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2015年 浄土「表紙」

干し柿にする柿はそのままでは食べられな

い。つまり渋柿である。渋柿を乾燥させると

渋味がすっかり消えて、逆に甘味が出る。可

溶性のタンニンが不溶性に変わる、これを渋

抜きという。大昔からある一種のドライフル

ーツである。あたりまえのことだが甘柿は渋

抜きをしなくても食べられる。じゅうぶん甘

いからである。ところが、杷度そのものは砂

糖の1. 5倍ともいわれる渋柿のほうがはるか

に高いため、甘柿を干しても渋柿ほどには甘

くならない。なかなか不思議なことである。

干し柿o 地方によっては、ころ柿と呼ぶo

枯露柿、転柿の文字を当てるo 白柿と呼ぶと

ころもあるが、それは糖分を結晶した白い粉

が表面に出てくるからである。

作者は、その干し柿に顔を付けた。表情盟

かな干し柿たちは、かつて渋柿であった過去

を照れているようだ。

南 ：

初
枝
の
作
品

撮
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芝
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こ
法
語

先
師
法
然
上
人
あ
さ
ゆ
う
お
し
え
ら
れ
し
事
な
り

。

念
仏
中
す
に

は
ま
た
く
様
も
な
し

。

た
だ
中
せ
ば
極
楽
へ
う
ま
る
と
し
り
て
‘
心どう

を
い
た
し
て
申
せ
ば
ま
い
る
事
な
り

。

も
の
を
し
ら
ぬ
う
え
に
、
道

し
ん心
も
な
く
、
い
た
ず
ら
に
そ
所
え
な
き
物
の
い
う
事
な
り

。

さ
い
は

ん
口
に
て
‘
阿
弥
陀
仏
を
一
念
十
念
に
て
も
中
せ
か
し
と
候
い
し
事

な
り

。

（
信
空
上
人
伝
説
の
詞
）

現
代
語
訳
ー
わ
が
師
法
然
上
人
が
、
朝
に
夕
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
を
申
す
に

は
、
ま
っ
た
く
理
屈
な
ど
な
い
。
た
だ
申
せ
ば
極
楽
へ
生
ま
れ
る
と
知
っ
て
、
心
を
こ
め
て

申
せ
ば
往
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（そ
れ
を
）
物
の
道
理
も
知
ら
な
い
上
に
、
仏
道
を
修
め

る
志
も
な
く

、

何
の
論
拠
を
持
た
な
い
者
が
、
い
た
ず
ら
に
と
や
か
く
と
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る

。

そ
れ
を
言
う
口
が
あ
る
な
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
＿
遍
で
も
十
遍
で
も
申
し
な
さ
い
、
Honen Shonin's Sayings 
My late master Honen Shonin taught me every 

morning 叩d evening as follows: 
You have only to utter the nembutsu 皿d you 

do not need 皿y reasons for it. Knowing that 
011ly the utterru1ce of the nembutsu guar邸tees
the bitth in the Paradise, just say i し wholeheartedly

皿dyou w山 be born there. Nevertheless, those 
unreasonable people who do not have 皿y clear 
aims to pursue the way of Buddha nor have 皿y

grounds of their arguments are saying this 邸d
that unnecessarily. Rather th皿 say such useless 
things, they should say Nam Amida Butsu even 
once or ten times. 
(Shinku Shonin Densetsu no Kotoba) 

＝
ロ

上
人

• 



と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

梶
村

解
説法

然
上
人
に
身
近
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
の
す
る
話
で
す
。
「
阿
弥
陀

さ
ま
が
、
お
念
仏
を
申
せ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
申
せ
ば
よ
い
。
そ

れ
を
意
義
は
ど
う
の
、
形
式
は
ど
う
の
な
ど
と
言
う
の
は
、
ま
っ
た
く
必
要
の

な
い
こ
と
だ
]
と
い
う
の
で
す

。

街
の
古
店
に
行
き
ま
す
と
、
お
念
仏
に
関
係

す
る
本
が
何
冊
も
並
ん
で
お
り
ま
す
。
著
者
は
み
ん
な
物
の
逆
理
も
分
り
、
仏

追
を
修
め
る
志
も
あ
る
方
々
な
の
で
し
ょ
う
が
、
上
人
に
言
わ
せ
る
と
「
理
屈

が
多
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す

。

「
さ
い
は
ん
口
に
て
」
と
い
う
の
は
「
さ
、

言
わ
ん
口
に
て
」
と
い
う
こ
と
で

「
そ
の
よ
う
に
と
や
か
く
言
う
口
が
あ
る
な
ら
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

。

「
そ

れ
な
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
を
一
遍
で
も
十
遍
で
も
申
し
な
さ
い
j
と
い
う
の
で
す

が
、
本
当
に
上
人
に
傍
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す。
真
実
の

信
仰
と
は
、
こ
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
が
、
な
か
な
か
そ
う
成
り
切
れ
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
理
屈
を
言
う
の
で
し
ょ
う
が
、
自
分
を
含
め
、
つ
く
づ
く
頑
強

な
凡
夫
と
思
わ
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん

。

人
間
と
い
う
も
の
は
、
救
わ
れ
難
い

も
の
で
す
。

昇
亜
細
亜
大
学
名

誉教
授

Commentary 
This story makes me feel as if Honen Shon.in were teaching close by. He said that 

we should say the nembutsu because Buddha told us to do so and that it was not 
at all necessary to argue about its mea血gs or forms this way and that. When you 
go to a bookstore in a town, you will 11nd a number of books about the nembutsu 
ranged on the shelves. Their authors w山 be reasonable enough to know what's 
what and have 紅ms to pw-sue the way of Buddha, but Honen would probably say 
that there are "many reasons" in them. 
The phrase "saiwankuchinite" iJ1 the origiJ1al text quoted above will be analyzed as 

,'sa-iw皿kuchi-nite"(glossed as "so-say-mouth-by" in English), which is translated 
into the modem Japanese "sono yo11i Loya kaku iu kuchi ga aru nara". In English it 
literally means "if you have a mouth by which you say this and that in such a way" 
Honen said,'、If so, you should say Na111 Amida Buしsu even once or ten 血es instead" 
This sounds like he really tells us so right beside us. lf we had true religious beliefs, 
we could utter it just as Honen instructed us, but we cannot follow his teaching so 
faithfully. That might be why we are a,ｷguing this a11d that about the nembutsu. We 
really cannot help feeling from しhe bottoms of our hearts that humans, including 
myself, are true mediocrities. That is, humans are difficult to save 

英訳 河西良治 中央大学文学部教授
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現代に生きる法然上人

' 
阿
満

法
然
上
人
の
教
え
は
、
た
だ
念
仏
せ
よ
、
と
い
う
極
め
て
簡
単
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す

。
た
だ
念

仏
せ
よ
。

ひ
た
す
ら
念
仏
せ
よ。

そ
の
ほ
か
、
何
も
お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
の
で
す

。

し
か
し
そ
の
「
た

だ
念
仏
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
が
自
分
の
身
に
付
い
て
、
生
き
る
上
で
の
力
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
簡
単
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
た
だ
念
仏
せ
よ
」
「
た
だ
念
仏
せ
よ
」
、
な
ぜ
た
だ
念
仏
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
根
本
が
わ
か
ら
な
い

と
、
お
念
仏
は
上
っ
面
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
か
、
お
念
仏
を
し
て
も
力
に
な
ら
な
い
の
で
す

。

そ
う
い
う
こ
と
を
法
然
上
人
は
初
め
か
ら
お
わ
か
り
に
な
っ
て
い
て
、
念
仏
の
意
味
が
わ
か
る
た
め
に

は
、
ま
ず
我
が
身
の
程
を
知
り
な
さ
い
。

自
分
が
ど
う
い
う
人
間
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
、
自

分
の
あ
り
方
に
納
得
す
れ
ば
、
お
念
仏
は
自
然
に
わ
か
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
説
い
て
お
ら
れ
た
と
思

い
ま
す
。

で
す
か
ら

、

問
題
は

、

そ
の
我
が
身
の
程
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
す

。

と
こ
ろ
が
我
々
、
特
に
現
代
人

は
、
我
が
身
の
こ
と
を
追
求
す
る
の
は
一
番
苦
手
な
仕
事
で
す。
法
然
上
人
が
私
ど
も
に
我
が
身
の
程
を

知
れ
と
お
っ
し
ゃ
つ
て
く
だ
さ
っ
た
中
身
が
、

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か。
そ
れ
を
し
ば
ら
く
梶
村
先

生
に
お
伺
い
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
考
え
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
先
生
、
い
か
が

で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か。

梶
村

阿
満
先
生
と
の
対
談
の
機
会
を
得
ま
し
て
非
常
に
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す

。

最
初
か
ら
私
事
を
申
し
上
げ
て
誠
に
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
は
大
正
十
四
年
(

-九
二
五
）
生
ま

れ
で
、
今
年
九
十
歳
で
す
。

残
り
も
も
う
わ
ず
か
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
ご
ろ
、
救
い
と
は
何
か
と

言

っ
て
い
て
も
間
に
合
い
ま
せ
ん
。

今
日
は
お
耳
の
痛
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
率
直

5
 



に
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す

。

宗
教
と
い
う
の
は
、
結
局
、
私
事
に
始
ま
っ
て
、
私
事
に
終
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

岸
本

英
夫
先
生
が
「
宗
教
学
j
と
い
う
教
科
世
を
瞥
か
れ
ま
し
た

。

そ
の
中
で
宗
教
の
領
域
を
四
つ
に
分
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

。

大
き
く
分
け
て
‘

―
つ
は
主
観
的
立

場
、
一
っ
は
客
観
的
立
場
で
す

。

主
観
的
な
立
場
と
は
何
か
と
言
う
と
、
今
日
私
が
申
し
上
げ
る
信
仰
に

つ
い
て
の
こ
と
。

例
え
ば
法
然
上
人
は
ど
う
い
う
人
だ
っ
た
の
か
、
親
鸞
聖
人
は
ど
う
い
う
人
で
、
私
は

こ
う
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
れ
は
主
観
が
混
じ
り
ま
す

。

ま
た
宗
教
と
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
、
難
し
く
言
え
ば
宗
教
哲
学
的
な
考
え
方
、
こ
れ
も
主
観
で
す。
こ
の
二
つ
の

こ
と
が
主
観
的
立
場
で
す
。

つ
は
客
観
で
す
。

も
う

そ
れ
は
お
釈
迦
様
が
い
つ
生
ま
れ
た
と
か
、

梶村昇（かじむらのほる）
亜細亜大学名誉教授

主な著書

「法然上人とお弟子たち乱世を生きる同信の世界J

（浄土宗浄土選書 1998)

「法然の言葉だった「善人なをもて往生をとぐいは
んや悪人をや」 J (大東出版社 1999)

「法然上人をめぐる関東武者 3 津戸三郎為守J

（東方出版 2000)

「聖光と良忠浄土宗三代の物語」
（浄土宗浄土選書 2008)

「法然上人伝』

（大東出版社 2013)

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
い
つ
生

6
 



現代に生きる法然上人

そ
れ
に
石
屋
さ
ん
が
何
も
古
か
な
い
の
は
お

ま
れ
た
と
か
、
仏
教
の
歴
史
は
ど
う
だ
と
か
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
を
混
じ
え
よ
う
と
し
て
も
混
じ
え
ら

れ
ま
せ
ん

。

ま
た
、
仏
教
と
か
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
比
較
研
究
し
て
い
こ
う
と
い
う
宗
教
学
が

あ
り
ま
す

。

こ
の
二
つ
は
客
観
的
で
す
。

例
え
ば
、
こ
の
増
上
寺
は
浄
土
宗
で
す

。

浄
土
宗
で
は
浄
土
が
あ
る
と
説
き
ま
す

。

浄
土
が
あ
る
と
い

う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か

。

浄
土
は
西
の
方
十
万
億
土
の
彼
方
に
あ
る
。

実
在
し
て
い
る
と
説

き
ま
す

。

あ
る
い
は
皆
さ
ん
方
の
中
に
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
る
と
か
、
色
々
な
浄
土
の
言
い
方
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
浄
土
が
西
の
方
、
十
万
低
土
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
じ
ら
れ
ま
す
か

。

私
は
今
、
そ
う

思
っ
て
い
な
い
の
で
す

。

イ
メ

ー

ジ
と
し
て
も
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い

。

自
分
が
信
じ
て
い
な
い
こ
と

を
、
法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
人
々
に
説
く
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
ど
う
な
る
か

。

日
本
人
は
死
ん
だ
ら
、
土
に
帰
る
と
よ
く

言
い
ま
す

。

私
は
土
に
帰

る
と
思
い
ま
す

。

法
然
上
人
が
帰
依
さ
れ
た
中
国
の
善
尊
大
師
と
い
う
方
に
は
、
「
仏
に
従
い
、
従
容
と

し
て
自
然
に
帰
す
。

自
然
は
即
ち
是
弥
陀
の
国
な
り
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

仏
の
教
え
に
従
っ
て
生
き
、
最
後
は
自
然
に
帰
る

。

そ
も
そ
も
善
祁
さ
ん
は
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
の
方
、

型
徳
太
子
よ
り
少
し
古
い
方
で
す

。

そ
の
方
が
自
然
と
言
っ
て
も
、
今
私
た
ち
の
考
え
て
い
る
天
地
万
物

の
自
然
で
は
な
く
て
、
計
ら
い
を
こ
え
た
も
の
を
自
然
と
思
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す

。

そ
の
善
導
さ
ん
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
人
の
計
ら
い
を
越
え
た
も
の
、
そ
れ
が
即
ち
弥
陀
の
国
な
り

。

阿

弥
陀
様
の
国
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る

。

私
は
先
日
、
お
墓
を
つ
く
り
ま
し
た
。

墓
碑
を
つ
く
り
、

7
 



か
し
い
と
い
う
の
で
、
「
自
然
に
帰
る
」
と
書
き
ま
し
た
。

私
は
、
最
後
は
土
に
帰
る
と
思
っ
た

。

今
も

そ
う
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
自
然
こ
そ
阿
弥
陀
様
の
国
だ
と
思
っ
て
い
ま
す

。

私
は
法
然
上
人
が
大
好
き
で
す

。

法
然
上
人
の
お
言
葉
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
生
き
て
き
た
よ
う
な
気
さ

え
い
た
し
ま
す

。
「方
丈
記
j
は
法
然
さ
ん
と
全
く
同
時
代
で
す

。

あ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
あ
の
頃
は
明

日
を
も
知
れ
な
い
日
々
で
す
。

法
然
上
人
も
多
分
そ
う
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

。

で
す
か
ら
浄
土
と
い

う
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す

。

し
か
し
今
私
た
ち
は
、
明
日
を
も
知
れ
な
い
日
々
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

明
日
も
生
き
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す

。

だ
か
ら
時
代
に
対
す
る
感
覚
、
時
代
か
ら
受
け
る
感
覚
は
、
だ
い
ぶ
違
う
と
思
い
ま
す

。

宗
教
は
必
ず
時
代
の
影
響
を
受
け
ま
す
。

あ
の
頃
の
時
代
の
影
評
と
今
日
の
時
代
の
影
評
と
同
じ
よ
う
に

思
っ
て
い
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

お
そ
ら
く
法
然
上
人
は
笑
わ
れ
る
と
思
い
ま
す

。

皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
安
岡
正
篤
さ
ん
が
、
昭
和
五
十
年
二
月
に
喜
寿
の
お
祝
い
を
や
っ
て
い
る

。

そ

の
二
週
間
後
に
奥
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
い
る

。

そ
れ
か
ら
昭
和
五
十
八
年
に
八
十
六
歳
で
安
岡
先
生
も

亡
く
な
り
ま
す

。

奥
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
こ
う
い
う
詩
を
詠
ん
で
お
ら
れ
ま
す。

「
朝
起
き
て
、
厨
房
に
声
あ
ら
ず
」
。

台
所
に
行
っ
て
も
誰
も
い
な
い
、
声
が
し
な
い。

「
夜
帰
り
て
寂
莫
と
し
て
ま
た
迎
え
る
な
し
」

。

夜
帰
っ
て
く
る
と
、
誰
も
い
な
い
ん
で
す

。

寂
霙
と
し

て
迎
え
る
人
も
い
な
い
と

。

「
梅
花
す
で
に
散
り
柳
条
乱
る
」。

柳
が
乱
れ
て
い
る

。

「
孤
り
座
し
、
短
槃
対
し
書
を
看
る
」。
一
人
で
ス
タ
ン
ド
の
下
で
本
を
読
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う

。

何

と
も
寂
し
い
詩
で
す
。

こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
あ
、
安
岡
正
篤
と
も
あ
る
人
が
、
や
は
り
人
生
の
寂
し
さ
に

8
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阿満利麿 （あまとしまろ）
明治学院大学名誉教授

主な著編
「法然の衝撃 日本仏教のラデイカル」

（人文●院 1989) 

『仏教と日本人』

（ちくま新書 2007.5) 

「選択本願念仏集一法然の教え』

（角川ソフィア文庫 2007.5) 

『 日本人はなぜ無宗教なのかJ
（ちくま新儡 1996) 

『人はなぜ宗教を必要とするのかJ
（ちくま新書 1999) 

「法然を読む 「選択本願念仏集」講義J
（角 JII学芸出版 1999) 

「行動する仏教ー法然・親鸞の教えを受けつぐJ

（ちくま学芸文庫 2011.8) 

「法然入門J
（ちくま新 2011.8) 

耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
な
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た

。

瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
は
九
十
三
歳
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
前
、

「文
藝
春
秋
j
を
読
ん
で
い
ま
し
た
ら
、
「
私

は
切
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い

。

生
か
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
は
何
を
す
る
べ
き
か

。

私
は
ド
ー

ベ
ル
の
こ
の

言
葉
が
好
き
で
す
。
「世
の
中
は
は
か
な
い
、
虚
し
い
も
の
で
す

。

ど
う
せ
生
き
る
な
ら
、

一
瞬

一
瞬
を
切
実
に
生
き
て
い
v

j。
私
も

一
生
懸
命
に
生
き
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
う
い
う
こ
と
も

言
っ
て
い
ま
す
。

「
私
は
あ
の
世
を
信
じ
て
い
ま
す。

だ
か
ら
死
は
怖
く
な
い

。

や
っ
と
来
た
か
と
あ
の
世
の
人
は
迎
え
て
く
れ
る
と
思
う
。
一
体
誰
に
最
初
に
会
う
の
だ
ろ
う
と
も
考
え

ま
す
」

こ
れ
は

「文
牲
春
秋
」
の
二
0

―
二
年
、
私
は
入
院
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
読
み
ま
し
た

。

寂
聴
さ
ん
、
そ
の
と
き
も
九
十
歳
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

。

元
総
理
大
臣
の
中
凶
根
康
弘
さ
ん
が

, 



書
い
た
本
を
、
こ
の
あ
い
だ
読
み
ま
し
た

。

「
東
大
で
学
ん
で
い
る
と
き
に
、
私
の
母
が
亡
く
な
っ
た。

母
が
亡
く
な
る
と
き
に
息
子
は
東
大
で
試
験

の
真
最
中
だ
か
ら
、
知
ら
せ
る
な
と
言
っ
て
亡
く
な
っ
た

。

私
は
母
が
病
気
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
飛
ん

で
帰
っ
た
。

し
か
し
す
で
に
母
は
い
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
、
今
、
私
は
天
上
の
星
を
見
る
と
、
あ
の
星
の

中
の

―
つ
が
母
だ
と
思
っ
て
い
る
。

絶
対
に
そ
う
信
じ
て
い
る
」
と
杏
い
て
い
ま
す
。

今
、
三
人
の
方
の
ご
紹
介
を
し
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
批
判
が
で
き
る
こ
と
で
は
な
い。

私
は
そ
れ
で
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

宗
教
は
皆
、
千
差
万
別

。

同
じ
に
統

一
し
よ
う
と
し
て
も
無
理
で
す

。

た
だ
人
間

を
超
え
た
大
き
な
力
が
あ
る
。

そ
れ
だ
け
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
何
で
も
人
間
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る

。

そ
う
い
う
政
党
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
間
違

い
で
す
。

人
間
を
超
え
た
大
き
な
力
が
あ
り
ま
す

。

そ
の
証
拠
に
お
互
い
、
明
日
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

五
年
先
に
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
お
互
い
わ

か
り
ま
せ
ん
。

今
日
の
今
あ
る
姿
を
、
予
定
ど
お
り
と
思
え
る
人
は
い
ま
す
か

。

誰
も
い
な
い
と
思
い
ま

す
。

思
わ
ざ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
お
互
い
、
こ
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

。

そ
う
思
う
と
、
人
間
を
超
え
た
大
き
な
力
の
存
在

。

そ
れ
だ
け
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す

。

科
学
的

に
言
っ
て
も
。

今
―
―一
人
の
例
を
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
誰
で
あ
ろ
う
と
か
ま
い
ま
せ
ん
。

法
然
上
人
も
そ
の
と
お

り
だ
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
。

法
然
上
人
の
時
代
は
、
天
変
地
異
が
あ
っ
て
、
明
日
を
も
知

れ
ぬ
命
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
は
そ
う
で
も
な
い。
そ
れ
を
法
然
さ
ん
と
同
じ
こ
と
を
説
く
と
い
う
の
は
、

少
し
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

。

そ
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
、
次
に
、
先
生
の
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す。

JO 
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霊
長
類
学
者
の
河
合
隼
雄
さ
ん
、

阿
満

浄
土
は
大
事
で
は
な
い
か
と
い
う
端
的
な
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

あ
る
い
は
法
然
上
人
の
時
代
に

法
然
上
人
が
説
か
れ
た
こ
と
と
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
拘
っ
て
い
て
い
い
の
か
と
い
う
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。

あ
る
い
は
自
然
に
帰
れ
と
い
う
こ
と
が

一
っ
の
心
の
定
め
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
伺
い
ま
し
た

。

私
は
少
し
意
見
が
違
い
ま
す
が
、
梶
村
先
生
が
こ
う
い
う
ご
心
境
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
と
て
も

椋
い
と
思
い
ま
す

。

そ
れ
は
法
然
上
人
の
教
え
に
祁
か
れ
て
こ
う
い
う
結
論
に
達
せ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す

。

い
ち
じ
ょ
う

「徒
然
草
j
の
中
に
法
然
上
人
の
言
業
が
ご
ざ
い
ま
す
。

「
往
生
は

一
定
と
思
え
ば

一
定

、

不
定
と
思
っ

た
ら
不
定
だ
」。

自
分
が

一
定
だ
と
思
い
切
っ
た
ら
そ
れ
は
決
ま
る
し
、
自
分
で
悩
み
が
あ
っ
て
、
不
定
、

往
生
す
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
間
は
、
往
生
は
定
ま
ら
な
い
と
い
う
言
葉
で
す
。

そ
れ

は
宗
教
は
、
主
観
的
事
実
だ
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す。

そ
れ
は
、
先
ほ
ど
梶
村
先
生
が
、
宗
教
は
主
観
的
事
実
。

だ
か
ら
客
観
的
に
証
明
し
よ
う
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
は
無
茶
な
話
で
す
。

主
観
的
に
自
分
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
納
得
し
て
い
く
の
か
が

一
番
大
事
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

法
然
上
人
が
念
仏
と
い
う
教
え
を
我
々
に
残
さ
れ
た
の
は
、
我
々
の
主
観
が
い
か
に
も
頼
り
な
い
こ
と

を
ご
承
知
で
あ
っ
た
か
ら
で
す

。

冒
頭
に
法
然
上
人
が
「
我
が
身
を
振
り
返
れ
」
と
い
う
こ
と
を
残
さ
れ

た
。

念
仏
の
教
え
と
同
時
に
、
そ
れ
以
上
に
我
が
身
を
振
り
返
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し

て
お
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

自
分
が
ど
う
い
う
人
間
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
私
ど

も
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
納
得
す
る
か
で
す

。

先
日
、
東
京
新
聞
を
読
ん
で
お
り
ま
し
た
ら
、

お
猿
や
チ
ン
パ
ン
ジ
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ー
の
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
方
が
、
な
ぜ
、
あ
な
た
は
霊
長
類
の
研
究
に
乗
り
出
し
た
の
か
と
聞
か
れ
て
、

こ
う
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
や
っ
て
い
ま
す

。

自
分
の
知
人
に
中
国
で
た
く
さ
ん
人
を
殺
し
て
き
た
人
が
い
る
。

た
く
さ
ん
人
を
殺
し
て
き
た
け
れ
ど

も
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
田
舎
に
帰
っ
て
き
た
ら
た
く
さ
ん
の
人
を
殺
し
て
き
た
こ
と
を
こ
ろ
っ
と
忘
れ
て
、

実
に
い
い
お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す。

つ
ま
り
善
悪
の
ス
イ
ッ
チ
が
き
れ
い
に
切
り
替
わ
る

人
が
い
る
。

善
悪
が
変
わ
る
人
間
が
い
る
。

人
間
は

一
体
何
な
の
か
、
と

。

河
合
さ
ん
は
そ
れ
が
動
機
に
な
っ
て
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
、
霊
長
類

の
研
究
に
入
っ
て
い
っ
た
。

最
初
は
、
お
猿
さ
ん
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
世
界
は
縄
張
り
が
あ
っ
て
、
そ
し

て
順
位
に
よ
る
秩
序
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
絶
対
の
事
実
、
否
定
の
し
よ
う
の
な
い
よ
う
な
事
実
と
ず
っ

と
観
察
の
上
で
そ
う
思
っ
て
い
た
。

あ
る
と
き
、
ボ
ノ
ボ
と
か
ゲ
ラ
ダ
ヒ
ヒ
と
い
う
類
人
猿
に
会
う
と
、
彼
ら
は
違
っ
た
グ
ル
ー
プ
と
出
会

っ
て
も
、
絶
対
戦
争
し
な
い
と
言
い
ま
す
。

そ
し
て
、
出
会
っ
た
も
の
同
士
が
仲
良
く
な
っ
て
、
ま
た
牲

ら
し
て
い
く
。

争
い
と
い
う
こ
と
を

一
切
し
な
い
霊
長
類
が
い
る
と
、
い
う
の
で
す
。

片
方
で
は
、
お
互
い
に
縄
張
り
を
争
い
合
っ
て
、
し
か
も
順
位
を
決
め
て

、

支
配
の
体
制
を
決
め
て
い

る
猿
も
い
る
け
れ
ど
も
、
全
く
違
う
類
人
猿
が
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
と
言
い
ま
す

。

と
い
う
こ
と
は
、
人
間
は
争
い
を
し
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
遺
伝
子
と
、
争
い
が
あ
っ
て
初
め
て
生

き
て
い
け
る
追
伝
子
の
両
方
を
受
け
継
い
だ
の
で
は
な
い
か
。

だ
か
ら
自
分
に
と
っ
て
、
猿
や
類
人
猿
を

研
究
す
る
の
は
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
た
い
が
た
め
で
し
た
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す

。

僕
は
、
河
合
さ
ん
の
こ
の
話
を
聞
き
ま
し
た
と
き
に
、
夏
目
漱
石
の「こ
こ
ろ

」
の
中
の
先
生
の
話
を

思
い
出
し
ま
し
た

。
「こ
こ
ろ

」
の
中
の
先
生
は
、
世
の
中
に
は
悪
人
と
い
う
人
は
い
ま
せ
ん
よ
、
悪
人

12 
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善
人
が
突
如
、
悪
人
に
な
る
か

と
い
う
い
か
に
も
鋳
型
に
は
ま
っ
た
よ
う
な
人
間
は
ど
こ
に
も
い
な
い
、

ら
そ
れ
が
恐
ろ
し
い
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

河
合
さ
ん
は
、
た
く
さ
ん
の
人
を
殺
し
て
き
た
、
い
わ
ば
悪
人
中
の
悪
人
が
突
如
、
い
い
お
じ
い
ち
ゃ

ん
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
漱
石
は
、
善
人
が
悪
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た

。

つ
ま
り
、
善

悪
と
も
に
自
由
に
使
い
分
け
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
ど
う
い
う
条
件
が
加
わ
れ
ば
、
人
は
何
を
す
る
か

わ
か
ら
な
い
、
そ
う
い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
、
漱
石
は
鋭
い
考
察
を
進
め
て
い
く
わ
け
で
す

。

漱
石
は
、
自
分
の
心
の
中
を
よ
く
の
ぞ
い
て
み
た
ら
、二
辺
平
行
せ
る
三
角
形
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま

す
。
三
角
は
ち
ゃ
ん
と

三
角
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
自
分
の
中
の
三
角
形
は
平
行
し
て
い
る

。

平
行
し
て

い
る
け
れ
ど
も
、
自
分
で
は
そ
れ
が
三
角
形
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。

こ
う
い
う
こ
と
を

言
っ
て
、
人
は
皆
、
不
可
解
な
自
己
を
持
っ

て
生
き
て
い
る

。

そ
の
不
可
解
な
白
己

は
、
し
か
も
ど
う
い
う
ふ
う
に
活
動
す
る
か
わ
か
ら
な
い

。

そ
れ
は
人
間
に
と

っ
て

一
番
の
問
題
な
の
だ

と

言
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
僕
は
、
法
然
上
人
が
問
題
に
さ
れ
た
凡
夫
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
煩
悩
具
足
の
凡
夫
は
そ
う
い
う
、

人
間
の
あ
り
方
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ

っ

て
い
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す

。

そ
れ
で
私
は
、
そ
う
い
う
煩

悩
具
足
の
人
間
、
他
人
で
は
な
く
、
自
分
が
そ
う
い
う
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ

て
き
た
と
き
に
、
初
め
て
念
仏
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
わ
かっ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す

。

先
ほ
ど
の
梶
村
先
生
が
「
浄
土
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
た
の
に
合
わ
せ
て
、
少
し
私
の

了
解
を
申
し
上
げ
て
皆
様
の
ご
批
評
を
仰
ぎ
た
い
と
思
い
ま
す。

私
は
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
様
は
、
仏
像
の
形
で
存
在
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
西
方
浄

土

に
お
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

私
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
う
と
き
に
だ
け
私
の
中
に
存
在
す
る
、
そ
う
い
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う
仏
様
だ
と
あ
る
と
き
か
ら
了
解
し
ま
し
た
。

阿
弥
陀
仏
を
自
分
の
外
に
立
て
て
、
そ
の
外
に
立
て
た
阿
弥
陀
仏
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
限
り
は
法
然

の
仏
教
、
あ
る
い
は
仏
教
の
本
質
は
我
々
と
は
無
縁
だ
と
思
い
ま
す。
自
分
が
念
仏
を
す
る
と
き
に
、
阿

弥
陀
仏
が
私
の
中
で
働
い
て
く
れ
る
。

つ
ま
り
阿
弥
陀
は
念
仏
に
な
っ
て
い
る

。

名
前
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
以
外
、
ど
こ
に
も
阿
弥
陀
様
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん

。

阿
弥
陀
仏
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

自
分
は
、
名
前
に

な
っ
て
い
る
ん
だ
。

と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
そ
の
名
前
を
唱
え
た
と
き
に
、
私
の
中
に
阿
弥
陀
が
働
く。

私
が
念
仏
を
し
な
か
っ
た
ら
、
阿
弥
陀
仏
は
ど
こ
に
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん。
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
は

大
き
な
念
仏
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
の
内
容
に
な
っ
た
わ
け
で
す

。

そ
う
な
る
と
、
お
浄
土
は

一
体
、
何
な
の
か
。

私
は
お
浄
土
は
、
人
間
の
悲
願
、
浄
土
は
浄
め
ら
れ
た

土
と
由
い
て
あ
り
ま
す
。

人
間
の
願
い
。

こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ぐ
ら
い
、
色
々
な
願
い
が
あ
り
ま

す
。

そ
の
悲
願
が
最
も
消
め
ら
れ
た
形
を
取
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
浄
土
を
受
け
止
め
て
も
い
い
と
も
思

っ
て
お
り
ま
す

。

で
も
、
私
に
と
っ
て
は
、
浄
土
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
梶
村
先
生
と
は
違
っ
た
意
味
で
し
ょ
う
が
、
余

り
大
し
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
が
念
仏
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
。

自
分
が
念
仏
を
し
た
ら
、

念
仏
が
私
に
力
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
れ
を
ず
っ
と
実
感
し
て
き
ま
し
た

。

念
仏
が
な
か
っ
た
ら
、
私
は
生
き
て
い
け
な
い
。

つ
ま
り
念
仏
は
私
と
真
実
の
世
界
と
つ
な
い
で
く
れ

る
唯

一
の
方
法
で
す
。

そ
う
い
う
点
で
、
私
に
と
っ
て
は
、
死
ね
ば
土
に
帰
る
か
ど
う
か
。

そ
う
い
う
こ

と
は
別
に
し
て
、
私
は
念
仏
と
と
も
に
、
念
仏
の
中
に
死
ん
で
い
く

。

だ
か
ら
、
私
は
念
仏
を
し
て
死
ん

で
い
く
の
で
し
ょ
う
。
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現代に生きる法然上人

念
仏
に
よ
っ
て
帰
っ
て
い
く
と
こ
ろ
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
心
配
し
な
く
て
い
い
の
で
す

。

念
仏
を
す

る
こ
と
が
仏
道
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
す
る
た
め
に
肉
体
が
消
滅
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
こ
か
ら
先
の
こ
と
は

考
え
る
必
要
は
な
い

。

た
だ
お
念
仏
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
全
て
で
す。

そ
う
い
う
こ
と
を
先
生
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
感
じ
ま
し
た

。

先
生
は
、
瀬
戸
内
さ
ん
の
お
話
を
な
さ
い
ま
し
た

。

人
の
世
を
超
え
た
大
き
な
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
先
生
は
確
か
な
こ
と
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

私
も
そ
う
思
い
ま
す
が
、
私
の
言
葉
で
言
わ

せ
て
い
た
だ
く
と
、
人
間
に
は
大
き
な
物
語
が
必
要
で
す。

大
き
な
物
語
が
な
い
と
、
我
々
は
生
き
て
い

け
な
い
。

大
き
な
物
語
は
、
科
学
的
に
証
明
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
関
係
な
い
の
で
す。

つ
ま
り
僕
た

ち
の
日
常
は
、
小
さ
な
物
語
を
や
り
取
り
し
て
生
き
て
い
ま
す

。

色
々
な
物
語
を
つ
く
っ
て
、
自
分
が
納

得
で
き
る
よ
う
に
し
て
人
生
を
や
り
取
り
し
て
生
き
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
人
生
に
破
綻
が
生
じ
る

。

そ
の
破
綻
が
生
じ
た
と
き
に
、
そ
の
破
綻
を
も
う

一
度
蘇
ら
せ
て

く
れ
る
よ
う
な
大
き
な
物
語
が
必
要
で
す
。

で
す
か
ら
、
自
然
に
帰
る
と
い
う
の
も
大
き
な
物
語
の
切
れ

っ
端
み
た
い
な
も
の
で
す

。

自
然
に
帰
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う

。

そ
う
い
う
大
き
な
物
語
の
中
で
阿
弥
陀
仏
の
物
語
は
、
本
当
に
よ
く
で
き
て
い
ま
す

。

大
き
な
物
語
な

し
に
は
生
き
て
い
け
な
い
の
が
人
間
で
す
が
、
ど
う
い
う
大
き
な
物
語
を
選
択
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
大

事
な
こ
と
で
す

。

ど
う
い
う
大
き
な
物
語
を
選
択
す
る
か
に
よ
っ
て
生
き
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す

。

で
す
か
ら
僕
は
、
阿
弥
陀
仏
の
物
語
と
い
う
大
き
な
物
語
と
今
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
自
分
が
出
会
う
こ

と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
つ
づ
く
）
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会いたい人

日
本
舞
踊
宗
家
藤
問
流
八
世
宗
家
。
舞
踊
家
と
し

て
、
振
付
師
と
し
て
、
十
代
の
終
り
ご
ろ
か
ら
既
に

名
が
高
か
っ
た
が
、
最
近
も
そ
の
振
付
で
踊
る
市
川

海
老
蔵

一
門
の
九
園
次
さ
ん
か
ら

「
勘
十
郎
さ
ん
は
い
と
も
簡
単
に
安
々
と
踊
っ
て
み

せ
て
く
れ
る
ん
で
す
が
、
い
ざ
こ
ち
ら
が
そ
れ
で
踊

ろ
う
と
す
る
と
、
手
も
足
も
出
な
い
有
様
で
、
天
才

と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
」

と
聞
い
て
い
る
。

私
が
つ
く
づ
く
勘
十
郎
さ
ん
の
天
賦
の
オ
を
実
感

し
た
の
は
、
平
成
二
十
六
年
十

一
月
、
明
治
座
の
舞

踊
公
演
で
観
た
『
阿
古
屋
』
だ
っ
た

。

歌
舞
伎
で
は
往
年
の
六
代
目
中
村
歌
右
衛
門
、
現

今
で
は
坂
東
玉
三
郎
以
外
に
演
じ
る
者
が
い
な
い

。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
傾
城
阿
古
屋
が
情
人
平
景
消
の

行
方
を
追
究
さ
れ
、
琴
責
め
（
琴
•
三
味
線
・
胡
弓

の
三
曲
）
の
拷
問
を
受
け
る
が
、
そ
の
演

奏
に
少
し

の
乱
れ
も
な
い
こ
と
か
ら
無
実
が
証
明
さ
れ
る
…
…

つ
ま
り
そ
の
演
奏
は
生
半
可
な
出
来
で
は
決
し
て
通

用
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ

。

生
前
の
歌
右
衛
門
が

「三
曲
を
勉
強
し
て
ち
ゃ
ん
と
弾
け
る
よ
う
に
し
て

き
た
ら
、
（
門
閥
以
外
の
）
ど
ん
な
人
に
で
も
あ
た

し
は
阿
古
屋
を
教
え
ち
ゃ
う
け
ど
ね
」

と
語
る
の
を
じ
か
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

。

い
っ

た
い
今
の
若
手
は
何
を
し
て
い
る
の
か
、
あ
ん
な
華

だ

麗
な
女
方
の
演
し
物
は
滅
多
に
な
い
の
に
、
と
、
も

ど
か
し
い
思
い
が
し
た

。

そ
れ
を
三
十
代
半
ば
の
舞
踊
家
が
、
三
曲
を
立
派

に
こ
な
し
、
し
か
も
清
元
、
長
唄
を
ア
レ
ン
ジ
し
て

自
ら
の
創
作
舞
踊
と
し
て
素
敵
な
成
果
を
見
せ
た
の

に
は
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
た

。

勘
十
郎
さ
ん
が
言
う

。

「
子供
の
こ
ろ
大
成
駒
（
歌
右
衛
門
）
の
阿
古
屋
を

見
て
す
ご
い
感
銘
を
受
け
て
、
ず
っ
と
や
り
た
か
っ

た
ん
で
、
中
学
の
こ
ろ
か
ら
三
味
線
を
習
い
始
め
て
、

同
時
に
学
校
の
箪
曲
部
に
入
っ
て
お
琴
も
始
め
た
ん

で
す
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
で
き
な
く
て
ね

。

僕
が
十
代
の
こ
ろ
、
玉
三
郎
さ
ん
が
阿
古
屋
を
初

役
で
な
さ
っ
て
、
将
来
い
つ
か
き
っ
と
僕
も
阿
古屋
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「 阿古屋J では琴 、 三味線 、
胡弓の琴賣めに遭うが、 それ
を見事にこなす勘十郎さん。
平成26年11 月明治座。

写頁提供 ： 明治座
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会いたい人

' 
を
演
じ
た
い
、
と
楽
屋
で
話
し
て
盛
り
上
が
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
胡
弓
は
勘
十
郎
製
名
の
と
き
で

す
か
ら
‘
二
十
二
歳
の
と
き
か
ら
で
す
ね

。

川
瀬
白

秋
先
生
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
兵
剣
に
通
っ

た
ほ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、
胡
弓
を
い
つ
も
身
近

に
骰
い
て
、
寝
こ
ろ
ん
だ
り
、
本
読
ん
だ
り
し
な
が

ら
ず
っ
と
触
っ
て
ま
し
た

。

ち
ょ
う
ど
手
品
師
が
い

つ
で
も
ト
ラ
ン
プ
を
弄
ん
で
る
み
た
い
に
し
て

。

琴
は
、
大
阪
の
稽
古
場
に
あ
っ
て
‘
行
け
ば
触
る

よ
う
に
し
て
ま
す
が
、
こ
れ
が

一
番
大
変
で
す
ね
」

歌
舞
伎
の
遊
君
阿
古
屋
は
、

一
番
重
い
塁
や
衣
裳

-
"
＂uお
び

を
つ
け
た
上
に
、
大
き
な
俎
帯
が
前
に
来
て
演
奏
の

邪
腐
に
な
る
。
そ
こ
を
も
の
と
も
せ
ず
に
み
ご
と
な

三
曲
を
披
露
す
る
の
が
大
き
な
見
せ
場
に
な
っ
て
い

る
。衣

裳
を
つ
け
な
い
素
踊
り
を
本
領
と
す
る
勘
十
郎

さ
ん
の
阿
古
屋
は
ど
ん
な
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
観
た

っ
2
"

が
、
金
襴
の
福
を
手
に
し
た
り
、
ち
ょ
っ
と
肩
に
掛

け
た
り
す
る
だ
け
の
簡
素
で
象
徴
的
な
舞
台
が
美
し

か
っ
た
。

だ
の
う
ら
か
ぷ
乞
ぐ
ん
き

「も
と
も
と
人
形
浄
瑠
璃
の
『
壇
浦
兜
軍
記
』
か
ら

歌
舞
伎
に
来
た
演
目
で
す
け
ど
、
す
ご
く
舞
踊
的
要

素
が
あ
る
ん
で
す

。

で
も
、
義
太
夫
で
や
る
と
歌
舞

伎
と
同
じ
こ
と
に
な
る
ん
で
‘
泊
元
で
語
り
と
踊
り

の
部
分
を
、
長
唄
で
三
曲
の
部
分
を
、
と
い
う
ふ
う

に
作
り
変
え
ま
し
た
。

最
初
は
昨
年
六
月
に
大
阪
の
主
催
公
演
で
踊
り
ま

し
た
け
ど
、
す
ぐ
に
再
演
し
た
く
な
っ
て
、
十

一
月

の
明
治
座
の
会
の
話
が
あ
っ
た
と
き
に
即
決
し
ま
し

た
。

舞
踊
会
で
は
こ
れ

一
番
だ
け
踊
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
ん
で
、
や
め
と
き
ゃ
よ
か
っ
た
と
思
う
く
ら
い
大

変
な
ん
で
す
け
ど
、
終
る
と
ま
た
や
り
た
く
な
る
‘

不
思
議
な
魅
力
の
あ
る
演
目
な
ん
で
す
ね
」

り
ょ
う

勘
十
郎
さ
ん
（
本
名
•
藤
間
良
）
は
昭
和
五
十
五

年
三
月
生
ま
れ

。

父
は
観
世
流
能
楽
師
梅
若
玄
祥

（
五
十
六
世
梅
若
六
郎
）
、
母
は三
世
藤
問
勘
祖
（
七

こ
う
こ

世
藤
間
勘
十
郎
、
藤
問
高
子
）

。

母
方
の
祖
父
母
は

六
世
藤
間
勘
十
郎

（
二世
藤
問
勘
祖
）
と
藤
問
紫

。

昭
和
五
卜
八
年
「七
世
宗
家
継
承
の
会
」

で
、
藤
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り
ょ
う

間
凌
を
名
乗
っ
て
『
雨
の
五
郎
』
を
踊
っ
た
の
が
初

舞
台
だ
っ
た
。

昭
和
六
十

一
年

一
月
か
ら
の
N
H
K

大
河
ド
ラ
マ

『
独
眼
竜
政
宗
』
で
、
政
宗
（
渡
辺
謙
）
の
幼
少
期
、

梵
天
丸
を
演
じ
た
名
子
役
「
藤
問
遼
太
」
の
名
は
、

私
の
記
協
に
鮮
烈
に
残
っ
て
い
る
。

当
時
五
十
％
近
い
照
異
的
な
高
視
聴
率
を
記
録
し

た
だ
け
あ
っ
て
‘
配
役
を
調
べ
て
み
る
と
す
ご
い
顔

ぶ
れ
が
並
ぶ
。
政
宗
の
両
親
、
輝
宗
が
北
大
路
欣
也
、

お
東
の
方
が
岩
下
志
麻
。
羽
柴
秀
吉
が
勝
新
太
郎
、

ね
ね
が
八
千
草
煎
、
石
田
三
成
が
奥
田
瑛
二
、
徳
川

家
康
が
津
川
雅
彦
と
、
み
ん
な
主
役
級
だ
。

「
自
分
の
中
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
記
憶
と
な
っ
て
残

っ
て
い
ま
す
。
で
も
病
み
つ
き
に
な
っ
て
、
俳
優
に

な
り
た
い
な
ん
て
こ
と
は
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
高

校
に
入
っ
て
、
席
順
で
僕
の
後
ろ
に
座
っ
た
子
が
そ

の
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
落
ち
た
子
で
（
笑
）
、
の
ち

に
親
友
に
な
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
話
に
な
っ
た
ら

す
ご
く
不
機
嫌
に
な
っ
た
か
ら
ど
う
し
た
の
か
と
思

っ
た
ら
、
い
い
と
こ
ま
で
行
っ
た
の
に
落
ち
て
、
気

が
つ
い
た
ら
お
前
が
出
て
た
、
と
い
う
ん
で
す
け
ど
、

僕
は
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
受
け
た
党
え
が
な
く
て
‘

そ
の
経
緯
は
今
で
も
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

渡
辺
謙
さ
ん
は
あ
れ
が
大
き
く
当
っ
て
売
り
出
し

た
よ
う
な
方
で
す
か
ら
ね
、
少
年
時
代
を
つ
と
め
た

僕
の
こ
と
を
憶
え
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
、
あ
る
パ
ー

テ
ィ
ー
で
お
会
い
し
た
と
き
‘
梵
天
丸
の
藤
間
で
す
‘

と

言
っ
た
ら
、
あ
ー
っ
＂
＂
大
き
く
な
っ
た
ね
ぇ
、

っ
て
（
笑
）
。
嬉
し
か
っ
た
で
す
」

ほ
う
そ
う

梵
天
丸
は
小
さ
い
こ
ろ
疱
桁
（
天
然
痘
）
を
患
い
、

そ
の
毒
が
右
眼
に
入
っ
て
酷
い
痕
跡
を
と
ど
め
て
い

る
。あ

る
日
、
守
役
の
片
倉
小
十
郎
の
妻
喜
多
（
竹
下

景
子
）
と
不
動
明
王
の
像
の
前
に
立
っ
て
、
そ
の
憤

怒
の
形
相
を
見
て
驚
き
、
自
分
の
顔
と
重
ね
合
せ
て
、

こ
れ
は
「
化
け
物
か
？
」
と
喜
多
に
訊
ね
る
。

「
い
え
、
恐
ろ
し
い
お
顔
は
悪
を
こ
ら
し
め
る
た
め
。

外
観
と
異
り
、
お
心
は
お
慈
悲
深
い
の
で
す
」

「
…
…
梵
天
丸
も
か
く
あ
り
た
い
」

こ
の
せ
り
ふ
は
当
時

一
世
を
風
靡
し
た
。
こ
の
場

20 



会いたい人

' 
面
を
単
行
本
『
独
眼
竜
政
宗
』
の
写
真
で
見
て
み
た

ら
、
不
動
明
王
を
ヒ
タ
と
見
詰
め
る
利
発
そ
う
な
片

方
の
眼
と
、
半
開
き
の
口
許
が
、
半
世
紀
以
前
、
天

才
子
役
と
謳
わ
れ
た
勘
九
郎
坊
や
(
+
八
代
目
勘
三

郎
）
に
ち
ょ
っ
と
似
て
い
た

。

「
そ
の
後
、
自
分
で
自
分
の
右
眼
を
刀
で
刺
す
と
こ

ろ
ま
で
が
僕
の
出
番
で
し
た

。

短
い
出
番
の
割
に
は

強
烈
な
印
象
だ
っ
た
ら
し
く
て
、
今
で
も
た
ま
に
お

っ
し
ゃ
る
方
に
出
会
い
ま
す
」

勘
十
郎
さ
ん
は
振
付
師
と
い
う
仕
事
に
誇
り
を
持

ち
‘
「楽
し
い
職
業
だ
と
思
う
」
と

言
う

。

「
母
も
僕
も
自
分
で
踊
る
こ
と
よ
り
振
付
の
ほ
う
が

好
き
で
す
ね

。

母
の
時
代
は
先
代
の
中
村
屋
(
+
七

代
目
勘
三
郎
）
、
歌
右
衛
門
‘
梅
幸
さ
ん
と
い
う
卸
々

た
る
名
似
が
い
ら
し
た
こ
ろ
で
、
僕
が
振
付
師
に
な

っ
た
と
き
の
ト
ッ
プ
は
、
京
屋
（
雀
右
衛
門
）
、
天

王
寺
屋
（
富
十
郎
）
、
山
城
屋
（
坂
田
藤
十
郎
）
、
神

谷
町
（
芝
翫
）
と
か
‘
み
ん
な
年
齢
的
に
も
大
先
輩

ば
か
り
で
し
た
。

振
付
師
の
楽
し
み
は
、
自
分
で
考
え
た
振
り
を
、

そ
う
い
う
名
俊
た
ち
が
演
じ
て
く
だ
さ
る
と
、
自
分

の
期
待
以
上
に
パ
ー
ツ
と
盛
り
上
が
っ
て
お
客
様
が

大
喜
び
し
て
く
だ
さ
る

。

こ
れ
は
作
り
手
に
し
か
わ

か
ら
な
い
充
足
感
で
し
ょ
う
か

。

考
え
が
ド
ン
ピ
シ

ャ
と
当
る
と
ね
、
そ
れ
み
た
こ
と
か
（
笑
）
っ
て
い

う
優
越
感

。

こ
れ
が
振
付
師
の
醍
醐
味
で
し
ょ
う
」

ず
っ
と
以
前
、
歌
舞
伎
座
の
舞
台
稽
古
を
見
に
行

っ
た
と
き
、
最
前
列
中
央
の
席
に
陣
取
っ
た
勘
十
郎

さ
ん
の
母
上
が
ま
だ
お
若
い
の
に
扇
子
を
小
脇
に
構

え
て
歌
右
衛
門
や
富
十
郎
に
あ
れ
こ
れ
指
示
し
て
い

る
の
を
見
て
‘
ち
ょ
っ
と
照
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

。

「偉
そ
う
に
見
え
ま
し
た
か
？
小
娘
が

（
笑
）
。

皆
さ
ん
誤
解
な
さ
っ
て
ま
す
が
、
歌
舞
伎
舞
踊
の

型
、
い
わ
ゆ
る
振
付
は
役
者
の
家
に
残
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
踊
り
の
家
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
も
の
な
ん
で
す

。

そ
れ
で
た
と
え
ば
今
度
歌
舞

伎
座
で
『
隅
田
川
』
を
勘
十
郎
家
の
振
付
で
踊
る
と

い
う
こ
と
が
決
ま
る
と
、
偉
い
方
も
う
ち
に
お
稽
古

に
み
え
て
、
お
さ
ら
い
を
し
た
り
、
ま
た
そ
の
と
き
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の
情
況
で
振
り
を
考
え
て
申
し
合
わ
せ
を
す
る
わ
け

で
す

。
新
作
と
か
、
古
い
も
の
を
復
活
す
る
と
き
は
振
付

師
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
、
ま
ず
役
者
さ
ん
の
前
で

「振
り
見
せ
」
と
い
う
の
を
行
い
ま
す

。

祖
父
は
、
最
初
は
昔
の
六
代
目
梅
幸
さ
ん
の
お
弟

子
で
、
尾
上
梅
雄
と
い
う
役
者
で
し
た
が
、
名
優
六

代
目
菊
五
郎
に
オ
能
を
見
込
ま
れ
て
藤
間
宗
家
に
接

子
に
入
っ
た
人
で
、
こ
の
六
代
目
さ
ん
が
祖
父
を
立

派
に
育
て
て
く
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す。

振
り
見
せ
の
と
き
に
な
る
と
、
六
代
目
菊
五
郎
は
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会いたい人

ど
ん
な
作
品
を
作
る
ん
だ
、
っ
て
十
五
代
目
羽
左
衛

門
と
か
そ
の
こ
ろ
の
偉
い
役
者
さ
ん
が
み
ん
な
見
に

来
る
。
六
代
目
さ
ん
の
代
わ
り
に
祖
父
が
真
剣
に
踊

っ
て
汗
か
く
と
、
お
前
が
踊
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
ら
汗

か
く
な
、
っ
て
。
涼
し
い
顔
で
踊
る
と
、
そ
ん
な
く

た
び
れ
な
い
踊
り
は
俺
は
踊
り
た
＜
ね
ぇ
‘
っ
て
六

代
目
さ
ん
が
（
笑
）。

ま
さ
か
ど
た
き
や
し
ゃ

そ
れ
で
『
将
門
』
で
、
滝
夜
叉
が
六
代
目
梅

幸
‘

光
図
が
か
の
美
男
で
有
名
な
十
五
代
目
羽
左
衛
門
と

い
う
、
人
気
役
者
の
競
演
な
の
に
、
さ
っ
ば
り
客
に

受
け
な
い

。

お
め
え
の
振
り
が
悪
い
か
ら
だ
‘
っ
て

祖
父
が
叱
ら
れ
て
‘
受
け
る
振
り
を
今
す
ぐ
こ
こ
で

考
え
ろ
‘
で
き
な
い
ん
な
ら
死
ん
じ
ま
え
、
っ
て

（
笑
）
。

そ
れ
で
十
五
代
目
さ
ん
に
は
両
手
を
胸
の
あ

た
り
で
振
る
癖
が
あ
っ
た
ら
し
く
て
、
そ
れ
を
踊
り

に
取
り
入
れ
た
ら
翌
日
か
ら
大
受
け
だ
っ
た

。

そ
れ

か
ら
祖
父
は
十
五
代
目
さ
ん
の
信
頼
を
獲
ち
得
た
そ

う
で
す

。

つ
ま
り
振
付
師
と
い
う
の
は
、
役
者
そ
れ
ぞ
れ
の

体
型
と
か
年
齢
と
か
体
調
と
か
、
癖
も
ふ
く
め
て
‘

そ
の
役
者
が
最
も
よ
く
見
え
る
よ
う
に
、
舞
台
が
映

え
る
よ
う
な
振
り
を
考
え
る
の
が
‘
仕
事
な
ん
で
す

ね
」振

付
師
の
立
場
と
な
れ
ば
‘
ど
ん
な
に
若
輩
で
あ

っ
て
も
‘
役
者
か
ら
は
立
て
ら
れ
る

。

そ
の
か
わ
り
、

ぼ
や
ぼ
や
し
て
は
い
ら
れ
な
い

。

「僕
が
中
学
生
の
と
き
、
天
王
寺
屋

（富
十
郎
）
と

は
ど
ん
な
に
年
が
離
れ
て
る
か
わ
か
ら
な
い
く
ら
い

な
の
に
、
母
親
か
ら
今
回
は
あ
ん
た

一
人
で
振
付
師

と
し
て
つ
い
て
行
き
な
さ
い
、
と
言
わ
れ
て
‘
え
っ
‘

っ
て
い
う
感
じ

。

み
ん
な
、
な
ん
で
こ
ん
な
子
供
が

い
る
ん
だ
？
み
た
い
に
な
っ
た
と
き
、
普
段
は
僕

の
こ
と
を
良
ち
ゃ
ん
と
呼
ん
で
る
天
王
寺
屋
さ
ん
が

『
ね
ぇ
、
藤
間
さ
ん
‘
こ
こ
ど
う
や
ん
の
？
』
っ
て

訊
い
て
く
だ
さ
っ
た

。

そ
の
時
‘
た
ま
た
ま
振
り
を

党
え
て
い
た
か
ら
事
な
き
を
得
ら
れ
、
ほ
っ
と
し
た

事
を
今
で
も
党
え
て
い
ま
す
（
笑
）

。

で
も
そ
れ
で

周
り
の
方
の
僕
へ
の
対
応
が
変
り
ま
し
た

。

有
難
か

っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
」

（
こ
の
項
つ
づ
く
）

23 



釈
打
【
ダ
ン
マ
パ
ダ
第
五〇
偽
】
試
訳

他
人
が
〔
自
分
と
〕
逆
な
こ
と
を
見
つ
め
る
も
の
で
は
な
い
し
、
他
人
の
し

た
こ
と
‘
し
な
か
っ
た
こ
と
を
見
つ
め
る
も
の
で
も
な
い

。

自
分
の
し
た
こ

と
‘
し
な
か
っ
か
た
こ
と
を
見
つ
め
る
べ
き
で
あ
る

。

自
分
の
し
た
こ
と
、
し
な
か
っ
た
こ
と

こ
う
る
じ

っ

ぼ
う

響
流
＋
方



唇流十方

「
身
に
つ
い
た
癖
だ
か
ら
、
つ
い
出
る
ん
で
し
ょ
う
ね

。

お
帰
り
に
な
る
と
き
、
ド
ア
が
開

か
ず
に
お
困
り
に
な
っ
て
い
る
お
客
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
よ
」

久
し
ぶ
り
に
お
向
か
い
の
バ
ー
で
あ
れ
こ
れ
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
会
話
か
ら
だ

っ
た
か
、
マ
ス
タ
ー
が
店
の
入
り
口
に
視
線
を
向
け
な
が
ら
そ
う
言
っ
た
。

そ
の
店
は
私
が
管
理
す
る
地
蔵
堂
と
小
路
を
挟
ん
で
斜
め
前
に
あ
る。

目

立
た
ぬ
小
路
に

あ
り
な
が
ら
も
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
そ
の
店
は
、
外
観
も
内
装
も
シ
ッ
ク
で
、

一
枚
板
で

あ
ろ
う
木
目
の
き
れ
い
な
長
い
長
い
カ
ウ
ン
タ
ー
が
店
の
風
格
を
物
語
っ
て
い
る
。

八
月
の
地
蔵
盆
の
折
、
地
蔵
堂
か
ら
そ
の
店
の
外
壁
に
取
り
付
け
て
あ
る
雨
水
用
の
排
水

管
に
長
い
竹
竿
を
渡
し
て
結
び
つ
け
、
い
く
つ
も
提
灯
を
吊
り
下
げ
て
み
た

。

例
年
、
提
灯

を
吊
り
下
げ
て
い
た
小
路
の
入
り
口
が
諸
般
の
事
情
で
吊
せ
な
く
な
り
、
致
し
方
な
く
バ
ー

の
排
水
管
に
竹
竿
を
く
く
り
つ
け
て
み
る
こ
と
に
し
た

。

今
年
の
地
蔵
盆
は
日
曜
日
で
あ
っ
た

。

店
は
お
休
み

。

マ
ス
タ
ー
に
お
断
り
も
で
き
ぬ
ま

ま
提
灯
を
吊
す
こ
と
に
な
っ
た

。

で
き
れ
ば
米
年
以
降
も
そ
う
や
っ
て
提
灯
を
吊
し
て
み
た

い
。

ま
ず
は
マ
ス
タ
ー
の
ご
了
解
を
と
「
じ
つ
は
、
こ
の
間
の
日
曜
日
が
地
蔵
盆
で
し
て
、

こ
れ
こ
れ
こ
う
で
」
と
事
情
説
明
か
た
が
た
カ
ウ
ン
タ
ー
に
座
っ
た
と
い
う
わ
け
だ

。

一
通
り
の
会
話
の
後
、
マ
ス
タ
ー
は
開
か
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
店
の
ド
ア
の
こ
と
を
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妙
に
納
得
し
た

。

な
る
ほ
ど
「
な
く
て
七
癖
」
と
い
う
わ
け
だ

。

語
り
出
し
た

。

見
た
と
こ
ろ
レ
バ
ー
ハ
ン
ド
ル
で
開
け
閉
め
を
す
る
タ
イ
プ
の
ド
ア

。

私
に

は
普
通
の
ド
ア
に
し
か
思
え
な
か
っ
た
。

ど
こ
か
渋
い
わ
け
で
も
な
い
。

回
せ
ば
開
く
は
ず
で
あ
る
。

な
の
に
ド
ア
が
開
か
ず
に
困
る
人
が
い
る
と
い
う

。

何
が
問
題

な
の
か
、
意
味
が
分
か
ら
な
い
で
い
る
と
、
マ
ス
タ
ー
が
種
明
か
し
を
し
て
く
れ
た。

「
レ
バ
ー
の
上
に
回
し
鍵
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う。
そ
の
取
っ
手
を
無
意
識
に
回
し
て
か
ら
、

ド
ア
を
開
け
よ
う
と
す
る
お
客
さ
ん
が
い
る
ん
で
す
よ

。

自
分
の
家
か
ら
出
掛
け
る
時
と
同

じ
感
覚
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
ぇ
。

き
っ
と
、
い
つ
も
玄
関
の
鍵
を
閉
め
て
い
ら
し
て
ら
、

回
し
鍵
を
開
け
て
か
ら
ド
ア
を
開
け
る
癖
が
身
に
つ
い
て
い
ら
し
ゃ
る
ん
で
す
ね

。

で
も
、

店
の
ド
ア
は
そ
も
そ
も
鍵
が
開
い
て
ま
す
で
し
ょ
。

鍵
を
開
け
る
癖
が
、
逆
に
開
い
て
い
る

鍵
を
閉
め
て
し
ま
う
ん
で
す
ね

。

ド
ア
を
開
け
よ
う
に
も
先
に
鍵
を
閉
め
て
し
ま
う
ん
で
す

か
ら
、
開
く
わ
け
が
な
い
ん
で
す
よ
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
で
帰
る
の
思
い
直
し
て
い
た
だ
い

て
、
も
う

一
杯
飲
ん
で
い
っ
て
下
さ
れ
ば
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
…
…
」

自
分
に
は
気
が
付
か
な
い
癖
か
、言
わ
れ
て
み
る
と
自
分
に
も
思
い
当
た
る
節
が
あ
っ
て
、

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
な
く
て
七
癖
」
、
は
じ
め
は
「
難
な
く
て
七
癖
」
と
使
わ
れ
て
い
た

そ
う
だ
。

難
点
が
な
い
よ
う
な
人
に
で
も
癖
は
意
外
と
あ
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う。

ハ
ン
ド
ル
を
下
に
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響流十方

そ
れ
に
し
て
も
、
自
分
で
は
気
付
か
な
い
自
分
の
癖
が
、
自
分
を
守
っ
て
い
た
り
、
逆
に
自

分
の
行
く
手
を
阻
む
障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
思
う
と
、
い
さ
さ
か
怖
く
な

っ
た
。

法
然
上
人
の
ご
法
語

『
登山
状
」
の
な
か
に
、
「
分
に
し
た
が
い
て
悪
業
を
と
ど
め
よ
、

縁
に
ふ
れ
て
念
仏
を
行
じ
往
生
を
期
す
べ
し
」
と
い
う
教
え
が
あ
る。

「
分
に
し
た
が
い
て
」

で
「
各
々
出
来
る
得
る
か
ぎ
り
」
と
い
う
も
の
の
、
自
分
で
は
「
善
」
と
思
っ
て
行
っ
て
い

た
こ
と
で
も
、
そ
れ
が
気
が
付
か
ぬ
う
ち
に
「
悪
」
に
変
わ
っ
て
い
た
ら
身
も
蓋
も
な
い。

未
読
だ
が

「
一億
総
ツ
ッ
コ
ミ
時
代
」
と
い
う
本
が
出
た
と
い
う

。

S
N
S

が
発
達
し
た

せ
い
か
、
今
は
誰
も
が
評
論
家
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
ひ
と
こ
と
言
い
た
い
の
時
代
な
の
か

も
知
れ
な
い
。

で
も
、
そ
う

言
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
「
自
分
の
し
た
こ
と
、
し
な
か
っ
た
こ

と
を
見
つ
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
釈
蒋
の言
業
を
高
く
掲
げ
て
お
き
た
い。

そ
う
そ
う
、
地
蔵
盆
の
提
灯
の
件
は
マ
ス
タ
ー
の
快
諾
を
頂
い
た
ば
か
り
か
、
明
か
り
を

と
も
す
屋
外
コ
ン
セ
ン
ト
ま
で
拝
借
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た。
今
か
ら
来
年
が
楽
し
み
だ
。

（
袖
山
榮
輝
）
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東
京
世
田
谷
感
応
寺
住
職

関
東
プ
ロ
ッ
ク
浄
土
宗
青
年
会
理
事
長

成
田
淳
教

浄土宗東京教区災害対策委員会が企画した被災地でのイベント風景。



束日本大復災の被災地を訪れて

八
月
二
十
三
日
に
仙
台
市
若
林
区
荒
井
7
号
公
園

応
急
仮
設
住
宅
に
お
い
て
、
仮
設
住
宅
の
方
と
、
荒

浜
地
区
出
身
の
被
災
者
の
方
々
の
集
ま
り
で
あ
る
若

松
会
の
方
々
と
共
に
バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
を
し
て
き
ま
し

た
。

こ
れ
は
私
も
委
貝
を
勤
め
て
い
る
浄
土
宗
東
京

教
区
災
害
対
策
委
員
会
で
企
画
し
た
も
の
で
し
た
。

浄
土
宗
東
京
教
区
青
年
会
で
は
、
若
松
会
の
方
々

を
対
象
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
何
度
か
行
っ
て
お
り
、

手
作
り
キ
ャ
ン
ド
ル
や
、
写
佛
会
、
香
袋
の
作
成
な

ど
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
な
企
画
を
し
て
ま

い
り
ま
し
た
が
、
昨
年
最
後
の
イ
ベ
ン
ト
の
時
に

「
次
は
何
し
ま
し
ょ
う
か
？
」
と
参
加
さ
れ
た
方
と

お
話
を
し
て
い
て
、
何
か
み
ん
な
で
食
事
す
る
よ
う

な
イ
ベ
ン
ト
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
時
に

「
次
は
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
約
束
を

し
て
き
た
も
の
で
、
か
な
り
時
間
が
た
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
や
っ
と
実
現
で
き
た
も
の
で
し
た
。

当
日
は
浄
土
宗
宮
城
教
区
青
年
会
の
方
々
、
「
茶

房
え
に
し
」
の
方
々
に
も
お
手
伝
い
い
た
だ
き
、
仮

設
住
宅
の
駐
車
場
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
と
流
し
そ
う
め

ん
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
し
、
テ
ン
ト
や
タ
ー
プ
を
張

り
、
机
と
椅
子
を
並
べ
て
行
い
ま
し
た
。

自
前
で
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
東
京
か
ら
運
び
、

不
足
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
仙
台
で
レ
ン
タ
ル
し

ま
し
た
。

あ
い
に
く
、
当
日
朝
は
雨
が
降
っ
て
お
り
予
想
さ

れ
た
人
数
よ
り

三
割
ほ
ど
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
で
も
三
0
名
以
上
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ

き
、
こ
ち
ら
の
ス
タ
ッ
フ
と
併
せ
て
五

0
名
以
上
で

共
に
楽
し
い
時
間
を
過
ご
せ
た
と
思
い
ま
す

。

近
況
を
お
う
か
が
い
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
新
た

に
ご
自
宅
を
建
て
ら
れ
た
り
、
災
害
復
興
住
宅
に
う

つ
ら
れ
た
り
と
生
活
再
建
に
向
け
進
ま
れ
て
い
る
と

の
こ
と
で
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
以
前
の
戸
建
て

の
住
環
境
と
は
異
な
る
生
活
で
あ
っ
た
り
、
元
々
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
方
々
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い

た
り
で
、
前
進
は
し
て
い
る
も
の
そ
の
段
階
ご
と
に

新
た
な
苦
労
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た

。

今
回
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
と
、
皆
が
集
ま

っ
て
話
し
た
り
、
情
報
交
換
が
で
き
た
り
、
な
に
よ
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り
も
、
元
々
の
お
仲
間
の
方
々
と
楽
し
く
過
ご
せ
る

こ
と
が
良
い
と
仰
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

。

い
ろ
い
ろ
な
団
体
や
個
人
が
震
災
後
に
被
災
地
の

方
々
と
ご
縁
を
結
ば
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す。

地
元

の
方
々
が
集
ま
る
き
っ
か
け
に
な
る
た
め
の
今
回
の

よ
う
な
企
画
や
、
あ
る
い
は
、
お
手
紙
な
ど
で
も
、

区
切
り
を
付
け
ず
に
、
結
ば
れ
た
ご
縁
を
大
切
に
し

て
い
く
こ
と
が
、
全
体
の
復
興
と
良
い
未
来
の
た
め

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た

。

畠冷

一

バーベキューは、楽しみながら、情報交換できる場となった。
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束日本大複災の被災地を訪れて

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
U



平
成
2
6年
関
東
ブ
ロ
ッ

ク
浄
土
宗
青
年
会
理
事
長

（現
職
）

東京からと地元宮城の青年会員が活躍した。
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一森
清
鑑

ト
ル
コ
と
日
本



友好の絆

遭
難
か
ら
五
日
目
の
明
治
二
十
三
年
九
月
二
十

一

日
、
日
本
の
軍
艦
八
韮
山
が
紀
伊
大
島
に
到
滸
し
た。

前
日
に
ド
イ
ツ
の
軍
艦
が
生
存
者
を
神
戸
に
運
ん
だ

後
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
八
重
山
の
三
浦
艦
長
は
立

派
な
人
で
、
途
中
、
海
に
浮
か
ぶ

一
辿
体
を
収
容
し
、

到
着
す
る
と
、
雨
の
中
、
埋
葬
式
に
参
加
し
た

。

明

治
天
皇
か
ら
は
三
浦
艦
長
宛
に
生
存
者
を
東
京
の
慈

恵
医
院
に
連
れ
て
く
る
よ
う
軍
報
を
受
け
取
る

。

そ

こ
で
、
二
十
二
日
身
元
確
認
の
た
め
残
っ
て
い
た
ニ

人
の
エ
ル
ト
ゥ
ル
ル
1

号
乗
組
貝
を
乗
せ
、
神
戸
に

向
か
っ
た
。

そ
の
日
も
漂
着
追
体
十
四
名
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ

か
ら
連
日
、
二
十
i

三
十
名
の
迫
体
を
収
容
す
る
こ

と
に
な
る
。

神
戸
に
芍
い
た
三
浦
艦
長
は
、
神
戸
に
い

る
六
十
九
名
を
東
京
に
連
れ
戻
そ
う
と
す
る
が
、
重

傷
者
二
十
三
名
の
今
す
ぐ
の
移
動
は
危
険
だ
と
い
う

医
師
団
の
意
向
を
導
重
。

明
治
天
皇
も
そ
の
知
ら
せ

を
受
け
て
、
神
戸
で
手
原
く
も
て
な
す
よ
う
指
示
し
、

帰
国

東
京
か
ら
赤
十
字
の
医
師
団
を
派
遣
す
る。

特
に
赤

十
字
な
ど
か
ら
派
遣
さ
れ
た
数
名
の
看
護
婦
の
、
献

身
的
な
看
設
に
は
、
ト
ル
コ
生
存
者
の
涙
を
誘
う
も

の
が
あ
っ
た
。
三
浦
艦
長
は
用
ャ
ば
し
て
き
た
衣
服
と

絹
の
ハ
ン
カ
チ
六
ダ
ー
ス
を
生
存
者
に
支
給
。

か
く

て
順
調
に
回
復
し
た
生
存
者
六
十
九
名
を
ト
ル
コ
本

国
に
丁
重
に
帰
す
よ
う
、
天
皇
は
軍
艦
「
比
叡
」
と

「
金
剛」
を
神
戸
に
派
述
す
る

。

両
艦
は
十
月
七
日
、

横
須
賀
を
出
港
し
、
十

一
日
に
生
存
者
を
乗
せ
て
神

戸
か
ら
ト
ル
コ
に
向
け
て
航
行
す
る
こ
と
に
な
る

。

無
論
、
明
治
天
皇
か
ら
の
親
肉
、
贈
り
物
を
携
え
て

。

秋
山
真
之

比
叡
と
金
剛
は
、
当
時
と
し
て
は
日
本
の
最
新
鋭

軍
艦
で
あ
る
。

香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
コ
ロ
ン
ボ
、

ス
エ
ズ
経
由
で
ト
ル
コ
に
向
か
っ
た

。

そ
し
て
、
興

味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
船
に
は
、
練
習
航
海
を
兼
ね

て
、
海
軍
少
尉
候
補
生
も
乗
船
し
て
い
た
の
で
あ
る。

秋
山
真
之
も
そ
の

一
人
で
あ
っ
た
。

秋
山
真
之
。

後
に
日
本
海
海
戦
で
ロ
シ
ア
、
バ
ル
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チ
ッ
ク
艦
隊
を
撃
滅
し
た
と
き
の
、
作
戦
参
謀
。

彼

は
、
大
学
予
備
門
(

-
高
）
途
中
か
ら
海
軍
兵
学
校

に
入
学
。

丁
度
、
ト
ル
コ
軍
艦
遭
難
事
件
の
明
治
二

十
三
年
(

-
八
九
0
)
に
兵
学
校
を
首
席
卒
業

。

兵

学
校
で
は
卒
業
後
、
長
期
の
遠
洋
実
習
航
海
が
あ
る。

こ
の
時
の

一
七
期
生
は
、
「
比
叡
」
、
「
金
剛
」
に
乗

り
込
み
、
遭
難
者
を
ト
ル
コ
に
帰
還
さ
せ
る
任
務
も

兼
務
し
て
い
た
の
で
あ
る

。

秋
山
真
之
も
そ
の

一
人

で
あ
っ
た
。

彼
は
、
司
馬
遼
太
郎
の

「坂
の
上
の
雲
j
の
主
人

公
の

一
人
。

後
年
、
ロ
シ
ア
、
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
撃

滅
の
立
役
者
と
な
る

。

秋
山
は
、
た
だ
の
秀
オ
で
は

な
く
、
作
戦
目
的
の
達
成
を
し
っ
か
り
捉
え
た
、
希

有
の
人
で
あ
っ
た

。

大
学
予
備
門
で
は
、
郷
里
、
松

山
時
代
か
ら
の
親
友
、
正
岡
子
規
の
紹
介
で
夏
目
漱

石
と
も
親
交
を
結
ぶ
。

日
本
海
海
戦
(

-
九
0
五
年

明
治
三
十
八
年
）
で
打
電
し
た
彼
の
軍
文
、
「
敵
艦

見
ゆ
と
の
野
報
に
接
し
、
連
合
艦
隊
は
た
だ
ち
に
出

動
、
こ
れ
を
繋
滅
せ
ん
と
す

。

本
H

天
気
晴
朗
な
れ

ど
も
波
高
し
」
（
見
通
し
が
良
い
こ
と
は
、
当
時
砲

弾
戦
の
必
須
条
件
、
波
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
洛

弾
猛
訓
練
を
梢
ん
だ
我
が
方
に
有
利
と
い
う
慈
味
を

暗
に
込
め
て
い
る
）。

そ
し
て
司
令
長
官
束
郷
平
八

郎
の
連
合
艦
隊
解
散
の
辞

。

終
わ
り
に

「…
古
人
曰

く
、
勝
っ
て
兜
の
緒
を
締
め
よ
」
（
猛
訓
練
は
和
む

が
、
む
や
み
に
戦
っ
て
は
な
ら
な
い
）
な
ど
、
彼
の

草
稿
は
秋
山
文
学
と
し
て
名
高
い
。

徹
頭
徹
尾
、
東

郷
元
帥
は
、
「
そ
の
知
謀
湧
く
が
ご
と
し
」
と
彼
の

能
力
を
信
頼
し
、
海
戦
で
、
彼
に
賭
け
た
の
で
あ
る

。

そ
の
秋
山
の
海
軍
奉
職
の
、
初
仕
事
が
ト
ル
コ
遭
難

者
を
本
国
に
送
り
返
す
こ
と
で
あ
っ
た

。

な
ん
と
い

う
縁
か
。

後
年
、
こ
の
日
露
戦
争
の
勝
利
に
、
オ
ス
マ
ン
帝

国
（
ト
ル
コ
）
中
が
沸
き
立
つ

。

我
が
こ
と
の
よ
う

に
歓
喜
し
、
快
哉
を
叫
ぶ
。

こ
の
こ
と
は
、
遭
難
事

件
が
も
た
ら
し
た
友
好
の
絆
に
加
え
て
、
日
本
と
同

じ
よ
う
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
も
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に

直
面
、
ロ
シ
ア
と
激
し
い
戦
閥
を
繰
り
広
げ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。

ク
リ
ミ
ア
戦
争
(

-
八
五
三
ー

一
八

五
六
）。

そ
れ
ま
で
も
広
大
な
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
土
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友好の絆

は
、
ロ
シ
ア
も
含
め
た
欧
州
各
国
に
浸
食
さ
れ
、
あ

る
い
は
独
立
し
、
失
っ
て
き
た
が
、
最
後
が
ロ
シ
ア

の
南
下
政
策
で
あ
り
、
か
つ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
国

士
で
あ
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
侵
略
さ
れ
、
黒
海
に

突
き
出
た
ク
リ
ミ
ア
半
島
で
の
激
戦

。

こ
の
時
に
は
、

帝
国
の
領
土
を
ロ
シ
ア
に
横
取
り
さ
れ
て
な
る
も
の

か
と
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
も
援
軍
を
派
遣
し
、

ロ
シ
ア
に
対
抗
し
た
。

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
イ
ギ
リ

ス
か
ら
看
設
士
を
連
れ
て
、
イ
ス
タ
ン
プ
ル
に
隣
接

す
る
黒
海
側
の
後
方
支
援
地
点
で
活
躍
し
た
の
も
こ

の
時
で
あ
る
。

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
似
大
さ
は
、
ロ

ン
ド
ン
に
帰
っ
て
か
ら
、
戦
場
医
療
の
在
り
方
を
体

系
化
、
理
論
化
し
、
頑
迷
な
官
僚
を
説
き
伏
せ
て
、

い
っ
て
み
れ
ば
、
医
療
制
度
を
確
立
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。

こ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
彼
女
を
統
計

学
の
祖
と
す
る
声
も
あ
る

。

か
つ
て
、
地
中
海
を
席

巻
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
海
軍
は
、
ア
プ
デ
ュ
ル
ハ
ミ

ト

ニ
世
の
頃
に
は
、
見
る
影
も
な
く
、
エ
ル
ト
ゥ
ル

ル
ー
号
の
日
本
で
の
遭
難
も
、
そ
う
し
た
背
景
を
背

負
っ
て
い
る
。

国
王
と
面
会

六
十
九
名
の
串
本
ト
ル
コ
軍
艦
エ
ル
ト
ゥ
ル
ル
ー

号
遭
難
者
を
乗
せ
た
、
秋
山
の
乗
る
軍
艦
、
「
比
叡
」

と
「
金
剛
」
は
、
無
事
地
中
海
に
出
て
ト
ル
コ
に
着

く

。

目
指
す
は
首
都
イ
ス
タ
ン
プ
ル

。

と
こ
ろ
が
地

中
海
と
マ
ル
マ
ラ
海
を
結
ぶ
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
で

足
止
め
さ
れ
る
。

時
は

一
八
九

一
年
十
二
月

二
十
七

H
。

ク
リ
ミ
ア
戦
争
終
了
の

一
八
五
六
年
か
ら
ト
ル

コ
内
の
こ
の
海
峡
は
、

全
て
の
外
国
船
の
通
行
を
禁

止
す
る
と
い
う
処
置
が
取
ら
れ
て
い
た

。

オ
ス
マ
ン

帝
国
（
ト
ル
コ
）
は
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
以
降
、
地
中

海
側
か
ら
の
敵
国
侵
入
を
防
ぐ
べ
く
、
ぴ
り
ぴ
り
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

比
叡
と
金
剛
は
、
や
む
な
く
ベ
シ
カ
湾
（
ト
ロ
イ

辿
跡
近
く
）
に
停
泊

。

こ
こ
で
ト
ル
コ
遭
難
者
六
十

九
名
と
の
涙
の
別
れ
と
な
る

。

彼
等
は
、
皆
、
日
本

の
水
兵
に
抱
き
つ
き
、
頬
を
擦
り
つ
け
、
涙
を
流
し

て
い
た
。

前
夜
、
艦
で
ト
ル
コ
と
日
本
の
士
官
同
士

の
祝
賀
会
が
行
わ
れ
、
友
好
の
祝
杯
を
挙
げ
て
い
る
。

大
い
な
る
歓
待
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そ
こ
で
日
本
側
の
田
中
艦
長
は
、
こ
れ
ま
で
幾
度
も

通
達
し
て
き
た
こ
と
だ
が
、
明
治
天
皇
の
国
書
と
贈

り
物
を
オ
ス
マ
ン
帝
国
（
ト
ル
コ
）
国
王
ア
プ
デ
ュ

ル
ハ
ミ
ト
ニ
世
に
直
接
届
け
る
ま
で
は
こ
の
任
務
は

終
わ
ら
な
い
と
述
べ
る

。

国
王
は
、
送
り
返
さ
れ
て

き
た
生
存
者
や
交
流
の
あ
っ
た
士
官
達
か
ら
、
遭
難

の
模
様
や
、
い
か
に
日
本
の
人
々
が
身
を
な
げ
うっ

て
助
け
て
く
れ
た
か
を
初
め
て
知
り
、
鷲
き
と
感
謝

に
涙
す
る
。

特
例
処
置

。

日
本
の
船
籍
に
限
り
、
ダ

ー
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
通
過
を
認
可
す
る

。

知
ら
せ
を
受

け
た
、
「
比
叡
」
と
「
金
剛
」
は
、
た
だ
ち
に
海
峡
を
通

り
抜
け
、
イ
ス
タ
ン
プ
ル
に
寄
港
す
る
こ
と
に
な
る。

イ
ス
タ
ン
プ
ル
に

着
く
と
、
そ
の
日
か
ら
ト
ル
コ

を
初
め
各
国
の
海
軍
士
官
が

「比
叡
」、

「金
剛
」
を

訪
れ
る
。

そ
し
て
皇
帝
か
ら
明
治
天
皇
か
ら
の
贈
り

物
を
早
く
見
た
い
と
の
要
望
が
あ
り
、
田
中
艦
長
は

金
製
の
太
刀
や
大
花
瓶
な
ど
を
渡
す

。

士
官
宿
舎
と

し
て
宮
殿
が
あ
て
が
わ
れ
、
至
れ
り
尽
く
せ
り
の
歓

待
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

。

年
明
け
と
と
も
に
、

皇
帝
ア
プ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
ニ

オスマン帝国
（トルコ） 地勢 ウクライナ

◆トルコ地勢、比叡 • 金剛の経路
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友好の絆

世
と
の
会
見
が
行
わ
れ
る

。

そ
の
日
、
艦
長
以
下
士

官
達
は
、
提
供
さ
れ
た
専
用
の
馬
車
に
分
乗
し
、
宮

内
庁
正
殿
に
案
内
さ
れ
る
。
首
相
以
下
全
て
の
嵩
官

列
席
。
大
歓
迎
で
あ
る
。
皇
帝
は
、
心
底
か
ら
の
感

謝
を
述
べ
、
田
中
艦
長
は
明
治
天
皇
の
親
害
を
手
渡

す
。

こ
う
し
て
、
行
く
先
々
で
歓
迎
の
嵐
を
受
け
、

滞
在
は
四
十
日
間
に
及
ぶ
。
二
月
に
日
本
に
向
け
出

港
。

ア
プ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
ニ
世
は
刀
、
拳
銃
、
サ
ラ

プ
レ
ッ
ド
馬
な
ど
の
明
治
天
皇
へ
の
贈
り
物
を
贈
呈。

特
に
皇
帝
の
意
向
を
伝
え
る
た
め
に
、
ト
ル
コ
の
特

使
も
乗
せ
る
。

こ
う
し
て
再
び
遠
洋
航
海

。

「
比
叡
」
、

「
金剛
」
の
両
艦
は

一
八
九
二
年
（
明
治
二
十
五
）

五
月
十
日
に
帰
国
し
た
。
田
中
艦
長
は
早
速
明
治
天

皇
に
拝
謁
。
皇
帝
と
の
謁
見
の
様
子
、
膨
大
な
贈
り

物
の
子
細
、
大
歓
迎
の
状
況
な
ど
を
報
告
。
そ
し
て

ト
ル
コ
の
特
使
は
皇
帝
の
意
向
を
伝
え
た

。

さ
て
、
話
を
元
に
戻
そ
う
。

エ
ル
ト
ゥ
ル
ル
1

号

遭
難
の
次
第
は
、
事
件
後
す
ぐ
、
新
聞
各
社
の
報
道

義
捐
金

す
る
こ
と
と
な
り
、
義
捐
金
の
経
集
広
告
が
掲
載
さ

れ
た
。
全
国
か
ら
膨
大
な
義
捐
金
が
集
ま
り
、
そ
れ

ら
は
負
傷
者
の
手
当
、
記
念
塔
、
打
李
地
敷
設
な
ど
に

充
当
さ
れ
た
。
義
捐
金
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

民
間
団
体
や
個
人
が
独
自
に
集
め
、
提
供。
例
え
ば
、

芝
増
上
寺
の
大
殿
で
は
五
百
八
十
余
名
に
及
ぶ
犠
牲

者
の
霊
を
慰
め
る
大
法
会
が
催
さ
れ
、
そ
の
場
で
義

捐
金
を
募
っ
た

。

そ
し
て
個
人
の
活
動
家
と
し
て
際

立
つ
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
れ
が
若
干
二
十
四
歳
の

山
田
寅
次
郎
で
あ
っ
た
。

【参
考
文
献
】

「
明
治
の
快
男
児
ト
ル
コ
ヘ
跳
ぶ
」
山
田
邦
紀．坂
本
俊
夫
著
現
代
霞
館

「
エ
ル
ト
ゥ
ル
ル1
号
の
遭
難
」
寮
芙
千
子
著
小
学
館

「
ト
ル
コ
世
界
一
の
親
和
国
」
森
永
尭
著
明
成
社

そ
の
他
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
な
ど
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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

＊
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
燦
発
ゆ
え
将
来
の
宗
門
幹
部
と
し
て
浄
士
宗
学

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

（
一
九
0
0
)、
浄
土
宗
海
外
留
学
生
と
し
て
、
廃
仏
毀
釈
で
打
撃

を
蒙
っ
た
仏
教
再
生
の
輿
望
を
担
っ
て
、
当
時
印
度
学
の
拠
点
で

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

碩
学
ロ
イ
マ

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

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

る
。

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

で
研
究
発
表
、
そ
こ
で
仏
教
に
造
詣
が
深
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
1
1

ハ

ン
ガ
リ
ー
帝
国
元
駐
日
代
理
公
使
の
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
伯
と
出
会

う
。

ま
た
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
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
、
留
学
期
限
が
切
れ
何
と
か
延
長
を
許
さ
れ
る

な
か
盟
友
•
雲
来
が
博
士
号
取
得
し
て
帰
国
。

＿
人
異
郷
に
残
さ

れ
た
海
旭
は
ロ
イ
マ
ン
か
ら
博
士
号
取
得
を
促
さ
れ
準
備
に
か
か

っ

た
と
こ
ろ
へ
母
ト
ナ
逝
去
の
悲
報
で
気
持
ち
が
萎
え
か
け
る

が
、
当
地
へ
や
っ

て
き
た
気
鋭
の
仏
教
学
者
マ
ッ

ク
ス
・
ヴ
ァ
レ

ザ
ー
と
出
会
い
意
気
投
合
。

彼
の
依
頼
を
受
け
大
乗
仏
教
の
原
典

で
あ
る
籠
樹
の

「中
論
」
の
独
語
訳
を
手
伝
う
こ
と
に
な
る
ー
—
ー

師
の
ロ
イ
マ
ン
教
授
の
仲
介
で
若
き
仏
教
学
者
マ

ッ

ク
ス
・
ヴ
ァ

レ
ザ
ー
と
出
会
っ
た
渡
辺
海
旭
は
、

た
ち
ま
ち
肝
胆
相
照
ら
す
仲
と
な
り
、
ヴ
ァ

レ
ザ
ー

が
企
図
し
て
い
た
龍
樹
の
「中
論
」
の
ド
イ
ツ

語
訳

の
手
伝
い
を
引
き
受
け
た
。

し
か
し
、
当
初
海
旭
に

は
内
心
不
安
が
あ
っ
た
。

学
者
に

「中
論
]
の
よ
う

な
深
遠
な
る
超
論
理
（メ
タ
ロ

ジ
ッ
ク

）
が
理
解
で

き
る
だ
ろ
う
か
。

さ
ら

に
は
そ
れ
を
ド
イ
ツ
語
の
よ

う
な
論
理
的
言
語
で
翻
訳
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

と
こ
ろ
が
海
旭
が
話
し
て
み
て

煎
い
た
こ
と
に
、

す
で
に
彼
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
、
チ
ベ
ッ
ト

語
に
よ

る

「中
論
j
解
釈
本
を
ほ
ぽ
読
破
、
同
書
の
本
義
に

つ
い
て
は
十
分
に
理
解
を
し
て
い
た。

そ
し
て

”

翻

訳
力
“
に
お
い
て
も

尋
常
で
は
な
か
っ
た
。
「中
論
」

を

読
み
解
く
に
は
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
注
釈
本
が
最
も

恐
る
ぺ
し
、
ヴ
ァ
レ
ザ
ー
の

仏
教
理
解
力
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有
力
と
さ
れ
る
た
め
、
ま
ず
三
年
を
か
け
て
漢
語
を

習
得

。

そ
の
上
で
、
不
備
と
瑕
疵
が
多
い
と
さ
れ
る

ウ
ィ
リ
ア
ム
華
英
辞
典
を
た
よ
り
に
と
り
あ
え
ず
英

語
に
翻
訳
、
そ
れ
を
さ
ら
に
ド
イ
ツ
語
に
骰
き
換
え

る
と
い
う
作
業
を
し
て
き
た
の
だ
と
い
う

。

複
雑
か

つ
誤
訳
が
生
じ
や
す
い
作
業
を
し
な
が
ら
も
、
よ
く

ぞ
こ
こ
ま
で
き
た
も
の
だ
と
感
心
す
る
ほ
ど
の
出
来

栄
え
で
、
十
の
う
ち
九
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
使
え
る
訳

だ
っ
た
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
原
書
が
原
書
だ
け
に
「
補
足
」

は
必
要
で
、
た
と
え
ば
「
非
有
非
空
」
は
「
い
っ
さ

い
の
も
の
は
有
る
の
で
も
な
く
、
無
い
の
で
も
な
い
、

い
ず
れ
に
も
偏
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。

そ
れ
す

な
わ
ち

「中
道
」
の
こ
と
で
あ
る
」
な
ど
と
補
う
こ

と
と
し
、
そ
れ
が
海
旭
の
主
た
る
作
業
と
な
っ
た
。

お
か
げ
で
、
早
く
て
も
半
年
と
思
っ
て
い
た
比
定

作
業
は
、
わ
ず
か
半
月
で
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

嬉
し
い
誤
符
だ
っ
た

。

折
し
も
淡
い
黄
色
の
小
さ
な

花
を
つ
け
た
リ
ン
デ
ン
パ
ウ
ム
の
芳
し
い
香
り
が
夏

の
そ
よ
風
に
乗
っ
て
源
い
来
た
り
、
窓
辺
の
鉢
植
え

に
は
雛
菊
美
人
草
が
業
に
夜
蕗
を
留
め
、
ど
こ
か
ら

か
軍
楽
隊
の
演
奏
が
聞
こ
え
て
く
る
、
そ
ん
な
長
閑

な
初
夏
の
日
曜
日
の
朝
、
海
旭
と
ヴ
ァ
レ
ザ
ー
は
、

つ
い
に

「中
論
j
の
最
後
の
悩
を
訳
し
終
え
、
限
り

な
い
法
悦
の
瞬
間
を
共
に
味
わ
っ
た
の
で
あ
る。

海
旭
に
と
っ
て
は
な
ん
と
も
濃
密
な
半
月
間
で
、

一
年
に
も
思
え
た
充
実
の
時
だ
っ
た
。

い
っ
ぼ
う
の

ヴ
ァ
レ
ザ
ー
は
そ
そ
く
さ
と
寄
宿
し
て
い
た
ケ
ー
ル

の
ホ
テ
ル
を
引
き
払
う
と
、
挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
に
余

韻
も
残
さ
ず
に
ベ
ル
ギ
ー
第
三
の
都
市
ヘ
ン
ト
ヘ
と

旅
立
っ
て
い
っ
た
。
い
か
に
も
こ
の
男
ら
し
い
振
る

舞
い
だ
っ
た
。

「中
論
j
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
手
土
産

に
ひ
っ
さ
げ
、
同
地
の
仏
教
哲
学
者
ト
ゥ
・
ラ
・
ヴ

ア
レ
・
プ
サ
ン
と
共
に
、
仏
教
哲
学
体
系
の
第
二
篇

を
上
梓
す
る
た
め
で
あ
っ
た

。

海
旭
は
蓬
髪
顎
骰
の
碧
眼
仏
教
学
者
と
切
磋
琢
磨

し
た
ロ
イ
マ
ン
教
授
の
研
究
室
に

一
人
座
っ
て
、
共

に
格
闘
し
た

「中
論
j
と
龍
樹
の
こ
と
を
想
っ
た
。

釈
迦
没
後
仏
教
が
俗
流
化
の
危
機
に
あ
っ
た
時
、

も
し
龍
樹
が
現
わ
れ
な
か
っ
た
ら
、
バ
ラ
モ
ン
の
教
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壷中に月を求めて

義
を
継
承
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
攻
勢
を
う
け
、
釈

迦
の
仏
教
は
そ
こ
で
息
絶
え
て
い
た
だ
ろ
う

。

そ
れ

を
蘇
生
ど
こ
ろ
か
大
乗
仏
教
と
い
う
形
で

一
層
隆
盛

を
さ
せ
た
の
は
、
龍
樹
が
「中
論
」
で
「
空
と
縁
起
」

の
理
論
を
打
ち
立
て
た
か
ら
だ
。

す
な
わ
ち
龍
樹
以

前
は
、
「
縁
起
」
は
単
純
な

一
方
向
の
因
果
で
説
明

さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
「
生
」
が
あ
る
か
ら
「
死
」

が
あ
る
と
。

こ
れ
に
対
し
て
龍
樹
は
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
相
依
•
相
関
的
な
関
係
の
中
で
成
り
立
つ
こ
と

こ
そ
「
縁
起
」
で
あ
る
と
捉
え
な
お
し
た

。

た
と
え

ば
、
「
生
」
と
対
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
若
さ
」
も
、

よ
り
若
い
も
の
と
比
べ
れ
ば
、
「
死
」
と
対
に
あ
る

と
さ
れ
る
「
老
」
に
な
る
。

従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
物
事

は
固
有
の
性
質
を
も
た
ず
「
空
」
で
あ
る
と
主
張
し

た
の
で
あ
る
。

思
え
ば
龍
樹
が
「
空
と
縁
起
」
の
理
論
を
打
ち
立

て
な
け
れ
ば
、
大
乗
仏
教
も
生
ま
れ
ず
そ
れ
が
中
国

を
経
て
日
本
へ
や
っ
て
く
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

日

本
で
龍
樹
が
「
八
宗
の
祖
」
と
呼
ば
れ
、
わ
が
浄
土

宗
を
含
む
多
く
の
宗
派
で
敬
わ
れ
て
い
る
所
以
で
も

あ
る
。

し
か
し
龍
樹
の
「
空
と
縁
起
」
の
理
論
が
行

き
着
い
た
先
の
わ
が
日
本
は
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
消

滅
の
危
機
を
脱
す
る
こ
と
で
き
な
い
で
い
る。

今
こ

そ
日
本
の
龍
樹
が
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

龍
樹
に

は
遠
く
及
ば
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
自
分
は
こ
の
異

榜
へ
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
三
か
月
の
ヴ

ア
レ
ザ
ー
の
頑
張
り
を
見
習
い
彼
の
爪
の
垢
で
も
煎

じ
て
飲
ん
で

一
陪
励
ま
ね
ば
な
ら
ぬ。

ま
ず
は
栂
士

論
文
だ
。

海
旭
は
ヴ
ァ
レ
ザ
ー
が
去
っ
た
遠
く
北
の
方
を
望

ん
で
合
掌
す
る
と
、
仏
教
改
革
運
動
の
同
志
で
あ
る

嵩
島
米
蜂
へ
の
追
伸
に
こ
う
書
き
記
し
た

。

「氏
（
ヴ
ァ

レ
ザ
ー
）
の
稿
は
、
恐
＜
此
ク
リ
ス
マ

ス
を
以
て
了
ら
む

。

的
是
、
惰
眠
を
貪
り
て
、
死
せ

る
が
如
き
独
逸
の
哲
学
界
に
、
必
ず
や
多
少
の
活
気

を
起
し
来
る
べ
き
も
の
」
「今
独
逸
で
仏
教
語
学
者

は
少
く
な
い

。

仰
大
な
人
物
も
此
方
面
に
は
随
分
あ

し
か

る
。

然
し
仏
教
哲
学
特
に
大
乗
哲
学
者
と
し
て
、
光

ま
ず

輝
あ
る
未
来
を
有
す
る
の
は
、
先
此
人
だ
ら
う
」

そ
の
予
言
ど
お
り
、
ヴ
ァ
レ
ザ
ー
に
よ
る
「中
論
」
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博
士
論
文
‘

つ
い
に
脱
稿

の
独
訳
は
ド
イ
ツ
哲
学
界
に
新
風
を
巻
き
起
こ
し
、

彼
自
身
も
後
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
教
鞭
を
と

り
、
学
者
と
し
て
大
き
な
足
跡
を
残
す
こ
と
に
な
る。

か
く
し
て
海
旭
は
よ
う
や
く
博
士
論
文
に
本
腰
を

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

。

博
士
論
文

の
テ
ー
マ
は
初
期
大
乗
仏
教
の
代
表
的
経
典
で
あ
る

華
厳
経
の
掠
尾
を
飾
る
「
普
賢
行
願
讃
」
の
同
定
研

究
だ
が
、
原
典
史
料
が
幾
種
類
も
あ
っ
て
突
合
の
た

め
の
予
備
作
業
が
相
当
に
か
か
る

。

残
さ
れ
た
時
間

は

一
年
も
な
か
っ
た
が
、
自
分
で
も
煎
く
ほ
ど
に
は

か
が
い
っ
た

。

お
そ
ら
く
ヴ
ァ
レ
ザ
ー
の

「中
論
」

の
独
訳
を
手
伝
っ
た
こ
と
で
、
根
気
の
い
る
こ
の

「
突
合
作
業
」
が
身
体
と
脳
に
し
み
つ
い
て
し
ま
っ

た
か
ら
だ
っ
た

。

思
え
ば
、
ド
イ
ツ
留
学
以
来
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

宗
門
の
先
輩
で
京
都
知
恩
院
浄
土
宗
第
五
教
校
長
の

土
川
普
激
と
遥
か
イ
ン
ド
洋
を
超
え
て
音
信
を
交
わ

す
な
か
で
、
日
本
に
「
普
賢
行
願
讃
」
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
原
本
の
写
本
が
あ
る
と
の
情
報
が
伝
え
ら

れ
、
土
川
師
か
ら
そ
れ
が
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
発

端
だ
っ
た
。

ロ
イ
マ
ン
教
授
の
紹
介
で
、
ケ
ン
プ
リ

ッ
ジ
大
学
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
大
学
・
研

究
者
の
も
と
に
あ
っ
た
原
典
を
取
り
寄
せ
、
各
種
原

本
を
突
合
・
比
較
す
る
な
か
で
、
も
っ
と
も
オ
リ
ジ

ナ
ル
に
近
い
と
認
め
ら
れ
た
の
は
日
本
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
本
だ
っ
た
。

海
旭
は
そ
れ
を
も
と
に
日
本
語
で
論
文
を
書
き
日

本
の
仏
教
界
へ
問
題
提
起
を
し
た

。

だ
が
さ
し
た
る

反
響
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た

の
を
ロ
イ
マ
ン
教
授
の
勧
め
で
、
今
度
は
ド
イ
ツ
語

で
一
大
論
文
に
プ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
っ
た
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
の
泰
斗
マ

ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
日
本
人
門
下
生

•

笠
原
研
寿

が
三
十
年
も
前
に
試
み
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
結
核

に
冒
さ
れ
て
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
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古
き
伝
統
技

一
そ
石
代
に
わ
た
る
信
頼

も
、
海
旭
を
博
士
号
に
い
っ
そ
う
邁
進
さ
せ
る
気
に

さ

せ
た
。

こ
う
し
て
海
旭
は

、

母
ト

ナ
の
急
逝
と
ヴ
ァ
レ
サ

ー

の

「中
論
」
ド
イ
ツ
語
訳
の
手
伝
い
で

一
時
中
断

し

て
い
た
博
士
論
文
へ
向
け
、
「
普
野
行
願
諮
」
の

サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト

、
ネ
パ
ー

ル
語

、

チ
ベ
ッ
ト

な
ど

浄
土
宗
法
衣
専
門

古
島
法
衣
店

〒

1
1
1
東
京
都
台
東
区
元
浅
草
4

の
2

の
1

電
話
(
0
3
)
3
8
4
2
,
1
2
8
9

振
讐
o
o
1
8
0
,
2

,
4
5
2
3
1

隕
社

有
会

の
写
本
原
本
を
照
合
す
る
根
気
の
い
る
作
業
を
再

開
。

そ
し
て
提
出
D

に
半
月
以
上
も
残
す
と
い
う
余

裕
を
も
っ
て
、
つ
い
に
論
文
は
完
成
し
た
の
だ
っ
た。

（
こ
の
項
つ
づ
く
）
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会句上

体
格
も
気
性
も
父
似
卒
業
子

誌土
〈
特
選
〉

浄

刃
物
市
品
定
め
し
て
背
の
寒
き

小
学
校
の
卒
業
生
だ
ろ
う
か。

大
き
く
な
る
に
つ

れ
て
、
父
の
体
格
に
だ
ん
だ
ん
似
て
き
た
の
だ
が
、

そ
う
い
え
ば
気
性
も
ま
る
で
父
に
似
て
い
る

。

子
供

●
格

石
原

新

品
数
を
ひ
ど
っ
増
や
し
て
夏
料
理

鳥
羽

梓

〈佳
作
〉
染
み
少
し
あ
る
ど
ぜ
う屋
の
お
品
書
き

斉
田

仁

幾
種
類
も
の
熱
帯
魚
の
容
器
が
、
所
狭
し
と
岡
か

れ
て
い
る
。
一
っ

―
つ
に
値
札
が
貼
ら
れ
て
い
て
、

そ
の

―
つ
は
特
に
高
い
の
だ
ろ
う
か。

わ
ざ
わ
ざ
逸

品
と
書
か
れ
て
い
る。

早
く
売
れ
て
行
く
の
か
、
い

つ
ま
で
も
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
の
か

。

〈特選
逸
品
ど
値
札
に
書
か
れ
熱
帯
魚

●
品

浜
口
佳
春

高
島
恭
子
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選者＝増田河郎子

吹
く
が
ま
ま
う
ね
り
ど
な
り
ぬ
大
花
野東
保

日
盛
リ
タ
采
て
ほ
の
暗
き
人
形
館

小
林
苑
を

〈佳
作
〉
少
し
汗
し
て
親
子
丼
な
ど
ど
言
う

内
藤
隼
人

〈
塁

搾
乳
の
牛
に
首
振
る
扇
風
機

●
自
由
題

格
好
の
よ
く
て
か
ぼ
ら
ゃ
←
絵
手
紙
に

格
好
の
良
い
胡
瓜
か
ら
売
れ
て
ゆ
く

〈佳
作
〉
別
格
木
山
闇
の
ど
こ
か
に
墓
蛙

増
田
信
子

河
野
道
弘

が
親
に
似
る
と
い
う
の
は
当
然
だ
が
、
こ
の
子
は
特

に
父
に
そ
っ
く
り
な
の
だ
ろ
う
。

搾
乳
器
を
使
っ
て
い
る
の
か
、
手
で
搾
っ
て
い
る

の
か
。

牛
舎
に
は
扇
風
機
が
回
っ
て
い
る

。

音
楽
が

流
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

牛
に
ス
ト
レ
ス
を
与

え
な
い
よ
う
な
手
だ
て
が
、
あ
れ
こ
れ
講
じ
ら
れ
て

い
る
の
だ
。

す
べ
て
は
搾
乳
の
た
め
に。

茂
田
佐
知
子

浜
口
佳
春
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日陸銀

闊
兼
題

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

誌
上
句
会
〈
編
集
部
選
〉

●
品

ハ
ン
カ
チ
の
手
品
が
ふっ
と
は
じ
ま
り
ぬ

安
居
猫
ど
こ
か
気
品
の
あ
る
ご
と
く

硲
未
へ
品
川
宿
の
大
西
日

身
の
芯
に
落
ち
て
絶
品
な
る
冷
酒

お
品
柑
き
達
平
を
見
て
栗
の
飯

ち
び
た
ち
も
品
良
く
坐
り
藍
浴
衣

終
戦
日
祖
父
の
追
品
を
陰
干
し
す

●
格

格
調
を
も
っ
て
動
か
ぬ
柾
蛙

骨
格
を
す
こ
し
歪
ま
せ
胡
瓜
揉
み

片
影
に
格
子
戸
の
あ
る
静
け
さ
よ

締
切
·
二
O
一
五
年
十
月
二
十
日

発
表
・

「浄
土
j
二
O
一
五
年
十
二
月
号

選
者
・
増
田
河
郎
子
（
「南
風
」
主
宰
）

応
募
方
法

●
い
ず
れ
の
題
と
も
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
特
選
各
1

名
・
佳
作
各
3

名

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

、

。

さ
し宛

先
〒
1
0
5
,
0
0
1
1
東
京
都
港
区
芝
公
園
4

ー

7
|
4

明
照
会
館
内

月
刊

「浄
土
j
誌
上
句
会
係

内
藤
隼
人

高
崎
大

小
林
苑
を

村
田
俊

友
坂
玲
子

結
城

一
策

阿
部
談

近
藤
ア
ッ
子

野
中
脱

浜
口
佳
春

~

格
子
戸
の
ち
ら
ち
ら
撒
水
車
が
通
る

i
格
言
の
よ
う
に
鋒
芸
立
ち
に
け
り

[
格
f

-P
を
開
け
れ
ば
真
昼
夏
木
立

格
子
戸
の
商
麦
屋
に
回
る
扇
風
機

本
格
も
変
格
も
梢
み
三
尺
哀

■
自
由
題

凹
む
日
や
枇
杷
を
食
べ
れ
ば
枇
杷
の
種

炎
昼
の
カ
バ
ン
の
底
に
嗚
る
軍
話

人
形
に
五
臓
六
腑
が
無
く
て
夏

六
月
の
迷
路
が
地
下
の
駅
に
あ
る

狛
犬
の
口
が
藪
蚊
を
吐
き
に
け
り

は
つ
な
つ
の
仏
具
屋
に
あ
る
招
き
猫

路
地
裂
に
H

傘
傾
げ
て
す
れ
迩
う

裏
山
の
古
刹
を
包
む
著
我
の
雨

三
球
目
捕
手
の
股
問
に
熱
砂
舞
ふ

甚
平
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
隙
問
風

夏
の
夜
の
チ
ェ
ス
そ
れ
ぞ
れ
の
駒
の
影

笠
井
亜
子

柴
田
千
代

時
田
実

森
島
瞳

上
野
亮
太

中
野
幸
雄

井
口
吾
郎

小
林
信
雄

中
島
敏
広

青
柳
智
彦

武
田
暢
久

遠松上横入
山 宮 山田谷
光波亜留
彦留希美萌
子子
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号l'虞適恰警ぅ ”’ 
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
）

＝匂



編集後記

雑誌 「浄土」
特別、維持、賛助会員の方々

飯田実雄（駒ヶ根 • 安楽寺）
巌谷勝正 （目黒 ・祐天寺）
魚尾孝久 （三島・願成寺）
大江田博導（仙台•西方寺）
加藤昌康（下北沢•森巖寺）
熊谷靖彦（佐賀• 本應寺）
粂原恒久 （川越・ 蓮啓寺）
粂原勇慈（甲府・瑞泉寺）
佐藤孝雄 （鎌倉 • 高徳院）
佐藤成順 （品川・ 願行寺）
佐藤良純（小石川・光闘寺）
東海林良雲（塩釜 ． 槃上寺）
須藤隆仙（函館・称名寺）
高口恭行（大阪・ 一心寺）
中島真成 O'f山・梅窓院）
中村康雅 (?i'f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・華腸院）
本多義敬（両国・回向院）
松濤泰彦 （芝・窃松院）
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 ・究炭寺）
（敬称略 •五十畜順）

「
邑
り
空
な
ら
い
い
」

と
苫
い
て
い
る
の
は
‘

精
神
科
医
の
和
田
秀
樹
氏
だ。

人
生
プ
ラ
ス
マ

イ
ナ
ス

・

ゼ
ロ
で
終
わ
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え

方
を
し
ま
し
ょ
う
と
氏
は
言
っ
て
い
る

。

晴
れ

昭
れ
し
た
気
持
ち
で
締
め
く
く
る
の
は
ム
リ
な

ら
、
ま
あ
位
り
空
で
イ
イ
じ
ゃ
な
い
か
と
言
う

こ
と
だ

。

人
生
い
い
こ
と
ば
か
り
は
続
か
な
い

。

必
ず

悲
し
み
や
辛
い
こ
と
が
あ
る

。

雨
に
た
と
え
る

な
ら
‘
霧
雨
の
よ
う
な
悲
し
み
な
ら
詞
で
も
古

い
て
感
似
に
没
っ
て
い
れ
ば
い
い。

で
も
笠
が

必
要
な
く
ら
い
の
悲
し
み
な
ら
‘
寄
り
添
っ
て

く
れ
る
人
が
ほ
し
い

。

そ
れ
が
ス
コ
ー
ル
の
よ

長
雨
に
火
山
地
震
と
か
が
む
秋

岱
澗

う
な
土
砂
降
り
の
悲
し
み
な
ら
、
通
り
過
ぎ
る

ま
で
待
つ
し
か
な
い

。

先
日
お
彼
岸
で
六
波
羅

蜜
の
こ
と
を
話
そ
う
と
し
て
い
た
ら
、三
番
目

の

『
忍
辱
行
』

が
や
け
に
引
っ
か
か
っ
た

。

解

釈
本
は
み
な

「耐
え
て
待
て
」
と
し
か
内
い
て

い
な
い
が
、
な
ら
ば
ど
う
し
て
『
忍
耐
』
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か

。

梵
語
ク
シ
ャ
ン
テ
ィ

を
訳
す
と
き
な
ぜ
辱
め
の
字
を
使
っ
た
の
だ
ろ

う
か

。

そ
れ
は
土
砂
降
り
級
の
ど
う
し
よ
う
も

な
い
悲
し
み
の
時
、
そ
れ
が
通
り
過
ぎ
る
の
を

待
つ
間
、
人
は
ど
ん
な
に
カ
ッ
コ
悪
く
て
も
、

み
っ
と
も
な
く
て
も
生
き
て
い
る
こ
と
が
大
事

だ
か
ら
、
生
き
て
い
な
く
て
は
い
け
な
い
か
ら

『
忍
耐
』
で
は
な
く
『
忍
辱
』
に
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か

。

そ
ん
な
こ
と
を
祖
話
相
談
で

ホームページ http://jodo.ne.Jp 

メールアドレス hounen@jodo.ne.Jp 自
殺
願
望
の
方
と
話
を
し
な
が
ら
考
え
て
い
た

。

絶
望
的
な
雨
も
必
ず
や
む
時
が
来
る。

や
め
ば

多
少
の
昭
れ
問
も
あ
る
だ
ろ
う

。

心
り

空
が
ち

ょ
う
ど
い
い

。

（
長）

浄
土
八
ト

一
巻
卜
月

号
領
価
六
百
1
1
1

年
会
代
六
千
円

昭
和
卜
年
l
i
nニ
ト

H

笙

二
種
郵
便
物
認
n
I

印
刷

平
成
t
1

ト
ヒ
年

J
L月

F

u

発
行

平
成
―
-
＋ヒ
年
卜
月

；

n

発
行
人
佐
藤
良
純

編
集
人
大
室
了
皓

印
刷
所
ー
ー

株
式
会
社
シ
ー
テ
ィ
ー
イ

ー

〒

一

五
‘
0

I— 

東
京
祁
港
区
芝
公
園
四
＇
ヒ
＇
四
明
照
会
館
四
階

発
行
所
法
然
上
人
鑽
仰
会

司
枯

一
—
-
（
一
―

t

l
iヒ
八
）4ハ
J
L四
ヒ

F
A
X

三
（
三五
ヒ
八
）
ヒ
主
六

板
替

一八
’
•

八
＇
八
ニ
一
八
し

編
集
チ
ー
フ

編
集
ス
タ
ッ

フ

長
谷
川
岱
潤

斎
藤
晃
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仏教歳

お十夜法要
正式には十日十夜法要の略で、十昼夜を一

時 記

、
とー“

’ 

期として修する念仏会です。

無屋寿経に「此に於いて善を修すること十

日十夜ならば、 他方諸仏国土に於いて善をな

すこと千歳ならんに勝る」云々の文によって

行う 別時会の行事ですが、現在は一 日で行う

寺院が多いです。

元々は農耕文化の名残で、 旧暦の十月に民

間習俗として行われていた亥の子 ・ 『甘表と
呼ばれた稲の収穫感謝祭です。 亥の子は主に

関西から西、十 H夜は関東以北で呼ばれた名

称です。 両方とも 刈 り上げ祭で、各家庭で餅

をつくことと、地面を打って回ることなどが

共通しています。 十夜法要に仏前にお供えす

る「十夜餅」は、その名残と 言えそうです。

月が最もきれいに見えるこの時期、よく月 、

を阿弥陀仏にが浮えたことから、月光の元で、 II 
自然の収穫をご先祖と、 阿弥陀仏に感謝して

念仏会を営んだのです。

十夜寺空より雀降り来たり 岸田稚魚

I. 
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法然。 その光に出逢い、闇をこえ、

“あたらしいいのち ” に生きた
貴族、武士、庶民たちの物語

月 影の使者
が
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