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法然上人鑽仰会



2015年浄土「表紙」

河童は水辺の妖怪とも、未確認生物ともい

われる。 北斎や国芳あるいは清水毘が描いて

いるが、姿かたちには諸説あり、胡瓜が好き

とか悪戯好きとかいうこと以外、 性格も明確

には掴めていない。 芥川龍之介の『河童』は

人間社会への批判に満ちた小説であり 、 彼の

自死と密接な関係があるといわれている。

さて、今月の陶芸は河童の箸置である。 作

者は河童をこのように表現した。 割軽で少し

怠惰な様子o 梅雨時。この箸箇に割り箸を置

いて、かっぱ巻でも食べるとするか。

（佐々木美冬）

南 ；

初
枝
の
作
品

撮
影

•

芝
崎
慶



甦
る
江
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の
技

台
徳
院
殿
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模
型

ェ
リ
サ
ベ
ス
2

世
女
王

陛
下
か
ら
増
上
寺
へ



英国と日本の橋渡し役となった
徳川宗家第十八代徳川恒孝氏。
渋谷区のご自宅にて。

模型発見の立役者となったウイリア
ム・コールドレイク ハーバード大
学建築博士と氏が理事長を務める法
人のジェネラル・マネージャーでも
ある坂田洋子さん。 ちなみに洋子さ
んは氏の奥様でもある 。 後ろは宝物
展示室がある増上寺大殿。



1996年4月 3 日 、 英国シュロ ッ プシ
ャ州ア ッ チャム市英国文化財保存財
団倉庫で 、 台徳院殿霊廟模型の本殿
来迎柱を手にするコールドレイク教授。

展示室、展示方法をプロデュースし
た森美術館の学芸グループシニア・
コンサルタント広瀬麻美さん。 美術
展の企画などを行う浅野研究所の代
表でもある 。



展示室公開の前に行われた開白法要では
増上寺法主 八木季生台下が導師を務め
られた。 （写真提供増上寺）

※本文43頁ヘ

見事に修復され展示された台徳院殿霊廟撲型。
Royal Collection Trust/ 

ｩHer Majesty Queen Elizabeth Il 2015 

徳川家康公没後400年の記念事業として
「増上寺宝物展示室」を実現させた友田
運祐執事畏。 （写真提供増上寺）
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f
J法
語

じ
さ
さ
ほ
う

し

b

僧
尼
の
食
作
法
は

、

も
っ
と
も
然
る
べ
き
な
り

。

然
り
と
雖
も

‘

す
て
じ
さ
じ
さ

当
嘔
は
機
已
に
衰
え

、

食
已
に
滅
す

。

こ
の
分
嘩
玲
心
ざっうて
一
食
は

‘

心
偏
に
食
事
を
思
い‘

念
仏
の
心
静
ま
ら
ず

。

菩
提
心
経
に
云
わ
く‘

食
は
菩
提
心
を
妨
げ
ず。

心
は
能
＜
菩
提
を
妨
ぐ。

そ
の
上
は
自
身

を
相
計
る
べ
き
な
り

。

（
醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』
）

現
代
語
訳
~
尼
の
食
事
の
規
則
と
い
う
の
は

、

尤
も
な
こ
と
で
あ
る
が
、
当
世
は

、

人
の

資
質
も
す
で
に
衰
え

、

そ
の
規
則
も
す
で
に
廃
れ
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
状
況
で

、

一
日
に

一
食
で
は
、
念
仏
を
し
て
い
る
間
も
、
食
事
の
こ
と
ば
か
リ
考
え
心
が
定
ま
ら
な
い
。
『菩

提
心
経
』
に
「
食
事
は
菩
提
心
を
妨
げ
な
い
。

貪
る
心
が
悟
り
を
妨
げ
る
」
と
あ
る
。

こ
う

い
う
こ
と
な
の
で

、

自
分
を
よ
く
考
え
た
上
で
調
整
す
ぺ
き
こ
と
で
あ
る

。

Honen Shonin's Sayings 
Regulations for meals that monks and nuns must 

follow should be laid down in an appropriate way, 
but human temperaments have already gone 
down and the regulations have now been done 
away with. Such being the case, the Buddhist 
convention of one meal per day makes them go 
on thinking of their meals all day and lose their 
presence of mind while reciting the nembutsu 
The Buddhist Scripture Bodaishingyo says that 
meals themselves do not disturb aspiration for 
Buddhahood but greed for meals disturbs 
enlightenment. That is why you should be 
careful in arranging your habits of meals for 
yourselves. (Daigo Version of the Biography of 
Honen Shonin) 

＝
ロ

上
人

゜



梶
村

解
説仏

教
で
は
、
食
事
は

一
日
に

一
食
、
そ
れ
も
午
前
中
と
決
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
。

そ
れ
は
仏
教
が
暑
い
国
で
誕
生
し
た
の
で
、
午
後
に
ま
で
食
事
を
延
ば
す

と
、
腐
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
き
た
規
則
だ
と
思
い
ま
す

。

と
こ
ろ
が
そ
の
規

則
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
と
、
こ
ん
ど
は
暑
さ
な
ど
関
係
の
な
い
所
ま
で
、
そ

れ
に
縛
ら
れ
て
、
法
語
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

。

法
然
上
人
の
教
え
も
、
八
百
年
の
昔
の
ま
ま
、
今
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る

の
は
、
上
人
に
笑
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
中
か
ら
何

を
変
え
、
何
は
変
え
ら
れ
な
い
か
を
分
別
す
る
智
慧
と
勇
気
と
が
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す

。

昇
亜
細
亜
大
学
名

沓教
授

Commentary 
The Buddhist community set doW11 the rule of one meal per day, and in the 
mom呟 at that. I think it is because Buddhism came into being in a hot country 
and food items were considered to go bad there if the mealtime was put off until 
the afternoon. However, once the rule was estabUshed, it bound down people 
even in places which had nothing to do with such hotness, and consequently it 
brought about such a situation as shown in the above saying. 
The same will be true with Honen's teachings. If we try to apply them to the 

present without any changes of them, as they were e屯ht hundred years ago, how 
could Honen resist laughing at us? It is necessary for us to have the wisdom and 
courage to make a distinction between what can be changed, and what cannot be 
changed, in his teachings 

英訳河西良治 中央大学文学部教授
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法然上人の仏教に生きる

法
然
上
人
が
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は

一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
浄
土
に
迎
え
て
仏
に
す
る
と
い

う
も
の
だ
か
ら
、
浄
土
に
往
生
す
る
条
件
は
寺
を
建
て
る
と
か
、
仏
像
を
作
る
な
ど
の
財
力
の
あ
る
人
し

か
で
き
な
い
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
て
誰
で
も
で
き
る
最
も
簡
単
な
行
為
、
即
ち
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

唱
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
信
心
を
定
め
ら
れ
て
専
修
念
仏
を
実
践
す
る
浄
土
宗
を
開
か
れ
ま
し
た
が
、

最
近
は
な
か
な
か
念
仏
を
唱
え
さ
せ
て
い
た
だ
け
な
く
な
り
ま
し
た

。

集
ま
っ

て
祈
る
と
き
は
黙
註
と
言

わ
れ
て
し
ま
い
ま
す

。

つ
ま
り
黙
っ

て
祈
り
な
さ
い
と
強
制
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
時

に
私
は
ち
っ
ち
ゃ
な
声
で
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
ま
す
（
笑
）。

せ
っ
か
く
主
催
者
が
黙
fね
と
仰
っ

て
い
る
の
に
と
遠
慮
し
な
が
ら
で
す
が
、
こ
れ
が
今
の
日
本
で
す

。

黙
っ

て
祈
る
ス
タ
イ
ル
が
定
着
致
し

ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
祈
り
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

本
当
は
唱
え
る
こ
と
で
信
心
を
育
て
て
ゆ
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
j
を
唱
え
る
こ
と

で
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
心
が
深
ま
っ
て
ゆ
く
、

「南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
唱
え
る

こ
と
で
こ
れ
が
力
に
な
っ

て
い
く
、
と
い
う
の
が
祈
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

祈
る
と
は
、
私
の
信
じ
て
い
る
解
釈
で
は

「い
・
の
る

」、

「い
」
と
は
神
聖
な

言
葉
、
「
の
る
」
と
は
述
べ
る
で
す
か
ら
、
「祈
る
」
と
は
元
々
何
か
言
業
を
唱

え
な
い
と
い
け
な
か

っ
た
の
で
す
。

黙
枯
は
関
東
大
裳
災
以
降
、
第
二
次
世
界

大
戦
を
経
て
次
第
に
定
着
し
て
い
き
ま
す

。

黙
社
が
始
ま
っ

た
の
は
関
東
大
碇

災
の

一
年
後
の
追
悼
行
事
か
ら
ら
し
い
の
で
す

。

想
い
な
さ
い
、
唱
え
て
は
い

け
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
代
日
本
人
の
祈
り
で
ご
ざ
い
ま
す。

と
も
か
く

「南
無
阿
弥
陀
仏
j
を
唱
え
さ
え
す
れ
ば
、
ど
ん
な
人
間
で
も
浄

土
に
往
生
し
て
仏
に
な
る
と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
仏
教
で
す
。

仏
教
に
お
け

, 



か
い
じ
ょ
う
え

る
悟
り
へ
の
道
は
要
す
る
に
「
戒
定
慧
と
い
う三
学
を
ば
過
ぎ
ず
」
、
つ
ま
り
戒
め
を
保
ち
、
心
を
定
め
、

智
慧
を
働
か
せ
る

。

こ
れ
が
仏
教
で
い
う
修
行
で
す
ね。

様
々
な
仏
教
各
宗
派
に
お
け
る
修
行
も
全
て
戒

定
慧
、
ど
ん
な
戒
め
を
守
っ
て
、
心
を
定
め
て
、
仏
さ
ま
の
智
惹
を
開
発
し
て
い
く
の
か

。

こ
れ
が
仏
教

で
言
う

三
学
で
す

。

仏
さ
ま
の
こ
と
を
無
学
と
申
し
ま
す
。

も
う
学
ぶ
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
、
仏
教
で
無
学
と
い
う
と
仏
さ
ま
の
こ
と
で
す

。

だ
か
ら
、
私
に
は
学
問
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
無
学

で
は
な
く
浅
学
と
申
し
ま
す
。

法
然
上
人
は
、
要
は
戒
定
慧
と
い
う
け
れ
ど
も
、
「
私
は一
戒
を
も
保
た
ず
、
禅
定
に
お
い
て

―
つ
も

こ
れ
を
得
ず
」
と
述
懐
さ
れ
ま
し
た。

戒
は
ひ
と
つ
も
保
て
な
い
し
、
心
は
定
ま
ら
な
い
し
、
当
然
、
仏

う
つ
ゎ
あ

の
智
慧
は
働
か
な
い
私
で
あ
る
。

こ
れ
が
私
な
ん
だ
。

私
は
、
簡
単
に
言
う
と
「
三
学
の
器
に
あ
ら
ず
」

と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
自
問
自
答
で
し
た

。

こ
ん
な
私
に
も
相
応
し
い
成
仏
の
道
が
あ
る
。

そ
れ
が
次
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
。

そ
れ
で
発
見
さ
れ
た

の
が
本
願
念
仏
だ
っ
た
の
で
す
。

私
の
よ
う
な
戒
定
慧
を
実
践
で
き
な
い
器
の
人
間
で
も
阿
弥
陀
仏
の
本

願
が
仏
に
な
る
こ
と
を
保
証
し
て
下
さ
っ
て
い
る
と
い
う
本
願
念
仏

。

凡
夫
が
成
仏
す
る
た
め
の
唯

一
の

教
え
で
す

。

こ
れ
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん。

で
す
か
ら
、
他
の
方
法
で
成
仏
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
と
き
は
当
然
念
仏
な
ん
か
唱
え
た
く
な
い
と
思

う
の
が
当
た
り
前
の
人
間
で
す

。

他
に
私
に
は
で
き
る
こ
と
が
あ
る
、
修
行
す
れ
ば
私
は
変
わ
れ
る
と
思

っ
て
い
る
限
り
は
、
念
仏
さ
え
唱
え
た
ら
浄
土
に
往
生
で
き
る
な
ど
と
い
う
教
え
は
に
わ
か
に
信
じ
ら
れ

ま
せ
ん
。

私
に
は
他
に
実
践
で
き
る
修
行
が
あ
り
ま
す
、
ち
ゃ
ん
と
心
は
磨
い
て
い
け
る
の
で
す
と
い
う

の
が
私
ど
も
の
誇
り
で
す
か
ら
自
力
の
方
が
信
じ
や
す
い
教
え
で
す。

他
力
は
実
践
す
る
の
は
誠
に
簡
単

だ
け
れ
ど
も
信
じ
に
く
い

。

自
分
の
心
を
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
絶
望
し
た
、
法
然
と
親
鸞

JO 



法然上人の仏教に生きる

が
選
ん
だ
の
が
他
力
本
願
で
す

。

自
分
の
心
と
い
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
れ
が

一
番
不
可
解
で
あ
る
、
謎
で

あ
る
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
自
由
自
在
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
な
ん
て
で
き
な
い
、
そ
れ
が
こ
の
世

を
生
き
て
い
く
私
で
は
な
い
か
。

そ
れ
を
素
直
に
認
め
た
の
が
法
然
と
親
鸞
で
す

。

今
は
実
践
で
き
な
い

け
れ
ど
も
、
い
つ
か
は
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
自
力
で
、
そ
れ
に
期
待
し
た
い。

こ
れ
が
修
行

に
生
き
る
宗
派
で
、
決
し
て
法
然
上
人
は
そ
れ
を
否
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一
生
信
念
強
く
修
行
で
き
る

方
は
修
行
に
生
き
ら
れ
た
ら
い
い
の
で
あ
っ
て
、
「
私
に
は
で
き
な
い
」
と
法
然
は
確
認
し
て
浄
土
宗
を

開
か
れ
ま
し
た
。

比
叡
山
天
台
宗
を
否
定
さ
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

天
台
宗
は
い
ま
で
も
修
行
に
よ

っ
て
成
仏
へ
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
素
晴
ら
し
い

―
つ
の
宗
派
で
す
。

で
き
る
と
思
っ
て
い
る
方
は
尊
い

方
で
す
。

で
も
私
に
は
で
き
な
い
。

何
故
な
ら
法
然
上
人
は
「
い
ま
は
末
法
だ
」
と
時
代
を
見
つ
め
ま
し

た
。

仏
教
に
は
正
法
、
像
法
、
末
法
と
時
代
が
変
わ
っ
て
ゆ
く
と
い
う
時
代
認
識
が
あ
り
ま
す。
お
釈
迦

さ
ま
の
時
代
か
ら
最
初
の
五
百
年
が
正
法
の
時
代
で
、
教
え
が
あ
り
、
修
行
す
る
人
が
あ
っ
て
、
悟
る
人

が
い
る
。

次
の
五
百
年
あ
る
い
は
千
年
間
は
像
法
の
時
代
と
な
り
、
教
え
が
あ
り
、
修
行
す
る
人
は
い
る

け
れ
ど
も
な
か
な
か
悟
る
人
が
で
て
こ
な
い。
末
法
の
時
代
に
な
る
と
、
教
え
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
修
行

す
る
こ
と
が
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
修
行
し
て
も
修
行
す
る
こ
と
が
悟
り
へ
の
道
と
し

て
意
味
を
持
た
な
く
な
る
の
が
末
法
。

と
い
う
よ
う
に
仏
教
で
は
時
代
の
変
化
を
考
え
ま
し
た

。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
日
本
で
は

一
0
五
二
年
に
末
法
に
入
っ
た
と
信
じ
ら
れ
ま
し
た

。

も
ち
ろ

ん
信
じ
な
か
っ
た
人
も
い
ま
す

。

典
型
的
な
方
は
道
元
禅
師
で
す

。

今
も
正
法
で
あ
り
、
お
釈
迦
さ
ま
の

時
代
と
変
わ
る
こ
と
は
な
い

。

法
然
上
人
よ
り
六
十
七
歳
年
下
の
道
元
禅
師
は

「正
法
眼
蔵
」
と
い
う
膨

大
な
書
を
遺
さ
れ
、
時
代
は
今
も
正
法
で
あ
り
、
坐
禅
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
仏
さ
ま
の
悟
り
の
姿
な
の

だ
と
、
ひ
た
す
ら
座
る
こ
と
を
実
践
さ
れ
ま
し
た
。
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同
じ
時
代
を
生
き
て
も
自
己
の
問
い
方
が
お
坊
さ
ん
に
よ
っ
て
違
い
ま
す。

法
然
上
人
は
、
今
は
末
法

で
あ
っ
て
、
修
行
を
し
て
も
無
意
味
で
あ
る
と
、
悟
れ
る
人
な
ん
か
い
な
い
と
、
自
分
を
含
め
て
悟
る
人

は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
浄
土
宗
を
開
か
れ
ま
し
た

。

同
じ
時
代
を
生
き
て
も
時
代
の
受
け
取
り
方
、
自

問
自
答
が
お
坊
さ
ん
に
よ
っ
て
全
く
異
な
り
ま
す。

様
々
な
宗
派
の
考
え
方
の
違
い
に
触
れ
て
い
た
だ
い

て
御
自
身
の
在
り
方
を
問
う
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す。

法
然
上
人
は
「
私
は
決
し
て
聖
者
で
は
な
い
、
凡
夫
だ
」
と
仰
い
ま
し
た

。

そ
れ
ま
で
は
人
問
に
は
型

者
と
凡
夫
と
が
い
る
の
だ
と
、
善
人
と
悪
人
が
い
る
の
だ
と
い
う
人
間
観
で
し
た。

善
人
は
修
行
し
て
仏

に
な
る
、
悪
人
は
地
獄
に
行
く
し
か
な
い

。

八
百
年
前
の
善
人
と
悪
人
の
区
別
の
基
準
は
仏
教
で
し
た

。

仏
の
教
え
を
守
れ
る
人
が
善
人
、
守
れ
な
い
人
が
悪
人。

即
ち
、
自
己
の
心
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
る
人

が
善
人
、
出
来
な
い
人
が
悪
人
。

現
代
の
日
本
で
は
全
く
変
わ
り
ま
し
て
、
法
律
が
善
悪
の
店
準
。

皆
様

は
自
分
は
善
人
だ
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

。

法
律
を
破
っ
て
い
な
い
か
ら
、
私
は
悪
人
で
は
な
い。

八
百
年
前
は
仏
教
が
実
践
で
き
な
い
か
ら
私
は
悪
人
で
あ
る
と

。

だ
か
ら
私
は
地
獄
に
行
く
し
か
な
い
の

だ
と
、
こ
れ
が
普
通
の
日
本
人
で
し
た
。

悪
人
は
極
楽
ど
こ
ろ
か
、
六
道
輪
廻
を
続
け
る
か
、
地
獄
に
行

く
し
か
な
か
っ
た
の
に
、
そ
の
悪
人
を
成
仏
さ
せ
る
た
め
に
こ
そ
浄
土
を
構
え
ら
れ
た
の
が
阿
弥
陀
仏
だ

と
い
う
お
坊
さ
ん
が
出
て
こ
ら
れ
ま
し
た

。

こ
れ
が
法
然
上
人
で
す
。

「
私
の
よ
う
な
悪
人
」
と
法
然
上

人
は
自
分
を
問
わ
れ
ま
し
た

。

私
は
戒
も
実
践
で
き
な
い
、
心
が
定
ま
ら
な
い

。

そ
れ
が
私
だ
。

よ
く
考

え
た
ら
、
人
は
み
な
私
と
同
じ
で
は
な
い
か

。

そ
の
同
じ
人
が
地
獄
に
行
く
し
か
な
い
と
絶
望
し
て
い
る。

そ
の
人
々
の
希
望
と
な
る
の
が
他
力
本
願

。

ど
ん
な
人
間
で
も

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
さ
え
唱
え
れ
ば
浄
士

に
往
生
し
て
仏
に
な
る

。

こ
れ
が
希
望
だ
と

。

当
時
の
人
は
浄
土
往
生
が
希
望
だ
っ
た
の
で
す

。

な
ん
と

か
私
も
目
覚
め
た
い
、
悟
り
た
い
。
そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
法
然
上
人
だ
っ
た
の
で
す。
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法然上人の仏教に生きる

法
然
上
人
ま
で
は
人
間
を
珈
塁
者
と
凡
夫
、
善
人
と
悪
人
で
分
け
て
い
た。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
智
者
と

愚
者
。
当
時
の
悪
人
、
愚
か
者
と
い
う
の
は
凡
夫
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
普
通
の
人
間
と
い
う
こ
と
で

す
。
い
ま
皆
さ
ん
が
悪
人
と
い
う
と
特
別
に
悪
い
こ
と
を
し
た
人
で
す
が
、
当
時
は
自
分
の
心
を
自
分
で

か
乞
り

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
人
、
煩
悩
の
塊
、
そ
れ
が
当
時
の
悪
人

。

そ
の
凡
夫
の

一
人
と
し
て
私
は
生
き

て
い
る
と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
人
は
み
ん
な
そ
う
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
と
こ

ろ
に
浄
土
宗
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す

。

そ
ん
な
の
は
私
は
嫌
で
ご
ざ
い
ま
す
、
私
を
皆
様
と

一
緒
に
さ
れ
て
は
困
り
ま
す
、
私
は
ち
ゃ
ん
と
煩
悩
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
け
る
人
間
な
ん
で
す
、
修

行
を
す
れ
ば
心
を
磨
け
る
と
思
い
た
い
方
は
自
力
修
行
を
選
べ
ば
い
い
の
で
す

。

私
は
、
愚
者
な
の
か
智
者
な
の
か
、
「
私
は
」
と
い
う
こ
と
で
問
う
て
い
っ
て
、
ど
の
宗
派
の
信
と
行

が
私
に
は
相
応
し
い
の
か

。

い
ま
は
末
法
か
正
法
か
。

自
分
と
時
代
と
問
う
た
結
果
で
、
ど
の
宗
派
が
正

し
い
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

自
己
の
問
い
方
に
よ
っ
て
自
力
か
他
力
か
を
選
ん
で
生
き
る
し
か
な
い

。

法

然
上
人
は
そ
う
し
て
他
力
本
願
を
選
択
さ
れ
ま
し
た
。

本
願
念
仏
を
説
か
れ
て
い
た
の
が
中
国
の
善
導
大

師
で
し
た

。
「南
無
阿
弥
陀
仏
』
を
唱
え
る
こ
と
が
阿
弥
陀
仏
の
願
い
に
順
ず
る
行
為
だ
か
ら
、
極
楽
往

生
は
私
が
お
願
い
し
て
阿
弥
陀
仏
が
か
な
え
る
の
で
は
な
く
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
私
が
応
え
る
か
ど

う
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す

。

私
が
先
に
お
願
い
し
て
阿
弥
陀
仏
が
応
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

み
ん
な

を
仏
に
し
た
い
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
願
い
、
本
願
に
私
の
方
が
応
え
て
い
く
の
だ

。

私
が
そ
の
願
い
を
有

難
い
と
思
う
か
ど
う
か

。

そ
の
よ
う
な
仏
の
願
い
は
要
り
ま
せ
ん
、
自
分
で
な
ん
と
か
し
ま
す
と
思
う
か

ど
う
か
。

こ
れ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
の
が
他
力
本
願
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
本
願
と
い
う
は
、
阿
弥
陀
仏
の
、
い
ま
だ
仏
に
成
ら
せ
た
ま
わ
ざ
り
し
昔
、
法
蔵
菩
薩
と
申
し
し
い
に

し
へ
」
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
が
ま
だ
阿
弥
陀
仏
で
な
か
っ
た
頃
に
本
願
は
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

仏
は
最
初
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わ
け

か
ら
仏
で
は
な
か
っ
た
訳
で
、
菩
薩
と
し
て
修
行
さ
れ
て
仏
と
な
ら
れ
た
訳
で
ご
ざ
い
ま
す。
菩
薩
と
し

て
願
い
を
お
こ
さ
れ
て
仏
さ
ま
に
成
ら
れ
る
の
で
仏
さ
ま
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
が
あ
り
ま
す。
阿
弥
陀

仏
は
四
十
八
の
願
い
を
お
こ
さ
れ
ま
し
た。

こ
れ
が
説
か
れ
て
い
る
の
が

「無
址
寿
経
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
四
十
八
願
の
第
十
八
願
に
ど
ん
な
人
間
で
も

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
唱
え
れ
ば
往
生
で
き
る
と
説
か

れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
が
、
実
は

「無
祉
寿
経
j
に
は

「唱
え
れ
ば
」
と
は
ひ
と
こ
と
も

書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
。

「
十
念
す
れ
ば
」
と
し
か書
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

「乃
至
十
念
せ
ん
に
」
つ
ま
り
十
回
で
も
心

で
念
じ
た
ら
ば
、
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
く
て
、
口
に
唱
え
れ
ば
い
い
よ
、
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

こ
れ
を
読
み
か
え
た
の
が
善
甜
大
師
で
し
た

。

こ
の
十
念
と
は
十
回
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
こ
と

な
の
だ
と
解
釈
さ
れ
ま
し
た
。

念
ず
る
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
れ
だ
け
念
じ
た
ら
い
い
の
か

分
か
ら
な
い
。

こ
れ
を
口
に
出
し
て
十
回
唱
え
た
ら
い
い
の
だ
、
こ
れ
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
は

み
ん
な
を
仏
に
し
た
い
の
だ
か
ら
、
誰
に
で
も
で
き
る
最
も
簡
単
な
方
法
を
私
達
に
教
え
て

下
さ

っ
た
の

で
あ
る
、
と
い
う
の
が
善
甜
大
師
の
信
心
で
し
た

。

こ
れ
で
十
念
が
十
回
唱
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
お
経
の
中
に
は

「観
無
机
寿
経
」
に
二
回
し
か
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
「無
拭
寿

経
」
に
も

「阿
弥
陀
経
」
に
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
薬
は
一
言
も
出
て
き
ま
せ
ん

。

出
て
く
る

の
は

「観
無
址
寿
経
」
に
二
回
だ
け
で
、
臨
終
の
間
際
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
れ
ば
悪
人
も
浄
土

に
ゆ
け
る
よ
、
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す

。
「観
無
址
寿
経
j
の

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

「無
址
寿
経
」

の
十
念
を
併
せ
て
解
釈
し
た
の
が
善
甜
大
師
の
ご
功
組
で
し
た

。

こ
れ
で

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

十
回
唱

え
た
ら
誰
で
も
浄
土
に
行
け
る
と
い
う
教
え
が
確
立
し
ま
し
た
。

だ
か
ら
極
端
に
言
う
と
法
然

・

親
鸞
の

仏
教
は
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
で
は
な
く善
祁
大
師
の
教
え
に
よ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

で
す
か
ら
、
「念
仏
は
易
き
が
故
に
切
に
通
ず

。

諸
行
は
難
き
が
故
に
諸
機
に
通
ぜ
ず
」、
念
仏
は
易
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法然上人の仏教に生きる

し
い
か
ら

一
切
に
通
じ
る
、
他
の
行
は
難
し
い
か
ら
諸
々
の
機
に
は
通
じ
ま
せ
ん

。

機
と
い
う
の
は
さ
っ

き

言
っ
た
凡
夫
か
聖
者
か

。

こ
れ
を
仏
教
で
は
機
と
申
し
ま
す

。

時
を
ど
う
問
う
か
、
時
代
を
ど
う
問
う

か
、
そ
し
て
人
間
の
機
す
な
わ
ち
器
を
ど
う
問
う
か

。

凡
夫
か
聖
者
か

。

本
願
念
仏
は
末
法
の
凡
夫
に
相

応
し
い
教
え
だ
、
時
機
相
応
の
教
え
だ
と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
仏
教
で
す

。

し
た
が
っ
て
法
然
上
人
の
仏
教
で
い
う
と
「
わ
れ
ら
が
往
生
は
、
ゆ
め
ゆ
め
、
わ
が
身
の
よ
し
あ
し
き

に
は
よ
り
候
ま
じ
」。

自
身
の
善
悪
に
は
依
り
ま
せ
ん
と
。

「
ひ
と
え
に
仏
の
御
ち
か
ら
ば
か
り
に
て
候
ベ

き
な
り
」。
善
人
で
も
悪
人
で
も
阿
弥
陀
仏
の
力
に
よ
っ
て
浄
土
に
行
け
る
と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
仏

教
で
す
。

自
分
の
力
で
行
け
る
と
思
う
人
に
は
と
ん
で
も
な
い
教
え
と
映
る
か
と
思
い
ま
す

。

さ
っ
き
か
ら
何
遍
も
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
が
、
人
間
は
自
己
の
心
自
体
が
自
由
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
な
い
生
き
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
の
か
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
か
、
こ

の
人
間
観
の
違
い
で
ず
っ
と
諄
い
を
起
こ
し
て
き
ま
し
た。

善
悪
を
問
い
ま
せ
ん

。

善
人
で
も
悪
人
で
も
念
仏
さ
え
唱
え
た
ら
浄
土
に
行
く
の
で
す
け
れ
ど
も
、
結

果
的
に
自
分
を
善
い
人
と
思
い
た
い
方
は
修
行
を
選
択
さ
れ
ま
す
か
ら
、
己
を
悪
人
と
思
う
人
が
他
力
本

願
を
選
択
す
る
と
い
う
の
が
法
然
・
親
鸞
の
仏
教
で
す
。

ど
ん
な
悪
人
で
も
念
仏
を
唱
え
た
ら
浄
土
に
行

く
、
そ
れ
が
法
然
上
人
の
仏
教
で
す。

己
を
善
人
と
信
じ
た
い
方
は
他
力
本
願
を
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、

い
ろ
い
ろ
試
し
て
み
た
い
、
己
の
心
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
み
た
い
、
こ
れ
こ
そ
が
生
き
る
道
だ
と
思
う

方
で
す
か
ら
、
結
果
的
に
自
分
を
善
人
と
思
う
方
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
な
い
方
で
す。

ひ
た
す
ら

念
仏
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、
念
仏
も
唱
え
て
お
こ
う
か
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
結
局
、
己

を
悪
人
と
信
じ
た
人
こ
そ
他
力
本
願
の
信
心
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

。

こ
れ
が
法
然
・
親
鸞
の
仏

教
だ
と
思
い
ま
す

。

（
つ
づ
く
）
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会いたい人

小
朝
さ
ん
の
高
座
は
花
が
あ
っ
て
愉
し
い
。

明
快
に
ト
ン
ト
ン
運
ぶ
口
調
、
や
や
高
め
の
、
耳

に
心
地
よ
い
声
の
調
子
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
同
時

代
を
生
き
て
世
相
を
明
確
に
と
ら
え
、
ス
パ
リ
と
斬

っ
て
み
せ
る
批
評
性

。

そ
の
さ
り
気
な
い
感
じ
で
言

っ
て
の
け
る
セ
ン
ス
の
よ
さ
が
爽
や
か
で
、
こ
れ
が

人
気
の
理
由
だ
ろ
う
。

そ
し
て
噺
の
枕
に
は
、
位
え
て
帰
っ
て
受
け
売
り

を
し
た
く
な
る
‘
笑
え
る
話
が
き
っ
と
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
ん
な
具
合
。

国
会
議
事
堂
に
向
っ
て
、
「O
O
総
理
の
バ
カ
！
」

と
叫
ん
だ
男
が
捕
え
ら
れ
る
。
不
敬
の
罪
で
は
な
く
、

国
家
機
密
を
も
ら
し
た
罪
で
…
…

。

近
ご
ろ
は
恐
山
に
行
っ
て
も
口
寄
せ
を
す
る
年
輩

の
「
い
た
こ
」
は
い
な
い
で
、
若
い
ア
ル
バ
イ
ト
が

目
立
つ
。
日
が
昏
れ
て
飲
み
に
行
く
と
昼
問
の
女
性

。

「
あ
っ
、
君
は
さ
っ
き
山
に
い
た
子
？
」
…
…
な
ど
。

小
朝
さ
ん
が
二
十
五
歳
で
三
十
六
人
抜
き
の
真
打

昇
進
を
果
し
た
と
き
は
、
大
き
な
社
会
ニ
ュ
ー
ス
だ

っ
た
。
こ
の
記
録
は
空
前
絶
後

。

志
ん
朝
、
談
志
も

こ
れ
に
及
ば
ず
、
今
も
破
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う。

当
時
‘
「
横
丁
の
若
様
」
と
し
て
話
題
を
呼
ん
だ

が
、
今
年
還
暦
を
迎
え
た
小
朝
さ
ん
も
、
大
師
匠
と

し
て
納
ま
る
感
じ
は
ま
っ
た
く
な
く
て
‘
若
々
し
い

雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま
保
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
小
朝
さ
ん
は
ど
ん
な
家
に
育
っ
た
の
か。

「父
は
、
祖
父
の
建
設
会
社
を
受
け
継
い
で
、
つ
ぶ

し
て
ま
た
建
て
疸
し
た
り
と
い
う
‘
落
語
の
典
型
的

な
若
旦
那
タ
イ
プ
で
、
お
金
を
湯
水
の
ご
と
く
使
い
‘

女
遊
び
を
し
‘
飲
み
歩
き
…
…
み
た
い
な
親
父
の

一

人
息
子
が
僕
で
す

。

祖
父
自
体
も
滅
茶
苦
茶
な
遊
び

人
で
し
た
ね
。

う
ち
は
そ
の
こ
ろ
駒
込
で
し
た
ん
で
、
上
野
は
近

す
ず
も
と

い
で
す
か
ら
親
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
鈴
本
演
芸
場
へ
連

れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
僕
は
寄
席
へ
行
っ
て
も

泣
か
な
い
子
で
、
あ
の
独
特
の
雰
囲
気
が
好
き
だ
っ

た
ん
だ
と
思
い
ま
す

。

み
き
ま
つ

最
初
の
記
位
は
あ
の
柳
家
三
亀
松
師
匠
の
色
っ
ぽ

ど
ど
い
つ

い
都
々
逸
。
中
味
は
全
然
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
が
‘
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昭
和
5
0年
3

月
に
鎌
倉
能
霙
台
で
の
謙
倉
寄
席
の
高
座
に
あ
が
っ
た
小
朝
さ
ん
。

（写
真
提
供
鎌
倉
能
霙
台

）
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会いたい人

周
り
の
大
人
た
ち
の
微
妙
な
笑
い
方
を
見
て
、
寄
席

と
い
う
の
は
大
人
の
社
交
場
な
ん
だ
な
、
と
子
供
ご

こ
ろ
に
も
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
人
が
大

勢
笑
っ
て
い
る
中
に
身
を
骰
く
こ
と
は
す
ご
く
面
白

い
こ
と
だ
と
思
っ
た
り
、
生
で
聞
こ
え
て
く
る
三
味

線
に
乗
っ
て
次
々
に
現
れ
て
く
る
不
思
議
な
芸
人
た

ち
が
‘
ど
こ
か
悲
し
い
よ
う
な
い
か
が
わ
し
い
よ
う

な
ク
セ
者
揃
い
で
、
そ
う
い
う
世
界
に
僕
は
強
く
惹

か
れ
て
行
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

父
親
の
膝
に
乗
っ
か
っ
た
ま
だ
ヨ
チ
ヨ
チ
歩
き
の

坊
や
が
最
前
列
に
い
て
、
芸
人
が
話
し
か
け
る
と
臆

せ
ず
受
け
答
え
を
す
る
の
が
周
り
に
受
け
た
、
と
い

う
話
を
何
か
で
読
ん
だ
が
、
小
朝
さ
ん
は
生
ま
れ
な

が
ら
の
落
語
の
申
し
子
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
落
語
と
い
う
芸
の
面
白
さ
を
強
烈
に
体
験
し
た
の

は
、
僕
が
小
学
校
五
年
で
‘
談
志
師
匠
の
『
芝
浜
』

を
聞
い
た
と
き
で
す
。
鮮
や
か
な
グ
リ
ー
ン
の
羽
織

で
現
れ
た
こ
と
も
よ
く
箇
え
て
ま
す

。

今
思
え
ば
、

師
匠
は
ト
リ
で
も
な
か
っ
た
し
、
『
芝
浜
』
を
や
る

立
場
じ
ゃ
ま
だ
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
な
ぜ

か
大
ネ
タ
を
話
し
始
め
て
、
僕
は
新
宿
末
廣
亭
の
二

階
で
噺
に
す
っ
か
り
引
き
込
ま
れ
て
ソ
フ
ト
ク
リ
ー

ム
を
な
め
る
の
も
忘
れ
る
＜
ら
い
聞
き
惚
れ
ち
ゃ
っ

て
‘
饉
が
ベ
ト
ベ
ト
に
な
っ
て
‘
落
語
っ
て
す
ご
い
！

と
思
い
ま
し
た
。

寄
席
で
は
ほ
か
に
も
好
き
な
人
が
い
っ
ば
い
で
き

て
、
志
ん
朝
師
匠
は
中
学
の
先
祖
だ
っ
た
り
す
る
し
、

小
さ
ん
師
匠
も
い
い
な
と
思
っ
た
け
ど
、
や
っ
ば
り

す
ご
い
と
思
っ
た
の
は
‘
文
楽
師
匠
で
し
た

。

出
て

く
る
と
き
、
引
っ
こ
む
と
き
の
様
子
と
か
が
品
が
あ

っ
て
色
気
が
あ
っ
て
、
あ
の
師
匠
だ
け
異
質
な
感
じ

で
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
世
の
者
じ
ゃ
な
い
よ
う
な
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
不
思
議
な
人
だ
な
、
と
強
く
惹
か
れ

ま
し
た

。

そ
れ
で
高
校
入
学
を
前
に
し
て
弟
子
入
り
し
た
い

と
い
う
手
紙
を
占
き
ま
し
た
が
‘
丁
度
そ
の
こ
ろ
師

匠
の
と
こ
ろ
は
前
座
が
い
っ
ば
い
で
、
落
語
界
全
体

も
新
し
い
人
を
取
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
時

期
だ
っ
た
の
で
、
弟
子
入
り
は
無
理
、
と
い
う
、
多

分
お
弟
子
さ
ん
が
書
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
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丁
里
な
断
り
の
お
手
紙
を
頂
戴
し
ま
し
た
」

当
時
‘
既
に
小
朝
さ
ん
は
フ
ジ
テ
レ
ビ
の
『
し
ろ

う
と
寄
席
』
で
五
週
に
わ
た
っ
て
勝
ち
抜
き
、
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
の
座
を
獲
ち
取
る
と
い
う
素
晴
ら
し
い
キ

ャ
リ
ア
を
持
っ
て
い
た
。

「
そ
れ
で
次
な
る
弟
子
入
り
希
望
先
が
う
ち
の
柳
朝

師
匠
で
し
た
。
寄
席
で
は
大
抵
最
前
列
で
見
て
ま
し

た
か
ら
高
座
の
出
の
着
物
が
よ
く
見
え
る
。
帯
と
か

羽
織
の
紐
と
か
羽
裏
に
も
凝
っ
て
て
、
こ
の
人
だ
け

ち
ょ
っ
と
違
う
と
い
う
の
が
師
匠
選
び
の
理
由
で
す
。

幸
い
叔
父
が
テ
レ
ビ
関
係
者
で
、
親
し
か
っ
た
末

廣
亭
の
支
配
人
さ
ん
に
僕
の
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
た

の
で
、
わ
り
と
ト
ン
ト
ン
と
入
門
が
決
ま
り
ま
し
た
。

師
匠
に
ま
ず
『
君
の
お
母
さ
ん
を
連
れ
て
来
な
さ

い
』
と
言
わ
れ
て
‘
末
廣
亭
の
横
の
喫
茶
店
へ
二
人

で
行
っ
た
ら
、
す
ぐ
弟
子
入
り
が
許
さ
れ
た
。
あ
と

で
わ
か
っ
た
ん
で
す
が
、
お
袋
は
師
匠
の
『
タ
イ
プ
』

だ
っ
た
ん
で
す
ね
（
笑
）
。
の
ち
に
鞄
持
ち
と
し
て

連
れ
て
っ
て
も
ら
う
飲
み
屋
の
マ
マ
さ
ん
が
‘
こ
と

ご
と
く
う
ち
の
母
親
に
よ
く
似
て
い
る
の
（
笑
）
」

春
風
亭
柳
朝
の
高
座
を

一
度
だ
け
見
た
こ
と
が
あ

る
。
黒
紋
付
袴
姿
‘
小
肥
り
で
茫
洋
と
し
た
風
貌
の

師
匠
が
‘
「
さ
つ
ま
さ
」
の
出
囃
子
で
登
場
し
、
『
宿

屋
の
仇
討
』
を

一
席
演
じ
た
。

あ
と
で
聞
け
ば
、
こ
れ
が
柳
朝
十
八
番
の
演
目
で
、

ト
リ
で
こ
の
噺
を
出
す
と
き
は
必
ず
黒
紋
付
袴
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
。

な
お
、
小
朝
さ
ん
の
出
囃
子
は
「
さ
わ
ぎ
」
。
志

ん
朝
は
「
老
松
」
、
談
志
は
「
木
賊
刈
り
」
と
、
い

か
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
風
と
よ
く
マ
ッ
チ
し
て
い
る
。

「
初
め
て
師
匠
の
お
宅
を
訪
ね
た
H

‘
椎
名
町
の
駅

に
こ
れ
か
ら
兄
弟
子
に
な
る

一
朝
（
当
時
朝
太
郎
）

あ
に
さ
ん
が
迎
え
に
来
て
く
れ
て
、
ど
ん
ど
ん
路
地

の
奥
へ
と
案
内
し
て
く
れ
る
。
有
名
な
巨
人
軍
専
門

の
吉
田
接
骨
院
の
角
を
曲
っ
て
、
『
こ
こ
だ
よ
』
と

言
わ
れ
た
の
が
、
ま
だ
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
東
京
都
に

あ
っ
た
ん
だ
、
と
い
う
感
じ
の
、
日
蔭
で
暗
く
て
じ

め
じ
め
し
た
古
い
（
笑
）
、
物
置
き
み
た
い
な
家
。

狭
い
の
に
猫
十
匹
も
飼
っ
て
て
‘
便
所
は
汲
み
取
り
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会いたい人

式
で
、
何
こ
の
家
…
…
っ
て
感
じ
。
高
座
の
粋
な
姿

と
の
あ
ま
り
の
落
差
に
、
茫
然
と
な
り
ま
し
た
ね

。

師
匠
に
は
子
供
が
な
か
っ
た
ん
で
、
い
つ
も
僕
を

そ
ば
に
骰
い
と
き
た
か
っ
た
の
か
‘
夕
方
出
か
け
る

の
に
午
前
十
時
に
来
い
、
っ
て
言
う

。

で
も
、
掃
除

や
台
所
の
手
伝
い
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
御
夫
婦
で

『
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
く
て
い
い
』
と
お
っ
し
ゃ
るこ

ん
で
、
手
持
ち
無
沙
汰
で
し
た

。

居
間
に
は
万
年
矩

た
つ
ど
こ

謎
の
横
に
万
年
床
が
あ
っ
て
、
師
匠
は
い
つ
も
哀
こ

ろ
び
な
が
ら
ず
っ
と
テ
レ
ビ
を
見
て
る

。

お
昼
に
は

お
か
み
さ
ん
が
ウ
イ
ン
ナ
ー
を
大
皿

一
杯
焼
い
て
‘

お
茶
を
ド
ン
と
憐
い
て
『
食
べ
な
』
っ
て
。
御
飯
は

出
ま
せ
ん

。

餃
子
だ
け
と
か
、
フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
だ

け
‘
っ
て
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

。

師
匠
の
と
こ
で
は
ト
イ
レ
は
我
慢
す
る
し
か
な
い

。

だ
っ
て
、
師
匠
の
い
る
す
ぐ
そ
ば
に
薄
い
板
戸
が
あ

っ
て
、
開
け
た
ら
す
ぐ
ト
イ
レ
で
す
か
ら
丸
問
こ
え

じ
ゃ
な
い
で
す
か

。

そ
こ
で
用
を
足
す
神
経
は
僕
に

は
な
か
っ
た
で
す
か
ら
ね

。

よ
う
や
く
四
時
ご
ろ
に
な
る
と
、
師
匠
が
む
っ
く

り
起
き
上
が
る

。

お
か
み
さ
ん
が
洗
面
器
持
っ
て
く

る
と
、
矩
撻
に
入
っ
た
ま
ま
歯
を
磨
い
て
、
そ
れ
か

ら
い
い
洋
服
に
着
替
え
て
、
高
級
な
腕
時
計
つ
け
て
‘

ど
ん
ど
ん
素
敵
な
師
匠
に
変
身
す
る

。

僕
は
高
座
着

の
荷
物
を
持
っ
て
お
供
で
や
っ
と
外
へ
出
ら
れ
る
‘

と
い
っ
た

一
日
で
し
た
ね

。

ま
あ
、
師
匠
の
家
に
行

か
な
い
日
は
高
校
へ
、
と
い
う
生
活
で
し
た
」

小
朝
さ
ん
の
前
座
名
は
小
あ
さ

。

初
高
座
は
由
縁

の
深
い
新
宿
末
廣
亭
だ
っ
た

。

「
そ
れ
が
ま
だ
前
座
の
身
分
に
も
な
っ

て
な
い
で
、

師
匠
か
ら

一
席
も
教
わ
っ
て
な
い
入
門
ほ
や
ほ
や
の

と
き
で
す

。

う
ち
の
師
匠
は
林
家
彦
六
師
匠
の
総
領

弟
子
な
ん
で
す
が
、
そ
の
大
師
匠
の

一
門
会
が
昼
席

に
あ
っ
て
、
偉
い
人
た
ち
が
ま
だ
来
て
な
い
と
き
に
‘

先
依
の
あ
に
さ
ん
方
が
僕
に
ト
ッ
プ
パ
ッ

タ
ー
に
上

が
れ
、
っ
て
言
う
ん
で
す

。

も
う

高
校
の
文
化
祭
で

い
や
と
い
う
ほ
ど
高
座
を
経
験
し
て
ま
す
か
ら

‘
怖

い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
で

一
席
や
り

ま
し
た
が
、
お
客
様
が
少
な
い
わ
り
に
は
よ
く
受
け

た
、
と
い
う
感
じ
で
し
た

。

で
も
こ
ん
な
こ
と
は
前
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代
未
聞
で
、

一
席
も
習
っ
て
な
い
人
間
を
高
座
に
上

げ
る
な
ん
て
、
異
例
中
の
異
例
。
あ
と
で
彦
六
師
匠

に
知
れ
た
ら
、
僕
に
上
が
れ
っ
て言
っ
た
人
た
ち
は
、ね

大
目
玉
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
う
ち
の
師
匠
も
根

多
帖
を
見
て
び
っ
く
り
し
て
、
『
狸
抒
』
っ
て
お
前
‘

こ
れ
は
二
つ
目
以
上
が
や
る
物
で
、
前
座
は
在
コ
ロ

さ
つ

ま
で
行
か
ず
に
札
に
化
け
る
と
こ
ろ
で
降
り
る
も
ん

だ
‘
っ
て
言
わ
れ
て
、
な
る
ほ
ど
、
と
プ
ロ
の
世
界

を
実
感
し
た
り
し
ま
し
た
ね
」

そ
れ
に
し
て
も
ち
っ
と
も
悪
び
れ
な
い
突
貫
小
僧

。

小
朝
さ
ん
の
著
書
に
『
こ
わ
さ
知
ら
ず
』
と
い
う

の
が
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
快
進
撃
で
き
た
と
も
言

え
る

。
と
こ
ろ
で
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
準
備
で
資
料
を

集
め
な
が
ら
、
私
は
図
書
館
に
電
話
を
し
て
今
回
面
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会いたい人

白
い
体
験
を
し
た
。
「
小
朝
の
書
い
た
本
‘
っ
て
あ
り

ま
す
か
？
」

「
は
？
題
名
は
？
」

「
で
す
か
ら
『
小

朝
の
書
い
た
本
』
」。

こ
ん
な
と
こ
に
も
笑
い
が
仕
掛
け
て
あ
っ
た
の
か
、

と
感
心
し
た

。

と
に
か
く
小
朝
さ
ん
は
い
ろ
ん
な
才
能
の
持
ち

主

だ
。

お
ち
け
ん

「
高
校
で
は
、
演
劇
部
と
落
研
の
部
長
を
か
け
も
ち

し
て
い
ま
し
た

。

文
化
祭
の
と
き
、
演
劇
部
で
は
カ

ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
を
翻
案
し
た
り
、
精
神
病
院
を

舞
台
に
し
た
、
精
神
病
の
ふ
り
を
し
て
る
の
を
暴
い

て
い
く
み
た
い
な
芝
居
を

書
い
て
み
た
り

。

僕
が

作
・

演
出
で
す
か
ら
重
要
な
役
に
は
出
ま
せ
ん
け
ど

ね
。

教
室
で
落
語
の
独
演
会
を
す
ま
せ
て
、
次
は
何

時
か
ら
ま
た
や
り
ま
す
‘
っ
て
言
う
と
ダ
ア
ー
ツ
と

行
列
が
で
き
て
‘
体
育
館
へ
行
っ
て
芝
居
や
っ
て
、

ま
た
戻
っ
て
き
て
し
ゃ
べ
っ
て
…
…
と
忙
し
か
っ
た。

そ
の
こ
ろ
は
役
者
に
な
る
か
噺
家
に
な
る
か
で
揺

れ
動
い
た
時
期
で
、
大
学
は
桐
朋
学
園
の
演
劇
専
攻

に
受
か
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
決
ま
っ
た
と
き
、
た

ま
た
ま
う
ち
の
師
匠
が
N
H
K

の
落
語
番
組
の
ア
シ

ス
タ
ン
ト

。

し
か
も
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
仕
事
を
取
っ
て

き
て
く
れ
た
ん
で
す

。

と
こ
ろ
が
当
時
‘
桐
朋
で
は

学
生
の
テ
レ
ビ

・

ラ
ジ
オ
出
演
は
総
て
禁
止
で
、
す

ぐ
あ
と
の
大
竹
し
の
ぶ
さ
ん
の
と
き
か
ら
O
K
に
な

る
ん
で
す
が
、
僕
の
と
き
は
ダ
メ
で
し
た

。

師
匠
に

内
緒
で
大
学
を
受
け
て
た
ん
で
、
師
匠
に
相
談
も
で

き
な
く
て

。

そ
れ
で
演
劇
の
道
は
ひ
と
ま
ず
贋
い
と

い
て
‘
噺
家
の
修
業
に
専
念
し
よ
う
と
決
心
し
た
ん

で
す
」

つ
ま
り
、
そ
の
と
き
は
落
語
の
神
様
か
ら
の
愛
さ

れ
方
が
断
然
強
か
っ
た
の
だ
ろ
う

。

し
か
し
後
年
‘
芝
居
の
神
様
の
ほ
う
も
か
な
り
盛

り
返
し
て
き
て
、
平
成
二
十
六
年
の
N
H
K
大
河
ド

ラ
マ
『
軍
師
官
兵
衛
』
で
は
、
明
智
光
秀
と
い
う
大

役
を
演
じ
て
好
評
だ
っ
た
り
さ
せ
て
い
る

。

（
こ
の
項
つ
づ
く
）
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、
ち
ぎ
ょ
う

一
形
―

侶
を

一念
に
生
る
と
と
り
て
、
行
を
ば
し
は
げ
む
べ
し
と
す
す
む
る
な

う
ん
し
ん
と
し

り
。

弥
陀
の
本
願
を
信
じ
て
‘
念
仏
の
功
を
つ
も
り
、
運
心
年
ひ
さ
し
く
ば
‘

が
ん
り
き

な
ん
ぞ
願
力
を
信
ぜ
ず
と
い
う
べ
き
や°

法
然
上
人
【
登
山
状
】

信
心
は

一
遍
の
お
念
仏
で
往
生
す
る
と
心
得
‘
念
仏
行
は

一
生
涯
に
わ
た
っ
て
励
み
な
さ
い
、

と
お
勧
め
し
て
い
る
の
で
す

。

阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
を
信
じ

、

称
え
た
お
念
仏
の
功
徳
が
和

み
重
な
り
、
お
浄
土
に
心
寄
せ
る
年
月
が
久
し
い
な
ら
ば
‘
ど
う
し
て
本
願
の
お
力
を
信
じ

な
い
な
ど
と

言
え
ま
し
ょ
う
か

。

歴
史
が
導
く

こ
う
る
じ
っ
ぼ
う

響
流
＋
方
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て
き
た
。

そ
の
尼
僧
さ
ん
か
ら
「
今
晩
あ
た
り
、
ホ
タ
ル
が
乱
舞
し
そ
う
だ

。

見
に
行
こ
う
。

車
出

し
と
く
れ
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、
も
う
二
十
年
は
前
だ
ろ
う
か

。

ま
だ
幼
か
っ
た
子
ど
も
と

妻
と
尼
僧
さ
ん
を
乗
せ
、
長
野
市
郊
外
の
山
の
中
の
田
ん
ぽ
ま
で
見
に
行
っ
た。

蛍
光
色
の

曲
線
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
繰
り
返
し
輪
を
描
い
て
い
た

。

信
州
善
光
寺
の
周
辺
に
は
、
尼
僧
さ
ん
を
生
み
出
し
て
き
た
宗
教
文
化
が
あ
る。
寺
橙
関

あ
ん

係
と
は
別
の
次
元
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
に
庵
（
リ
ョ
ウ
と
も
言
い
、
公
民
館
機
能
も
備
え
て

い
た
は
ず
だ
）
が
あ
り
、
地
縁
·
血
縁
の
誰
か
が
尼
僧
（
主
に
曹
洞
宗
が
多
い
）
と
し
て
修

行
し
庵
を
お
守
り
す
る

。

そ
し
て
、
そ
の
縁
に
連
な
る
者
は
菩
提
寺
が
何
宗
で
あ
ろ
う
が
、

尼
僧
さ
ん
に
よ
る
月
参
り
を
受
け
入
れ
先
祖
の
供
養
を
し
、
尼
僧
さ
ん
は
、
そ
の
ご
家
庭
の
、

と
り
わ
け
ご
婦
人
の
よ
ろ
ず
相
談
相
手
と
な
る

。

結
果
、
尼
僧
さ
ん
は
親
し
み
を
込
め
、
ど

こ
ど
こ
の
「
ア
ン
ジ
ョ
さ
ん
」
「
ア
ン
ジ
ュ
さ
ん
」
、
あ
る
い
は
「
ア
ン
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ

こ
の
尼
僧
さ
ん
た
ち
が
大
活
躍
す
る
の
が
長
野
市
仏
教
会
に
よ
る
「
花
ま
つ
り
」
で
あ
る。

例
年
、
月
遅
れ
の
五
月
五
日
の
開
催
だ
が
、
今
年
で
九
十
三
回
。

長
野
の
H

抜
き
通
り
を
駒

澤
大
学
の
プ
ラ
ス
バ
ン
ド
が
パ
レ
ー
ド
、
さ
ら
に
稚
児
行
列
、
善
光
寺
境
内
で
の
大
法
要
、

中
心
市
街
地
の
ホ
ー
ル
に
お
け
る
プ
ラ
バ
ン
演
奏
や
落
語
口
演
な
ど
催
し
物
が
満
載
で
あ
る
。
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時
間
後
に
お
断
り
の
連
絡
が
来
た

。

当
然
、
そ
れ
な
り
の
経
牧
を
要
す
る。
そ
こ
で
仏
教
会
で
は
、
五
月
五
日
に
先
立
つ

一
日
、

二
日
の
両
日
、
約
百
軒
の
お
宅
に
参
上
し
、
各
家
ご
先
祖
供
旋
の
経
を
唱
え
て
お
布
施
を
拝

受
す
る
。

い
つ
の
頃
か
ら
、
そ
う
し
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
「
行
乞
」
と
称

し
、
仏
教
会
僧
尼
が
十
数
人
ご
と
一
ニコ
ー
ス
に
分
か
れ
て
経
を
唱
え
て
歩
く
。

受
け
入
れ
て

く
れ
る
の
は
尼
僧
さ
ん
が
月
参
り
先
と
す
る
お
宅
で
あ
る
。

こ
こ
が
ま
さ
に
尼
僧
さ
ん
の
出

番
で
、
行
乞
先
を
取
り
次
い
で
下
さ
っ
て
は
じ
め
て
花
ま
つ
り
が
開
催
可
能
と
な
る

。

私
は
、

そ
の
取
り
次
ぎ
を
取
り
ま
と
め
て
行
乞
の
コ
ー
ス
を
編
成
す
る。
担
当
し
て
二
十
年
。

し
か

し
今
、
尼
僧
さ
ん
は
高
齢
化
し
て
そ
の
数
も
減
り
、
ホ
タ
ル
の
尼
僧
さ
ん
も
す
で
に
仏
の
世

界
の
人
だ
。

月
参
り
に
来
る
尼
僧
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
た
お
宅
に
連
絡
を
入
れ
行
乞
の
取
り
次
ぎ
を
す

る
の
は
、
お
の
ず
と
私
の
役
割
に
な
っ
た

。

年
に

一
度
、
「
そ
ろ
そ
ろ
花
ま
つ
り
で
す
」
と

お
伺
い
を
立
て
る
。
ご
遠
慮
さ
れ
、
そ
こ
で
縁
切
れ
と
な
る
お
宅
も
少
な
く
な
い

。

か
つ
て

は
百
五
十
軒
回
っ
て
い
た
か
ら
、
今
は
三
分
の
二
だ
。

そ
ん
な
な
か
、
ホ
タ
ル
の
尼
僧
さ
ん

が
取
り
次
い
で
い
た
A
さ
ん
の
お
宅
は
、
尼
僧
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
も
う
十
数
年
経
つ
と
い

う
の
に
、
毎
年
、

二
つ
返
事
で
受
け
入
れ
て
く
れ
た
。

今
年
も
そ
う
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
今
年
、
御
快
諾
の
返
事
を
い
た
だ
い
た
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響流十方

行
乞
の
予
定
日
は
家
族
の
誰
も
が
都
合
が
つ
か
ず
、
ど
う
し
て
も
留
守
に
な
る
と
い
う
の
だ。

来
年
も
ま
た
ご
連
絡
申
し
上
げ
る
旨
を
申
し
上
げ
電
話
を
切
っ
た
が
、
今
回
で
縁
切
れ
か
も

し
れ
な
い
、
そ
う
思
っ
た
。

い
や
、
よ
く
ぞ
こ
れ
ま
で
お
付
き
合
い
い
た
だ
い
た
も
の
だ
と

思
っ
た

。

そ
れ
が
、
で
あ
る
。

翌
日
、
A
さ
ん
か
ら
再
び
連
絡
が
あ
っ
た

。

「
昨
日
は
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。

五
十
年
以
上
、
節
年
お
参
り
い
た
だ
い
て
い

る
も
の
を
、
こ
ち
ら
の
都
合
で
お
断
り
す
る
と
は
大
変
心
得
違
い
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し

た
。

い
た
く
反
省
し
て
お
り
ま
す
。

是
非
、
い
ら
し
て
下
さ
い

。

お
願
い
し
ま
す
」

鵞
い
た
。
感
激
し
た
。

人
が
歴
史
を
作
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

人
が
歴
史
を
動
か
す
の
か

も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
っ
こ
っ
と
積
み
上
げ
て
き
た
ご
家
庭
の
歴
史
が
そ
の
ご
家
族
を

羽
く
こ
と
が
確
か
に
あ
る
の
だ
。

行
乞
当
日
、
全
員
集
合
し
た
ご
家
族
が
待
っ
て
お
ら
れ
、

例
年
ど
お
り
読
経
の
声
が
押
い
た。

っ
て
教
え
て
あ

（
袖
山
榮
輝
）

果
し
て
、
私
た
ち
は
念
仏
の
声
を
自
身
の
歴
史
と
し
て
租
み
重
ね
て
い
る
だ
ろ
う
か。
念

仏
の
声
は
す
ぐ
に
消
え
去
る

。

で
も
、
そ
れ
ま
で
称
え
て
き
た
念
仏
が
本
願
を
信
じ
切
る
よ

う
に
私
た
ち
を
祁
い
て
く
れ
る
。

「
運
心
年
ひ
さ
し
く
ば
」
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
A
さ
ん
ご

一
家
の
姿
、
「
ア
ン
ち
ゃ
ん
、
見
た
か
い
？
」

げ
た
い
な
ぁ
。

久
し
ぶ
り
に
ホ
タ
ル
を
探
し
て
み
た
く
な
っ
た。
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東
京
世
田
谷
感
応
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関
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プ
ロ
ッ
ク
浄
土
宗
青
年
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事
長

成
田
淳
教

浄土宗福島地区浜通り組胃年会が主催する浜Oカフェの会場となったいわき市の仮設施設。



東日本大震災の被災地を訪れて

今
年
の
四
月
十
五
日
に
福
島
県
い
わ
き
市
の
浜O

カ
フ
ェ
の
お
手
伝
い
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た

。

浜
〇
カ
フ
ェ
は
浄
土
宗
福
島
教
区
浜
通
り
組
青
年

会
に
よ
り
、
捉
災
後
か
ら
毎
週
水
曜
日
に
行
わ
れ
て

い
る
活
動
で
、
い
わ
き
市
内
の
仮
設
住
宅
等
の
集
会

所
で
行
わ
れ
て
い
ま
す

。

俯
侶
に
よ
る
傾
聴
活
動
と
い
う
側
而
と
、
仮
設
住

宅
の
方
々
の
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
る
側
面
が
あ
り

ま
す
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
に
数
十
回
お
手
伝
い
に
伺

っ
て
い
ま
す
が
、
初
め
の
こ
ろ
は
ど
の
よ
う
に
接
し

た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
ず
緊
張
し
ま
し
た
。

集
会
所
で
、

実
際
に
カ
フ
ェ
が
始
ま
っ
て
み
る
と
、
時
々
震
災
の

話
は
で
る
も
の
の
、
今
現
在
の
日
常
的
な
会
話
が
主

で
、
自
坊
の
棺
信
徒
の
方
々
の
集
ま
り
と
似
た
よ
う

な
感
党
で
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
、
会
話
す
る
上
で

の
注
意
事
項
は
「
当
た
り
前
の
よ
う
に
家
族
の
こ
と

な
ど
を
聞
か
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

例
え
ば
、
お
子
さ
ん
が
遊
び
に
来
た
時
に
「
今
H

は

お
母
さ
ん
は
？
」
な
ど
と
聞
い
て
し
ま
う
と
、
裳
災

で
お
母
さ
ん
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
か
ら
と
い
う
も
の
で
し
た

。

今
回
の
開
催
は
楢
葉
町
高
久
第
八
応
急
仮
設
住
宅

の
談
話
室
で
行
わ
れ
た
も
の
で
、
私
が
こ
こ
に
伺
う

の
は
二
度
目
と
な
り
ま
す
。

前
回
来
た
と
き
は
、
平

成
二
十
六
年
十

一
月
に
発
生
し
た
長
野
県
北
部
の
地

震
で
避
難
さ
れ
て
い
る
力
々
に
送
る
た
め
に
折
鉛
を

つ
く
り
ま
し
た

。

今
回
は
、
浜
〇
カ
フ
ェ
の
皆
様
が

用
意
し
た
芋
羊
羮
と
、
私
が
お
土
産
に
と
束
京
か
ら

バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ
ン
を
持
ち
込
み
、
コ
ー
ヒ
ー
や
コ
コ

ア
、
ほ
う
じ
茶
な
ど
の
飲
み
物
と
共
に
提
供
し
、
ニ

時
間
ほ
ど
の
活
動
と
な
り
ま
し
た

。

ち
ょ
う
ど
桜
が
満
開
の
気
持
ち
の
良
い
お
天
気
で
、

合
間
に
談
話
室
の
外
に
出
る
と
、
向
か
い
の
お
宅
で

か
わ
い
い
猫
ち
ゃ
ん
が
リ
ー
ド
を
付
け
て
日
向
ぽ
っ

こ
を
し
て
い
ま
し
た

。

私
も
猫
が
好
き
な
の
で
、

一

緒
に
い
た
飼
い
主
の
方
に
許
可
を
頂
い
て
写
真
を
撮

っ
た
り
、
猫
ち
ゃ
ん
と
遊
ん
だ
り
し
ま
し
た
。

浜
〇
カ
フ
ェ
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、

こ
こ
の
仮
設
住
宅
は
初
め
か
ら
、
ペ
ッ
ト
同
居
可
と
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い
う
事
で
始
ま
っ
て
い
て
、
初
期
の
頃
の
印
象
で
は
、

他
の
仮
設
住
宅
よ
り
も
多
少
雰
囲
気
が
明
る
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
た

。

東
京
に
避
難
さ
れ
て
都
営
住
宅
な
ど
に
入
ら
れ
た

方
は
、
ペ
ッ
ト
不
可
の
物
件
で
あ
っ
た
た
め
に
ペ
ッ

ト
を
施
設
に
預
け
て
い
る
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す

。

そ
こ
の
施
設
の
方
と
対
談
を
し
た
時
に
も
感

じ
ま
し
た
が
、
ペ
ッ
ト
と
共
に
生
活
さ
れ
て
い
る

方
々
に
と
っ
て
は
、
ペ
ッ
ト
は
家
族
で
す。
そ
の
ペ

ッ
ト
が
同
居
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
災
害
に
よ

る
い
ろ
い
ろ
な
悲
嘆
に
、
更
に
、
ペ
ッ
ト
と
一
緒
に

住
め
な
く
な
る
と
い
う
悲
嘆
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す

。

逆
に
、

一
緒
に
住
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ア

ニ
マ
ル
セ
ラ
ピ
ー
と
い
も
の
も
あ
る
よ
う
に
、
ペ
ッ

ト
に
よ

っ
て
癒
さ
れ
、
他
よ
り
も
多
少
雰
囲
気
が
明

る
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
ま
す

。

い
わ
き
市
に
は
、
も
と
も
と
の
い
わ
き
市
民
の
方

の
仮
設
住
宅
や
、
今
回
の
楢
葉
町
な
ど
原
発
の
影
押

な
ど
で
い
わ
き
市
以
外
か
ら
避
難
さ
れ
た
方
々
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

仮
設
住
宅
は
地
域
ご
と
に
な
っ

いわき市内の仮設住宅での浜Oカフェ。
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束日本大復災の被災地を訪れて

て
い
ま
す
が
、
急
激
に
人
口
が
増
え
た
た
め
に
公
的

サ
ー
ビ
ス
や
医
療
な
ど
で
対
応
し
き
れ
な
い
こ
と
に

よ
る
問
題
が
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
私
の
よ
う
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行
く
者
や
、

原
発
作
業
の
方
々
な
ど
で
ホ
テ
ル
も
満
室
の
所
が
多

く
、
今
回
は
前
日
の
夜
、
日
立
市
に
泊
ま
り
ま
し
た
。

捉
災
か
ら
四
年
が
経
過
し
、
様
々
な
意
味
で
そ
れ

ま
で
と
は
異
な
る
状
況
が
続
い
て
お
り
、
仮
設
住
宅

か
ら
新
た
に
い
わ
き
市
に
住
宅
を
建
設
さ
れ
る
方
も

い
て
、
震
災
後
、
行
政
や
人
々
の
心
、
周
辺
を
取
り

巻
く
環
境
が
変
化
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し

こ
°t
 

な
り
た
じ
ゅ
ん
き
ょ
う
東
京
教
区
玉
川
組
感
応
寺
住
職

昭
和
5
0年
1

月
、
世
田
谷
大
吉
寺
に
生
れ
る
。

平
成
1
3年
よ
り
感
応
寺
住
職

平
成
2
2年
浄
土
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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連載

前
田
和
男

®
快
僧
渡
辺
悔
旭

壷
中
に

を
求
め
て



壷中に月を求めて

ド
イ
ツ
は
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク
の
地
に
留
学
し
て
足

か
け
六
年
に
な
る
明
治
三
十
九
年
(

-
九
〇
六
）
の

春
の
と
あ
る
日
の
こ
と
|
|

。

前
年
に
盟
友
荻
原
雲

来
が
婦
国
し
て
以
来
、
折
に
ふ
れ
主
任
教
授
の
ロ
イ

マ
ン
よ
り
博
士
号
の
取
得
を
促
さ
れ
て
い
た
渡
辺
海

旭
は
教
授
の
研
究
室
を
訪
ね
る
と
、
教
授
か
ら二
十

年
以
上
も
前
の
黄
ば
ん
だ
新
聞
記
事
を
見
せ
ら
れ
た

。

そ
れ
は
ロ
ン
ド
ン

・

タ
イ
ム
ズ
紙
の
追
悼
記
事
で
、

寄
稿
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
随

一
の
梵
語
学
者
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
追
悼
さ
れ
て
い
る

の
は
彼
の
日
本
人
門
下
生
の
笠
原
研
寿
だ
っ
た

。

笠

原
は
明
治
九
年
(

-
八
七
六
）
、
南
条
文
雄
と
共
に
、

既
成
仏
教
界
で
は
い
ち
早
く
教
団
近
代
化
に
取
り
組

ん
だ
浄
土
真
宗
大
谷
派
か
ら
海
外
へ
送
り
出
さ
れ
、

ミ
ュ
ラ
ー
に
師
事
し
て
英
国
は
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド

で
研
鑽
を
重
ね
た
が
、
志
半
ば
で
結
核
に冒
さ
れ
て

六
年
で
婦
国
、
翌
年
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
短
い
生
涯

夭
逝
の
学
僧
•
笠
原
研
寿
の
素
志
を
継
ぎ

普
賢
行
願
讃
に
取
り
組
む

を
閉
じ
た
。

海
旭
は
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
切
々
た
る
追
悼
文
を
中

途
ま
で
読
む
と
、
や
お
ら
顔
を
上
げ
、
大
き
く
嘆
息

ろ
う
が
い

し
て

言
っ
た
。

「
労
咳
で
や
む
な
く
帰
国
す
る
途
次

に
セ
イ
ロ
ン
に
し
ば
し
と
ど
ま
り
、

当
地
の
謀
僧
と

南
北
仏
教
の
相
違
に
つ
い
て
大
い
に
論
じ
、
そ
の
せ

い
で
故
国
に
戻
る
と
病
状
は
さ
ら
に
重
篤
に
な
っ
た

と
あ
り
ま
す
が
…
病
魔
も
も
の
か
は
、
最
後
ま
で
仏

教
研
究
者
で
あ
ろ
う
と
し
た
カ
サ
ハ
ラ
師
は
ま
さ
に

か
が
み

仏
僧
の
鑑
で
す
…
そ
れ
に
比
べ
る
と
私
な
ど
は
ま
だ

ま
だ
修
行
が
足
り
ま
せ
ん
」

「そ
う
思
う
の
な
ら
|
ー
_
」と
ロ
イ
マ
ン
は
身
を
乗

り
出
し
た

。
「同
じ
日
本
の
仏
教
徒
の
後
鉗
と
し
て
、

ぜ
ひ
と
も
カ
サ
ハ
ラ
の
や
り
残
し
た
こ
と
を
引
き
継

い
で
は
ど
う
か
ね
」

海
旭
は
怪
財
な
顔
で
訊
き
返
し
た
。
「
カ
サ
ハ
ラ

師
の
や
り
残
し
た
こ
と
と
は
？
」

「
こ
こ
を
見
給
え
」
ロ
イ
マ
ン
は
大
き
く
う
な
ず
く

と
、
記
事
を
指
さ
し
て
読
み
上
げ
た
。

「
カ
サ
ハ
ラ

は
い
く
つ
か
の
草
稿
を
残
し
て
去
り
、
私
は
そ
の
公
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刊
の
手
伝
い
を
し
た
い
と
強
く
望
ん
で
い
る
が
、
多

年
に
わ
た
る
蛍
雪
も
、
つ
い
に
実
を
結
ば
ぬ
と
思
う

と
痛
ま
し
い
。

1

ミ
ュ
ラ
ー
は
そ
う
記
し
て
い
る

が
、
仏
教
術
語
集

「ダ
ル
マ
サ
ン
グ
ラ
ハ
」
に
関
す

る
カ
サ
ハ
ラ
の
論
考
は
彼
の
尽
力
で
な
ん
と
か
公
刊

さ
れ
た
。

し
か
し
、
多
く
は
ミ
ュ
ラ
ー
が
危
惧
し
た

と
お
り
現
在
ま
で
日
の
目
を
み
て
い
な
い
の
だ
」

「
た
と
え
ば
…
？
」
と
海
旭
は
問
い
か
け
た。

「
実
は
ー
」
と
ロ
イ
マ
ン
は
答
え
た
。

「
四
年
前
、

君
が
取
り
組
ん
だ
普
野
行
願
讃
の
同
定
検
証
も
か
つ

て
カ
サ
ハ
ラ
が
や
ろ
う
と
し
て
未
完
と
な
っ
た
研
究

だ
っ
た
。
ど
う
だ
ね

、

ド
イ
ツ
語
で
博
士
論
文
に
ま

と
め
て
み
な
い
か
ね
。

カ
サ
ハ
ラ
の
辿
業
を
引
き
継

い
で
」

海
旭
は
深
く
息
を
吸
い
込
ん
だ
。

「
わ
か
り
ま
し

た
。

ロ
イ
マ
ン
先
生

。

カ
サ
ハ
ラ
師
の
仕
事
を
ぜ
ひ

私
に
引
き
継
が
せ
て
く
だ
さ
い
」

ロ
イ
マ
ン
は
海
旭
の
手
を
と
る
と
固
く
握
っ
た

。

「
私
も
協
力
す
る
か
ら
、
公
刊
物
に
も
し
た
い。

後

世
に
も
役
立
て
る
よ
う
に
」

早
す
ぎ
る
死
で
思
い
知
る

母
の
愛
と
献
身

海
旭
も
手
を
握
り
返
し
た

。

「
こ
れ
で
泉
下
の
ミ

ュ
ラ
ー
先
生
に
も
喜
ん
で
も
ら
え
る
で
し
ょ
う
」

海
旭
は
翌
日
か
ら
、
四
年
ぶ
り
に
「
普
野
行
願
讃
」

の
梵
語
、
ネ
バ
ー
ル
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
な
ど
の
写
本

原
本
を
対
校
す
る
根
気
の
い
る
作
業
に
疫
食
を
忘
れ

て
没
入
し
た
。

し
か
し
、
よ
う
や
く
暑
気
も
お
さ
ま

り
心
地
よ
い
秋
風
が
吹
く
な
か
、
メ
ド
が
見
え
て
き

た
と
こ
ろ
へ
、
故
国
か
ら
悲
報
が
届
い
た。

母
親
卜

ナ
が
逝
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

。

享
年
五
十

一
。
心

配
ば
か
り
か
け
て
き
た
母
親
に
せ
め
て
博
士
号
を
手

土
産
に
再
会
す
る
こ
と
を
励
み
に
し
て
き
た
だ
け

に
、
海
旭
は
に
わ
か
に
博
士
論
文
に
手
が
つ
か
な
く

な
っ
た
。

し
ら

海
旭
は
、
母
の
早
す
ぎ
る
死
を
報
せ
る
妹
か
ら
の

書
状
を
読
み
終
え
る
と
、
目
頭
を
お
さ
え
、
日
本
の

あ
る
遥
か
東
の
方
角
に
向
か
っ
て
合
掌
す
る
と
、
深

く
た
め
息
を
つ
き
、
し
ば
し
閑
親
の
こ
と
を
想
っ
た

。
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壷中に月を求めて

母
親
の
献
身
的
な
下
支
え
が
な
け
れ
ば
今
の
自
分
は

な
か
っ
た
と
の
感
慨
が
ど
っ
と
こ
み
あ
げ
て
き
た。

そ
れ
を
初
め
て
身
に
染
み
て
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
の

は
、
四
半
世
紀
も
前
の
明
治
十
四
年
(

-
八
八

一
）
、

海
旭
九
歳
の
時
だ
っ
た
。

近
所
の
商
店
の
手
間
仕
事

を
あ
れ
こ
れ
し
少
な
い
な
が
ら
稼
ぎ
を
家
に
入
れ

て
、
夜
は
府
立
庶
民
夜
学
校
へ
通
っ
て
三
年
に
な
ろ

う
と
し
て
い
た

。

年
の
瀬
も
押
し
迫
っ
た
あ
る
日
、

夜
学
校
を
終
え
て
帰
宅
す
る
と
、
父
親
の
啓
蔵
か
ら

話
が
あ
る
か
ら
と
呼
ば
れ
、
い
き
な
り
こ
う
切
り
出

さ
れ
た
。

「
お
前
は
来
年
か
ら
、
お寺
の
子
供
に
な
る
。

そ
の

た
め
に
、
お
前
を
抜
嫡
す
る
」

「抜
嫡
が
ど
う
い
う
こ
と
が
か
わ
る
か
い
」
と
父
の

傍
ら
で
、
母
親
の
ト
ナ
が
心
配
そ
う
に
口
を
添
え
た。

「と
う
と
う
父
上
の
商
売
が
だ
め
に
な

っ
て
ね
、
お

前
を
こ
の
家
に
置
い
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
の
だ
よ

。

お
前
は
徳
川
士
族
の
子
だ
か
ら
、
い
い

か
い
、
こ
こ
は
こ
ら
え
て
頑
張
っ
て
お
く
れ
」

覚
悟
は
で
き
て
い
た
も
の
の
海
旭
に
は
た
っ
た

一

つ
の
不
安
が
あ
り
、
そ
れ
を
口
に
し
た
。
「父
上
、

母
上
。

私
は
、
お
、
お
寺
の
子
に
な
り
ま
す

。

な
、

な
り
ま
す
が
、
学
校
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」

海
旭
が
そ
う
不
安
を
も
ら
し
た
の
に
は
根
拠
が
あ

っ
た
。

実
は
、
三
年
前
か
ら
通
っ
て
い
る
、
浅
草
区

立
戸
田
小
学
校
付
設
の
庶
民
夜
学
校
が
今
年
で
廃
止

に
な
る
か
ら
だ
っ
た
。

「
そ
の
こ
と
だ
っ
た
ら
、
父
上
に
感
謝
を
な
さ
い

。

学
校
に
は
行
け
ま
す
よ

。

そ
れ
も
夜
の
学
校
で
は
な

く
、
昼
間
の
正
規
の
小
学
校
に
で
す
よ
」
と
ト
ナ
は

請
け
合
っ

て
続
け
た
。
「父
上
の
商
売
仲
間
の
つ
て

で
、
商
家
へ
住
み
込
み
の
丁
稚
に
な
る
と
い
う
口
は

い
く
つ
か
あ
っ
た
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も
お
前
に
は

勉
強
を
続
け
さ
せ
た
い
、
母
も
そ
う
願
っ
て
、
父
上

に
お
願
い
を
し
た
と
こ
ろ
、
お
前
を

学
校
に
通
わ
せ

て
く
れ
る
と
い
う
お

寺
さ
ん
の
知
り
合
い
が
い
て

…

」し
か
し
、
後
に
な
っ
て
わ
か
っ
た
の
だ
が
、
海
旭

が
学
業
を
続
け
ら
れ
た
の
は
、
父
親
で
は
な
く
母
親

ト
メ
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。

渡
辺
家
の
窮
状
を
救
う
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「
ロ
ベ
ら
し
」
と
し
て
、
海
旭
少
年
が
預
け
ら
れ
た

先
は
浅
草
区
は
松
清
町
（
現
台
東
区
西
浅
草

一
丁
目
）

に
あ
る
萬
照
寺
だ
っ
た
。

渡
辺
家
に
は
、
小
石
川
に

あ
る
名
刹
、
源
覚
寺
の
住
職
・
端
山
海
定
に
伝
手
が

あ
り
、
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
住
職
に
新
任
し
た
ば
か

り
で
ま
だ
後
継
を
育
成
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
と
り

あ
え
ず
自
分
の
知
り
合
い
の
萬
照
寺
で
預
か
っ
て
、

小
学
校
に
も
通
わ
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

風
呂
敷
包
み

―
つ
で
萬
照
寺
へ
身
を
寄
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
海
旭
は
、
そ
れ
で
も
学
校
に
通
え
る
の
が

半
信
半
疑
で
、
住
職
に
た
だ
し
た
。

「
ほ
、
本
当
に
、

学
校
へ
行
か
せ
て
も
ら
え
る
の
で
す
か
」

住
職
は
「
大
丈
夫
だ
と
も
」
と
請
け
合
っ
て
か
ら

訊
き
返
し
た
。

「
し
か
し
、
な
ぜ
心
配
す
る
の
か
ね
」

「
ご
、
ご
住
職。

だ
っ
て
月
々
、
五
十
銭
も
と
ら
れ

る
そ
う
で
は
な
い
で
す
か

。

ご
、
五
十
銭
と
い
っ
た

ら
、
そ
ば

一
杯
が
八
厘
だ
か
ら
、
毎
日

一
杯
食
っ
て

も
、
ふ
た
月
は
食
べ
続
け
ら
れ
ま
す
」

住
職
は
苦
笑
を
漏
ら
し
た

。

「
そ
ん
な
計
算
が
で

き
る
と
は
、
お
前
は
な
か
な
か
利
発
だ。
学
校
の
授

業
に
も
十
分
に
つ
い
て
い
け
る
だ
ろ
う
」

政
府
は
初
等
教
育
の
整
備
に
か
か
っ

て
い
た
が
予

算
が
足
り
ず
、
当
面
は
父
兄
に
高
い
授
業
料
の
負
担

を
求
め
た
た
め
、
庶
民
の
子
弟
た
ち
に
は
学
校
は
高

嶺
の
花
だ
っ
た
。

海
旭
が
礼
を
い
う
と
、
住
職
は
こ

う
付
け
加
え
た

。
「
お
礼
な
ら
海
定
和
尚
に
言
え
。

い
や
母
親
に
言
え

」

き
ょ
と
ん
と
す
る
海
旭
に
住
職
は
こ
う
説
明
を
し

た
。

海
定
和
尚
の
も
と
を
母
親
が
訪
ね
て
き
て
、
家

庭
の
事
情
を
説
明
、
息
子
は
と
て
も
利
発
な
の
で
、

親
と
し
て
は
何
と
か
学
校
へ
行
か
せ
た
い
と
い
っ
て
、

十
銭
玉
が
ぎ
っ

し
り
つ
ま

っ
た
信
玄
袋
を
差
し
出

し
、
こ
れ
を
海
旭
を
預
か
っ
て
も
ら
う
先
に
授
業
料

代
と
し
て
渡
し
て
ほ
し
い
と
哀
訴
し
た

。

聞
く
と
、

海
旭
が
生
ま
れ
た
日
か
ら
そ
れ
こ
そ
爪
に
火
を
点
す

よ
う
に
溜
め
た
も
の
だ
と
い
う

。

海
定
は
母
親
の
思

い
に
ほ
だ
さ
れ
て
、

「お
気
持
だ
け
い
た
だ
く

。

息

子
さ
ん
の
授
業
料
は
私
が
出
さ
せ
て
も
ら
う
」
と

請

け
合
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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並中 に月を求めて

い
つ
も
「
お
前
は
徳
川
士
族
の
出
だ
か
ら
…
」
が

口
癖
で
煙
た
か
っ
た
母
親
だ
が
、
海
旭
は
母
ト
メ
の

深
い
愛
を
知
っ
て
心
中
で
合
掌
し
た

。

そ
れ
か
ら
五
年
後
、
海
旭
は
約
束
通
り
腐
照
寺
か

ら
端
山
海
定
に
引
き
取
ら
れ
、
小
石
川
初
音
町
の
浄

土
宗
の
名
刹
•
源
覚
寺
で
、
住
職
の
端
山
海
定
の
も

と
で
得
度
、
俗
盛
の
世
界
か
ら
聖
な
る
僧
の
世
界
へ

と
転
籍
し
た
。

明
治
二
十
年
(

-
八
八
七
）。
海
旭

十
五
歳
の
春
だ
っ
た
。

今
か
ら
思
う
と
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
寄
宿
地
ス
ト

ラ
ス
プ
ル
ク
ヘ
の
道
は
ほ
ぽ

一
直
線
だ
っ
た

。

海
旭
が
得
度
し
た
同
じ
年
、
宗
門
は
教
育
制
度
の

大
改
革
に
乗
り
出
す

。

廃
仏
毀
釈
に
よ
る
伝
統
仏
教

界
の
壊
滅
的
打
撃
に
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
宗

門
ト
ッ

プ
の
福
田
行
誡
の
、
ひ
と
り
宗
門
だ
け
で
な

く
全
仏
教
界
の
未
来
を
担
え
る
人
材
よ
出
で
よ
と
の

強
い
思
い
に
よ
る
も
の
だ
っ
た

。

全
国
を
東
京
、
京
都
、
名
古
屋
、
長
野
、
東
北
、

中
四
国
、
九
州
の
七
教
区
（
後
に
大
阪
を
加
え
て
八

教
区
と
な
る
）
に
わ
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に

浄
土
宗
学
支
校
を
設
立
、
さ
ら
に
支
校
修
了
生
に
対

し
て
よ
り
高
度
な
教
育
を
ほ
ど
こ
す
浄
土
宗
学
本
校

を
東
京
に
設
立
。

授
業
内
容
は
、
支
校
は
小
学
校
上

級
と
尋
常
中
学
校
の
学
科
課
程
に
同
等
、
本
校
は
当

時
の
帝
国
大
学
と
高
等
中
学
校
を
併
せ
た
高
い
レ
ベ

ル
に
あ
っ
た
。

海
旭
は
海
定
の
推
挙
を
う
け
、
浄
土

宗
学
東
京
支
校
へ
入
学
が
許
さ
れ
、
そ
の
後
は
本
校

へ
進
ん
で
優
等
で
卒
業
す
る
と
、
宗
門
の
輿
望
を
担

っ
て
今
こ
う
し
て
印
度
学
の
中
心
で
あ
る
異
郷
の
地

で
博
士
号
を
め
ざ
し
て
い
る
の
だ
っ
た。

（
こ
の
項
つ
づ
く
）
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友好の絆

一
六
0
九
年
千
葉
県
御
宿
沖
で
遭
難
し
た
、
ス
ペ

イ
ン
（
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
、
メ
キ
シ
コ
）
の

大
型
帆
船
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
号
救
助
か
ら
始
ま

る
メ
キ
シ
コ
と
の
友
好
の
絆

。

そ
れ
と
同
様
の
事
例

が
日
本
と
ト
ル
コ
の
問
に
も
存
在
す
る

。

ど
ち
ら
も

地
元
住
民
に
よ
る
、
献
身
的
な
救
助
、
介
護
に
端
を

発
す
る
。
一
六
0
九
年
か
ら
、
二
百
八
十

一
年
後
の

一
八
九
0
年
（
明
治
二
十
三
年
）。
ト
ル
コ
の

軍
艦
、

エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
が
、
台
風
に
遭
遇
し
、
和
歌
山

県
串
本
沖
で
沈
没

。

友
好
の
た
め
、
は
る
ば
る
や
っ

て
き
た
多
く
の
人
材
が
失
わ
れ
た

。

友
好
の
始
ま
り

小
松
宮
彰
仁
親
王
と
頼
子
妃
の
初
の
イ
ス
タ
ン
プ

ー
ル
訪
問
が

一
八
八
七
年

。

当
時
の
オ
ス
マ
ン
帝
国

は
手
厚
く
持
て
な
す

。

翌
年
、
明
治
天
皇
は
、
そ
れ

に
対
す
る
礼
状
と
漆
の
器
を
オ
ス
マ
ン
帝
国
皇
帝
、

エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の
遭
難

日
本
へ
の
遠
洋
航
海

ア
プ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト

ニ
世
に
献
呈
。

さ
ら
に
翌
年
、

日
本
の
勲
章
を
奉
呈
す
る

。

こ
れ
に
応
え
て
、
皇
帝

は
明
治
天
皇
に
最
高
級
の
答
礼
を
す
る
た
め
、
た
だ

ち
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
海
軍
の
派
述
を
決
定
す
る

。

こ

う
し
て

一
八
八
九
年
七
月
十
四
日
、
旗
艦
エ
ル
ト
ゥ

ー
ル
ル
号
が
イ
ス
タ
ン
プ
ー
ル
を
出
港

。

使
節
団
長

は
、
オ
ス
マ
ン
・
ベ
イ
大
佐
、
艦
長
ア
リ
・
ベ
イ
、

海
軍
士
官
な
ど
約
六
百
名
が
乗
り
込
む
。

同
艦
は
、

一
八
六
三
年
建
造
の
大
型
帆
船
だ
が
、

英
国
で
六
百
馬
力
の
蒸
気
機
関
を
装
備

。

巨
大
な
三

本
マ
ス
ト
に
帆
を
張
り
走
行

。

風
の
な
い
と
き
に
は
、

産
業
革
命
の
産
物
で
も
あ
る
、
蒸
気
機
関
を
稼
働
し
、

力
強
く
走
行
す
る
。

そ
の
俊
美
で
迫
力
あ
る
姿
は
、

当
時
の
人
々
の
目
を
奪
っ
た

。

だ
が
、
建
造
後
、
活
躍
の
場
が
な
い
ま
ま
、
エ
ル

ト
ゥ
ー
ル
ル
号
は
、
ト
ル
コ
金
角
湾
に
碇
を
下
ろ
し

た
ま
ま
、

二
十
六
年
が
経
ち
、
船
体
は
あ
ち
こ
ち
傷

ん
で
い
た
。

出
港
に
先
立
ち
、
船
大
工
や
技
術
者
が

総
点
検
。

長
い
航
海
に
耐
え
う
る
船
体
で
は
な
い
と

の
結
論
を
出
す
。

し
か
し
、
日
本
へ
の
早
期
答
礼
を
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重
視
し
た
国
王
は
、
応
急
処
置
を
施
し
た
ま
ま
出
港

さ
せ
た
の
だ
っ
た

。

エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
は
、
ス
エ
ズ
運
河
を
通
り
、

紅
海
を
抜
け
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
を
廻
っ
て
イ
ン
ド
洋

へ
、
イ
ン
ド
、
サ
イ
ゴ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
そ
し

て
日
本
へ
の
ル
ー
ト
を
取
っ
た

。

ま
ず
ス
エ
ズ
運
河
で
最
初
の
事
故
が
発
生
し
た

。

こ
れ
は
で
き
た
ば
か
り
の
運
河
で
、
船
底
が
浅
瀬
に

乗
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
に
は
、

燃
料
の
石
炭
を
初
め
、
重
い
も
の
を
船
か
ら

一
端
下

ろ
し
、
事
な
き
を
得
た

。

だ
が
、
次
に
対
向
船
を
避

け
よ
う
と
し
て
舵
が
破
損
。
結
局
、
こ
の
修
理
に
二

ヶ
月
を
要
す
る
。

運
河
を
無
事
通
過
し
、
イ
ン
ド
洋
を
順
調
に
航
海。

イ
ン
ド
、
ボ
ン
ベ
イ
で
は
大
歓
迎
を
受
け
る
。

な
に

し
ろ
、
十
五
万
人
も
の
人
が
乗
船
し
、
美
し
い
船
体

を
賛
美
し
た
と
い
う
。

だ
が
、
セ
イ
ロ
ン
島
に
向
か
う
途
中
、
突
然
、
浸

水
事
故
に
見
舞
わ
れ
る

。

船
員
は
、
必
死
で
水
を
掻

き
出
し
、
応
急
処
置
を
施
し
、
や
っ
と
の
こ
と
で
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
到
着
す
る

。

同
船
は
、
こ
こ
で
も

大
歓
迎
を
受
け
る

。

こ
れ
を
期
に
、
修
理
を
施
す

。

四
ヶ
月
。

結
局
、
都
合
六
ヶ
月
も
修
理
に
代
や
し
、

四
月
末
に
香
港
着

。

そ
し
て
長
崎
港
に
到
着
し
た
の

は

一
八
九
0
年
（
明
治
二
十
三
年
）
五
月
二
十
二
日

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら

一
月
後
の
六
月
七
日
、

同
船
は
、
神
戸
経
由
で
横
浜
港
に
到
着
し
た

。

こ
の

大
航
海
の
成
功
で
、
司
令
官
オ
ス
マ
ン
・
ベ
イ
大
佐

は
提
督
に
昇
進
、
オ
ス
マ
ン
．
パ
シ
ャ
の
称
号
を
受

け
る
。

横
浜
埠
頭
で
は
盛
大
な
歓
迎
式
典
が
待
っ
て
い
た。

大
勢
の
人
々
の
中
に
は
、
こ
の
船
旅
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
、
小
松
宮
彰
仁
親
王
の
姿
も
あ
っ
た

。

横
浜
で

一
息
つ
い
た
後
、
オ
ス
マ
ン
・
パ
シ
ャ
司

令
官
と

一
行
は
、
開
通
間
も
な
い
東
海
道
線
に
乗
り

込
み
、
東
京
へ
と
向
か
う

。

車
内
で
は
、
日
本
人
客

と
の
心
温
ま
る
交
流
が
あ
り
、
や
が
て
列
車
は
、
新

橋
に
着
く

。

こ
こ
か
ら
明
治
政
府
の
案
内
に
従
っ
て
、

歓
迎
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友好の絆

全
て
の
役
目
を
終
え
、
オ
ス
マ
ン
司
令
官一
行
は
、

再
び
東
海
道
線
に
乗
り
、
横
浜
に
戻
る

。

当
時
の
新

聞
は
、
「
ト
ル
コ
の
水
兵
は
品
行
方
正
で
他
国
水
兵

と
は
異
な
る
」
と
讃
え
て
い
る
。

横
浜
で
は
連
日
、

民
間
人
と
の
交
流
が
行
わ
れ
、
親
密
の
度
は
さ
ら
に

帰
国

鹿
嗚
館
に
行
く

。

そ
し
て
数
日
、
鹿
鳴
館
で
歓
迎
式

典
を
受
け
、
い
よ
い
よ
皇
居
へ
と
赴
く。
こ
れ
こ
そ

が
今
回
の
長
途
航
海
の
目
的
。

皇
居
で
は
、
明
治
天
皇
、
昭
憲
皇
太
后
を
は
じ
め
、

皇
族
揃
っ
て
参
加
し
、
大
歓
迎
を
受
け
る

。

明
治
天

皇
は
、
ま
ず
長
旅
の
労
を
謝
し
、
こ
れ
を
機
に
、
今

後
、
両
国
の
国
交
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
宣
言
。
こ

れ
に
応
え
て
、
オ
ス
マ
ン
司
令
官
は
、
ア
プ
デ
ュ
ル

ハ
ミ
ト
ニ
世
か
ら
の
明
治
天
皇
宛
て
の
親
書
を
渡

し
、
ト
ル
コ
最
高
栄
抒
勲
平
を
奉
呈
。

小
松
宮
殿
下

が
間
に
立
っ
た
、
皇
室
外
交
が
成
立
す
る
。

こ
れ
ま

で
、
両
国
の
間
に
正
式
な
国
交
は
な
か
っ
た
が
、
両

国
の
親
し
い
関
係
の
始
ま
り
と
な
っ
た

。

増
す
。

し
か
し
、
帰
国
を
目
指
し
て
、
い
ざ
出
港
と

い
う
と
き
に
、
ト
ル
コ
船
貝
が
コ
レ
ラ
に
罹
病
す
る。

こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
当
時
の
横
須
賀
消
毒
所
を

は
じ
め
と
す
る
日
本
の
関
係
機
関
は
、
懸
命
な
処
骰

を
施
し
た
が
、
最
終
的
に
船
員
十
二
名
が
命
を
落
と

す
こ
と
に
な
っ
た

。

途
中
、
六
ヶ
月
に
亘
る
、
船
の
修
理
。

そ
し
て
日

本
に
来
て
か
ら
の
コ
レ
ラ
騒
動

。

航
海
ス
ケ
デ
ュ
ー

ル
は
、
大
幅
に
狂
い
、
最
早
、
台
風
到
来
の
季
節
に

な
っ
て
い
た

。

船
体
の
傷
み
を
よ
く
知
る
、
オ
ス
マ

ン
司
令
官
は
、
危
険
を
回
避
す
べ
く
、
エ
ル
ト
ゥ
ー

ル
ル
号
と
船
員
を
別
々
に
帰
国
さ
せ
る
旨
、
本
国
に

上
申
し
た
が
、
事
情
を
知
ら
な
い
本
国
は
こ
れ
を
却

下
す
る

。

日
本
政
府
も
い
た
＜
心
配
し
、
「
こ
れ
か
ら
台
風

期
に
入
る

。

何
時
襲
わ
れ
る
と
も
分
か
ら
な
い
の
で
、

台
風
期
が
過
ぎ
る
ま
で
日
本
に
滞
在
し
、
そ
の
問
に
、

船
の
万
全
の
準
備
を
整
え
る
よ
う
」
、
強
く
勧
告
す

る
。

し
か
し
、
司
令
官
と
し
て
は
、
本
国
の
指
令
に

逆
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な
い

。

悩
ん
だ
末
に
、
エ
ル
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出
港
当
日
は
、

雲
―
つ
な
い
快
晴
。

穏
や
か
な
風

を
帆
に
受
け
て
、
太
平
洋
を
西
へ
と
、
順
調
な
航
海
。

遠
方
に
富
士
山
の
美
し
い
姿
を
見
、
船
員

一
同
大
満

足
。こ

の
穏
や
か
な
気
象
が
突
然
変
化
し
始
め
た
の
は
、

翌
十
六
H

の
午
後
か
ら
で
あ
っ
た

。

あ
れ
よ
、
あ
れ

よ
と
い
う
間
に
、
風
向
き
が
変
わ
り
、
波
が
大
き
な

う
ね
り
へ
と
変
化
し
、
同
船
は
、
暴
風
雨
に
翻
弄
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
辺
り
は
暗
く
な
り
、
風

音
は
唸
り
を
上
げ
、
雨
が
甲
板
を
た
た
き
つ
け
る

。

さ
し
も
の
大
型
船
も
何
十
メ
ー
ト
ル
も
の
波
に
持
ち

上
げ
ら
れ
て
は
、
波
底
へ
と
引
き
ず
り
込
ま
れ
る

。

船
員
達
は
恐
怖
に
お
の
の
き
な
が
ら
も
、
必
死
に
水

を
掻
き
出
す

。

船
は

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
皆
H

分
か
ら
な
い
が
、
オ
ス
マ
ン
司
令
官
は
、
横
須
賀
に

引
き
返
す
か
、
神
戸
港
に
逃
げ
込
む
か
校
索
す
る

。

遭
難

ト
ゥ
ー
ル
ル
号
は
、
八
九

0
年
九
月
十
五
H

、
横

須
鉗
を
出
港

。

帰
国
の
途
に
府
く

。

神
戸
に
行
こ
う
と
決
断
し
た
と
き
だ
っ
た
。

轟
音
が

評
く

。

何
事
か
と
甲
板
に
急
行
す
る
と
、
足
の
踏
み

場
も
な
い

。

な
ん
と
、
太
い
柱
が
こ
ろ
が
っ
て
い
る

。

三
本
の
マ
ス
ト
全
て
が
折
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

け

が
人
も
出
て
い
る
。

こ
う
な
れ
ば
、
蒸
気
機
関
に
頼

る
し
か
な
い
。

フ
ル
パ
ワ
ー
で
石
炭
を
込
め
、
嵐
の

中
を
突
き
進
む

。

し
ば
ら
く
し
て
、
船
体
を
揺
る
が

す
衝
撃
を
受
け
る

。

船
が
岩
礁
に
乗
り
上
げ
た
の
で

あ
る
。

そ
の
時
、
蒸
気
機
関
は
水
蒸
気
爆
発
を
誘
発
、

大
爆
発
を
起
こ
す
。

船
は
破
片
と
な
り
、
沈
没
。

船

員
六
百
名
が
漆
黒
の
海
に
投
げ
出
さ
れ
、
の
み
込
ま

れ
る
。

時
刻
は
二
十
二
時
半
頃
、
絶
望
的
な
悪
炒

。

そ
の
場
所
は
、
和
歌
山
県
串
本
沖
、
紀
伊
大
島
樫
野

崎
灯
台

（現
串
本
町
）
の
近
く
で
あ
っ
た
。

【参
考
文
献
】

「
エ
ル
ト
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ル
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の
遭
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寮
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「
明
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の
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コ
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ぷ
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山
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邦
紀
．
坂
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俊
夫
著

「
ト
ル
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世
界
一
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親
和
国
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明
成
社
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台徳院殿霊廟校型

甦
る
江
戸
の
技

徳
川
家
光
が
祖
父
徳
川
家
康
の
た
め
に
造
っ
た
日
光
束
照
宮
は
日
本
を
代
表
す
る
建
築
物
だ
が
、
そ
の

見
本
と
な
っ
た
の
が
同
じ
家
光
が
父
二
代
将
軍
秀
忠
の
た
め
に
造
っ
た
芝
増
上
寺
の
台
徳
院
殿
霊
廟
だ
。

日
本
を
代
表
す
る
国
宝
建
築
物
だ
っ
た
が
第
二
次
世
界
大
戦
で
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
、
し
か
し
そ
の
精

緻
な
模
型
が
英
国
王
室
に
残
さ
れ
て
い
た
。

1

9
1

0

年
、
日

英
博
覧
会
へ
の
東
京
市
の
出
品
作
品
で
、
日
本
を
代
表
す
る
彫
刻
家
高
村
光
雲
を
主

に
監
修
‘
柱
や
梁
の
細
工
や
彩
色
、
一
枚
一
枚
作
製
し
た
屋
根
の
銅
板
な
ど
、
ま
さ
に
江
戸
初
期
の
建
築

の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
プ
ロ
の
技
を
甦
ら
せ
た
「
”
十
分
の一
＂
ス
ケ
ー
ル
の
実
物
」
で
あ
る
。
そ
の
模
型

が
徳
川
家
康
公
没
後
4
0
0

年
に
あ
た
る
今
年

、

増
上
寺
に
運
ば
れ
て
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。
エ
リ
ザ

ペ
ス
2

世
女
王
陛
下
か
ら
長
期
貸
与
さ
れ
た
こ
の
国
宝
級
文
化
財
の
一
般
公
開
ま
で
を
追
っ
て
み
た
。

1
6
3
2

（
党
永9
)
年
、
徳
川
二
代
将
軍
だ
っ
た
秀

忠
が
他
界
し
、
台
徳
院
殿
興
蓮
社
徳
界
入
西
大
居
士
と
い

う
法
号
（
戒
名
）
が
つ
け
ら
れ
た
。
三
代
将
軍
家
光
は
父

で
あ
る
秀
忠
の
た
め
に
、
そ
し
て
権
力
を
示
す
た
め
に
そ

の
位
牌
を
祀
る
た
め
の
御
霊
屋
、
霊
廟
を
建
立
し
た。

霊

公
開
前
の
テ
ー
ブ
カ
ッ
ト
は
英
国
D
イ
ヤ
ル
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ト
ラ
ス
ト
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、

ジ
ョ
ナ
サ
ン
•
マ
ー
ス
デ
ン
氏
、
駐
日
英
国
大
使

の
テ
ィ
ム
・
ヒ
ッ
チ
ン
ズ
氏
な
ど
の
英
国
関
係

者
と
徳
川
恒
孝
氏
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

（
写
真
提
供
増
上
寺
）

廟
の
本
殿
の
建
築
を
取
り
仕
切
っ
た
の
は
、
後
に
幕
府
の

作
事
方
大
棟
梁
と
な
る
甲
良
宗
広

。

秀
忠
か
ら
徳
川
家
と

の
縁
を
も
っ
た
甲
良
家
は
秀
忠
の
正
室
、
崇
源
院
殿
の
霊

牌
所
（
鎌
倉
建
長
寺
に
現
存
）
建
築
か
ら
始
ま
り
、
こ
の

台
徳
院
殿
霊
廟
、
日
光
東
照
宮
、
そ
し
て
江
戸
城
天
守
閣

台
徳
院
殿
霊
廟
模
型

エ
リ
ザ
ベ
ス2
世
女
王
陛
下
か
ら
増
上
寺
へ

文
／
真
山
剛
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と
い
う
家
光
が
自
ら
の
権
威
を
天
下
に
知
ら
し
め
る
た
め

の
建
築
物
を
手
掛
け
て
い
る。

全
国
の
神
社
仏
閣
を
回
っ
て
い
る
と
そ
の
建
築
物
の
由

緒
書
き
に
徳
川
家
光
の
名
前
が
頻
繁
に
出
て
く
る

。

浄
土

宗
の
総
本
山
京
都
知
恩
院
の
三
門
も
そ
の

一
っ
だ
が
、
家

光
は
徳
川
家
の
権
威
を
示
す
た
め
に
全
国
の
主
要
な
神
社

仏
閣
の
改
築
や
建
立
を
し
て
い
る

。

中
で
も
台
徳
院
殿
霊

廟
は
将
軍
を
祀
る
建
物
で
あ
る
、
全
国
津
々
浦
々
か
ら
最

高
の
人
材
と
最
高
の
材
木
や
金
、
漆
な
ど
の
材
料
が
集
め

ら
れ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
光
東
照
宮
へ

と
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る

。

最
高
傑
作
と
も
い
え
た
台
徳
院
殿
霊
廟
は
国
宝
に
な
っ

た
も
の
の
、
1
9
4
5

（
昭
和2
0
)年
5

月
の
東
京
空
襲

で
灰
座
に
帰
し
て
し
ま
う
。

読
者
の
中
に
は
戦
前
に
増
上

寺
を
訪
れ
、
そ
の
姿
を
目
に
さ
れ
た
方
も
い
る
だ
ろ
う
。

そ
の
姿
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
が
所
蔵
す
る
写
真
で
見
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
今
回
の
模
型
は
実
物
を
丹
念
に
調
べ

1
0分
の
1

と
い
う
建
築
模
型
と
し
て
は
非
常
に
大
き
な
ス

ケ
ー
ル
で
明
治
時
代
に
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
る。

日
英
博
覧
会
に
向
け
高
村
光
雲
な
ど
が
監
修

今
回
日
本
に
戻
っ
て
き
た
模
型
は
1
9
l
o

（
明
治4
3
)

年
5

月

1
4日
か
ら
1
0月
2
9日
ま
で
ロ
ン
ド
ン
市
ホ
ワ
イ
ト

シ
テ
ィ
区
で
開
か
れ
た
日
英
博
買
会
に
東
京
市
が
出
品
し

た
も
の
で
、
日
本
か
ら
は
浮
世
絵1
8
O

点
を
含
む
絵
画

3
5
1

点
、
金
工
5
7
6

点
、
漆
l
o
l

点
、
染
織
6
9点
、

彫
刻
4
2点
、
そ
し
て
建
築
模
型
1
3点
の
全
1
1
1
6

点
が

出
品
さ
れ
て
い
る
。

日
露
戦
争
に
勝
利
し
た
日
本
が
こ
れ

で
欧
米
の
仲
間
入
り
、
と
国
威
盛
ん
な
頃
で
、
ど
の
ジ
ャ

ン
ル
で
も
超

一
級
品
と
い
う
作
品
が
出
品
さ
れ
た

。

建
築

模
型
で
は
こ
の
台
徳
院
殿
霊
廟
の
ほ
か
に
金
閣
寺
の
模
型

も
出
品
さ
れ
て
い
る
が
、
金
閣
寺
の
模
型
の
そ
の
後
の
行

方
は
定
か
で
は
な
い

。

さ
て
、
台
徳
院
殿
霊
廟
模
型
は
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き

さ
か
ら
日
本
で
各
部
分
を
製
作
し
渡
欧
、
会
場
で
組
み
立

て
ら
れ
た
奥
行
6

メ
ー
ト
ル
、
幅
4

メ
ー
ト
ル
、
高
さ
凶

メ
ー
ト
ル
と
い
う
超
大
型
の
模
型
で
あ
る。
製
作
に
は
高

村
光
雲
や
古
宇
田
実
が
監
修
に
あ
た
っ
た。

光
雲
は
1
8

7
7

年
、
R

本
国
内
で
開
催
さ
れ
た
第

一
回
内
国
勧
業
博

覧
会
に
師
で
あ
る
仏
師
•
高
村
東
雲
の
代
わ
り
に
白
衣
観
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台徳院殿霊廟模型

音
を
出
品
、
最
高
の
代
で
あ
る
竜
紋
共
を
受
代
し
て
い
る

。

あ
い
に
く
神
仏
分
離
令
で
仏
像
を
彫
れ
な
く
な
り
、
江
戸

で
一、

二
と
い
わ
れ
た
仏
師
・
高
橋
法
眼
鳳
雲
の
孫
弟
子

で
あ
り
な
が
ら
仏
師
で
は
な
く
木
彫
作
家
と
な
っ
た
が
、

皇
居
御
造
営
に
携
わ
る
な
ど
日
本
を
代
表
す
る
芸
術
家
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
今
回
の
模
型
は
江
戸
初
期

の
大
工
、
漆
途
り
、
瓦
葺
き
、
金
具
、
建
具
、
彩
色
職
人

な
ど
、
伝
統
建
築
の
各
分
野
に
お
け
る
最
高
の
職
人
の
技

を
明
治
初
期
の
最
高
の
木
彫
師
た
ち
が
寸
分
違
わ
ず
精
密

に
再
現
、
屋
根
の
銅
版
も
実
物
と
同
様
に

一
枚

一
枚
作
っ

た
と
い
う
江
戸
時
代
の
建
築
の
技
が
息
づ
く
特
別
な
歴
史

的
、
文
化
的
価
値
の
高
い
模
型
な
の
で
あ
る。

台
徳
院
殿
霊
廟
と
確
償
し
た
コ
ー
ル
ド
レ
イ
ク
教
授

大
き
す
ぎ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
、
模
型
は
閉
会
後
に

ジ
ョ
ー
ジ

5

世
に
東
京
市
が
贈
呈
、
英
国
ロ
イ
ヤ
ル

・

コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

。

そ
し
て
、
そ

の
ま
ま
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
王
立
植
物
園
（
キ
ュ
ー
ガ
ー
デ

ン
）
に
移
さ
れ
、
お
よ
そ
3
0年
も
陳
列
さ
れ
続
け
た
。

そ

の
後
、
永
年
に
わ
た
る
展
示
か
ら
像
ま
な
い
よ
う
に
と
解

体
さ
れ
木
箱
に
詰
め
ら
れ
倉
庫
に
し
ま
わ
れ
、
い
つ
し
か

そ
の
存
在
自
体
が
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た。

そ
れ
が
再
び
注
目
さ
れ
た
の
は

一
本
の
園
話
だ
っ
た

。

1
9
9
6

（
平
成1
8
)年
、
当
時
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
教

授
だ
っ
た
コ
ー
ル
ド
レ
イ
ク
氏
に
英
国
文
化
財
保
存
財
団

か
ら
軍
話
が
あ
っ
た

。

「
英
国
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
を
保
存
す
る
倉
庫
整
理
中
に
ど
う
や
ら
日
本
の
昔
の

建
物
ら
し
き
品
物
が
見
つ
か
っ
た

。

こ
ち
ら
に
来
て
見
て

も
ら
え
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

日
本
で
生
ま
れ
、

幼
い
頃
の
H

光
東
照
宮
の
思
い
出
か
ら
H

本
建
築
の
研
究

者
と
な
り
、
江
戸
初
期
の
建
築
物
を
中
心
に
研
究
し
て
い

る
コ
ー
ル
ド
レ
イ
ク
教
授
は
す
ぐ
さ
ま
英
国
へ
飛
ん
だ

。

ロ
ン
ド
ン
か
ら
2
O
O

キ
ロ
離
れ
た
倉
庫
内
に
積
ま
れ
て

い
た
木
箱
に
眠
っ
て
い
た
目
映
い
金
箔
の
来
迎
柱
を
手
に

と
っ
た
瞬
間
に
台
徳
院
殿
霊
廟
と
確
信
、
感
動
で
涙
が
止

ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う

。

そ
の
姿
を
同
行
し
た
妹
さ
ん
が

撮
影
し
た
箕
重
な

一
枚
が
残
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
英
国
ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ト
ラ
ス

ト
代
表
（
台
徳
院
殿
霊
廟
模
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
コ
ー
デ

ィ
ネ
イ
タ
ー
）
と
な
っ
た
コ
ー
ル
ド
レ
イ
ク
教
授
が
中
心

と
な
り
増
上
寺
へ
の
里
帰
り
が
検
討
さ
れ
る。
と
は
い
え
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英
国
ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
女
王
陛
下
の
持
ち
物

だ
け
に
所
有
権
を
移
す
訳
に
は
い
か
な
い
、
そ
こ
で
長
期

貸
与
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
日
本
と
の
橋
渡
し
役
と
な
っ

た
の
が
、
秀
忠
の
子
孫
で
あ
る
徳
川
宗
家
第
十
八
代
徳
川

恒
孝
氏
だ
っ
た
。

日
本
へ
の
長
期
貸
与
に
徳
川
宗
家
が
貢
献

「
日
本
に
里
帰
り
さ
せ
ら
れ
る
も
の
の
、
当
初
は
英
国
の

倉
庫
か
ら
の
運
送
代
用
は
日
本
持
ち
と
い
う
の
が
条
件
で

し
た
」
と
徳
川
宗
家
第
1
8代
当
主
徳
川
恒
孝
氏
は
当
時
を

振
り
返
る
。
嬉
し
い
話
で
は
あ
る
も
の
の
大
き
さ
も
重
さ

も
、
そ
の
価
値
も
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
を
運
ぶ
の

は
難
し
い
。
だ
が
、
永
年
勤
務
し
て
い
た
日
本
郵
船
卸
を

退
戦
し
て
間
も
な
い
頃
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

一
緒
に
働

い
た
こ
と
の
あ
る
社
長
に
相
談
、
役
貝
会
議
に
も
は
か
っ

て
も
ら
い

H

本
郵
船
卸
が
船
便
で
運
搬
を
請
け
負
う
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
事
態
は
あ
る
日
、

一
変
す
る

。

ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
管
理
運
営
を
し
て
い
る
英

国
ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ト
ラ
ス
ト
が
費
用
を
持

ち
、
模
型
を
増
上
寺
ま
で
運
搬
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
。

恒
孝
氏
は
そ
の
理
由
を
こ
う
推
測
す
る

。

2
 0
0
 
8

（
平
成2
0
)年
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
皇
太
子
が
来

日
し
た
時
に
模
型
の

一
本
の
来
迎
柱
を
持
参
し
、
「
こ
れ

は
H

本
に
と
っ
て
大
切
な
宝
物
で
す
か
ら
日
本
に
あ
る
べ

き
で
、
い
つ
か
模
型
全
体
を
里
帰
り
さ
せ
るD
の
た
め
の

証
と
致
し
ま
し
ょ
う
」
と
話
し
て
い
る

。

数
年
後
、
皇
太

子
が
例
の
模
型
を
日
本
へ
戻
し
た
か
と
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
運
搬
費
用
で
折
り
合
わ
ず
ま
だ
英
国
に
あ
る
と
の
答

え
、
そ
れ
で
は
自
分
が
言
っ
た
こ
と
が
嘘
に
な
る
と

一
喝
、

急
速
船
便
ど
こ
ろ
か
航
空
便
で
の
運
搬
と
な
っ
た
の
で

は
、
と
い
う
こ
と
だ
。

あ
く
ま
で
推
測
だ
が
、
王
室
の
変

わ
り
ぶ
り
か
ら
、
相
当
的
を
得
た
推
測
の
よ
う
に
思
え
る

。

ま
た
、
コ
ー
ル
ド
レ
イ
ク
氏
は
航
空
便
に
な
っ
た
理
由

を
こ
う
説
明
す
る

。

「
航
空
便
に
し
た
の
は
増
上
寺
の
徳

川
家
康
公
没
後
4

0
0

年
の
記
念
事
業
に
間
に
合
わ
せ
た

い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
か
ら
で
す

。

ま
た
、
模
型
の
胡
色

彩
色
を
考
慮
す
る
と
、
船
便
で
酷
暑
の
中
東
を
経
由
す
る

と
溶
解
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と。

日
英
両
国
の
専
門
家
が
こ

う
し
た
相
談
を
重
ね
た
結
果
で
す
」

徳
川
家
康
公
没
後
4
0
0

年
記
念
事
業
の
目
玉
に

さ
て
、
実
際
に
模
型
が
増
上
寺
に
里
帰
り
し
た
の
は
2
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台徳院殿霊廟校型

（
平
成2
6
)年
4

月
3

日
だ
っ
た
。

翌
年
に
徳
川

家
康
公
没
後
4

0
0

年
を
迎
え
、
記
念
行
事
と
企
画
し
て

い
た
増
上
寺
は

一
年
で
本
堂
で
あ
る
大
殿
地
下

一
階
の
三

縁
ホ
ー
ル
を
改
修
し
「
増
上
寺
宝
物
展
示
室
」
を
開
設
し
、

そ
こ
に
こ
の
模
型
を
展
示
す
る
こ
と
と
な
っ
た

。

そ
こ
で

コ
ー
ル
ド
レ
イ
ク
教
授
と
と
も
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
た

の
が
、
浅
野
研
究
所
代
表
で
森
美
術
館
学
芸
グ
ル
ー
プ

シ
ニ
ア
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
広
瀬
麻
美
さ
ん
だ

。

広
瀬

さ
ん
は
仕
事
柄
、
以
前
よ
り
こ
の
模
型
の
存
在
を
知
っ
て

い
た
と
い
う
。

「
模
型
を
実
際
に
見
て
み
る
と
当
初
聞
い
て
い
た
よ
り
傷

み
が
激
し
く
修
復
と
展
示
方
法
、
ホ
ー
ル
の
改
修
と
い
う

三
つ
の
仕
事
の
せ
め
ぎ
合
い
で
進
め
ま
し
た
が
、
展
示
方

法
と
ホ
ー
ル
改
修
に
つ
い
て
は
、
森
美
術
館
の
展
示
デ
ザ

イ
ン
チ
ー
ム
と

一
緒
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

ま
た
、
模
型

の
展
示
と
と
も
に
増
上
寺
寺
宝
の
五
百
羅
漢
図
を
展
示
す

る
の
で
、
照
明
を
始
め
工
夫
を
凝
ら
し
て
あ
り
ま
す
」

里
帰
り
か
ら

一
年
、
今
年
の
4

月
1

日
、

一
般
公
開
の

前
日
に
プ
レ
ス
発
表
に
続
き
、
秀
忠
公
の
ご
回
向
、
そ
し

て
関
係
者
へ
の
事
前
公
開
が
あ
っ
た

。

テ
ー
プ
カ
ッ
ト
に

0
1
4
 

も
加
わ
っ
た
徳
川
恒
孝
氏
が
展
示
室
で
感
心
し
た
の
が
、

本
殿
の
屋
根
が
鉄
枠
で
持
ち
上
が
っ
て
い
て
本
殿
内
部
の

装
飾
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
展
示
方
法
だ

。

広
瀬
さ
ん
に

よ
る
と
、
屋
根
だ
け
で
2

0
0

キ
ロ
も
あ
り
、
修
復
し
て

も
既
存
の
柱
だ
け
で
は
と
て
も
支
え
切
れ
な
い
こ
と
か
ら

の
ア
イ
デ
ア
だ
と
い
う
。

ち
な
み
に
今
回
の
修
復
に
は
日

光
東
照
宮
の
陽
明
門
の
修
理
を
行
っ
て
い
る
小
西
美
術
工

藝
社
が
あ
た
っ
て
い
る

。

や
は
り
江
戸
、
明
治
に
続
い
て

平
成
で
も
最
古
匹
の
職
人
が
携
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

無
事
公
開
と
な
っ
た
台
徳
院
殿
霊
廟
模
型
だ
が
、
実
は

ま
だ
時
間
と
費
用
の
問
題
も
あ
り
、
未
修
復
の
部
分
が
だ

い
ぶ
残
っ
て
い
る
と
い
う

。

お
そ
ら
く
入
場
料
の

一
部
は

今
後
の
修
復
骰
川
に
も
充
て
ら
れ
る
と
思
う
の
で
、
こ
の

国
宝
級
の
文
化
財
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
も
多
く
の
拝
観

者
が
訪
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
た
い

。

と
い
う
よ
り
も
、
江

戸
時
代
の
建
築
の
技
を
今
に
伝
え
る
こ
の
台
徳
院
殿
霊
廟

模
型
、

一
見
の
価
値
は
十
二
分
に
あ
る
。

百
聞
は

一
見
に
如
か
ず
、
ぜ
ひ
大
本
山
増
上
寺
宝
物
展

示
室
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

（
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
）
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会句上
〈
特
選
〉空
爆
の
動
画
葱
坊
主
が
太
る

誌土浄

斉
田

仁

●
動
画

日
時
計
の
指
針
の
影
の
濃
き
立
夏

「
動
画
」
は
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
で
通
用
し
て
い

る
。

「
空
爆
」
は
、
数
十
年
前
の
記
憶
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
も
の
で
な
く
、
大
方
は
未
来
の
も
の
だ。

句
浜
口

佳
春

入
学
子
ぴ
か
り
ど
光
る
腕
時
計

安
藤

要

〈
佳
作
〉
日
時
計
の
影
が
ぼ
ん
や
り
烏
雲
に

太
田

俊
尋

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
、
ダ
リ
の
絵
に
、
時
計
が

卓
か
ら
半
分
垂
れ
て
い
た
り
、
ぐ
に
ゃ
り
と
木
に
掛

か
っ
た
の
が
あ
る
が
、
多
分
そ
う
い
う
絵
か
ら
の
発

想
だ
ろ
う。

取
り
合
わ
せ
た
季
語
が
ぴ
っ
た
り
合
っ

て
い
て
、
面
白
い
句
に
な
っ
た
と
思
う。

〈特
選〉や
わ
ら
か
き
ダ
リ
の
時
計
の
あ
る
日
永
松
下
彩
乃

●
時
計
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選者＝増田河郎子

花
見
の
苑
よ
ら
よ
ら
歩
き
の
子
が
主
役

石
原
新

柿
若
葉
描
が
の
っ
そ
り
顔
出
し
ぬ

山
口
信
子

〈佳
作
〉
替
え
歌
に
正
調
の
あ
り
い
か
の
ぼ
り

東
京
都
と
し
て
は
、
現
在
た
だ

一本
の
路
面
電
車

で
あ
る
。

通
っ
て
行
っ
た
あ
と
を
振
り
返
る
と
、
尻

を
振
る
よ
う
に
揺
れ
て
い
る。

珍
し
い
情
景
で
は
な

い
の
だ
が
表
現
が
面
白
い

。

「遅
日
」
を
持
っ
て
来

た
の
も
、
句
を
ゆ
っ
た
り
さ
せ
て
い
る

。

佐
々
木
美
冬

〈特
選〉尻
振
っ
て
都
電
が
曲
が
る
遅
日
か
な

●
自

山
題

夜
桜
や
動
画
の
ご
ど
き
川
の
彩

井
村

善
也

白
黒
の
動
画
の
蝶
が
ひ
らひ
ら

す

長
谷
川
裕

〈佳
作
〉
五
月
人
形
飾
り
て
動
画
見
る
子か
な

佐
藤
雅
子

の
下
半
で
取
り
合
わ
せ
て
い
る
「
葱
坊
‘
王
一
が
よ
く

利
い
て
い
て
面
白
い。

和
田
塵
風
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古庭日
＂
題

兼
顆

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

■
動
画

花
散
ら
す
風
に
音
な
き
動
画
か
な
浜
口
佳
春

誌
上
句
会
〈
編
集
部
選
〉

●
時
計

腹
時
計
空
I
n
l
り
し
て
花
見
時

善
行
の
誉
れ
や
春
の
置
時
計

街
中
の
時
計
が
春
の
時
刻
か
な

時
計
屋
に
階
段
の
あ
る
職
か
な

リ
ヤ
カ
ー
の
競
の
つ
く
る
花
時
計

三
月
十
日
柱
時
計
が
ぼ
ん
と
嗚
る

小
人
出
す
か
ら
く
り
時
計
春
の
昼

春
埃
時
計
の
時
給
考
え
る

日
時
計
の
影
が
ぽ
ん
や
り
烏
雲
に

佐
籐
雅
子

飯
島
英
徳

井
口
栞

小
林
苑
を

工
藤
掠

斉
藤
ふ
み

鳥
羽
梓

笠
井
亜
子

太
田
俊
尋

締
切
・
ニ
O
一
五
年
六
月
二
十
日

発
表
・

「浄
土
j
二
0
一
五
年
九
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
」
誌
上
句
会
係

ひ
き
が
え
る
微
動
だ
に
せ
ぬ
動
画
か
な

蝶
々
の
や
が
て
羽
ば
た
く
動
両
か
な

動
両
に
て
春
の
小
招
を
送
信
す

奥
飛
騨
の
蛸
斜
の
動
画
を
添
付
せ
り

ほ
の
ぼ
の
と
動
画
の
な
か
の
蜃
気
楼

泣
き
笑
う
卒
業
式
の
動
画
な
り

遅
き
H

の
動
両
の
中
を
よ
ぎ
る
耳

●
自
由
題

蕗
の
と
う
香
を
放
ち
お
り
刻
み
お
り

た
っ
ぷ
り
と
濡
ら
し
て
春
の
地
蔵
か
な

砕
氷
船
の
ご
と
菜
の
化
の
中
を
行
く

黒
猫
の
す
り
抜
け
る
と
き
は
こ
べ
踏
む

傘
さ
し

て
啓
蟄
の
穴
覗
き
お
り

花
粉
症
歴
四
十
年
の
大
く
し

ゃ
み

黒
々
と
地
蔵
を
濡
ら
す
春
の
水

春
の
雨
軒
の
遁
球
仔
き
店

踏
み
出
せ
ば
沈
丁
の
香
は
ふ
と
途
切
れ

吊
り
革
の

一
斉
に
揺
れ
春
寒
し

佐
藤
雅
子

工
藤
掠

烏
羽
梓

長
谷
川
裕

山
内
桃
児

水
嶋
裕
之

横
山
冨
美
f

染
谷
隆
三

今
西
瑠
衣

飯
田
香
菜

月今湯山内大笠
島井谷下藤森井
恭賜朱友隼吾亜
子子美里人郎子

江
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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

）

-

[

 

,
 

••••• 
,
 

••••••• 

,
 

•• 
,
 

.. ち
こ豆

ぃ

れ
は
あ

屯
2

お
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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 （目馬 ・ 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）
熊谷靖彦 （佐買 • 本應寺）
粂原恒久 （川越 · 蓮馨寺）
佐藤孝雄（鎌倉・硲徳院）
佐藤成順（品川 ・ 願行寺）
佐藤良純 （小石川・光闘寺）
東海林良雲 （塩釜 • 雲上寺）
須藤隆仙 （函館・称名寺）
高口恭行 （大阪 ・ 一心寺）
中島真成 (,'1山 ・ 梅窓院）
中村康雅（消水•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）
真野籠海（大本山清浄華院）
紬 博之 （網代・教安寺）
水科善隆（長野・究慶寺）
（歎称略 ·五十音順）

七
十
年
前
の
四
月

一
日
、
米
軍
は
そ
の
圧
倒

的
戦
力
を
も
っ
て
‘
嘉
手
納
正
面
に
上
陸
を
開

始
す
る
。
上
陸
部
隊
の
北
半
分
は
そ
の
後
北
上

し
て
国
頭
地
区
に
進
撃
し
、
南
半
分
は
南
下
し

て
首
里
方
面
に
進
撃
し
た

。

迎
え
撃
つ
日
本
甲

は
四
個
師
団
‘
五
個
混
成
旅
団
を
基
幹
と
す
る

三
十
二
軍
。
強
力
な
兵
力
を
持
ち
な
が
ら
も
、

当
初
の
主
眼
は
「
皇
土
防
衛
と
南
方
圏
の
交
通

の
確
保
」
。
こ
こ
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
は
当
時
‘
沖
縄
は
皇
土
で
は
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る

。

沖
縄
防
衛
軍
と
大
本
営
は
意
思
統

一

を
欠
き
、
戦
後
も
本
土
防
斯
の
捨
て
石
と
さ
れ

た
沖
縄
に
大
き
な
禍
根
を
残
す
結
果
と
な
っ
て

ぬ
ち

蒼
い
空
命
ど
ぅ
宝
を
伝
え
け
り

岱
澗

い
る
。
現
在
牛
島
司
令
官
が
自
決
し
た
六
月
二

十
三
日
を

「慰
盆
の
日
」
と
し
て
い
る
が
‘
沖

縄
戦
の
悲
劇
は
‘
終
戦
の
八
月
十
五
日
で
も
な

く
、

三
十
二
軍
が
米
軍
の
降
伏
文
書
に
調
印
し

た
九
月
七
日
ま
で
続
い
た

。

六
月
六
日
豊
見
城
の
海
甲
司
令
部
に
て
最
期

を
迎
え
た
大
田
司
令
官
は
、
自
分
が
本
国
に
通

信
で
き
る
最
期
の
人
間
と
思
い
‘
沖
縄
の
老
若

男
女
す
べ
て
の
人
々
の
献
身
的
な
戦
闘
へ
の
働

き
を
閑
え
‘
沖
縄
の
将
来
を
憂
い
切
実
な
る
電

文
を
送
り
、
そ
の
最
期
に
、
「
沖
縄
県
民
か
く

戦
え
り
、
県
民
に
対
し
後
世
特
別
の
御
店
配
賜

ら
ん
こ
と
を
」
と
結
ん
で
い
る

。

七
十
年
が
経

過
し
た
今
日
、
米
甲
基
地
の
辺
野
古
へ
の
移
設

が
、
沖
縄
県
民
が
総
意
で
反
対
を
表
明
し
て
い

ホームページ http://jodo.ne.jp 
メールアドレス hounen@j_ojo.ne.Jp る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
に
は
沖
縄
の
基
地

軽
減
と
い
う
選
択
肢
は
な
く
、
聞
く
耳
を
持
た

な
い
で
い
る

。

沖
縄
の
悲
劇
は
ま
だ
続
い
て
い

る
。
（
長
）浄

土
八
十

一巻
六
月

号
頒
価
六
百
円

年
会
打
六
千
円

昭
和
卜
年
J
i
n二
十
n

第
三
種
郵
便
物
認
n
I

印
刷

平
成
ニ
ト
ヒ
年
丘
月

二
十
n

発
行

平
成
二
十
ヒ
年
六
月

一日

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
五
'

o
o
-

―

束
京
郡
港
区
芝
公
園
四
＇
ヒ
，
四
明
照
会
館四
階

発
行
所

法
然
上
人
鑽
仰
会

電
話

0
三
（三
五
ヒ
八
）
六
九
四
ヒ

F
A
X

―
三（三
五
t

八
）
ヒ0
三
六

振
替

8

―八
O
'
八
＇
八
ニ
―
八
ヒ

編
集
チ
ー
フ

編
集
ス
タ
ッ

フ

長
谷
川
岱
潤

斎
藤
晃
道

佐
山
哲
郎

青
木
照
憲

村
田
洋

一
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法然上人鑽仰会 講演会のお知らせ

日本を代表する二つの知性が語り尽くす

「現代に生きる法然上人」
梶村昇＋阿満利麿

6月 19 日（金）
午後 2 時,,....._, 4 時

大本山増上寺［慈雲閣 IFホール］にて
一般1,000円 当会会員無料
梶村昇 （かじむらのぼる ） •IE細曲大学名:·r教授
主なi"i'i'f

『法然上人とお弟子たち乱間を生きる l,ilf出の fll: 界 』 （浄 l一磁浄 Iー選 1 11 1998) 
「法然の占艇だった「苦人なをもて往,,; をとぐいはんや悪人をや」 』 （大束 出版社 1999 )

「法然上人をめぐる I対束武者 3 rf!/• 三郎為’、'J'J (束方 出版 2000 )

「咆光と良忠浄J啜＜三代の物語』 （浄 f·.宗浄 l :i:iふ ' f 2008) 
「法然上人伝」 （大束 /1\ 版社 201 3)

阿満利麿（あまとしまろ） 明治学院大学名~'\'教授
tな ;;,','.'f
法然の衝撃 日本仏教のラディカル（人文ー.' f 院 1989) 
仏教と日本人 （ちく ま新-;11 2007 .5) 
選択本願念仏集一法然の教え（角川ソフィア文Jo)( 2007.5) 
H 本人はなぜ無宗教なのか （ちく ま新，11 1996) 

人はなぜ宗教を必疫とするのか（ちくま新，'f 1999) 
法然を読む 「選択本願念仏集」 ，溝汲 （角川学芸 /I\ 版 1999) 
行動する仏教一法然・親内の教え を受けつぐ（ちく ま学公文庫 2011.8) 
法然人門（ちくま新i'f 2011.8) 

お問い合わせ先 法然上人鑽仰会 TEL : 03-3578-6947 
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発
行
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／
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藤
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集
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／
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室
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