
で
あ
る
海
旭
も
、
ま
た
恩
師
で
あ
る

ロ
イ
マ
ン
も
、
わ
が

事
の
よ
う
に

誇
ら
し
い
反
面
、

別
れ
は
身
内
の
そ
れ
の
よ
う
に
辛
か
っ
た
。

畏
友
•
荻
原
雲
来
を

故
国
に
送
る
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ロ
イ
マ
ン
は
、
雲
来
の
た
め
に
歓
送
の
祝
宴
を
張

っ
て
く
れ
た
。

場
所
は
い
う
ま
で
も
な
い
、
ス
ト
ラ

ス
プ
ル
ク
大
学
前
の
料
理
店
「
ゲ
ル
マ
ニ
ア
」。

雲

来
を
歓
送
す
る
に
は
、
ロ
イ
マ
ン
が
学
生
た
ち
を
毎

週
の
よ
う
に
誘
っ

て
は
酒
と
料
理
を
楽
し
み
な
が
ら

大
い
に
議
論
を
か
わ
し
た
、
思
い
出
の
つ
ま
っ
た
こ

こ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

全
員
が
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ロ
イ
マ
ン
が
言
っ

た
。

「
ヲ
ギ
ハ
ラ
君
、
博
士
号
、
お
め
で
と
う
」

「
こ
の
上
な
い
栄脊
を
い
た
だ
き
ま
し
た

。

先
生
の

ご
高
配
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
あ
げ
ま
す
」
と
雲
来

は
は
に
か
み
な
が
ら
頭
を
下
げ
る
と
、
面
接
試
験
の

状
況
を
説
明
し
は
じ
め
た

。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ド
イ

ツ
人
の
受
験
生
た
ち
が

一
様
に
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
に
燕

尾
服
と
い
う
威
傲
を
正
し
た
出
立
ち
で
、
見
る
か
ら

に
緊
張
に
凝
り
固
ま
っ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
雲
来

だ
け
は
山
高
帽
子
に
着
古
し
た
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
で

さ
な
が
ら
気
楽
な
茶
会
に
よ
ば
れ
る
客

。

い
っ
ぼ
う

選
考
委
員
も
、
さ
な
が
ら
茶
会
の
主
人
と
し
て
雲
来

に
接
す
る
風
情
で
あ
っ
た
と
い
う

。

ち
な
み
に
宗
教

史
専
攻
の
某
老
教
授
な
ど
は
、
日
本
の宗
教
や
仏
教

の
こ
と
を
形
ば
か
り
に
質
問
し
て

「ず
い
ぶ
ん
と
有

益
な
お
話
を
き
か
せ
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
」

と
礼
を
言
っ
た
と
い
う
か
ら
、
選
考
と
は
名
ば
か
り

で
あ
っ
た
ら
し
い
。

「そ
う
か
、
そ
う
か

」
と
ロ
イ
マ
ン
は
眼
を
細
め
て

言
っ
た
。

「
君な
ら
と

っ
く
に
と
れ
て
い
て

当
然
だ

っ
た
が
、
な
に
し
ろ
、

肩
書
き
は
い
ら
ん
の

一
点
ば

り
で
、
六
年
が
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
」

「
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
、
先
生
に
気
を
も
ま
せ
て
·
:
」

と
雲
来
が
答
え
か
け
た
と
こ
ろ
へ
、
海
旭
が
割
っ
て

入
っ
た
。

「
オ
ギ
ワ
ラ
の
最
大
の
手
柄
は
「喩
伽
論
j

の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
原
本
と
し
て
は
お
そ
ら
く
最
古

の
も
の
を
、
大
学
の
古
書
の
山
か
ら
発
見
し
た
こ
と

で
す
。

そ
こ
か
ら
先
が
オ
ギ
ワ
ラ
の
真
骨
頂
。

発
見

し
た
だ
け
で
も
大
手
柄
な
の
に
、
遠
路
は
る
ば
る
ケ

ン
プ
リ
ッ

ジ
の
図
書
館
に
出
か
け
て
い
っ
て
、
あ
そ

こ
に
あ
る
漢
訳
の

「喩
伽
論
」
と
つ
き
合
わ
せ
て
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
本
の
欠
損
を
補
っ
た
の
だ
か
ら
、

そ
れ
が
博
士
論
文
と
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
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壷中に月を求めて

で
す
。

面
接
試
験
な
ん
ぞ
は
、
形
式
に
す
ぎ
ま
せ
ん
」

ロ
イ
マ
ン
の
評
価
も
同
様
だ
っ
た。

後
に
雲
来
の

博
士
論
文
に
つ
い
て
、
こ
う
コ
メ
ン
ト
を
惜
き
記
し

て
高
く
評
価
を
し
て
い
る

。

「荻
原
氏
の
踏
み
入
っ
た
の
は
全
く
新
し
く
か
つ
あ

る
意
味
で
氏
み
ず
か
ら
発
見
し
た
分
野
で
あ
る

。

と

い
う
の
は
、
そ
の
写
本
は
甚
だ
等
閑
に
失
し
た
状
態

で
、
1

現
存
の
紙
葉

(
Bla
t
t
e
r
)
は
大
部
分
破

損
さ
れ
、
頁
数
が
な
く

(
u
n
n
m
e
r
i
e
r
t
)

全
く
乱

雑
で
順
序
の
な
い
も
の
I

荻
原
氏
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

に
将
来
し
た
悼
識
に
よ
っ
て
初
め
て
現
存
の
写
本
目

録
を
も
と
に
、
漢
訳
文
献
中
に
原
文
内
容
を
確
定
し

得
た
も
の
で
あ
る
」
（
原
文
ド
イ
ツ
語
を
訳
出
、
西

村
実
則

「荻
原
雲
来
と
渡
辺
海
旭
」
所
収
）

ロ
イ
マ
ン
は
満
面
に
笑
み
を
湛
え
て
、

「ロ
ン
ド

ン
大
学
の
ベ
ン
ド
ー
ル
博
士
や
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
ス

パ
イ
ヤ
ー
博
士
か
ら
、
君
の
と
こ
ろ
に
は
凄
い
弟
子

が
い
て
う
ら
や
ま
し
い
と
抒
め
ら
れ
て
、
私
も
鼻

高
々
だ
っ
た
よ
」

両
博
士
は
い
わ
ば
仏
教
梵
語
学
の
大
関
か
横
綱
と

い
う
べ
き
存
在
だ
っ
た
が

、

以
来
、
雲
来
に
は
二
人

か
ら
著
書
を
贈
ら
れ
た
り
、
質
問
が
く
る
よ
う
に
な

っ
た
。

雲
来
は
無
冠

•

無
位
で
は
あ
る
が
、
留
学
数

年
に
し
て
、
斯
界
で
は
す
で
に

一
級
の
学
者
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
海
旭
の
言
う
通
り
、
博
士
号
な
ど
望

め
ば
即
座
に
授
与
さ
れ
て
も
何
の
不
思
議
も
な
か
っ

た
。

し
か
し
、
雲
来
は
十

二
分
の
力
拭
が
あ
る
の
に

二
、

三
分
し
か
見
せ
な
い
。

自
ら
を
売
る
こ
と
が
盛

ん
な
今
日
で
は
実
に
投
重
な
人
物
で
あ
り
、
こ
こ
が

ま
た
ロ
イ
マ
ン
教
授
も
海
旭
も
雲
来
を
高
く
買
う
と

こ
ろ
だ
っ
た
。

ど
ち
ら
が

「師
」
か

そ
ん
な
尊
崇
し
て
や
ま
な
い
無
二
の
友
が
帰
国
、

海
旭
だ
け
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
、
内
心
大
い
な
る
不

安
と
淋
し
さ
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た。

思

わ
ず
海
旭
は
、
「
だ
、
大
の
男
が
、
な
、
何
を
子
供

じ
み
た
こ
と
を
…
」
と
日
本
語
で
ひ
と
り
ご
ち
た
が
、

「弟
」
か
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す
ぐ
に
我
れ
に
返
っ
て
か
ぶ
り
を
振
る
と
ロ
イ
マ
ン

の
グ
ラ
ス
に
ビ
ー
ル
を
注
ご
う
と
し
て
、
ロ
イ
マ
ン

の
顔
に
も
う
か
な
い
表
情
が
浮
か
ん
で
い
る
の
を
見

て
と
っ
た
。

ロ
イ
マ
ン
も
心
に
相
当
な
衝
撃
を
受
け
て
い
る
と

海
旭
は
感
じ
と
り
、
あ
る
と
き
留
学
仲
間
の
足
立
文

太
郎
か
ら
「
お
い
、
渡
辺
、
あ
の
二
人
の
関
係
は
別

格
無
比
だ
ぞ
」
と
言
っ
て
聞
か
さ
れ
た
目
撃
談
を
思

い
出
し
た
。

足
立
と
は
東
京
帝
大
医
学
部
を
卒
業
し
て
海
旭
よ

り
も

一
年
早
く
文
部
省
の
官
費
留
学
生
と
し
て
ス
ト

ラ
ス
プ
ル
ク
大
学
医
学
部
に
留
学
、
二
年
前
に
オ
ラ

ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
を
経
由
し
て
帰
国

。

後
に
、

血
管
系
の
解
剖
研
究
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
赤
十
字
名
榜

章
、
ド
イ
ツ
最
高
学
会
会
員
に
推
薦
さ
れ
る
な
ど
、

北
里
柴
三
郎
、
志
賀
潔
、
野
口
英
世
ら
と
肩
を
並
べ

る
学
問
的
業
禎
を
上
げ
る
こ
と
に
な
る
日
本
医
学
界

の
気
鋭
の
逸
材
だ
っ
た

。

そ
の
足
立
が
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク
在
学
中
、
た
ま

た
ま
雲
来
の
研
究
室
に
立
ち
寄
っ
て
、
故
国
の
た
わ

い
も
な
い
思
い
出
話
に
花
を
咲
か
せ
て
い
た
と
こ
ろ

へ
、
ロ
イ
マ
ン
が
ド
ア
を
ノ
ッ

ク
し
て
た
ず
ね
て
き

た
。

医
学
と
宗
教
学
と
で
は
分
野
は
ち
が
う
が
、
ロ

イ
マ
ン
の
令
名
は
大
学
中
に
轟
い
て
お
り
、
ま
た
白

閉
を
た
く
わ
え
た
学
者
然
と
し
た
風
貌
に
気
お
さ
れ

て
、
足
立
は
思
わ
ず
威
傲
を
た
だ
し
た
。
一
方
の
雲

来
は
軽
く
会
釈
を
し
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
足
立
を
驚

か
せ
た
の
は
そ
れ
か
ら
だ
っ
た

。

師
で
あ
る
ロ
イ
マ
ン
が
丁
寧
な
口
調
で
こ
う
言
っ

た
の
だ
。

「
ヲ
ギ
ハ
ラ
君
、
君
に
教
え
を
乞
い
た
い

こ
と
が
あ
る
」

そ
こ
か
ら
先
の
会
話
は
専
門
的
な
仏
教
用
語
（
お

そ
ら
く
サ
ン
ス
ク
リ

ッ

ト
の
よ
う
だ

っ
た
）
が
ち
り

ば
め
ら
れ
て
足
立
に
は
意
味
不
明
だ
っ
た
。
雲
来
が

木
箱
の
中
か
ら
読
み
古
し
た
経
典
を
取
り
出
す
と
、

あ
ち
こ
ち
ペ
ー
ジ
を
繰
り
な
が
ら
説
明
を
は
じ
め

た
。

ロ
イ
マ
ン
教
授
は
丁
寧
に
メ
モ
を
と
っ
て
い
た

が
、
や
が
て
深
く
頷
く
と
、
「
い
や
あ
、
あ
り
が
と

う
。

い
つ
も
な
が
ら
君
の
学
識
に
は
恐
れ
人
る。

ほ

ん
と
う
に
助
か
っ
た
」
と

言
っ
て
、
な
ん
と
弟
子
に
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壷中に月を求めて

お
辞
儀
ま
で
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。

情
景
を
語
り
終
え
た
足
立
は
海
旭
に
言
っ
た。

「
あ
の
と
き
は
鷲
い
た。

い
っ
た
い
ロ
イ
マ
ン
先
生

と
荻
原
雲
来
は
い
ず
れ
が
先
生
な
の
か
弟
子
な
の
か

わ
か
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。

思
う
に
師
弟
相
互
に
助

け
合
っ
て
研
究
を
進
め
て
居
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

い
や
は
や
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
師
弟
関
係
だ
」

足
立
の
話
を
う
け
て
海
旭
は
羨
ま
し
く
思
う
と
同

時
に
内
心
妬
心
が
起
こ
る
の
を
こ
ら
え
る
の
に
苦
労

し
て
、
こ
う
返
し
た

。

「
い
、
今
の
僕
の
力
鼠
で
は
、
ロ
イ
マ
ン
先
生
と
そ

ん
な
師
弟
関
係
を
結
べ
る
と
は
望
む
べ
く
も
な
い
」

と

言
っ
て
ふ
ー
っ
と
た
め
息
を
つ
い
て
続
け
た

。

「
せ
、
せ
め
て
日
本
に
帰
っ
て
、
弟
子
を
も
っ
と
し

た
ら
、
見
習
い
た
い
も
の
だ
」

ま
さ
に
ロ
イ
マ
ン
と
雲
来
の
関
係
は
理
想
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク
で
二
人
の
行
咳

に
接
し
た
学
僧
で
あ
る
大
橋
戒
俊
も
、
後
に
こ
う
回

顧
し
て
い
る

。

「
そ
の
学
風
、
態
度
は
全
く
口
教
授
の
再
現
と
し
か

思
え
ず
、
二
教
授
に
親
し
く
手
を
取
っ
て
戴
い
た
私

な
ど
は
、
そ
の
性
格
の
大
部
分
ま
で
が
、
余
り
に
相

似
し
て
居
る
の
に

一
驚
を
喫
し
て
居
る
の
で
あ
る

。

し
ゃ

5
:ぅ

一
子
相
伝
と
雖
も
こ
れ
程
潟
瓶
の
妙
は
伝
へ
ら
れ
ま

い
と
思
へ
る

。

随
っ

て
若
し
荻
原
先
生
が
時
代
を
異

に
し
て
居
ら
れ
た
な
ら
ば
、
人
は
こ
れ
を
眺
め
て
ロ

教
授
の
生
れ
変
わ
り
と
云
ひ
得
や
う
」

（
大
橋
戒
俊
「口
教
授
の
眺
め
ら
れ
た
荻
原
先
生J)

荻
原
雲
来
が
ロ
イ
マ
ン
の

「生
ま
れ
変
わ
り
」
と

は
言
い
え
て
妙
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
ロ
イ
マ
ン

に
と
っ
て

雲
来
の
帰
国
は
、
息
子
を
失
う
、
い
や
自

分
の
身
体
の

一
部
を
失
う
に
等
し
い
悲
し
み
な
の
だか

げ

ろ
う
と
、
海
旭
は
ロ
イ
マ
ン
教
授
の
顔
に
う
か
ぶ
緊

り
を
認
め
て
、
改
め
て
思
う
の
だ
っ
た
。

（
こ
の
項
つ
づ
く
）
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会句上

体
育
の
日
の
ま
な
板
が
立

誌土
〈
特
選
〉

浄

体
育
の
日
だ
か
ら
連
動
会
な
ど
、
何
か
の
行
事
が

あ
る
の
だ
ろ
う

。

朝
早
く
か
ら
弁
当
を
つ
く
っ
て
、

家
じ
ゅ
う
で
出
か
け
る。

あ
と
に
は
ま
な
板
が
ぽ
つ っ

て
い
る

●
板

黒
描
の
濡
れ
て
戻
り
し
秋L
ぐ
れ

山
口
信
子

〈佳
作
〉
蔑
塗此
部
の
老
い
し
黒
牛
秋
う
ら
ら

石
で
焼
く
黒
毛
和
牛
や
豊
の
秋

新
島
達
郎

斉
田
仁

日
輪
が
正
に
水
平
線
か
ら
現
わ
れ
よ
う
と
す
る
と

き
、
逆
光
に
な
る
孤
島
は
黒
々
と
突
っ
立
つ。

日
の

出
の
明
る
さ
に
逆
ら
う
こ
と
で
、
存
在
を
示
そ
う
と

す
る
の
で
あ
る

。

た
だ
日
が
昇
る
に
従
っ
て
、
次
第

に
あ
た
り
に
な
じ
ん
で
行
く
の
だ
が。

~ 

凰

黒
々
ど
島
の
夜
明
け
や
烏
渡
る

●
黒

有
馬
亜
紀
子

石
原
新
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選者＝増田河郎子

タ
L

ぐ
れ
綿
噛
ん
で
い
る
抜
歯
あ
ど

〈佳
作
〉
揺
れ
る
で
も
な
く
新
宿
の
猫
じ
ゃ
ら
し

小
春
空
少
女
が
呉
れL
飴
の
味

岩
田
満
佐

片
岡
灯

小
林
苑
を

寂
る
時
は
、
よ
く
聞
こ
え
る
ほ
う
を
上
に
し
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
い。

あ
る
い
は
聞
こ
え
な
い
耳
を

上
に
す
る
ほ
う
が
眠
り
や
す
い
の
か
と
も
思
う。

と

に
か
く
難
聴
の
ほ
う
を
上
に
し
て
目
覚
め
た
の
だ。

部
屋
の
空
気
は
冷
え
び
え
と
し
て
い
る

。

〈旦

難
聴
の
耳
よ
り
冷
え
て
目
覚
め
け
り

●
自

山
題

猪
皮
を
戸
板
に
干
し
て
過
疎
の
里

〈佳
作
〉
寡
黙
な
る
若
き
板
前
鮪
鍋

板
敷
き
に
足
を
な
げ
出
す
囲
炉
裏
か
な

浜
口
佳
春

井
村

ん
と
立
っ
て
い
る
。
一
枚
の
ま
な
板
が

一家
の
行
動

を
し

っ
か
り
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る

。

善
也

佐
藤
雅
子

吉
崎
美
和
子
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靴底日
＂
題

兼
題

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

■
板

弱
虫
の
空
手
習
い
し
板
を
割
る

誌
上
句
会
〈
編
集
部
選
〉

●
黒

古
き
世
の
黒
髪
み
ご
と
母
の
艶

幼
な
児
の
黒
子
ま
ぶ
し
や
小
春
空

黒
き
空
遊
子
も
馳
せ
る
枯
田
道

秋
の
句
が
黒
板
拭
き
で
消
え
に
け
り

ふ
く
ら
ん
で
い
て
十
月
の
黒
鞄

黒
く
澄
む
水
の
井
戸
あ
り
秋
の
昼

秋
の
夜
の
黒
鍵
だ
け
で
弾
け
る
曲

黒
板
の
あ
い
あ
い
傘
や
秋
う
ら
ら

石
で
焼
く
黒
毛
和
牛
や
盟
の
秋

飯
島
英
徳

飯
島
英
徳

佐
藤
雅
子

森
恢
人

工
藤
悼

村
田
篠

濱
口
慶
子

有
田
由
紀

松
田
瑠
美

新
島
達
郎

締
切

・
ニ
0

1
五
年
＿
月
二
十
日

発
表
・

「浄
土
」
二
O
＿
五
年
四
月
号

選
者

・
増
田
河
郎
子
（「南
風
j
主
宰
）

応
募
方
法

●
い
ず
れ
の
題
と
も
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
特
選
各
1

名
・
佳
作
各
3

名

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

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
j
誌
上
句
会
係

は
り
板
に
群
れ
て
休
め
る
秋
茜

板
さ
ん
の
休
日
に
咲
く
彼
岸
花

秋
祭
り
呆
て
鉄
板
の
焦
げ
残
る

野
分
な
か
波
の
か
た
ち
の
ト
タ
ン
板

白
菊
の
戸
板
の
上
で
売
ら
れ
け
り

三
秋
の
踏
み
板
朽
ち
て
お
り
に
け
り

一
●
自
由
題

[
二
十
年
涅
槃
の
猫
に
な
り
に
け
り

~
好
物
の
ハ
タ
ハ
タ
を
供
え
て
亡
父
想
う

~
秋
の
宵
静
か
に
消
え
る
赤
き
月

[
秋
の
蚊
を
挟
ん
で
岩
波
文
罪
な
り

~
秋
め
く
と
人
に
言
わ
れ
て
そ
う
思
う

~
秋
暑
し
背
広
の
胸
に
金
平
糖

消
火
器
の
並
ん
で
秋
の
集
会
所

紫
紺
野
牡
丹
こ
こ
か
ら
河
の
は
じ
ま
り
ぬ 飯

島
英
徳

佐
藤
雅
子

森
披
人

長
谷
川
裕

和
田
梢
作

村
松
芳
郎

田
宮
秀
美

長
谷
川
裕

佐工進湯笠森
々藤藤上井
木 統有亜悛
奈拌治彦子人
美
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唇疇窓遥ら鴫謬か江ぢ〇H 3 つ
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

）

`、·,''、

二



編集後記

雑誌 「浄土」
特別、維持、賛助会員の方々

飯田実雄 （駒ヶ根 • 安楽寺）
巌谷勝正 （目黒 ・ 祐天寺）
魚尾孝久 （三島 ・ 願成寺）
大江田紘義（仙台 • 西方寺）
加藤昌康 （下北沢•森巌寺）
加藤亮哉 （五反田・専修寺）
熊谷靖彦 （佐f-l. 本應寺）
粂原恒久 （川越 ・ 蓮磐寺）
佐藤孝雄 （鎌倉・福徳院）
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 ・ 箕上寺）
須藤隆仙 （函館・称名寺）
高口恭行 （大阪 ・ 一心寺）
中島真成 （甘山・梅窓院）
中村康雅 (71'1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）
拙 博之 （網代 ・ 教安寺）
水科善隆（長野・党炭寺）
（敬称略•五十音順）

国
が
替
わ
る
と
こ
う
も
認
識
が
迎
う
の
か
と

い
う
こ
と
を
、
中
国
に
行
っ
て
感
じ
た
。
ガ
イ

た
ん

ド
を
し
て
く
れ
た
沿
さ
ん
が
日
本
人
は

気
の
毒

だ
と
お
っ
し
ゃ

っ
た

。

な
ぜ
と
聞
き
返
す
と
、

日
本
は
ア
メ
リ
カ
に
負
け
て
か
ら
七
十
年
に
も

な
る
の
に
、
ま
だ
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
の
ま
ま

だ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す

。

確
か
に
安
保
条
約
を
結
び
続
け
、
米
甲
基
地

の
状
況
を
考
え
れ
ば
‘
そ
う
見
え
る
の
か
も
し

れ
な
い

。

そ
し
て
中
国
で
は
先
の
戦
争
の
時
の
‘

国
際
法
に
違
反
す
る
南
京
虐
殺
や
都
市
へ
の
絨

毯
爆
弾
な
ど
へ
の
検
証
が
進
ん
で
い
る
の
に
対

し
、
日
本
で
は
広
島
•

長
崎
は
も
と
よ
り
、
都

月
白
く
西
の
空
に
カ
ラ
ス
暗
く

岱
澗

市
へ
の
爆
撃
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
抗

議
の
言
葉
も
聞
か
れ
な
い
。

一
般
市
民
へ
の
機

銃
掃
射
は
許
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
の
に
、
ア
メ

リ
カ
の
し
た
こ
と
は
す
べ
て
目
を
つ
む

っ
て
し

ま
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
民
族
差
別
が
見
え
る
と

お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
差
別
は
し
て
い
る
側
に

は
見
え
な
い
、
差
別
さ
れ
て
い
る
側
が
異
議
を

唱
え
な
い
限
り
差
別
は
表
出
し
な
い
の
で
す
。

差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鈍
感
な
国
民
は
、

差

別
す
る
こ
と
に
も
鈍
感
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん

。

そ
れ
は
と
て
も
怖
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す

。

南
京
の
博
物
館
で
抗
日
戦
争
の
話
を
線
々
伺

っ
た
。
そ
の
箕
料
か
ら
す
れ
ばH
本
人
と
し
て

は
と
て
も
信
じ
た
く
な
い
し
、
嘘
だ
と
思
い
た

ホーム ペー ジ hllp://jodo.ne.Jp 

メールアドレス hounen@jodo.ne.,u,_ い
こ
と
だ
け
れ
ど
、
大
変
な
虐
殺
が
あ
っ
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
巾
実
だ
っ
た
。

今
年
終
戦
か
ら
七
十
年
目
を
迎
え
る

。

市
実

を
し
っ
か
り
認
識
し
た
上
で
、
隣
国
と
つ
き
あ

っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
（
長
）

浄
七
八
ト

一

巻
．

J
Iけ
領
価
六

f
i円

年
会
代

」
ハ
千
円

昭
和
卜
年
丘
n

-
―ト
I
J
第
二
種
郵
便
物
認
i
i
J

印
刷

平
成

一卜
六
年
t

-n
―
ト
'
1
1

発
行

平
成

-
t
'
ヒ
年

一
J
l

-

1
1

発
行
人

佐
藤
良
純

編
集
人

大
室
了
皓

印
刷
所
ー

株
式
会
社

シ
ー

テ
ィ
ー
イ
ー

〒

1
0
'
-
'
=
I
'――

束
点
祁
港
区
乏
公
園
四
＇
し
＇
四
l
j
l
照
会
館
1
1
4
附

発
行
所
法
然
上
人鑽
仰
会

屯
胡

0
'
'
'
(:―-

J
Lヒ
八
）
」
ハ
九
四
ヒ

F
A
X

0
三
（三
J
i
t八
）ヒ

ー

ニ
六

根
替

Q

一
八

＇
八
＇
八
二
＿
八
ヒ

編
集
チ
ー
フ

編
梨
ス
タ
ッ
フ

長
谷
川
岱
潤

斎
藤
晃
逍

佐
山
哲
郎

青
木
照
窓

村
1
1
1
洋

一
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第 八 回 テーマ 《新年 ・御忌》

三
五
五
集
ふ
参
詣
法
然
忌

法
然
忌
磯
を
清
め
て
た
た
む
波

御
忌
法
話
師
の
御
作
の
如
意
も
ち
て

••••
••••••
••• 
：
山
崎
龍
道
熊
本
天
草
・
遣
迎
寺

）

寒
行
に
持
戒
修
善
を
誓
う
な
り

堂
内
も
初
勤
行
に
威
儀
正
す

こ
れ
か
ら
へ
発
菩
提
心
の
初
明
り

…………………… 

........

..... 
: 
... 

勝
崎
裕
彦
東
京
新
宿
·
香
蓮
寺
）

こ
の
た
び
は
黒
如
の
御
忌
を
厳
修
す

燈
明
の
微
か
に
揺
れ
て
淑
気
か
な

堂
縁
を
濡
ら
す
が
ご
と
く
初
明
り

佐
山
哲
郎

（東
京
根
岸

•
西
念
寺

天
寿
ま
で
日
課
称
名
法
然
忌

海
の
も
の
畑
の
も
の
下
げ
御
忌
詣

湯
気
の
中
声
の
飛
び
交
ふ
御
忌
の
庫
裡

行
正
明
弘

（福
岡
糸
島

・
正
覚
寺
）

表紙・［花写J 芝鱒純子 http://www.ca-sha . net 撮影/keizo .S
●陶芸 • 浅井竃介 http://mocakoo.blogspot.com/ 
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発
行
人
／
佐
藤
良
純
編
集
人
／
大
室
了
皓
編
集
チ

ー
フ
／
長
谷
川
岱
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いつの世にも、
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石
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晶
子
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n
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>
r
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）

法然。 その光に出逢い、闇をこえ 、

“あたらしいいのち ” に生 きた
貴族、武士、庶民たちの物語

月影の使者
が
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