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2015年浄土「表紙」

かつて酒は伍り売りが一般的であったo 酒

屋は徳利に注いで酒を売った。 徳利は個人の

ものではなく酒屋の貸し物であり 、 多くは屋

号が入っていたo坦売りが主流になってから、

家庭用の物が作られたo 呑むための酒器は、

江戸時代までは盃o 宴が進み座がくだけてく

ると、櫛うに替えたという。 猪口の大きいの
がぐい呑。

写真は荒々しく新聞紙に包まれてきたの

を、 ほどいたばかりのところという写真家の

意図であろうか。 カタログ然とした整然を避

けて、あちこちを向いている。 登り窯でしか

出せない焦げたような味わいが、風趣を醸し

出す逸品である。

陶
芸
家南
初
枝
の
作
品

撮
影
•
芝
崎
慶



寺
に
歴
史
あ
り

人
々
に
信
仰
あ
り

＂
本
の

心
の
故
郷
を
紀
行
す
る

東
京
•
青
山



善光寺本尊の一光三尊阿弥陀如来立像

善光寺本堂内陣



川名観恵住職は十五歳の時、 こ
の善光寺で尼僧になり約六十年
の年月が流れた

大本山増上寺法主八木季生台下
から拝受した御忌唱導師委嘱状



善
光
寺
開
山
大
本
願
善
阿
尊
光
上
人
大
和
尚
像
と
位
牌

昭
和
二
十
四
年
か
ら
同
六
十
一
年
ま
で
開
園

さ
れ
て
い
た
善
光
寺
幼
稚
園
の
記
念
碑

撮
影
／
真
山
剛

蟻 客殿二階の襖には善光寺ならではの
菊と桐の紋が入っている



浄土
2015/4月号目次

カラーグラピア寺院紀行 . 月(WllJ 喜f:Tf~ ……………………写真=•山剛 I 

連載法然J:人のお言菓⑪ ……………梶村昇 英訳 河西良治 6 

滝田栄インタビュー 祈りの心を形にする （最終回 ） •••• ……….. 8 

寺院紀行東京 育山 善光寺…………………………文• 撮影＝真山 剛 16
連載響流十方...................................................... . ... . .. .. ...小村正孝 24

新連載東日本大震災の被災地を訪れて….. ………... 成田淳教 28 

連載 会いたい人野村萬斎さん② ••• …… • ………•………·関 容子 32
連載小説 渡辺海旭⑰ ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 前田和男 40 

連載誌J:句会.............. . . ..... ...... .. ........................ 選者＝増田河郎子 48 

連載 マンガ さっちゃんはネッ·………•…………·かまちよしろう 51 

編集後記• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・

表紙・陶芸家南初枝の作品

表紙裏＝表紙の言菜

裏表紙裏＝仏教歳時記

表紙題字＝中村康隆元浄土門主
アートディレクション＝近藤十四郎
協力＝迦陵頻伽舎

......................... 52 



f
J法
語

現
世
を
過
ぐ
べ
き
様
は

‘

念
仏
の
中
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し

。

念

仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
ば

、

な
に
な
り
と
も
よ
ろ
ず
を
い
と

い
す
て
て

、

こ
れ
を
と
ど
む
べ
し

。

い
わ
く

‘

ひ
じ
り
で
中
さ
れ
ず
ば

、

め

め
を
も
う
け
て
中
す
べ
し

。

妻
を
も
う
け
て
中
さ
れ
ず
ば、

ひ
じ

り

に
て
中
す
べ
し

。

住
所
に
て
申
さ
れ
ず
ば、

流
行
し
て
中
サ火し

。

流
行
し
て
中
さ
れ
ず
ば、

家
に
い
て
中
す
べ
し

。

自
力
の
衣
食
に
て

申
さ
れ
ず
ば

、

他
人
に
た
す
け
ら
れ
て
申
す
べ
し

。

他
人
に
た
す
け

ら
れ
て
申
さ
れ
ず
ば

、

自
力
の
衣
食
に
て
申
す
べ
し。

一
人
し
て
申

ぐ

I
よ
う

さ
れ
ず
ば

、

同
朋
と
と
も
に
中
す
べ
し

。

共
行
し
て
中
さ
れ
ず
ば、

一
人
籠
居
し
て
中
す
べ
し。

衣
食
住
の
三
は‘

念
仏
の
助
業
な
り

。

（
禅
勝
房
伝
説
の
詞
）Honen Shonin's Sayings 
You should live in this world in such a way that 

you can say Namu Amida Butsu. You should not 
呻d casting away whatever might stand in the 
way of you uttering the nembutsu. For example, 
if you cannot utter it while living secluded from 
society, you should be married and say it. If you 
cannot do so as a married person, you should 
utter it as a recluse. If you cannot do so at your 
settled residence, you should utter it while going 
from place to place. But if you cannot do so 
while traveling around, you should utter it at 
your residence. If you cannot do so while trying 
to make a living on your own, you should utter it 
asking for others'assistance. But if you cannot 
do so asking for it, you should utter it while 
trying to make a living by yoursell. lf you ca,mot 
do so alone, you should utter it together with 

＝
ロ

上
人

゜



現
代
語
訳
ー

こ
の
世
の
過
ご
し
方
は

、

念
仏
の
称
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。

念
仏
を
申

す
妨
げ
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ん
で
も
す
ぺ
て
厭
い
捨
て
て
、
こ
れ
を
止
め
な
さ
い
。

た

と
え
ば

、

隠
遁
し
て
は
申
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば、

妻
を
も
ら
っ
て
申
し
な
さ
い

。

妻

を
も
ら
っ
て
は
申
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

、

隠
遁
し
て
申
し
な
さ
い
。

家
を
構
え
て
は

申
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば、

各
地
を
歩
き
回
っ
て
申
し
な
さ
い

。

歩
き
回
っ
て
い
て
は

申
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば、

家
に
い
て
申
し
な
さ
い
。

自
分
の
力
で
衣
食
を
用
意
し
て

い
て
は
申
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば、

他
人
に
助
け
ら
れ
て
申
し
な
さ
い
。

他
人
に
助
け

ら
れ
て
は
申
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば、

自
分
の
力
で
衣
食
の
用
意
を
し
て
申
し
な
さ
い

。

一
人
で
は
申
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
み
ん
な
と
一
緒
に
申
し
な
さ
い。

み
ん
な
と
一

緒
で
は
申
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

、

解
説

梶
村

こ
の
世
の
過
こ
し
方
は
、
念
仏
の
申
せ
る
よ
う
に
過
こ
し
な
さ
い
と
い
う
の

で
す
。
そ
れ
は
今
風
に
い
え
ば
、
人
生
の
第
一
義
に
生
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
第
一
義
と
は
、
永
遠
な
る
も
の
と
の
つ
な
が
り
が
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
世
だ
け
で
終
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
衣
食
住
は
、
第
一
義
を
達
成
す
る
た
め
の
助
け
と
な
る
も
の
で
、
そ
れ
を

本
来
の
も
の
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

念
仏
を
称
え
る
た
め
の
助
け
と
な
る
も
の
で
す

。

＿
人
寵
っ
て
申
し
な
さ
い
。

衣
食
住
の
三
つ
は

昇
亜
細
亜
大
学
名
誉
教
授

your fellow practitioners. But if you cannot do so together with them, you should 
utter it secluding yourself from them. Securing food, clothing and a place to live is 
of help to the utterance of the nembutsu. (Zenshobo Densetsu no Kotoba) 

Commentary 
Here Honen Shonin instructs us to lead our lives in this world in such a way as to 

utter the nembutsu. Put in today's words, he will be telling us that we should live 
for a matter to which we assign primary importance. Such a significant matter 
should be connected with something eternal, not being such a thing as would 
come to an end in this world. As for food, clothing and a place to live, I think, he 
intended to say that they should not be considered to be of the utmost significance 
but preconditions for acq皿ing such a primarily important thing 

英訳河西良治 中央大学文学部教授



祈
り
の
ヽ
•
Lを

最
終
回

形
に
す
る



祈りの心を形にする

s
 

最
初
に
あ
っ
た
先
生
が
、
ま
た
い
い

編
集
部
佐
山
（
以
下
s
)
滝
田
さ
ん
に
と
っ

て
の
も
う
ひ
と
つ
の
宝
物
で
あ
る
仏
像
彫
刻
に
話
を
戻
し
ま

す
が
、
発
端
は
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
、
観
音
さ
ん
を
彫
ら
れ
た
。

仏
像
は
お
顔
で
決
ま
る
と
も
思

い
ま
す
が
、
彫
る
前
に
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
く
の
で
す
か。

滝
田
（
以
下
T
)
仏
像
の
顔
と
い
う
の
は
、

一
番
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
自
分
の
思
い
の
深
さ
が
如
実

に
表
れ
ま
す
。

瞑
想
で
も
、
い
ろ
ん
な
思
い
、
深
さ
が
あ
る

。

仏
様
の
顔
と
い
う
の
は
全
部
が
出
る
ん
で

す
よ
。

彫
っ
て
る
人
の

。

僕
は
、
母
の
仏
様
に
対
す
る
思
い
と
い
う
の
を
見
て
育
ち
ま
し
た

。

い
つ
も
、

朝
起
き
る
と
父
と

一
緒
に
仏
培
の
前
で
お
線
香
を
あ
げ
て
、
手
を
合
わ
せ
る
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
。

と
く
に
宗
派
と
い
う
の
で
な
く
、
観
音
様
が
饂
い
て
あ
っ
て
、
き
っ
と
自
分
の
ご
先
祖
様
を
供
投

し
て
た
ん
だ
な

。

あ
る
い
は
自
分
の
両
親
が
安
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
子
供
達
が
元
気
に
育
つ
よ
う
に
、

い
つ
も
こ
こ
で
祈
っ
て
た
ん
だ
な
と
思
っ
た
と
き
に
、
今
度
は
僕
の
番
だ
と
思
っ
た
と
き
に
、
母
が
僕
た

ち
に
向
け
た
眼
差
し
、
優
し
い
目
と
か
、
母
が
微
笑
ん
だ
と
き

の
皮
府
の
感
触
と
か
、
全
部
蘇
る

。

彫
刻
刀
に
託
す
と
、
鉛
箪

や
筆
で
か
く
よ
う
に
、
彫
刻
刀
を
通
し
て
全
部
表
現
で
き
る
ん

で
す
ね
。

心
に
な
い
こ
と
は
形
に
出
来
な
い
ん
で
す
よ
、
実
は

。

こ
れ
は
面
白
い
と
思
っ
た

。

鉛
箪
で
字
を
習
く
よ
り
的
確
に
心

が
現
れ
ま
す
ね
。

S

彫
刻
で
も
と
り
わ
け
仏
像
に
ひ
か
れ
た
と
い
う
の
は
、
ど

ん
な
き
っ
か
け
で
す
か
。

T

母
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、

一
生
懸
命
僕
達
を
育
て
て
く

れ
た
大
恩
人
に
ほ
ん
と
に
感
謝
の
思
い
を
伝
え
た
か
っ
た
ん
で

す
ね
。ご

著
書
に
よ
れ
ば
、

, 



ん
で
す
よ
ね

。
「鉛
筆
を
削
れ
れ
ば
誰
で
も
彫
れ
る
」っ
て
お
っ
し

ゃ
っ

た
と
い
う

（笑
）
。

T

観
音
菩
薩
を
彫
っ
て
母
の
冥
福
を
祈
ろ
う
。

や
り
た
い
な
ァ
と
、
で
も
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
な
ァ
と

躊
躇
し
て
い
た
と
き
に
、
た
ま
た
ま
仕
事
先
が
関
西
で
、
友
人
に
そ
の
話
を
し
た
ら
、
「
久
保
田
唯
心
さ

ん
と
い
う
プ
ロ
の
仏
師
が
い
る
」
と
紹
介
し
て
く
れ
た
ん
で
す
。

「
仏
像
を
彫
っ
て
み
た
い
ん
で
す
け
ど

難
し
い
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
言
っ
た
ら
、
「
い
や
、
ナ
イ
フ
で
鉛
箪
が
削
れ
れ
ば
誰
で
も
彫
れ
ま
す
」
っ

て
言
わ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
な
ら
僕
で
も
彫
れ
る
っ
て
（
笑
）。

S

宿
泊
先
の
ホ
テ
ル
の
部
屋
で
た

っ
た
四
日
で
彫
っ
た
。

小
さ
い
お
像
と
い
え
ど
、
素
晴
ら
し
い
作
品

で
す
。

も
と
も
と
仏
像
へ
の
知
識
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す

。

T

な
ん
に
も
な
か

っ
た
ん
で
す
よ
。

坐
禅
の
ま
ね
ご
と
を
す
る
く
ら
い
の
も
ん
で
、
呼
吸
が
整
っ
た
と

き
に
は
心
と
か
感
じ
る
け
れ
ど
、
知
識
と
い
う
の
は
な
く
て
、
た
だ
母
を
供
養
し
た
か
っ
た
。

S

タ
イ
の
お
土
産
物
屋
で
み
つ
け
た
人
形
の
顔
が
と
て
も
い
い
と
思
っ

て
、
そ
れ
は
陶
器
だ
か
ら
粘
土

で
作
ら
れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
を
彫
っ

て
み
た
い
と
思
わ
れ
た
と
か
。

そ
れ
は
お
父
さ
ん
が
亡
く

な
ら
れ
た
後
の
供
整
の
時
で
し
た
か
。

T

マ
リ
ア
様
み
た
い
な
顔
で
。

彫
っ
て
み
た
ら
、
僕
の
父
の
母
ね
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
よ
く
似
て
る
ん

で
す
よ
。

美
人
で
、
と
て
も
綺
麗
な
人
で
、
凄
い
そ
っ
く
り
で
、
あ
あ
、
父
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ

に
還
っ
た
の
か
と
感
じ
て
い
ま
す

。

S

明
ら
か
に
技
術
が
上
が
っ

て
ま
す
よ
ね
。

T
2
0
セ
ン
チ
か
ら

一
尺
に
な
っ
て
（
笑
）。

こ
れ
は
堅
と
金
槌
と
使
っ
て
、
コ
ン
コ
ン
彫
っ
て
い
く。

s

つ
ぎ
が
お
兄
さ
ん
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
お
兄
さ
ん
の
ご
供
養
に
不
動
明
王
を
彫
ら

れ
る
ん
で
す
よ
ね

。

そ
れ
が
も
の
凄
い
格
闘
で
、
三
年
か
か
っ
た
と
か
。

こ
れ
も
な
か
な
か
凄
い
、
で
も
彫
れ
た
ん
で
す
よ

。

T
 

繋
と
金
槌
で
。

10 



祈りの心を形にする

一
般
に
材
料
は
、
檜
•
楠

•

松
•

桂
•

白
檀
等
，
今
度
は
ど
の
木
で
や
ろ
う
と
ご
自
分
で
選
定
す
る

の
で
す
か
。

T

先
生
に
選
び
方
を
教
え
て
貰
っ

て
、
大
阪
に
銘
木
市
場
と
い
う
材
木
商
が
競
り
に
掛
け
る
大
き
な
市

場
が
あ
る
ん
で
す

。

そ
こ
に
頼
ん
で
お
い
て
、
競
り
落
と
し
て
も
ら
う

。

兄
の
時
に

一
尺
の
を
彫
っ
て
、

こ
れ
が
上
手
く
い

っ
て
、
そ
し
た
ら
も

っ
と
大
き
く
ぽ
ー
ん
と
彫
っ
て
み
た
く
な

っ
た
。

そ
れ
で
い
き
な

り
自
分
の
背
丈
ほ
ど
の
お
不
動
さ
ん
を
三
年
掛
け
て
彫
っ
た
ん
で
す
。

こ
れ
は
最
初
の
木
の
重
さ
が
四
百

キ
ロ
あ

っ
た
ん
で
す

（
笑
）
。

S

東
京
に
運
ば
れ
て
。

T

い
え
、
大
津
の
製
材
所
に
ト
ラ
ッ

ク
で
運
ん
で
。

直
径
が
か
な
り
大
き
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。

足

の
衷
に
な
る
位
骰
を
決
め
て
、
中
か
ら
大
き
な
角
材
を
切
り
出
し
て
。

見
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
ね
。

製
材

所
で
、
ビ
ュ
ー
ン
と
切
る
の
を
。

そ
れ
を
ト
ラ
ッ

ク
で
長
野
の
ア
ト
リ
エ
に
運
ん
で
、

重
く
て
び
く
と
も

し
ま
せ
ん
か
ら

、
梁
に
エ
ン
ジ

ン
な
ん
か
持
ち
上
げ
る
と
き
に
使
う
や
つ
を
取
り
つ
け
て
、
そ
れ
で
ガ
ラ

ガ
ラ
と
向
き
を
変
え
な
が
ら
。

s

そ
の
制
作
は
ど
ち
ら
で
。

T

八
ヶ
岳
に

一1一
十
年
以
上
住
ん
で
い
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
が
作
業
場
な
ん
で
す

。

s

ご
著
四
を
読
ん
で
は
っ
と
思
わ
さ
れ
た
の
で
す
が、

木
彫
と
い
う
こ
と
に
取
り
掛
か
る
と

、

室
内
が

そ
の
木
の
香
り
に
包
ま
れ
る
ん
で
す
よ
ね

。

最
初
は
檜
で

、

そ
の
匂
い
に
包
ま

れ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
っ

て
経
験
の
な
い
人
は
気
づ
か
な
い
こ
と
で
す
よ
ね
。

楠
な
ど
に
な
る
と
凄
ま
じ
い
匂
い
な
ん
で
す
ね
。

檜
は
、
気
持
ち
い
い
で
す

。

部
屋
中
が
檜
風
呂
で
す
も
の
ね
。

お
不
動
さ
ん
は
楠
で
、
こ
れ
も
素
晴
ら
し
い
。

T
 
s
 

T
 s
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樟
脳
の
匂
い
で
す
も
ん
ね

。

乾
か
な
い
と
き
は

。

い
ま
ど
ち
ら
に
安
置
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
か
。

T

一
番
大
き
い
お
不
動
尊
は
八
ヶ
岳
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
人
に
あ
げ
る
の
を
や
め
よ
う
と
（
笑
）。

だ
い
た
い
仏
像
っ
て
、
で
き
る
と
ち
ょ
う
ど
必
要
と
す
る
人
が
出
て
き
て
、
あ
げ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ

。

s

依
頼
に
よ
ら
ず
に
彫
り
た
い
も
の
を
彫
る
と
い
う
感
じ
で
す
か
。

T

頼
ま
れ
て
彫
っ
た
こ
と
も
二
度
だ
け
あ
り
ま
す

。

で
も
、
や
っ
ぱ
り
自
分
の
思
い
で
彫
っ
た
方
が
お

も
し
ろ
い
か
な
ァ
、
と
。

S

不
動
尊
の
お
顔
は
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
ね
ェ
。

T

ち
ょ
っ
と
彫
り
す
ぎ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
普
通
は
そ
こ
ま
で
い
く
前
に
止
め
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
。

s
 

あ
る
」 ご

自
分
で
は
「
運
慶
を
超
し
た
」
と
（笑
）
。

そ
ん
な
大
そ
れ
た
こ
と
（
爆
笑
）
。
で
も
、
僕
は
運
慶
さ
ん
を
心
か
ら
啓
敬
し
て
い
ま
す
か
ら
、
京

都
の
六
波
羅
蜜
寺
に
ご
自
分
で
彫
っ
た
運
慶
像
が
あ
る
。
大
き
な
仏
像
を
彫
る
と
き
は
六
波
羅
蜜
寺
に
お

参
り
し
ま
す
。

心
か
ら

一
生
懸
命
彫
り
ま
す
か
ら
と
誓
い
ま
す

。

S

滝
田
さ
ん
は
お

一
人
で
彫
る
ん
で
す
も
の
ね

。

運
慶
な
ん
か
は
工
房
で
す
か
ら
ね
。

T

運
慶
さ
ん
は
い
わ
ば
公
務
員
で
す
か
ら
ね

。

確
か
に
多
く
の
弟
子
を
使
っ
て
ま
し
た
。

S

ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
も
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
も
運
慶
も
工
房
で
す
よ

。
一
人
で
や
る
っ
て
い
う
の
は
凄
ま
じ

い
ト
ラ
イ
で
す
よ

。

本
職
の
俳
優
業
と
の
兼
ね
合
い
は
う
ま
く
い
き
ま
す
か

。

T

い
ま
は
仏
さ
ん
を
彫
る
の
が
中
心
。

今
年
は
そ
の
世
界
迫
産
の
番
組
を
や
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、

な
か
な
か
彫
刻
刀
に
触
れ
ら
れ
な
く
て。

ご
著
書
の
中
に
「
仏
様
を
踏
み
つ
け
、
ま
た
が
り
、
叩
い
た
り
削っ
た
り
で
き
る
の
は
仏
師
だ
け
で

（笑
）
。こ
れ
は
ね
、
そ
う
だ
な
ァ

‘
け
だ
し
名
言
だ
な
と
思
い
ま
し
た
ね

。

T
 
s
 

s
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祈りの心を形にする

足
で
踏
み
つ
け
て
ね
（
爆
笑
）。

い
ま
ど
の
く
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
彫
ら
れ
る
の
で
す
か
。

T

僕
は
仏
師
で
は
な
い
の
で
、
仏
像
彫
刻
は
し
ま
す
が
、
仏
師
は
そ
れ
で
生
活
し
ま
す
か
ら
。
大
体
一

年
に

一
体
で
す
ね
。

白
檀
の
原
木
を
貰
っ
て
、
そ
こ
か
ら
角
材
を
と
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
と
お
地
蔵
さ
ん

を
彫
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が

。

友
達
に
不
幸
が
あ
っ
て
落
ち
込
ん
で
い
た
と
き
に
、
で
は
こ
れ
に
お

線
香
あ
げ
て
と
言
っ
て
、
喜
ん
で
も
ら
っ
た
り
し
ま
し
た

。

S

白
檀
は
な
か
な
か
手
に
入
り
に
く
く
な
っ
て
ま
す
ね
。

T

そ
う
で
す
ね

。

日
本
人
が
買
い
す
ぎ
て
（
笑
）。

こ
の
と
き
は
家
中
、
白
檀
の
香
り
で

。

S

削
っ
た
滓
を
お
風
呂
に
入
れ
て
入
る
（
笑
）
。

ざ
乞

l

T

幣
し
い
量
が
出
る
ん
で
す
よ
。

こ
れ
を
布
の
袋
に
入
れ
て
お
風
呂
に
使
う

。

こ
れ
は
気
持
ち
よ
か
っ

た
（
笑
）。

S

も
は
や
仏
師
・
滝
田
栄
と
名
乗
っ
て
も
よ
い
の
で
は
。

T

仏
師
で
は
な
い
で
す
よ

。

阿
弥
陀
さ
ん
は
、
先
日
、
僕
の
友
人
の
お
寺
で
、
比
叡
山
が
信
長
に
焼
き

討
ち
さ
れ
た
と
き
持
ち
出
さ
れ
た
阿
弥
陀
さ
ん
が
広
島
か
ら
出
て
き
て
、
そ
れ
を
ご
本
山
に
置
い
た
友
人

が
居
て
、
そ
れ
を
丈
六
の
仏
像
に
胎
内
仏
と
し
て
入
れ
た
い
ん
だ
け
ど
っ

て
い
う
話
が
あ
っ
て
、
や
っ
て

み
た
い
な
ァ
（
笑
）。

と
て
も
彫
り
た
い
ん
で
す
け
ど
ね
、
材
料
が
ね
。
凄
く
か
か
っ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
。

S

東
日
本
大
震
災
の
直
後
に
発
心
し
て
お
地
蔵
さ
ま
を
彫
ら
れ
ま
し
た
よ
ね
。

T

東
北
で
す
ね
。
擬
災
の
直
ぐ
後
に
、
あ
ま
り
に
も
大
事
件
で
多
く
の
方
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
ど

う
し
よ
う
か
と
思
っ
て
、
す
ぐ
に
な
ん
ら
か
の
供
養
を
し
て
あ
げ
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
と
思
っ
て
、
考
え

た
ん
で
す
が
、
如
来
さ
ん
は
偉
す
ぎ
て
相
応
し
く
な
い

。

観
音
菩
薩
は
美
し
す
ぎ
る
し
。
爆
心
地
の
よ
う

な
光
景
が
、
千
葉
の
端
か
ら
東
北
の
端
ま
で
延
々
と
つ
づ
い
て
い
て
、
こ
こ
に
お
不
動
さ
ん
は
厳
し
す
ぎ

s
 

T
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る
。

苦
し
み
と
悲
し
み
に
製
わ
れ
て
い
る
方
々
に
。

あ
、
お
地
蔵
さ
ん
だ
。

あ
そ
こ
ま
で
打
ち
の
め
さ
れ

て
し
ま
っ
た
人
々
に
は
お
地
蔵
さ
ん
し
か
な
い
。

そ
う
思
い
ま
し
た
。

ア
ト
リ
エ
に

一
メ
ー
ト
ル
三
0
セ

ン
チ
の
結
構
大
き
な
角
材
が
あ
っ
た
ん
で
す。
丁
度
い
い
大
き
さ
で
、
一
気
に
絵
を
描
い
て
、
彫
り
始
め

て
。

だ
い
た
い
人
型
が
で
き
は
じ
め
た
と
き
に
、
い
ま
の
薬
師
寺
の
管
長
さ
ん
、
山
田
法
胤
さ
ん
と
副
住

職
の
村
上
太
胤
さ
ん
が
信
州
に
用
事
が
あ
っ
て
、
「
い
ま
か
ら
寄
る
ね
」
っ
て。

い
や
い
や
家
中
、
か
ん

な
屑
だ
ら
け
。

凄
い
ん
で
す
か
ら
、
ゴ
ミ
が

。
「汚
れ
て
ま
す
が
」
「
ち
ょ
っ
と
寄
る
か
ら
」
っ
て
、
お二

人
で
突
然
み
え
た
ん
で
す
よ

。
「な
に
彫
っ
て
ん
の

。

ず
い
ぶ
ん
大
き
い
ね
」
「
こ
れ
こ
れ
こ
う
で
、
東
北

の
被
災
者
を
供
養
し
よ
う
と
思
っ
て
始
め
た
ん
で
す
よ
」
「
い
や
ー
素
晴
ら
し
い
ね
」
っ
て
お
二
人
が
、

お
坊
さ
ん
の
滸
物
な
ん
て
非
常
に
高
価
な
も
の
で
し
ょ
。

あ
の
綺
脱
な
も
の
を
お
召
し
に
な
っ
て
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。

そ
の
二
人
が
、
削
り
滓
だ
ら
け
の
床
に
、
投
地
三
拝
。

身
を
投
げ
打
っ
て
祈
っ
て
く
だ
さ

み
た
＊

っ
て
「
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
を
通
し
て
、
東
北
で
被
災
さ
れ
た
方
々
の
霊
が
成
仏
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
被
災

さ
れ
た
方
々
が
新
し
い
道
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
」
っ
て
声
に
出
し
て
祈
っ
て
く
れ
た
ん

で
す
。

感
動
し
ま
し
た
。

あ
、
ス
ゲ
ー
と
思
っ
て
。
二
年
く
ら
い
か
か
る
か
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、

そ
れ
か
ら
ガ
ン
ガ
ン
彫
っ
て
、
四
ヶ
月
で
で
き
ち
ゃ
っ
た

。

そ
れ
か
ら
、
阪
急
の
ビ
ル
。

S

あ
、
数
寄
屋
橋
の

、

長
く
工
事
し
て
い
ま
し
た
ね
。

T

工
事
の
前
、
ビ
ル
を
建
て
替
え
る
か
ら
、
し
ば
ら
く
空
い
て
い
る
ん
で
、
東
北
支
援
コ
ー
ナ
ー
と
し

て
、
壊
す
ま
で

一
階
を
開
放
す
る
か
ら
使
っ
て
い
い
よ
っ
て
、
あ
そ
こ
を
買
っ
た
束
急
不
動
産
が
声
を
掛

け
て
く
れ
て
、
す
ぐ
お
地
蔵
さ
ん
を
持
っ
て
、
百
三
0
k
gも
あ
っ
て
重
い
で
す
け
れ
ど
も
（
笑
）
、
と
ん

で
い
き
ま
し
た

。
「こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
気
持
ち
で
彫
り
ま
し
た
」
と
苫
い
て
置
い
て
い
た
だ
い
た
ん
で

す
。
「
こ
れ
を
お
祀
り
す
る
お
堂
を
建
て
た
い
か
ら
是
非
み
な
さ
ん
ご
喜
捨
ご
協
力
下
さ
い
」
と
害
い
て
、

お
賽
銭
箱
も
自
分
で
作
っ
て
（
笑
）
、一
年
間
経
金
活
動
を
し
た
ん
で
す

。
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気
仙
沼
の
地
蔵
堂

、

で
す
ね
。

え
え
、
気
仙
沼
の

。

募
金
し
た
ら
、
全
国
の
多
く
の
方
々
か
ら
ご
喜
捨
い
た
だ
い
て
、
ネ
ッ

ト
に
出

し
た
ら
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
ご

喜
捨
を
い
た
だ
い
て
、
気
仙
沼
に
十
地
を
提
供
し
て
下
さ
る
人
も
現
れ
て
、

立
派
な
お
坊
さ
ん
が
お
住
ま
い
に
な
れ
る
よ
う
な
地
蔵
堂
が
完
成
し
て
、
置
い
て
く
れ
た
気
仙
沼
の
界
隈

の
人
達
が
奉
賛
会
を
作
っ
て
く
れ
て
、

一
年
に
二
回
、
春
と
秋
に
法
要
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。

S

有
り
難
い
こ
と
で
す
ね
。

T

宗
派
を
超
え
て
や
っ
て
ま
す
。

い
ろ
ん
な
お
坊
さ
ん
が
来
て
何
度
も
法
要
を
し
て
、
僕
は
年
に二
度
、

春
と
秋
の
大
法
要
の
と
き
に
。
春
は
大
き
な
フ
ェ
リ
ー
ボ
ー
ト
を
借
り
て
、
何
百
人
も
乗
っ
て
い
た
だ
い

て
海
で
供
投
し
て
ま
す

。

お
坊
さ
ん
に
も
乗
っ
て
い
た
だ
い
て
。

s

何
を
彫
る
か
の
選
択
が
い
い
で
す
ね
。

如
来
さ
ん
で
も
お
不
動
で
も
な
く

、

お
地
蔵
さ
ん
っ
て
。

T

仏
様
の
方
便
て
い
う
の
で
す
か
、
そ
の
人
に
相
応
し
い
姿
で
現
れ
て
く
る
っ
て
い
う
じ

ゃ
な
い
で
す

ヵ

（
深
く
頷
く
）

僕
は
そ
れ
が
凄
く
好
き
で
、
あ
そ
こ
ま
で
打
ち
の
め
さ
れ
た
人
々
に
、
如
来
の
姿
で
仰
そ
う
に
し
て

た
っ
て
ダ
メ
で
す
よ
ね
。

お
不
動
さ
ん
の
姿
で
叱
り
つ
け
て
も
残
酷
す
ぎ
る
し

。

こ
れ
は
や
は
り
お
地
蔵

さ
ん
。

な
ん
か
相
応
し
い
姿
が
来
て
く
れ
る
、
阿
弥
陀
さ
ん
も
、
お
不
動
さ
ん
も
、
観
音
菩
薩
も
、
好
き

な
ん
で
す
け
ど
、
な
に
し
ろ
僕
は
お
釈
迦
様
が
好
き
な
ん
で
す

。

あ
の
家
康
を
動
か
し
た
（
笑
）
。お
釈

迦
さ
ん
て
ど
う
い
う
人
な
ん
だ
ろ
う

っ
て

一
生
か
け
て
知
り
た
い
し
、
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
い
う
気

持
ち
で
す
ね
。

s

い
ず
れ
は
釈
迦
牟
尼
像
に
挑
戦
で
す
ね
。

長
時
間
に
わ
た
っ
て

、

い
た
だ
い
て

、

本
当
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

T
 
s
 

T
 
s
 

ま
こ
と
に
興
味
深
い
お
話
を
し
て（

了
）
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東
京
・
青
山

善
光
寺
ぜ
ん
こ
う
じ文

•
撮
影
／
真
山
剛

善光寺境内。 本堂右手の客殿、左手の茶室は
平成18年の改築工事で生まれ変わった



寺院紀行

侮
年
四
月
初
頭
に
浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
で
、
浄
土
宗
を
開
か
れ
た
法
然
上

人
へ
の
報
恩
感
謝
の
意
を
表
す
忌
日
法
要
が
厳
修
さ
れ
る
。

御
忌
と
呼
ば
れ
る

六
日
間
に
お
よ
ぶ
大
き
な
行
事
で
あ
る

。

後
半
の
四
月
五
日
、
六
日
、
七
日
の

日
中
法
要
で
は
唱
導
師
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
導
師
が
関
東
、
東
京
、
東
北
•
北

海
道
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
名
選
ば
れ
、
参
道
の
大
門
か
ら
お
練
り
行
列
、
大
殿
前

で
の
庭
儀
式
、
そ
し
て
大
殿
で
の
大
法
要
と
、
数
あ
る
増
上
寺
の
法
要
や
行
事

の
中
で
も
最
も
注
目
さ
れ
る
導
師
と
な
る
の
が
、
こ
の
御
忌
で
あ
る。

そ
し
て
、
今
年
の
御
忌
の
四
月
六
日
の
日
中
法
要
は
増
上
寺
の
御
忌
の
歴
史

に
残
る
特
別
な
法
要
に
な
る

。

唱
甜
師
を
初
め
て
尼
俯
が
務
め
、
百
五
十
人
を

超
え
る
僧
侶
が
随
喜
（
法
要
に喜
ん
で
参
列
す
る
こ
と
）
し
、
し
か
も
そ
の
中

に
も

三
十
五
人
も
の
尼
僧
が
加
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

。

こ
れ
ま
で
に
も
増
上
寺
の
大
殿
で
消
師
を
務
め
た
尼
僧
が
い
な
い
訳
で
は
な

い
。

が
、
こ
と
御
忌
唱
甜
師
と
な
る
と
今
回
の
青
山
善
光
寺
住
職
、
顔
蓮
社
打

咎
念
阿
観
恵
上
人
が
初
め
て
と
な
る。

そ
の
記
念
す
べ
き
祁
師
を
務
め
る
川
名
観
恵
住
職
に
、一
月

二
十
五
日
の
御

忌
唱
導
師
伝
達
式
（
カ
ラ
ー
扉
写
真
）
の
直
後
に
お
話
し
を
伺
っ
た。

「
厳
粛
な
式
中
、
大
本
山
増
上
寺
法
主
八
木
季
生
台
下
と
対
面
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
時
、
法
然
上
人
像
と
向
き
合
っ
た
時
に
は
有
難
い
想
い
で
胸
が一
杯
に
な

り
ま
し
た
し
、
ま
た
、
城
西
組
の
諸
大
徳
よ
り
推
挙
さ
れ
た
大
役
で
す
の
で
、

厳
粛
な
気
持
で
お
勤
め
を
し
な
く
て
は
と
改
め
て
心
か
ら
思
い
ま
し
た
」

善
光
寺
山
門
と
寺
号
塔
。
寺
号
塔
の
横
に

各
種
行
事
が
案
内
さ
れ
て
い
る
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さ
て
、
こ
の
歴
史
に
残
る
御
忌
法
要
の
導
師
、
川
名
住
職
の
お
寺
、
善
光
寺

は
東
京
青
山
の
表
参
道
交
差
点
か
ら
す
ぐ
で
、
川
名
住
職
が
第
十
六
世
と
な
る

。

善
光
寺
と
い
え
ば
信
州
の
善
光
寺
を
思
い
出
す
方
が
多
い
だ
ろ
う。

い
や
、

本
誌
の
読
者
な
ら
思
い
出
す
ど
こ
ろ
か
、
七
年
に

一
度
の
今
年
の
御
開
帳
に
合

わ
せ
た
参
拝
計
画
を
立
て
て
い
る
方
が
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
な
い

。

「
一
生
に

一
度
は
参
れ
善
光
寺
」
、
「
遠
く
て
も一
度
は
参
れ
善
光
寺
」
と
言
わ

れ
る
日
本
の
庶
民
信
仰
の
原
点
で
あ
る
信
州
善
光
寺
は
千
四
百
年
の
歴
史
を
持

ち
、
日
本
各
地
に
お
よ
そ
百

二
十
か
寺
あ
る
同
名
の
善
光
寺
を
中
心
に
約
五
百

の
会
員
を
持
つ
全
国
善
光
寺
会
を
組
織
し
て
い
る。

今
で
こ
そ
新
幹
線
や
自
動
車
が
あ
る
が
、
か
つ
て
は
徒
歩
が
移
動
手
段
、
信

州
ま
で
お
参
り
に
い
け
な
い
人
の
方
が
多
い
こ
と
か
ら
、
同
じ

一
光
三
像
阿
弥

陀
如
来
を
本
導
と
す
る
善
光
寺
が
日
本
各
地
に
建
立
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

。

も
ち
ろ
ん
青
山
善
光
寺
も
そ
の

―
つ
。

信
州
は
遠
い
と
武
蔵
国
江
戸
表
へ
呼

び
寄
せ
た
の
は
信
州
へ
来
詣
し
て
い
た
江
戸
在
の
信
徒
た
ち
で
、
そ
の
度
重
な

る
発
願
に
信
州
善
光
寺
大
本
願
の
第
百
九
世
円
春
智
慶
上
人
が
応
え
、
徳
川
家

康
の
勧
請
と
い
う
形
で
慶
長
六
(

-
六
O
-
）
年
、
谷
中
に
善
光
寺
が
建
立
さ

れ
た
と
寺
伝
で
は
伝
え
て
い
る。

そ
し
て
、
百
年
後
の
火
事
で
焼
失
し
た
の
を
期
に
現
在
の
青
山
の
地
に
移
転

し
た
の
が
宝
永
二

(
-
七
0
五
）
年
、
谷
中
時
代
同
様
に
徳
川
将
軍
家
が
七
堂

伽
藍
を
建
立
し
た

。

時
の
住
職
は
信
州
善
光
寺
大
本
願
の
百
十
三
世
心
春
智
善

寺
務
所
も
兼
ね
る
客
殿
は
シ
ン
プ
ル
か
つ

モ
ダ
ン
な
建
物
だ
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寺院紀行

上
人
で
、
先
の
智
慶
上
人
を
青
山
善
光
寺
の
初
代
と
す
る
の
で
、
智
善
上
人
が

第
五
世
と
な
る
。
こ
の
智
善
上
人
は
近
世
の

三
尼
僧
上
人
の

一
人
で
、
時
の
天

皇
か
ら
紫
衣
勅
許
状
を
賜
り
、
ま
た

一
光
三
像
仏
が
沈
め
ら
れ
て
い
た
大
阪
の

堀
江
に
和
光
寺
を
建
立
す
る
な
ど
、
大
い
に
寺
門
を
興
隆
さ
せ
て
い
る

。

そ
し

て
第
七
世
智
観
上
人
は
江
戸
城
大
奥
へ
登
城
す
る
な
ど
青
山
善
光
寺
は
徳
川
家

と
の
縁
も
深
い

。

ま
た
、
第
九
世
の
皇
族
の
出
の
伏
見
宮
誓
円
尼
公
上
人
時
代

に
は
信
者
の
数
も

一
段
と
増
え
、
当
時
出
回
っ
た
『江
戸
名
所
図
絵
」
に
も
青

山
善
光
寺
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

。

が
、
文
久
二

(
-
八
六
二
）
年
の
火
事
で
再
び
類
焼
、
六
年
後
の
明
治
維
新

で
徳
川
家
と
い
う
大
棺
越
を
失
っ
た
上
に
新
政
令
で
尼
僧
の
還
俗
、
皇
族
の
僧

範
は
く
奪
が
行
わ
れ
た

。

誓
円
尼
公
上
人
は
「
身
に
ま
と
っ
た
袈
裟
は
取
り
得

て
も
、
心
に
つ
け
た
袈
裟
は
取
り
え
ぬ
」
、
「
終
生
、
仏
弟
子
と
し
て
念
仏
弘
通

の
た
め
に
捧
げ
る
」
と
皇
族
の
身
分
を
捨
て
て
廃
仏
毀
釈
に
立
ち
向
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
誓
円
尼
公
上
人
を
最
後
に
信
州
善
光
寺
大
本
願
の
住
職
が
青
山
善

光
寺
住
職
を
兼
ね
る
こ
と
な
く
別
々
の
尼
僧
が
住
職
に
な
る
よ
う
に
なっ
た
。

維
新
後
の
荒
廃
の
中
で
第
十
四
世
専
魯
清
観
上
人
が
明
治
四
十
年
か
ら
堂
宇

再
興
に
着
手
、
四
十
年
の
長
き
に
亘
り
心
血
を
注
ぎ
続
け
た
伽
藍
復
興
の
大
事

業
が
完
成
し
た
の
は
昭
和
十
九
年

。

完
成
直
後
の
秋
、
消
観
上
人
は
遷
化
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
翌
年
五
月
の
東
京
大
空
襲
で
完
成
直
後
の
伽
藍
が
炎

に
包
ま
れ
る
の
を
見
ず
に
済
ん
だ
の
は
、
む
し
ろ
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

。

事
務
所
の
扉
を
入
る
と
そ
こ
は
吹
き
抜
け

の
あ
る
広
い
玄
関
に
な
っ
て
い
る

一
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そ
し
て
第
十
五
世
に
は
、
観
恵
現
住
職
の
師
僧
と
な
る
明
治
生
ま
れ
の
小
林

観
導
上
人
が
就
任

。

小
林
住
職
は
戦
後
直
後
か
ら
平
成
九
年
に
九
十
八
歳
で
遷

化
さ
れ
る
ま
で
五
十
余
年
に
亘
り
住
職
を
務
め
、
昭
和
二
十
三
年
に
は
幼
稚
園

を
開
園
、
昭
和
六
十

一
年
に
や
む
な
く
閉
園
す
る
ま
で
の
お
よ
そ
四
十
年
間
、

地
元
の
子
供
た
ち
の
集
い
の
場
所
に
も
し
た

。

ま
た
、
こ
の
間
に
増
上
寺
の
御

忌
法
要
で
御
代
理
甜
師
を
務
め
、
昭
和
四
十
九
年
に
は
青
山
善
光
寺
の
本
堂
庫

衷
を
再
建
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
弟
子
の

一
人
で
あ
っ
た
川
名
観
悪
上
人
が
平

成
九
年
に
第
十
六
世
住
職
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
る

。

そ
の
川
名
住
職
に
生
い
立
ち
を
伺
っ
た

。

昭
和
十
五
年
東
京
の
荏
原
中
延
に
生
ま
れ
、
妹
が
ひ
と
り。

強
制
疎
開
で
農

家
の
次
男
だ
っ
た
父
の
実
家
、
千
葉
県
の
保
田
海
岸
へ

。

昭
和
二
十
年
、
母
が

長
患
い
後
に
病
死
、
翌
年
に
は
戦
争
か
ら
無
事
帰
っ
た
父
も
病
死

。

川
名
姉
妹

は
離
れ
離
れ
と
な
り
親
戚
の
家
を
転
々
と
す
る
こ
と
に
な
る

。

八
歳
の
時
、
保

田
の
別
願
院
で
青
山
善
光
所
属
の
教
師
と
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
善
光
寺
住
職
小

林
観
祁
上
人
の
も
と
へ
入
門
、
青
南
小
学
校
か
ら
青
山
中
学
、
そ
し
て
十
五
歳

の
時
剃
髪
し
弟
子
と
な
り
京
都
の
尼
衆
学
校
へ
入
学
す
る。

川
名
住
職
は
当
時

を
こ
う
振
り
返
る

。

「
育
て
て
く
れ
た
観
芍
上
人
と
先
輩
の
尼
僧
さ
ん
達
の
姿
を
見
て
い
て
出
家
に

は
何
の
抵
抗
も
な
か
っ
た
で
す
ね。

む
し
ろ
、
尼
僧
に
な
れ
ば
両
親
の
供
投
が

で
き
る
、
と
自
分
の
明
確
な
意
思
で
出
家
、
尼
僧
に
な
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
」

客
殿
の
山
門
側
の
善
光
寺
会
館2
階
ホ
ー
ル
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寺院紀行

こ
う
し
て
、
昭
和
二
十
九
年
、
決
意
を
固
め
尼
僧
養
成
の
学
校
に
入
る
こ
と

と
な
っ
た
。

入
学
し
た
の
は
知
恩
院
の
境
内
地
に
あ
る
尼
衆
学
校

。

入
学
生
は
十
二

、

三

人
、
全
学
年
で
一
二十
人
位
の
尼
僧
蓑
成
の
た
め
の
寮
生
活
の
専
門
学
校

。

生
徒

の
年
齢
差
は
あ
る
が
、
み
ん
な
出
家
を
志
し
た
女
性
で
、
在
校
中
剃
髪
し
続
け
、

尼
僧
と
し
て
の
修
行
と
教
育
を
う
け
る
生
活
を
送
る

。

卒
業
し
た
川
名
住
職
は
青
山
善
光
寺
へ
戻
り
、
以
後
尼
僧
と
し
て
の
生
活
の

中
で
お
茶
の
師
範
と
な
り
、
平
成
二
十
三
年
か
ら
は
尼
衆
学
校
及
び
吉
水
学
園

の
卒
業
生
で
構
成
さ
れ
る
尼
僧
の
会
で
あ
る
吉
水
会
（
現
在
会
員
百
九
十
七
名
）

の
会
長
、
ま
た
公
益
財
団
全
日
本
仏
教
尼
僧
法
団
と
い
う
組
織
の
理
事
長
も
務

め
て
い
る

。

さ
て
、
こ
こ
で
浄
土
宗
の
尼
僧
教
育
の
源
を
探
っ
て
み
よ
う

。

浄
士
宗
の
尼

僧
教
育
は
明
治
仏
教
界
の
泰
斗
と
し
て
僧
俗
か
ら
敬
慕
さ
れ
た
福
田
行
誡
上
人

と
、
そ
の
門
弟
の
輪
島
聞
声
上
人
と
い
う
尼
僧
に
行
き
っ
く

。

昭
和
三
十
六
年

に
発
行
さ
れ
た

「浄
土
宗
尼
僧
史
」、
同
四
十
四
年
に
発
行
さ
れ
た

「吉
水
学

園
史
』
と
い
う

二
冊
の
本
に
は
活
躍
し
た
尼
僧
の
足
跡
、
そ
し
て
浄
土
宗
内
で

の
尼
僧
教
育
の
歴
史
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る

。

ど
ち
ら
も
復
刻
さ
れ
て
多
く

の
人
の
目
に
触
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
本
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
そ
の
「吉
水
学
園

史
j
か
ら
聞
声
上
人
が
明
治
十
九
年
に
東
上
し
て
浄
土
宗
宗
務
所
に
尼
僧
教
育

境
内
茶
室
の
庭
に
残
る
一
八
六
八
年
に

発
明
さ
れ
た
人
力
車
発
明
記
念
碑
。
上

部
が
欠
け
て
い
る
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に
関
す
る
建
議
書
を
提
出
す
る
動
機
と
な
っ
た
福
田
行
誡
上
人
の
訓
戒
を
引
用

し
よ
う
。

「
今
の
世
、
僧
尼
の
数
は
少
な
か
ら
ず。

し
か
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
亡

者
の
羽
師
に
し
て
、
生
者
の
善
知
識
に
あ
ら
ず

。

仏
一
代
の
説
法
は
六
千
余
巻

も
あ
る
が
、
そ
の
一
―
の
経
文
は
、
こ
と
ご
と
く
生
者
を
祁
く
た
め
で
あ
っ
て
、

死
者
の
た
め
の
説
法
は

―
つ
も
な
い

。

こ
れ
を
思
へ
ば
天
下

一
人
の
よ
く
仏
命

に
契
っ
た
僧
尼
は
な
い
こ
と
に
な
る

。

御
身
せ
っ
か
く
出
家
す
る
な
ら
ば
、
決

し
て
浩
々
た
る
亡
者
の
祁
師
に
伍
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
り
生
者
の
善
知
識
と

な
っ
て
、
仏
命
に
契
ふ
こ
と
を
、
こ
れ
を
勤
め
よ
」

こ
の
言
葉
を
受
け
輪
島
聞
声
上
人
は
尼
衆
学
校
を
創
立
、
以
後
浄
土
宗
は
数

多
く
の
尼
僧
を
世
に
輩
出
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
聞
声
上
人
と
同
時
代
の

颯
田
本
真
上
人
も

『浄
土
宗
尼
僧
史
」
に
立
項
さ
れ
て
い
る
二
十
人
の
中
で
も

詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
布
施
行
実
践
の
尼
僧
で
あ
り
、
歴
史
を
幡
く
と

こ
う
し
た
活
躍
さ
れ
た
尼
僧
は
少
な
く
な
い
。

と
は
い
え

二
人
と
も
江
戸
末
期

の
生
ま
れ
、
現
在
の
尼
僧
の
状
況
は
、
と
浄
土
宗
に
問
い
合
わ
せ
て
み
た

。

尼
衆
学
校
は
そ
の
後
何
回
か
名
前
を
変
え
、
平
成
七
年
に
吉
水
学
園
高
等
学

校
と
し
て
廃
止
、
並
行
し
て
設
立
さ
れ
た
尼
僧
道
場
も
廃
止
さ
れ
、
現
在
は
男

女
一
緒
の
養
成
道
場
で
僧
侶
に
な
る
と
い
う

。

こ
の
尼
僧
に
女
性
教
師
、
女
性

教
師
と
は
剃
髪
、
独
身
、
団
体
生
活
と
い
う
尼
僧
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
女
性

僧
侶
の
こ
と
だ
が
、
尼
僧
と
女
性
教
師
を
合
わ
せ
た
人
数
は
九
百
四
十
人
（
平 茶

室
前
の
庭
に
は
松
尾
芭
薫
の
句
碑
が

違
っ
て
い
る
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寺院紀行

成
二
十
七
年
二
月

一
日
現
在
）。

ち
な
み
に
男
性
教
師
は

一
万
九
百
十
三
人
。

割
合
で
い
う
と
、
女
性
教
師
は
全
体
の
教
師
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り
、
尼
僧

に
限
る
と
お
そ
ら
く

三
パ
ー
セ
ン
ト
を
切
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

。

ま
た
、
全
国
の
七
千
二
十
九
か
寺
の
浄
土
宗
寺
院
で
尼
僧
を
含
む
女
性
教
師

が
住
職
を
務
め
る
寺
院
は
二
百
九
十
八
か
寺
だ
そ
う
だ

。

全
般
的
な
傾
向
と
し

て
は
尼
僧
さ
ん
が
減
り
女
性
教
師
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ。

さ
て
、
こ
う
し
た
推
移
は
と
も
か
く
、
尼
僧
団
体
を
代
表
す
る
青
山
善
光
寺

の
唱
導
師
に
よ
る
御
忌
は
意
味
深
い。
川
名
住
職
を
推
挙
し
た
浄
土
宗
東
京
教

区
城
西
組
組
長
の
久
野
浜
人
法
正
寺
住
職
の
言
業
で
締
め
く
く
ろ
う
。

「
私
た
ち
城
西
組
は
、
歴
史
に
残
る
川
名
観
恵
上
人
の
御
忌
唱
導
師
と
い
う
大

役
が
無
事
お
務
め
い
た
だ
け
る
よ
う
組
あ
げ
て
の
支
援
体
制
を
敷
き
、
そ
の
成

満
を
心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
」

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日
、
青
山
善
光
寺
の
歴
史
に
新
た
な

一
頁
が
刻
ま
れ

る
こ
と
に
な
る

。

（
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
）

参
道
脇
に
建
つ
高
野
畏
英
の
記
念
碑

“ 
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祈
ら
せ
て
く
だ
さ
い た

こ
と
と
‘

し
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
見
よ

。

（
「ダ
ン
マ
パ
ダ
j
五
0

。

岩
波
文
庫

「フ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば

憑
興
の
こ
と
ば
」



響流十方

あ
す
で
四
年

。

短
く
も
、
ま
た
長
く
も
あ
っ
た
こ
の
歳
月
を
、
ど
う
振
り
返
る
かー°

東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た
方
々
に
と
っ

て
の
み
な
ら
ず
、
直
接
に
体
験
し
て
は
い
な
い

者
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
要
な
作
業
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
、
被
災
さ
れ
た
方
に

は
、
あ
ま
り
に
も
つ
ら
い
痛
み
と
、
深
い
哀
し
み
が
伴
う
の
を
避
け
て
は
で
き
得
な
い
、
残

酷
な
作
業
で
あ
る
こ
と
も
事
実
だ

。

「
そ
ん
な
こ
と
、
無
理
」。

深
い
嘆
息
も
聞
こ
え
て
き
そ

う
で
あ
る

。

裳
災
関
連
の
記
事
が
新
聞
の
紙
面
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
影
を
ひ
そ
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
（
少
な
く
と
も
、
主
観
的
に
そ
う
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
）
い
つ
ご
ろ

か
ら
だ
っ
た
ろ
う
か
。

地
元
の
メ
デ
ィ
ア
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
た
と
え
は

主
要
紙
東
京
版
の
場
合
、
毎
月
十
二
日
、
い
わ
ば
月
命
日
に
あ
た
る
そ
の
H

の
翌
日
に
は
、

か
ろ
う
じ
て

「0
0
で
行
方
不
明
者
の
捜
索
活
動
が
な
さ
れ
た
」
と
か
、
「0
0
で
慰
霊
鎖

魂
の
行
事
が
行
わ
れ
た
」
な
ど
と
、
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
ス
ペ
ー
ス
で
扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ

っ

た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
当
然
、

人
の
意
識
の
中
か
ら
、
捉
災
は
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る

。

記
憶
と
は
、
い
や
、
人
間
と
は
そ
ん
な
も
の
か
、
と
思
う

。

自
分
の
耳
目
に
入
っ
て
こ
な

い
も
の
は

「な
い

」
と
勝
手
に
判
断
す
る
性
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
受
け
手
も
愚
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む
み
ょ
う

か
（
こ
れ
を
無
明
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
）
だ
が
、メ
デ
ィ
ア
と
い
う
も
の
は

一
種
の
恐
ろ
し

さ
を
宿
し
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い

。

皮
肉
に
も
、
そ
の
い
ず
れ
も
人
間
の
所
業。

こ
こ
ひ
と
月
く
ら
い
は
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア
で
ず
い
ぶ
ん
と
裳
災
を
取
り
上
げ
て
き
て
い
る

。

テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
新
聞
も
、
軒
並
み
特
集
を
組
ん
で
い
る。

な
ぜ
、
こ
の
時
期
に
向
け
て
に
わ
か
に
そ
う
な
っ
た
の
か

。

「
区
切
り
」
「
節
目
」
、
そ
う

位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
そ
こ
に
は
垣
間
見
ら
れ
る。

箪
者
が
今
回
、
震
災
の
こ
と

を
こ
こ
に
記
す
こ
と
に
し
た
の
も
、
自
身
の
中
に
類
似
し
た
も
の
が
作
用
し
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
意
図
を
喚
起
さ
せ
る
役
目
を
担
っ
て
い
る
の
が
歳
月
と
い
う
も
の
で

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
意
図
が
報
道
と
い
う
形
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
海
れ
て
い

た
受
け
手
の
記
憶
が
よ
み
が
え
り
、
現
状
を
知
り
得
、
何
か
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
次
へ

の
行
動
へ
と
つ
な
が
り
も
す
る
i

そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
箪
者
の
頭

の
中
で
は
、
宮
城
県
・
石
巻
で
お
会
い
し
た
、
小
学
生
の
お
子
さ
ん
を
津
波
で
亡
く
し
た
女

性
の
言
葉
が
駆
け
巡
っ
て
い
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十

一
日
だ
っ
た

。

そ
の
日
は
、
「
今
日
で

一
年
半
」
な
ど
、

”

節
目
、

区
切
り
“
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
滲
ま
せ
た
言
葉
が
テ
レ
ビ
や
新
聞
に
多
見
さ
れ
た。

「
子
ど
も
を
亡
く
し
た
親
に
は
、
い
つ
に
な
っ
て
も
節
目
な
ん
か
や
っ
て
き
…
…
」
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響流十方

あ
す
、
午
後
二
時
四
十
六
分
、
と
も
に
祈
ら
せ
て
く
だ
さ
い

。

（
小
村
正
孝
）

語
尾
は
涙
に
流
さ
れ
た

。

あ
の
方
は
あ
す
を
、
ど
ん
な
思
い
で
迎
え
る
の
だ
ろ
う

。

昨
日
の
テ
レ
ビ
で
は
、
い
ま
だ

二
十
三
万
人
ち
か
く
の
方
々
が
四
十
七
都
道
府
県
に
避
難

し
て
い
る
と
告
げ
て
い
た
。

仮
設
住
宅
の
減
り
方
が
鈍
い
、
と
も
言
っ
て
い
た
。

生
活
の
再

建
が
進
ま
な
い
と
多
く
の
人
が
訴
え
て
い
る。

箪
者
の
故
郷
で
あ
る
仙
台
の
知
人
の
話
な
ど

か
ら
は
、
あ
る
時
期
か
ら
被
災
地
で
の
時
の
進
み
が
急
に
遅
く
な
っ
た
よ
う
に
う
か
が
え
る

。

行
政
と
の
、
あ
る
い
は
被
災
者
同
士
の
対
峙
構
造
が
続
い
て
い
る
地
域
も
あ
る
と
聞
く。

そ

の
行
政
に
携
わ
る
人
々
、
ま
た
復
興
作
業
や
被
災
者
の
ケ
ア
、
サ
ポ
ー
ト
の
従
事
者
に
も
被

災
者
は
多
く
、
心
身
と
も
に
疲
れ
き
っ
て
い
る
人
も
い
る
と
い
う

。

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
、

深
く
、
広
く
横
た
わ
っ
て
い
る

。

昨
今
の
報
道
に
、
た
め
息
ば
か
り
が
続
い
て
出
る。

箪
者
に
は
…
…

。

こ
の
捉
災
に
対
し
、
際
立
っ
た
何
か
を
す
る
こ
と
も
な
く
過
ご
し
て
き
た
四
年
間
だ
っ
た。

故
郷
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
け
っ
し
て
遠
巻
き
に
見
て
い
た
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の

だ
が
…
…

。
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新連載

東
北
に
未
曾
有
の
大
被
害
を
与
え
た
東
日
本
大
震

災
か
ら
は
や
四
年
の
月
日
が
過
ぎ
た
が
、
発
生
直

後
か
ら
今
日
ま
で
被
災
地
を
毎
月
欠
か
さ
ず
訪
れ

て
い
る
浄
土
宗
の
青
年
僧
が
い
る。
東
京
世
田
谷

の
大
吉
寺
に
生
ま
れ
た
成
田
淳
教
師
だ。
師
に
、

被
災
地
の
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
訪
問
し
続
け

る
中
で
感
じ
る
こ
と
を
連
載
し
て
い
た
だV
o
被

災
地
の
「
い
ま
」
を
忘
れ
な
い
た
め
に
も。

写
真
撮
影
／
成
田
淳
教

成
田
淳
教
汀
鱈
註
年
会
理
事
長



束日本大冥災の被災地を訪れて

東
日
本
大
捉
災
か
ら
四
年
余
り
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、
東
北
で
は
ま

だ
現
在
進
行
中
の
災
害
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

確
か
に
毎
月
東
北
の
被
災
地
の
ど
こ
か
に
伺
い
、
お
話
を
聞
い
て

い
る
と
そ
れ
を
実
感
し
ま
す
。

当
然
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
各
被
災

地
の
状
況
は
地
域
や
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
な
が
ら
も
日
々

変
化
し
、
そ
し
て
新
た
な
問
題
が
生
じ
続
け
て
い
ま
す

。

平
成
二
十
三
年
三
月
十

一
日
、
私
は
東
京
教
区
浄
土
宗
青
年
会
の

会
長
を
務
め
て

一
年
が
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
た
頃
で
し
た
。

そ
れ

ま
で
も
、
国
内
外
で
大
き
な
災
害
が
起
こ
る
と
、
浄
土
宗
東
京
教
区

青
年
会
の
街
頭
秘
金
活
動
に
参
加
し
た
り
、
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
な
ど
に
経
金
す
る
こ
と
は
し
て
い
ま
し
た
が
、
東
日
本
大
裳
災
を

榜
に
私
の
意
識
は
大
き
く
変
化
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
毎
月
東
北
被

災
地
に
伺
う
こ
と
を
続
け
て
い
ま
す

。

東
京
で
も
大
き
な
揺
れ
を
感
じ
ま
し
た
し
、
各
種
報
道
や
関
係
者

か
ら
頂
く
情
報
で
現
地
が
想
像
を
絶
す
る
被
害
に
遭
っ
て
い
る
こ
と

を
知
り
、

一
刻
も
早
く
現
地
へ
入
り
た
い
気
持
ち
が
起
こ
り
、
ど
う

し
た
ら
現
地
に
入
れ
る
の
か
を
懸
命
に
模
索
し
ま
し
た

。

奔
走
の
末
、

実
際
に
現
地
入
り
で
き
た
の
は
三
月
末
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
時
私

は
、
同
じ
日
本
国
内
の
浄
土
宗
寺
院
や
そ
の
棺
信
徒
の
方
々
が
被
災

さ
れ
、
青
年
会
の
仲
間
が
様
々
な
復
興
支
援
活
動
を
す
る
中
で
、
日

大
震
災
で
荒
れ
は
て
た
景
色
と
な
っ

た
宮
城
野
区

.r

’ 

J
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本
人
と
し
て
、
僧
侶
と
し
て
、
青
年
会
員
と
し
て
、
共
に
行
動
す
る

必
要
性
を
強
く
実
感
し
て
い
ま
し
た。

福
島
県
に
住
む
修
行
時
代
の
仲
間
の
町
に
避
難
所
が
で
き
て
い
る

こ
と
を
聞
き
、
そ
こ
に
幾
ら
か
の
食
物
や
燃
料
を
、
仏
具
店
様
に
バ

ン
を
借
り
て
、
大
阪
の
仲
間
と
二
人
で
伺
っ
た
の
が
最
初
の
被
災
地

入
り
に
な
り
ま
し
た

。

そ
の
後
、
全
国
浄
土
宗
青
年
会
の
差
配
で
東

京
の
青
年
会
の
仲
間
と
共
に
宮
城
県
仙
台
市
の
照
徳
寺
に
伺
い
ま
し

た
。

副
住
職
が
作
業
服
・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
姿
で
寺
の
境
内
に
流
入
し
た

物
の
撤
去
作
業
を
始
め
た
と
事
前
に
新
聞
記
事
で
見
て
お
り
、
照
徳

寺
の
状
況
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。

最
初
の
福
島
訪
問
、
そ
し
て
照
徳
寺
訪
問
時
に
、
言
葉
に
表
せ
な

い
衝
撃
と
共
に
あ
ま
り
の
惨
状
に
現
実
感
を
伴
わ
な
い
不
思
議
な
感

覚
に
な
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん

。

照
徳
寺
に
着
く
と
、
寺
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
間
と
し
て
、
同
じ
寺

院
の
そ
の
惨
状
を
見
て
急
激
に
現
実
感
を
伴
っ
た
感
情
に
製
わ
れ
、

一
刻
も
早
く
こ
の
寺
を
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
強
い
衝
動
が

起
き
ま
し
た
。
一
通
り
説
明
を
受
け
て
直
ぐ
に
作
業
に
加
わ
り
、
そ

の
時
は

一
日
だ
け
で
し
た
が
、
共
に
片
付
け
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

そ
の
後
、
月
に
数
回
の
ペ
ー
ス
で
照
徳
寺
に
伺
い
、
夏
前
頃
か
ら

被
災
直
後
の
照
徳
寺

遍
一
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東日本大冥災の被災地を訪れて

は
石
巻
市
の
西
光
寺
に
も
伺
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た

。

平
成
二
十
三

年
は
こ
の
両
寺
院
の
境
内
片
付
け
が
主
な
活
動
に
な
り
ま
し
た
。

次

第
に
寺
院
か
ら
も
町
か
ら
も
流
出
物
が
片
付
き
、
翌
二
十
四
年
に
は

仮
設
住
宅
等
に
入
ら
れ
た
方
々
を
対
象
と
し
た
傾
聴
活
動
を
は
じ
め

て
い
た
福
島
県
浜
通
り
組
浄
土
宗
青
年
会
に
よ
る
「
浜O

（
は
ま
ま

る
）
カ
フ
ェ
」
の
お
手
伝
い
に
伺
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た

。

ま
た
、

同
時
に
東
北
プ
ロ
ッ
ク
浄
土
宗
青
年
会
の
「
と
も
い
き
カ
フ
ェ
」
や
、

東
京
の
青
年
会
で
被
災
地
で
の
復
興
応
援
イ
ベ
ン
ト

を
企
画
し
た
り

と
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
縁
を
頼
り
な
が
ら
現
在
ま
で
最
低
月
に

一
度
を

目
標
と
し
て
、
現
地
の
方
々
と
共
に

一
H

で
も
早
い
復
興
を
目
指
す

気
持
ち
で
通
っ
て
い
ま
す

。

今
年
の
二
月
十
八
日
に
も
「
浜
〇
カ
フ
ェ
」
に
伺
い
ま
し
た
が
、

こ
の
活
動
は
二
百
回
を
超
え
た
そ
う
で
す

。

現
在
進
行
中
の
災
害
と

い
う
実
感
を
持
ち
続
け
る
為
に
も
、
被
災
さ
れ
た
方
々
の
為
に
も
、

各
種
活
動
の
継
続
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た。

（
つ
づ
く
）

被
災
直
後
の
照
徳
寺
基
地

な
り
た
じ
ゅ
ん
き
ょ
う
感
応
寺
住
職

昭
和
5
0年
1

月
、
世
田
谷
大
吉
寺
に
生
ま
れ
る
。

平
成
1
3年
よ
り
感
応
寺
住
職
。

平
成
2
2年
浄
士
宗
東
京
教
区
青
年
会
会
長

。

平
成
2
4年
東
京
浄
青
災
害
対
策
委
員
長
。

平
成
2
6年
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
浄
土
宗
青
年
会
理
事
長
（
現
職
）
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会いたい人

宿
願
だ
っ
た
『
M
A
N
S
A
I

ボ
レ
ロ
／
転
生
』

を
観
た
。
平
成
二
十
六
年
十
二
月
、
東
京
都
現
代
美

術
館
の
ホ
ー
ル
で
、

二
回
だ
け
の
公
演
だ
っ
た

。

『
M
A
N
S
A
I

ボ
レ
ロ
』
の
初
演
は
平
成

二
十

三
年
十
二
月
、
『
狂言
劇
場
そ
の
七
』
（
世
田
谷
パ

ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
）
。
こ
の
と
き
は
『

三
番
隻
』

を
『
ボ
レ
ロ
』
と
重
ね
合
せ
な
が
ら
、
生
か
ら
死
‘

そ
し
て
再
生
す
る
生
命
へ
の
祝
福
を
テ
ー
マ
に
し
た

と
問
い
た
。
ラ
ヴ
ェ
ル
の
『
ボ
レ
ロ
』
の
執
拗
な
繰

返
し
と
終
盤
に
向
け
て
の
生
命
の
溢
れ
る
盛
り
上
が

り
を
『
三
番
曳
』
の
姿
で
舞
う
と
い
う
発
想
は
さ
す

が
と
思
う

。

「
『
三番
曳
』
と
の
共
通
点
を
見
出
し
た
の
は
、
実

は
父
（
万
作
師
）
な
ん
で
す

。

ベ
ジ
ャ
ー
ル
の
振
付

で
、
シ
ョ
ナ
・
ミ
ル
ク
と
い
う
女
性
の
バ
レ
エ
ダ
ン

サ
ー
が
踊
る
『
ボ
レ
ロ
』
を
観
て
、
父
は
非
常
に
感

銘
を
受
け
た
ら
し
く
て
、
い
つ
か
自
分
も
『
ボ
レ
ロ
』

を
踊
り
た
い
、
と
家
族
中
に
言
っ
て
い
ま
し
た

。

で

も
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た

。

ず
っ
と
経
っ
て
東
日
本
大
虚
災
直
後
、
や
は
り
世

田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
の
芸
術
監
督
企
画
『
解

体
新
書
』
シ
リ
ー
ズ
に
、
実
際
に
『
ボ
レ
ロ
』
を
踊

ら
れ
た
バ
レ
エ
ダ
ン
サ
ー
の
首
藤
康
之
さ
ん
を
招
い

て
話
し
た
と
き
、
『
ボ
レ
ロ
』
が
循
環
構
造
で
同
じ

フ
レ
ー
ズ
を
繰
返
し
な
が
ら
盛
り
上
が
っ
て
い
く
と

い
う
の
と
、
『
三
番
斐
』
の
僕
が
思
っ
て
い
る
下
へ
‘

大
地
へ
と
向
か
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
多
少
異
な
る
よ
う

で
は
あ
る
け
れ
ど
、
大
い
に
共
通
性
は
あ
る
な
と
感

じ
ま
し
た
。

そ
の
対
談
の
と
き
、
首
藤
さ
ん
に
『
ボ
レ
ロ
』
を

教
わ
っ
て
‘
”
な
ん
ち
ゃ
っ
て
“
で
踊
っ
た
の
が
き

っ
か
け
で
、
翌
年
の
『
狂
言
劇
場
』
で
の
初
演
に
な

っ
た
ん
で
す
。
そ
の
後
何
度
も
上
演
し
て
ま
す
よ
。

フ
ル
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
も
三
回
く
ら
い
共
演
し
て
い

ま
す
し
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
で
も
二
回
‘

そ
れ
か
ら
日
本
舞
踊
四
十
人
の
群
舞
を
従
え
て
踊
る

『
ボ
レ
ロ
』
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
」

そ
し
て
今
回
の

「
転
生
」と
銘
打
つ
ボ
レ
ロ
は
、

折
口
信
夫
が
生
涯
で
唯

一
完
成
さ
せ
た
小
説
『
死
者

の
書
』
か
ら
想
を
得
た
と
い
う
。
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会いたい人

『
死
者
の
書
』
と
は
、
反
逆
を
企
て
死
罪
と
な
り
二

上
山
に
葬
ら
れ
た
大
津
皇
子
の
亡
霊
を
、
中
将
姫
が

蓮
糸
で
織
り
上
げ
た
曼
陀
羅
に
よ
っ
て
供
狡
す
る
と

い
う
物
語
。

方
形
の
平
舞
台

。

白
い
直
垂
姿
の
皇
子
の
亡
霊
は
、

暗
い
洞
窟
を
思
わ
せ
る
間
の
中
に
胎
児
の
よ
う
に
じ

っ
と
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
。
や
が
て
そ
の
白
い
衣
裳

を
ス
ク
リ
ー
ン
代
り
に
し
て
、
水
滴
の
よ
う
に
も
精

子
の
よ
う
に
も
見
え
る
強
い
光
の
粒
子
が
泳
ぎ
回

り
、
そ
の
生
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
浸
み
入
っ
て
死
者

を
蘇
ら
せ
る
と
‘
萬
斎
さ
ん
が
徐
々
に
踊
り
始
め
る

。

ラ
ヴ
ェ
ル
の
『
ボ
レ
ロ
』
の
繰
返
し
が
螺
旋
階
段

を
登
る
よ
う
に
だ
ん
だ
ん
と
高
揚
し
て
行
き
、
ま
ば

ゆ
い
光
の
曼
陀
羅
の
中
で
救
わ
れ
て
転
生
す
る
の
か
‘

踊
り
手
の
身
体
が
ま
る
で
糸
操
り
の
人
形
の
よ
う
に
、

あ
る
い
は
、
無
重
力
状
態
の
宇
宙
船
の
中
み
た
い
に
‘

い
と
も
軽
々
と
高
い
跳
躍
を
繰
返
す
姿
に
は
目
を
見

張
っ
た

。

こ
ん
な
身
体
能
力
の
高
い
、
自
ら
を

「狂
言
サ
イ

ボ
ー
グ
」
と
称
す
る
萬
斎
さ
ん
は
、
い
っ
た
い
ど
ん

な
育
ち
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か

。

野
村
萬
斎
（
本
名
野
村
武
司
）
は
昭
和
四
十

一
年
‘

狂
言
師
の
二
世
野
村
万
作
と
、
詩
人
阪
本
若
葉
子
の

長
男
と
し
て
東
京
で
生
ま
れ
た

。

萬
斎
の
名
は
祖
父
•
五
世
万
蔵
の
隠
居
名
を
、
二

世
と
し
て
襲
名
し
た
も
の

。

前
に
も
引
い
た
萬
斎
さ
ん
の
「
僕
は
狂
言
サ
イ
ボ

ー
グ
」

と
い
う
詩
の
冒
頭
に
こ
う
あ
る

。

僕
は
三
間
四
方
の
小
宇
宙

能
舞
台
の
楽
屋
裏
に
生
ま
れ
た

父
に
改
造
さ
れ

母
か
ら
感
性
を
授
か
り

祖
父
に
演
じ
る
喜
び
を
教
え
ら
れ
た

「僕
の
母
方
の
祖
父
の
‘
腹
違
い
の
弟
と
い
う
の
が

作
家
の
高
見
順
で
、
つ
ま
り
僕
の
大
叔
父
さ
ん
に
な

る
わ
け
で
す

。

ま
た
母
は
永
井
荷
風
と
も
血
の
つ
な

が
っ
て
い
る
親
戚
で
、
僕
の
顎
が
長
い
の
は
そ
の
せ
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い
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
荷
風
は
あ
れ
だ
け
の
知

識
人
で
、
あ
の
時
代
に
欧
米
に
も
渡
っ
て
い
る
よ
う

な
人
な
の
に
、

一
方
で
ス
ト
リ
ッ
プ
小
屋
に
出
入
り

し
た
り
し
て
、
両
極
端
の
人
で
す
ね
。
僕
が
い
ろ
ん

な
世
界
に
興
味
を
持
つ
の
も
や
や
そ
れ
に
共
通
す
る

の
か
も
知
れ
な
い
」

萬
斎
少
年
が
黒
澤
明
の
『
乱
』
に
出
演
す
る
チ
ャ

ン
ス
を
作
っ
た
の
も
こ
の
母
上
だ
っ
た
。

『
乱
』
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
を
日
本

の
戦
国
時
代
に
移
し
、
ピ
ー
タ
ー
が
演
じ
た
道
化
の

役
が
狂
言
師
の
設
定
だ
っ
た
の
で
、
万
作
師
が
そ
の

狂
言
指
導
に
当
た
っ
た
。
最
後
に
生
き
残
る
盲
目
の

よ
ろ
ぽ
し

少
年
鶴
丸
役
に
は
、
能
の
『
弱
法
師
』
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
た
監
督
が
、
万
作
師
に
こ
う
依
頼
す
る
。
十

歳
前
後
の
能
楽
シ
テ
方
の
子
息
の
写
真
を
集
め
て
ほ

し
い
、
と
。
そ
の
数
枚
の
写
真
の
中
に
‘
萬
斎
少
年

が
『
三
番
曳
』
を
披
い
た
と
き
の
写
真
を
そ
っ
と
混

ぜ
て
お
い
た
の
が
他
な
ら
ぬ
母
上
だ
っ
た
。
ま
た
、

そ
れ
と
な
く
読
書
の
方
向
づ
け
を
し
て
く
れ
た
の
も

や
っ
ば
り
母
上
ら
し
か
っ
た
。

「
嘘
か
誠
か
、
父
は
『
洋
館
に
住
む
お
嬢
様
の
元
文

学
少
女
』
に
あ
こ
が
れ
て
（
笑
）
、
母
と
結
婚
し
た

そ
う
な
ん
で
す
。
し
か
し
父
は
稽
古
と
な
る
と
怖
か

っ
た
で
す
ね
。
扇
が
飛
ん
で
来
て
、
後
ろ
の
襖
が
ボ

コ
ボ
コ
の
穴
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
本
番
の
舞
台
で
揚
幕
に
入
る
な
り
殴
ら
れ
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
ね
。
動
物
と
調
教
師
の
関
係

で
す
よ
。

だ
か
ら
の
ち
に
な
っ
て
現
代
演
劇
に
出
演
す
る
と

き
、
演
出
家
が
灰
皿
投
げ
た
か
ら
っ
て
、
別
に
ど
う

っ
て
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
笑
）
」

こ
う
し
て
徐
々
に
狂
言
師
と
し
て
の
身
体
に
改
造

さ
れ
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
し
か
し
萬
斎
少
年
は
狂
言

師
へ
の
道
を

一
途
に
め
ざ
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か

っ
た
。

東
京
教
育
大
附
属
（
今
の
筑
波
大
附
属
）
小
学
校

に
通
っ
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
。

「
家
が
文
京
区
で
し
た
か
ら
す
ぐ
近
く
の
小
石
川
植

物
園
の
塀
を
乗
り
越
え
て
無
断
入
場
し
て
（
笑
）
、

よ
く
庭
園
で
遊
ん
で
ま
し
た
。
ス
ル
メ
を
餌
に
し
て
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会いたい人

ザ
リ
ガ
ニ
を
釣
っ
た
り
、
裸
足
で
池
に
入
っ
て
牛
ガ

エ
ル
の
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を
ザ
ル
で
す
く
っ
て
取
っ

た
り
ね
。

将
来
に
つ
い
て
は
、
あ
の
こ
ろ
‘
和
食
が
多
い
家

だ
っ
た
の
で
、
単
に
洋
食
が
も
っ
と
食
べ
た
い
ば
っ

か
り
に
、
コ
ッ
ク
さ
ん
に
な
り
た
い
と
か
、
父
が
車

を
運
転
し
な
い
の
で
も
っ
と
車
に
乗
り
た
く
て
運
転

手
に
な
り
た
い
と
か
、
相
撲
が
強
か
っ
た
ん
で
相
撲

取
り
に
な
り
た
い
と
か
（
笑
）
。
僕
は
小
学
校
で
は

前
か
ら
六
番
目
く
ら
い
の
身
長
で
し
た
け
ど
、
狂
言

に
よ
る
下
半
身
の
鍛
練
の
お
か
げ
か
、
相
手
の
出
て

く
る
勢
い
を
利
用
し
て
投
げ
飛
ば
す
の
が
得
意
だ
っ

た
の
で
、
い
つ
も
横
綱
で
し
た
。

僕
は
狂
言
師
に
な
る
こ
と
を
父
か
ら
押
し
つ
け
ら

れ
た
ん
じ
ゃ
な
く
、
自
分
の
意
志
で
自
分
の
道
を
選

べ
た
。
考
え
る
余
地
を
与
え
て
も
ら
え
た
の
は
、
父

の
お
か
げ
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」

万
作
師
は
褒
め
て
育
て
る
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
が
‘
萬
斎
さ
ん
の
運
動
神
経
の
よ
さ
に
は
注

目
し
て
い
た
そ
う
だ
。

「
唯

一
、
父
に
問
接
的
に
褒
め
ら
れ
た
の
は
、
大
学

な
ぺ
や
つ
ば
ち

一
年
の
こ
ろ
に
や
っ
た
『
鍋
八
撥
』
と
い
う
曲
で
、

僕
は
父
の
相
手
役
で
し
た
が
、
こ
れ
は
ア
ク
ロ
バ
ッ

ト
的
な
要
素
の
強
い
役
で
、
最
後
に
舞
台
か
ら
橋
懸

り
の
揚
幕
ま
で
を
側
転
し
な
が
ら
入
る
『
水
車
』
と

い
う
技
が
あ
り
ま
す
。
脚
が
き
れ
い
に
ま
っ
す
ぐ
伸

び
て
、
水
車
の
よ
う
に
く
る
＜
る
連
続
回
転
し
て
入

ら
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
と
き
は
狂
言
で
は

珍
し
く
、
ま
だ
途
中
な
の
に
客
席
か
ら
拍
手
が
起
こ

り
ま
し
た
。
今
の
狂
言
界
で
あ
れ
だ
け
キ
レ
イ
に
水

ひ
と

車
で
き
る
の
は
い
な
い
と
他
人
に
話
し
て
い
た
そ
う

で
す
。

狂
言
に
は
ほ
か
に
も
、
歌
舞
伎
で
い
う
『
ト
ン
ボ
』

こ
う
ら
ん
ご

（
空
中
で
前
転
す
る
）
と
か
、
『
高
欄
越
え
』
（
橋
懸

り
の
高
い
欄
干
を
飛
び
越
し
て
前
転
す
る
）
と
か
の

運
動
神
経
が
よ
く
な
い
と
で
き
な
い
技
が
あ
り
ま
す
。

父
は
‘
狂
言
師
は
身
体
が
き
く
の
が
当
た
り
前
、

と
い
う
考
え
方
で
、
小
学
校
の
こ
ろ
か
ら
勉
強
の
成

績
に
つ
い
て
は
何
も
言
わ
ず
に
、
体
育
の
成
績
だ
け

は
ち
ゃ
ん
と
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
し
た
ね
」
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世
田
谷
バ
プ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
「マ
ク
ベ
ス
」
(
2
0
1
4年
会
場
~
シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム

）

撮
影
{
回
堂
義
乗

萬
斎
さ
ん
の
舞
台
で
ま
た
別
に
注
目
さ
れ
る
点
は
、

そ
の
声
の
魅
力
だ
ろ
う

。

あ
る
と
き
『
マ
ク
ベ
ス
』
の
稽
古
場
を
訪
ね
て
‘

暗
い
闇
の
底
か
ら
沸
き
起
こ
る
よ
う
な
、
力
強
い
の

に
静
か
で
、
鍛
え
抜
か
れ
た
低
い
声
の
輝
き
に
改
め

て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

。

「僕
が
初
め
て
”
声
が
で
き
あ
が
っ
た
“
と
い
う
自

覚
を
持
っ
た
の
は
、
大
学
（
東
京
藝
大
・
能
楽
専
攻
）

な
す
の
よ
い
ち

の
かた
り

二
年
で
『
奈
須
与
市
語
』
を
披
い
た
と
き
で
す

。

煙

草
を
や
め
な
い
と
教
え
な
い
、
と
父
に
言
わ
れ
て
禁

煙
し
て
稽
古
に
の
ぞ
み
ま
し
た

。

こ
の
曲
は
発
声
の

技
術
を
駆
使
し
て
見
せ
る
曲
で
す
か
ら
ね

。

自
分
の

声
の
存
在
感
を
身
に
つ
け
て
、
そ
の
操
作
に
自
信
が

持
て
た
の
は
こ
の
と
き
で
す

。

狂
言
の
発
声
と
い
う
の
は
、
喉
を
開
放
し
な
い
で

引
い
た
、
内
な
る
声
と
し
て
出
す
ん
で
す
。
焦
点
を

絞
っ
た
声

‘

一
点
に
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
せ
た
声
で
す
ね

。

前
に
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
舞
台
に
出
演
し
た
と
き
‘

演
出
家
か
ら
声
を
遠
く
に
飛
ば
す
よ
う
に
要
求
さ
れ
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会いたい人

た
。

喉
を
開
放
し
て
、
拡
声
器
的
に
へ
わ
が
市
民
た

ち
！
と
叫
ぶ

。

こ
の
発
声
を
狂
言
に
持
ち
こ
ん
で

し
ま
っ
た
ら
父
に
叱
ら
れ
ま
し
た
」

狂
言
の
発
声
は
目
の
前
に
い
る
観
客

一
人

一
人
に

当
て
る
よ
う
に

声
を
出
す
の
だ
と
‘
萬
斎
さ
ん
は
こ

の
と
き
私
と
同
席
し
た
二
人
も
含
め
、

一
人

一
人
に

顔
を
向
け
て
「
あ
な
た
」
「
あ
な
た
」

「
あ
な
た」
と

鋭
い
声
を
発
し
た

。

語
勢
に
射
す
く
め
ら
れ
て
、
三

人
は
心
地
よ
く
討
死
に
さ
せ
ら
れ
た
覚
え
が
あ
る。

そ
の
と
き
感
じ
た
の
は
、
日
本
の
伝
統

芸
能
は
武

道
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と

。

「え
え
、
何
人
を
相
手
に
し
て
も
、

一
人

一
人
ず
つ

打
っ
て
行
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん

。

父
と
の
稽
古
も

一
対

一
で
す

。

父
が
『
こ
の
あ
た

り
の
者
で
ご
ざ
る
』
と
い
う
台
詞
を
ま
ず
投
げ
て
く

る
。

剛
速
球
だ
っ
た
り
変
化
球
だ
っ
た
り
す
る

。

そ

の
印
象
を
受
け
て
こ
ち
ら
も
投
げ
返
す
わ
け
で
、
ま

さ
に

真
剣
勝
負
で
す
が
、
そ
の
と
き
声
が
拡
散
し
て

い
て
は
負
け
て
し
ま
う
わ
け
で
す
よ
」

ず
っ
と
前
に
見
た
テ
レ
ビ
番
組
で
‘
萬
斎
さ
ん
の

声
が
ど
こ
か
ら
出
て
い
る
か
を
実
験
す
る
‘

の
が
あ
っ
た

。

「あ
あ
、
音
カ
メ
ラ
と
い
う
の
を
つ
け
ら
れ
て
‘
こ

れ
は
騒
音
の
発
生
源
を
調
べ
る
建
設
用
の
機
材
の
転

用
だ
そ
う
で
す

。

オ
ペ
ラ
歌
手
は
楽
器
化
し
た
上
半

身
か
ら
ワ
ァ
ー
ツ
と
大
声
が
出
る
ん
で
す
が
‘
僕
は

背
中
と
か
下
半
身
、
な
ん
と
足
か
ら
も
出
て
い
ま
し

た
（
笑
）。

わ
れ
わ
れ
伝
統
芸
能
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
身
体
の

重
心
は
下
に
あ
っ
て
、
目
の
前
に
い
る
観
客
に
声
を

明
確
に
伝
え
た
い
と
い
う
意
識
が
自
然
に
下
へ
行
き

ま
す
か
ら
ね
‘
そ
の
結
果
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

歌
舞
伎
の
世
界
で
よ
く
言
わ
れ
る
「
一
声

‘

二
顔
‘

三
姿
」

と
い
う
い
い
役
者
の
条
件
は
、
ま
さ
に
総
て

の
舞
台
俳
優
に
あ
て
は
ま
る
と
言
え
る

。

（
こ
の
頃
つ
づ
く
）

と
い
う
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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
換
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

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
、

ヨ
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
、
つ
い
に
帰
国
の
途
に
つ
く
こ
と
に
な
っ

た
。

海
旭
に
も
そ
ろ
そ
ろ
成
果
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

五
年
余
も
、
昼
は
大
学
で
夜
は
下
宿
先
の
ア
パ
ー

ト
で
机
を
並
べ
、
疫
食
と
学
を
共
に
し
た
荻
原
雲
来

が
滞
国

。

異
境
に

一
人
と
り
残
さ
れ
た
渡
辺
海
旭
は
、

周
囲
が
心
配
し
た
と
お
り
、
心
に
穴
が
ぽ
っ
か
り
あ

い
た
よ
う
な
状
態
で
過
ご
す
日
々
が
し
ば
ら
く
続
い

こ
°t
 二

か
月
の
船
旅
を
終
え
て
年
末
に
は
故
国
に
戻
っ

た
雲
来
が
大
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
を

「
浄
土
教
報
」
で

は
や

知
っ

て
、
海
旭
の
帰
心
も
逸
っ
た
。

病
身
の
母
上
は

ご
無
事
だ
ろ
う
か
。
一
一人
の
妹
は
嫁
い
だ
先
で
う
ま

＜
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
早
く
帰
っ

て
家
族
に
会
い
た
い
も
の
だ

。

海
旭
を
仏
の
世
界
へ

と
導
い
て
く
れ
た
端
山
海
定
師
も
と
う
に
古
希
を
超

え
ら
れ
た
は
ず
だ
が
、
い
か
が
お
過
ご
し
だ
ろ
う
か
。

尊
顔
を
拝
し
て
来
し
方
を
報
告
し
、
行
く
末
に
つ
い

て
棲
々
相
談
も
し
た
い

。

し
か
し
、
”
手ぶ
ら
“
で

婦
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

な
ん
と
し
て
も
博
士
号

を
と
っ
て
そ
れ
を
手
土
産
に
し
な
け
れ
ば
、
家
族
に

博
士
号
を
条
件
に
留
学
を
延
長
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も
師
に
も
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
。

だ
が
博
士
論
文
は
、

何
を
テ
ー
マ
に
す
れ
ば
い
い
の
か
、
入
り
口
の
と
こ

ろ
で
戸
惑
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
あ
せ
り
が
、
海
旭
を

ま
す
ま
す

”
宙
ぶ
ら
り
ん
“
の
状
態
か
ら
抜
け
出
せ

ず
に
さ
せ
て
い
た

。

当
地
の
暦
で
一
九
〇
六
年
、
日
本
の
暦
で
は
明
治

三
十
九
年
が
あ
け
て
二
か
月
ほ
ど
し
て
、
そ
ん
な
海

旭
を
心
配
し
た
の
か
、
ロ
イ
マ
ン
夫
妻
が
自
宅
に
食

事
に
招
い
て
く
れ
た

。

挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
に
、
ロ
イ
マ
ン
は
訊
ね
た
。

「
ワ

タ
ナ
ベ
、
博
士
論
文
の
進
捗
は
ど
う
か
ね
？
」

海
旭
は
頭
を
か
い
た

。

「
そ
れ
が
、
な
か
な
か
テ

ー
マ
が
定
ま
ら
な
く
て
…
ヲ
ギ
ハ
ラ
が
い
れ
ば
も
ろ

も
ろ
相
談
に
乗
っ
て
も
ら
え
る
の
で
す
が
」

ロ
イ
マ
ン
は
身
を
乗
り
出
し
た

。

「
だ
っ
た
ら
、

し
ば
ら
く
は
私
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
く
れ
ん
か

。

君

も
知
っ
て
い
る
と
お
り
、
い
ま
、
わ
が
ド
イ
ツ
を
は

じ
め
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
の
探
検
隊

が
中
央
ア
ジ
ア
で
古
写
経
典
を
さ
か
ん
に
発
掘
し
、

そ
の
同
定
作
業
で
、
わ
れ
ら
数
少
な
い
イ
ン
ド
ロ
ギ

ス
ト

（
印
度
学
研
究
者
）
は
大
忙
し
だ
。
そ
の
な
か

か
ら
こ
れ
は
と
い
う
テ
ー
マ
が
お
の
ず
と
見
つ
か
る

だ
ろ
う
て
」

紅
茶
を
運
ん
で
き
た
夫
人
が
会
話
に
割
っ
て
入
っ

た
。
「
ヲ
ギ
ハ
ラ
が
い
な
く
な
っ
て
困
っ
て
い
る
の

は
、
む
し
ろ
あ
な
た
で
は
な
い
の
か
し
ら

。

ワ
タ
ナ

ベ
を
ヲ
ギ
ハ
ラ
の
代
り
に
し
て
頼
り
に
す
る
と
、
か

え
っ
て
ワ
タ
ナ
ベ
の
博
士
号
の
取
得
が
遅
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
心
配
で
す
わ
」

「
い
え
い
え
、
よ
ろ
こ
ん
で
」
と
海
旭
は
か
ぶ
り
を

振
っ
た
。
「こ
れ
ま
で
も
や
っ
て
き
た
こ
と
で
す
か
ら
。

ヲ
ギ
ハ
ラ
の
分
も
く
わ
え
て
、
な
ん
と
か
お
役
に
立

つ
よ
う
微
力
を
つ
く
す
つ
も
り
で
す
」

「
と
こ
ろ
で
ワ
タ
ナ
ベ
、
学
骰
と
生
活
代
は
大
丈
夫

な
の
で
す
か
」
と
夫
人
は
お
手
製
の
ク
ッ
キ
ー
を
茶

菓
に
勧
め
な
が
ら
言
っ
た
。
「先
立
つ
も
の
が
な
け

れ
ば
、
博
士
号
の
取
得
ど
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う

に
。

ま
し
て
や
主
人
の
仕
事
の
お
手
伝
い
な
ど
し
て

い
る
暇
な
ど
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

海
旭
の
留
学
の
”
年
期
“
は
と
っ
く
に
切
れ
て
い
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壷中に月を求めて

た
。

そ
も
そ
も
出
発
時
に
は
四
年
で
婦
国
す
る
約
束

だ
っ
た
。

海
旭
は
二
年
前
の
十
二
月
で
帰
国
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
ロ
イ
マ
ン
教
授
の
「
隈
願

書
」
で
雲
来
と
も
ど
も
宗
門
か
ら
「
延
長
」
を
認
め

て
も
ら
い
、
そ
の
お
か
げ
で
雲
来
は
見
事
博
士
号
を

取
得
し
て
帰
国
で
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た

。

「
ロ
イ
マ
ン
先
生
か
ら
嘆
願
を
し
て
い
た
だ
く

手

は
、
も
う
使
え
ま
せ
ん
」
海
旭
は
紅
茶
を
啜
り
終
え

て
卓
に
戻
し
た

。

「
あ
ら
ご
め
ん
な
さ
い。

紅
茶
よ
り
も
ビ
ー
ル
ほ
う

が
よ
ろ
し
か

っ
た
わ
ね
」
と
夫
人
は
言
う
と
、
す
で

に
卓
上
の
用
意
し
て
あ
っ
た
ジ
ョ
ッ
キ
に
琥
珀
の
液

を
注
い
で
、
「
で
、
ど
う
な
さ
っ
た
の
、
宗
門
か
ら

の
仕
送
り
は
」
と
先
を
促
し
た

。

「
今
度
は
博
士
号
に
嘆
願
役
を
お
願
い
し
ま
し
た
」

海
旭
は
ビ
ー
ル
を

一
口
ご
く
り
と
う
ま
そ
う
に
飲
む

と
続
け
た
。

「
宗
門
の
た
め
に
も
こ
の
ま
ま
手
ぶ
ら

で
帰
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
雲
来
に
つ
づ
い

て
私
が
博
士
号
を
と
る
ま
で
は
仕
送
り
の
延
長
を
お

願
い
し
た
い
と
い
っ
て
、
な
ん
と
か
了
解
を
い
た
だ

海
旭
は
ビ
ー
ル
を
飲
み
ほ
す
と
、
ふ
っ
と
息
を
つ

い
て
ロ
イ
マ
ン
夫
人
へ
顔
を
向
け
た
。
「と
こ
ろ
で

ロ
シ
ア
革
命
の
犠
牲
者
の

た
め
の
慈
善
音
楽
会
を

き
ま
し
た
」

ロ
イ
マ
ン
は
目
を
輝
か
せ
た

。

「
そ
れ
は
よ
か
っ
た。

で
は
、
私
の
仕
事
の
手
伝
い
も
…
」
と
言
い
か
け
た

と
こ
ろ
を
夫
人
に
遮
ら
れ
た

。
「あ
ら
、
あ
な
た
、

そ
れ
で
は
か
え
っ
て
ワ
タ
ナ
ベ
の
博
士
号
の
取
得
が

遅
れ
る
で
し
ょ
」

再
び
妻
に
釘
を
さ
さ
れ
て
、
ロ
イ
マ
ン
は
慌
て
て

か
ぶ
り
を
振
っ
た
。
「も
ち
ろ
ん
、
私
と
し
て
は
も

一
日
も
早
く
ワ
タ
ナ
ベ
に
博
士
号
を
取
得
し
て
ほ
し

い
さ
」

こ
れ
も
本
心
だ
っ
た
が
、
夫
人
の
”

勘
ぐ
り
“
も

ま
た
本
心
だ
っ
た

。

ロ
イ
マ
ン
は
腹
の
な
か
で
、

「
ワ
タ
ナ
ベ
に
は
も
う
少
し
こ
の
地
に
留
ま
っ
て
私

を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
」
と
念
じ
た
が
、
口
に
は
出
さ

な
か
っ
た
。
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奥
様
、
お
願
い
が
あ
る
の
で
す
が
」
と
懐
か
ら

一
枚

の
チ
ケ
ッ
ト
を
取
り
出
す
と
言
っ
た
。

「
ロ
シ
ア
の

革
命
党
員
の
友
人
が
、
昨
年
末
来
モ
ス
ク
ワ
で
多
発

し
て
い
る
横
死
者
の
た
め
に
慈
善
音
楽
会
を
や
ろ
う

と
い
う
の
で
、
私
も
友
人
の
よ
し
み
で
微
力
な
が
ら

ひ
と
肌
脱
ご
う
と
思
い
ま
し
て
…
」

一
年
前
の

一
九
0
五
年
（
明
治
三
十
八
）
、
日
本

に
敗
北
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
ロ
シ
ア
で
は

ツ
ァ
ー
リ
（
皇
帝
）
打
倒
の
運
動
が
頻
発。

各
地
で

圧
制
か
ら
の
自
由
を
求
め
る
暴
動
や
鋒
起
が
続
発

し
、
こ
れ
に
対
し
て
ツ
ァ
ー
リ
政
府
は
武
力
で
弾
圧

と
う
び

を
繰
り
広
げ
た
。

そ
の
悼
尾
を
か
ざ
っ
た
モ
ス
ク
ワ

で
の
攻
防
は
熾
烈
を
き
わ
め
、
千
人
を
超
え
る
死
者

を
出
し
て
市
民
側
の
敗
北
に
お
わ
り
、
そ
の
後
も
政

府
側
か
ら
の
報
復
で
残
党
に
対
す
る
殴
打
に
よ
る
闇

討
ち
事
件
が
後
を
た
た
な
か
っ
た

。

こ
こ
ド
イ
ツ
は
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク
で
も
、
知
識
層

の
間
で
そ
の
惨
劇
が
話
題
に
な
り
大
い
に
同
情
を
買

っ
て
い
た
。

「
そ
れ
は
と
て
も
、
立
派
な
こ
と
だ
わ
」
と
ロ
イ
マ

う
と
、

五
十

ン
夫
人
は

一

チ
ケ
ッ

ト
を
受
け
取
り
、

マ
ル
ク
札
を
差
し
出
し
た

。

海
旭
は
札
を
押
し
戻
し
た

。

「
音
楽
会
は
ニ
マ
ル

ク
で
す
、
多
す
ぎ
ま
す
」

夫
人
は
再
び
札
を
手
渡
し
た

。

「
残
り
は
寄
付
に

さ
せ
て
い
た
だ
く
わ

。

そ
れ
に
し
て
も
ロ
シ
ア
人
で

も
な
い
の
に
奇
特
な
こ
と

。

た
し
か
あ
な
た
の
お
国

で
も
大
飢
饉
が
あ
っ
て
大
変
だ
と
か

。

お
つ
り
は
い

ら
な
い
か
ら
、
余
り
は
そ
ち
ら
の
義
捐
金
に
回
し
て

ち
ょ
う
だ
い
な
」

夫
人
が
言
っ
た
「
日
本
の
飢
饉
」
と
は
昨
年
、
東

北
地
方
を
襲
っ
た
冷
害
に
よ
る
大
飢
饉
で
、
当
地
の

新
聞
で
も
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
た。

悔
旭
は
紙
幣
を
あ
り
が
た
＜
押
し
戴
く
と
、
深
く

頭
を
下
げ
、
合
掌
し
て
言
っ
た
。

「
こ
れ
は
鷲
き
ま

し
た
。

先
日
あ
る
銀
行
員
か
ら
も
五
十
マ
ル
ク
も
の

大
枚
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と

を
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の

一
部
を
R

本
の
大
飢
饉
に

あ
て
て
も
ら
っ
て
か
ま
わ
な
い
と
」

「
で
、
ど
う
な
さ
っ
た
の
？
」
と
夫
人
は
訊
き
返
し
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壷中に月を求めて

こ
°t
 

「
そ
こ
は
や
せ
我
慢
を
し
て
、
お
気
持
ち
だ
け
頂
戴

す
る
と
言
っ
て
、
全
額
音
楽
会
の
ほ
う
へ
回
し
ま
し

た
」
と
海
旭
は
口
元
に
笑
み
を
浮
か
べ
た

。
「奥
様

の
ご
寄
付
も
そ
う
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

。

ロ
シ
ア

革
命
党
員
の
留
学
生
は
化
学
者
な
の
で
す
が
、
ピ
ア

ノ
は
玄
人
は
だ
し
、
も
う

一
人
の
医
学
生
と
組
ん
で
、

チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
に
挑
戦
し
ま
す

。

他
に
留
学
生

仲
間
に
よ
る
オ
ペ
ラ
の
出
し
物
も
あ
り
ま
す
」

「
そ
れ
は
素
敵
、
ぜ
ひ
観
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
」

と
、
ロ
イ
マ
ン
教
授
が
眉
根
を
よ
せ
て
会
話
に
割

っ
て
入
っ
た
。
「
慈
善
は
そ
こ
そ
こ
に
し
て
、
学
問

に
専
心
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
ね
」

「
あ
ら
、
両
方
や
っ
て
ど
こ
が
い
け
な
い
の
」
と
夫

人
は
即
座
に
言
い
返
し
た
。

ロ
イ
マ
ン
が
目
を
落
と
し
て
口
を
つ
ぐ
む
の
を
見

て
、
海
旭
は
苦
笑
い
を
浮
か
べ
た
。
「ど
う
も
当
地

で
は
ご
婦
人
方
の
ほ
う
が
細
民
救
済
事
業
に
理
解
が

あ
る
よ
う
で
す
ね

。

そ
う
い
え
ば
、
先
日
も
こ
ん
な

出
来
事
に
で
く
わ
し
て
、
つ
く
づ
く
そ
う
感
得
し
た

次
第
で
す
」

と
言
っ
て
、
昨
年
の
年
の
瀬
に
街
な
か
を
散
歩
し

て
い
て
見
か
け
た
新
教
徒
に
よ
る
慈
善
市
に
つ
い
て

語
っ
た
。
良
家
の
夫
人
や
令
嬢
が
、
自
ら
が
つ
く
っ

た
小
間
物
な
ど
を
売
り
、
あ
る
い
は
ビ
ー
ル
カ
フ
ェ

の
給
仕
を
し
た
り
し
て
、
売
上
は
困
窮
民
の
援
助
に

す
る
の
だ
と
い
う

。

説
明
し
お
え
る
と
、
海
旭
は
こ

う
付
け
足
し
た
。
「さ
っ
そ
く
わ
が
宗
門
の
機
関
誌

に
書
い
て
や
り
ま
し
た
よ
、

「吾
宗
の
諸
大
徳
、
願

ゎ
く
ば
そ
の
檀
家
信
徒
を
と
き
て
こ
の
趣
味
あ
る
慈

善
事
業
を
行
い
玉
は
む
こ
と
、
切
望
の
至
り
に
候
j

と
。

ま
あ
、
宗
門
は
私
の
提
案
を
素
直
に
受
け
入
れ

て
は
く
れ
ん
で
し
ょ
う
か
ら
、
帰
国
し
た
暁
に
は
、

私
自
身
が
率
先
垂
範
し
て
や
っ
て
み
せ
ま
す
」

「
ワ
タ
ナ
ベ
、
あ
な
た
は
常
々
言
っ
て
い
る
わ
ね
、

宗
教
に
は
三
つ
の
発
展
段
階
が
あ
る
と
。
た
し
か
…
」

と

言
っ
て
夫
人
は
首
を
か
し
げ
た。

海
旭
は
微
笑
み
と
共
に
応
じ
た
。
「よ
く
ぞ
覚
え

て
い
た
だ
い
て
恐
縮
で
す
。

す
な
わ
ち
最
初
は
教
権

宗
教
、
そ
れ
が
哲
理
宗
教
へ
、
さ
ら
に
社
会
宗
教
へ
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と
進
む

。

今
日
は
社
会
宗
教
の
時
代
に
入
っ
た
、
と
」

「
そ
う
な
る
と
、
さ
し
ず
め
私
は
哲
理
宗
教
の
学
者

と
い
う
わ
け
か
ね
」
珍
し
く
温
厚
な
ロ
イ
マ
ン
教
授

が
い
さ
さ
か
棘
を
含
ん
だ
口
調
で
言
っ
た
。

「
そ
し

て
ヲ
ギ
ハ
ラ
も
」

海
旭
は
慌
て
て
言
い
直
し
た
。

「
ロ
イ
マ
ン
先
生
、

私
は
三
つ
の
段
階
に
つ
い
て
、
宗
教
と
し
て
の
価
値

が
上
と
か
下
と
か
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

宗
教
を
哲
理
と
し
て
と
ら
え
て
研
究
さ
れ
る
先
生
の

お
仕
事
は
、
そ
し
て
ヲ
ギ
ハ
ラ
の
仕
事
も
と
て
も
重

要
で
、
私
の
遠
く
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

い
っ
ぽ
う
で
今
日
必
要
と
さ
れ
て
い
る
社
会
宗
教
に

も
私
は
真
絵
に
向
き
合
い
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
」「

ワ
タ
ナ
ベ
は
両
方
や
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
で
す

か
」
夫
人
は
大
き
く
頷
い
た

。

「
哲
理
宗
教
も
社
会

宗
教
も

。

う
ち
の
主
人
や
ヲ
ギ
ハ
ラ
と
違
っ
て
、
両

立
が
ワ
タ
ナ
ベ
の
流
傲
な
の
よ

。

ど
ち
ら
か

―
つ
に

し
た
ら
ワ
タ
ナ
ベ
の
い
い
と
こ
ろ
が
死
ん
で
し
ま
う
。

ワ
タ
ナ
ベ
な
ら
両
方
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
。

博
士
号

も
慈
苦
事
業
の
勉
強
も
」

学
問
か
社
会
か
ど
ち
ら
を
と
る
か
で
は
な
く
、
学

問
も
社
会
も
両
方
を
と
る
—
|

思
え
ば
、
こ
れ
が
海

旭
の
生
涯
に
わ
た
る
テ
ー
マ
と
な
る
が
、
そ
う
得
心

す
る
の
は
備
国
し
て
か
ら
で
あ
っ
た

。

こ
の
時
は
、

ロ
イ
マ
ン
夫
人
に
背
中
を
押
さ
れ
て
、
「
両
立
」
で

い
い
の
だ
と
吹
っ
切
れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た。

こ

れ
で
博
士
号
の
勉
強
に
も
、
気
持
ち
を
と
り
直
し
て

か
か
れ
そ
う
だ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
を
く
じ
く
出
来
事
が
突
然
訪
れ
る

。

そ
の
年
の
初
秋
、
母
親
ト
ナ
の
死
で
あ
る

。

（
こ
の
項
つ
づ
く
）
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会句上
〈
特
選回
廊
に
鍵
束
の
音
春
兆
す

誌土浄

篇
の
浄
財
入
れ
る
布
財
布

ど
う
い
う
建
物
か
の
説
明
が
な
い
か
ら
、
読
み
手

が
勝
手
に
決
め
れ
ば
よ
い。

閉
ざ
す
の
か
開
く
の
か

も
。

上
の
句
「
に
」
は
「
を
」
と
す
る
と
動
き
が
出

●
鍵

浜
口

財
布
か
ら
見
知
ら
ぬ
名
剌
描
柳

小
林

佳
春

明
彦

〈
佳作
〉
印
傭
の
黒
革
財
布
秋
の
風

森

懐
人

新
年
を
迎
え
る
た
め
の
買
い
物
に
出
か
け
る

。

買

う
た
び
に
小
銭
ま
で
数
え
て
出
す
と
い
う
、
手
間
の

か
か
る
こ
と
は
や
っ
て
お
れ
な
い。

買
い
物
が
増
え

る
に
従
っ
て
小
銭
入
れ
は
ふ
く
ら
ん
で
く
る

。

歳
末

の
主
婦
の
様
子
が
ま
ざ
ま
ざ
と
見
え
る。

g

暮
れ
の
町
す
ぐ
に
ふ
く
ら
む
小
銭
入
れ

●
財
布

鳥
羽
梓

増
田
信
子
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選者＝増田河郎子

懐
手
一
句
成
る
ま
で
解
か
ず
居
り

池
田
伊
吹

初
明
か
り
波
に
波
打
つ
国
府
の
浜

井
村

〈佳
作
〉
烏
曇
り
運
河
ん
渡
る
無
蓋
貨
車

浜
野
東
彦

鈴
の
音
が
籠
る
と
い
う
の
は
ポ
ケッ
ト
に
人
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か

。

あ
る
い
は
手
に
握
っ
て
い
る
の

か
。

梅
を
見
に
来
て
車
を
降
り
、
鍵
を
ポ
ケッ
ト
に

入
れ
て
歩
い
て
い
る。

そ
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か

。

「
鈴
に
籠
り
て
」
の
と
ら
え
方
が
成
功
し
て
い
る

。

〈特
選鈴
の
音
鈴
に
籠
り
て
梅
は
一

●
自

由
題

鍵
錆
び
て
倉
庫
の
蔭
の
凍
て
厳
し

春
の
闇
鍵
の
か
た
ら
を
たし
か
め
る

〈佳
作
〉
庫
裡
裏
の
鍵
穴
さ
が
す
梅
月
夜

呑
石
原
新

山
口
島
人

金
子

て
く
る
が
、
さ
て
ど
う
だ
ろ
う

。

助
詞

―
つ
で
句
は

随
分
変
わ
る
も
の
で
あ
る。

善
也

ミ
サ
子

工
藤
悼
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時
計

動
画

"
"
題

兼
頼

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

誌
上
句
会
〈
編
集
部
選
〉

■
財
布

風
花
や
ゴ
ム
で
吊
り
上
ぐ
籠
財
布

財
布
手
に
子
の
足
軽
し
春
祭
り

腹
巻
の
財
布
や
冬
の
紐
育

生
焼
け
の
財
布
が
ひ
と
つ
今
朝
の
火
事

実
印
が
財
布
の
中
で
冷
え
て
お
り

財
布
か
ら

一
円
玉
と
桜
貝

着
膨
れ
て
財
布
の
位
置
を
確
か
め
る

ち
い
さ
め
の
財
布
の
よ
う
な
桜
烏
賊

■
鍵

合
鍵
を
し
ま
い
忘
れ
て
年
を
越
し

わ
が
人
生
鍵
を
外
せ
ば
朧
な
る

締
切
・
ニ
O
＿
五
年
四
月
二
十
日

発
表
・
『浄
土
」
二
O
一
五
年
六
月
号

選
者
・
増
田
河
郎
子
（「南
風
j
主
宰
）

応
募
方
法

●
い
ず
れ
の
題
と
も
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん

。

●
特
選
各
1

名
・
佳
作
各
3

名

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

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
旬
会
係

森
恢
人

佐
藤
雅
子

袖長天工西斉佐金
岡谷地藤原田藤子
志川幸規雅ミ
野 則悼夫仁子サ
裕子

....................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・

友
の
忌
や
帰
ろ
う
鍵
を
か
け
ぬ
村

合
鍵
で
合
鍵
作
り
春
近
し

鍵
穴
の
か
た
ち
に
芽
吹
き
は
じ
め
お
り

鍵
盤
に
し
る
し
を
つ
け
て
春
を
待
っ

盆
梅
の
裏
に
ぐ
し
ゃ
り
と
鍵
の
束

鍵
穴
の
奥
に
芽
吹
き
の
あ
り
に
け
り

■
自
由
題

春
未
だ
菰
を
か
ぶ
り
て
冬
ぽ
た
ん

八
十
路
ゆ
く
わ
れ
を
慰
む
冬
器
薇

寒
行
長
靴
股
き
し
法
の
啓

大
の
字
に
寝
て
如
月
の
耳
を
干
す

浅
き
春
毎
H

変
え
る
爪
の
色

東
京
に
雪
降
る
夜
の
シ
ベ
リ
ウ
ス

す
で
に
雪
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
り
に
け
り

し
ゃ
ぽ
ん
玉
猫
の言
業
の
よ
う
に
飛
び

退
屈
な
春
の
海
鼠
の
太
さ
か
な

春
日
傘
た
た
み
て
少
し
ふ
ら
つ
き
ぬ

粉
雪
を
食
べ
物
と
し
て
手
に
の
せ
る

錠
剤
の
色
そ
れ
ぞ
れ
や
日
脚
伸
ぶ

森
懐
人

佐
藤
雅
子

飯
島
英
徳

内
藤
隼
人

立
花
貞
花

長
谷
川
裕

小
山
内
弘
道

袖
岡
志
野

光
山
弘
道

斉
田
仁

柏
木
せ
つ
こ

吉
崎
美
和
子

立
花
貞
花

工
藤
悼

小
林
苑
を

大
森
栞

内
藤
隼
人

由
紀
智
彦
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か
ま
ち
よ
し
ろ
う
先
生
作
新
聞
四
コ
マ
漫
画
「コ
ン
ち

ゃ
ん
」
が
各
地
方
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す

。

（静
岡
新
聞
•
山
梨
日
日
新
聞
•
北
日
本
新
聞
・

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

）

言虞違鴫認
介‘穿ぢ o戸 3 つ

ロ‘ 、



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（目息•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（佐賀•本應寺）
粂原恒久 （川越 ・ 蓮榮寺）
佐藤孝雄 （鎌倉 ・ 邸徳院）
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m山・梅窓院）
中村康雅 (fi'i水• 実相寺）
中村瑞貴 （仙台・愚鈍院）
野上智徳（静岡 ・ 宝台院）
藤田得三（鴻巣．勝願寺）
堀田卓文 （静岡 ・ 華賜院）
本多義敬（両国 ・ 回向院）
真野龍海（大本山梢浄華院）
拙博之（網代・ 教安寺）
水科善隆（長野 ・ 虹疫寺）
（敬称略 •五十音順）

先
号
の

「後
記
」

で
、
「悪
い
こ
と
を
し
た

ら
地
獄
に
堕
ち
る
な
ど
と
い
う
脅
し
は
‘
輪
廻

を
否
定
し
た
お
釈
迦
様
の
教
え
に
反
す
る
」
と

い
う
こ
と
を
内
い
た
と
こ
ろ
‘

「あ
な
た
は
お

釈
迦
様
が
輪
廻
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
言
う

の
か
」

と
怒
ら
れ
て
し
ま
っ
た

。

確
か
に
お
釈
迦
様
は
「輪
廻
が
な
い
」
と
は

言
っ
て
い
ま
せ
ん

。

し
か
し
輪
廻
か
ら
脱
し
な

け
れ
ば
救
い
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か

。

怒
ら
れ
た
方
は
、
仏
教
が
な

ん
の
た
め
に
説
か
れ
た
教
え
な
の
か
勘
違
い
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す

。

あ
く
ま
で
も

人
々
を
救
う
た
め
の
教
え
で
あ
っ
て
、
観
念
論

水
温
む
子
犬
も
足
を
の
ば
し
け
り

岱
澗

的
哲
学
で
は
な
い
は
ず
で
す。

そ
し
て
法
然
上
人
も
こ
の
救
い
と
い
う
点
に
、

価
値
観
の
優
先
順
位
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す

。

と
に
か
く
目
の
前
の
人
を
救
う
、
そ
の
こ
と
が

一
番
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

。

以
前
高
橋
良
和
先

生
が
集
め
ら
れ
た

『
法
然
秘
話
』
と
い
う

民
間

伝
承
の
話
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
中
の
法
然
上
人
は
目

の
前
の
人
々
を
救
う
た

め
に
い
ろ
い
ろ
な
奇
跡
を
行
っ
て
い
ま
す

。

塩

田
の
真
ん
中
に
舟
の
か
い
を
射
し
て
、
井
戸
を

掘
り
当
て
た
り
も
し
て
い
ま
す

。

し
か
し
そ
ん

な
話
は
眉
唾
だ
と
言
っ
て
、
誰
に
対
し
て
も
死

後
の
往
生
し
か
説
か
な
い
布
教
師
さ
ん
が
い
ま

す
が
、
私
に
は
そ
の
方
が
法
然
上
人
を

歪
曲
化

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん

。

法
然
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を
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。
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御忌

教 歳 時 記

法然上人は建暦二年(-ニーニ） 一月二十五

日、御歳八十歳、京都東山の吉水の地、現在の

総本山知恩院において、亡くなられました。 大

永四年(-五二四） 天皇見后の忌日法会をあら

わす御忌という名称を贈るという後柏原天皇よ

りの鳳詔をいただき、御忌と呼ぶようになりま

した 。 明治以降、 一月 ニ ト五日の御命日法要に

加え、春四月、御忌と q-, して盛大な法要を営む

ようになりました。

花まつり
いまから二五00年前。 インドの北方ルンビ

二で御生誕されたお釈迦様の誕生を祝う日です。

仏生会、泄仏会、仏誕会などともいいます。 ご

誕生の際、 天から九頭龍が舞い降りてきて甘銀

を酒いだとの伝承にちなんで、日本ではお釈迦

さまの誕生仏に香水を湘ぐi義式が行われてきま

したが、江戸時代からは香水に代わって甘茶

（霊水である甘面になぞ ら えている）を灌ぐよ

うになりました 。 また、近年ではお釈迦さまが

ルンビニの花園で誕生したというお話から、誕

生仏を花御堂に安置して祝うようになりました。

,,,, 

~ 

疇
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いつの世にも、
誰のもとにも
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石
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E

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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