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f
J法
語

弥
陀
如
来
の
本
願
の
名
号
は
、
木
こ
り
‘
く
さ
か
り
、
な
つ
み
、

な
い
げ
い
ち

み
ず
く
み
の
た
ぐ
い
ご
と
き
の
も
の
の
、
内
外
と
も
に
か
け
て
‘


も
ん
ふ

つ
う

文
不
通
な
る
が
、
と
な
う
れ
ば
か
な
ら
ず
う
ま
れ
な
ん
と
信
じ
て
‘

真
実
に
欣
楽
し
て
、
つ
ね
に
念
仏
中
す
を
最
上
の
機
と
す

。

も
し
智

慧
を
も
ち
て
生
死
を
は
な
る
べ
く
ば
、
源
空
な
ん
ぞ
聖
道
門
を
す
て

て
こ
の
浄
土
門
に
お
も
む
く
べ
き

。

（
信
空
上
人
伝
説
の
詞
）

上

現
代
語
訳
ー
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
名
号
と
い
う
も
の
は
、
木
を
切
っ
た
リ
、
草
を
刈
っ
た
リ
、

菜
っ
葉
を
摘
ん
だ
リ
、
水
を
汲
ん
だ
リ
し
て
い
る
よ
う
な
者
で
、
仏
教
に
も
他
の
学
問
に
も

欠
け
て
、
何
も
分
か
ら
な
い
が
、
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
れ
ば
、
必
ず
極
楽
に
生
ま
れ

る
と
信
じ
て
、
心
の
底
か
ら
願
い
求
め
、
い
つ
も
念
仏
を
申
し
て
い
る
人
を
、
最
上
の
人
と

の

• 

＝
ロ

Honen Shonin's Sayings 
The principal focuses of the nembutsu in 心n.ida

Buddha's Original Vow are on people, like those 
cutting wood, mowing grass, plucking greens or 
drawing water, who are illiterate for lack of 
Buddhist and other learnings but earnestly pray 
to Aln.ida Buddha all the time bcHeving that if 
they say the nembutsu, they do not fail to be 
born in the Paradise. If our wisdom itself allowed 
us to free ourselves from this world of delusion, 
why should a man like this Gcnkuu (=Honen) 
leave the Holy Path Buddhism in Hieizan and 
come to the Pure Land Buddhism. (Shinkuu 
Shonin Densetsu no Kotoba) 



す
る
。

も
し
智
慧
で
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ので
あ
れ
ば

、

こ
の
源

空
な
ど

、

ど
う
し
て
比
叡
山
の
聖
道
門
を
離
れ
て
、
浄
土
門
に
く
る
で
あ
ろ
う
か。

解
説私

た
ち
は
毎
日
多
く
の
問
題
に
遭
遇
し
ま
す

。

そ
れ
を
あ
り
も
し
な
い
智
慧

で
、
な
ん
と
か
解
決
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、
こ
の
世
に
は
、
ど
う
智
想
を

働
か
せ
て
も
解
決
の
つ
か
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す

。

た
と
え
ば
身
近
な
問
題
で

す
が
、
お
互
い
、
今
自
分
の
間
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
み
ん
な
自
分
の
智
慧
で

考
え
て
き
た
通
り
に
な
っ
て
お
り
ま
し
ょ
う
か
。
「
は
い
」
と
答
え
ら
れ
る
人

は
、
お
そ
ら
く
誰
も
い
な
い
で
し
ょ
う

。

み
ん
な
思
い
が
け
な
い
人
生
の
展
開

を
味
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す

。

こ
れ
か
ら
先
も
同
じ
こ
と
だ
と
m
心
い
ま

す
。法

然
上
人
は
比
叡
山

で
「
智
慧
第

一
の
法
然
房
」

と
い
わ
れ
た
人
で
す
。

そ

の
上
人
が
「
も
し
智
慧
で
す
べ
て
が
分
か
る
と
い
う
な
ら
、
私
源
空
は
、
ど
う

し
て
、
そ
れ
を
説
い
て
い
る
聖
道
門
を
離
れ
て
、
浄
土
門
に
く
る
だ
ろ
う
か
」

と
述
べ
て
お
り
ま
す

。

こ
の
世
は
智
慧
で
計
り
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
そ

れ
を
超
え
た
大
き
な
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す

。

と
す
れ
ば
そ
れ
に
随
順
し

て
生
き
て
い
く
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

。

梶
村

Commentary 
We encounter a lot of problems every day. We figure we can manage to solve the 

problems by means of owｷorlly in1agir1ary wisdom, but there are problems in this 
world that, however hard we may try to, we cannot solve by means of our wisdom 
To give a familiar exrunple, have all your present situations been managed exactly 
as you originally pl両ed to by your own wisdom? Perhaps there may be almost no 
one who can answer in the affirmative. All of you must have tasted unexpected 
developments of your lives. The srune will be true with your futures as well. 
Honen was called "Monk Honen of the top rank of wisdom" in Hieizan. That firstｭ

rank Honen said, "If we had enough wisdom to understand everything, why should 
I, Genkuu, leave the Holy Path Buddhism, in which such a precept was preached, 
and come to the Pure Land Buddhism?" !J1 this world, there is, indeed, an inscrutable 
greater power beyond human wisdom. If that is the case, what else can we do but 
live an obedient life following such a greater power? 

昇
亜
細
亜
大
学
名
誉
教
授

中央大学文学部教授英訳河西良治



友
松
円
諦

（
東
京
神

田
寺
主
幹
贔
時

）

（原
題
・
法
然
上
人
の
経
済
思
想
）



大
正
大
学
の
前
身
宗
教
大
学
を
卒
業
し
た
頃
と
い
う
の
だ
か
ら
大
分

昔
の
話
で
あ
る
が
、
当
時
、
望
月
信
亨
先
生
が
御
健
在
で
御
指
祁
を
頂

い
て
い
た
頃
で
あ
る
。

私
が
卒
論
に
選
ん
だ
も
の
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う

に
、
「
法
然
及
び
門
下
の
経
済
的
研
究
」
と
い
う
の
で
あ
る。
そ
の
論

文
は
い
ま
は
ど
こ
に
ど
う
成
っ
て
い
た
の
か
知
ら
ぬ
が
、
行
方
不
明
で

却
っ
て
幸
い
で
あ
る

。

何
を
材
料
と
し
た
も
の
か
、
せ
い
ぜ
い
、
玉
業

か
、
東
鑑
位
を
参
考
に
し
た
程
度
で
今
か
ら
見
れ
ば
卒
論
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
と
思
う
け

れ
ど
も
、

一
応
、
法
然
上
人
の
私
有
財
産
と
か
、
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
ら
れ
た
と
か
、
戒
を
さ
ず
け
て

生
活
を
し
て
い
ら
れ
た
こ
と
が
玉
業
に
手
に
取
る
よ
う
に
出
て
い
る
こ
と
や
、
弟
子
達
の
中
に
は
禅
勝
房

の
よ
う
に
番
匠
を
い
と
な
む
も
の
「
作
仏
房
の
如
く
染
物
な
と
や
う
の
も
の
を
売
買
し
て
命
を
つ
く
は
か

り
ご
と
と
し
け
り
」
（
勅
伝二
O
)
と
い
う
よ
う
な
材
料
を
出
し
た
記
憶
が
あ
る

。

処
が
何
し
ろ
、
貧
弱

な
私
の
卒
論
で
あ
る
。

先
生
の
お
気
に
入
ら
ぬ
の
は
当
然
で
あ
っ
た

。

さ
て
そ
れ
か
ら
何
年
た
っ
て
か
ら

で
あ
ろ
う
。

昭
和
七
年
「
仏
教
経
済
思
想
研
究
」
第

一
巻
が
出
来
た
と
き
、
欧
州
留
学
か
ら
帰
朝
の
御
挨

拶
も
か
ね
て
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
今
度
は
先
生
の
方
か
ら
破
顔

一
笑
、
「
寺
院
所
有
の
問
題
」
を
御
覧

に
な
っ
て
、
「
こ
れ
こ
そ
、
学
問
で
あ
る
」
と
お
ほ
め
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る

。

こ
れ
か
ら
書
こ
う
と

す
る
法
然
上
人
の
経
済
思
想
も
た
だ
勅
修
御
伝
に
ど
う
出
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
望
月
先
生
の
印
可
が

い
た
だ
け
な
い
筈
で
あ
る
。
一
応
、
仏
教
そ
の
も
の
に
於
け
る
衣
食
の
立
場
と
い
う
も
の
を
吟
味
し
て
法

然
上
人
の
と
ら
れ
た
独
自
性
と
い
う
も
の
を
考
え
て
見
た
い
と
思
う。

法
然

門
下
の

経
済
研
究

法然上人の中逍思想

5
 



仏
教
の
中
か
ら
経
済
思
想
を
た
ぐ
り
出
そ
う
と
す

る
に
は
、
ど
う
し
て
も
、

一
応
、
釈
椋
の
中
道
思
想

を
辿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

。

こ
れ
が
水
源
で
あ
る
。
「
一

切
衆
生
は
み
な
食
に
由
り
て
そ
の
生
命
を
存
す
、
食

あ
り
て
便
を
存
し
、
食
な
け
れ
ば
便
を
失
ふ」
(l
)

と
は
原
始
経
典
に
く
り
か
え
す
処
、
出
曜
経

(
2
)

に
も
「
食
に
非
れ
ば
生
命
は
救
は
れ
ず。

何
れ
か
能

く
描
食
せ
ざ
ら
ん
。

そ
れ
食
を
立
つ
る
を
先
き
と
な

す
、
然
し
て
後
、
乃
ち
道
に

至
る
な
り
」
の

一
句
を

詳
細
に
説
明
し
て
い
る

。

こ
の
合
理
的
に
し
て
常
識

的
な
聖
句
は
空
海
の
性
霊
集
に
も
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る

。

こ
の
塑
句
は
若
き
釈
炸
の
修
行
時
代
、
と
く

に
、
そ
の
苦
行
生
活
を
梢
符
し
て
、
初
め
て
中
道
に
目
ざ
め
ら
れ
た
体
験
か
ら
に
じ
み
出
た
言
業
で
あ

ろ
う
。

仏
伝
の
記
録
す
る
処
に
よ
れ
ば
、
若
き
釈
椋
は
そ
の
初
め
苦
行
こ
そ
出
離
の
逍
な
る
べ
し
と
信

じ
て
、
つ
と
め
て
肉
体
を
苦
し
め
ん
と
て
日
に

一
麻

―
米
を
口
に
し
六
年
に
及
ん
だ
の
で
あ
る

。

し
か

し
、
か
く
し
て
得
た
る
も
の
は
唯
肉
体
の
衰
弱
と
疲
労
の
み
で
あ

っ
た
。

か
く
て
そ
の
非
を
語
っ
て

一

人
の
村
女
の
供
迷
せ
る
乳
燦
を
口
に
せ
ら
れ
た
（
3

）。

か
く
し
て
、
次
の
如
き
体
験
を
え
ら
れ
た

。

「
げ
に
、
わ
れ
は
か
の
苦
行
よ
り
離
れ
ぬ
、
げ
に
わ
れ
は
甲
斐
も
な
き
苦
行
よ
り
離
れ
た
る
は
善
き
か
な
、

不
死
を
願
ふ
い
か
な
る
苦
行
も
す
べ
て
か
ひ
な
き
こ
と
な
り
と
わ
れ
は
知
れ
ぬ

。

陸
舟
の
舵
の
如
く
す

べ
て
得
る
こ
と
な
か
る
べ
し

(
4
)」
た
だ
肉
体
を
苦
し
め
る
こ
と
自
体
が
何
か
の
宗
教
的
功
徳
に
な
る

と
い
う
当
時
の
極
端
な
、
不
合
理
の
宗
教
思
想
に
抵
抗
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
釈
咋
の
中
道
思
想
の
特
色
が

釈
堕
‘
の

中
道
思
想

6
 



法然上人の中逍忠想

あ
っ
た
。増

一
阿
会
含
経
（
大
正
二
、
五
六
五
、

出
曜
経
二
三

（
大
正
四
、
七三
四
）

七

相
応
部

一
ノ

一

こ
う
し
た
中
道
思
想
の
出
現
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
こ
に
極
端
な
苦
行
主
義
、
禁
慾
主
義
、
ひ
い
て
は
、

人
間
性
の
滅
却
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
か
ず
に
す
ん
だ
の
で
あ
る
。

後
年
、
釈
椋
教
団
を

一
時
的
に
せ
よ
、

分
裂
の
危
機
に
陥
し
人
ら
し
め
た
提
婆
達
多
の
言
行
な
ど
も
、
「
比
丘
ら
を
終
生
林
住
者
た
ら
し
め
、
村

里
に
入
る
こ
と
な
か
ら
し
め
、
終
生
乞
食
者
た
ら
し
め
、
招
待
を
う
く
る
こ
と
な
か
ら
し
め
、
終
生
爽
掃

衣
者
た
ら
し
め
、
居
上
の
施
す
衣
服
を
う
く
る
こ
と
な
か
ら
し
め
、
終
生
樹
下
住
者
た
ら
し
め
、
屋
根
あ

る
家
に
入
る
こ
と
な
か
ら
し
め
、
終
生
魚
肉
な
庫
ふ
こ
と
な
か
ら
し
め
よ
」
と
の
主
張
も
釈
咋
の
お
だ
や

か
な
も
の
に
対
し
て
極
め
て
激
し
い

一
方
的
の
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
禁
慾
主
義
が
た
だ
よ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

釈
椋
は
こ
の
点
に
つ
い
て
余
り
や
か
ま
し
い
制
限
を
加
え
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

処
が
、
提
婆
の
徒
は
法
顕
、
玄
装
入
竺
当
時
の
イ
ン
ド
に
於
て
も

一
部
の
寺
院
に
於
て
は
提
婆
の
伝

統
を
守
る
も
の
が
残
っ
て
い
て
彼
ら
は
、
釈
迦
文
化
を
礼
せ
ず
、
乳
酪
を
の
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
記
録
し

て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
こ
に
彼
ら
が
中
道
思
想
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る。

ー

a) 
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、
ヽ

法
然
上
人
が
並
々
な
ら
ぬ
学
者
で
あ
ら
れ
た
こ
と

は
諸
伝
の
等
し
く
記
録
す
る
処
で
あ
る
が

一
っ
中
道

思
想
に
か
ぎ
っ

て
考
え
て
み
て
も
、
各
宗
の
祖
師
方

の
も
の
に
さ
れ
て
い
る
方
は
あ
る
ま
い
と
、
私
は
考

法
然
上
人
通
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
、
中
道
と
い
う
も
の
を
自
分

と
中
道
思
想

え
て
い
る

。た
と
え
ば
提
婆
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て

い
る
魚
肉
の
問
題
に
し
て
か
ら
が
、
正
統
仏
教
律
に

於
て
も
「
見
問
疑
」
の
三
不
浄
を
さ
け
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
こ
れ
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る。

法
然
上

人
に
い
た
っ
て
は
、
さ
ら
に

一
歩
を
つ
き
破
っ
て
こ
う
い
っ
て
い
る

。

「
又
人
々
後
世
の
事
申
け
る
つ
ゐ

で
に
、
往
生
は
魚
食
せ
ぬ
も
の
こ
そ
す
れ
と
い
ふ
人
あ
り。

と
か
く
論
じ
け
る
を
、
上
人
き
き
玉
て
、
魚

を
く
ふ
も
の
往
生
を
せ
ん
に
は
鵜
ぞ
せ
ん
ず
る
。

魚
く
は
ぬ
も
の
、
せ
ん
に
は
猿
ぞ
せ
ん
ず
る

。

＜
ふ

に
も
よ
ら
ず
、
く
は
ぬ
に
も
よ
ら
ず
、
た
だ
念
仏
申
も
の
往
生
は
す
る
と
ぞ
、
源
空
は
知
り
た
る
と
ぞ
仰

ら
れ
け
る
（
勅
修
御
伝
淡
校
廿

一
）
全
く

一
刀
両
断
で
あ
る

。

し
か
も
、
そ
こ
に
は
ウ
イ
ッ
ト
と
ユ
ー
モ

ア
さ
え
た
だ
よ
っ
て
い
る

。

魚
を
食
う
、
食
わ
ぬ
、
そ
ん
な
末
梢
の
処
に
力
を
入
れ
る
必
要
は
な
い。

中

心
は
仏
道
に
あ
る

。

も
っ
と
は
っ
き
り
中
道
を
示
し
て
い
た
の
は
次
の

一
句
で
あ
る

。

「
歌
よ
む
は
罪
に

て
候
か
。

答
、
あ
な
が
ち
に
得
候
は
じ

。

但
罪
と
も
な
り
、
功
徳
と
も
な
る
」
簡
に
し
て
実
に
要
を
得
て

い
る
。

中
道
の
核
心
を
つ
い
て
い
る
と
い
え
る

。

当
時
、
「
歌
」
と
い
え
ば
、
相
聞
、
恋
愛
の
う
た
に
き

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
づ

一
般
に
仏
近
の
さ
わ
り
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
の
に

。

法
然
上
人
は
す
べ
て
そ
う
し
た
偏
見
か
ら
離
れ
て
、
功
徳
と
罪
の
二
辺
か
ら
離
れ
て
、
是
を
是
と
し
、
非

を
非
と
せ
ら
れ
、
歌
に
よ
っ
て
は
、
功
徳
の
歌
と
も
な
り
、
罪
の
歌
と
も
成
る
と
答
え
て
い
る。

歌
そ
の

も
の
は
二
辺
を
の
り
こ
え
て
い
る
中
道
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ら
れ
る

。
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「
現
世
を
ば
い
か
が
は
か
ら
ひ
候
べ
き
と
、
上
人
の
玉
は
く。

現
世
の

す
ぐ
べ
き
や
う
は
念
仏
の
申
さ
れ
ん
か
た
に
よ
り
て
す
ぐ
べ
し。

念
仏

の
さ
は
り
に
な
ら
ぬ
べ
か
ら
ん
事
を
ば
い
と
ひ
す
つ
べ
し。
一
所
に
て

申
さ
れ
ず
ば
修
行
し
て
申
す
べ
し

。

修
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば

一
所
に
て

申
す
べ
し
。

ひ
じ
り
に
て
申
さ
れ
ず
ば
在
家
に
な
り
て
申
す
べ
し
、
在

家
に
て
申
さ
れ
ず
ば
遁
世
し
て
申
す
べ
し
、
ひ
と
り
こ
も
り
て
申
さ
れ

ず
ば
同
行
と
共
行
し
て
申
す
べ
し
、
共
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、

一
人
こ

も
り
ゐ
て
申
す
べ
し
、
衣
食
か
な
わ
ず
し
て
申
さ
れ
ず
ば
他
人
に
助
け

ら
れ
て
申
す
べ
し
。

他
人
の
助
け
に
て
申
さ
れ
ず
ば
自
力
に
て
申
す
べ
し

。

妻
子
も
従
類
も
自
身
た
す
け

ら
れ
て
念
仏
申
さ
ん
た
め
な
り

。

念
仏
の
さ
は
り
に
な
る
べ
く
は
ゆ
め
ゆ
め
も
つ
べ
か
ら
ず

。

所
知
所
領

も
念
仏
の
助
業
な
ら
ば
大
切
な
り。
妨
げ
に
な
ら
ば
も
つ
べ
か
ら
ず
」
（
勅
修
御
伝
四
十
五）
こ
の

一
文

に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
上
人
に
と

っ
て
、

一
所
に
止
住
す
る
の
も
、
修
行
す
る
も
、
在
家
す

る
も
、
出
家
す
る
も
、

妻
帯
す
る
も
、
せ
ぬ
も
、
遁
世
す
る
も
、
同
行
と
共
行
す
る
も
、
衣
食
を
他
人
に

た
の
む
も
、
自
力
で
ま
か
な
う
も
、
妻
子
従
類
の
助
け
を
う
け
る
か
、
う
け
ぬ
か
も
、
所
知
所
領
を
ど
う

す
か
も
、
自
分
の
念
仏
生
活
の
妨
げ
に
な
る
か
、
な
ら
ぬ
か
が
中
心
で
あ
る。

も
し
、
少
し
で
も
妨
げ
に

な
る
の
な
ら
妻
も
め
と
ら
ぬ
が
い
い
し
、
遁
世
す
る
も
い
い
し
、
遁
世
せ
ぬ
も
い
い
し
、
中
心
は
自
分
の

仏
道
次
第
で
あ
る
。

衣
食
と
か
、
経
済
と
か
い
う
こ
と
は
二
の
次
ぎ
で
あ
る
と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
お

考
え
の
よ
う
で
あ
る

。

道
心
あ
る
と
こ
ろ
お
の
づ
か
ら
衣
食
あ
り
と
き
い
て
い
る。
法
輪
転
ず
る
と
こ
ろ
、

食
輪
転
ず
る
と
か
や
、
念
仏
の

声
す
る
と
こ
ろ
、
い
づ
れ
や
、
衣
食
の
伴
わ
む
る
と
こ
ろ
や
あ
る。
私
は

そ
う
信
じ
て
い
る
。

所
知
所
領
も

念
仏
の
助
業

法然上人の 中逍忠想

, 



特別編

ドナルド・キーン又〇



会いたい人

キ
ー
ン
さ
ん
か
ら
古
浄
瑠
璃
『
弘
知
法
印
御
伝
記
』

せ
い

き

の
載
っ
た
古
典
文
庫
を
手
渡
さ
れ
た
上
原
誠
己
さ
ん

つ
の
が
き

は
、
そ
の
角
書
に

「越
後
国
柏
崎
」
と
あ
る
の
を
見

て
、
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
る

。

新
潟
に
飛
ん
で
帰
る

と
、
さ
っ
そ
く
佐
渡
に
い
る
人
形
追
い
の
西
橋
八
郎

兵
衛
さ
ん
に
復
活
上
演
の
夢
を
熱
く
語
り
か
け
た

。

こ
の
西
橋
さ
ん
の
早
大
時
代
の
恩
師
が
烏
越
文
蔵

教
授
‘
と
い
う
の
も
何
や
ら
深
い
因
縁
を
感
じ
る
が
‘

早
稲
田
の
演
劇
科
在
籍
中
に
観
た
人
形
浄
瑠
璃
に
深

＜
魅
了
さ
れ
て
、
大
学
を
中
退

。

文
楽
人
形
述
い
の

み
の
じ

吉
田
袋
助
師
に
入
門
し
て
設
司
を
名
乗
っ
て
い
た

が
、
あ
る
と
き
か
ら
佐
渡
の
素
朴
な

一
人
追
い
の
文

弥
人
形
に
心
を
奪
わ
れ
、
そ
の
地
に
住
み
つ
い
た

。

じ
.
2ぞ
う

同
じ
く
文
楽
一
二味
線
の
鶴
澤
重
造
師
に
弟
子
入
り

あ
さ
ぞ
う

し
て
浅
造
を
名
乗
っ
て
い
た
上
原
さ
ん
は
西
橋
さ
ん

の
二
年
後
詔
に
当
り
‘
つ
ま
り
二
人
は
文
楽
時
代
か

ら
の
盟
友

。

し
か
し
復
活
上
演
の
試
演
会
に
こ
ぎ
つ
け
る
ま
で

に
は
二
年
近
い
歳
月
を
要
し
た

。

ま
ず
上
原
さ
ん
と

西
橋
さ
ん
は
濁
点
の
な
い
仮
名
と
漢
字
混
り
で
難
解

な
古
浄
瑠
璃
の
文
}
いを
読
み
解
く
こ
と
に
腐
心
す
る。

た
と
え
ば
こ
ん
な
と
こ
ろ

。

「な
む
さ
ん
ほ
う
大
か
め

一
足
と
び
来
り
み
と

り

子
を
か
い
く
わ
へ
」

は
、
南
無
三
宝
‘
狼

一
匹
跳

び
来
り
、
嬰
児
を
か
い
く
わ
え
…
…
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
二
人
は
初
め
、
な
ぜ
山
中
に
大
き
な

亀
が
出
て
く
る
の
か
、
と
悩
ん
だ
と
い
う

笑
え
る
話

も
あ
っ
た

。

そ
し
て
読
解
が
す
む
と
、
今
度
は
節
作

り
に
と
り
か
か
る

。

諮
面
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
、
無

か
ら
の
出
発
だ
が
‘
幸
い
古
風
な
雰
囲
気
を
湛
え
た

文
弥
節
や
説
経
節
の
音
源
は
残
さ
れ
て
い
る
。
上
原

さ
ん
は
そ
れ
を
丹
念
に
採
譜
し
、
特
徴
を
つ
か
ん
で

作
曲
、
つ
い
に
古
浄
瑠
璃
全
六
段
を
甦
ら
せ
た

。

一
方
の
西
橋
さ
ん
は
、
四
十
体
に
も
及
ぶ
人
形
の

か
し
ら

首
を
彫
り
、
衣
裳
や
舞
台
装
骰
の
製
作
に
取
り
組
み

な
が
ら
、
あ
れ
こ
れ
演
出
プ
ラ
ン
を
練
る

。

ま
た
‘

人
形
の
追
い
手
た
ち
を

一
般
公
募
し
て
‘
復
活
上
演

ぇ
ち

ご

さ
る
は
ち
ざ

の
た
め
の

「越
後
猿
八
座
」

を
結
成

。
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こ
の
「
猿
八
」
と
い
う
の
は
西
橋
さ
ん
の
住
む
佐

渡
の
地
名
で
、
座
員
の
芸
名
は
男
性
に
は
「
猿

」、

女
性
に
は
「
八
」
の
字
を
I

猿
五
と
か
八
桐
と
か

つ
け
る
の
だ
が
‘
中
で
異
色
な
の
は
足
の
怪
我
で
バ

レ
リ
ー
ナ
の
道
を
諦
め
た
フ
ラ
ン
ス
女
性
‘
八
里
さ

ん
の
存
在
だ
ろ
う

。

佐
渡
の
老
若
男
女
に
混
じ
っ
て

西
橋
さ
ん
の
懇
切
で
か
つ
厳
し
い
指
導
を
受
け
て
い

る
姿
が
テ
レ
ビ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
番
組
に
映
し
出
さ

れ
て
い
た
。

行
々
と
準
備
が
整
い
、
ま
ず
は
廃
校
に
な
っ
た
佐

渡
の
小
学
校
で
公
開
舞
台
稽
古
が
行
わ
れ
る
。
幕
が

閉
っ
た
途
端
‘

一
同
が
抱
き
合
っ
て
涙
し
、
あ
る
女

性
出
演
者
は
「
こ
れ
ま
で
の
経
し
の
中
で
、
こ
ん
な

泣
く
よ
う
な
激
し
い
気
持
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と

感
激
の
面
持
ち
だ
っ
た
。

番
組
の
中
で
の
キ
ー
ン
さ
ん
の
感
想

。

「文
楽
は
三
人
迫
い
で
動
き
が
遅
い
で
す
が
‘
こ
ち

ら
は

一
人
造
い
で
、
人
形
の
動
き
が
速
く
な
り
ま
す
。

話
自
体
も
日
本
で
最
初
の
即
身
仏
の
話
で
、
こ
れ
も

大
変
珍
し
い

。

古
く
て
新
鮮
と
い
う
感
じ
で
‘

に
面
白
か
っ
た
で
す
」

さ
す
が
に
ユ
ニ
ー
ク
で
鋭
い
視
点
だ

。

12 

非
常

『
越
後
国
柏
崎
弘
知
法
印
御
伝
記
』
の
復
活
初
演

は
平
成
2
1年
6

月
、
由
縁
の
地
柏
崎
（
産
業
文
化
会

館
ホ
ー
ル
）
だ
っ
た
。
そ
の
評
判
を
人
づ
て
に
問
き
‘

私
が
観
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
そ
の
年
の
九
月
末
‘

と
く

し
ょ
う
い
ん

新
潟
市
の
得
生
院
本
堂
で
行
わ
れ
た
公
演
。

鶴
澤
浅
造
こ
と
上
原
さ
ん
は
、
キ
ー
ン
さ
ん
か
ら

か
く
た
ゆ
う

新
た
に
名
づ
け
ら
れ
た
「
越
後
角
太
夫
」
の
芸
名
で
‘

長
時
間
に
及
ぶ
弾
き
語
り
を
全
段

一
人
で
演
じ
切
っ

た
。
ま
た
、
西
梢
さ
ん
の
率
い
る
越
後
猿
八
座
々
員

十
七
名
の
息
の
合
っ
た
熱
演
も
み
ご
と
な
も
の
だ
っ

た
。浄

瑠
璃
の
荒
筋
を
紹
介
す
る

。

ひ
ろ
と
も

越
後
の
長
者
の
息
子
弘
友
が
柏
崎
の
遊
郭
で
喧
嘩

騒
動
を
起
し
‘
夫
の
身
を
案
じ
て
探
し
に
来
た
妻
の

柳
の
前
は
馬
子
に
斬
り
殺
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
胎
内



会いたい人

か
ら
生
ま
れ
出
た
水
子
を
、
仏
の
化
身
で
あ
る
狼
が

く
わ
え
去
る

。

愚
行
を
悔
い
た
弘
友
が
弘
法
大
師
に

出
会
い
、
発
心
し
て
修
行
を
す
る
が
、

美
女
に
化
け

た
腐
王
に
さ
ん
ざ
ん
防
げ
を
受
け
る

。

こ
の
場
面
が

何
と
も
愉
快
だ
っ
た

。

こ

う
ち

ヘ
弘
知
少
し
も
騒
が
ず
持
っ
た
る
数
珠
を
打
つ

け
給
忍
ば
般
若
の
利
剣
と
な
り
て
切
払
え
ば
炭

王
は
か
な
わ
ず
げ
に
有
難
き
法
力
と
て
虚
空
に

上
が
れ
ば
利
剣
は
元
の
数
珠
と
な
り
弘
知
の
御

手
に
返
り
け
り
…
…
」

棒
の
先
に
つ
け
た
数
珠
が
ク
ル
リ
と
返
っ
て
た
ち

ま
ち
利
剣
に
変
り
、
ま
た
数
珠
に
戻
っ
て
弘
知
の
元

に
飛
ん
で
く
る

。

見
物
は
す
っ
か
り
昔
気
分
で
ヤ
ン
ヤ
の
大
喝
采

゜

こ
こ
で
休
憩
と
な
る

。

興
甜
し
な
が
ら
別
室
に
移
動

し
た
お
客
た
ち
は
、
ブ
ル
ボ
ン
提
供
の
お
茶
と
お
菓

子
で
み
ん
な
元
気
を
取
り
戻
す

。

そ
し
て
後
半
‘
柳
の
前
の
霊
魂
も
成
仏
し
、
弘
知

は
仏
法
僧
の
鳴
き

声
を
聞
い
て
忽
然
と
悟
り
を
開

き
、
即
身
仏
と
な
る
決
意
を
固
め
る
…
…

。

浄
瑠
璃
は

一
字

一
句
変
え
ず
に
元
の
ま
ま
語
ら
れ

た
が
、
観
客
は

「
大
か
め
」

と
聞
い
て
も
舞
台
に

「
狼」
が
登
場
す
れ
ば
す
ん
な
り
理
解
で
き
て
大
満

足
だ

。

し
か
し
た
っ
た

一
か
所
、
上
原
さ
ん
は
効
果

的
な
変
更
を
施
す

。

そ
れ
は
終
段

。

「仁
和
七
年
九
月
三
日
弘
知
法
印
往
生
有
て
貞

享
二
年
ま
で
八
百
五
年
…
…
と
い
う
の
を
‘

「平
成

二
十

一
年
ま
で

一
千
二
臼

二
十
九
年
」

と
し
て
‘

「
今
に
越
後
国
柏
崎
の
近
所
に
御
影
つ
つ
が
な
し

前
代
未
聞
有
難
し

」

と
続
け
た
こ
と
だ
っ
た

。

客
席
は

「平
成
」
と
耳
に
し
た
あ
た
り
で
最
高
に

盛
り
上
が
り
‘
拍
手
は
長
く
鳴
り
や
ま
な
い

。

私
も

さ
い
し
ょ
う
じ

拍
手
し
な
が
ら
‘
芭
蕉
が
寺
泊
の
西
生
寺
に
こ
の
即

身
仏
を
訪
ね
た
、
と
曽
良
の
随
行
日
記
に
あ
っ
た
の

を
思
い
浮
か
べ
、
長
い
長
い
時
の
流
れ
に
思
い
を
馳

せ
た

。

公
演
は
大
成
功
だ
っ
た

。

キ
ー
ン
さ
ん
は
こ
の
公
演
が
あ
っ
た
翌
年
六
月
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め
で
た
＜
米
寿
を
迎
え
た

。

「
文
藝
春
秋」
巻
頭
随

筆
に
キ
ー
ン
さ
ん
は
こ
う
書
く
。

「
米
寿
と
い
う
節
目
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
意
味
を

持
た
ず
‘
し
た
が
っ
て
こ
の
大
事
な
誕
生
日
も
素
通

り
さ
れ
る

。

し
か
し
東
京
で
は
随
分
前
か
ら
大
勢
の

友
人
‘
知
人
が
主
催
者
と
な
っ
て
、
目
出
た
い
日
に

ふ
さ
わ
し
い
宴
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
数
々
の
準
備
を

し
て
く
れ
て
い
た
」
（
平
成
2
3年
2

月
特
別
号
）

日
本
と
い
う
国
は
佑
が
あ
っ
て
つ
く
づ
く
い
い
、

と
思
っ
て
く
れ
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
っ
て
、
嬉
し

く
な
る
。

「
さ
て
、
パ
ー
テ
ィ
ー
の
山
場
は
友
人
の
越
後
角
太

夫
（
上
原
誠
己
）
の
語
り
だ
っ
た
。
『
弘
知
法
印
御

伝
記
』
と
い
う
古
浄
瑠
璃
を

一
人
で
語
り
‘
唄
っ
た

だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
三
味
線
の
伴
奏
を
弾
い
た

の
で
あ
る
。
声
は
強
く
、
音
楽
的
で
あ
っ
た

。

時
問

の
制
限
が
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
日
は

一
部
し
か
披

露
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
後
日
、
浜
離
宮
朝
日
ホ
ー
ル

で
越
後
猿
八
座
の
人
形
迎
い
の
方
々
と
も

一
緒
に
全

曲
を
語
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
そ
の
際
は
抜
粋
で
も
聴

衆
に
深
い
感
銘
を
与
え
た
」

朝
日
ホ
ー
ル
で
の
東
京
公
演
は
平
成

2
2年
1
0月
。

キ
ー
ン
さ
ん
が
実
行
委
員
長
を
務
め
‘
大
成
功
を
お

さ
め
て
い
る

。

さ
て
、
「
米
寿
」

と
題
し
た
巻
頭
随
筆
は
こ
う
結

ば
れ
る
。

「
八
十
八
歳
と
も
な
れ
ば
、
友
達
の
多
く
は
こ
の
世

に
は
お
ら
ず
‘
何
年
ぶ
り
に
会
っ
た
友
人
と
昔
を
思

い
出
し
て
も
、
明
る
い
話
で
は
な
い

。

誰
そ
れ
が
い

な
い
の
は
残
念
で
す
ね
‘
と
語
り
合
い
‘
或
は
口
に

出
さ
ず
と
も
出
席
で
き
な
か
っ
た
人
々
を
心
か
ら
想

う
。
こ
れ
が
古
浄
瑠
璃
の
ペ
ー
ソ
ス
と
ぴ
っ
た
り
調

和
す
る
の
だ

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
内
い
た
よ
う
に
‘

悲
劇
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
中
に
あ
る
哀

れ
み
と
恐
怖
を

一
掃
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
‘
忘

れ
ら
れ
て
い
た
浄
瑠
璃
が
見
事
に
蘇
っ
た
こ
と
も
、

芸
術
の
永
遠
性
を
具
現
し
た
と
言
え
る

。

お
か
げ
さ

ま
で
大
変
‘
後
味
の
良
い
パ
ー
テ
ィ
ー
だ
っ
た。

次
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会いたい人

は
卒
寿
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
」

こ
の
あ
た
り
か
ら
キ
ー
ン
さ
ん
と
誠
己
さ
ん
の
間

に
は
強
い
信
頼
関
係
が
築
き
上
げ
ら
れ
、
「
次
は
卒

寿
」
と
い
う
ほ
の
か
に
明
る
い
未
来
へ
の
期
待
は
み

ご
と
に
適
中
し
て
、
卒
寿
の
誕
生
パ
ー
テ
ィ
ー
で
誠

己
さ
ん
は
正
式
に
渡
子
と
し
て
披
露
さ
れ
た
。
キ
ー

ン
さ
ん
は
こ
れ
に
先
立
つ
三
月
に
、
日
本
国
籍
を
取

得
し
て
い
る
。

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
・
セ
ン
タ
ー
柏
崎
開
館
2

周

年
記
念
の
講
演
会
（
平
成
2
7年
9

月
）
に
私
が
招
か

れ
て
親
し
く
昼
の
会
食
に
同
席
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

と
き
、
誠
己
さ
ん
は
ご
く
自
然
に
「
お
父
さ
ん
」
と

呼
び
、
「
こ
れ
は
も
う
召
し
上
が
り
ま
せ
ん
ね

。

こ

ち
ら
に
下
げ
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
」
と
い
う
問
い
か

け
に
「
ゆ
S

る
S

す
っ
」
と
、
お
茶
目
に
答
え
る
光

景
は
、
老
境
の
孤
独
と
は
程
遠
い
も
の
だ
っ
た
。

思
え
ば
キ
ー
ン
さ
ん
が
十
八
歳
の
と
き
、
タ
イ
ム

ズ
ス
ク
エ
ア
の
本
屋
で
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
ー
リ
訳
の

『
源
氏
物
語
』
を
買
い
求
め
、
「
夢
の
よ
う
に
魅
惑
的

で
、
ど
こ
か
遠
く
の
美
し
い
世
界
」
（
『
ド
ナ
ル
ド
・

キ
ー
ン
自
伝
』
）
に
心
を
奪
わ
れ
て
以
来
、
実
に
七

十
有
余
年
の
歳
月
を
ひ
た
す
ら
日
本
文
学
研
究
と
世

界
へ
の
紹
介
に
喪
し
て
く
れ
た
大
恩
人
に
、
こ
れ
は

誠
己
さ
ん
が
日
本
人
を
代
表
し
て
報
い
て
い
る
姿
な

の
だ
っ
た

。

キ
ー
ン
さ
ん
は
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成

2
3年3

月
）
に
よ
る
東
北
の
あ
ま
り
の
惨
状
に
深
く
心
を
低

め
、
日
本
に
帰
化
す
る
決
意
を
表
明
す
る

。

こ
れ
は
『
日
本
人
の
戦
争
』
を
出
版
（
平
成
2
1年
）

し
た
際
、
高
見
順
の
日
記
に
空
襲
の
罹
災
者
た
ち
の

姿
を
見
て
、
「
い
と
し
さ
、
愛
情
で
胸
が
い
っ
ば
い

だ
っ
た
。
こ
の
人
た
ち
と
共
に
生
き
、
共
に
死
に
た

い
」

と
あ
っ
た
の
に
心
を
動
か
さ
れ
て
の
決
心
だ
っ

た
。

こ
こ
に
も
う

一
人
、
日
本
人
と
し
て
そ
の
厚
情
に

報
い
た
い
、
と
考
え
、
行
動
に
移
し
た
人
が
い
る

。
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ブ
ル
ボ
ン
吉
田
記
念
財
団
代
表
で
、
の
ち
に
ド
ナ
ル

や
す’)

ド
・
キ
ー
ン
・
セ
ン
タ
ー
柏
崎
を
設
立
し
た
吉
田
康

社
長
が
語
る

。

「3
.
1
1の
す
ぐ
あ
と
、
四
月
に
先
生
は
コ
ロ
ン
ビ

ア
大
学
を
退
任
し
て
、
最
終
講
義
の
た
め
に
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
行
か
れ
ま
し
た。

そ
の
後
日
本
に
永
住
す

る
の
で
向
う
の
お
宅
を
引
き
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

引
越
し
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
よ
‘
蔵
書
の
収

納
も
大
変
で
し
ょ
う
か
ら
、
柏
崎
な
ら
ス
ペ
ー
ス
が

あ
り
ま
す
よ
、
と
申
し
出
ま
し
た

。

そ
の
こ
ろ
古
い

旅
館
を
入
手
し
て
い
て
、
先
代
社
長
が
非
常
な
読
書

家
だ
っ
た
の
で
そ
の
本
の
保
管
の
た
め
に
使
お
う
か

と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
日
本
文
学
の
大
恩
人
へ

の
感
謝
を
誰
か
が
何
か
の
形
で
表
わ
さ
な
け
れ
ば
‘

と
い
う
気
持
か
ら
、
先
生
の
今
後
の
活
動
の
拠
点
と

し
て
こ
の
建
物
を
生
か
そ
う
と
思
い
つ
き
ま
し
た

。

先
生
‘
柏
崎
に
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
記
念
館
を
造
り

ま
し
ょ
う
、
と

意
気
ご
ん
だ
ら
、
吉
田
さ
ん
‘
記
念

館
は

『
メ
モ
リ
ア
ル
』
の
こ
と
で
、
わ
た
し
は
ま
だ

生
き
て
い
ま
す
か
ら
『
セ
ン
タ
ー
』
が
い
い
で
し
ょ

う
‘
っ
て
（
笑
）。

そ
れ
で
こ
の
古
い
建
物
を
す
っ

か
り
改
装
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
先
生
の
書
斎
そ

の
ま
ま
の
形
で
再
現
し
ま
し
た

。

窓
か
ら
は
光
る
ハ

ド
ソ
ン
川
の
流
れ
を
眺
め
ら
れ
る
仕
掛
け
が
し
て
あ

っ
て
、
本
も
前
と
同
じ
に
並
ん
で
て
、
先
生
の
お
父

さ
ん
が
貿
易
商
で
中
国
か
ら
取
り
寄
せ
て
あ
ち
こ
ち

旅
し
た
絨
毯
も
、
今
は
ち
ゃ
ん
と
居
場
所
に
落
ち
つ

い
て
…
…
先
生
が
そ
こ
で
寛
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
姿

を
見
る
の
は
、
幸
せ
で
す
」

こ
こ
で
ふ
と
、
長
岡
出
身
の
大
詩
人
で
そ
の
晩
年

に
私
が
馨
咳
に
接
し
た
堀
口
大
學
先
生
の

「遠
き
悪

人
」

と
い
う
詩
の

一
節
が
思
い
浮
ん
だ

。

「
神
さ
ま
は
二
人
の
愛
の
た
め
に
戦
争
を
お

望
み

ふ
う

に
な
っ
た
の
だ
」
と

。

こ
ん
な
風
に
す
べ
て
の
も
の

が
ー
カ
イ
ゼ
ル
の
始
め
た
あ
の
戦
争
ま
で
が

I

二
人
の
愛
の
為
め
に
都
合
が
よ
か
っ
た
の
だ
…
…
」

（
大學
先
生
の
恋
の
相
手
は
画
家
の
マ
リ
ー
・
ロ
ー

ラ
ン
サ
ン
）。
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戦
争
や
津
波
と
い
う
大
災
害
を
も
た
ら
す
魔
王
も
‘

や
り
過
ぎ
を
悔
い
て
何
ら
か
の
「
お
釣
り
」
を
出
す。

そ
れ
は
キ
ー
ン
さ
ん
が
日
本
人
に
な
る
決
意
で
あ
り
、

よ
き
ご
渡
子
で
あ
り
、
キ
ー
ン
・
セ
ン
タ
ー
柏
崎
な

の
だ
ろ
う
。

読
書
家
だ
っ
た
ブ
ル
ボ
ン
先
代
社
長
の
愛
娘
‘
吉

田
碩
理
さ
ん
は
、
キ
ー
ン

・

セ
ン
タ
ー
設
立
の
計
画

段
階
か
ら
、
地
元
新
潟
産
業
大
学
に
二
年
半
通
っ
て
、

学
芸
員
の
資
格
を
取
っ
た
。
浜
理
さ
ん
が
言
う
。

「
キ
ー
ン
先
生
と
柏
崎
の
御
縁
を
結
ん
で
く
だ
さ
っ

た
古
浄
瑠
璃
の
モ
デ
ル
は
今
も
実
在
す
る
即
身
仏
‘

弘
智
法
印
（
浄
瑠
璃
で
は
弘
知
）
で
‘
辞
世
の
歌
が

あ
る
ん
で
す
。

岩
坂
の
主
は
誰
ぞ
と
人
問
わ
ば
墨
絵
に
書

き
し
松
風
の
音

良
寛
さ
ま
は
、
こ
の
辞
世
の
歌
に
接
し
て
、
実
際

に
即
身
仏
に
も
お
参
り
な
さ
っ
て
、
七
言
絶
句
も
詠

ん
で
お
ら
れ
ま
す
け
ど
、
私
が
大
好
き
な
『
無
心
』

と
い
う
良
寛
さ
ま
の
漢
詩
が
あ
り
ま
す
。

花
無
心
に
し
て
蝶
を
招
き
蝶
無
心
に
し
て

花
を
尋
ぬ
花
開
く
時
蝶
来
り
蝶
来
る
時

花
開
く
…
…

ま
だ
こ
の
詩
は
続
く
ん
で
す
が
、
白
い
蝶
で
あ
る

キ
ー
ン
先
生
が
、
日
本
人
の
心
の
似
し
さ
を
象
徴
す

る
よ
う
な
白
牡
丹
に
、
あ
る
と
き
は
静
か
に
寄
り
添

っ
た
り
、
ま
た
無
心
に
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
戯
れ
て
飛
ん
だ

り
…
…
ま
さ
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
私
は
こ
の
梢
景

を
思
い
浮
べ
る
と
、
自
然
に
涙
が
溢
れ
る
ん
で
す
」

本
当
に
い
い
人
た
ち
ば
っ
か
り
で
す
が
す
が
し
い。

（
こ
の
項
お
わ
り
）

※
長
期
に
わ
た
る
こ
の
連
載
か
ら

「女
優
で
あ
る

こ
と

j
『再
会
の
手
帖
j
「舞
台
の
神
に
愛
さ
れ

た
男
た
ち

j、
そ
し
て
近
々
そ
の
続
篇
が
出
ま
す

が
、
四
冊
の
単
行
本
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

今
回

で
最
終
回
と
な
り
ま
す

。

ご
愛
読
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

。
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こ
う
る
じ
っ
ぼ
う

響
流
＋
方

現
棋
を
い
の
る
に
、
し
る
し
な
し
と
中
す
事
、
仏
の
御
そ
ら
ご
と
に
は
候
わ

ず
。

わ
が
心
の
説
の
ご
と
く
せ
ぬ
に
よ
り
て
、
し
る
し
な
き
事
は
候
な
り

。

さ
れ
ば
よ
く
す
る
に
は
み
な
し
る
し
は
候
な
り

。

観
音
を
念
ず
る
に
も
、

一

心
に
す
れ
ば
し
る
し
候

。

も
し

一
心
な
け
れ
ば
し
る
し
候
わ
ず

。

（法
然
上
人

「百
四
十
J
i箇
条
間
答
」
）

こ
の
世
で
よ
り
よ
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
祈
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ご
利
益
が
な
い
と
い

う
の
は
、
仏
さ
ま
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

そ
の
人
自
身
の
心
が
仏
さ
ま
の
教
え
に
そ
ぐ
わ
な
い
か
ら
‘
ご
利
益
が
な
い
の
で
し
ょ
う

。

教
え
の
と
お
り
に
す
れ
ば
、
ご
利
益
は
あ
る
も
の
で
す。

観
音
菩
蔭
に
も

、

念
い
を

一
心
に
祈
れ
ば
ご
利
益
は
い
た
だ
け
ま
す
し
、

た
だ
け
ま
せ
ん

。

い
ま
ど
き
の
流
行
り

一
心
で
な
け
れ
ば
い



響流十方

世
は
御
朱
印
ブ
ー
ム
だ
そ
う
で
あ
る

。

年
明
け
、
ラ
ジ
オ
の
連
続
番
組
で
扱
っ
て
い
た
の

を
た
ま
た
ま
聴
い
て
知
っ
た
。

出
演
し
て
い
た
仏
教
系
大
学
の
教
授
は
「空
前
の
」
と
い
う

最
上
級
の
形
容
詞
で
伝
え
て
い
た

。

い
つ
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
し
は
じ
め
て
か
ら
の
”
空

前
I
Iな
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
仏
閣
神
社
に
お
詣
り
す
る
人
が
増
え
て
い
る
と
い
う
点

は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
。
寺
社
に
よ
っ
て
は
、
御
朱
印
を
希

望
す
る
人
が
従
来
の
十
倍
に
も
な
っ
た
と
い
う
か
ら
、
驚
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い

。

寺
社
参
拝
＋
御
朱
印
と
い
え
ば
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
高
齢
の
方
の
菩
提
寺
団
参
旅
行
や
霊

場
巡
り
ツ
ア
ー
、
と
い
う
の
が
従
来
の
図
式
で
あっ
た
よ
う
に
思
う

。

そ
れ
が
い
ま
は
”

若
“

が
”

老
“
を
凌
ぐ
勢
い
だ
と
い
う
の
だ

。

自
称
「
御
朱
印
ガ
ー
ル
」
も
少
な
く
な
い
と
か

。

「O
O
ガ
ー
ル
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
、
な
お
も
っ
て
増
殖
中
の
よ
う
で
あ
る

。

御
朱
印
の
歴
史
は
平
安
時
代
に
ま
で
遡
る
。
写
経
を
し
、
寺
院
に
納
め
る
際
、
そ
の
証
と

し
て
授
か
っ
た
の
が
そ
も
そ
も
だ
。

そ
れ
が
江
戸
時
代
頃
に
な
る
と
、
納
経
を
し
な
く
と
も

参
拝
し
た
の
み
で
、
”

証
明
書
“
と
し
て
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
代
に至
る
と
い
う
。

「納
経
の
際
」
で
あ
る
か
ら
、
元
来
は
寺
院
に
お
け
る
も
の
だ

っ
た
が
、
後
に
神
社
で
も
取

り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。

そ
う
い
え
ば
…
箪
者
も

学
生
の
頃
、
御
朱
印
帳
を
手
に
同
級
生
と
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
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巡
り
を
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た

。

「
し
た
」
と言
っ
て
も
成
満
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

近

畿
、
中
国
、
四
国
と
広
範
に
わ
た
る
た
め
、

一
度
に
は
と
て
も
無
理
だ

。

そ
こ
で
数
年
か
け

る
計
画
と
し
た
の
だ
が
、
結
局
、
箪
者
は
初
回
し
か
参
加
で
き
ず
頓
挫
し
た。

そ
の
後
、
仕

事
（
取
材
）
で
す
べ
て
詣
る
こ
と
が
で
き
た
（
と
思
う。

た
し
か
…
）
が
、
御
朱
印
帳
は
持

参
し
な
か
っ
た

。

正
直
な
と
こ
ろ
、
箪
者
に
は
御
朱
印
に
対
し
て
あ
ま
り
こ
だ
わ
り
は
な
い

。

な
ぜ
い
ま
、
御
朱
印
プ
ー
ム
な
の
か

。

少
し
調
べ
て
み
た

。

手
っ
取
り
早
く
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
開
く

。

「
超
か
わ
い
い
！
」
「
ア
ー
ト
ス
テ
ィ
ッ
ク
！
」
「
社
寺
ご
と
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
魅
力
」

と
い
っ
た
文
言
が
乱
れ
飛
ん
で
い
る
。

御
朱
印
フ
リ
ー
ク
に
よ
る
プ
ロ
グ
、
「
御
朱
印
人
気

ラ
ン
キ
ン
グ
」
な
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
で
あ
る

。

「
同
じ
寺
社
で
も
書
い
て
く
だ
さ
る
僧
侶
、

神
主
に
よ
っ
て
味
（
箪
跡
、
書
き
癖
）
が
違
っ
て
、
そ
れ
が
い
い
」
と
も
あ
る。

マ
ニ
ア
ッ

ク
過
ぎ
る
！
（
笑
）。

き
っ
と
陰
で
は
、
上
手
い
下
手
ま
で
沙
汰
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な

と
考
え
た
ら
、
驚
き
を
通
り
越
し
て
恐
ろ
し
く
な
っ
た

。

御
朱
印
帳
も
か
つ
て
の
無
骨
シ
ン

プ
ル
な
も
の
か
ら
、
か
わ
い
ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
ヘ
と
変
わ
っ
て
い
る

。

知
ら
な
い
間
に
フ
ァ

ン
シ
ー
グ
ッ
ズ
ヘ
と
進
化
(
?
)
し
て
い
た。

気
に
な
っ
た
の
は
、
散
見
さ
れ
る
「
御
朱
印
集
め
」
と
い
う
表
現
だ。

そ
れ
ぞ
れ
の
仏
閣
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評流＋方

寺
社
に
対
す
る
信
仰
的
な
記
載
は
と
く
に
見
ら
れ
ず
、
御
朱
印
そ
の
も
の
に
対
す
る
感
想
、

批
評
が
多
い
。

参
詣
し
た
証
に
授
か
る
、
と
い
う
よ
り
、
入
手
の
た
め
に
そ
こ
に
行
く
、
と

い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ

。

本
堂
や
拝
殿
で
お
詣
り
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
あ
や
し
い
雰
囲
気
す

ら
あ
る

。

彼
ら
彼
女
ら
は
、
参
詣
者
と
い
う
よ
り
コ
レ
ク
タ
ー
と
い
う
こ
と
な
の
か
ー

°

一
方
で
好
感
が
も
て
た
の
は
、
参
拝
や
御
朱
印
を
い
た
だ
く
際
の
作
法
や
礼
儀
に
つ
い
て
注

意
を
促
す
ペ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
だ。

と
り
あ
え
ず
、
ホ
ッ
と
す
る
思
い
が
し
た

。

プ
ー
ム
の
背
景
に
は
、
観
光
地
な
ど
で
定
め
ら
れ
た
コ
ー
ス
を
巡
り
、
訪
れ
た
ポ
イ
ン
ト

で
ス
タ
ン
プ
を
押
し
て
も
ら
う
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
御
朱
印
を
こ
れ
と
ダ
プ
ら
せ
る
向
き

で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か

。

そ
れ
が
好
ま
し
い
か
ど
う
か
は
さ
て
お
く
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
大

切
な
仏
縁
に
は
相
違
な
い
だ
ろ
う
。
”

い
ま
ど
き
の
仏
縁
の
結
び
方
“
と
し
て
、
仏
さ
ま
に

は
党
容
に
み
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
よ
う
か

。

た
だ
し
、
ま
ず
は
掌
を
合
わ
せ
、
ち
ゃ
ん
と

お
詣
り
す
る
こ
と
だ
け
は
、
切
に
願
い
た
い

。

ラ
ジ
オ
で
教
授
は
「
こ
の
プ
ー
ム
は
単
な
る

一
過
性
の
も
の
で
は
な
い
」
と
力
強
く
締
め

く
く
っ
て
い
た

。

永
続
し
な
い
の
を
性
と
す
る
の
が
プ
ー
ム
と
い
う
気
が
す
る
の
だ
が
：
•
ま

あ
、
い
い
か
。

少
し
で
も
長
く
続
い
て
、

一
人
で
も
多
く
の
方
が
仏
縁
を
結
ば
れ
、
ご
加
護

を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に

。

（
小
村
正
孝
）
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連載

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

_... ............... 
毎年おこなわれている大本山増上寺御忌での「ふれあい物産展」 （東北被災3県の物産展）。



束日本大震災の被災地を訪れて

束
日
本
大
震
災
被
災
地
の
現
状
に
つ
い
て

一
年
間

の
連
載
で
し
た
が
、
途
中
、
関
東
・
東
北
桑
雨
な
ど

も
あ
り
、
災
害
関
係
と
い
う
こ
と
で
範
囲
を
広
げ
て

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
以
降
、
浄
土
宗
東
京
教
区
胄
年
会

活
動
の

一
環
と
し
て
、
災
害
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、
私
自
身
は
そ
れ
以
前
は
災
害
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
に
対
し
て
熱
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

東

日
本
大
霙
災
後
の
惨
状
を
各
地
で
見
て
、
被
災
さ
れ

た
方
々
の
お
話
を
伺
う
中
で
、
災
害
時
に
助
け
合
う

意
識
、
あ
る
い
は
、
自
分
自
身
の
事
と
し
て
向
き
合

う
と
い
う
意
識
が
起
こ
り
ま
し
た

。

被
災
地
の
方
々
が
よ
く
「
と
に
か
く
来
て
ほ
し
い
」

と
仰
い
ま
す
が
、
映
像
や
音
声
だ
け
で
は
な
く
五
感

と
心
を
含
め
た
六
根
す
べ
て
の
対
象
と
し
て
の
災
害

の
痕
を
感
じ
る
こ
と
で
、
私
自
身
が
大
き
く
災
害
に

対
す
る
慈
識
と
復
興
に
対
す
る
思
い
が
起
こ
っ
た
こ

と
か
ら
も
、
現
地
に
行
く
と
い
う
事
に
は
大
き
な
意

味
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

一
面
の
津
波
の
流
出
物
や
壊
れ
た
建
物
を
見
て
、

ヘ
ド
ロ
や
可
燃
物
を
其
処
此
処
で
焼
く
煙
と
埃
の
臭

い
を
嗅
ぎ
、
重
機
が
動
く
音
を
聞
き
、
ゴ
ム
手
袋
を

は
め
て
元
の
地
面
と
そ
の
上
に
和
も
っ
た
ヘ
ド
ロ
の

隙
間
を
探
し
な
が
ら
掻
き
出
し
、
砂
を
ネ
コ
車
で
運

び
、
時
に
は
弁
当
の
蒸
を
開
け
る
と
蠅
が
集
る
の
で

パ
ン
の
袋
を
開
け
た
と
こ
ろ
に
口
を
突
っ
込
ん
で
昼

食
を
済
ま
せ
た
り
、
被
災
者
の
方
々
と
食
事
や
お
茶

を
共
に
し
な
が
ら
お
話
を
し
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
を
行

っ
て
、
キ
ャ
ン
ド
ル
を

一
緒
に
作
っ
た
り
、

一
諸
に

お
経
を
お
と
な
え
し
た
り
と
、
現
地
の
方
々
や
各
地

か
ら
支
援
に
入
る
方
々
と
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
し
て

き
ま
し
た

。

当
初
の
惨
状
か
ら
片
付
け
を
行
い
、
仮
設
住
宅
な

ど
に
伺
う
よ
う
に
な
り
、
家
を
新
築
さ
れ
た
お
話
や

復
興
住
宅
に
移
る
話
を
伺
っ
た
り
と
、

一
歩

一
歩
の

復
興
へ
の
過
程
を
見
て
き
ま
し
た
。

先
日
、
初
め
に

作
業
に
関
わ
ら
せ
て
頂
い
た
仙
台
市
若
林
区
照
徳
寺

様
の
別
院
が
上
棟
式
を
さ
れ
た
と
聞
き
、
と
て
も
嬉

し
く
思
い
ま
し
た
。
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私
の
場
合
は
、
自
分
と
同
じ
く
全
国
浄
土
宗
青
年

会
と
い
う
会
に
所
属
し
て
い
る
会
貝
が
被
災
し
た
、

同
じ
浄
士
宗
の
寺
院
や
そ
の
校
信
徒
が
被
災
し
た
、

同
じ
宗
教
と
し
て
の
仏
教
寺
院
や
そ
の
校
信
徒
が
被

災
し
た
、
同
じ
日
本
人
が
被
災
し
た
と
い
う
よ
う
に
、

活
動
の
内
容
や
対
象
と
す
る
人
々
に
よ
り
自
分
と
同

じ
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
諸
活
動
に
あ
た
っ
て
い

ま
す
し
、
そ
の
よ
う
に
自
分
の
こ
と
と
常
に
意
識
す

る
こ
と
で
継
続
で
き
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す

。

関
東

・

東
北
蔽
雨
に
よ
る
常
総
市
の
被
災
地
区
に

伺
っ
た
際
も

、

そ
の
惨
状
や
埃
の
臭
い
が
東
日
本
大

震
災
の
被
災
後
の
状
況
と
重
な
っ
て
、
避
難
所
へ
伺

っ
た
り
、
個
人
住
宅
の
片
付
け
の
お
手
伝
い
を
し
た

時
も
そ
う
し
た
意
識
を
持
ち
な
が
ら
、
自
分
が
で
き

る
事
を
し
て
き
ま
し
た

。

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
限
ら
ず
、
日
常
の
こ
と
で

も
同
じ
意
識
を
持
つ
よ
う
に
心
掛
け
、
五
感
で
関
わ

り
、
心
で
感
じ
取
る
こ
と
が
と
て
も
重
要
で
あ
る
と

実
感
し
て
い
ま
す

。

ま
も
な
く
捉
災
か
ら
五
年
、
私
は
今
の
と
こ
ろ
、

今
年
の
三
月
十

一
日
は
岩
手
県
の
釜
石
市
で
行
わ
れ

る
全
日
本
仏
教
青
年
会
の
追
悼
法
要
に
参
加
す
る
予

定
で
い
ま
す
。
三
月
十

一
日
前
後
に
は
お
そ
ら
く
各

所
で
法
要
や
追
悼
式
典
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。

ま
た
昨
年
記
事
に
も
書
か
せ
て
頂
い
た
よ
う
に

仙
台
市
で
は
ア
ー
ケ
ー
ド
な
ど
で
黙
祷
の
ア
ナ
ウ
ン

ス
が
流
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

被
災
地
に
行
か
れ
る
方
は
、

事
に
参
列
し
て
追
悼
の
想

い
を
為
し
復
興
を
祈
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

災
害
か
ら
五
年
と
か
、

来
年
の
七
回
忌
と
か
の
区

切
り
を
以
て
活
動
を
切
り

上
げ
る
と
い
う
こ
と
の
無

い
よ
う
に
、
そ
う
し
た
区

切
り
の
時
だ
か
ら
こ
そ
改

め
て
今
何
が
求
め
ら
れ
て

い
る
か
、
こ
れ
か
ら
何
が

24 
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束 11 本大震災の被災地を訪れて

求
め
ら
れ
る
の
か
を
考
え
、
或
い
は
現
地
の
方
に
聞

き
、
復
興
に
向
け
て
今
後
の
活
動
を
考
え
て
い
け
れ

ば
と
思
い
ま
す

。

一
年
間
の
連
載
を
終
え
る
に
当
た
り
こ
の

誌
面
を

お
借
り
し
て
、
記
事
に
書
か
せ
て
頂
い
た
関
係
の

方
々
、
お
話
を
伺
わ
せ
て
頂
い
た
方
々
、
関
係
の
各

位
、

一
年
間
お

読
み
頂
い
た
方
々

に
御
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

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
）

津波の被害を受けた直後の照徳寺墓地。
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江
戸
は
川
の
町

江
戸
は
、
「
百
歩
、
歩
け
ば
川
に
当
た
る
」
と
云

わ
れ
た
ほ
ど
の
川
の
町
で
あ
る

。

今
の
銀
座
界
隈
は
、

東
洋
の
ヴ
ェ
ニ
ス
と
形
容
さ
れ
た
ほ
ど
水
に
縁
の
深

い
場
所
で
あ
っ
た

。

江
戸
に
は
大
城
郭
を
守
る
深
堀
、

運
河
、
瀧
漑
水
、
上
水
、
な
ど
大
小
様
々
な
河
川
が

流
れ
て
い
る
。

天
然
の
川
の
流
れ
を
変
え
、
運
河
を

造
る
こ
と
七
十
年

。

川
は
、
庶
民
の
生
活
に
潤
い
を

与
え
、
経
済
活
動
の
ル
ー
ト
と
な
り
、
遊
興
の
場
も

提
供
し
て
い
る

。

江
戸
の
場
合
、
川
、
堀
、
運
河
の

造
成
は
、
都
市
造
り
の
基
本

。

そ
れ
ら
は
、
洪
水
防

禦
、

軍
事
的
防
衛
手
段
と
し
て
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
の
地
勢
ー
東
京
湾
の
変
遷

江戸の川を歩く

江
戸
の
川
を
語
る
前
に

、

東
京
湾
の
過
去
の
変
遥

に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う

。

東
京
湾
は
、
生
き
て
い

る
。

万
年
周
期
で
海
進
、
海
退
を
繰
り
返
し
て
い
る

。

温
暖
化
の
時
に
は
、
水
位
が
上
が
り
海
進

。

つ
ま
り

海
は
陸
に
向
か
っ
て
広
が
り
、
寒
冷
期
に
は
、
水
位

が
下
が
り
、
海
退
し
、
陸
が
現
れ
て
く
る

。

◎
十
万
年
前

温
暖
期
の
、
今
か
ら
十
万
年
前
に
は
、
関
東
平
野

は
、
ほ
と
ん
ど
浅
い
海

。

無
論
、
江
戸

一
帯
は
、
海

の
底
で
あ
っ
た

。

東
京
湾
は
埼
玉
の
先
ま
で
広
が
り
、

関
東
の
陸
地
は
、
ま
る
で
海
に
浮
か
ぶ
島
繋
ぎ
の
様。

房
総
も
、
三
浦
半
島
も
細
い
島
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ

の
時
、
江
東
区
「
両
国
」
は
、
海
の
只
中
に
あ
る

。

◎
五
万
年
ー
ニ
万
年
前

こ
れ
が
寒
冷
化
（
最
終
氷
期
）
を
迎
え
た
五
＼
六

万
年
前
だ
と
、
今
度
は
、
海
退
期
で
海
は
引
き
、
海

面
の
高
さ
は
、
現
在
よ
り
も
下
が
り
、
平
野
は
陸
地

化
。

扇
状
地
が
形
成
さ
れ
、
「
両
国
」
は
完
全
に
陸

地
の
上
。

東
京
湾
は
う
ん
と
縮
小
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る

小
さ
な
占
東
京
湾
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る。

こ
の

傾
向
が
ず
っ
と
続
き
、
今
か
ら
二
万
年
前
に
は
、
寒

冷
化
は
、
頂
点
に
達
し
、
こ
の
時
、
海
面
は
現
在
よ

り
百
メ
ー
ト
ル
以
上
も
低
く
な
り
、
東
京
湾
は
消
滅
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江戸の川を歩く

し
、
陸
地
と
化
す

。

◎
縄
文
期
（
五
千
前
か
ら
）

そ
の
後
は
、
次
第
に
温
暖
化
と
な
り
、
再
び
東
京

湾
は
、
海
進
期
を
迎
え
る

。

人
々
が
棲
み
つ
い
た
全

盛
期
、
つ
ま
り
、
縄
文
前
期
（
五
千
＼
六
千
年
前
）

に
は
、
再
び
温
暖
化
の
波
に
乗
っ
て
、
東
京
湾
は
海

進
す
る
。

海
の
水
位
は
、
現
在
よ
り
数
メ
ー
ト
ル
も

上
昇
し
、
陸
地
を
の
み
込
み
、
い
わ
ば
、
関
東
平
野

全
域
、
埼
玉
県
の
北
ま
で
、
大
小
の
入
り
江
と
な
っ

て
、
入
り
込
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
、
奥

東
京
湾
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る

。

こ
の
時
、
東
京

湾
も
拡
大
し
、
「
両
国
」
の
処
は
再
び
、
海
の
底

（
陸
地
沿
い
）
に
沈
ん
で
い
る。

こ
の
期
、
つ
ま
り
縄
文
時
代
の
海
岸
線
を
知
る
に

は
、
縄
文
人
が
残
し
た
無
数
の
貝
塚
を
繋
げ
れ
ば
良

い
。

発
見
さ
れ
た
貝
塚
は
、
点
々
と
埼
玉
の
奥
地
に

ま
で
広
が
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
縄
文
後
期
か
ら
再

び
海
退
現
象
が
始
ま
り
、
関
東
北
ま
で
入
り
込
ん
だ

湾
は
、
徐
々
に
、
ギ
ザ
ギ
ザ
の
入
り
江
状
と
な
り
、

陸
地
化
。

現
在
の
東
京
湾
に
近
い
形
と
な
る

。

東
京
湾
の
海
退
に
と
も
な
っ
て
陸
地
が
、
広
が
り
、

加
え
て
、
富
士
山
、
箱
根
山
を
初
め
と
す
る
、
活
火

山
の
唄
火
が
長
い
間
続
く
。

降
り
積
も
っ
た
火
山
灰

と
若
干
の
隆
地
が
台
地
を
形
成
す
る

。

そ
し
て
、
あ

ち
こ
ち
か
ら
、
水
の
流
れ
が
広
が
っ
た
湿
地
低
地
に

向
か
い
、
つ
ま
り
川
と
な

っ
て
東
京
湾
に
注
ぐ
よ
う

に
な
る

。
当
初
、
東
京
湾
に
注
ぐ
、
川
の
流
れ
は
、

急
峻
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
流
れ
は
、
台
地
を
削
り
、

谷
を
造
る
こ
と
に
な
る
。

押
し
流
さ
れ
た
土
砂
は
、

束
京
湾
に
流
れ
込
み
、
さ
ら
に
州
を
形
成
し
、
さ
ら

に
陸
地
は
、
広
が
っ
て
行
く
。

縄
文
人
の
生
活
環
境

こ
の
地
勢
の
変
化
に
従
っ
て
、
人
の
営
み
を
見
る

と
、
現
在
の
東
京
都
に
あ
た
る
地
域
に
人
が
や
っ
て

き
た
の
は
、
約
三
万
年
前
の
旧
石
器
時
代

。

そ
し
て
、

縄
文
時
代
に
は
、
人
々
は
、
魚
介
類
が
豊
富
に
獲
れ

る
海
岸
沿
い
、
あ
る
い
は
河
川
沿
い
の
入
り
江
に
沿
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っ
て
暮
ら
し
、
あ
る
意
味
で
安
定
し
た
、
定
住
生
活

を
営
む

。

例
え
ば
、
目
黒
川
が
国
道
二
四
六
号
線
と

接
す
る
池
尻
大
橋
近
く
に
縄
文
公
園
が
あ
る。

そ
こ

に
描
か
れ
て
い
る
縄
文
人
の
生
活
風
景
。

家
宅
が
再

現
さ
れ
、
当
時
の
人
々
の
生
活
を
描
く
。

切
り
立
つ

崖
下
は
海
で
、
波
が
洗
っ
て
い
る
。

小
舟
が
浮
か
び
、

人
々
は
魚
介
類
を
獲
る。
彼
等
の
は
る
か
後
方
で
は
、

火
山
が
噴
火
し
て
い
る

。

ま
た
、
今
の
京
浜
東
北
線

は
、
正
に
縄
文
時
の
海
岸
線
を
示
し
、
北
に
向
か
っ

て
線
沿
い
に
、
多
数
の
貝
塚
が
発
見
さ
れ
て
い
る

。

有
名
な
大
森
貝
塚
か
ら
、
浦
和
の
先
ま
で

。

京
浜
東

北
線
の
ラ
イ
ン
は
、
崖
で
そ
の
先
は
海
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

ち
な
み
に
、
現
在
の
皇
居
は
、
こ
の
時
、
海

岸
縁
（
後
の
日
比
谷
入
り
江
）
に
位
置
し
て
い
る。

縄
文
期
の
江
戸
周
囲
の
状
況

。

藤
沢
、
茅
ヶ
崎
、

平
塚
辺
り
は
、
す
っ
ぼ
り
海
の
下。
多
摩
丘
陵
を
挟

ん
で
海
水
は
青
梅
ま
で
達
し
、
埼
玉
の
大
宮
台
地
は

取
り
残
さ
れ
た
島
状
を
呈
し
、
埼
玉
県
の
久
喜
一
帯

も
概
ね
海

。

入
り
江
は
さ
ら
に
北
ま
で
広
が
っ
て
い

る

。
房
総
半
島
は
細
長
く
、
茨
城
は
大
半
が
海
と
言

っ
て
良
く
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
入
り
江
が
土
浦
か

ら
栃
木
に
向
か
っ

て
伸
び
て
い
る。

し
か
し
、
縄
文
後
期
か
ら
の
海
退
が
始
ま
る
と
漁

労
活
動
が
大
打
撃
を
受
け
、
咬
火
の
影
評
も
あ
り
、

人
口
は
次
第
に
減
る
。

南
関
東
は
、
特
に
縄
文
文
化

が
栄
え
た
処
。

し
た
が
っ
て
、
水
稲
耕
作
と
鉄
器
使

用
を
骨
子
と
す
る
弥
生
文
化
は
、
西
南
地
域
よ
り
大

幅
に
遅
れ
、
弥
生
中
期
の
後
半
、
紀
元

一
世
紀
頃
に

な
っ
て
初
め
て
、
本
格
的
な
腹
耕
社
会
が
成
立
す
る。
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台
地
、
谷
、
川
の
関
係

江
戸
の
中
心
は
、
武
蔵
野
台
地
。

そ
の
下
部
が
、

山
の
手
台
地
。

概
ね
J
R

山
手
線
に
囲
ま
れ
た
台
地

で
、
五
つ
か
ら
成
り
、
各
台
地
間
に
急
峻
な
水
が
流

れ
、
台
地
を
削
り
、
谷
を
造
っ
て
、
谷
底
を
湾
に
向

か
っ
て
、
川
は
流
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
上
野
台

地
」
と
「
本
郷
台
地
」
の
間
に
谷
田
川
•
石
神
井
川
、

本
郷
台
地
と
目
白
台
地
の
間
に
小
石
川
が
流
れ
て
い



る
と
い
っ
た
案
配
で
あ
る
。

江
戸
は
坂
が
多
い
。

こ

れ
は
、
台
地
と
谷
の
楼
目
部
分
の
残
滓
で
も
あ
る
。

武
蔵
野
台
地
と
云
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
く
、

三
十
＼
百
五
十
メ
ー
ト
ル
。

急
峻
な
川
は
土
砂
を
運

び
、
州
を
形
成
し
、
次
第
に
湿
地
帯
の
陸
地
を
広
げ

て
い
く

。

こ
う
し
た
地
勢
の
上
に
、
大
都
市
、
江
戸

が
、
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。

家
康
、
江
戸
入
府

江戸の川を歩く

家
康
が
入
府
し
た

一
五
九
0
年
、
江
戸
の
地
勢
は

ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

。

ま
ず
、

海
岸
線
。

東
京
湾
は
現
在
よ
り
ず
っ
と
内
陸
に
食
い

込
ん
で
い
る
。

中
央
に
島
が
突
出

。

こ
れ
を
江
戸
前

島
と
い
う

。

今
の
東
京
駅
か
ら
新
橋
ま
で
の
島。

当

然
な
が
ら
、
左
右
は
海
で
、
こ
の
島
の
左
が
日
比
谷

入
り
江
。

右
側
が
江
戸
湊

。

日
比
谷
入
り
江
の
北
端
に
、
平
川
が
流
れ
込
む

（
一
橋
の
処
）。

そ
こ
か
ら
、
日
比
谷
入
り
江
を
品
川

に
向
か
っ

て
海
岸
沿
い
に
降
り
て
行
く

。

ま
ず
、
後

の
江
戸
城

一
帯
を
割
っ
て
入
る
、
千
鳥
ヶ
淵
川
の
河

口
に
小
さ
な
入
り
江

。

つ
い
で
霞
ヶ
関
低
台
地
の
下
、

江
戸
期
の
溜
池
と
繋
が
る
汐
留
川
河
口
入
り
江
。

そ

し
て
、
増
上
寺
の
南
を
流
れ
る
古
川
の
、
大
き
く
扶

り
込
ん
だ
入
り
江
。

さ
ら
に
南
に
立
会
川
の
入
り
江

。

目
黒
川
が
流
れ
込
む
大
き
な
入
り
江
、
品
川
湊
。

武

蔵
野
台
地
は
、
幾
つ
に
も
別
れ
て
製
状
に
南
に
展
開
。

武
蔵
野
台
地
の
東
端
、
つ
ま
り
、
江

戸
前
島
の
上
、

本
郷
台
地
・
上
野
台
地
か
ら
束
全
域
は
低
地
・
湿
地

帯
が
連
な
る
。

本
郷
と
上
野
台
地
の
間
に
は
、
石
神

井
川
が
、
途
中
、
お
玉
ヶ
池
と
つ
な
が
り
、
江
戸
湊

に
流
れ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
東
は
、
自
然
堤

防
に
よ
り
陸
化
し
た
低
地
（
浅
草
）。

そ
し
て
隅
田

川
の
河
口
域
。

隅
田
川
の
河
口
域
は
、
今
よ
り
川
幅

が
広
く
、
少
し
蛇
行
し
て
い
る

。

こ
の
川
の
東
側
に

は
、
州
か
ら
陸
化
し
た
低
湿
地
が
広
が
る
（
両
国
、

深
川

一
帯
）。
そ
の
ず
っ

と
南
に
、
海
の
孤
島
の
よ

う
に
ぽ
つ
ん
と
浮
か
ん
で
い
る
、
佃
島。
さ
ら
に
東

に
行
く
と
、
古
利
根
川
（
中
川
）
や
、
利
根
川
（
江
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戸
川
）
が
東
京
湾
に
流
れ
込
ん
で
い
る

。

こ
の
よ
う
な
地
勢
の
時
に
江
戸
に
来
た
、
家
康
は
、

武
蔵
野
低
台
地
を
海
寄
り
か
ら
切
り
崩
し
、
低
湿
地

を
埋
め
、
海
を
埋
め
、
人
が
住
め
る
土
地
を
広
げ
、

東
京
湾
に
流
れ
込
む
、
急
峻
の
流
れ
を
変
え
、
川
を

巧
み
に
利
用
し
、
広
大
な
江
戸
城
を
囲
む
、
幾
重
も

の
運
河
を
造
り
、
巨
大
な
水
の
都
を
造
成
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

こ
の

一
大
都
市
造
成
工
事
を
、
後
に
続

く
、
歴
代
の
将
軍
が
継
続
。

有
能
な
家
臣
団
が
推
進

。

完
成
ま
で
に
、
結
局
、
七
十
年
も
の
歳
月
を
投
や
す

。

月刊浄土
通巻900号

奉賀
〒
112 知， 松 日
0012 香

~塚文 HI >職
)\ 
聖

業

大
都
市
、
江
戸
の
誕
生
。

江
戸
の
川

（運
河
を
含
め
）
の
成
立
状
況
。

そ
し

て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
川
を
、
江

戸
時
代
人

に
な

っ
て
、
周
り
の
景
観
を
想
像
し
な
が
ら
歩
く

。

こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る

。

【参考文献】「川と水辺の辞典」鈴木理生柏塁房「江戸の川、東京の川」鈴木理生井上冒院「東京の地理がわかる事典」鈴木理生日本実業出版社「江戸東京千年地図帳」菅野俊輔別冊宝島他
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112 
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連載

一
ヽ,-. 宣士~ ゜
月 rJ

田
和

i~ 悔. 男 こ旭

月

” 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
土
宗
学

東
京
支
校
、
同
本
校
へ
進
学
を
許
さ
れ
、
明
治
三
十
三
年
（
＿
九

0
0
)、
浄
土
宗
海
外
留
学
生
と
し
て
廃
仏
毀
釈
で
打
撃
を
蒙
っ

た
仏
教
再
生
の
輿
望
を
担
い
、
印
度
学
の
拠
点
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
パ
ー
ゼ
ル
の
万
国
宗
教
歴
史
学
会
で
研
究
発
表
、
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

ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
伯
と
出
会
う
。

ま
た
、
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
盟
友
•
荻
原
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
た
と
こ

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

仏
教
学
者
ヴ
ァ
レ
ザ
ー
と
出
会
い
龍
樹
の

「中
論
j
の
独
語
訳
を

手
伝
う
こ
と
で
博
士
論
文
に
も
弾
み
が
つ
き
首
尾
よ
く
博
士
号
を

取
得
。

し
か
し
仏
門
へ
の
導
き
の
師
・
端
山
海
定
逝
去
の
報
に
接

し
海
旭
の
帰
心
は
消
え
、
宗
門
か
ら
の
給
付
金
も
打
ち
切
ら
れ
る
。

海
旭
は
富
豪
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ー
ン
か
ら
援
助
を
得
る
べ
く
、
東

大
教
授
の
姉
崎
正
治
に
仲
介
を
依
頼
す
る
書
状
を
し
た
た
め
る
の

だ
っ
た
。

ロ
イ
マ
ン
教
授
宅
に
招
か
れ
る

渡
辺
海
旭
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
篤
志
家
ア
ル
ベ
ー

ル
・
カ
ー
ン
か
ら
の
資
金
援
助
を
畏
友
•
姉
崎
嘲
風

こ
と
正
治
に
仲
介
し
て
も
ら
う
た
め
、
渾
身
の
訴
え

を
し
た
た
め
終
え
る
と
、

「姉
崎
嘲
風
老
兄
殿
蘇
城

（
スト
ラ
ス
プ
ル
ク
）

に
閑
居
し
独
り
婦
東
を
願
う
寒
僧
拝
」

と
記
し
て
ペ
ン
を
お
い
た

。

牲
く
べ
き
こ
と
は

瞥
い
た
。

さ
て
、
こ
の
苦
状
が

首
尾
よ
く

奏
功
を
も
た
ら
す
か
。

そ
れ
は
ひ
と
え
に

姉
崎
が
海
旭
の
只
な
ら
ぬ
真
剣
味
を
ど
う
受
け
止
め

る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

あ
と
は
ひ
た
す
ら
「
朗
報
」

を
待
つ
だ
け
だ
っ
た
。

し
か
し
、
後
は
天
命
に
委
ね
る
と
自
ら
に
言
い
聞

か
せ
た
も
の
の
、
心
中
の
ざ
わ
め
き
を
抑
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

事
は
火
急
を
要
す
る
の
で

、

手
元
不
如
意
な
が
ら
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も
出
来
た
ば
か
り
の
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
経
由
の
特
急
便

を
布
発
し
た
が
、
そ
れ
で
も
往
復
に
は二

、

三
週
間

は
か
か
る
。

そ
う
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
翌
日
か
ら

毎
H

の
よ
う
に
郵
便
受
け
を
覗
い
て
い
る
自
身
の
焦

煉
ぶ
り
が
我
な
が
ら
情
け
な
か
っ
た
。

相
変
わ
ら
ず
、
ロ
イ
マ
ン
教
授
に
乞
わ
れ
て
の
研

究
室
詰
め
が
つ
づ
い
て
い
た

。

遠
く
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

か
ら
列
強
の
探
検
豚
が
競
っ
て
持
ち
帰
っ
た
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
の
仏
教
経
典
の
断
片
の
比
定
と
い
う
何
と

も
根
気
の
い
る
作
業
だ
が
、
教
授
は
海
旭
の
仕
事
ぶ

り
に
に
わ
か
に
ハ
カ
が
い
か
な
く
な
っ
た
の
を
感
じ

た
ら
し
く
、
誘
い
の
言
業
を
か
け
て
き
た
。

「
ワ
タ
ナ
ベ
、
ど
う
し
た
の
だ。

こ
こ
数
日
、
君
は

ま
る
で
夢
遊
病
者
だ

。

ど
う
だ
、
妻
と

一
緒
に
我
が

家
で
食
事
で
も
せ
ん
か
」

ワ
グ
ナ
ー
の
窮
状
を
わ
が
身
に
喩
え
る

ロ
イ
マ
ン
家
を
た
ず
ね
る
と
、
卓
上
に
は
夫
人
の

心
づ
く
し
の
料
理
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。

い
つ
も
の

よ
う
に
接
客
の
主
役
は
社
交
的
な
ロ
イ
マ
ン
夫
人
だ

っ
た
。

海
旭
が
席
に
つ
く
と
、
夫
人
が
明
る
＜
声
を

か
け
て
き
た
。

「ワ
タ
ナ
ベ
、
い
よ
い
よ
来
週
は
こ
こ
の
オ
ペ
ラ
ハ

ウ
ス
で
、

「ニ
ー
ベ
ル
ン
グ
の
指
環
」
の

「神
々
の

黄
昏
」
(
G
o
t
e
r
d
a
m
e
r
u
n
g
)

が
開
演
さ
れ
る
わ

。

ド
イ
ツ
人
も
顔
負
け
の
ワ
グ
ネ
リ
ア
ン
の
あ
な
た
と

し
て
は
、
待
ち
遠
し
く
て
し
か
た
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
。

私
も
と
て
も
楽
し
み
だ
わ
」

海
旭
は
「
は
あ
」
と
答
え
た
だ
け
で
、
U
を
つ
ぐ

ん
だ
。

「
あ
ら
、
ど
う
し
た
の
」
と
夫
人
が
心
配
げ
に
悔
旭

の
顔
を
覗
き
込
ん
だ

。

「主
人
も
い
っ

て
い
た
け
れ

ど
、
何
か
心
配
事
で
も
あ
る
の
。

も
し
そ
う
な
ら
、

聞
か
せ
て
ち
ょ
う
だ
い

。

私
た
ち
に
何
か
で
き
る
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
と
に
か
く
話
せ
ば

気
分
は
晴
れ
る
は
ず
か
ら
」

海
旭
は
、
姉
崎
へ
の
手
紙
で
、
「
ロ
イ
マ
ン
師
に

も
話
し
て
い
な
い
こ
と
を
老
兄
だ
け
に
打
ち
明
け

る
」
と
思
わ
せ
ぶ
り
に
I
t
1
い
た
手
前
、
し
ば
し
路
躇

し
た
。

し
か
し
、
夫
人
の
お
も
い
や
り
に
背
中
を
お
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写 と写詠歌セットのこ案内

特徴③手本は当会オリジナル

特徴④ 「写経セッ ト 」は浄土宗 H常勤行式。

特徴⑤ 「写詠歌セット」は宗歌と四季の和歌。

従来の写経と異なる薄提をなぞる写経と写詠歌のセットです。 扱いやすいA4版で打

ペンで写せます。 手軽にかつ短時間でできる新しいタイ プの写経、写詠歌ですが、『

級奉古を使用していますので、暴と毛屯でも写せます。 法事や各種行事、詠唱会の代

ち時間に、朝夕のお参りの前後に、新たな写経・写詠歌行事にご利用下さい。

甲込日年月日

御名前 電話

御1主所 〒

《御寺院欄》 教区 組 寺 • 院寺院番号

O写経セット 領価： 12,000円（税込）関東•関西 セット

(1 組 12枚、 10組入り） ※寺院名（ ）を入れる ・ 入れない
※関東版 （三奉請）｀ 関西版 （四奉講） に丸をおつけ下さい。

O写詠歌セット 定価 ： 10,000円（税込） セット

(1 組5枚、 20組入り）

※写経セットの寺院名入れは無料です。 ご希望の場合は寺院名をお書き下さい。

※消費税と発送料は領価に含んでいます。 商品お届け時の請求雷にてお支払い下さい。

※こ注文をいただいてからお届けまで3週間ほどかかりますので、こ了承下さい。

※ 1 組からご注文ご希望の方はFAXにて当会にこ相談下さい。

《本頁をコピーの上、ご注文をご記入して、法然上人鑽仰会へ
Fax(03-3578-7036) 、メール(hounen@jodo.ne.jp) 、または

ご郵送(〒 105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館4階）下さい》



薄
墨
手
本
を
な
ぞ
る

オ
ジ
ナ
ル

A
4

判

に

~~ 
~~ 

写経セッ ト
浄土宗勤行の解説も付いた 12枚組

毎日のお経だから
心のこもったオリジナルな
ものがいい。

写詠歌
セット

浄土宗歌「月影」と春夏秋冬の和歌
解説付き 5首セット

詠唱でお唱えする歌、
法然上人のお歌を

筆で写して心に刻もう！

当会オリジナル新商品！！

※こ注文と詳細はウラ面へ

法然上人鑽仰会FAX : 03-3578-7036 

〒 105-0011 東京都港区芝公園4-7-4明照会館4階

※お問い合わせは、 Faxまたはメール

hou nen@jodo.ne .j p へお願いします。

m
o
n
t
h
l
y
 J
 01 D
O
 2
0
1
6
·
2
·
3

発
行
人
／
佐
藤
良
純
編
集
人

／
大
室
了
皓
編
集
チ

ー
フ
／
長
谷
川
岱
潤

法然上人を心から慕う

法然上人鑽仰会だから

こそ作れる高級奉祖の

オリジナル手本です。
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